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夕
映
え
の
メ
コ
ン
川
の
岸
辺
に
ひ
と
り
座
り
、
ポ
ル
・
ポ
ト
時
代
の
哀

し
み
を
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
伝
統
弦
楽
器
で
歌
い
奏
で
る
盲
目
の
老
人
。

　
壮
絶
な
ポ
ル
・
ポ
ト
時
代
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
平
和
と
復
興
を
め
ざ
す
戦

後
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
伝
え
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
の
締
め
く
く
り

に
は
ぴ
っ
た
り
の
光
景
だ
。
ど
こ
で
情
報
を
収
集
し
た
の
か
、
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
の
脳
内
に
は
こ
の
シ
ー
ン
が
浮
か
び
上
が
り
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
助

手
を
使
っ
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
弾
き
手
を
見
つ
け
出
し
た
。
彼
は
街
の
路

地
裏
に
あ
る
ト
タ
ン
屋
根
の
み

す
ぼ
ら
し
い
小
屋
に
住
ん
で
い

た
の
だ
。
数
時
間
後
の
湖
畔
で

の
撮
影
に
む
け
て
、
ポ
ル
・
ポ

ト
時
代
の
悲
惨
さ
を
嘆
く
歌
を

作
詞
作
曲
す
る
よ
う
に
依
頼
す

る
。
弾
き
手
の
盲
目
の
男
性
は

そ
の
場
で
快
諾
し
た
。
番
組
の

た
め
に
新
た
に
歌
を
作
ら
せ
る

な
ん
て
、
そ
れ
っ
て
不
適
切
な

演
出
な
の
で
は
な
い
の
か
、
そ

も
そ
も
そ
ん
な
短
時
間
に
作
詞

作
曲
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か

業
の
調
べ
︱
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
伝
統
弦
楽
器
チ
ャ
パ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
知
子

と
、
融
通
の
き
か
な
い
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
だ
っ
た
筆
者
は
も
や
も
や
し
た

気
分
に
な
っ
て
い
た
。

　
撮
影
は
無
事
終
わ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
シ
ー
ン
は
番
組
で
は
使
わ
れ
な

か
っ
た
。
四
半
世
紀
も
前
の
話
で
あ
る
。
哀
し
み
の
表
情
を
浮
か
べ
な
が

ら
魂
の
叫
び
を
歌
う
ブ
ル
ー
ス
を
外
国
人
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
歌
は
、
即

興
性
が
高
く
、
ま
た
依
頼
人
を
大
切
に
す
る
音
楽
だ
っ
た
の
だ
。
ポ
ル
・

ポ
ト
時
代
の
哀
し
み
も
、
乞
わ
れ
れ
ば
す
ぐ
に
歌
に
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
歌
は
た
と
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

「
弟
コ
ン
・
レ
ー
ン
の
物
語
」

こ
れ
は
私
の
弟
コ
ン
・
レ
ー
ン
の
物
語
／
強
制
労
働
の
と
き
／
私
の
手
を

引
い
て
く
れ
た
／
強
い
日
差
し
の
下
で
／
お
そ
ら
く
午
後
三
時
ご
ろ
／

コ
ン
・
レ
ー
ン
、
お
ま
え
は
／
何
で
も
よ
く
見
え
て
／
若
く
漲
る
力
／
お

ま
え
は
強
制
労
働
の
場
所
ま
で
／
私
の
手
を
引
い
て
く
れ
た
／
そ
こ
で
水

牛
を
つ
な
ぐ
縄
を
な
う
た
め
に
／
コ
ン
・
レ
ー
ン
、
お
ま
え
は
／
み
な
が

腰
を
か
が
め
て
土
を
掘
り
返
し
て
い
る
場
所
ま
で
／
私
の
手
を
引
い
て
く

れ
た
／
そ
こ
で
チ
ャ
パ
イ
を
弾
く
た
め
に
／

一
九
七
七
年
　
お
ま
え
は
毎
朝
／
私
の
手
を
引
い
て
く
れ
た
／
旧
人
民
が

縄
を
な
っ
て
い
る
場
所
ま
で
／
そ
し
て
そ
の
日
の
終
わ
り
に
は
／
ま
た
手

を
引
い
て
連
れ
帰
っ
て
く
れ
た
／

「湖畔でチャパイを奏でる老人」の撮影風景
（1992年、プノンペン市内）
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私
の
胸
は
張
り
裂
け
そ
う
／
一
九
七
八
年
／
お
ま
え
が
兄
コ
ン
・
ナ
イ
か

ら
引
き
離
さ
れ
た
日
を
／
思
い
出
し
／

そ
れ
以
来
／
私
は
お
ま
え
の
名
を
耳
に
し
な
い
／
生
き
て
い
る
印
は
何
も

な
い
／

お
ま
え
は
生
き
て
い
る
の
か
死
ん
で
い
る
の
か
／
八
人
の
仏
陀
に
祈
る
の

み
／
お
ま
え
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
い
る
の
か
外
国
に
い
る
の
か
／
お
ま
え
を

想
う
と
苦
し
く
な
る
／
プ
ノ
ン
ペ
ン
に
会
い
に
き
て
お
く
れ
／
私
は
大
丈

夫
／
私
は
生
き
て
い
る
か
ら

 

『
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
吟
遊
詩
人
、
コ
ン
・
ナ
イ
（K

ong N
ay. A

 C
am

bo-
dian B

ard

）』（2006

）
よ
り

　　
そ
の
伝
統
弦
楽
器
は
チ
ャ
パ
イ
・
ド
ー
ン
・
ヴ
ェ
ー
ン
、
つ
ま
り
「
長

棹
の
チ
ャ
パ
イ
」
略
し
て
チ
ャ
パ
イ
と
呼
ば
れ
る
。
結
婚
式
な
ど
で
演
奏

さ
れ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
独
特
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
形
式
「
ク
メ
ー
ル
楽
曲
」
の

中
の
ひ
と
つ
の
楽
器
で
あ
る
。
出
家
式
、
僧
衣
献
上
式
な
ど
の
仏
教
儀
式

で
ソ
ロ
で
歌
い
語
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
の
ほ
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に

二
人
で
漫
才
の
よ
う
な
滑
稽
な
掛
け
合
い
を
す
る
。
大
切
な
の
は
聴
衆
を

楽
し
ま
せ
る
た
め
に
歌
い

語
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
棹
の
長
さ
は
六
〇
セ
ン

チ
に
も
な
り
、
ク
ロ
サ
ン

︱
そ
の
実
は
カ
ン
ボ
ジ

ア
の
家
庭
料
理
で
あ
る

酸
っ
ぱ
い
ス
ー
プ
に
入
れ

る

︱
と
い
う
木
か
ら
作

ら
れ
、
共
鳴
胴
は
レ
ア
ン

の
木

︱
寺
の
境
内
や
湖
畔
に
自
生
し
て
い
る

︱
か
ら
作
ら
れ
る
。
レ

ア
ン
の
木
は
特
別
な
木
で
は
な
く
、
な
け
れ
ば
庭
先
に
生
え
て
い
る

ジ
ャ
ッ
ク
フ
ル
ー
ツ
の
木
で
も
い
い
。
し
か
し
共
鳴
胴
の
形
の
説
明
は
な

か
な
か
詩
的
で
、
菩
提
樹
の
葉
の
形
、
あ
る
い
は
寺
院
の
結
界
石
を
か
た

ど
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

　
チ
ャ
パ
イ
の
弾
き
手
た
ち
の
間
で
語
ら
れ
る
チ
ャ
パ
イ
の
由
来
の
物

語
も
ま
た
、
人
々
が
深
く
信
仰
す
る
上
座
仏
教
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
釈

迦
が
涅
槃
を
求
め
る
道
行
き
は
難
儀
な
も
の
で
あ
っ
た
。
釈
迦
は
い
つ
し

か
病
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
へ
天
部
が
現
れ
、
チ
ャ
パ
イ
を
奏
で
て
慰

め
た
。
そ
し
て
釈
迦
に
チ
ャ
パ
イ
の
調
弦
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
釈
迦
は

あ
ま
り
に
も
き
つ
く
締
め
た
の
で
、
弦
は
切
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
度
は
あ

ま
り
に
も
弦
を
緩
く
し
た
の
で
、
鈍
い
音
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
次
は
ほ

ど
よ
い
強
さ
で
調
弦
し
た
の
で
素
晴
ら
し
い
音
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
釈

迦
は
涅
槃
へ
の
道
を
覚
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　
二
本
の
弦
か
ら
は
、
婚
礼
の
演
奏
も
宴
の
際
の
人
々
の
踊
り
の
輪
の
演

奏
だ
け
で
な
く
、
伝
統
歌
謡
や
ポ
ッ
プ
ス
の
伴
奏
で
も
自
由
自
在
に
メ
ロ

デ
ィ
ー
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
だ
が
本
来
、
チ
ャ
パ
イ
は
語

り
を
メ
イ
ン
と
す
る
芸
能
で
あ
る
。

メ
ロ
デ
ィ
ー
は
語
り
に
リ
ズ
ム
や

勢
い
を
も
た
せ
る
も
の
な
の
で
、

メ
ロ
デ
ィ
ー
の
型
は
数
少
な
く
、

メ
ロ
デ
ィ
ー
を
前
奏
や
間
奏
、
あ

る
い
は
伴
奏
に
し
て
、
ブ
ッ
ダ
の

生
涯
、釈
迦
の
弟
子
ア
ン
グ
リ
マ
ー

ラ
の
物
語
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
物
語

チャパイのピック
（2017年、撮影：福富友子氏）

チャパイの共鳴胴部分
（2017年、撮影：福富友子氏）
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や
ジ
ャ
ー
タ
カ
最
終
話
の
布
施
太

子
物
語
な
ど
、
い
ず
れ
も
長
編
の

古
典
文
学
を
語
る
。
長
唄
や
義
太

夫
節
の
よ
う
に
三
味
線
の
伴
奏
と

と
も
に
物
語
を
語
る
の
を
、
チ
ャ

パ
イ
で
は
一
人
で
こ
な
す
。
三
味

線
の
合
方
や
合
い
の
手
の
よ
う
に

チ
ャ
パ
イ
だ
け
を
聞
か
せ
る
と
こ

ろ
も
あ
る
。
ど
の
物
語
も
厳
格
な

リ
ズ
ム
と
非
常
に
複
雑
な
押
韻
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
数
千
行
の
詩

句
か
ら
な
る
。
古
典
文
学
以
外
の

歌
謡
、
漫
才
風
の
掛
け
合
い
は
、
即
興
性
が
高
く
な
り
、
内
容
が
ど
れ
ほ

ど
卑
猥
な
も
の
に
な
ろ
う
と
も
、
複
雑
な
押
韻
ル
ー
ル
は
あ
く
ま
で
も

保
っ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
チ
ャ
パ
イ
は
聴
衆
が
あ
っ
て
こ
そ
の
芸
能
で
も
あ
る
。
聴
衆
に
対

す
る
サ
ー
ビ
ス
精
神
は
旺
盛
だ
。
本
編
に
す
ぐ
入
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず

施
主
を
誉
め
称
え
る
こ
と
、
主
賓
を
中
心
と
し
て
聴
衆
を
数
え
上
げ
る
と

い
っ
た
口
上
に
た
っ
ぷ
り
時
間
を
と
る
。
主
賓
の
地
位
が
高
け
れ
ば
高
い

ほ
ど
、
主
賓
に
対
す
る
挨
拶
は
そ
れ
だ
け
長
く
な
る
。
聴
衆
に
外
国
人
が

い
る
と
わ
か
れ
ば
、
簡
単
な
外
国
語
を
巧
み
に
歌
詞
に
入
れ
る
。
こ
こ
が

ま
ず
も
っ
て
重
要
な
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
な
り
、
時
間
が
限
ら
れ
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
割
愛
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
入
る

聴
衆
へ
の
呼
び
か
け
や
滑
稽
な
文
句
は
聴
衆
の
心
を
と
ら
え
て
離
さ
ず
、

ま
た
そ
れ
に
呼
応
す
る
聴
衆
か
ら
の
掛
け
声
や
歓
声
、
拍
手
で
場
の
一
体

感
が
生
ま
れ
、
盛
り
上
が
り
を
み
せ
て
い
く
。
だ
か
ら
高
い
舞
台
の
上
で

の
演
奏
を
客
席
で
静
か
に
聞
く
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
合
わ
な
い
。

　
冒
頭
に
登
場
し
た
奏
者
は
コ
ン
・
ナ
イ
（
一
九
四
六
～
）
氏
で
あ
る
。

実
は
撮
影
当
時
、
全
国
チ
ャ
パ
イ
大
会
で
優
勝
し
た
ば
か
り
で
、
国
内
で

は
ち
ょ
っ
と
し
た
有
名
人
に
な
っ
て
い
た
。
二
〇
一
四
年
に
人
間
国
宝
に

認
定
さ
れ
た
際
に
、
国
王
シ
ハ
モ
ニ
か
ら
「
語
り
に
長
け
た
者
」
と
い
う

意
味
の
「
カ
オ
ソ
ル
・
ヴ
ォ
ー
ハ
ー
」
と
の
タ
イ
ト
ル
を
授
け
ら
れ
た
。

四
歳
の
頃
に
天
然
痘
で
失
明
し
て
か
ら
、
将
来
の
こ
と
を
考
え
、
チ
ャ
パ

イ
を
扱
う
こ
と
が
で
き
た
伯
父
に
習
い
始
め
た
の
だ
と
言
う
。
伯
父
は
歌

が
得
意
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
コ
ン
・
ナ
イ
氏
の
学
習
方
法
は
、
伯
父
が

弾
く
チ
ャ
パ
イ
の
調
べ
を
そ
の
場
で
覚
え
、
ハ
ミ
ン
グ
で
再
現
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
ら
、
帰
宅
し
て
か
ら
、
中
古
で
手
に
入
れ
た
チ
ャ
パ
イ
で
弾

き
な
お
す
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
も
そ
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
伝

統
楽
器
の
習
得
は
口
頭
性
が
高
く
、
聴
覚
的
な
把
握
に
依
存
し
て
い
る
。

特
に
長
編
の
語
り
を
持
ち
味
と
す
る
チ
ャ
パ
イ
の
奏
者
と
し
て
、
コ
ン
・

ナ
イ
氏
は
、
盲
目
、
と
い
う
点
を
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
に
変
え
た
と
も
い
え

る
。

　
欧
米
の
客
層
を
対
象
と
し
て
、
コ
ン
・
ナ
イ
氏
の
演
奏
に
よ
る
Ｃ
Ｄ
、

『
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
吟
遊
詩
人
、
コ
ン
・
ナ
イ
（K

ong N
ay. A

 C
am

bodian 
B

ard)

』（2006

）、『
メ
コ
ン
デ
ル
タ
・
ブ
ル
ー
ス
（M

ekong D
elta B

lues

︱M
aster K

ong N
ay &

 O
uch Savy

）』（2007

）も
リ
リ
ー
ス
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
結
成
さ
れ
た
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
・
ロ
ッ
ク
の
デ

ン
グ
・
フ
ィ
ー
バ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
、
ベ
ー
シ
ス
ト
の
ベ
ン
・
ア
リ
ソ
ン
、

ギ
タ
リ
ス
ト
の
マ
ー
ク
・
リ
ボ
ー
、
ド
ラ
マ
ー
の
ル
デ
ィ
・
ロ
イ
ス
ト
ン

と
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
コ
ラ
ボ
、
ペ
イ
ン
タ
ー
の
及
川
キ
ー
ダ
の
ラ
イ

ヴ
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
の
コ
ラ
ボ
な
ど
、
コ
ン
・
ナ
イ
氏
は
、
い
や
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
伝
統
楽
器
チ
ャ
パ
イ
は
、
ど
ん
な
に
野
心
的
な
試
み
も
退
け
た

チャパイ奏者の自宅での撮影
（1992年、プノンペン市内）
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り
は
し
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
、
極
端
な
共
産
主
義
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
ク
メ
ー
ル
・

ル
ー
ジ
ュ
が
「
革
命
組
織
は
我
々
の
光
」
と
喚
こ
う
が
、
ベ
ト
ナ
ム
型
の

社
会
主
義
時
代
に
「
米
帝
主
義
、
フ
ァ
シ
ス
ト
日
本
」
と
叫
ぼ
う
が
、
は

た
ま
た
現
代
に
な
っ
て
「
民
主
主
義
」
や
「
人
権
保
護
」
を
怒
鳴
ろ
う
が
、

チ
ャ
パ
イ
は
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
、
平
然
と
そ
の
言
葉
を
調
べ
に
乗
せ
て
き

た
。
そ
の
時
代
、
政
権
、
人
々
が
要
請
、
要
求
す
る
も
の
を
巧
み
に
掬
い

上
げ
、
そ
の
ま
ま
歌
っ
て
き
た
。
チ
ャ
パ
イ
の
調
べ
は
定
型
化
さ
れ
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
即
興
性
、
柔
軟
性
に
富
ん
だ
こ
と
ば
を
の
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
激
動
の
現
代
史
を
潜
り
抜
け
て
き
た
カ
ン
ボ
ジ
ア

人
そ
の
も
の
だ
。
コ
ン
・
ナ
イ
氏
は
言
う
。
カ
ン
ボ
ジ
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／
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／
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／
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っ
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い
だ

 

『
メ
コ
ン
デ
ル
タ
・
ブ
ル
ー
ス
（M

ekong D
elta B

lues

︱M
aster 

K
ong N

ay &
 O

uch Savy

）』（2007

）
よ
り

〈
参
考
文
献
〉

大
和
田
俊
之
　
二
〇
一
二
「
憂
鬱
の
系
譜
」『
民
謡
か
ら
み
た
世
界
音
楽―

う
た
の

　
　 
地
脈
を
探
る
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
五
三
︱
七
二
頁

徳
丸
吉
彦
　
二
〇
一
六
『
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ス
と
の
付
き
合
い
方―

民
族
音
楽
学
の
拡

　
　 

が
り
』
左
右
社

長
尾
祥
子
　
二
〇
一
二
「
ホ
ー
ル
で
う
た
う
」『
民
謡
か
ら
み
た
世
界
音
楽―

う
た

第 28回福岡アジア文化賞授賞式リハーサルに
臨むコン・ナイ氏（2017年、撮影：福富友子氏）



52

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 21 号（2017）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies No.21 (2017)

　
　 

の
地
脈
を
探
る
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、 

一
五
七
︱
一
七
四
頁

長
谷
川
町
蔵
・
大
和
田
俊
之
　
二
〇
一
一 『
文
化
系
の
た
め
の
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
入
門
』　

　
　 
ア
ル
テ
ス
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

K
eo, D

orivn and Yun Theara, et al. 1994.

Traditional M
usical Instrum

ents of C
am

bodia. U
N

ESC
O

.

M
aison des C

ultures du M
onde. 2003.

K
ong N

ay U
n barde cam

bodgien :chant et luth chapey. IN
ED

IT

<https://w
w

w
.m

aisondesculturesdum
onde.org/sites/default/files/album

s/

booklet260112.pdf>
　
二
〇
一
七
年
十
一
月
五
日
ア
ク
セ
ス


