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近
年
、
尺
八
楽
は
ブ
ー
ー
ム
と
い
わ
札
る
ほ
ど
隆
盛
に

な
っ
た
。
外
国
人
に
も
大
変
な
魅
力
を
感
ず
る
者
が
多

い
。
し
か
し
、
も
し
も
戦
前
に
、
揺
楽
の
保
存
委
員
会

を
音
楽
評
論
家
で
構
成
し
、
邦
楽
の
諸
種
目
の
中
で
、

何
を
残
し
、
何
を
切
り
捨
て
る
べ
き
か
を
論
じ
た
な
ら
、

果
た
し
て
尺
八
楽
は
残
さ
れ
た
て
あ
ろ
う
か
？
自
他

共
に
日
本
の
音
楽
評
論
家
の
第
一
人
者
を
も
っ
て
任
じ

た
人
の
口
か
ら
、
「
尺
八
は
さ
っ
ば
り
分
か
ら
な
い
。
L

と

い
う
言
葉
を
聞
い
た
c

令
ど
の
邦
楽
を
保
存
す
ぺ
き
か

の
文
化
遺
産
よ
り
も
、
俺
の
創
造
の
方
が
楓
重
た
。
」
と

い
う
人
間
は
、
焚
書
し
た
秦
の
始
皇
帝
に
も
等
し
い
文

化
の
敵
・
文
化
の
独
裁
者
と
い
う
へ
き
で
あ
ろ
う
。

ベ
ー
ト
ー
ウ
ェ
ン
の
独
創
的
と
い
わ
れ
る
音
楽
も
、

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
独
創
的
な
美
術
も
、
ド
イ
ツ
音
染
、

イ
タ
リ
ア
美
術
の
文
化
遺
産
を
全
面
的
に
廃
棄
し
て
創

り
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
芸
術
逍
産
を
縫
承
し
な

が
ら
、
し
か
も
自
己
の
独
剖
を
加
え
た
結
果
生
ま
礼
た

も
の
で
あ
る
。

新
し
い
創
造
の
た
め
に
も
、
そ
の
芸
術
的
跳
躍
台
か

立
派
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
っ
か
り
し
た
も
の
で

な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
新
し
い
品
種
を
作
り
出
す
た
め

に
＂
ぷ
術
的
扱
き
木
を
欲
す
る
な
ら
は
、
そ
の
'
i
11

本
と
な

る
占
い
文
化
泊
翫
か
、
で
き
る
た
け
健
令
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
永
い
麻
＂
史
と
伝
絨
を
打
つ
邦
邪
本
の
晶
枡

II

か
、
な
る
べ
く
多
く
健
全
に
似
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

妍
し
い
音
楽
の
剖
造
の
た
め
に
も
必
裳
な
の
て
あ
る
。

先
般
、
義
太
夫
節
保
存
会
か
重
要
燕
形
文
化
財
の
総

合
指
定
を
受
け
た
が
、
こ
れ
は
邦
楽
の
文
化
行
政
上
画

期
的
な
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
、
雅
楽
，
文
楽
，
能
楽
[
歌
舞
仁
宍
お
よ
び

沖
縄
の
組
踊
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
設
け
ら
れ
た
規
準
に
合

致
し
た
人
を
選
ん
で
団
体
を
組
織
し
、
重
要
無
形
文
化

財
の
総
合
指
定
を
受
け
て
い
る
か
‘
こ
れ
ら
は
す
べ
て

演
劇
と
し
て
の
指
定
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
演
劇
を

中
心
と
す
る
総
合
芸
術
に
対
す
る
指
定
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
f
今
回
の
義
太
夫
節
の
指
定
は
、
音
楽
に
対

す
る
指
定
な
の
で
あ
立
し
た
か
っ
て
、
邦
楽
の
総
合

指
定
の
第
一
号
な
の
て
あ
る
。

元
来
、
義
太
夫
節
は
人
形
浄
瑠
璃
と
い
う
演
劇
の
中

の
音
楽
と
し
て
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

故
、
人
形
と
義
太
夫
浄
瑠
璃
と
を
総
合
し
た
「
人
形
浄

瑠
璃
文
楽
座
庖
員
」
と
い
う
団
体
が
ま
す
指
定
さ
れ
た

の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
義
太
夫
劇
の
多
く
は
、

邦
楽
の

舎
総
合
指
定
の
受
け
入
れ
態
勢

歌
舞
伎
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
、
歌
舞
伎
に
も
義
太

夫
節
の
演
奏
者
ガ
加
わ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
「
竹

本
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
「
伝
統
歌
舞
伎
保
存

会
会
員
」
か
総
合
指
定
を
受
け
た
時
に
は
、
そ
の
竹
本

か
ら
も
会
員
が
選
は
れ
て
加
入
し
た
の
で
あ
る
。
今
回

の
「
義
太
天
節
保
存
会
」
に
は
、
文
楽
亨
歌
莞
伎
で
総

合
指
定
を
受
け
な
か
っ
た
義
太
夫
演
奏
家
か
ら
選
は
れ

た
人
が
加
入
し
た
わ
け
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
女
流
が

多
い
が
、
男
性
も
加
入
し
て
い
る
し
、
東
京
以
外
の
地

方
人
も
い
る
。
決
し
て
烹
京
に
墓
務
所
を
持
つ
社
団
法

人
義
太
夫
協
会
の
春
板
の
塗
り
替
え
て
は
な
い
。

さ
て
、
義
太
夫
節
保
存
会
の
総
合
指
定
を
機
会
に
、

邦
楽
の
保
存
や
指
定
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

元
来
，
邦
楽
と
い
う
よ
う
な
「
生
き
も
の
」
の
保
存

は
、
美
術
品
の
よ
う
に
博
物
館
に
入
れ
て
保
存
す
る
の

こ
の
こ
と
は
、
邦
楽
の
良
し
悪
し
や
将
来
性
を
蘭
単

に
片
付
け
て
は
危
験
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
。
要
す
る
に
‘
な
る
へ
く
多
く
の
種
類
を
残
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
の
て
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
保
存
と

か
、
そ
の
保
存
の
た
め
の
助
成
と
い
う
こ
と
と
、
法
律

に
従
っ
て
「
総
合
指
定
」
を
す
る
こ
と
と
の
間
に
は
、

若
干
の
璽
大
な
相
違
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
総
合
指
定
」

を
さ
れ
た
も
の
は
、
伝
統
を
守
る
べ
き
義
務
が
生
し
、

自
由
勝
手
な
、
無
軌
道
な
改
革
は
許
さ
れ
な
く
な
る
。

義
太
夫
離
れ
や
、
雅
楽
離
れ
は
許
さ
れ
な
い
。
前
術
義

太
夫
や
前
衛
雅
楽
は
総
合
指
定
の
対
象
で
は
な
い
c

も

し
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
主
な
活
動
に
し
た
い
人
は
、

他
の
点
で
い
か
に
適
格
で
あ
っ
て
も
、
総
合
指
定
の
団

体
に
は
加
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
総
合

指
定
の
団
体
に
加
わ
っ
て
い
る
人
の
演
奏
曲
目
が
、
伝

統
的
な
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
そ
の
団
体
か

ら
離
れ
た
活
動
と
し
て
の
み
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
具

体
的
・
現
実
的
な
問
題
で
は
、
入
場
税
の
減
免
が
関
係

し
て
く
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
邦
楽
と
い
わ

れ
る
種
類
の
も
の
は
、
今
の
法
律
の
中
て
の
総
合
指
定

は
困
難
で
あ
る
。
新
し
い
運
動
は
、
別
な
意
味
で
の
援

助
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

邦
楽
を
見
回
し
た
と
こ
ろ
、
早
く
保
存
の
手
を
差
し

伸
べ
な
け
れ
ば
危
ぶ
ま
れ
る
も
の
と
し
て
は
‘
常
磐
津
、

う
た
沢
、
一
弦
琴
、
二
弦
琴
、
平
曲
、
な
ど
か
あ
る
。

し
か
し
、
一
弦
琴
以
下
は
総
合
指
定
の
対
象
と
し
て
は
‘

の
問
題

疇
指
定
と
保
存
の
意
義

) l l 

英

史

會
邦
楽
保
存
の
前
提
条
件
と
し
て
の
楽
器

會
な
ぜ
保
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か

と
は
違
つ
の
で
あ
る
。
結
局
、
正
し
く
伝
承
さ
れ
な
け

れ
ば
保
存
と
は
言
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
伝
承
に

は
、
教
え
る
人
と
習
う
人
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
教
習

か
ピ
ア
ノ
の
稽
古
の
よ
う
に
盛
ん
で
あ
れ
ば
問
題
は
な

い
し
、
民
謡
の
よ
う
に
簡
単
で
あ
れ
ば
心
配
は
い
ら
な

い
。
と
こ
ろ
か
、
「
笑
い
三
年
、
泣
き
八
年
」
と
い
う
言

葉
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
複
雑
で
年
期
を
要
す
る

義
太
夫
節
の
後
継
者
を
育
て
る
こ
と
は
、
~
容
易
な
こ
と

て
は
な
い
。
そ
こ
て
、
ど
う
し
て
も
何
ら
か
の
助
成
が

必
要
に
な
る
。
総
合
指
定
の
意
義
は
そ
こ
に
あ
る
。

「
良
い
も
の
は
残
り
、
悪
い
も
の
は
‘
悪
い
か
ら
す
た

れ
る
の
で
あ
る

C

自
然
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
よ
い
。
」

I

I

と
い
つ
の
は
、
無
責
任
な
放
任
主
義
て
あ
る
。
音
楽
の

場
合
て
も
、
軍
賓
ふ
良
貨
を
駆
迩
す
る
」
こ
と
さ
え
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
通
俗
で
、
手
っ
取
り
早
い
も
の
が
、

洗
練
さ
れ
た
む
ず
か
し
い
も
の
を
駆
逐
す
る
例
は
多
い
。

歌
謡
曲
・
涼
歌
の
類
の
異
常
な
流
行
と
、
常
磐
津
や
清

元
の
危
機
的
衰
退
を
対
照
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
す
ぐ

に
分
か
る
は
す
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
、
音
楽
の
よ
う
な
芸
術
は
、

創
造
や
発
展
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
保
存
な
ど
と
い

う
こ
と
は
、
意
味
が
な
い
と
い
う
極
論
を
聞
・
＼
こ
と
が

あ
る
。
長
い
年
月
と
、
多
く
の
人
の
叡
智
と
エ
ネ
ル
キ

9

ー
を
費
や
し
て
造
り
上
け
た
貸
重
な
文
化
遺
産
を
廃
棄

し
て

r

新
し
か
り
の
個
性
の
強
い
人
間
の
独
創
的
な
活

動
に
た
け
ま
か
せ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
り
「
過
去

少
し
手
遅
れ
で
あ
っ
て
、
い
ま
少
し
何
ら
か
の
方
法
で

演
奏
人
口
か
ふ
え
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ

し
ず
め
、
常
磐
沸
か
最
も
可
能
性
か
あ
り
、
適
格
で
あ

る
。
河
東
節
・
一
中
節
に
く
ら
べ
て
、
歌
舞
伎
や
舞
踊

会
で
の
需
要
が
多
い
と
い
う
点
か
ら
も
、
常
磐
津
を
何

と
か
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
総
合
指
定
の
受
け
入
れ
態
勢
と
い
う
こ
と

も
問
題
で
あ
る
。
流
派
内
部
で
入
間
的
な
対
立
な
ど
が

あ
っ
て
は
、
一
本
化
し
た
団
体
構
成
か
む
ず
か
し
い
か

ら
、
総
合
指
定
は
お
あ
ず
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
余
り
に
活
動
が
衰
微
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な

樋
目
や
流
派
も
対
象
に
は
で
き
な
い
。
倒
産
寸
前
の
会

杜
に
は
、
~
銀
行
か
貸
付
け
を
断
る
の
と
同
し
で
あ
る
。

以
上
の
条
件
か
掴
え
ば
‘
常
磐
津
゜
清
元
・
琵
琶
．

一
中
・
河
東
。
う
た
沢
：
゜
・
・
・
と
、
総
合
指
定
を
受
け
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。

邦
楽
の
保
存
を
人
間
の
面
か
ら
問
題
に
し
て
き
た
の

て
あ
る
が
、
実
際
は
、
楽
器
な
し
に
は
邦
楽
の
保
存
は

あ
り
得
な
い
。
と
こ
ろ
か
そ
の
楽
器
の
資
材
の
危
機
は
、

石
油
危
機
よ
り
切
迫
し
て
い
る
。
三
味
線
の
猫
皮
や
大

p

)

う

:

d

J

皮
は
需
要
に
追
っ
つ
か
な
い
。
悼
の
材
料
て
あ
る
紅
木

は
イ
ン
ド
か
ら
の
輸
入
品
、
花
梨
は
タ
イ
か
ら
の
輸
入

品
て
あ
る
が
、
両
国
の
政
府
は
伐
採
制
限
、
輸
出
制
限

を
始
め
た
と
い
う
。
安
価
て
、
し
か
も
良
質
な
代
替
材

料
を
急
い
で
開
発
し
な
け
札
は
、
邦
楽
の
保
存
も
発
展

も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
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編

集

後

記

0
文
化
と
い
う
も
の
は
無
か
ら
生
し
な
い
と
い

わ
れ
る
。
現
在
に
受
け
由
が
れ
て
い
る
文
化
は
、

．．
 

人
々
の
生
ふ
が
ら
生
ま
れ
、
伍
い
年
月
の
中
で

育
ま
れ
磨
か
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
も
の
て

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
文
化
を
大
切
に
保
存
・

伝
承
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
我
々
の
心
や
生
活

を
豊
か
に
す
る
新
し
い
文
化
か
創
造
さ
れ
る
の

で
あ
ろ
う
。

0
本
年
四
月
、
重
要
無
形
文
化
閑
に
邦
楽
と
し

て
は
初
め
て
義
太
夫
節
か
指
定
さ
れ
竺
義
太

夫
節
は
、
も
と
も
と
人
形
浄
瑠
璃
の
た
め
に
作

ら
れ
た
代
表
的
な
語
り
も
の
音
楽
て
あ
る
か
、

我
か
国
音
楽
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
吉
川
＂
央
史
氏
に
こ
の
指
定
の
忍
義

な
と
を
解
説
し
て
い
た
た
い
た
。

0

ま
た
同
時
に
、
文
化
財
保
存
技
術
に
選
定
さ

れ
た
規
矩
術
（
近
憔
規
矩
）
は
、
文
化
財
建
造

物
の
保
存
上
最
も
枯
本
的
な
技
術
と
し
て
不
可

欠
な
も
の
て
あ
る
。
こ
の
保
持
者
に
認
定
さ
れ

た
上
田
虎
介
氏
に
感
想
な
ど
を
辿
へ
て
い
た
だ

い
た
。
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