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わ
が
国
古
来
の
伝
統
楽
器
と
し
て
、

ま
た
、
民
謡
や
演
歌
の
伴
奏
で
も
お

な
じ
み
の
尺
八
。
そ
の
尺
八
を
楽
し

む
サ
ー
ク
ル
「
若
竹
会
」
は
保
谷
駅

前
公
民
館
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

会
の
発
足
は
、
公
民
館
主
催
の
講

座
「
尺
八
を
楽
し
む
」
が
き
っ
か
け

で
、
受
講
者
８
人
で
今
年
３
月
に
立

ち
上
げ
ま
し
た
。

尺
八
の
世
界
に
都
山

と

ざ
ん

流
り
ゅ
う

・
琴
古

き
ん

こ

流
り
ゅ
う

と
い
っ
た
流
派
が
あ
り
ま
す
が
、
と

く
に
流
派
に
こ
だ
わ
ら
な
い
ス
タ
イ

ル
で
さ
ま
ざ
ま
な
曲
を
練
習
し
て
い

ま
す
。
譜
面
も
、
尺
八
譜
を
使
う
人
、

五
線
譜
を
使
う
人
と
さ
ま
ざ
ま
で
、

集
ま
っ
た
面
々
は
尺
八
の
経
験
の
長

い
人
、
ま
っ
た
く
経
験
の
無
い
人
と

い
ま
す
。

代
表
の
三
澤
さ
ん
は
、「
尺
八
は
穴

が
少
な
く
て
（
５
個
）
簡
単
だ
ろ
う
、

と
始
め
た
の
で
す
が
、
目
論
見
が

違
っ
て
い
ま
し
た（
笑
）。
そ
の
難
し

い
尺
八
を
続
け
て
い
き
た
か
っ
た
の

で
、
講
座
終
了
後
、
み
ん
な
で
サ
ー

ク
ル
を
作
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ

た
で
す
。
そ
し
て
、
違
う
人
生
の
か

か
わ
り
が
生
ま
れ
る
し
、
ま
と
も
な

音
が
出
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
外
に
向

か
っ
て
演
奏
活
動
が
で
き
れ
ば
い
い

で
す
よ
ね
」
と
。

「
ア
メ
イ
ジ
ン
グ
・
グ
レ
イ
ス
」
を

練
習
し
て
い
る
の
は
、
女
性
二
人
の

内
田
さ
ん
と
南
雲
さ
ん
。
こ
の
曲
に

は
、
練
習
に
８
時
間
費
や
し
た
そ
う

で
す
。
入
会
し
た
理
由
に
つ
い
て
、

南
雲
さ
ん
は
、「
民
謡
を
習
っ
て
い
る

母
と
一
緒
に
舞
台
に
立
て
た
ら
い
い

な
と
思
い
ま
し
て
」
と
ご
家
族
と
の

夢
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

年
近
く
、
尺
八
に
親
し
ん
で
き

30
た
鈴
木
さ
ん
は
、
「
ま
だ
日
の
浅
い

サ
ー
ク
ル
で
す
の
で
、
室
内
で
は

個
々
に
好
き
勝
手
に
吹
い
て
音
だ
し

に
全
力
を
注
い
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

全
員
が
一
通
り
安
定
し
た
音
が
出
る

よ
う
に
な
っ
た
ら
、
合
奏
を
是
非
し

た
い
で
す
ね
」
と
抱
負
を
。

講
座
か
ら
の
熱
烈
な
尺
八
へ
の
思

い
を
最
年
長
者
の
小
西
さ
ん
は
、「
尺

八
の
音
色
は
、
ほ
か
の
楽
器
に
は
出

な
い
音
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
東
洋
の

音
で
あ
る
五
音
階
が
日
本
人
の
郷
愁

を
呼
び
起
こ
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
」
と
。
練
習
に
練
習
を
重
ね
て

音
色
を
楽
し
ま
れ
て
い
る
小
西
さ
ん

の
笑
顔
は
最
高
に
輝
い
て
い
ま
し
た
。
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第
２
次
世
界
大
戦
中
、
国
内
に
お

い
て
も
市
民
が
戦
争
協
力
の
た
め
に

組
織
・
動
員
さ
れ
ま
し
た
。
国
防
婦

人
会
、
青
年
団
な
ど
で
す
。

当
時
の
田
無
・
保
谷
に
お
い
て
も

婦
人
、
青
年
組
織
が
銃
後
を
守
っ
て

い
ま
し
た
。
史
料
か
ら
そ
う
し
た
動

き
の
一
端
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

婦
人
の
組
織

昭
和
７
年
、
大
日
本
国
防
婦
人
会

が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
保
谷
の
記
録

で
も
「
昭
和
７
年
こ
ろ
、
国
防
婦
人

会
が
で
き
た
と
思
う
。
そ
の
前
に
愛

国
婦
人
会
も
出
来
て
い
て
、
出
征
兵

士
の
見
送
り
な
ど
を
し
て
い
た
。」
と

あ
り
ま
す
。

「
こ
れ
に
は
、
役
場
が
音
頭
を
と
っ

て
荒
屋
敷
（
現
在
の
下
保
谷
）
付
近

の
何
人
か
の
婦
人
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

し
た
よ
う
で
あ
る
。
…
婦
人
会
の
お

も
な
活
動
は
、
出
征
兵
士
の
見
送
り
、

兵
士
の
出
征
す
る
家
へ
の
手
伝
い

（
お
に
ぎ
り
作
り
な
ど
）、
千
人
針
、

遺
骨
の
出
迎
え
（
下
保
谷
か
ら
柳
沢

ま
で
行
っ
た
）、
家
庭
防
火
群
と
し
て

の
防
空
演
習
な
ど
だ
っ
た
。」
敢

ま
た
、
田
無
町
国
防
婦
人
会
長
名

で
は
、
昭
和

年
７
月
に
次
の
よ
う
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な
文
書
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
…
此
の
時
に
当
り
ま
し
て
吾
が
田

無
町
国
防
婦
人
会
は
協
力
一
致
し
て

兼
ね
て
の
用
意
を
十
二
分
に
発
揮
致

し
ま
し
て
銃
後
の

憂
へ
な
か
ら
し
む

る
様
に
努
力
し
度

い
と
思
ひ
ま
す
。

何
卒
会
員
の
皆
様

層
一
層
の
御
力
添

へ
と
御
奮
闘
を
御

願
ひ
致
し
ま
す
。

…
」
柑

田
無
で
は
家
庭

衛
生
婦
人
会
の
結

成
も
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。

「
婦
人
は
家
庭
に

帰
り
健
全
な
る
子

供
を
育
成
、
し
か

し
て
銃
後
の
防
疫

の
完
璧
を
期
せ
よ

と
田
無
署
で
は
管

内
十
五
歳
以
上
の

女
子
約
二
万
名
を

動
員
し
て
こ
の
ほ
ど
家
庭
衛
生
婦
人

会
を
結
成
、
近
く
発
会
式
を
挙
行
す

る
。
同
会
は
一
般
家
庭
に
お
け
る
保

健
の
改
善
並
に
衛
生
思
想
の
普
及
向

上
を
は
か
り
衛
生
報
国
の
実
を
挙
げ

る
目
的
達
成
の
た
め
…
」
桓
。

男
性
た
ち
が
戦
地
に
配
属
さ
せ
ら

れ
る
一
方
、
女
性
た
ち
は
、
地
域
に

お
い
て
「
銃
後
の
守
り
」
と
し
て
の
、

こ
の
よ
う
な
末
端
組
織
が
作
ら
れ
、

戦
争
に
協
力
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

青
年
の
組
織

大
政
翼
賛
会
発
足
の
翌
年
、
昭
和

た
い
せ
い
よ
く
さ
ん
か
い

年
に
大
日
本
青
年
団
が
結
成
さ
れ

16ま
し
た
。「
保
谷
市
史
」
に
は
保
谷
町

青
年
団
則
参
考
案
（
年
次
不
詳
）
の

記
録
が
あ
り
ま
す
。

「
第
二
条

本
団
は
東
京
府
青
少
年

団
ノ
趣
旨
ヲ
体
シ
、
皇
国
ノ
道
ニ
則

リ
保
谷
町
男
子
青
年
ニ
対
シ
団
体
的

実
践
鍛
錬
ヲ
施
シ
、
共
励
切
磋
確
固

不
抜
ノ
国
民
的
性
格
ヲ
練
成
シ
、
以

テ
負
荷
ノ
大
任
ヲ
全
ク
セ
シ
ム
ル
ヲ

目
的
ト
ス
」
棺

ま
た
、
田
無
に
お
い
て
は
「
田
無

町
青
年
団
で
喇
叭
鼓
笛
隊
創
設
」
の

ら
っ

ぱ

こ

て
き

記
録
も
あ
り
ま
す
（
昭
和

年
）。
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「
時
局
益
々
緊
迫
し
我
等
青
年
と
致

し
ま
し
て
も
此
の
非
常
時
局
に
直
面

し
一
致
団
結
以
つ
て
銃
後
の
民
と
し

て
の
任
務
の
一
端
を
果
た
し
つ
ゝ
あ

り
ま
す
。
其
の
一
つ
と
し
ま
し
て
出

征
兵
士
見
送
り
に
際
し
て
其
の
行
を

盛
ん
な
ら
し
め
ん
が
為
本
団
音
楽
部

を
創
設
す
可
く
各
位
の
御
賛
同
を
仰

ぎ
ま
し
た
処
、
幸
に
も
御
理
解
深
き

皆
様
に
多
数
の
御
賛
成
を
得
ま
し
て

同
部
の
創
立
を
見
ま
し
た
。」
款

こ
の
時
代
、
国
民
に
対
し
教
育
や

メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
徹
底
し
た
思
想

の
統
制
を
図
り
、
戦
争
を
遂
行
す
る

た
め
の
体
制
を
強
化
し
て
き
ま
し
た
。

純
粋
で
誠
実
な
青
年
た
ち
は
、
戦
時

体
制
を
支
え
ま
し
た
。

平
和
で
民
主
的
な
社
会
教
育
へ

日
本
の
戦
時
体
制
を
結
果
的
に
支

え
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
の
中
に
、
地

域
末
端
に
ま
で
戦
争
協
力
の
た
め
の

組
織
化
が
あ
り
ま
し
た
。
社
会
教
育

研
究
者
の
相
庭
和
彦
氏
は
指
摘
し
ま

す
。

「
敗
戦
ま
で
日
本
の
社
会
教
育
は
、

青
年
団
や
婦
人
会
、
少
年
団
な
ど
の

団
体
を
国
家
が
統
制
し
て
な
さ
れ
て

き
た
。
つ
ま
り
団
体
が
社
会
教
育
の

中
心
的
主
柱
で
あ
っ
た
。」
と
。
そ
し

て
こ
の
く
だ
り
の
直
前
で
は
こ
う
述

べ
て
い
ま
す
。

「
実
は
こ
の
（
編
集
室
注
…
戦
後
、
民

主
的
な
国
民
形
成
に
寄
与
し
て
い
く
こ

と
と
な
る
）
公
民
館
こ
そ
、
戦
前
社
会

教
育
と
戦
後
社
会
教
育
の
相
違
を
端

的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。」
歓

平
和
を
大
切
に
す
る
、
民
主
的
な

も
の
と
し
て
、
戦
後
の
社
会
教
育
は

再
出
発
し
ま
し
た
。
教
育
や
市
民
活

動
が
、
再
び
い
つ
の
ま
に
か
平
和
や

民
主
主
義
を
脅
か
す
側
に
立
つ
こ
と

の
な
い
よ
う
な
公
民
館
活
動
を
市
民

の
力
で
支
え
あ
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

引
用
文
献

敢

「
戦
争
、
そ
の
時
保
谷
で
は
」
住

吉
公
民
館

平
和
に
つ
い
て
考
え

る
講
座
の
記
録

柑
桓
款

田
無
市
史

第
２
巻

棺

保
谷
市
史

史
料
編
第
４
巻

歓

『
現
代
生
涯
学
習
と
社
会
教
育

史
―
戦
後
教
育
を
読
み
解
く
視
座
』
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