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尺
八
の
歴
史
と
音
響
学

山
口
正
義

趣
味
で
尺
八
を
習
っ
て
い
ま
す
。
尺
八
歴
は
三
十
数
年
と
年
数
だ
け
は
長
い
の
で
す
が
、
吹
奏
の
技
量
は
な
か
な
か
上
達
せ

ず
、
時
々
合
奏
で
お
箏
の
先
生
に
叱
ら
れ
た
り
、
演
奏
会
で
失
敗
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
歴
史
好
き
で
、
音
響
の
方

こ
と

も
学
生
の
と
き
少
し
勉
強
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
表
題
の
よ
う
な
三
百
頁
ほ
ど
の
本
を
自
費
出
版
し
て
友
人
に
配
っ
た
り
し
て

楽
し
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
で
話
題
を
二
つ
。

一
つ
は
虚
無
僧
の
歴
史
で
す
。
尺
八
と
い
え
ば
虚
無
僧
を
連
想
さ
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
虚
無
僧
は
特
異
な

歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
虚
無
僧
が
金
科
玉
条
と
し
た
「
慶
長

掟
書

」
に
ま
つ
わ
る
虚
実
入
り
混
じ
っ

お
き
て
が
き

た
歴
史
で
す
。
こ
の
掟
書
は
徳
川
家
康
か
ら
の
お
墨
付
き
を
名
目
と
し
て
、
慶
長
十
九
年(

一
六
一
四)

に
発
せ
ら
れ
た
と
し
て

い
る
偽
の
公
文
書
で
し
た
。
掟
書
に
は
、「
虚
無
僧
の
儀
は
、
勇
士
浪
人
一
時
の
隠
家
と
な
し
、
守
護
入
れ
ざ
る
の
宗
門
」、「
日

本
国
中
往
来
の
自
由
を
差
免
し
、
芝
居
・
渡
船
な
ど
は
自
由
」
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
虚
無
僧
は
こ
れ
ら

さ
し
ゆ
る

の
特
権
で
保
護
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
、
尺
八
吹
奏
に
よ
る
托
鉢
以
外
に
隠
密
行
動
・
仇
討
な
ど
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま

し
た
。
特
権
的
優
遇
措
置
で
あ
る
こ
の
掟
書
は
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
創
作
が
重
ね
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
信
憑
性
を
疑
う
幕
府

は
し
ば
し
ば
掟
書
の
原
本
の
提
出
を
虚
無
僧
の
い
る
普
化
宗
の
本
寺
に
求
め
ま
し
た
が
一
定
の
も
の
は
な
く
、
か
と
言
っ
て
廃

止
ま
で
に
も
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
慶
長
掟
書
を
前
提
と
し
た
普
化
宗
の
創
設
は
、
宗
門
改
や
本
末
制
度
と
い
っ
た
よ
う
な
社

会
的
背
景
と
密
接
に
絡
ん
で
い
ま
す
が
、
偽
の
公
文
書
を
も
と
に
二
百
年
に
渡
り
幕
府
を
煙
に
巻
き
、
自
分
達
の
特
権
を
誇
示

し
て
い
た
訳
で
一
種
の
痛
快
さ
を
感
じ
ま
す
。
同
じ
騙
す
に
し
て
も
こ
こ
ま
で
徹
底
さ
れ
れ
ば
別
の
歴
史
が
出
現
し
ま
す
。
ま

じ
め
な
虚
無
僧
た
ち
が
今
に
伝
わ
る
芸
術
的
に
極
め
て
高
い
尺
八
の
古
典
本
曲
を
沢
山
遺
し
て
く
れ
た
の
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
音
律
の
話
し
で
す
。
日
本
の
伝
統
音
楽
で
は
、
古
代
中
国
に
発
し
日
本
に
受
け
継
が
れ
た
十
二
律
が
用
い
ら
れ

て
い
て
、
各
音
に
は
壱
越
、
断
金
、

平
調

と
い
っ
た
よ
う
な
名
称
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
十
二
律
の
求
め
方
は
「
三

い
ち
こ
つ

た
ん
ぎ
ん

ひ
ょ
う
じ
ょ
う

分
損
益
の
法
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
管
（
弦
）
の
長
さ
を
三
等
分
し
そ
の
一
を
減
じ
て
三
分
の
二
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ

の
一
を
加
え
て
三
分
の
四
に
す
る
か
し
て
、
こ
れ
を
交
互
に
繰
り
返
し
て
得
ら
れ
た
音
を
低
い
順
に
並
べ
替
え
て
音
階
を
作
り

ま
す
。
計
算
し
て
み
る
と
十
三
回
目
に
求
め
た
値
は
も
と
の
音
の
丁
度
二
倍
と
は
な
ら
ず
、

％
程
度
の
誤
差
が
生
じ
ま
す
。

1.3

一
方
、
洋
楽
で
使
わ
れ
て
い
る
の
は
十
二
等
分
平
均
律
で
こ
ち
ら
は
隣
り
あ
う
音
の
振
動
数
の
比
が
一
定
の
も
の
で
、
一
五
九

六
年
にS

.Stevin

と
い
う
人
が

の
値
を
求
め
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
驚
く
の
は
日
本
で
も
元
禄
五
年(

一
六
九
二)

に
暦
算

家
の
中
根
元
圭
が
こ
の
値
を
求
め
て
い
ま
す
。
あ
る
昔
の
数
学
史
の
本
で
元
圭
に
つ
い
て
、「
十
二
律
の
長
、
上
下
相
生
の
衰
数

（
注
１
）

を
論
じ
て
曰
く
、
五
分
を
実
と
し
、
十
一
乗
方
に
こ
れ
を
開
き
て
得
数
九
分
四
厘
三
毛
八
絲
七
四
三
一
二
六
八
余
を
以
て
、
次

（
注
２
）

律
を
生
ず
る
の
衰
数
と
す
」
と
い
う
記
述
を
見
つ
け
ま
し
た
。
九
分
四
厘
三
毛
八
絲
七
四
三
一
二
六
八
を0.94387431268

と
し

て
そ
の
逆
数
を
す
ぐ
に
計
算
し
て
み
ま
し
た
。
予
感
は
ピ
タ
リ
と
当
り
逆
数1.059463094

は
有
効
桁
十
桁
ま
で

そ
の
も
の

で
し
た
。
つ
ま
り
十
二
等
分
平
均
律
を
元
禄
時
代
に
正
確
に
計
算
し
て
い
た
訳
で
あ
り
、
こ
の
具
体
的
事
実
を
知
り
大
変
な
驚

き
と
と
も
に
何
と
な
く
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
は
現
在
で
は
代
数
的
に
求
め
ら
れ
ま
す
が
当
時
は
ど
の
よ
う
に

求
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
興
味
が
あ
り
調
べ
よ
う
と
思
い
ま
し
た
が
今
の
と
こ
ろ
そ
の
手
掛
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
定
年
退
職
後

（
注
３
）

の
課
題
の
一
つ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

浮
世
離
れ
し
た
こ
の
本
を
読
ん
で
く
れ
た
友
人
は
、「
よ
く
も
こ
ん
な
こ
と
を
細
々
と
調
べ
た
ね
、
あ
き
れ
る
よ
」
と
言
い
な

が
ら
、
う
ま
い
お
酒
を
ご
馳
走
し
て
く
れ
ま
し
た
。
尺
八
談
議
を
し
な
が
ら
の
お
酒
は
、
も
ち
ろ
ん
至
福
の
一
時
で
し
た
。

い
っ
と
き
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（
注
１
）
遠
藤
利
貞
遺
著
『
増
修
日
本
数
学
史
』（
恒
星
社
厚
生
閣
）p

1
6
1

（
注
２
）
和
算
の
累
乗
は
、
巾
は
二
乗
、
再
は
三
乗
、
三
は
四
乗
、
四
は
五
乗･

･
･

を
表
し
て
い
ま
す
。
従
っ
て
十
一
は

十
二
乗
を
表
す
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
注
３
）
当
然
、
下
の
よ
う
に
十
二
乗
根
は
平
方
根
と
三
乗
根
か
ら
求
め
ら
れ
ま
す
か
ら
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
は
な

り
ま
す
が
確
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（(

社)

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
産
業
協
会
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J
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U
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L

』、

巻

号
、2003

年

年
）
を
一
部
追
記
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