
『
卒
都
婆
小
町
』の
小
町
は
ど
こ
に
行
こ
う
と
し
て
い
た
の
か

天
野
　
文
雄

京
都
造
形
芸
術
大
学

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
貴
重
な
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
従
来
、
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
い
な
い

問
題
、
そ
も
そ
も
小
町
は
最
終
的
に
都
か
ら
ど
こ
に
行
こ
う
と
し
て
い
た

の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は『
卒
都
婆
小
町
』を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る

た
め
に
も
不
可
欠
の
作
業
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
前
に
、ま
ず「
卒
塔
婆
問
答
」と
小
町
の
狂
乱
か
ら
な
る『
卒
都
婆
小
町
』の

舞
台
が
ど
こ
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
シ
テ
方
や

ワ
キ
方
の
詞
章
か
ら
摂
津
の
阿
倍
野
と
山
城
の
鳥
羽
の
二
つ
の
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
場
所
は
小
島
明
子
氏
の「〈
卒
都
婆
小
町
〉
の
舞
台
」

（『
か
ん
の
う
』二
八
〇
、
平
成
三
年
）が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
阿
倍
野
と

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
小
町
の
道
行
は
現
在
は
金
春
流
以
外
の
四
流
で
は

「
漕
ぎ
ゆ
く
人
は
誰
や
ら
ん
」で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
金
春
流
で
は
、
そ
の
あ
と

に「
こ
れ
は
は
や
津
の
国
阿
倍
野
の
松
原
と
か
や
申
し
候
」と
あ
る
。
金
春
流
の

古
台
本
も
同
様
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
前
に
登
場
し
て
い
る
ワ
キ
僧
の〈
着

キ
ゼ
リ
フ
〉
は
、
ワ
キ
方
の
流
儀
に
よ
っ
て
鳥
羽
と
す
る
も
の（
福
王
流
）と
阿

倍
野
と
す
る
も
の（
下
掛
リ
宝
生
流
、
高
安
流
）が
あ
る
。
こ
れ
だ
と
い
ず
れ
が

正
し
い
の
か
は
か
ん
た
ん
に
は
決
め
が
た
い
が
、
小
島
明
子
氏
は
、『
奥
義
抄
』

『
俊
頼
髄
脳
』『
東
野
州
聞
書
』『
古
今
著
聞
集
』な
ど
が
阿
倍
野
に
近
い
住
吉
社

の
第
四
神
の
神
功
皇
后
を
玉
津
島
明
神
だ
と
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、

『
卒
都
婆
小
町
』の
舞
台
を
阿
倍
野
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
古
態
を
残
し
て

い
る
こ
と
が
多
い
金
春
流
が
、
古
来
、
小
町
の
道
行
を
阿
倍
野
ま
で
と
し
て

い
る
こ
と
も
勘
案
す
れ
ば
、『
卒
都
婆
小
町
』の
舞
台
は
ま
ず
阿
倍
野
と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、『
申
楽
談
儀
』の「
な
を
な
を
謡
ひ
し
な
り
」は
、

鳥
羽
か
ら
阿
倍
野
ま
で
の
道
行
を
さ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る（
新
潮
日
本
古
典

集
成『
謡
曲
集
』で
は
、『
卒
都
婆
小
町
』の
舞
台
も
道
行
の
最
終
的
な
目
的
地

も
高
野
山
と
す
る
が
、こ
こ
で
は
そ
れ
は
採
ら
な
い
）。

　

し
か
し
、
阿
倍
野
は『
卒
都
婆
小
町
』の
舞
台
で
は
あ
る
が
、
都
を
出
た
小
町

の
目
的
地
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、「
漕
ぎ
ゆ
く
人
は
誰
や
ら
ん
」の
あ
と

　

現
在
上
演
さ
れ
て
い
る
南
北
朝
期
制
作
の「
古
作
」の
能
は
そ
の
後
の
能
芸

の
急
速
な
洗
練
の
た
め
で
あ
ろ
う
、後
人
と
り
わ
け
世
阿
弥
に
よ
っ
て
改
訂
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
場
合
は
曲
名
も
変
わ
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、

た
と
え
ば
改
作
も
ふ
く
め
た
観
阿
弥
の
作
に
つ
い
て
い
え
ば
、『
嵯
峨
の
大

念
仏
の
女
物
狂
の
物
ま
ね
』（
あ
る
い
は『
嵯
峨
物
狂
』
）は『
百
万
』と
な
り
、

『
静
が
舞
の
能
』は『
静
』さ
ら
に
は『
吉
野
静
』と
な
り
、『
四
位
少
将
』は『
通

小
町
』と
な
り
、『
小
町
』は『
卒
都
婆
小
町
』と
な
る
、と
い
う
ぐ
あ
い
で
あ
る
。

一
方
、
世
阿
弥
に
よ
っ
て
改
訂
さ
れ
な
が
ら
も
、
曲
名
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
も

の
に『
自
然
居
士
』が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
改
作
前
の
形
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た

か
に
つ
い
て
は
、
戦
前
以
来
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
こ
と
の
性
格
上
、
ど

う
し
て
も
推
測
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
部
分
が
あ
る
た
め
、
総
じ
て
十
分
な

解
明
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
本
日
の『
卒
都
婆
小
町
』も
そ

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

  

世
阿
弥
に
よ
る『
卒
都
婆
小
町
』の
改
訂
に
つ
い
て
は
、『
申
楽
談
儀
』十
四
条

「
能
書
く
や
う
」の
、

小
町
、
昔
は
長
き
能
な
り
。「
過（
漕
）ぎ
ゆ
く
人
は
誰
や
ら
ん
」と
云
て
、
な
を

な
を
謡
ひ
し
な
り
。
後の
ち

は
、
そ
の
あ
た
り
に
玉
津
島
の
御
座
あ
る
と
て
、

幣
帛
を
捧
げ
け
れ
ば
、御み
さ
き先
と
な
り
て
出
現
あ
る
て
い
な
り
。こ
れ
を
よ
く

せ
し
と
て
、日ひ
え吉
の
烏
大
夫
と
い
は
れ
し
な
り
。
当
世
、こ
れ
を
略
す
。

と
い
う
記
事
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
本
来
の『
卒
都
婆
小
町
』

は
、現
在
は「
鳥
羽
の
恋
塚
秋
の
山
、月
の
桂
の
川
瀬
舟
、漕
ぎ
ゆ
く
人
は
誰
や

ら
ん
」で
終
わ
っ
て
い
る
前
場
の
小
町
の
都
か
ら
の
道
行
が
さ
ら
に
続
く「
長

き
能
」で
あ
っ
た
こ
と
、
後
場
に
は
玉
津
島
明
神
の
使
わ
し
め
の
烏
が
登
場
す

る
場
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
卒
都
都
小
町
』の
改
訂
の
実
態
に
つ

い
て
は
、
こ
の
記
事
を
ふ
ま
え
、
小
町
の
道
行
は
都
か
ら
ど
こ
ま
で
だ
っ
た
の

か
、
つ
ま
り
小
町
が
高
野
山
か
ら
出
た
僧
と
出
会
っ
て
卒
塔
婆
問
答
が
行
わ
れ

る
本
曲
の
舞
台
は
ど
こ
な
の
か
、
烏
は
ど
の
あ
た
り
で
登
場
し
た
の
か
、
そ
の

烏
は
玉
津
島
明
神
の「
御
先
」だ
と
い
う
が
、な
ぜ
玉
津
島
の
御
先
が
登
場
し
た
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の
小
町
の「
あ
ま
り
に
苦
し
う
候
ふ
ほ
ど
に
、
こ
れ
な
る
朽
木
に
腰
を
か
け
て

休
ま
ば
や
と
思
ひ
候
」と
い
う
言
葉
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
う
て
い

目
的
の
場
所
に
着
い
た
と
き
の
言
葉
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら

ば
、小
町
は
ど
こ
に
行
こ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

  
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、同
じ
小
町
を
シ
テ
と
す
る『
鸚
鵡
小
町
』で
あ
る
。

近
江
の
関
寺
辺
で
老
残
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
小
町
が
、
か
つ
て
の
閨
秀
歌
人

ら
し
く
帝
か
ら
の
歌
に
み
ご
と
な
鸚
鵡
返
し
で
返
歌
を
し
た
あ
と
、
使
者
の
新

大
納
言
行
家
か
ら
、「
い
か
に
小
町
、
業
平
玉
津
島
に
て
法
楽
の
舞
を
ま
な
び

候
へ
」と
言
わ
れ
、〈
物
着
〉
後
に
、「
さ
て
も
業
平
玉
津
島
に
参
り
た
ま
ふ
と

聞
こ
え
し
か
ば
、
わ
れ
も
同
じ
く
参
ら
ん
と
、
都
を
ば
ま
だ
夜
を
こ
め
て
稲
荷

山
、葛
葉
の
里
も
う
ら
近
く
、和
歌
吹
上
に
さ
し
か
か
り
」と
謡
っ
て〈
序
ノ
舞
〉

に
か
か
り
、
か
つ
て
の
玉
津
島
宝
前
で
の
舞
が
再
現
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、小
町
が
玉
津
島
明
神
に
参
詣
し
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

  

玉
津
島
は
祭
神
が
稚わかひ
る
め
の
み
こ
と

日
女
尊
、
息
お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

長
足
姫
尊（
神
功
皇
后
）、
衣
そ
と
お
り
ひ
め
の
み
こ
と

通
姫
尊
の

三
柱
、古
来
、住
吉
、北
野
と
と
も
に
和
歌
三
神
の
一
と
し
て
歌
人
の
敬
仰
篤
い

神
社
で
あ
っ
た
。
玉
津
島
三
神
の
一
柱
の
衣
通
姫
は
允
恭
天
皇
の
皇
女
で
、

そ
の
名
は
肌
の
美
し
さ
が
衣
を
通
す
ほ
ど
だ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。

『
古
今
集
』の
貫
之
の
序
に
よ
れ
ば
、
歌
人
と
し
て
の
小
町
は
そ
の
衣
通
姫
の

流
れ
だ
と
さ
れ
、そ
の
こ
と
は
世
阿
弥
の『
関
寺
小
町
』に
も
み
え
て
い
る
。ま
た
、

世
阿
弥
の『
蟻
通
』は
貫
之
が
玉
津
島
明
神
に
参
詣
し
よ
う
と
す
る
途
中
、貫
之

の
詠
歌
に
よ
っ
て
蟻
通
明
神
が
感
応
す
る
こ
と
を
描
い
て
い
る
が
、歴
史
的
に
も

有
力
歌
人
が
玉
津
島
に
参
詣
し
た
例
は
少
な
か
ら
ず
知
ら
れ
て
も
い
る
。

　

要
す
る
に
、小
町
に
と
っ
て
は
衣
通
姫
が
祀
ら
れ
る
玉
津
島
明
神
は
と
り
わ
け

敬
仰
さ
れ
る
神
な
の
で
あ
り
、
そ
の
点
、
若
き
日
に
業
平
と
と
も
に
玉
津
島
に

参
詣
し
て
法
楽
の
舞
を
舞
っ
た
と
い
う『
鸚
鵡
小
町
』の
設
定
は
き
わ
め
て

自
然
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、小
町
が
業
平
と
玉
津
島
に
参
詣
し
た
こ
と
は『
鸚
鵡
小
町
』の
ほ
か

狂
言
の『
業
平
餅
』や『
歌
仙
』に
も
み
え
る
が
、
そ
の
他
の
文
献
に
は
所
見
が

な
い
。
さ
ほ
ど
古
い
狂
言
で
は
な
い
ら
し
い『
業
平
餅
』と『
歌
仙
』の
設
定
は

『
鸚
鵡
小
町
』の
影
響
下
に
あ
る
と
し
て
、そ
れ
で
は『
鸚
鵡
小
町
』の
設
定
は
何
に

拠
る
の
か
と
い
え
ば
、そ
れ
は『
卒
都
婆
小
町
』だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

現
に『
鸚
鵡
小
町
』の「
都
を
ば
ま
だ
夜
を
こ
め
て
」は『
卒
都
婆
小
町
』の「
都

は
人
目
つ
つ
ま
し
や
、
も
し
も
そ
れ
か
と
夕
ま
ぐ
れ
」を
ふ
ま
え
た
も
の
と
認

め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、『
鸚
鵡
小
町
』の
作
者
は
、『
卒
都
婆
小
町
』の
小
町
が

摂
津
の
阿
倍
野
を
経
て
向
か
お
う
と
し
て
い
た
の
は
、
和
歌
三
神
の
一
で
、
衣

通
姫
が
祀
ら
れ
て
い
る
玉
津
島
明
神
だ
と
理
解
し
て
い
た
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、そ
れ
は
現
在
の『
卒
都
婆
小
町
』に
は
記
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
り
、
改
作
前
の『
卒
都
婆
小
町
』に
記
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
も

不
明
だ
が
、
そ
こ
に
は
小
町
が
阿
倍
野
経
由
で
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、

当
然
、玉
津
島
だ
と
い
う
理
解
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。ま
た
、『
鸚
鵡

小
町
』で
は
、な
ん
の
説
明
も
な
く
当
然
の
よ
う
に
、小
町
は
業
平
と
と
も
に
玉
津

島
に
参
詣
し
た
と
し
て
い
る
か
ら
、右
に
推
測
し
た
よ
う
な『
卒
都
婆
小
町
』の

設
定
は
、
同
曲
に
お
け
る
創
作
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
伝
承
が
す
で
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
と
す
れ
ば
、『
鸚
鵡
小
町
』の
設
定
は
そ
の
よ
う

な
伝
承
と『
卒
都
婆
小
町
』を
ふ
ま
え
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

『
業
平
餅
』と『
歌
仙
』に
も
同
様
の
事
情
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

  

小
町
が
最
終
的
に
行
こ
う
と
し
て
い
た
の
が
玉
津
島
で
あ
る
と
す
る
と
、
改

作
前
の『
卒
都
婆
小
町
』に
玉
津
島
の
使
わ
し
め
で
あ
る
烏
が
登
場
し
て
い
た

こ
と
が
納
得
さ
れ
る
し（
玉
津
島
の
使
わ
し
め
が
烏
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
は

現
在
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、近
世
の『
住
吉
相
生
物
語
』に
は
住
吉
社
の

使
わ
し
め
と
し
て
烏
が
み
え
る
）、小
町
が
四
位
の
少
将
の
霊
の
憑
依
に
よ
っ
て

狂
乱
し
た
あ
と
、「
こ
れ
に
つ
け
て
も
後
の
世
を
、
願
ふ
ぞ
ま
こ
と
な
り
け
る
、

砂い
さ
ごを
塔
と
重
ね
て
、黄お
う
ご
ん金
の
膚は
だ
えこ
ま
や
か
に
、花
を
仏
に
手
向
け
つ
つ
、悟
り
の

道
に
入
ら
う
よ
、悟
り
の
道
に
入
ら
う
よ
」と
彼
女
の
成
仏
が
暗
示
さ
れ
る
結
末

も
、現
在
の
舞
台
で
は
な
ん
と
な
く
唐
突
な
印
象
を
受
け
る
が
、そ
れ
を
狂
乱
の

あ
と
、
近
く
の
住
吉
社
に
も
祀
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
和
歌
の
神
、
玉
津

島
の
使
わ
し
め
が
来
現
し
た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
自
然
な

展
開
と
い
え
る
。

　

か
く
て
、『
卒
都
婆
小
町
』は
歌
人
小
町
が
和
歌
の
神
で
自
身
も
そ
の
流
れ
を

汲
む
衣
通
姫
が
祀
ら
れ
る
玉
津
島
参
詣
を
志
し
て
、都
か
ら
玉
津
島
に
向
か
い
、

そ
の
途
中
の
阿
倍
野
で
高
野
山
か
ら
出
た
僧
に
行
き
あ
う
と
い
う
設
定
の

な
か
に
、小
町
が
高
野
僧
を
論
破
す
る「
卒
塔
婆
問
答
」と
小
町
の
狂
乱
と
い
う

正
反
対
の
場
面
を
配
し
、そ
こ
に「
煩
悩
即
菩
提
」と
い
う
禅
思
想
を
テ
ー
マ

と
し
て
う
ち
出
し
た
作
品
と
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。
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