
「
小
町
」の
変
遷 

～
歌
と
伝
説
と
能
と
～

木
谷 

真
紀
子

同
志
社
大
学
准
教
授

時
の
人
が『
衣
通
郎
姫
』と
い
っ
た
」（『
日
本
古
典
文
学
大
系
８　

古
今
和
歌
集
』

昭
和
33
・
3
・
5
、
岩
波
書
店
）と
さ
れ
る
絶
世
の
美
女
で
あ
っ
た
。
貫
之
は
、

歌
人
と
し
て
名
を
残
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
仮
名
序
で
後
世
に
多
大
な

影
響
を
与
え
、
ま
た
女
性
と
し
て
書
い
た『
土
佐
日
記
』で
日
記
文
学
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
を
打
ち
立
て
た
。
日
本
文
学
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
す
貫
之
に

よ
っ
て
、
小
町
の
美
が〈
勅
撰
和
歌
集
〉
に
記
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
と

以
後
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
こ
の
時
点
で
小
町
が

既
に〈
美
女
〉と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
の
が
分
か
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
二
つ
目

は
、そ
の
小
町
が〈
日
本
史
上
随
一
の
美
女
〉と
ま
で
高
め
ら
れ
、数
々
の
伝
説
を

生
む
存
在
に
な
る
文
学
で
の
出
発
が
、歌
人
と
し
て
の
力
と
美
し
さ
の
両
方
を

記
さ
れ
た
、こ
の『
古
今
和
歌
集
』に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
〈
小
町
〉
は
、
当
然
な
が
ら
後
世
の
文
学
や
芸
能
に
も
多
く
描
か
れ
た
。

「
小
町
物
」と
称
さ
れ
、
能
に
も「
通
小
町
」「
草
紙
洗
小
町
」「
鸚
鵡
小
町
」

「
関
寺
小
町
」「
卒
都
婆
小
町
」の
現
行
五
曲
が
あ
る
。
し
か
し
能
に
描
か
れ
た

「
小
町
」は
、あ
ま
り
に
も
我
々
の
印
象
か
ら
乖
離
し
て
い
る
。「
草
紙
洗
小
町
」は

盛
時
の
小
町
を
扱
っ
て
は
い
る
が
、
六
歌
仙
の
歌
人
と
し
て
の
小
町
を
描
く
。

「
通
小
町
」は
小
町
物
で
唯
一
の
夢
幻
能
で
あ
る
。
百
夜
通
を
な
し
得
な
か
っ
た

深
草
少
将
が
、
死
後
も
な
お
小
町
の
成
仏
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
妄
執
を
語
る
。

「
鸚
鵡
小
町
」「
関
寺
小
町
」「
卒
都
婆
小
町
」に
は
、年
老
い
た
百
歳
の
小
町
が

登
場
す
る
な
ど
、能
に
は
小
町
の〈
美
〉を
描
い
た
作
品
が
一
切
な
い
の
だ
。

  

で
は
金
剛
流
で「
三
老
女
」と
さ
れ
る「
鸚
鵡
小
町
」「
関
寺
小
町
」「
卒
都
婆

　
「
卒
都
婆
小
町
」と
い
う
曲
名
が
、一
度
聞
く
と
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
印
象
を

抱
か
せ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く「
小
町
」が〈
美
人
〉
の
代
名
詞
で
あ
る

か
ら
だ
ろ
う
。「
小
町
」を
地
名
な
ど
の
下
に
付
し
、
そ
れ
を
代
表
す
る
美
人

を
示
す
と
い
う
語
は
、
本
曲
が
生
ま
れ
た
時
代
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
だ
が
、

「
卒
都
婆
」と
い
う
語
と
の
組
み
合
わ
せ
は
い
か
に
も
奇
異
だ
と
感
じ
さ
せ

ら
れ
る
。「
卒
都
婆
を
代
表
す
る
美
人
」と
し
て
も「
卒
都
婆
の
美
人
」と
し
て

も
違
和
感
が
あ
り
、
曲
名
か
ら
そ
の
内
容
を
想
像
す
る
こ
と
が
困
難
な
の
だ
。

「
小
町
」の
名
が
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
生
誕
地
と
さ
れ
る
秋
田
県
の
新
幹
線

や
米
に
も
使
わ
れ
て
い
る
今
、
美
し
く
上
質
で
特
別
と
い
う「
小
町
」の
印
象

は
ま
す
ま
す
増
幅
し
、
そ
れ
に
従
っ
て「
卒
都
婆
小
町
」の
曲
名
が
与
え
る

イ
ン
パ
ク
ト
も
大
き
く
な
る
。

　

小
町
が〈
美
人
〉
の
代
名
詞
に
な
っ
た
契
機
と
し
て
、
最
初
の
勅
撰
和
歌
集

『
古
今
和
歌
集
』が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
自
分
を
愛
し
た
男
性
か
ら
不

実
を
批
判
さ
れ
る
歌
や
情
熱
的
な
恋
愛
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
女
性
と

し
て
の
小
町
の
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
の
に
十
分
だ
。
小
町
の
歌
は『
古
今
和

歌
集
』の
仮
名
序
で
、
撰
者
・
紀
貫
之
を
し
て「
あ
は
れ
な
る
や
う
に
て
つ
よ

か
ら
ず
」「
つ
よ
か
ら
ぬ
は
を
う
な
の
う
た
な
る
べ
し
」と
女
性
の
歌
ら
し
い
優

美
さ
を
た
た
え
ら
れ
、
六
歌
仙
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
貫
之

は
、「
い
に
し
へ
の
そ
と
ほ
り
ひ
め
の
流
」、「
よ
き
を
う
な
」と
小
町
の
美

に
つ
い
て
も
触
れ
た
。「
そ
と
ほ
り
ひ
め
」は
允
恭
天
皇
の
后
で
あ
り
、「
衣

通
姫
」と
書
く
。「
容
姿
絶
妙
で
、そ
の
艶
色
が
衣
を
と
お
し
て
か
が
や
く
の
で
、
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小
町
」の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。「
鸚
鵡
小
町
」で
は
、
百
歳
の
老
女
に
な
っ
た

小
町
に
、
陽
成
院
が
臣
下
を
遣
わ
し
て
歌
を
届
け
る
。
小
町
は「
所
詮
こ
の

返
歌
を
唯
一
字
に
て
申
さ
う
」と
、
そ
の
曲
名
が
示
す〈
鸚
鵡
返
し
〉
で
見
事
に

返
歌
し
、
和
歌
に
つ
い
て
語
る
。
臣
下
の
求
め
に
応
じ
て
、
在
原
業
平
の
津
島

詣
の
法
楽
の
舞
い
を
真
似
て
舞
っ
た
後
、「
あ
ら
恋
し
の
昔
や
な
」と「
杖
に

縋
り
て
よ
ろ
よ
ろ
と
」自
分
の
庵
へ
帰
る
。「
関
寺
小
町
」で
は
、
近
江
国
関
寺

の
僧
が
寺
の
稚
児
を
連
れ
て「
歌
道
を
極
め
た
る
」と
評
判
の
老
女
を
訪
ね
る
。

歌
物
語
を
話
す
中
で
老
女
が
百
歳
を
超
え
た
小
野
小
町
本
人
だ
と
知
る
が
、

小
町
は
好
き
な
歌
の
道
だ
け
を
生
き
甲
斐
に
し
た
今
の
境
遇
を
嘆
く
。
夜
に

な
り
、
僧
は
小
町
と
稚
児
を
伴
っ
て
七
夕
祭
り
に
出
掛
け
た
。
稚
児
の
舞
い
を

見
る
間
に
興
を
催
し
た
小
町
は
よ
ろ
め
き
な
が
ら
舞
い
、
最
後
は
や
は
り

「
杖
に
縋
り
て
よ
ろ
よ
ろ
と
」自
分
の
藁
屋
に
帰
っ
て
い
く
。「
卒
都
婆
小
町
」

で
は
、都
に
上
る
途
中
で
高
野
山
の
僧
が
休
ん
で
い
る
と
、老
女
が
現
れ
卒
都
婆

に
腰
を
か
け
る
。
僧
は「
教
化
し
て
退
け
ば
や
」と
す
る
が
、老
女
は
僧
の
問
に

間
髪
入
れ
ず
答
え
、「
げ
に
本
来
一
物
な
き
時
は
仏
も
衆
生
も
隔
て
な
し
」

と
論
破
す
る
。
僧
が「
古
の
名
を
名
の
り
候
へ
」と
尋
ね
る
と
、
老
女
は
小
野

小
町
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
乞
食
と
な
っ
た
現
在
の
境
遇
を
嘆
い
た
。

そ
の
間
に
、
か
つ
て
小
町
の
も
と
に
九
十
九
夜
通
い
、
あ
と
一
夜
を
残
し
て

亡
く
な
っ
た
深
草
少
将
が
憑
依
し
て
狂
乱
状
態
に
な
る
。
や
が
て
我
に
返
り
、

「
悟
り
の
道
に
入
ら
う
よ
」と
舞
台
を
去
る
。

  

こ
の
よ
う
三
曲
に
描
か
れ
た
小
野
小
町
は
、
い
ず
れ
も
か
つ
て
の
美
が
見
る

影
も
な
い
ほ
ど
に
落
剝
し
て
い
る
。
こ
れ
は「
美
人
の
零
落
し
た
様
を
記
し
た

古
書
」で
あ
る『
玉
造
小
町
壮
衰
書
』が
、『
古
今
著
聞
集
』や『
徒
然
草
』で
小
町

を
記
し
た
書
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に「
小
野
小
町
零
落
の
伝
説
が
発

展
し
て
行
つ
た
」（
佐
成
謙
太
郎「
卒
都
婆
小
町　

出
典
」『
謡
曲
大
観　

第
三
巻
』

昭
和
39
・
2
・
10
、明
治
書
院
）か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、小
町
は
た
だ
の
老
女

で
は
な
く
、
当
意
即
妙
で
返
歌
し
、
歌
の
道
を
説
く
な
ど
、
歌
に
関
す
る
力
に

よ
り「
小
野
小
町
」で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
仏
教
問
答
で
僧
を
論
破

で
き
る
よ
う
な
才
気
煥
発
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
こ
に〈
能
〉と
い
う
芸
能
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
若
さ
や
美
と
い
う
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
も
の
を
称
賛
の
対
象
に

し
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
金
剛
流
で
は
、
ワ
キ
の
僧
が「
こ
れ
な
る
乞
丐
人
御

覧
候
へ
」と
小
町
に
目
を
留
め
、
問
答
で
論
破
さ
れ
た
後
は「
心
あ
る
乞
丐
人
」

「
い
か
に
乞
丐
人
」と「
乞
丐
人
」で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
ま
た
老
女
が「
小
町
」

と
名
乗
っ
た
後
は「
碧
浪
の
翠
髪
を
た
た
み
、彩
雲
の
翠
嶺
に
め
ぐ
れ
る
が
如
し
、

暐
曄
と
と
の
へ
る
有
様
は　

芙
蓉
の
暁
の
波
に
浮
か
べ
る
に
異
な
ら
ず
」と

華
や
か
な
詞
章
で
か
つ
て
の
美
し
さ
を
表
現
し
、対
比
す
る
形
で
そ
れ
を
失
っ
た

今
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
。

　

一
方
、
僧
を
し
て「
頭
を
地
に
つ
け
て
三
度
礼
」さ
せ
る
才
気
や
歌
の
才
能

は
、
破
れ
笠
で
垢
や
脂
に
ま
み
れ
た
衣
を
纏
っ
た
百
歳
の
今
に
な
っ
て
も
保
ち

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
一
目
瞭
然
で
分
か
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、

小
町
に
感
服
す
る
の
は
、「
鸚
鵡
小
町
」の
天
皇
の
臣
下
、「
関
寺
小
町
」の
稚
児

に
和
歌
を
教
え
る
僧
、
ま
た「
卒
都
婆
小
町
」の
仏
教
問
答
を
し
か
け
る
僧
、

と
い
う
一
定
の
評
価
者
た
り
得
る
者
だ
け
で
あ
る
。
小
町
は
彼
ら
に
称
賛
さ
れ
、

一
瞬
は
矜
持
を
取
り
戻
す
も
の
の
、
現
在
の
自
分
に
満
足
し
続
け
る
ほ
ど
強
く

は
な
い
。「
卒
都
婆
小
町
」で
は
、
先
述
の
よ
う
に「
小
町
」で
あ
る
こ
と
を
名

乗
っ
た
途
端
、
往
事
と
現
在
を
比
し
、
落
涙
す
る
。
人
間
は
誰
も
が
、
生
き
て

い
る
か
ぎ
り
若
さ
や
美
を
失
っ
て
い
く
が
、そ
の
落
差
は「
小
町
」で
あ
っ
た
が

た
め
に
大
き
く
な
る
。「
三
老
女
」の「
小
町
」は
、才
能
と
才
気
で
他
を
圧
倒
し
な

が
ら
も
、
失
っ
た
も
の
に
固
執
し
、
そ
の
大
き
さ
を
痛
感
し
て
嘆
か
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
伝
説
に
生
き
る〈
輝
か
し
い
美
女
〉
で
は
な
く
、
小
野
小
町
と

い
う〈
人
間
〉が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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先
述
し
た
よ
う
に
、
金
剛
流
で
は「
鸚
鵡
小
町
」「
関
寺
小
町
」「
卒
都
婆
小

町
」が「
三
老
女
」と
さ
れ
て
い
る
が
、「
関
寺
小
町
」演
能
の
記
録
は「
明
治
以

降
皆
無
」（「
老
女
物
」『
能
楽
大
事
典
』平
成
24
・
1
・
20
、筑
摩
書
房
）で
あ
り
、

実
質
上
は「
卒
都
婆
小
町
」が
最
も
重
い
曲
と
さ
れ
て
い
る
。
僧
と
の
問
答
に
は

「
漸
増
的
に
緊
迫
し
た
や
り
と
り
を
た
た
み
こ
む
よ
う
に
盛
り
上
げ
て
ゆ
く
対

話
の
妙
」（
里
井
陸
郎「
卒
都
婆
小
町
」『
謡
曲
百
選（
上
）─
そ
の
詩
と
ド
ラ
マ
』

昭
和
54
・5
・
10
、笠
間
書
院
）が
あ
る
。
ま
た
昔
を
追
憶
す
る
中
で
突
如
、自
分
に

恋
し
た
深
草
少
将
が
取
り
憑
く
。つ
ま
り
百
歳
の
老
女
か
ら
若
い
男
性
と
な
っ
て

百
夜
通
い
を
再
現
す
る
な
ど「
こ
の
卒
都
婆
の
能
ほ
ど
演
者
に
と
っ
て
演
じ
甲
斐

の
あ
る
曲
は
な
く
、又
観
る
者
に
こ
れ
ほ
ど
面
白
い
の
は
な
い
と
言
っ
て
宜
い
」

（
三
宅
襄「
卒
都
婆
小
町
」『
能
の
演
出
』昭
和
23
・
3・1
、能
楽
書
林
）と
さ
れ
、

劇
的
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
三
島
由
紀
夫
は
、

「
卒
都
婆
小
町
」の
卒
都
婆
問
答
な
ん
て
か
な
り
理
論
的
で
す
ね
。
あ
そ

こ
の
問
答
に
は
、
お
能
の
、
原
初
的
な（
略
）デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ド
ラ
マ

と
し
て
の
要
素
が
入
っ
て
い
る
。（「
三
島
由
紀
夫　

三
好
行
雄
対
談「
三

島
文
学
の
背
景
」「
国
文
学　

三
島
由
紀
夫
の
す
べ
て
」昭
和
45
・
5
）

と
本
曲
に
対
話
劇
と
し
て
の
魅
力
を
見
出
し
、「
卒
都
婆
小
町
」を
戦
後
を

舞
台
に「
卒
塔
婆
小
町
」（「
群
像
」昭
和
27
・
1
）と
し
て
書
き
換
え
た
。
九
十
九
歳
の

「
昔
小
町
と
呼
ば
れ
た
女
」と「
詩
人
」が
公
園
で
出
逢
い
、
会
話
を
す
る
中
で
、

老
女
が
そ
の
美
を
称
え
ら
れ
た
若
か
り
し
日
の
鹿
鳴
館
の
夜
会
の
場
面
と

な
る
。
老
女
が
よ
ろ
よ
ろ
と
舞
う
点
で
は「
鸚
鵡
小
町
」、
若
い
男
女
の

ダ
ン
ス
と
対
比
さ
れ
る
点
で
は「
関
寺
小
町
」と
、「
三
老
女
」の
様
々
な
要
素
が

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。〔
拙
稿
、
三
島
由
紀
夫 

「
卒
塔
婆
小
町
論
」─
三
つ
の

対
比
を
視
座
と
し
て
─（「
同
志
社
国
文
学
」61, 

平
成
16
・
11
）で
上
記
に
つ
い
て

触
れ
て
い
る
〕
小
町
自
身
も
才
気
煥
発
で
、
か
つ
て
の
美
を
誇
り
驕
慢
で
は
あ
り

な
が
ら
、今
は
乞
食
で
あ
る
点
で
能
に
描
か
れ
た
小
町
と
共
通
し
て
い
る
が
、

三
島
作
の
小
町
は
現
況
を
嘆
く
こ
と
な
ど
な
い
。
ま
た
深
草
少
将
の
小
町
へ
の

愛
情
は
、
ワ
キ
の
僧
に
あ
た
る「
詩
人
」に
受
け
継
が
れ
、
小
町
を
美
し
い
と

感
じ
て
恋
に
落
ち
る
。
能
に
表
現
さ
れ
た
よ
う
な
妄
執
に
と
ら
わ
れ
た
恋
と

い
う
よ
り
も
、小
町
へ
の
感
情
を
率
直
に
表
す
の
だ
。

　

三
島
作「
卒
塔
婆
小
町
」は
、「
日
本
の
新
劇
の
最
高
峰
の
一
つ
」（
ド
ナ
ル
ド
・

キ
ー
ン「
解
説
」『
近
代
能
楽
集
』昭
和
43
・
3
・
25
、
新
潮
社
）と
絶
賛
さ
れ
、

「
鹿
鳴
館
」（「
文
学
界
」昭
和
31
・
12
）と
同
じ
く
、現
在
も
再
演
が
重
ね
ら
れ
て

い
る
。
三
島
は
鹿
鳴
館
を
描
く
こ
と
を「
或
現
実
の
時
代
を
変
改
し
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
現
実
と
ち
が
つ
た
も
の
に
作
り
変
へ
て
、そ
れ
を
固
定
し
て
し
ま
ふ

作
業
こ
そ
作
家
の
仕
事
」（「
美
し
き
鹿
鳴
館
時
代
」「
新
派
プ
ロ
グ
ラ
ム
」昭
和

37
・
11
）と
表
現
し
た
。
つ
ま
り「
当
時
の
錦
絵
や
川
柳
に
よ
れ
ば
、
ま
こ
と
に

滑
稽
で
グ
ロ
テ
ス
ク
」（「
同
」
）で
あ
っ
た
鹿
鳴
館
を「
美
し
き
鹿
鳴
館
」と
し
て

描
き
、
人
々
の
中
に
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
だ
す
こ
と
を「
作
家
の
仕
事
」と

し
た
の
で
あ
る
。

　

三
島
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、小
野
小
町
ほ
ど
そ
の
人
物
像
が「
作
家
の
仕
事
」

に
よ
っ
て
変
遷
を
遂
げ
た
女
性
は
い
な
い
。
詠
ん
だ
和
歌
に
よ
っ
て
驕
慢
な

絶
世
の
美
女
と
な
っ
た「
小
野
小
町
」は
、
伝
説
で
は
百
歳
ま
で
長
生
き
し
、

か
つ
て
手
に
し
た
も
の
を
全
て
失
う
ほ
ど
に
零
落
す
る
。
そ
し
て
能
の
舞
台

で
は
百
歳
の
老
女
と
な
り
、
な
お
衰
え
ぬ
才
気
と
歌
の
才
能
を
有
し
て
は
い
る

も
の
の
、
失
っ
た
も
の
に
固
執
し
、
人
間
ら
し
い
嘆
き
と
悲
し
み
に
襲
わ
れ
る
。

言
わ
ば
観
客
の
共
感
を
得
る「
小
町
」と
し
て
生
き
て
い
る
の
だ
。

　

劇
的
変
化
に
富
む
構
成
と
と
も
に
、〈
人
間
〉
小
町
を
味
わ
い
、
触
れ
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
こ
そ
、「
卒
都
婆
小
町
」が「
こ
れ
ほ
ど
面
白
い
の
は
な
い
」

曲
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
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