
〔出演者のご紹介〕

「
三
度
目
の
卒
都
婆
小
町
に
寄
せ
て
」

武
田
志
房

昭和17年2月10日生まれ。故・武田太加志の長男。父及び二十五世観世宗家観世左近に師事。昭和23年、仕舞「合浦」の初
舞台以降、軌道70年にわたり観世流の重習(おもならい)の殆どを開曲し、平成29年11月に能の最奥曲といえる「関寺小
町」を抜き、文化庁芸術祭賞を受賞。平成24年旭日雙光章を受賞。平成28年11月、長男友志と共に、武田太加志記念能楽
振興財団を設立。一般社団法人観世会顧問、公益財団法人武田太加志記念能楽振興財団評議員。

昭和23年9月2日生まれ。故・武田太加志の次男。父及び二十五世観世宗家観世左近に師事。昭和27年『鞍馬天狗』花見に
て初舞台。昭和31年『俊成忠度』にて初シテ。現在までに『翁』『砧』『卒都婆小町』『鸚鵡小町』『姨捨』など重習曲を数多く
勤める。またインド・フランス・アルジェリア等、海外公演に多数参加。令和元年旭日雙光章を受賞。公益社団法人能楽協
会常務理事、一般社団法人観世会常務理事、公益財団法人武田太加志記念能楽振興財団評議員。

　
本
日
は
、ご
多
用
の
と
こ
ろ
、又
、コ
ロ
ナ
禍
の
終
息
も
未
だ
見
え
な
い
中
で
、第
四
十
八
回
花
影
会
に
お
運
び
頂

き
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
回
、私
は
三
度
目
の
卒
都
婆
小
町
を
勤
め
ま
す
。御
宗
家
に
は
恋
重
荷
の
舞
囃
子
、野
村
四
郎
先
輩
に
龍
田
を
移

神
楽
の
小
書（
特
殊
演
出
）付
の
舞
囃
子
で
お
願
い
申
し
上
げ
、狂
言
は
野
村
萬
氏
に
、ご
尊
父 

万
蔵
先
生
が
好
ん
で

居
ら
れ
た
富
士
松
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。

　
私
が
卒
都
婆
小
町
を
披
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
の
は
、平
成
三
年
十
一
月
二
十
三
日
で
す
。こ
の
催
し
は
、祖
父 

宗

治
郎
五
十
回
忌
、叔
父 

岡
久
雄
十
七
回
忌
、父 

太
加
志
七
回
忌
の
二
日
間
に
わ
た
る
追
善
能
の
初
日
で
し
た
。主
催

は
宗
治
郎
の
孫
達 （
弟 

宗
和
、従
兄
弟 
一
噌
庸
二・ 

岡
久
廣・武
田
尚
浩
、私
） 

の
五
人
で
致
し
ま
し
た
。

　
父
は
こ
の
曲
を
宗
治
郎
十
三
回
忌
追
善
能
の
折
、四
十
九
才
の
時
に
、御
分
家
観
世
華
雪
先
生
の
お
勧
め
に
よ
り
、

先
代
御
宗
家
の
お
許
し
を
得
、披
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。私
も
平
成
三
年
は
四
十
九
才
の
年
に
あ
た
る
故
、恩
師
、観

世
左
近
元
正
先
生
に
お
許
し
を
願
い
出
ま
し
た
。こ
の
時
、諸
先
輩
の
中
で
関
根
祥
六
氏
の
披
き
は
決
ま
っ
て
い
ま

し
た
が
、野
村
四
郎
氏
を
始
め
、七
、八
名
の
方
々
の
披
き
が
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、不
安
も
あ
り
ま
し
た
が
、先
生
か
ら

「
こ
う
い
う
曲
は
チ
ャ
ン
ス
が
無
い
と
披
け
な
い
か
ら
」と
、お
許
し
下
さ
い
ま
し
た
。そ
の
翌
年
に
あ
た
る
平
成
二

年
八
月
、先
生
が
急
逝
さ
れ
、そ
の
後
ど
の
様
に
生
き
て
行
け
ば
良
い
の
か
と
、途
方
に
暮
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま

す
。卒
都
婆
小
町
に
関
し
て
は
、昭
和
六
十
二
年
、父
の
三
回
忌
の
追
善
能
で
、門
下
準
職
分
黒
田
紗
都
美
に
披
か
せ

た
折
、先
生
の
お
稽
古
を
受
け
て
お
り
ま
し
た
の
で
、自
ら
の
努
力
の
み
と
思
い
切
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

　
二
度
目
は
平
成
十
九
年
三
月
、父
の
二
十
三
回
忌
追
善
能
の
折
、一
度
之
次
第
の
小
書
付
で
勤
め
ま
し
た
。

　
三
度
目
と
な
る
今
回
は
、息
子
達
の
勧
め
に
よ
り
勤
め
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
が
、か
な
り
の
迷
い
が
あ
り
ま
し

た
。父
が
昭
和
六
十
年
十
月
の
名
古
屋
観
世
会
別
会
で
、こ
の
曲
を
勤
め
る
事
が
決
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、そ
の
五
月

に
発
病
し
、胆
管
癌
と
の
診
断
で
、主
治
医
か
ら
は「
今
後
も
能
を
舞
い
た
い
な
ら
ば
手
術
は
必
須
、静
か
に
余
生
を

送
る
な
ら
ば
手
術
は
不
要
」と
宣
告
さ
れ
、父
は
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
了
承
し
、六
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
。手
術
は

成
功
し
回
復
を
待
つ
ば
か
り
と
思
わ
れ
た
矢
先
の
七
月
十
七
日
深
夜
、父
は
睡
眠
中
に
舌
根
陥
没
に
よ
る
急
性
呼
吸

不
全
と
な
り
急
逝
致
し
ま
し
た
。こ
の
こ
と
が
心
に
か
か
り
決
め
か
ね
て
お
り
ま
し
た
が
、父
の
年
令
も
超
え
、父
が

勤
め
て
い
な
い
木
賊
、鸚
鵡
小
町
も
披
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
の
で
、三
度
目
の
卒
都
婆
小
町
を
勤
め
る
こ
と
と
致
し

ま
し
た
。老
骨
に
鞭
を
打
ち
、懸
命
に
勤
め
ま
す
の
で
、終
曲
ま
で
御
鑑
賞
賜
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。

　
公
演
に
先
立
ち
ま
し
て
、十
二
時
よ
り
約
一
時
間
、弟 

宗
和
と
高
桑
い
づ
み
氏
に
対
談
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
の

で
、是
非
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

※
岡
久
雄
…
宗
治
郎
の
長
女
の
夫　
※
一
噌
庸
二
…
庸
二
の
父 

鍈
二
は
太
加
志
の
弟
で
、一
噌
又
六
郎
の
養
子

能の音楽・演出について研究をおこない、NHK「日本の伝統芸能入門」「FM能楽堂」などの解説もつとめる。東京藝術大学大学院音楽研
究科修了。独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所無形文化財研究室長を経て現在特任研究員。著書に『能の囃子と演出』『能・
狂言　謡の変遷』など。第21回東洋音楽学会田邊尚雄賞・第35回観世寿夫記念法政大学能楽賞受賞。

　
能
は
、謡
や
舞
、囃
子
、面・装
束
と
い
っ
た
様
々
な
要
素
が
組
み
上
が
り
、そ
れ

ら
が
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
奏
で
る
こ
と
で
完
成
す
る
、一
つ
の
総
合
芸
術
で
す
。言
葉

や
身
体
、音
楽
に
よ
っ
て
物
語
世
界
を
ど
う
表
現
す
る
か
。ど
う
い
う
表
情
の
能

面
を
使
い
、ど
の
よ
う
な
色・素
材・
デ
ザ
イ
ン
の
装
束
を
用
い
る
か
…
。そ
う
い
っ

た
、舞
台
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
一
つ
が
、能
の
作
品
を
成
り
立
た
せ
る
た
め

の
重
要
な
パ
ー
ツ
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
な
ら
ば
、そ
の
個
々
の
パ
ー
ツ
を
支
え
て
い
る
技
術
―
―
謡
の
表
現
力
、身
体
の

技
法
、囃
子
事
の
工
夫
と
い
っ
た
、一
つ
一
つ
の
要
素
が
も
つ〝
素
〞の
魅
力
に
も
、目

を
向
け
た
い
の
が
人
心
で
し
ょ
う
。そ
う
し
た
要
求
に
応
え
る
形
で
演
じ
ら
れ
る

の
が
、本
日
御
覧
頂
く【
舞
囃
子
】な
ど
の
上
演
形
態
で
す
。

　
【
舞
囃
子
】と
は
、能
の
作
品
の
中
核
と
な
る
場
面
を
、紋
付
袴
の
姿
の
ま
ま
で
、

謡
と
囃
子
に
合
わ
せ
て
舞
う
と
い
う
も
の
。役
の
性
格
を
視
覚
的
に
明
示
す
る
面

や
装
束
を
あ
え
て
用
い
ず
、〝
素
〞の
姿
の
ま
ま
演
じ
る
こ
と
で
、謡
や
囃
子
を
引

き
受
け
て
舞
う
演
者
の
姿
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、能
の
根
幹
を
支
え
る
身
体
の

表
現
そ
の
も
の
を
鑑
賞
し
て
頂
く
と
い
う
上
演
形
態
で
す
。

　
本
公
演
で
は
、《
龍
田
》《
恋
重
荷
》と
い
う
二
つ
の
能
の
作
品
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ

の
中
核
と
な
る
場
面
を
御
覧
頂
き
ま
す
。

◆《
龍
田 

移
神
楽
》

　
《
龍
田
》は
、秋
を
司
る
神
と
し
て
名
高
い
龍
田
明
神
の
神
徳
を
描
い
た
作
品
で

す
。旅
の
僧
侶
た
ち
の
前
に
現
れ
た
明
神
は
、古
来
よ
り
歌
人
た
ち
に
愛
さ
れ
て

き
た
龍
田
の
里
の
致
景
を
讃
え
ま
す
。冬
の
訪
れ
を
迎
え
、川
面
の
氷
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
紅
葉
の
色
。そ
れ
は
、過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
秋
の
記
憶
を
閉
じ
込
め

る
、追
憶
の
美
の
姿
だ
っ
た
の
で
す
。季
節
の
移
ろ
い
に
感
興
を
催
し
た
明
神
は
、

冴
え
わ
た
る
月
光
の
下
、吹
き
乱
れ
ゆ
く
紅
葉
の
な
か
で
神
楽
を
舞
い
は
じ
め
る

舞
囃
子

龍
田
移
神
楽
・
恋
重
荷

（
た
つ
た  

う
つ
り
か
ぐ
ら
・
こ
い
の
お
も
に
）

（
ふ
じ
ま
つ
）

の
で
し
た
。

　
本
日
は
、明
神
が
神
楽
を
舞
う
場
面
を
御
覧
頂
き
ま
す
。な
お
、今
回
は「
移
神

楽
」と
い
う
特
別
演
出
が
付
与
さ
れ
、舞
が
通
常
と
は
異
な
る
形
と
な
り
ま
す
。

通
常
で
あ
れ
ば
、三
楽
章（「
三
段
」）か
ら
な
る〔
神
楽
〕に
続
い
て
二
楽
章
の〔
神

舞
〕が
舞
わ
れ
、颯
爽
と
し
た
神
の
姿
が
表
現
さ
れ
ま
す
が
、今
回
は
後
半
の〔
神

舞
〕が
無
く
、〔
神
楽
〕が
五
楽
章
分
た
っ
ぷ
り
と
舞
わ
れ
ま
す
。等
拍
に
刻
ま
れ
る

小
鼓
の
音
、う
き
う
き
と
し
た
独
特
の
旋
律
を
奏
で
る
笛
の
調
べ
の
中
で
、感
興

を
催
し
た
神
の
姿
が
い
っ
そ
う
印
象
づ
け
ら
れ
る
演
出
で
す
。

◆《
恋
重
荷
》

　
《
恋
重
荷
》は
、身
分
違
い
の
恋
の
悲
劇
を
描
い
た
作
品
で
す
。院
の
御
所
に
仕

え
る
庭
掃
き
の
老
人
・
山
科
荘
司
は
、あ
る
日
、女
御
の
姿
を
垣
間
見
て
思
慕
の

念
を
抱
き
ま
し
た
。彼
を
諦
め
さ
せ
る
べ
く
、重
荷
を
持
て
と
の
難
題
を
出
し

た
女
御
。荘
司
は
持
ち
上
が
ら
ぬ
重
荷
に
絶
望
し
、失
意
の
あ
ま
り
絶
命
し
て

し
ま
い
ま
す
。や
が
て
、亡
霊
と
な
っ
て
現
れ
た
荘
司
。彼
は
女
御
に
恨
み
言
を

述
べ
、自
ら
の
苦
し
み
を
味
わ
わ
せ
よ
う
と
責
め
苛
み
ま
す
。し
か
し
そ
う
す
る

う
ち
、復
讐
を
遂
げ
て
な
お
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
に
気
づ
き
、愛
し
い
人
を
慕
う

心
を
思
い
出
し
た
彼
は
、最
後
に
は
彼
女
を
守
護
す
る
神
と
な
っ
て
消
え
て
ゆ

く
の
で
し
た
。

　
本
日
は
、荘
司
の
亡
霊
が
女
御
を
責
め
苛
み
、神
と
な
っ
て
消
え
て
ゆ
く
ま
で

を
御
覧
頂
き
ま
す
。

　　
名
高
い
富
士
の
松
を
手
に
入
れ
た
太
郎
冠
者
。主
人
は
そ
れ
を
横
取
り
し
よ

う
と
、彼
に
連
歌
の
相
手
を
命
じ
ま
す
。次
か
ら
次
へ
と
難
句
を
繰
り
出
し
、句
を

付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
松
を
よ
こ
せ
と
言
う
主
人
。し
か
し
、さ
す
が
は
こ
の
横
暴

な
主
人
に
仕
え
る
だ
け
あ
っ
て
、太
郎
冠
者
も
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
ぬ
者
。彼
は
機

知
に
富
ん
だ
付
句
の
数
々
に
よ
っ
て
、繰
り
出
さ
れ
る
難
題
を
次
々
と
解
決
し
て

狂  

言

富
士
松

解
説

武田宗和（重要無形文化財総合指定保持者）
たけ だ むねかず

高桑いづみ
たかくわ

武田志房（重要無形文化財総合指定保持者）
たけ だ ゆきふさ

撮影：前島吉裕

撮影：前島吉裕



能

卒
都
婆
小
町
一
度
之
次
第

し
ま
う
の
で
し
た
―
―
。狂
言《
富
士
松
》が
描
く
の
は
、そ
ん
な
主
人
と
太
郎
冠

者
と
の
駆
け
引
き
と
、そ
の
中
で
見
せ
る
太
郎
冠
者
の
頓
才
の
妙
味
で
す
。

　
本
作
に
登
場
す
る「
連
歌
」と
は
、室
町
時
代
に
広
く
親
し
ま
れ
て
い
た
、複
数

の
人
が
集
ま
っ
て
五
七
五
の
句
と
七
七
の
句
と
を
交
互
に
詠
ん
で
ゆ
く
と
い
う
遊

び
で
す
。前
の
人
の
五
七
五
と
自
分
の
七
七
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
ば
一
首
の
和
歌

が
成
立
し
、し
か
も
自
分
の
七
七
と
次
の
人
の
五
七
五
と
が
組
み
合
わ
さ
る
と
、

今
度
は
別
の
和
歌
が
完
成
す
る
…
と
い
う
、次
か
ら
次
へ
と
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化

し
て
ゆ
く
文
芸
世
界
を
楽
し
む
も
の
で
、そ
う
し
た
、次
々
に
変
化
す
る
世
界
の

生
き
生
き
と
し
た
テ
ン
ポ
と
息
遣
い
は
、本
作
に
お
け
る
主
人
と
太
郎
冠
者
と
の

駆
け
引
き
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。本
作
に
登
場
す
る
句
の
数
々
は
、連

歌
の
中
で
も「
俳
諧
連
歌
」と
い
う
、滑
稽
味
と
機
知
の
面
白
さ
を
重
視
す
る
ジ
ャ

ン
ル
に
属
す
る
も
の
で
し
た
。い
わ
ば
本
作
で
は
、太
郎
冠
者
と
い
う
人
物
の
も
つ

機
知
と
軽
妙
さ
が
、人
物
表
現
と
句
の
内
容
と
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
印
象
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　
威
圧
し
よ
う
と
す
る
主
人
を
も
の
と
も
せ
ず
、次
々
に
難
題
を
解
決
し
て
ゆ
く

太
郎
冠
者
。そ
ん
な
彼
の
巧
み
な
付
句
の
数
々
か
ら
は
、能
・
狂
言
が
成
立
し
た

室
町
時
代
の
人
々
の
、生
き
た
息
づ
か
い
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

　
足
元
も
覚
束
な
く
、息
も
絶
え
だ
え
に
、竹
の
杖
に
す
が
っ
て
歩
い
て
き
た
一
人

の
老
女
。百
歳
に
余
っ
て
零
落
し
、頭
は
霜
の
置
い
た
蓬
の
如
く
、首
に
は
垢
ま
み

れ
の
袋
を
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
―
―
。能《
卒
都
婆
小
町
》が
描
く
の
は
、そ
ん
な
小

野
小
町
の
姿
で
し
た
。

　
小
野
小
町
と
い
え
ば
、平
安
朝
の
名
高
い
歌
人
で
あ
り
、絶
世
の
美
女
と
し
て

知
ら
れ
る
人
物
。し
か
し
中
世
に
な
る
と
、そ
う
し
た
美
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
表
裏

一
体
の
形
で
、〈
小
町
は
年
老
い
て
零
落
し
、悲
惨
な
老
後
を
送
っ
た
〉と
す
る
伝

説
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。本
作
は
、そ
ん
な
中
世
の
小
町
伝
説
に
基

づ
く
作
品
で
す
。

　
こ
の
能
は
、も
と
は
世
阿
弥
の
父・観
阿
弥
の
手
に
な
る
長
大
な
作
品
で
あ
り
、

そ
れ
を
世
阿
弥
が
短
縮
し
て
現
在
の
形
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す（
申
楽

談
儀
）。観
阿
弥
周
辺
で
成
立
し
た
作
品
に
は
、宗
教
者
の
文
章
を
転
用
し
た
曲
舞

《
白
鬚
》《
江
口
遊
女
》の
よ
う
に
、当
時
の
宗
教
界
と
深
い
関
係
を
有
し
な
が
ら
制

作
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、本
作
も
そ
う
し
た
環
境
の
中
で
成
立
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
本
作
の
成
立
を
考
え
る
上
で
重
要
な
文
学
作
品
に
、平
安
期
に
成
立
し
た『
玉

造
小
町
子
壮
衰
書
』が
あ
り
ま
す
。『
壮
衰
書
』は
、〈
若
い
頃
は
美
貌
に
満
ち
て
い

た
女
が
、老
い
る
に
従
っ
て
次
第
に
零
落
し
て
し
ま
っ
た
〉と
い
う
無
常
の
物
語
を

描
い
た
作
品
で
、僧
侶
ま
た
は
仏
教
に
帰
依
し
た
文
人
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
ま

す
。そ
し
て
中
世
に
は
、こ
の
女
主
人
公
は
小
野
小
町
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、上
述
の
小
町
伝
説
が
形
成
し
て
ゆ
く
上
で
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
の
で
し
た
。

　
本
作
で
は
、シ
テ
の
登
場
場
面
や
正
体
判
明
の
場
面
に
お
い
て
、難
し
い
漢
語
的

な
表
現
を
列
挙
し
な
が
ら
老
女
の
身
の
零
落
が
謡
わ
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
ら
の

文
句
は
ほ
と
ん
ど
が『
壮
衰
書
』か
ら
の
引
用
で
あ
り
、本
作
の
成
立
に
あ
た
っ
て

は『
壮
衰
書
』が
直
接
参
照
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。本
作
は
、こ
の『
壮
衰
書
』

に
描
か
れ
た
老
い
の
身
の
悲
哀
を
軸
に
、そ
こ
に「
極
楽
の
内
な
ら
ば
こ
そ
…
」の

歌
の
機
知
や
能《
通
小
町
》に
見
え
る
深
草
少
将
の
故
事
を
取
り
合
わ
せ
て
構
成

さ
れ
た
も
の
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　
『
壮
衰
書
』は
、街
道
を
ゆ
く
僧
の
前
に
現
れ
た
一
人
の
老
女
が
自
ら
の
生
涯
を

語
り
、仏
道
を
願
う
と
い
う
内
容
で
す
。裕
福
な
家
庭
に
育
っ
て
贅
の
限
り
を
尽
く

し
、美
貌
に
満
ち
て
い
た
若
い
頃
。主
君
や
富
豪
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
が
求
婚

す
る
も
、両
親
や
兄
弟
は
彼
女
を
王
妃
に
し
よ
う
と
思
い
、こ
れ
を
許
し
ま
せ
ん

で
し
た
。と
こ
ろ
が
そ
の
親
兄
弟
は
突
然
の
死
を
迎
え
、彼
女
の
人
生
は
暗
転
し

ま
す
。仕
え
て
い
た
使
用
人
た
ち
は
去
っ
て
ゆ
き
、家
は
荒
れ
果
て
、彼
女
は
次
第

に
困
窮
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。よ
う
や
く
猟
師
の
男
と
結
婚
し
た
も
の
の
、そ
の
夫

か
ら
は
暴
力
を
振
る
わ
れ
、生
活
は
貧
し
く
、そ
ん
な
中
で
赤
ん
坊
の
養
育
に
追

わ
れ
る
日
々
。や
が
て
そ
の
夫
や
子
供
に
も
先
立
た
れ
、い
ま
、衰
え
果
て
た
汚
な

ん
な
葛
藤
の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
小
町
の
心
の
中
に
渦
巻
く
、〝
過
去
〞と〝
現
在
〞へ
の
様
々
な
思
い
。本
作
に
お
い

て『
壮
衰
書
』の
よ
う
な〈
次
第
に
衰
え
ゆ
く
様
子
〉を
描
か
ず
、〈
栄
華
の
絶
頂
に

い
た
若
き
日
〉と〈
没
落
し
き
っ
た
現
在
〉の
両
極
だ
け
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の

も
、そ
の
落
差
に
よ
っ
て
彼
女
の
執
心
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
、残
酷
な

ま
で
の
演
出
だ
っ
た
の
で
し
た
。

　
因
果
応
報
の
罪
の
報
い
を
受
け
な
が
ら
、な
お
驕
慢
の
心
を
捨
て
き
れ
ず
、過

去
へ
の
執
心
に
囚
わ
れ
つ
づ
け
る
小
町
。そ
ん
な〈
し
た
た
か
さ
の
裏
に
あ
る
人
間

の
心
の
弱
さ
〉を
、能《
卒
都
婆
小
町
》は
見
つ
め
さ
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

【
さ
ら
に
知
り
た
い
人
の
た
め
に
―
主
要
参
考
文
献
―
】

◆《
富
士
松
》：橋
本
朝
生「
狂
言
と
俳
諧
連
歌
」（『
中
世
史
劇
と
し
て
の
狂
言
』若
草
書
房
、

一
九
九
七
年
。初
出
一
九
七
九
年
）

◆《
卒
都
婆
小
町
》：片
桐
洋
一『
新
装
版 

小
野
小
町
追
跡
』（
笠
間
書
院
、二
〇
一
五
年
。初

版
一
九
七
五
年
）、伊
藤
正
義「
作
品
研
究《
卒
都
婆
小
町
》」（『
伊
藤
正
義
中
世
文
華
論
集
』

一
、和
泉
書
院
、二
〇
一
二
年
。初
出
一
九
八
二
年
）、竹
本
幹
夫「
観
阿
弥
時
代
の
能
」（『
観

阿
弥・世
阿
弥
時
代
の
能
楽
』明
治
書
院
、一
九
九
九
年
。初
出
一
九
八
三
年
）、伊
藤
正
義

「
各
曲
解
題　
卒
都
婆
小
町
」（『
新
潮
日
本
古
典
集
成　
謡
曲
集
』中
、新
潮
社
、一
九
八
六

年
）、三
宅
晶
子「
世
阿
弥
の
物
ま
ね
論　
通
小
町
と
卒
都
婆
小
町
」（『
歌
舞
能
の
確
立
と

展
開
』ぺ
り
か
ん
社
、二
〇
〇
一
年
。初
出
一
九
九
三
年
）、杤
尾
武『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』

（
岩
波
文
庫
、一
九
九
四
年
）、小
林
健
二「
弘
法
大
師
小
野
小
町
教
化
説
話
と
能《
卒
都
婆

小
町
》」（『
中
世
劇
文
学
の
研
究
』三
弥
井
書
店
、二
〇
〇
一
年
。初
出
一
九
九
四
年
）

本
稿
は
J
S
P
S
科
研
費
J
P
2
0
K
2
1
9
9
7
に
基
づ
く
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

中
野
顕
正：日
本
女
子
大
学
学
術
研
究
員

ら
し
い
姿
で
、極
貧
に
喘
ぎ
な
が
ら
、老
先
短
い
命
を
生
き
て
い
る
…
。そ
ん
な
自

ら
の
一
生
を
語
り
、僧
に
救
済
を
願
う
老
女
の
嘆
き
が
、こ
の『
壮
衰
書
』に
は
描

か
れ
て
い
ま
す
。

　
本
作
は
、こ
の『
壮
衰
書
』を
踏
ま
え
つ
つ
も
、老
女
の
人
物
造
形
の
上
で
か
な

り
の
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。多
く
の
好
条
件
の
男
た
ち

か
ら
求
婚
を
受
け
た『
壮
衰
書
』の
女
が
結
局
そ
れ
を
選
ば
な
か
っ
た
の
は
、ひ
と

え
に
親
兄
弟
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
、彼
女
は
自
ら
の
人
生
を
自
分
で
は
選
べ
ま

せ
ん
で
し
た
。周
囲
の
意
見
に
左
右
さ
れ
運
命
に
翻
弄
さ
れ
た
、非
力
な
女
の
哀

れ
な
生
涯
。そ
れ
が
、『
壮
衰
書
』の
描
く
世
界
な
の
で
す
。し
か
し
本
作
で
は
、小

町
は
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
男
た
ち
の
求
婚
を
拒
み
、美
貌
ゆ
え
の
驕
慢
に
よ
っ

て
彼
ら
の
心
を
弄
び
ま
し
た
。そ
し
て
そ
の
報
い
に
よ
っ
て
、年
老
い
た
今
、彼
女

は
苦
し
み
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
…
。本
作
に
描
か
れ
た
の
は
、そ
ん
な
因
果
応
報

の
物
語
で
し
た
。

　
さ
ら
に
、一
心
に
仏
道
を
願
っ
て
極
楽
往
生
を
夢
見
た『
壮
衰
書
』の
老
女
と
異

な
り
、本
作
の
老
女
小
町
は
し
た
た
か
で
す
。聖
な
る
卒
都
婆
を
尻
に
敷
き
、「
姿

が
世
を
も
厭
は
ば
こ
そ（
姿
を
変
え
て
出
家
し
た
程
度
で
、世
を
厭
う
た
と
言
え
る
の
か
）」

と
言
い
放
ち
、仏
道
に
燃
え
る
僧
た
ち
を
言
い
負
か
し
て
し
ま
う
小
町
の
老
獪
さ

は
、本
作
の
大
き
な
魅
力
と
い
え
ま
す
。老
い
衰
え
て
物
乞
い
の
身
と
な
り
、し
か

も
か
つ
て
弄
ん
で
い
た
男
の
一
人・深
草
少
将
に
取
り
憑
か
れ
て
狂
気
と
な
る
ほ

ど
の
過
去
の
報
い
を
受
け
な
が
ら
、そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、彼
女
は
仏
を
敬
お
う

と
も
せ
ず
、太
々
し
い
態
度
を
取
り
つ
づ
け
る
の
で
す
。

　
し
か
し
、そ
れ
は
逆
に
、彼
女
の
心
の
弱
さ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。本
作
で

は
、小
町
は
老
い
に
衰
え
た
わ
が
身
を
恥
じ
、人
目
を
避
け
よ
う
と
必
死
で
足
掻

い
て
い
ま
す
。そ
ん
な〈
老
い
の
身
を
恥
じ
る
老
女
〉と
い
う
人
物
造
形
は『
壮
衰

書
』に
は
見
え
な
い
も
の
で
、本
作
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
要
素
と
言
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。

過
去
の
美
貌
に
執
着
し
つ
づ
け
、老
い
衰
え
た
今
の
現
実
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

小
町
。深
草
少
将
の
霊
を
呼
び
寄
せ
て
し
ま
っ
た
の
も
、そ
ん
な
小
町
自
身
の
執

心
の
な
せ
る
業
で
し
た
。そ
の
過
去
に
囚
わ
れ
た
心
ゆ
え
に
、仏
道
に
対
し
て
素

直
に
向
き
あ
う
こ
と
が
で
き
ず
、僧
を
論
破
す
る
ほ
ど
の
智
慧
を
持
ち
な
が
ら

も
苦
の
根
源
で
あ
る
慢
心
を
抑
え
ら
れ
な
い
…
。小
町
の
不
遜
な
振
舞
い
は
、そ

（
そ
と
わ
こ
ま
ち  

い
ち
ど
の
し
だ
い
）

な
か
の
あ
き
ま
さ


