
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る（
拙
稿「
竹
田
か
ら
く
り「
傀
儡
師
」に
つ
い
て
」

『
歌
舞
伎
研
究
と
批
評
』十
二
号
一
九
九
三
年
）。

　
「
傀
儡
師
」の
演
技
は
三
段
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
は
、
傀
儡
師

が
唄
に
あ
わ
せ
て
首
か
ら
提
げ
た
箱
で
唐
子
人
形
を
遣
い
、
そ
の
後
、

傀
儡
師
の
上
半
身
が
箱
の
中
に
畳
み
込
ま
れ
て
、
船
弁
慶
の
舞
台
に
転
換

す
る
。
箱
か
ら
舟
が
現
わ
れ
て
、船
に
は
義
経
、弁
慶
、舟
子
が
乗
船
し
て

い
る
。も
う
一
台
の
か
ら
く
り
台
に
セ
ッ
ト

さ
れ
た
知
盛
の
幽
霊
が
せ
り
上
が
っ
て
、

海
上
で
義
経
主
従
と
戦
い
、
や
が
て
弁
慶

に
祷
り
伏
せ
ら
れ
、
海
中
へ
と
姿
を
消
す
。

本
文
は
謡
曲
と
ま
っ
た
く
同
文
で
あ
る
。

船
弁
慶
の
場
面
が
終
わ
り
、
傀
儡
師
が
元

の
姿
に
も
ど
り
、
箱
か
ら
山
猫
が
現
わ

れ
、
囃
子
言
葉
と
と
も
に
山
猫
が
前
方
に

飛
び
出
し
て
い
く
。

　
『
機
関
竹
の
林
』「
傀
儡
師
當
舩
弁
慶
」

（
国
立
国
会
図
書
館
）が
も
っ
と
も
詳
細
な
情
報
を
伝
え
て
い
る
絵
画
資
料

で
あ
る
。図
版
の
中
か
ら
整
理
す
る
と
、ま
ず
、口
上
人
の
最
初
の
か
ら
く
り

に
つ
い
て
の
概
略
の
説
明
が
あ
る
。
次
に
傀
儡
師
の
か
ら
く
り
人
形
が

首
か
ら
提
げ
て
い
る
箱
で
唐
子
踊
り
が
演
じ
ら
れ
、そ
の
後
唐
子
人
形
が

箱
の
な
か
に
納
ま
り
、
や
が
て
、傀
儡
師
の
人
形
が
畳
み
込
ま
れ
、次
に

舟
弁
慶
の
場
面
に
な
る
。
唐
子
の
踊
り
は
唐
人
歌
あ
る
い
は
歌
三
味
線

等
と
あ
り
、歌
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、お
そ
ら
く
、傀
儡
師
が
舟
に

変
わ
る
間
に
傀
儡
師
人
形
の
置
か
れ
て
い
る
台
座
が
波
に
変
わ
る
。

　

こ
こ
か
ら「
船
弁
慶
」の
場
面
と
な
っ
て
、
謡
に
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
人
形
が
こ
と
ご
と
く
働
く
。
舟
人
は
櫓
を
漕
ぎ
続
け
る
。
や
が
て
、

波
間
か
ら
平
知
盛
の

怨
霊
が
現
わ
れ
、
足
拍

子
を
と
り
、
さ
ま
ざ
ま

に
薙
刀
を
使
い
、
義
経

一
行
に
怨
み
を
な
す
。

義
経
は
長
絹
を
脱
ぎ
、

太
刀
を
抜
い
て
知
盛
に

立
ち
向
か
う
。弁
慶
は

数
珠
を
押
し
揉
ん
で

知
盛
の
怨
霊
を
祷
り

伏
せ
る
。

　

そ
し
て
、
知
盛
が
波

間
に
消
え
る
と
、舟
弁

慶
の
場
面
は
終
わ
り
、ま

た
も
と
の
傀
儡
師
人
形

に
戻
る
。
そ
の
後
、
箱

の
な
か
か
ら
山
猫
が
出
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
働
く
。『
竹
田
新
か
ら
く
り
』に

よ
れ
ば
、山
猫
が
飛
び
出
す
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
図
版
を
見
る
と
、
す
べ
て
が
傀
儡
師
の
箱
の
中
か
ら
現
れ
る
と

い
う
の
が
、
こ
の
か
ら
く
り
の
一
番
の
見
せ
場
で
あ
り
、『
船
弁
慶
』が

い
わ
ば
劇
中
劇
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
せ
り
上
げ
・

せ
り
下
げ
の
仕
掛
け
を
使
っ
て
知
盛
の
出
現
を
演
出
し
、
知
盛
の
荒

ぶ
る
様
子
を
竹
田
風
車（
薙
刀
を
持
つ
手
が
高
速
回
転
す
る
）で
表
現
し
、

知
盛
と
対
決
す
る
弁
慶
が
数
珠
を
押
し
揉
む
所
作
も
激
し
く
演
じ
ら

れ
る
。
か
ら
く
り
な
ら
で
は
の
楽
し
い「
船
弁
慶
」の
世
界
で
あ
る
。




