
山口正明作『君ヶ代少年』
（出典：賀来猛夫『紙芝居の演出法』台南紙芝居研究会、

1941年：巻頭冒頭部分より引用）
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私
は
、
大
学
院
生
時
代
の
2
0
1
4
年
か
ら
神
奈
川
大

学
で
企
画
さ
れ
た
戦
時
中
の
紙
芝
居
の
共
同
研
究
に
参
加

し
て
い
ま
す⑴

。
と
言
っ
て
も
、
私
は
児
童
文
学
が
専
門
で

は
な
く
、
当
時
は
タ
コ
（
蛸
）
漁
に
つ
い
て
研
究
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
私
が
紙
芝
居
の
研
究
で
で
き
る
こ
と
は
、

足
で
稼
ぐ
こ
と
で
す
。
日
本
国
内
だ
け
で
は
な
く
、
か
つ

て
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
台
湾
で
も
紙
芝
居
を
探
し
て

歩
き
ま
し
た
。

　

そ
の
な
か
で
、
山
口
正
明
と
い
う
1
9
3
0
年
代
か
ら

台
湾
の
子
ど
も
た
ち
が
通
う
小
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
人

物
の
存
在
を
知
り
ま
し
た
。
山
口
は
小
学
校
で
、
日
本
生

ま
れ
の
自
分
と
は
異
な
る
言
語
、
文
化
の
な
か
で
育
っ
た

子
ど
も
た
ち
に
、
日
本
語
や
日
本
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
を

ど
う
し
た
ら
伝
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
悩
み
、
紙
芝
居
を

教
育
現
場
に
導
入
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
時
代
は
戦
時
で
あ
り
、
台
湾
の
人
々
の
「
皇

民
化
（
同
化
）」
教
育
が
盛
ん
な
時
期
で
し
た⑵

。
当
初
、

山
口
の
紙
芝
居
は
、『
猿
と
蟹
』
な
ど
の
童
話
を
題
材
と

し
た
も
の
で
し
た
が
、
1
9
3
5
年
の
台
湾
大
地
震
の
際

に
「
君
が
代
」
を
歌
い
な
が
ら
死
ん
で
い
っ
た
台
湾
の
少

年
を
題
材
と
し
た
『
君
ヶ
代
少
年
』
な
ど
時
代
を
反
映
し

た
作
品
へ
と
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
こ
に
、
台
湾
の
子
ど
も
た
ち
へ
日
本
語
や
日
本
文
化

の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
た
い
と
い
う
素
朴
な
使
命
感
に
燃

え
た
山
口
の
異
文
化
交
流
が
み
え
て
き
た
の
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
こ
に
植
民
地
に
お
け
る
支
配
す
る
側
と
支
配
さ

れ
る
側
と
い
う
関
係
が
あ
る
こ
と
は
無
視
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
異
文
化
交
流
の
な
か
で
、
山
口
や
台
湾
の
子
ど
も
た

ち
は
何
を
考
え
た
の
か
、
そ
れ
を
知
り
た
い
と
思
い
紙
芝

居
を
追
っ
て
い
ま
す
。

２
．
テ
ン
グ
サ
か
らC

ross-C
ultural

　

さ
て
、
紙
芝
居
を
追
っ
て
台
湾
も
調
査
地
と
し
た
の
が

縁
で
、
私
が
最
初
に
赴
任
し
た
大
学
は
台
湾
の
大
学
で
し

た
。
先
述
の
よ
う
に
、
私
は
元
々
は
漁
業
の
歴
史
に
関
心

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
台
湾
で
生
活
す
る
な
か

で
台
湾
に
も
テ
ン
グ
サ
（
寒
天
の
原
料
と
な
る
海
藻
）
漁

を
行
う
海
女
が
い
て
、
海
女
は
自
分
た
ち
の
技
術
は
植
民

地
時
代
に
沖
縄
の
人
か
ら
教
わ
っ
た
も
の
と
認
識
し
て
い

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　

海
女
は
、
日
本
と
韓
国
に
固
有
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
い

た
た
め
、
台
湾
の
海
女
に
は
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
、
台
湾
の
海
女
や
テ
ン
グ
サ
漁
の
歴
史
を
追
い
か
け

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た⑶

。

　

す
る
と
、
台
湾
の
海
女
が
語
る
よ
う
に
、
植
民
地
台
湾

へ
沖
縄
か
ら
テ
ン
グ
サ
漁
を
行
う
た
め
に
漁
師
た
ち
が

や
っ
て
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
沖

縄
の
漁
師
た
ち
は
台
湾
の
人
々
の
漁
場
を
侵
し
テ
ン
グ
サ

漁
を
行
い
台
湾
の
人
々
と
緊
張
関
係
を
抱
え
て
い
た
こ

紙
芝
居
を
追
い
、
テ
ン
グ
サ
を
追
い
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テングサ漁を行う台湾の海女さん
（出典：神奈川大学国際常民文化研究機構編

『台湾の「海女（ハイル―）に関する民族誌的研究」』
国際常民文化研究叢書より引用）

と
、
採
取
し
た
テ
ン
グ
サ
を
「
内
地
人
（
日
本
本
土
の

人
）」
商
人
に
販
売
し
て
い
た
こ
と
、
販
売
さ
れ
た
テ
ン

グ
サ
は
日
本
で
加
工
さ
れ
寒
天
と
な
っ
て
世
界
中
に
輸
出

さ
れ
日
本
の
有
力
な
輸
出
品
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ご
存
知
の
通
り
、
沖
縄
は
1
8
7
9
年
、
台
湾
は

1
8
9
5
年
に
、
い
わ
ば
遅
れ
て
日
本
に
な
っ
た
地
域
で

す
。日
本
の
領
土
と
な
っ
た
台
湾
の
テ
ン
グ
サ
漁
場
で
は
、

当
時
の
言
葉
で
「
三
等
国
民
」
と
呼
ば
れ
た
台
湾
の
人
々

が
漁
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
、「
二
等
国
民
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
沖
縄
の
人
々
が
や
っ
て
き
て
台
湾
の
人
々
と

争
い
な
が
ら
テ
ン
グ
サ
を
採
取
し
、「
一
等
国
民
」
で
あ

る
「
内
地
人
」
が
そ
の
テ
ン
グ
サ
を
使
っ
て
利
益
を
得
て

い
ま
し
た⑷

。
実
は
沖
縄
に
は
テ
ン
グ
サ
は
分
布
し
て
い
ま

せ
ん
。
な
の
で
、
沖
縄
の
漁
師
た
ち
は
台
湾
の
地
で
テ
ン

グ
サ
漁
の
技
術
を
体
得
し
、
台
湾
の
女
性
た
ち
が
沖
縄
の

人
々
か
ら
技
術
を
受
け
継
い
だ
こ
と
で
、
海
女
が
生
ま
れ

た
の
で
す
。
テ
ン
グ
サ
を
巡
り
、
台
湾
や
沖
縄
の
人
々
、

日
本
が
ど
の
よ
う
に
異
文
化
交
流
し
た
の
か
、
テ
ン
グ
サ

は
ど
の
よ
う
に
世
界
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
か
、
を
知
り

た
い
と
思
い
テ
ン
グ
サ
を
追
っ
て
い
ま
す
。

３
．
お
わ
り
に

　

国
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＝
文
化
交
流
を
学

び
の
根
幹
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
言
わ
れ
る
と
気
構
え
て

し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
初
め
て
の
街
や
国

な
ど
へ
出
か
け
、
知
ら
な
い
場
所
を
う
ろ
う
ろ
し
、
知
ら

な
い
物
を
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
意

外
な
発
見
が
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
よ
う
な
気
軽
な
一
歩

か
ら
も
意
外
な
文
化
交
流
の
ネ
タ
が
見
つ
か
り
、
そ
れ
を

追
い
か
け
る
は
め
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
ど
う
か

楽
し
み
な
が
ら
大
学
生
活
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

注
　

関
心
が
あ
れ
ば
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

⑴
神
奈
川
大
学
は
世
界
有
数
の
国
策
紙
芝
居
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
有
し
て
い
ま
す
。
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー

H
P

：http://him
oji.kanagaw

a-u.ac.jp/index.htm
l

⑵
植
民
地
台
湾
で
は
1
9
3
0
年
以
降
、
同
化
が
「（
日

本
）
民
族
へ
の
同
化
」
へ
と
性
質
が
変
化
し
た
と
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
陳
培
豊
『「
同
化
」
の
同
床
異
夢
』

三
元
社
、
2
0
1
0
年
：
2
9
8
－
2
9
9

⑶
神
奈
川
大
学
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
編『
台
湾
の「
海

女
（
ハ
イ
ル
ー
）
に
関
す
る
民
族
誌
的
研
究
」』
神
奈

川
大
学
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
、
2
0
2
2
年

⑷
国
民
を
「
一
等
」「
二
等
」「
三
等
」
と
差
別
す
る
こ
と

は
公
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

「
内
地
人
が
一
等
国
民
、
沖
縄
人
が
二
等
国
民
、
台
湾

人
が
三
等
国
民
」
と
い
う
語
り
は
、
植
民
地
台
湾
で

育
っ
た
台
湾
の
人
々
の
語
り
か
ら
よ
く
聞
か
れ
る
表

現
で
あ
り
、
実
態
と
し
て
は
差
別
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
柴
公
也
「
日
本
統
治
時
代
の
台
湾

生
活
誌
（
Ⅵ
）」『
海
外
事
情
研
究
』
第
41
巻
第
2
号
、

2
0
1
4
年
：
99
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紙芝居を追い、テングサを追い




