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一
九
三
〇
年
代
に
誕
生
し
た

紙
芝
居
は
︑
古
く
絵
巻
︑
江
戸

時
代
の
写
し
絵
︑
立
絵
な
ど
の

視
覚
媒
体
か
ら
図
を
主
体
と
し

た
物
語
を
語
る
形
を
受
け
継
い

だ
︒
絵
︑
文
字
︑
演
出
の
三
つ

の
要
素
で
成
り
立
つ
紙
芝
居
は

数
年
の
間
に
広
く
普
及
し
︑
と

く
に
庶
民
層
を
中
心
に
根
強
い

人
気
を
誇
っ
た
︒
や
が
て
﹃
黄

金
バ
ッ
ト
﹄
な
ど
の
有
名
作
の

後
押
し
で
︑
全
盛
期
に
は
全
国
で
三
万
人
以
上
の
語
り
手
が
歩
き
ま
わ
っ
て

い
た
と
言
わ
れ
る
（
図
1
）︒
し
か
し
ま
も
な
く
日
本
が
戦
時
体
制
へ
転
換
し

た
た
め
︑
紙
芝
居
の
演
出
も
厳
し
く
規
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
増
産
報
国
︑

英
雄
美
談
な
ど
を
メ
ン
テ
ー
マ
と
す
る
︑
所
謂
「
国
策
紙
芝
居
」
に
転
身
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
︒
シ
ャ
ラ
リ
ン
・
オ
ル
バ
ー
氏
の
﹃
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
と
し
て
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
︱
︱
十
五
年
戦
争
期
の
紙
芝
居
﹄
は
︑
紙
芝
居

が
庶
民
娯
楽
か
ら
宣
伝
媒
体
へ
転
向
し
た
一
部
始
終
を
追
及
し
た
力
作
で
あ

る
︒
本
書
に
は
︑
三
百
枚
余
り
の
図
版
・
写
真
が
収
録
さ
れ
︑
資
料
集
と
し

て
の
性
格
も
兼
ね
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
﹃
ほ
が
ら
か
部
隊
記
﹄
は
じ
め
︑﹃
お

米
と
部
隊
﹄︑﹃
五
間
の
手
紙
﹄
な
ど
貴
重
な
紙
芝
居
七
本
が
全
編
復
刻
︑
英

訳
さ
れ
た
︒
研
究
者
は
無
論
︑
一
般
読
者
で
も
純
粋
に
紙
芝
居
の
魅
力
を
楽

書�

評シ
ャ
ラ
リ
ン
・
オ
ル
バ
ー
著

『
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
―
―
十
五
年
戦
争
期
の
紙
芝
居
』

Sharalyn O
rbaugh. Propaganda Perform

ed: K
am

ishibai in Japan’s Fifteen-Year W
ar. 

Leiden: B
rill, 2014.

陳
其
松

図 1　街角紙芝居の風景（p.�41）



書評

149　『日本研究』 No. 54（2017）

し
め
る
一
冊
で
あ
る
︒

　
本
書
は
五
章
に
分
か
れ
て
お
り
︑
第
一
︑ 

二
章
は
紙
芝
居
の
略
史
︑
演
出
︑

特
徴
な
ど
や
︑
戦
時
中
の
政
府
規
制
に
よ
る
「
街
頭
紙
芝
居
」
か
ら
「
国
策

紙
芝
居
」
へ
の
転
換
背
景
を
概
観
す
る
︒
第
三
章
か
ら
第
五
章
は
紙
芝
居
の

解
読
を
中
心
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
子
供
向
け
︑
成
人
向
け
︑
軍
人
向
け
の
紙
芝
居

を
分
析
し
て
い
る
︒
最
後
に
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
宣
伝
に
加
担
し
た
紙
芝
居

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
試
論
し
︑
締
め
く
く
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
︒

国
策
紙
芝
居
の
な
か
の
女
性

　
解
説
を
読
み
進
む
と
︑
国
策
紙
芝
居
が
い
か
に
細
か
く
観
客
層
を
想
定
し
︑

制
作
さ
れ
て
い
た
か
が
明
ら
か
と
な
る
︒
例
え
ば
子
供
に
防
空
訓
練
の
ノ
ウ

ハ
ウ
を
教
え
る
﹃
ナ
カ
ヨ
シ
バ
ウ
ク
ウ
ゴ
ウ
﹄︑
増
産
を
奨
励
す
る
﹃
家
﹄

﹃
増
産
必
勝
﹄﹃
お
米
と
部
隊
﹄
や
︑
軍
人
の
武
勇
を
称
え
る
﹃
父
の
手
紙
﹄︑

商
業
界
の
支
援
を
呼
び
か
け
る
﹃
敵
降
る
日
ま
で
﹄︑
貯
金
を
呼
び
か
け
る

﹃
五
間
の
手
紙
﹄
な
ど
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も
国
家
へ
の
総
力
応
援
を
呼
び
か
け

る
内
容
で
あ
る
︒
な
か
で
も
女
性
像
が
と
く
に
緻
密
に
分
析
さ
れ
︑
彼
女
た

ち
の
忍
耐
強
く
︑
家
族
や
国
家
に
献
身
的
な
姿
が
躍
然
と
し
て
い
る
︒
と
く

に
﹃
母
は
漫
才
師
﹄
の
中
の
︑
漫
才
師
と
し
て
前
線
へ
赴
く
母
の
戦
死
が
知

ら
さ
れ
た
娘
が
人
目
を
避
け
た
と
こ
ろ
で
母
の
名
を
叫
ぶ
シ
ー
ン
や
︑﹃
軍
神

の
母
﹄
に
お
い
て
︑
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
で
の
自
殺
攻
撃
で
犠
牲
と
な
っ
た
息

子
を
偲
び
な
が
ら
︑
重
労
働
を
続
け
た
母
親
の
姿
は
代
表
的
で
あ
る
︒
ま
た

紙
芝
居
を
通
じ
︑
東
西
女
性
像
を
比
較
す
る
一
節
も
印
象
的
で
あ
る
（pp. 

147 -148

）︒
戦
時
中
︑「
贅
沢
大
敵
！
」
と
政
府
が
掲
げ
た
以
上
︑
個
人
の
美

を
求
め
る
こ
と
は
ま
さ
に
非
道
徳
的
で
あ
り
︑
家
族
に
も
恥
を
か
か
せ
る
行

為
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
紙
芝
居
に
お
い
て
︑
標
準
服
の
も
ん
ぺ
を
誇
ら
し
げ

に
身
に
纏
う
女
性
た
ち
の
姿
が
目
立
っ
て
い
る
︒﹃
弾
を
戦
地
へ
﹄
と
い
う
話

に
お
い
て
も
︑
最
初
は
美
し
い
洋
服
に
憧
れ
た
主
人
公
が
︑
や
が
て
戦
争
の

緊
迫
し
た
状
況
か
ら
国
民
の
責
任
に
目
覚
め
︑
も
ん
ぺ
を
着
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
同
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
女
性
の
外
見

の
美
へ
の
追
求
は
比
較
的
に
寛
容
で
あ
っ
た
と
著
者
は
指
摘
す
る
︒
む
し
ろ

女
性
の
「
美
」
こ
そ
が
︑
戦
士
た
ち
の
癒
や
し
で
あ
り
︑
守
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
た
と
い
う
︒

戦
争
の
表
現

　
表
現
方
式
に
関
し
て
は
︑
従
来
の
グ
ロ
テ
ス
ク
や
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な

表
現
が
規
制
さ
れ
た
た
め
︑
国
策
紙
芝
居
で
は
戦
場
の
残
酷
な
直
接
的
描
写

は
控
え
め
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
一
方
︑
紙
芝
居
の
多
く
が
︑
戦
争
に
よ
る

死
別
や
貧
困
な
ど
の
社
会
問
題
を
粉
飾
な
く
率
直
に
描
写
し
て
い
る
︒
戦
争

の
悲
惨
さ
を
想
起
さ
せ
る
内
容
は
国
策
宣
伝
の
趣
旨
に
反
し
て
い
な
い
か
と

著
者
は
疑
問
を
投
げ
て
い
る
︒
国
策
に
応
じ
る
こ
と
で
奨
励
さ
れ
た
例
は
無

論
あ
る
も
の
の
︑
前
述
の
﹃
母
は
漫
才
師
﹄︑﹃
軍
神
の
母
﹄
の
よ
う
な
︑
主

人
公
の
献
身
的
な
愛
国
行
為
は
結
局
報
わ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
家
族
と
の
死



150

別
で
話
が
終
え
る
例
も
多
数
存
在

す
る
（
図
2
）︒
そ
れ
に
実
際
に
当

時
の
人
気
番
付
︑
回
想
録
な
ど
の

史
料
を
確
認
す
る
と （pp. 181 -182

）︑

悲
劇
的
結
末
に
よ
る
紙
芝
居
の
人

気
へ
の
悪
影
響
が
見
当
た
ら
な
い

ど
こ
ろ
か
︑
会
場
の
観
客
が
全
員

感
極
っ
て
涙
を
流
し
︑
純
粋
に
感

動
し
た
と
い
う
記
述
さ
え
残
さ
れ

て
い
る
（p. 201

）︒
こ
の
現
象
は

い
っ
た
い
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　
上
記
の
疑
問
に
つ
い
て
︑
著
者
は
戦
争
の
残
酷
さ
と
非
合
理
性
が
紙
芝
居

の
演
出
を
通
じ
︑
浄
化
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
紙
芝
居

が
戦
争
に
対
す
る
「
心
身
的
に
無
害
無
痛
で
あ
る
と
い
う
誤
認
識
」
を
民
衆

に
植
え
付
け
︑
ま
た
共
同
の
鑑
賞
経
験
︑
民
族
の
連
帯
感
︑
主
人
公
に
対
す

る
同
情
心
な
ど
の
相
乗
効
果
に
よ
り
︑
さ
ら
に
増
幅
さ
せ
た
と
い
う
︒
そ
の

一
方
︑
紙
芝
居
の
「
洗
脳
効
果
」
に
対
す
る
過
大
評
価
を
避
け
よ
う
と
す
る

た
め
︑
著
者
は
自
身
の
近
代
ア
メ
リ
カ
の
国
家
主
義
に
対
す
る
複
雑
な
感
情

を
例
に
し
︑
日
本
人
も
実
は
こ
の
よ
う
な
戦
争
宣
伝
に
憐
れ
み
︑
怒
り
︑
感

心
な
ど
複
数
の
感
情
を
意
識
的
に
か
無
意
識
的
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
同
時

に
抱
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
は
︑
確
か
に
︑

著
者
が
着
眼
し
た
紙
芝
居
の
鑑
賞
経
験
に
お
け
る
構
造
的
︑
心
理
学
的
な
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
可
能
性
は
否
め
な
い
︒
し
か
し
そ
の
解
釈
は
メ
デ
ィ
ア
と
し
て

の
普
遍
性
に
基
づ
き
︑
映
画
や
演
劇
な
ど
他
の
表
現
方
式
と
比
べ
て
︑
紙
芝

居
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
︒
な
お
観
客
の
回
想
録
に
書

か
れ
た
「
感
動
し
た
」
と
い
う
声
を
︑「
無
意
識
」
で
説
明
し
て
良
い
の
か
ど

う
か
も
や
や
疑
問
が
残
る
︒﹃
軍
神
の
母
﹄
な
ど
「
陰
鬱
」
な
話
の
高
い
人
気

の
下
支
え
に
関
し
て
は
︑
文
化
面
や
精
神
面
な
ど
の
視
点
も
取
り
入
れ
︑
多

元
的
に
議
論
す
る
余
地
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
︒

紙
芝
居
の
精
神
・
文
化
的
背
景

　
こ
こ
で
一
つ
︑
子
供
向
け
の
宣
伝
紙
芝
居
︑﹃
健
ち
ゃ
ん
バ
ン
ザ
イ
﹄
と
い

う
例
を
挙
げ
て
み
た
い
︒
あ
ら
す
じ
と
し
て
は
︑
結
核
を
患
っ
た
健
ち
ゃ
ん

の
そ
れ
ぞ
れ
の
臓
器
が
︑
冒
険
に
行
き
力
を
つ
け
る
こ
と
で
病
気
を
打
ち
負

か
す
と
い
う
︑
一
見
単
純
明
快
な
科
学
教
育
劇
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
冒
険
の
途
中
︑
臓
器
た
ち
に
助
け
の
手
を
差
し
伸
べ
た
の
は
意
外

に
も
神
道
の
神
々
で
あ
る
（
図
3
）︒
結
局
︑
神
々
の
ご
加
護
が
あ
る
か
ら
こ

そ
︑
健
ち
ゃ
ん
は
健
康
を
取
り
戻
せ
た
︒
こ
こ
に
お
い
て
は
︑「
衛
生
」︑「
健

康
」
な
ど
近
代
科
学
由
来
の
概
念
と
と
も
に
︑「
神
」
な
ど
宗
教
的
︑
精
神
的

な
概
念
が
植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
︒﹃
健
ち
ゃ
ん
バ
ン
ザ
イ
﹄
に
描
か
れ
た
神

道
と
身
体
（
精
神
と
物
質
）
の
関
係
に
は
︑
明
治
以
来
日
本
国
民
の
文
化
︑
精

神
構
造
の
一
側
面
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
︒
国
策
紙

図 2　息子との死別。『母の顔』より（p.�200）
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芝
居
の
い
わ
ゆ
る
「
宣
伝
効

果
」
も
︑
こ
の
よ
う
な
特
殊
な

時
空
背
景
に
置
か
れ
た
か
ら
こ

そ
発
揮
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
︒

　
念
を
お
す
と
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
を
「
文
化
的
」
に
見
る
ス
タ

ン
ス
は
︑
決
し
て
戦
争
の
歴
史

を
無
責
任
に
相
対
化
し
︑
あ
る

い
は
日
本
文
化
と
軍
国
主
義
を

本
質
主
義
的
に
結
び
つ
け
よ
う

と
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
む
し

ろ
「
国
策
紙
芝
居
」
を
「
政
治

的
」
と
い
う
固
定
概
念
か
ら
開

放
さ
せ
た
ほ
う
が
︑
よ
り
鳥
瞰

的
︑
多
元
的
な
視
角
で
そ
の
全

貌
を
見
定
め
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
︒
著
者
も
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
︑
国
策
紙
芝

居
の
演
出
内
容
︑
方
式
が
厳
し

く
規
定
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
一
部
の
紙
芝
居
の
内

容
や
図
面
に
は
演
出
者
の
直
筆
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
4
）︒

　
ま
た
紙
芝
居
で
た
び
た
び
も
ん
ぺ
を
女
性
の
標
準
服
と
し
て
提
唱
す
る
こ

と
の
裏
側
に
︑
歌
手
の
淡
谷
の
り
子
が
外
見
の
理
由
で
も
ん
ぺ
着
用
を
拒
否

し
た
と
い
う
事
件
か
ら
目
を
背
け
る
わ
け
に
は
い
け
な
い
︒
こ
れ
ら
の
事
例

が
物
語
る
よ
う
に
︑「
規
制
」
が
あ
っ
て
こ
そ
「
逸
脱
」
が
生
じ
て
く
る
︑
一

種
の
イ
タ
チ
ご
っ
こ
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
視
角
か
ら
み
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

の
生
成
は
よ
り
流
動
的
︑
相
対
的
で
あ
り
︑
決
し
て
一
方
通
行
で
は
な
い
︒

そ
も
そ
も
紙
芝
居
が
宣
伝
媒
体
と
し
て
採
用
さ
れ
た
理
由
も
︑
そ
の
大
衆
文

化
と
し
て
の
人
気
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
国
策
紙
芝
居
で
あ
れ
教
育
紙
芝
居
で

あ
れ
︑
政
府
か
ら
の
「
宣
伝
物
」
で
あ
る
前
に
︑
観
客
た
ち
が
楽
し
め
る

「
文
化
物
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
紙
芝
居
を
文
化
的
︑
多
面
的
に
捉
え
る

こ
と
に
よ
り
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
批
判
の
方
向
性
も
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
と

思
わ
れ
る
︒

　
著
者
に
よ
る
紙
芝
居
の
復
刻
︑
英
訳
は
︑
ま
さ
に
我
々
に
歴
史
と
真
摯
に

向
き
合
う
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
︑
今
後
「
紙
芝
居
」
を
多
面
的
︑
多
文
化
的

に
検
討
す
る
可
能
性
を
示
し
て
く
れ
た
︒
本
書
の
繊
細
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︒

図 3　�健ちゃんの心臓が神に助けを求める� �
（p.�155『健ちゃんバンザイ』より）

図 4　図面の修正（p.�201『母の顔』より）


