
伝
統
は

形
に
残
る
の

で
は
な
く

職
人
の
魂

に
引
き
継
が
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時

代
劇
は
文
化
で
あ
る
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⊃

戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

京
都
は
私
に
と
っ
て
、
第
二
の
故
郷
の
よ
う

な
も
の
だ
。

一
九
七
二
年
放
映
の
「
木

こ

枯
が
ら

し
紋
次
郎
」
に

よ
っ
て
、
私
の
名
前
は
全
国
区
に
な
っ
た
が
、

そ
の
撮
影
は
旧
大
映
京
都
撮
影
所
で
始
ま
っ

た
。
当
時
、
太
秦
に
は
、
大
映
、
松
竹
、
東
映

の
三
大
映
画
撮
影
所
が
あ
り
、
時
代
劇
の
メ
ッ

カ
と
し
て
、
過
去
の
栄
光
を
誇
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
映
画
産
業
の
斜
陽
は
顕
著
で
、
従
来
の

シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
っ
た
。

直
接
的
な
原
因
は
、
テ
レ
ビ
の
普
及
で
、
映

画
館
か
ら
客
足
が
遠
の
い
た
こ
と
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
・
ブ
ッ
キ
ン
グ
と
い
う

硬
直
化
し
た
配
給
系
列
が
、
魅
力
あ
る
作
品
の

登
場
を
拒
ん
だ
こ

と
に
あ
る
。

大
手
映
画
会
社

は
当
初
、
テ
レ
ビ

映
画
や
ド
ラ
マ
を

軽
視
し
た
。
し
か

し
、
時
代
の
変
化

に
は
逆
ら
え
ず
、

確
実
に
収
入
の
計

算
で
き
る
テ
レ
ビ

界
へ
、
雪
崩
を
う

っ
て
参
入
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。「
木

枯
し
紋
次
郎
」も
、

そ
う
し
た
流
れ
の

中
の
一
作
品
だ
っ

た
。

と
こ
ろ
が
、
撮
影
開
始
後
二
カ
月
で
、
い
き

な
り
大
映
が
倒
産
し
た
。
劇
場
用
映
画
の
不
入

り
や
、
球
団
事
業
な
ど
の
多
角
経
営
が
行
き
づ

ま
っ
た
結
果
だ
っ
た
。
撮
影
所
は
労
組
に
占
拠

さ
れ
、
私
た
ち
は
レ
ン
タ
ル
・
ス
タ
ジ
オ
に
引

っ
越
し
た
。

「
紋
次
郎
班
」
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
美
術
の
西

岡
善
信
を
長
と
し
て
、
製
作
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

「
映
像
京
都
」
を
立
ち
上
げ
た
。
森
一
生
、
三

隅
研
次
な
ど
の
有
名
監
督
た
ち
、
宮
川
一
夫
、

森
田
富
士
男
と
い
っ
た
カ
メ
ラ
マ
ン
、
照
明
、

大
道
具
、小
道
具
、衣

い

裳
し
ょ
う

、
結
髪
に
至
る
ま
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
が
参
加
し

た
。多
く
が
、「
羅
生
門
」
「
地
獄
門
」
な
ど
、

国
際
的
映
画
賞
作
品
を
手
が
け
た
職
人
た
ち

だ
。「

木
枯
し
紋
次
郎
」
の
骨
格
を
創
造
し
た
の

は
市
川
崑
監
督
だ
が
、
シ
リ
ー
ズ
を
支
え
た
の

は
映
像
京
都
だ
っ
た
。
彼
ら
の
職
人
魂
は
す
さ

ま
じ
く
、
担
当
の
仕
事
に
は
精
魂
を
使
い
果
た

し
た
。
例
え
ば
、
セ
ッ
ト
付
き
の
職
人
は
、
武

家
屋
敷
の
廊
下
を
黒
光
り
す
る
ま
で
磨
き
、
自

分
が
納
得
す
る
ま
で
カ
メ
ラ
を
廻

ま
わ

さ
せ
な
か
っ

た
。
ど
の
パ
ー
ト
も
時
代
考
証
に
精
通
し
て
お

り
、
彼
ら
な
し
に
は
本
格
的
な
時
代
劇
を
創

つ
く

る

こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。

伝
統
は
、
形
に
残
る
の
で
は
な
く
、
職
人
の

魂
に
引
き
継
が
れ
る
の
だ
。

大
映
は
な
く
な
っ
た
が
、
太
秦
の
職
人
た
ち

は
、
テ
レ
ビ
時
代
劇
全
盛
時
代
を
迎
え
て
生
き

延
び
た
。
松
竹
は
「
必
殺
シ
リ
ー
ズ
」
を
、
東

映
は
「
水
戸
黄
門
」
な
ど
、
長
寿
番
組
を
中
心

に
繁
栄
し
た
。

京
都
に
は
、
小
一
時
間
も
走
れ
ば
、
山
も
川

も
あ
る
。
街
に
は
寺
が
無
数
に
あ
り
、
武
家
屋

敷
や
城
の
一
部
と
し
て
利
用
で
き
る
。つ
ま
り
、

撮
影
に
と
っ
て
、
圧
倒
的
な
地
の
利
が
あ
る
。

古
い
手
作
り
の
産
業
も
残
っ
て
お
り
、
職
人

の
技
術
や
文
化
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
太
秦

に
は
、
仕
出
し
と
呼
ば
れ
る
エ
キ
ス
ト
ラ
が
数

百
人
も
住
ん
で
お
り
、
彼
ら
は
自
分
で
鬘

か
つ
ら

を
付

け
、
衣
裳
を
着
る
。
芸
者
、
長
屋
の
婆

ば
あ

さ
ん
、

大
工
、物
売
り
、何
で
も
で
き
る
。
要
す
る
に
、

京
都
は
時
代
劇
に
と
っ
て
、
環
境
と
人
材
の
宝

庫
な
の
だ
。

そ
れ
な
の
に
近
年
、
テ
レ
ビ
時
代
劇
は
激
減

し
て
い
っ
た
。

つ
い
に
今
年
、
民
放
に
は
一
本
の
レ
ギ
ュ
ラ

ー
も
な
い
。
映
像
京
都
も
解
散
し
た
。
時
代
劇

は
文
化
で
あ
る
。
こ
の
国
は
、
こ
れ
で
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。

なかむら・あつお 1940年生まれ 東

京外国語大中退 劇団 俳優座 からテ

レビ界へ 年正月から放映の時代劇

木枯し紋次郎 主演で脚光を浴びる

テレビキャスターなどで活躍後 年

から参院議員１期 同志社大大学院講

師など歴任 近著に 簡素なる国

俳優・作家

中村 敦夫さん

（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

壬じ
ん

辰し
ん

浦
沢

美
奈
さ
ん

フ

ラ

ワ

ー

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（
プ
ー
ゼ
代
表
）

■

季
節
を
感
じ
る
暮
ら
し

椿
つ
ば
き

、
す
み
れ
、
藤

ふ
じ

袴
ば
か
ま

。
子
供
の
頃
か
ら

我
が
家
に
は
い
つ
も
一
輪
の
花
が
活

い

け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
足
の
指
先
を
冷
た
く
感

じ
た
初
秋
の
夕
暮
れ
時
や
、
鳥
の
鳴
き
声

が
近
く
聞
こ
え
た
初
春
の
朝
に
は
花
が
変

わ
っ
て
い
て
、
季
節
の
移
ろ
い
を
思
い
ま

し
た
。
「
季
節
感
の
な
い
女
性
は
あ
き
ま

へ
ん
」
。
御
所
に
仕
え
て
い
た
曾

そ
う

祖
母
に

厳
し
く
言
わ
れ
て
い
た
母
か
ら
私
が
受
け

継
い
だ
の
は
、四
季
を
愛

め

で
る
習
慣
で
す
。

大
人
に
な
っ
て
、
私
は
パ
リ
の
フ
ラ
ワ

ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
感
動
し
、
学
び
に

熱
中
し
ま
し
た
。
や
が
て
京
都
で
再
現
し

て
も
輝
き
が
少
な
い
こ
と
に
悩
み
ま
し
た

が
、
「
季
節
」
を
加
え
る
手
法
を
見
出
し

創
作
の
世
界
が
広
が
り
ま
し
た
。
あ
こ
が

れ
と
習
慣
を
組
み
合
わ
せ
た
プ
ー
ゼ
の
花

は
、
昨
年
イ
タ
リ
ア
の
雑
誌
か
ら
取
材
を

受
け
ま
し
た
。
「
よ
く
知
っ
て
い
る
ス
タ

イ
ル
な
の
に
繊
細
な
色
使
い
に
よ
り
初
め

て
出
会
っ
た
と
感
じ
る
エ
レ
ガ
ン
ス
」
。

季
節
を
愛
で
る
心
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
方
々

に
も
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
個
性
と
な
っ
て

伝
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

花
を
飾
る
と
家
族
の
会
話
が
弾
み
ま

す
。
季
節
の
行
事
が
子
供
た
ち
の
心
に
刻

ま
れ
、
温
か
い
絆
が
生
ま
れ
ま
す
。
家
族

の
つ
な
が
り
と
美
意
識
。
私
は
暮
ら
し
の

習
慣
か
ら
と
て
も
大
切
な
こ
と
を
受
け
継

い
だ
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

（
次
回
１
月

日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
、
竹
中
木
版

竹
笹
堂

六
代
目
摺
師

の
原
田
裕
子
さ
ん
で
す
）

２
０
１
２
年
が
明
け
ま
し
た
。
こ
と
し

は
辰
年
で
す
が
、
十
干
十
二
支
で
い
う
と

壬
辰
（
み
ず
の
え
・
た
つ
）
。
西
暦
を

で
割
っ
て

余
る
年
が
壬
辰
で
す
。

正
確
に
は
、
こ
と
し
１
月

日
（
旧
暦

１
月
１
日
）
か
ら
来
年
２
月
９
日
ま
で
に

当
た
り
ま
す
。
過
去
の
壬
辰
年
を
振
り
返

る
と
「
文
禄
の
役
」
（
壬
辰
倭
乱
）
が
あ

っ
た
１
５
９
２
年
を
除
け
ば
、
平
穏
な
年

が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

壬
辰
の
「
壬
」
は
草
木
が
新
し
い
芽
を

は
ら
ん
で
膨
ら
む
形
、
「
辰
」
は
草
木
が

伸
び
る
姿

と
解
釈
す
る
説
が
多
い
よ
う

で
す
。
災
害
か
ら
の
復
興
を
順
調
に
果
た

し
、
暮
ら
し
も
、
政
治
、
経
済
も
新
生
へ

向
か
う
年
と
し
た
い
も
の
で
す
。
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