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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
）

「
忘
れ
も
の
」
と
聞
き
、
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ

の
は
「
取
り
返
せ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

長
年

能
楽
の
世
界
に
身
を
置
い
て
い
ま
す

が

優
し
さ

と

辛
抱

に
つ
い
て

日
ご
ろ
感

じ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す

昨
秋
、京
都
で
は
都
道
府
県
持
ち
回
り
の「
国

民
文
化
祭
」
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
総
合
閉
会

式
の

台
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
担
っ
た
縁
で
、

府
内
の
小
学
校
、
高
校
に
出
向
き
、
講
演
や
伝

統
芸
能
の
指
導
で
少
年
少
女
の
皆
さ
ん
に
出
会

う
機
会
が
増
え
た
の
で
す
。

関
心
の
あ
る
人
を
除
け
ば
、
能
楽

台
と
無

縁
な
人
が
ほ
と
ん
ど
。そ
ん
な
雰
囲
気
の
な
か
、

能
楽
の
話
が
子
ど
も
た
ち
に
果
た
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
る
の
か
、正
直
、不
安
も
あ
り
ま
し
た
。

牛
若
丸
と
弁
慶
の
逸
話
な
ど
、
年
配
の
人
な

ら
す
ぐ
分
か
る
話

で
も
、
子
ど
も
の

中
に
は
「
牛
若
丸

っ
て
？
」
と
い
う

反
応
が
少
な
か
ら

ず
あ
り
、
伝
え
る

難
し
さ
を
痛
感
し

ま
す
。

わ
が
子
で
言
え

ば

稽
古
の
時
に

子
ど
も
は
最
初
か

ら
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

こ

こ
で
大
人
が

辛
抱
が
足
り
な
い

と
厳
し
く
言

う
と

子
ど
も
は
苦
痛
ば
か
り
感
じ
て
し
ま
う

教
え
る
親
と
し
て
は
考
え
ま
す

最
初
は

秒

だ
け

じ
っ
と
し
よ
う
ね

と

で
き
れ
ば

ほ
め

る

す
る
と

子
ど
も
は
気
を
良
く
す
る

秒

で
き
れ
ば
次
は

秒
…
と

徐
々
に
時
間
を
延

ば
し

最
終
的
に
は
１
時
間

１
時
間
半
…
と

正
座
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

辛
抱

を
辛

抱
と
感
じ
な
く
な
る
よ
う
に
稽
古
し
ま
す

こ

の
辛
抱
が
大
切

辛
抱
は

教
え

諭
す
ほ
う
の

大
人
の
側
に
も
欠
か
せ
ま
せ
ん

小
学
校
で
は

挨
あ
い

拶
さ
つ

の
基
本
か
ら
話
し
ま
す

私
自
身

昔
は
挨
拶
か
ら
入
る
こ
と
に

何
を

四
角
四
面
な
こ
と
を
…

と

形
に
こ
だ
わ
る
こ

と
に
抵
抗
を
覚
え
ま
し
た
が

最
近
は

心
に
は

形
が
あ
る

と
実
感
し
ま
す

分
か
り
や
す
く
言

え
ば

稽
古
場
と
日
常
生
活
を
切
り
離
し
て
は

い
け
な
い

上
下
を
わ
き
ま
え
た
敬
語

こ
ま
や

か
な
佇

た
た
ず

ま
い
…

心
身
に

ご
く
自
然
な
感
覚
と

し
て
湛

た
た

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
こ
そ

能
の

動
き
に
も
な
っ
て
い
く

他
の
世
界
の
こ
と
は

分
か
り
ま
せ
ん
が

全
て
の
基
本
は

型
通
り
で

は
な
い

心
か
ら
の

挨
拶
に
始
ま
る

と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う

子
ど
も
た
ち
に
能
楽
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ

と
を
念
頭
に
お
い
て
、
「
能
の
絵
本
づ
く
り
」

を
現
在
、
続
け
て
い
ま
す
。

年
前
、
「
能
楽

を
通
じ
て
何
が
し
た
い
か
」
と
、
京
都
新
聞
の

取
材
で
問
わ
れ
、
答
え
た
の
が
き
っ
か
け
で
し

た
。
幸
い
「
大

だ
い

会
え

」
（
天

て
ん

狗
ぐ

の
恩
が
え
し
）
、

「
舎

し
ゃ

利
り

」
「
隅
田
川
」
な
ど
、
絵
本
も
ご
好
評

を
得
て
お
り
、
意
を
強
く
し
て
い
ま
す
。

天
狗
の
恩
が
え
し
は

い
た
ず
ら
が
原
因
で

命
を
落
と
し
か
け
た
天
狗
が

通
り
す
が
り
の

僧
侶
に
助
け
ら
れ

そ
の
御
礼
に

天
狗
は
釈
迦

に
化
け

説
法
姿
を
み
せ
る

そ
の
際
の
条
件

そ
の
姿
に

信
心
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ

と

の
天
狗
の
忠
言
を
忘
れ

あ
り
が
た
い

あ
り

が
た
い

と
僧
侶
が
合
掌
し
た
と
こ
ろ

天
か
ら

帝
た
い

釈
し
ゃ
く

天て
ん

が
や
っ
て
き
て
天
狗
を
懲
ら
し
め
て
し

ま
う

な
ん
と
も
か
わ
い
そ
う
な
話
で
す

た

だ

そ
の
僧
侶
は

天
狗
に
温
か
な
目
を
注
ぐ

優
し
さ

と

辛
抱

と
い
っ
た
逸
話
は

能

の
中
に
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す

能
役
者
は

役
に
な
り
き
り

や
所
作
で
心

情

心
を
表
現
し
ま
す

心
を
研
ぎ
澄
ま
し

形

に
し

観
客
に
伝
え
る

こ
の
追
求
こ
そ

今
の

私
に
与
え
ら
れ
た
仕
事

と
思
っ
て
い
ま
す

役になりきり や所作で心情 心を表

現する 心を研ぎ澄まし形にして観客

に伝える 能 鞍馬天狗 の一場面‖撮

影・田村克也

ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

能楽 シテ方

片山九郎右衛門さん

かたやま・くろうえもん 1964年 京都生

まれ 年に 岩舟 で初シテ 父は人間国宝

の片山幽雪さん 九世九郎右衛門 姉は京

井上流五世家元・井上八千代さんで 文化

勲章受章者の四世家元・井上八千代さん 故

人 は祖母 昨年１月 十世片山九郎右衛門

を襲名 海外を含め多方面で活躍する

（
「
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
）

麦ば
く

秋
し
ゅ
う

田
端

泰
子
さ
ん

京
都
橘
大

名
誉
教
授

■
慈
愛
と
尊
敬

麦
畑
が
鮮
や
か
に
色
づ
い
て
、
収
穫
時

期
を
迎
え
る
今
の
時
期
を
麦
秋
と
い
い
ま

す
。
旧
暦
４
月
の
異
名
の
一
つ
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。

「
む
ぎ
あ
き
」
と
も
読
み
、
七
十
二
候

は
５
月

〜
６
月
５
日
ご
ろ
を
「
麦
秋
至

（
い
た
る
）
」
と
し
て
い
ま
す
。
麦
秋
の

「
秋
」
は
季
節
の
秋
で
は
な
く
「
と
き
」

と
解
す
る
方
が
正
確
で
す
。
す
な
わ
ち
麦

が
実
る
時
な
の
で
す
。

小
津
安
二
郎
監
督
の
名
作
に
「
麦
秋
」

（
１
９
５
１
年
）
が
あ
り
ま
す
が
、
題
名

の
英
語
訳
は
「
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｌ
Ｙ

Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｍ

Ｅ
Ｒ
」
で
し
た
。

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の
、
波
打
つ
麦
畑
と
か

や
ぶ
き
農
家
の
対
比
。
モ
ノ
ク
ロ
映
画
で

あ
り
な
が
ら
、
美
し
い
日
本
の
原
風
景
に

見
ほ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

一
昔
前
ま
で
は
「
お
父
さ
ん
の
よ
う
な

立
派
な
社
会
人
に
な
り
た
い
」
と
か
「
お

母
さ
ん
の
よ
う
な
や
さ
し
い
母
親
に
な
り

た
い
」
と
い
う
子
供
が
た
く
さ
ん
い
た
。

し
か
し
最
近
の
子
供
は
自
分
の
力
で
大
き

く
な
っ
た
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
、
親
は
子

供
に
確
か
な
将
来
像
を
与
え
に
く
く
な
っ

た
た
め
、
親
子
関
係
は
ギ
ス
ギ
ス
し
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
。

歴
史
を
振
り
返
る
と
、
武
力
が
重
視
さ

れ
た
鎌
倉
時
代
で
さ
え
、
父
母
や
祖
父
母

は
子
供
た
ち
を
命
が
け
で
守
り
育
て
た
。

い
っ
ぽ
う
、
子
供
が
最
も
尊
敬
し
た
の
は

父
母
で
あ
り
、
親
を
「
教

き
ょ
う

令れ
い

者し
ゃ

（
教
え

導
く
者
）
」
と
し
て
敬
い
、
家
業
や
財
産

を
譲
与
し
て
く
れ
る
保
護
者
と
し
て
敬
愛

し
た
。
各
家
で
の
親
子
の
絆
を
核
に
、
一

族
の
結
束
が
守
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
親
の

慈
愛
と
子
の
尊
敬
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
た
の
が
、
日
本
の
中
世
社
会
だ
っ
た
と

い
え
る
。

鎌
倉
幕
府
は
、
親
は
「
教
令
者
」
で
あ

る
か
ら
と
、
子
が
実
の
親
を
裁
判
の
場
に

引
き
出
し
、
親
と
譲
与
財
産
や
所
領
を
め

ぐ
っ
て
争
う
こ
と
に
は
、
子
に
対
し
厳
罰

を
課
す
こ
と
で
対
処
し
て
い
る
。
敬
う
と

い
う
言
葉
に
も
、
畏
敬
・
尊
敬
か
ら
形
式

的
な
拝
啓
ま
で
多
く
の
偏
差
が
あ
る
。
物

資
が
豊
か
で
な
い
時
代
に
、
か
え
っ
て
日

本
人
の
心
や
本
質
が
顕
現
す
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

〈
次
回
６
月

日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
、
（
株
）
井
澤
屋
の
井
澤
國
子
さ
ん
で

す
〉
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