
年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

彫刻「只今参上」　小林啓利

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

皆
様
方
に
は
新
し
い
年
を
つ
つ

が
な
く
お
迎
え
の
こ
と
と
、
心
か

ら
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
四
月
に
、
高
山
市
文
化
協

会
は
組
織
を
一
般
社
団
法
人
と
改

め
、
ま
た
六
月
に
は
小
鳥
会
長
の

後
を
引
き
継
い
で
私
が
会
長
に
就

任
さ
せ
て
い
た
だ
く
等
、
大
き
な

変
化
の
あ
っ
た
一
年
で
し
た
が
、

会
員
を
始
め
多
く
の
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
順
調

に
事
業
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
一
昨
年
の
暮
れ
に
政
権

が
交
代
し
て
か
ら
、
日
本
経
済
は

全
体
に
好
転
し
国
民
生
活
も
向
上

す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

実
生
活
で
は
そ
の
実
感
が
な
か
な

か
得
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

経
済
が
良
く
な
る
、
暮
ら
し
が

豊
か
に
な
る
こ
と
は
誰
し
も
願
う

と
こ
ろ
で
す
が
、
あ
わ
せ
て
心
も

豊
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
社
会
全

体
が
良
く
な
っ
た
と
は
い
え
ま
せ

ん
。

　

そ
れ
に
は
市
民
の
皆
さ
ん
一
人

ひ
と
り
が
、
日
常
生
活
に
お
い
て

身
近
に
文
化
活
動
に
関
わ
り
を
持

て
る
社
会
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
、そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
が
、

当
協
会
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
使

命
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

折
り
し
も
、
昨
年
四
月
か
ら
、

「
飛
驒
高
山
文
化
芸
術
祭
こ
だ
ま

～
れ
２
０
１
３
」
が
開
催
さ
れ
て

お
り
、
当
協
会
も
そ
の
趣
旨
に
賛

同
し
て
、
積
極
的
に
応
援
し
て
き

ま
し
た
。
こ
の
事
業
に
多
く
の
市

民
の
方
々
が
参
加
さ
れ
、
大
き
な

成
果
が
得
ら
れ
た
よ
う
で
、
た
い

へ
ん
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

文
化
活
動
の
中
心
で
あ
る
高

山
市
民
文
化
会
館
は
開
館
以
来

三
十
一
年
が
経
過
し
、
近
年
利
用

者
の
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
て
、
そ

れ
に
十
分
応
え
る
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。　

　

そ
の
た
め
新
し
い
市
民
文
化
会

館
の
建
設
を
検
討
し
て
い
く
こ
と

は
、
今
か
ら
で
も
決
し
て
早
く

は
な
い
と
の
思
い
か
ら
、
平
成

二
十
七
年
度
よ
り
施
行
さ
れ
ま
す

「
高
山
市
第
八
次
総
合
計
画
」
の

中
に
、
新
し
い
市
民
文
化
会
館
の

建
設
計
画
を
組
み
入
れ
ら
れ
る
よ

う
、
高
山
市
へ
要
望
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
駅
舎
を
は
じ
め
と
す
る

駅
周
辺
整
備
事
業
が
い
よ
い
よ
ス

タ
ー
ト
し
ま
す
。
市
民
文
化
会
館

は
、
駅
西
地
区
発
展
の
核
と
な
る

こ
と
か
ら
、
地
域
全
体
の
中
に
位

置
付
け
さ
れ
た
事
業
計
画
と
な
る

よ
う
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
皆
様

と
と
も
に
要
望
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　　

こ
れ
ま
で
私
た
ち
高
山
市
文
化

協
会
で
は
、「
自
然
保
護
」
を
重

要
な
文
化
活
動
と
し
て
事
業
計
画

に
取
り
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

郷
土
の
豊
か
な
自
然
環
境
の
保

護
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
周
り
の
自

然
環
境
の
現
状
を
理
解
す
る
た
め

「
自
然
環
境
保
護
セ
ミ
ナ
ー
」「
自

然
保
護
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
っ
た

学
習
と
、
市
街
地
で
身
近
に
自
然

を
体
験
で
き
る
「
森
づ
く
り
」
を

提
言
し
、
市
民
の
理
解
を
深
め
る

た
め
、
そ
の
条
件
を
整
え
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。　

　

今
年
一
年
、
一
般
社
団
法
人
高

山
市
文
化
協
会
は
、
新
し
い
文
化

の
創
造
に
よ
っ
て
、
市
民
一
人
ひ

と
り
が
豊
か
な
心
を
持
続
で
き
る

よ
う
、
さ
ら
に
伝
統
文
化
の
継
承

と
、
自
然
保
護
活
動
を
通
じ
て
、

品
格
の
高
い
高
山
市
を
目
指
し
、

真
剣
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す

の
で
、
皆
様
の
ご
支
援
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
一
社
）
高
山
市
文
化
協
会
　
会
長
　
小
林
　
浩

文化功労者を顕彰
永年に亘り、郷土の文化振興とその発展に
尽力された方を顕彰します。表彰式は1月1日
開催の新年市民互礼会で行います。
（敬称略・順不同）

北原 好枝（好甫）
華道（総和町1）
永年に亘り華道を通じて高山市の文化振興に
寄与され、後進の指導に貢献された功績

上牧 右田子
短歌（石浦町9）
永年に亘り短歌を通じて高山市の文化振興に
寄与され、後進の指導に貢献された功績

加藤 しづ
茶道（三福寺町）
永年に亘り茶道を通じて高山市の文化振興に
寄与され、後進の指導に貢献された功績

中山 節子（宗節）
茶道（朝日町）
永年に亘り茶道を通じて高山市の文化振興に
寄与され、後進の指導に貢献された功績

亀山 歌子
俳句（片原町）
永年に亘り俳句を通じて高山市の文化振興に
寄与され、後進の指導に貢献された功績

下畑 喜久英
筝曲（森下町1）
永年に亘り筝曲を通じて高山市の文化振興に
寄与され、後進の指導に貢献された功績
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飛騨をこよなく愛した風狂の詩人

西村　宏一
林　格男

平
成
二
十
五
年
度
　

市
長
と
語
る
会 

開
催
報
告

「
午
年
あ
れ
こ
れ
」

Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
山
支
局

　
　
　
　

 

中
林 

利
数

平成10年丹生川村史編纂室にて（後ろ右 西村さん）

高山市民劇場 第1回公演『夕鶴』挿絵

山が好きだった西村さん（左下） 平成3年 飛騨民俗の会立山詣で

「
岡
目
一
目
」

　
「
も
う
い
く
つ
寝
る
と
、
お
正

月
、
…
」
と
歌
っ
た
あ
の
可
愛
い

子
供
た
ち
の
姿
は
、今
は
少
な
い
。

歌
に
出
て
く
る
「
凧
」
や
「
こ
ま
」

や
「
ま
り
」
や
「
追
い
羽
根
」
な

ん
て
も
の
も
、
あ
ま
り
見
か
け
な

く
な
っ
た
。

　
「
年
の
始
め
の
た
め
し
と
て
…
」

と
い
う
の
も
、「
松
竹
ひ
っ
く
り

返
し
て
大
騒
ぎ
、
後
の
始
末
を
誰

が
す
る
」
な
ん
て
替
え
歌
に
し
て

喜
ん
で
い
た
素
朴
な
子
供
た
ち

も
、
も
う
居
な
い
。

　

子
供
た
ち
の
遊
び
も
機
械
化
・

電
子
化
さ
れ
て
、
単
純
な
も
の
で

は
な
く
な
っ
て
行
く
。
日
々
の
暮

ら
し
の
変
化
を
し
み
じ
み
と
感
じ

る
歳
に
な
っ
て
、
正
月
は
ま
た
特

に
感
じ
る
。

　

元
旦
か
ら
店
が
開
い
て
い
る
の

も
珍
し
く
な
く
な
っ
た
。
だ
い
た

い
お
せ
ち
料
理
と
言
う
も
の
は
、

何
も
し
な
い
で
三
が
日
を
食
い
つ

な
ぐ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

昔
懐
か
し
い
童
謡
や
唱
歌
は
、

保
育
園
や
小
学
校
の
窓
か
ら
は
あ

ま
り
聴
こ
え
て
こ
ず
、
い
つ
し
か

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
窓
か
ら
聴
こ
え

て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

子
供
を
増
や
し
た
い
。
男
女
の

出
会
い
を
増
や
し
た
い
。
正
月
に

お
せ
っ
か
い
な
オ
ジ
さ
ん
オ
バ
さ

ん
達
の
復
活
を
切
に
願
う
。

　
　
　
　
　
　
〈
ガ
ン
モ
ン
モ
筆
〉

こ
相
国
寺
で
育
ま
れ
た
に
違
い
な

い
。

　

西
村
さ
ん
は
大
垣
一
中
か
ら
金

沢
の
四
高
を
経
て
、
京
都
大
学
の

経
済
学
部
へ
と
進
む
が
、そ
の
間
、

学
徒
動
員
、
大
垣
大
空
襲
、
日
本

軍
隊
の
非
情
、
四
高
時
代
の
親
友

三
人
の
自
殺
、
自
ら
の
結
核
の
罹

病
等
々
、
数
々
の
厳
し
い
現
実
に

遭
遇
し
た
。

　

し
か
し
、
西
村
さ
ん
は
生
来
の

強き
ょ
う
じ
ん靭
な
気
力
を
も
っ
て
そ
れ
ら
の

苦
難
を
克
服
し
て
、
大
学
で
は
ド

イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
書
を

通
し
て
、
西
欧
の
文
学
を
む
さ
ぼ

る
よ
う
に
読
み
、
そ
こ
で
身
に
つ

け
た
語
学
力
は
け
た
外
れ
で
、
大

阪
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
オ
ペ
ラ
の

翻
訳
に
立
ち
合
い
、
高
山
で
は
あ

る
病
院
の
カ
ル
テ
を
翻
訳
し
て
裁

判
所
の
法
廷
へ
提
出
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
大
学
を
出
た
西
村
さ

ん
は
、
大
阪
御
堂
筋
の
と
あ
る
大

商
社
に
入
社
し
た
も
の
の
、

　

鈴
懸
並
木

　
　

商あ
き
ん
ど人
は
性
に
合
わ
ざ
り
き

と
、
三
年
余
り
で
退
社
し
、
昭
和

三
十
二
年
、
そ
の
足
は
英
語
教
師

と
し
て
、
飛
騨
の
古
川
へ
と
向
か

う
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
西
村
さ
ん
は
大
阪
時
代

に
、
現
代
詩
の
寵ち

ょ
う
じ児

谷
川
俊
太
郎

を
知
っ
て
、
生
涯
「
我
は
詩
人
な

り
」
と
自
称
し
て
生
き
る
端
緒
を

つ
か
ん
で
い
る
。
こ
の
時
代
は
、

西
村
さ
ん
に
と
っ
て
大
切
な
時
代

で
も
あ
っ
た
。

　

山
好
き
が
先
か
仕
事
が
先
か
。

西
村
さ
ん
は
最
初
の
赴
任
校
吉
城

高
校
で
、
全
日
本
高
等
学
校
登
山

競
技
会
の
事
務
局
長
を
務
め
、
そ

の
後
、
高
校
登
山
部
・
ス
キ
ー
部

等
の
顧
問
も
務
め
、
高
山
へ
転

居
し
て
か
ら
は
同
志
を
募
っ
て

　

平
成
二
十
一
年
の
秋
、
飛
騨
の

人
と
自
然
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
、

風
狂
の
詩
人
西
村
宏
一
さ
ん
が
、

私
た
ち
に
黙
っ
て
こ
の
世
を
去
っ

て
行
っ
た
。
独
り
、
次
の
一
句
を

遺
し
た
ま
ま
で
。

　
　

梁
上
の
塵
は

　
　
　
　

花
屑
の
散
り
し
跡

　

西
村
さ
ん
は
、昭
和
五
年
の
夏
、

父
君
の
勤
務
地
大
垣
市
で
生
ま
れ

た
が
、
西
村
家
の
菩
提
寺
は
京
都

五
山
の
第
二
寺
相
国
寺
で
、
幼
い

こ
ろ
か
ら
「
忍に

ん

さ
ん
」（
後
の
相

国
寺
管
長
梶
谷
宗
忍
師
）・「
宏こ

う

さ

ん
」と
呼
び
あ
う
仲
の
人
が
い
て
、

坐
禅
や
托
鉢
を
と
も
に
し
た
り
、

同
寺
の
老
師
た
ち
か
ら
機
が
あ
れ

ば
面
授
の
形
で
、
禅
の
思
想
や
禅

の
文
化
を
学
ん
だ
。

　

時
に
破
天
荒
と
か
風
狂
と
か
呼

ば
れ
た
西
村
さ
ん
の
本
質
は
、
こ

　

文
化
協
会
役
員
と
高
山
市
長
、

教
育
長
を
は
じ
め
と
す
る
幹
部
職

員
と
の
語
る
会
（
意
見
交
換
会
）

が
、
十
月
二
十
九
日
に
市
役
所
に

お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
文
化
協
会
か
ら
十
一

名
、
高
山
市
か
ら
は
六
名
が
出
席

し
、
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

昨
年
も
議
題
に
上
が
っ
た
新
文

化
会
館
の
建
設
に
つ
い
て
、
そ
の

後
の
展
望
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
第

八
次
総
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
来

年
夏
頃
に
示
す
予
定
で
あ
り
、
建

て
替
え
か
改
修
か
の
検
討
を
進
め

る
」
と
の
回
答
で
し
た
。

　

指
定
管

理
を
行
う

文
化
協
会

と
し
て

は
、「
現

在
、
修
繕

費
が
予
算

を
大
幅
に

オ
ー
バ
ー

　

先
場
所
優
勝
し
た
横
綱
「
日
馬

富
士
」
は
、
最
初
は
「
安
馬
」
と

名
乗
っ
て
い
た
。
名
前
を
変
え

て
、
関
脇
か
ら
大
関
、
横
綱
へ
と

昇
進
し
て
行
っ
た
。「
安
」を「
日
」

に
変
え
、
師
匠
の
元
横
綱
「
旭
富

士
」
の
「
富
士
」
を
付
け
た
。
相

撲
界
に
日
を
照
ら
し
、
大
輪
の
花

を
咲
か
せ
て
ほ
し
い
と
。

　

日
馬
富
士
と
白
鵬
は
、
共
に
モ

ン
ゴ
ル
出
身
で
あ
る
。
両
横
綱
に

限
ら
ず
、
モ
ン
ゴ
ル
出
身
の
力
士

は
多
い
。日
本
相
撲
協
会
な
の
か
、

モ
ン
ゴ
ル
相
撲
協
会
な
の
か
。

　

お
寺
の
山
門
の
左
右
の
仁
王
像

は
、
私
に
は
モ
ン
ゴ
ル
人
の
よ
う

に
見
え
る
。
モ
ン
ゴ
ル
と
言
え
ば

馬
。
空
前
絶
後
の
巨
大
な
モ
ン
ゴ

ル
帝
国
を
築
い
た
原
動
力
は
、
強

力
な
騎
馬
軍
団
で
あ
っ
た
。
も
し

神
風
が
吹
か
な
か
っ
た
ら
、
日
本

も
ど
う
な
っ
て
い
た
こ
と
か
。

　

モ
ン
ゴ
ル
の
ナ
ー
ダ
ム
と
い
う

競
馬
大
会
は
、
す
ご
い
迫
力
ら
し

い
。
競
馬
だ
け
で
な
く
モ
ン
ゴ
ル

相
撲
も
一
緒
に
行
わ
れ
る
と
い

う
。
大
草
原
を
駆
け
回
り
、
相
撲

「
三さ

ん
と
か
い

斗
会
」（
酒
を
三
斗
飲
む
）
な

る
会
を
結
成
し
て
、
定
期
的
に
あ

ち
こ
ち
の
里
山
へ
登
り
、
句
会
な

ど
に
興
じ
て
酒
を
飲
ん
だ
。

　

西
村
さ
ん
の
詩
業
は
、
ま
ず
昭

和
四
十
八
年
『
飛
騨
戦
後
詩
史
』

の
編
集
に
始
ま
り
、同
五
十
二
年
、

高
山
の
詩
人
和
仁
市
太
郎
・
虎
澤

勇
治
両
氏
を
説
い
て
詩
の
結
社
を

結
成
し
、
二
十
八
年
間
に
わ
た
っ

て
詩
誌
『
す
み
な
わ
』（
季
刊
）

を
発
行
。
一
〇
〇
号
に
達
し
た
時

に
、
一
応
の
終
止
符
を
打
っ
た
。

　

そ
の
間
、
西
村
さ
ん
は
自
分
の

詩
集
を
六
冊
、
散
文
集
二
冊
を
出

版
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
高
山
工
業
高
校
の

校
歌
の
作
詩
、『
代
情
山
彦
著

作
集
』
の
編
集
、
田
島
春
園

『
斐ひ

ざ
ん
か
た
り
ぐ
さ

山
語
草
』
の
再
編
、
郡
代
豊

田
藤
之
進
の
書
簡
集
（
筑
波
大
学

所
蔵
）
の
解
読
な
ど
を
手
が
け
、

晩
年
に
は
高
山
陣
屋
御
用
場
日

記
・
同
町
廻
り
日
記
・
同
口
留
方

御
用
留
・
高
山
町
会
所

日
記
等
々
を
解
読
し
、

西
村
さ
ん
が
ワ
ー
プ
ロ

で
打
っ
て
自
ら
製
本
し

た
古
文
書
類
の
冊
数
は

四
十
数
冊
に
上
っ
て
い

る
。

　

西
村
さ
ん
の
飛
騨
文

化
発
展
に
対
す
る
深
い

想
い
は
、
劇
団
・
高
山

市
民
劇
場
の
結
成
に
も

表
れ
て
い
る
。

　

西
村
さ
ん
は
、
六
万

し
て
お
り
、
修
繕
が
必
要
の
な
い

個
所
で
も
、
部
屋
の
壁
な
ど
の
汚

れ
が
展
示
な
ど
の
際
に
目
立
つ
」

こ
と
と
、「
最
近
は
市
民
の
ニ
ー

ズ
が
変
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

防
音
設
備
を
必
要
と
す
る
団
体
が

五
十
以
上
あ
る
が
、
対
応
で
き
る

部
屋
は
二
室
し
か
な
く
、
他
の
利

用
者
に
迷
惑
が
か
か
る
場
合
が
多

い
」こ
と
な
ど
を
説
明
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ホ
ー
ル
設
備
に
つ
い
て

も
、「
現
在
の
大
ホ
ー
ル
で
は
大

き
す
ぎ
、
小
ホ
ー
ル
で
は
狭
す
ぎ

る
」
と
い
う
声
や
、「
中
ホ
ー
ル

又
は
、
大
ホ
ー
ル
を
仕
切
っ
て
使

用
で
き
る
設
備
が
欲
し
い
」
と
の

要
望
が
多
い
こ
と
も
説
明
し
ま
し

た
。

　

そ
の
他
、「
春
と
秋
の
高
山
祭

と
屋
台
行
事
」
の
ユ
ネ
ス
コ
無
形

遺
産
登
録
に
向
け
て
の
活
動
や
、

今
後
の
飛
驒
高
山
文
化
芸
術
祭
の

取
り
組
み
等
に
つ
い
て
、
意
見
が

交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

おめでとうございます　文化協会会員の受賞・入選（敬称略・順不同）

中部新制作絵画展　入賞
新制作展絵画部門　入選（2回目）
石原里実 高山市森下町1
「こさめひたき」「遠い岸辺」「うたかた」儚さ、弱さ、哀
しみを見つめて、命の根源に向かって描く。

岐阜県伝統文化継承者顕彰（伝統工芸）
元田五山（三郎） 高山市西之一色町3
飛騨一位一刀彫協同組合…岐阜県卓越技能表彰（H6）、岐阜県芸術
文化等特別奨励賞（H6）、通産省大臣表彰（伝統産業功労、H12）、国の
卓越技能表彰（現代の名工）（H15）を受け、一位一刀彫の普及に尽力。

で
鍛
え
た
少
年
た
ち
の
中
か
ら
、

強
い
力
士
が
次
々
と
出
て
く
る
。

　

パ
ン
ツ
の
ル
ー
ツ
は
、
騎
馬
民

族
の
猿
股
に
あ
る
と
い
う
。
猿
股

と
言
わ
ず
に
ブ
リ
ー
フ
な
ん
て
言

っ
た
方
が
上
品
な
の
だ
ろ
う
か
。

西
洋
褌
な
ん
て
言
っ
た
こ
と
も
あ

る
ら
し
い
。

　

ブ
リ
ー
フ
の
伝
統
の
モ
ン
ゴ
ル

文
化
が
、
褌
の
文
化
の
日
本
の
土

俵
の
上
で
、
化
粧
ま
わ
し
の
花
を

咲
か
せ
る
。
伝
統
や
文
化
は
交
わ

り
合
い
競
い
合
い
、
歴
史
は
前
へ

進
ん
で
い
く
。
大
事
な
所
を
長
い

布
で
包
む
と
い
う
の
は
、
六
尺
褌

も
イ
ン
ド
人
の
タ
ー
バ
ン
も
似
て

い
る
よ
う
な
気
も
す
る
。

　

さ
て
新
年
明
け
て
、
こ
こ
は
め

で
た
く
西
陣
織
り
か
ド
ス
キ
ン
の

褌
で
決
め
て
、
お
屠
蘇
で
も
い
た

だ
き
ま
す
か
。
初
夢
は
一
富
士
、

二
馬
、
三
茄
子
な
ん
て
。

　

私
、
今
年
は
午
年
の
年
男
。

岐阜県伝統文化継承者顕彰（邦楽）
下畑喜久英 高山市森下町1
飛騨三曲会・邦楽愛好会生田流…永年に亘り後進
の指導や中学校の音楽指導に尽力。

旭日小綬章（地方自治功労）
下山清治 高山市下切町
永年に亘り、地方自治の進展に尽力。

芭蕉蛤塚忌全国俳句大会 文部科学大臣賞
亀山歌子 高山市片原町
一般の部投句数3,000余りより、名俳人有馬朗人ら5名
の選者によって、厳正なる審査の結果、最優秀となる。

岐阜県伝統文化継承者顕彰（和装）
岩畠玲子 高山市松本町
岩畠玲子和装学院院長…永年に亘り講師・助講師の育成
を行うと共に、外国の方への着付け、市観光協会実施のイベ
ントや成人式での着付けを通して、着物文化の普及に尽力。

都
市
に
市
民
劇
団
が
一
つ
も
な
い

こ
と
を
嘆
き
、
昭
和
五
十
二
年
か

ら
元
劇
団
員
の
森
野
宏
・
神
出
尚
・

北
村
淳
三
氏
ら
に
働
き
か
け
、
翌

年
、早
く
も
新
劇
団
に
よ
っ
て「
夕

鶴
」
が
上
演
さ
れ
た
。

　

西
村
さ
ん
も
、「
本
郷
村
善
九

郎
」（
補
作
）、「
海
鳴
り
」（
主
人

公
上
木
甚
兵
衛
）
の
脚
本
を
書
い

て
劇
団
の
発
展
に
力
を
注
い
で
い

る
。

　

病
不
治
と

　
　

告
げ
ら
れ
て
ゐ
て
蠅
払
ふ

　

西
村
さ
ん
は
、
十
年
ほ
ど
前
か

ら
Ｃ
型
肝
炎
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
た
が
、平
成
十
八
年
五
月
、

癌
へ
の
移
行
が
は
っ
き
り
し
て
、

手
術
を
受
け
た
。

　

そ
の
後
、
三
年
間
に
四
度
入
退

院
を
繰
り
返
し
て
、
五
度
目
に
、

つ
い
に
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。

　

事
実
上
西
村
さ
ん
の
遺
稿
と
な

っ
た
句
集
『
醒せ

い
せ
い
じ
ゃ
く

々
著
』
は
未
完
成

で
あ
る
が
、
最
後
の
句
は

　
　

夏
草
を
四
五
本

　
　
　

抜
き
て
客
去
れ
り

な
ん
と
も
判
断
の
難
し
い
句
で
あ

る
。

　

西
村
さ
ん
は
宿
題
を
た
く
さ
ん

置
い
て
い
か
れ
た
。「
醒
々
著
」（
油

断
す
る
な
）
と
言
い
な
が
ら
。

・元田木山…日彫展優秀賞（2回目）、日展入選（13回目）
・松本弘司…新制作展入選（11回目）
・瀨川斐山…日展入選（9回目）

昨年ご紹介しました右の方々は、今年も
受賞されました。
おめでとうございます。


