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死海にて

水煙草をくゆらせながら

ヨルダンのイスラム寺院にて

　

当
団
は
昭
和
四
十
三
年
四
月

の
発
足
以
来
、自
分
た
ち
の
音
楽

の
向
上
は
勿
論
、地
域
文
化
の
発

展
と
国
際
交
流
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

団
員
は
現
在
約
五
十
名
で
、二

十
代
か
ら
六
十
代
の
社
会
人
を

中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

毎
年
十
一
月
に
定
期
演
奏
会

を
開
催
し
、

昨
年
も
十

一
月
二
十

九
日
に
第

四
十
六
回

定
期
演
奏

会
を
開
催

し
、数
多
く

の
お
客
様

に
ご
来
場

頂
き
ま
し

た
。

　

毎
年
九
月
に
開
催
さ
れ
る
全

飛
吹
奏
楽
祭
の
主
催
や
、
学
校

や
町
内
会
か
ら
の
依
頼
演
奏
を

行
い
、
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー

ト
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

も
毎
年
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
高
山
市
と
姉
妹
都
市
で
あ

る
米
コ
ロ
ラ
ド
州
デ
ン
バ
ー
市

へ
、
公
式
訪
問
使
節
団
と
し
て

三
度
訪
れ
演
奏
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

　

毎
週
金
曜
日
夜
、
飛
騨
・
世

界
生
活
文
化
セ
ン
タ
ー
で
練
習

し
て
い
ま
す
。
吹
奏
楽
や
ク
ラ

シ
ッ
ク
だ
け
で
な
く
、
ジ
ャ
ズ

や
ポ
ッ
プ
ス
な
ど
様
々
な
ジ
ャ

ン
ル
の
曲
を
演
奏
し
ま
す
。
楽

器
や
音
楽
に
興
味
の
あ
る
方
は
、

是
非
一
緒
に
演
奏
し
ま
し
ょ
う
。

団
員
一
同
、
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

【 

高
山
市
民
吹
奏
楽
団
】

文
化
協
会

加
盟
団
体
紹
介

団
長

小
坂
計
時

「
岡
目
一
目
」

　

し
っ
か
り
し
た
大
地
の
上
に
立

っ
て
、
我
々
は
日
々
の
生
活
を
営

ん
で
い
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
実

は
そ
う
で
も
な
い
ら
し
い
と
御
岳

は
教
え
て
く
れ
た
。
地
球
の
大
地

と
い
う
の
は
卵
の
殻
の
よ
う
な
も

の
で
、
我
々
は
御
岳
に
よ
っ
て
殻

の
下
の
マ
グ
マ
の
動
き
の
恐
ろ
し

さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

　

殻
の
上
で
も
、
温
暖
化
で
あ
ち

こ
ち
異
常
気
象
が
起
こ
っ
て
い

る
。
去
年
は
夏
の
長
雨
が
経
済
指

数
に
ま
で
影
響
し
た
。
野
菜
だ
け

で
な
く
山
の
ド
ン
グ
リ
や
ブ
ナ
の

実
に
ま
で
及
び
、
日
本
中
で
ク
マ

が
腹
を
空
か
せ
て
人
里
に
下
り
て

来
た
。飛
騨
で
も
被
害
者
が
出
た
。

あ
の
ク
マ
た
ち
は
、今
ぐ
っ
す
り
と

冬
眠
に
入
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

マ
イ
マ
イ
ガ
の
大
量
発
生
も
驚

い
た
。
毛
虫
と
い
う
の
は
そ
れ
だ

け
で
気
味
が
悪
い
の
に
、
あ
れ
だ

け
葉
っ
ぱ
を
食
い
荒
ら
さ
れ
て
は

た
ま
ら
な
い
。
飛
騨
人
に
と
っ
て

は
、
何
か
と
役
に
立
つ
朴
葉
に
ま

で
影
響
が
出
た
。
朴
葉
な
ん
て
も

の
は
、
そ
の
辺
の
ど
こ
で
も
手
に

入
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
か
ら
驚

い
た
。

　

ど
う
か
今
年
は
卵
の
殻
の
上
も

下
も
無
事
で
、
ク
マ
も
人
も
腹
を

空
か
せ
ず
、
朴
葉
が
い
く
ら
で
も

手
に
入
り
ま
す
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
〈
ガ
ン
モ
ン
モ
筆
〉

　
「
和
」
食
に
続
い
て
美
濃
「
和
」

紙
が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
と
な

っ
た
。「
和
」の
広
が
り
と
と
も
に
、

正
月
の
お
せ
ち
料
理
も
世
界
各
地

に
広
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
お
せ
ち
料
理
も
、
昔
と
今

と
で
は
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
た
。

昔
は
仏
教
の
教
え
で
牛
や
豚
は
食

べ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
バ

ア
ち
ゃ
ん
の
代
ま
で
で
、
今
は
正

月
に
平
気
で
飛
騨
牛
を
食
べ
る
。

　

日
本
で
は
、
仏
教
の
除
夜
の
鐘

や
神
道
の
初
詣
の
前
に
、
キ
リ
ス

ト
教
の
お
祭
り
で
あ
る
ク
リ
ス
マ

ス
を
特
に
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
て

い
る
。
曖
昧
と
い
う
か
寛
大
と
い

う
か
。

　

ア
ラ
ブ
の
回
教
徒
は
、
今
で
も

豚
を
食
べ
な
い
が
、
羊
は
よ
く
食

べ
る
。
羊
を
焼
い
た
シ
シ
カ
バ
ブ

ー
に
生
の
タ
マ
ネ
ギ
を
合
わ
せ
て

食
べ
た
り
し
て
い
る
。
あ
の
羊
の

おめでとうございます
文化協会会員の入賞・受賞　　　　　　　（敬称略・順不同）

元田 木山…「日彫展」日彫賞（初）
　　　　　　「改組新日展」彫刻部門　特選（初）

柚原 博明
岐阜県伝統文化継承者顕彰（伝統工芸・染織）
永年に亘り、卓越した染色技術により飛騨地方の
祭・伝統民俗技能を継承するとともに、後進の指
導に尽力。

匂
い
が
い
や
だ
と
い
う
日
本
人
が

多
い
が
、
慣
れ
る
と
羊
は
け
っ
こ

う
旨
い
。

　

日
本
で
は
、
北
海
道
で
羊
を
よ

く
食
べ
る
。
北
の
大
地
で
、
ビ
ー

ル
と
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
料
理
は
よ
く

合
う
。
北
大
生
は
歌
う
、「
羊
群

声
な
く
牧
舎
に
帰
る
」
と
。

　

ア
ラ
ブ
に
限
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
も
羊
は
好
ま
れ
る
。
パ
リ
16

区
パ
ッ
シ
ー
に
、「
シ
ャ
ル
ボ
ン
・

ボ
ア
」
と
い
う
羊
の
炭
火
焼
き
を

手
ご
ろ
な
値
段
で
食
わ
せ
て
く
れ

る
所
が
あ
っ
て
、
よ
く
行
っ
た
。

シ
ャ
ル
ボ
ン
・
ボ
ア
と
い
う
の
は

「
木
炭
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

日
本
の
宮
中
晩
餐
会
で
も
メ
ニ

ュ
ー
を
見
て
い
る
と
、
よ
く
羊
の

料
理
が
終
わ
り
の
方
に
入
っ
て
い

る
。
中
国
で
は
、「
羊
」
が
「
大
」

き
い
と
「
美
」
し
い
と
な
る
。

　

和
食
と
同
時
に
「
ハ
ラ
ル
」
と

い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
回
教
徒
が
イ
ス
ラ
ム

法
で
許
さ
れ
た
食
べ
物
の
こ
と
を

い
う
。
食
べ
ら
れ
な
い
動
物
は
豚

だ
け
で
は
な
く
、
犬
や
虎
や
ロ
バ

な
ど
も
あ
り
、
食
べ
ら
れ
る
動
物

で
も
殺
し
方
に
正
規
の
手
順
が
要

求
さ
れ
る
。
ハ
ラ
ル
は
ハ
ラ
ー
ル

が
正
し
く
、
ハ
ー
レ
ム
（
後
宮
）

な
ど
と
同
じ
語
源
で
「
禁
じ
る
」

と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

　

ア
ラ
ブ
の
人
々
は
、
私
の
知
る

限
り
日
本
人
に
好
意
的
で
あ
っ

た
。
私
も
ま
た
ア
ラ
ブ
の
世
界
が

好
き
で
、
各
国
に
よ
く
行
っ
た
。

特
に
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
に
よ
く
行

っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教

と
回
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
地
で
、

そ
れ
ぞ
れ
は
お
互
い
に
曖
昧
で
も

寛
大
で
も
な
か
っ
た
。
砂
漠
の
宗

教
に
は
湿
り
気
が
な
い
。
二
千
年

前
か
ら
の
情
け
容
赦
の
な
い
争
い

が
、
ま
だ
延
々
と
続
い
て
い
る
。

　

ア
ラ
ブ
以
外
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

な
ど
の
回
教
の
国
の
人
々
も
、
こ

れ
か
ら
日
本
に
多
く
来
る
だ
ろ

加藤 妙子（徳山藤泉）
岐阜県伝統文化継承者顕彰（三味線）
徳山流藤泉会会主。永年に亘り、後進の指導や
地域行事に尽力。

新井 秀泉（一滴会）
公益社団法人 日本書芸院

「書展」大賞（２回目）
元好問作の漢詩（七言律詩）を出品。二度目の受賞。

谷口 津弥子
藍綬褒章受章
永年に亘り、調停委員を務めた功績。

洲岬 孝雄
国土交通大臣　観光功労者表彰
国際観光日本レストラン協会常務理事を務め、観
光振興に大きく貢献。

う
。
ハ
ラ
ル
と
い
う
言
葉
も
知
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
あ
の
方
々

は
、
食
べ
物
に
対
し
て
日
本
人
ほ

ど
曖
昧
で
も
寛
容
で
も
な
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
昔
の
飛
騨
の
正

月
が
懐
か
し
い
。

「
正
月
あ
え
ぇ
い　

盆
よ
り
え
い

木ぶ
く
り履
の
歯
の
よ
な
熱あ

っ
ぽ
う炮
食
っ
て　

じ
ょ
ん
じ
ょ
の
毛
の
よ
な
昆
布
食

っ
て
…
」

　

ど
ち
ら
様
も
、
ど
う
ぞ
良
い
お

正
月
を
。

昨年ご紹介した以下の方は、今年も受賞されました。
おめでとうございます。

61
同人誌『飛騨作家』を60号まで刊行

霞　好夫（本名 外尾 春雄）

田之下 徳重

市民文化会館のロビーにて

三
十
六
年
児
童
文
学
者
協
会
賞
受

賞
、
日
活
映
画　

吉
永
小
百
合　

第
一
回
主
演
映
画
）
の
書
評
を
書

い
た
。

　

外
尾
さ
ん
は
〝
郷
土
の
作
家
に

非
礼
〟
と
言
い
な
が
ら
も
何
の
臆

面
も
な
く
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
書

き
綴
り
、
早
船
さ
ん
の
作
品
を
高

く
評
価
し
な
が
ら
も
、
い
く
つ
か

の
難
点
を
鋭
く
突
い
た
も
の
だ
っ

た
。
後
日
、
早
船
ち
よ
さ
ん
が
そ

の
こ
と
に
関
し
、
外
尾
さ
ん
に
恐

縮
し
な
が
ら
弁
明
す
る
の
を
、
外

尾
さ
ん
が
ば
つ
の
悪
い
顔
で
戸
惑

う
さ
ま
に
、
私
は
笑
い
が
こ
ら
え

切
れ
な
か
っ
た
。

　

霞
好
夫
は
「
復
讐
」
を
七
号
、

八
号
で
書
き
終
え
る
の
だ
が
、
作

品
を
書
き
た
い
ば
か
り
の
霞
好
夫

は
、
八
号
編
集
後
記
に
次
の
よ
う

に
綴
っ
て
い
る
。「
年
一
回
し
か

発
行
で
き
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
年

一
回
し
か
作
品
が
発
表
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
黙
っ
て
い

て
も
原
稿
が
あ
つ
ま
る
。
み
ん
な

の
熱
意
が
集
結
す
れ
ば
雑
誌
は
押

し
出
さ
れ
て
く
る
。
初
志
を
思
い

お
こ
し
て
が
ん
ば
ろ
う
。」
と
あ

る
。
あ
ま
り
に
も
不
甲
斐
の
な
い

私
に
業
を
煮
や
し
て
の
こ
と
な
の

で
あ
る
。
発
行
か
な
わ
ぬ
と
思
っ

　

ラ
バ
ウ
ル
戦
に
参
加
し
た
霞
に

は
書
く
題
材
は
い
く
ら
で
も
あ
っ

た
。『
文
苑
ひ
だ
』
の
四
号
に
「
険

し
き
が
ゆ
え
に
」五
十
枚
を
発
表
。

書
評
は
『
文
苑
ひ
だ
』
と
交
友
の

あ
っ
た
犬
山
の
詩
人
、
吉
田
暁
一

郎
の
「
死
の
山　

生
の
山
」
を
書

き
、
五
号
に
は
「
嘘
と
真
実
の
遺

書
」
四
十
五
枚
を
発
表
し
た
。

　

霞
好
夫
は
、
小
説
を
霞
好
夫
名

で
、
評
論
は
本
名
の
外
尾
春
雄
で

発
表
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

私
が
書
評
を
頼
む
と
、
い
つ
も

心
よ
く
引
き
受
け
、
短
期
間
に
書

い
て
く
れ
る
の
だ
っ
た
。

　

六
号
に
は
「
復
讐
」
第
一
部

四
十
五
枚
と
早
船
ち
よ
著
『
キ

ュ
ー
ポ
ラ
の
あ
る
街
』（
昭
和

た
私
は
バ
ト
ン
を
霞

好
夫
に
渡
す
こ
と
に

な
る
。

　

そ
れ
か
ら
一
年
の

準
備
を
経
て
、
昭
和

四
十
二
年
七
月
、
早

船
ち
よ
、
江
夏
美
好

の
お
二
人
に
霞
好
夫
は
特
別

寄
稿
を
頂
き
な
が
ら
『
飛
騨

作
家
』
の
創
刊
を
華
々
し
く

ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
。

　

霞
好
夫
は
創
刊
号
か
ら

「
若
草
の
歌
」
を
連
載
す
る

の
で
あ
る
が
、
十
号
か
ら
飛

騨
の
歴
史
に
着
目
し
、「
大

原
騒
動
」
に
つ
い
て
書
く
こ

と
に
な
る
。

「
や
が
て
来
る
夜
明
け
の
た

め
に
―
大
原
彦
四
郎
の
妻

―
」
は
十
二
号
、
十
三
号
に

発
表
さ
れ
、
上
梓
さ
れ
る
。

そ
の
帶
に
新
田
次
郎
が
推
薦

の
一
文
を
載
せ
て
あ
る
の
を

抜
粋
す
る
と
、「
瞠
目
す
べ

き
歴
史
小
説
。
大
原
騒
動
の
全
貌

を
描
き
、
代
官
夫
人
の
諫
死
に
到

る
感
動
の
力
作
」
と
あ
る
。

　

同
じ
く
『
飛
騨
作
家
』
に
発
表

し
た
「
天
明
颪
」
は
、
後
に
三
年

間
に
わ
た
っ
て
高
山
市
民
時
報
に

連
載
さ
れ
好
評
を
博
し
、
同
社
か

ら
上
梓
さ
れ
た
。

　

近
世
の
飛
騨
に
は
二
つ
の
騒
動

が
あ
り
、江
馬
修
が
「
梅
村
騒
動
」

を
『
山
の
民
』
と
し
て
書
き
、
霞

好
夫
が
「
大
原
騒
動
」
を
『
や
が

て
来
る
夜
明
け
の
た
め
に
―
大

原
彦
四
郎
の
妻
―
』と『
天
明
颪
』

の
二
冊
に
分
け
て
書
い
た
こ
と
に

な
る
。

　

霞
が
主
催
し
、
刊
行
し
た
『
飛

騨
作
家
』
の
終
刊
号
に
「
幽
愁
上

総
介
」
は
第
一
部
の
み
掲
載
さ
れ

た
が
、
昭
和
六
十
三
年
八
月
『
長

編
小
説　

幽
愁
上
総
介
』と
し
て
、

か
す
み
文
庫
か
ら
上
梓
さ
れ
る
。

「
一
生
一
代
の
ぜ
い
た
く
と
し
て
、

和
綴
装
本
で
あ
る
が
、
お
許
し
を

頂
き
た
い
」
と
豪
華
で
あ
っ
た
。

執
筆
の
な
か
ば
手
足
の
し
び
れ
、

頭
の
芯
の
痛
み
に
午
前
中
一
枚
、

午
後
一
枚
が
精
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た

と
い
う
。
霞
好
夫
は
の
た
う
ち
な

が
ら
ペ
ン
を
握
っ
て
い
た
の
だ
。

　

そ
の
後
の
十
月
十
五
日
、
小
康

を
得
た
霞
好
夫
を
招
い
て
、
み
ん

な
で
お
祝
い
の
会
が
催
さ
れ
た
。

平
成
七
年
一
月
、
家
族
や
友

人
た
ち
に
見
と
ら
れ
静
か
に
永
い

眠
り
に
つ
い
た
。
懸
命
に
生
き
た

七
十
九
年
の
人
生
だ
っ
た
。

追
記　

霞
さ
ん
は
市
職
員
・
市
議

を
務
め
た
後
、
古
書
店
「
か
す
み

文
庫
」
を
営
み
、
各
層
の
研
究
者

に
便
宜
を
図
っ
た
。


