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拙
堂
塾
へ
の
思
い

顧  

問
　
齋
　
藤
　
正
　
和
　
　
　
　
　
　
　

拙
堂
会
の
事
業
と
し
て
本
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
拙
堂

塾
に
つ
い
て
私
の
思
い
を
申
述
べ
ま
す
。
子
孫
の
私
が

言
う
の
も
お
こ
が
ま
し
い
の
で
す
が
、
拙
堂
は
江
戸
末

期
に
お
い
て
日
本
を
代
表
す
る
学
者
文
人
の
一
人
で

あ
っ
て
、
郷
土
が
誇
り
に
で
き
る
人
物
で
す
。
そ
れ
は

何
で
分
か
る
か
と
言
え
ば
、
戦
前
、
日
本
中
の
中
学
校

で
漢
文
の
教
科
書
に
は
必
ず
拙
堂
の
文
章
が
載
っ
て
い
ま

し
た
。
ま
た
幕
府
は
拙
堂
を
抜
擢
し
て
昌
平
黌
の
教
授

に
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
津
藩
の
恩
義
を
優
先
し
て

固
辞
し
た
の
で
し
た
。
更
に
拙
堂
の
文
章
や
文
学
評
論
は

中
国
に
お
い
て
現
在
で
も
読
ま
れ
て
お
り
国
際
的
で
す
。

拙
堂
が
先
覚
者
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
は
藩
校
有
造

館
の
督
学
と
し
て
積
極
的
に
洋
学
の
導
入
を
図
り
、
洋

学
館
を
建
て
、
学
生
を
洋
学
学
習
の
た
め
江
戸
や
長
崎

に
派
遣
し
た
こ
と
で
も
分
か
り
ま
す
。
ま
た
当
時
、
泰

平
に
溺
れ
た
武
士
階
級
に
対
し
日
本
の
国
民
を
外
圧
か

ら
守
る
責
務
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
為
に
私
欲
に
迷
わ
ず

責
務
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
力
説
し
学
生
や
社
会
人

を
教
育
指
導
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら

明
治
維
新
後
、
日
本
の
近
代
化
が
順
調
に
進
ん
だ
の
も
、

そ
の
基
礎
を
築
く
と
い
う
意
味
で
和
魂
洋
才
を
教
え
た

拙
堂
の
力
は
大
き
か
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

拙
堂
の
生
き
た
時
代
と
現
在
を
比
べ
る
と
大
変
似
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本

の
攻
勢
は
第
二
の
黒
船
と
言
え
る
か
ら
で
す
。
グ
ロ
ー

バ
ル
資
本
は
弱
者
切
り
捨
て
で
す
。
こ
の
攻
勢
に
対
処

す
る
た
め
、
貧
農
を
救
え
と
説
い
た
拙
堂
か
ら
学
ぶ
べ

き
こ
と
は
多
い
の
で
す
。

拙
堂
の
文
学
作
品
は
多
く
の
人
に
愛
読
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
れ
は
拙
堂
が
感
性
豊
か
な
人
で
あ
っ
た
か
ら
で

し
ょ
う
。
そ
の
感
性
こ
そ
は
貧
し
い
農
民
を
救
え
と
い

う
彼
の
主
張
に
も
示
さ
れ
た
と
言
え
ま
す
。
今
は
経
済

優
先
の
時
代
で
す
が
、
経
済
と
は
本
来
「
経
国
済
民
」

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
当
の
「
経
済
」
と
は
何

か
を
今
の
政
治
家
官
僚
は
、
拙
堂
か
ら
学
ん
で
欲
し
い

と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
拙
堂
を
郷
土
の
誇
り
と
し
て
語
り
継
い

で
も
ら
い
た
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
私
は
拙
堂
に
つ
い

て
知
る
限
り
の
こ
と
を
皆
さ
ん
に
お
伝
え
し
ま
す
。
皆

さ
ん
の
な
か
で
一
人
で
も
多
く
の
方
が
語
り
部
と
な
っ

て
拙
堂
の
こ
と
を
若
い
世
代
に
伝
え
て
頂
き
た
い
、
そ

し
て
日
本
の
将
来
を
担
う
人
々
が
拙
堂
か
ら
多
く
の
こ

と
を
学
び
、「
富
民
強
国
」
を
実
現
し
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
の
が
私
の
念
願
で
す
。
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令
和
と
改
元
さ
れ
、
早
や
七
ヶ
月
が
過
ぎ
た
。
大
化

よ
り
数
え
て
二
四
八
番
目
の
元
号
で
す
。
平
成
ま
で
の

元
号
は
中
国
の
古
典
よ
り
引
用
さ
れ
て
き
た
が
初
め
て

吾
国
最
古
の
歌
集
、
万
葉
集
よ
り
採
用
さ
れ
た
、
巻
五

梅ば
い

花か

の
宴
う
た
げ
の
序
文
「
初
春
の
令れ
い

月げ
つ

に
し
て
、
気
淑
く
風か
ぜ

和や
わ

ら
ぐ
」
と
格
調
高
く
詠
わ
れ
た
中
か
ら
で
あ
る
。
恐

ら
く
山
上
憶
良
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

万
葉
集
は
、
奈
良
時
代
大
伴
家
持
等
の
手
に
よ
っ
て
編

纂
さ
れ
、
四
五
一
六
首
の
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
に
次
の
歌
が
あ
る
。「
冬ふ
ゆ

過す

ぎ
て
春は
る

し
来き

た
れ
ば
、

年と
し

月つ
き

は
新あ
ら

た
な
れ
ど
も
人ひ
と

は
古ふ

り
ゆ
く
」
一
八
八
四
読

人
し
ら
ず
、
冬
が
過
ぎ
、
春
が
や
っ
て
く
る
、
新
し
い

年
を
迎
え
目
出
た
い
が
、
人
は
老
い
て
ゆ
く
、
と
対
比

の
面
白
み
を
詠
っ
て
い
る
。
万
葉
の
時
代
も
今
も
変
わ

ら
な
い
自
然
の
理
こ
と
わ
りを

現
わ
し
た
も
の
だ
。
い
か
に
文
明

が
発
達
し
よ
う
と
も
自
然
に
勝
る
も
の
は
な
い
の
で
す
。

自
然
と
の
共
生
を
考
え
る
令
和
の
年
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
当
顕
彰
会
は
拙
堂
生
誕
二
百
二
十
年
の
歳
に

設
立
さ
れ
た
（
拙
堂
一
七
九
七
～
一
八
六
五
年
）、
明
年

は
没
後
百
五
十
五
年
の
節
目
の
年
と
な
る
、
こ
の
年
こ

そ
拙
堂
に
学
ぶ
好
機
と
捉
え
て
頂
き
た
い
。
拙
堂
の
詩

を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

拙
堂
も
万
葉
集
を
学
ん
だ
こ
と
が
よ
く
分
り
ま
す
。

拙
堂
百
五
十
五
回
忌
に
想
ふ

会  

長
　
加
藤
　
龍
宗
　

「
ニ
コ
ラ
イ
遭
難
」
を
読
ん
で

理
事
長
　
飯
田
　
俊
司
　

春
風
が
吹
き
、
花
が
咲
き
、
良
い
季
節
と
な
っ
た
が

人
は
老
い
、
花
が
散
る
ご
と
く
鬢
が
白
く
な
る
。
と
花

の
美
し
さ
と
、
老
い
に
よ
る
鬢
の
白
さ
を
よ
り
具
体
的

に
対
比
し
て
い
る
。
万
葉
歌
も
拙
堂
詩
も
共
に
新
年
の

有
難
さ
と
、
人
生
の
儚
さ
の
対
比
を
面
白
く
詠
い
、「
今
」

の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
令
和
二
年
会
員

の
皆
様
の
ご
健
勝
を
切
に
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

本
年
六
月
末
に
五
十
三
年
間
勤
務
し
た
銀
行
を
退
職
、

よ
う
や
く
悠
々
自
適
の
生
活
に
入
れ
る
か
と
期
待
し
た

が
、
多
少
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
残
っ
て
い
る
の
で
、

完
全
に
自
由
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
に
し
て

も
、
精
神
的
に
は
随
分
気
楽
に
な
っ
た
の
で
、
最
近
好

き
な
作
家
の
一
人
で
あ
る
吉
村
昭
著
の
小
説
「
ニ
コ
ラ

イ
遭
難
」
を
読
ん
だ
。

こ
れ
は
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
日
本
を
訪

問
中
の
ロ
シ
ア
皇
太
子
の
ニ
コ
ラ
イ
親
王
に
対
し
、
五

月
十
一
日
沿
道
警
備
中
の
滋
賀
県
守
山
警
察
の
津
田
三

蔵
巡
査
が
刀
で
切
り
つ
け
た
と
い
う
大
津
事
件
を
題
材

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
津
田
三
蔵
は
元
政
元
年
（
一
八

五
五
）
藤
堂
藩
江
戸
屋
敷
で
生
ま
れ
た
元
藤
堂
藩
士
で

あ
っ
た
。
父
は
藤
堂
藩
医
で
、
九
歳
か
ら
十
五
歳
（
一

八
六
四
年
～
一
八
七
〇
年
）
ま
で
、
藩
校
に
学
ん
だ
と

い
う
。
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齋
藤
拙
堂
が
藩
校
「
有
造
館
」
の
督
学
に
就
任
し
た

の
は
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）、
安
政
六
年
（
一
八
五

九
）
に
致
仕
し
て
い
る
の
で
、
五
年
の
違
い
で
津
田
三

蔵
に
藩
校
で
教
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

欧
米
列
強
が
鎖
国
下
の
日
本
に
開
国
を
迫
っ
た
情
勢

下
、「
海
防
策
」
な
ど
を
著
し
、
日
本
を
守
る
方
策
を
研

究
し
、
特
に
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
を
警
戒
す
べ
き
と
考

え
て
い
た
拙
堂
か
ら
直
接
薫
陶
を
受
け
て
い
た
ら
、
こ

の
事
件
は
起
こ
っ
て
い
た
か
。

さ
ら
に
こ
の
話
は
重
大
犯
人
の
津
田
三
蔵
の
裁
判
へ

と
続
く
。
い
わ
ば
国
賓
扱
い
で
来
た
大
国
の
ロ
シ
ア
皇

太
子
を
未
遂
に
終
わ
っ
た
と
は
い
え
、
殺
害
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
過
大
な
賠
償
が

強
要
さ
れ
る
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
戦
争
に
発
展
す
る

こ
と
を
恐
れ
、
裁
判
で
は
死
刑
の
判
決
を
要
求
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
司
法
関
係
者
は
他
国
の
皇
太
子
に
対
し

て
は
一
般
の
謀
殺
未
遂
罪
を
適
用
、
無
期
懲
役
と
す
る

の
が
法
的
に
正
し
い
と
し
て
、
政
府
と
司
法
が
国
の
存

亡
を
か
け
た
争
い
と
な
っ
た
。
最
終
的
に
判
決
は
無
期

懲
役
と
な
り
、
司
法
の
独
立
が
守
ら
れ
た
。
最
終
的
に
、

日
本
は
天
皇
以
下
政
府
が
挙
が
っ
て
ロ
シ
ア
に
謝
罪
し

た
結
果
、
賠
償
の
要
求
も
な
く
、
戦
争
に
も
至
ら
な
か
っ

た
。昨

年
韓
国
大
法
院
は
、
い
わ
ゆ
る
徴
用
工
判
決
で
損

害
賠
償
請
求
権
を
認
め
て
日
本
企
業
に
賠
償
金
の
支
払

い
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
政
府
は
一
九
六
五

年
の
日
韓
基
本
条
約
に
基
づ
き
、
韓
国
政
府
の
支
払
い

を
求
め
た
が
、
韓
国
政
府
は
司
法
の
判
断
に
は
介
入
で

き
な
い
と
拒
否
し
た
ま
ま
、
日
韓
関
係
を
大
き
く
損
ね

る
事
態
に
発
展
し
て
い
る
。

表
面
的
に
は
大
津
事
件
も
徴
用
工
裁
判
も
近
代
法
治

　
養ヨ

ウ  

正セ
イ  

寮リ
ョ
ウ  

掟オ
キ
テ

顧  

問
　
中
川
　
禎
二
　

国
家
で
あ
れ
ば
当
然
の
司
法
の
独
立
が
守
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
何
と
な
く
解
せ
な
い
気
が
し

て
い
る
。
世
界
は
ど
う
判
断
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

藩
校
有
造
館
建
学
の
流
れ
― 

そ
の
二

生
徒
数
は
約
二
百
名
で
、
授
業
料
は
藩
士
の
禄
高
に

ス
ラ
イ
ド
し
、
下
級
子
弟
で
も
受
け
ら
れ
る
公
平
な
教

育
制
度
で
、
句
読
の
教
科
書
は
四
書
・
五
経
が
中
心
で
、

習
字
は
千
字
文
・
唐
詩
百
絶
な
ど
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

「
養
正
寮
掟
」
は
十
二
個
条
七
二
〇
字
余
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
第
一
条
の
み
記
す
と

一
、
読
書
手
習
の
子
供
、
士
の
行
儀
相
嗜
み
、
作
法

正
し
く
神
妙
に
仕
る
べ
く
候
。
起
居
、
振
舞
騒
が
し
き

こ
と
相
慎
み
往
来
の
途
中
に
於
て
も
悪
び
れ
申
す
ま
じ

き
事
。
と
あ
り
ま
す
。

二
条
以
下
は
子
供
の
行
儀
作
法
が
中
心
で
、
更
に
長

幼
の
順
・
貴
賤
の
分
を
守
り
非
礼
な
ら
ぬ
事
・
読
書
、
手

習
が
済
め
ば
武
芸
に
励
む
事
が
訓
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

現
在
の
養
成
小
学
校
は
こ
の
養
正
寮
が
源
流
で
す
。
つ

づ
き
は
次
号
で
。

（
参
考
資
料
…
津
市
史
第
三
巻
・
人
材
を
生
み
出
し
た
風
土
）

戌
辰
戦
争
、
会
津
白
虎
隊
の
決
死
の
覚
悟
は
、
会
津

藩
校
日
新
館
の
子
弟
六
歳
か
ら
九
歳
ま
で
の
児
童
訓

「
什
ジ
ュ
ウ

の
掟
オ
キ
テ

―
な
ら
ぬ
事
は
な
ら
ぬ
も
の
で
す
」
の
教
育
に

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
齋
藤
拙
堂
が
督
学
を
し
て
い
た
有
造
館
に
も

「
掟
」
が
あ
る
こ
と
を
ご
承
知
で
し
ょ
う
か
？
有
造
館
の

教
育
は
、「
文
武
忠
孝
」
を
理
念
と
し
て
お
り
ま
す
が
、

九
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
の
藩
士
子
弟
に
は
「
養
正
寮
掟
」

の
校
規
が
あ
っ
て
、
読
書
…
手
習
・
算
術
・
礼
節
が
教

え
ら
れ
ま
し
た
。

養正小学校校章
藤堂家の家紋（蔦文）が
デザインの基本となって
いる
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■ 

髙
岡　

弘
典

本
年
七
月
に
新
規
の
個
人
会
員
と
し
て
入
会
さ
せ
て

頂
い
た
髙
岡
弘
典
（
た
か
お
か
ひ
ろ
の
り
）
と
申
し
ま

す
。
大
学
（
院
）
で
は
中
国
文
学
・
思
想
を
専
攻
し
て

お
り
、
現
在
は
公
立
高
校
で
国
語
の
教
員
を
し
て
お
り

ま
す
。
二
年
前
の
八
月
に
齋
藤
正
和
先
生
が
講
師
を
務

め
ら
れ
た
三
重
県
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
主
催
の

夏
季
研
修
に
参
加
し
た
こ
と
が
ご
縁
の
始
ま
り
で
し
た
。

以
来
、
津
市
内
に
住
居
を
構
え
た
こ
と
も
あ
り
、
拙
堂

に
関
す
る
話
題
に
触
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
仕
事
仲

間
で
あ
る
澤
口
真
理
さ
ん
の
お
誘
い
も
あ
り
、
拙
堂
塾

に
て
皆
さ
ん
と
一
緒
に
学
ば
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

従
前
よ
り
吉
野
朝
廷
（
南
朝
）
に
興
味
が
あ
り
、
昨

年
、
津
市
の
美
杉
ふ
る
さ
と
資
料
館
に
行
っ
た
際
に
レ

プ
リ
カ
と
し
て
展
示
し
て
あ
っ
た
拙
堂
の
『
伊
勢
国
司

記
略
』
の
存
在
を
知
り
ま
し
た
。
こ
の
九
月
よ
り
塾
で

講
読
し
て
い
る
拙
堂
の
遺
文
の
中
に
は
「
白
米
城
」
や

「
多
氣
」
と
い
っ
た
拙
堂
と
北
畠
氏
や
南
朝
と
の
関
わ
り

を
示
す
も
の
も
多
く
み
ら
れ
、
大
変
興
味
深
い
で
す
。
と

は
い
え
、
拙
堂
の
残
し
た
漢
文
や
国
文
を
原
文
の
ま
ま

に
読
む
と
い
う
の
は
甚
だ
難
し
く
感
じ
ま
す
。

塾
の
中
で
四
十
代
の
自
分
は
ま
だ
ま
だ
若
輩
者
で
す
。

こ
の
「
塾
活
」
を
通
し
て
、
自
身
の
読
解
力
を
磨
き
、
諸

先
輩
方
と
の
交
わ
り
か
ら
人
間
と
し
て
の
幅
も
広
げ
、
少

し
で
も
顕
彰
会
の
発
展
に
貢
献
で
き
る
よ
う
精
進
し
て

参
り
た
く
、
今
後
の
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
何
卒
宜

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

■ 

澤
口　

真
理

拙
堂
と
の
初
め
て
の
出
会
い
は
、
大
学
三
年
生
の
と

き
に
で
か
け
た
書
店
で
開
催
さ
れ
て
い
た
拙
堂
展
で
す
。

た
し
か
二
十
三
号
線
沿
い
の
、
御
殿
場
書
房
か
御
殿
場

書
店
と
い
う
名
前
の
本
屋
さ
ん
で
し
た
。
当
時
車
の
運

転
を
し
な
か
っ
た
私
が
一
体
何
の
た
め
に
、
ど
う
や
っ

て
そ
の
書
店
へ
行
っ
た
の
か
、
今
は
も
う
思
い
出
せ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
後
ゼ
ミ
の
先
生
に
報
告
す
る
と

「
卒
論
の
テ
ー
マ
は
も
う
決
ま
っ
た
ね
」
と
に
っ
こ
り
さ

れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

当
時
私
は
漢
文
学
の
ゼ
ミ
に
所
属
し
て
お
り
、
蘇
軾

の
詩
文
や
日
本
の
江
戸
時
代
の
漢
文
を
中
心
に
読
ん
で

い
ま
し
た
。
ゼ
ミ
に
は
毎
回
出
席
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ

れ
ほ
ど
自
主
的
に
学
ぶ
学
生
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
卒

業
論
文
も
底
の
浅
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

も
っ
と
学
ん
で
お
け
ば
良
か
っ
た
と
思
い
返
し
ま
す
。

た
だ
、
私
に
と
っ
て
、
漢
文
は
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
て
、
語

彙
に
深
み
の
あ
る
美
し
さ
を
た
た
え
て
い
る
と
こ
ろ
が

当
時
も
今
も
大
き
な
魅
力
で
す
。
ま
た
、
拙
堂
の
紀
行

文
詩
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
聞
き
覚
え
の
あ
る
土
地
の

名
前
が
出
て
く
る
の
も
楽
し
く
、
わ
く
わ
く
し
な
が
ら

読
み
解
く
時
間
を
得
ま
し
た
。

そ
の
後
二
十
年
以
上
が
経
っ
て
、
こ
の
た
び
拙
堂
顕

彰
会
に
入
会
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
ち
こ
ち
へ

旅
を
し
た
拙
堂
に
、
私
も
あ
ち
こ
ち
へ
寄
り
道
を
し
つ

つ
導
か
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

に
参
加
し
て

塾

　子供たちに津市の歴史や文化、名所などを遊び

ながら知ってもらおうと企画された「津カルタ」

が完成され、市内の小中学校や幼稚園、保育園に

配布されました。

　津の偉人には前葉市長が谷川士清、齋藤正和顧

問が齋藤拙堂にそれぞれ扮し、えのカードで登場
します。

　このカルタで多くの方々に齋藤拙堂を知っていただけることを期待します。

　なお、カルタは津観光協会（津アスト内）で販売されています。価格は 1,650 円（税込み）

津カルタに齋藤拙堂登場

堂

拙
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齋
藤
拙
堂
顕
彰

「
俳
句
・
短
歌
」の
募
集

十
月
一
日
発
行
の
津
市
広
報
と
、
十
月
十
一
日
付
け

で
事
務
局
か
ら
会
員
の
皆
様
に
お
知
ら
せ
し
た
よ
う
に

第
四
回
・
齋
藤
拙
堂
顕
彰
「
俳
句
・
短
歌
」
を
募
集
し

ま
し
た
。

応
募
期
限
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
～
元
年
十
二
月

十
日
（
火
）
ま
で
。

応
募
方
法

○
官
制
は
が
き
一
枚
に
五
作
品
。
自
作
で
未
発
表
の
も

の
に
限
り
ま
す
。

○
俳
句
・
短
歌
い
ず
れ
も
一
人
五
作
品
以
内
と
し
ま
す
。

○
選
者
が
添
削
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
・
郵
便
番
号
を

明
記
。

　
俳
句
・
短
歌
担
当
　
山
﨑
満
世
理
事

（
☎
０
５
９
―
２
５
５
―
２
５
１
５
）

優
秀
作
品
は
令
和
二
年
三
月
二
十
二
日
）
の
第
四
回

齋
藤
拙
堂
顕
彰
吟
道
大
会
で
表
彰
し
吟
詠
さ
れ
ま
す
。

賞
は
津
市
長
賞
・
津
市
議
会
議
長
賞
・
津
市
教
育
長

賞
・
齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
会
長
賞
の
四
賞
で
す
。
選
者
は
、

俳
句
は
山
﨑
満
世
理
事
、
短
歌
は
中
川
佐
和
子
理
事
で
、

そ
れ
ぞ
れ
津
市
発
行
「
津
市
民
文
化
」
の
俳
句
・
短
歌

欄
の
選
を
担
当
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

齋
藤
拙
堂
顕
彰

『
第
三
回
小
中
学
生
書
道
展
』

令
和
二
年
三
月
六
日
（
金
）
か
ら
三
月
八
日
（
日
）

ま
で
、
津
市
リ
ー
ジ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
三
階
の
生
活
文
化
情

報
セ
ン
タ
ー
（
展
示
室
）
で
、
齋
藤
拙
堂
を
顕
彰
す
る

県
下
の
小
中
学
生
書
道
展
を
開
催
し
ま
す
。

展
示
時
間
は
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
。
最
終
日
は
午
後
二
時
。

応
募
要
項

対
象
＝
小
学
生
・
中
学
生
の
毛
筆
作
品

作
品
の
大
き
さ
＝
八
ツ
切
り
・
縦
形
式
の
み

課
題
＝
小
一
・
お
し
ろ
　
小
二
・
み
ど
り

　
　
　
小
三
・
せ
つ
ど
う
　
小
四
・
入
徳
門

　
　
　
小
五
・
有
造
館
　
小
六
・
拙
堂
文
話

　
　
　
中
学
生
・
月
瀬
記
勝

書
体
＝
小
学
生
は
楷
書

　
　
　
中
学
生
は
楷
書
ま
た
は
行
書

　
　
　
一
人
一
点

名
前
の
書
き
方
＝
小
学
一
、
二
年
は
ひ
ら
が
な

　
　
　
三
年
以
上
は
漢
字
。

学
年
の
書
き
方
＝
小
一
・
小
二
・
中
一
の
よ
う
に
書

く
。
行
書
作
品
は
名
前
も
行
書

応
募
期
間
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
日
（
月
）
か
ら

令
和
二
年
一
月
十
九
日
（
日
）

優
秀
な
作
品
に
は
津
市
長
賞
・
津
市
議
会
議
長
賞
・
津

市
教
育
長
賞
・
齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
会
長
賞
等
が
贈
ら
れ
、

そ
の
表
彰
は
令
和
二
年
三
月
八
日
（
日
）
に
行
わ
れ
ま
す
。

書
道
展
担
当
　
稲
垣
武
嗣
理
事

（
☎
０
５
９
―
２
２
４
―
３
６
７
０
）

令
和
元
年
度
下
期
の
行
事
予
定
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加
藤
龍
宗
会
長
は
、
齋
藤
拙
堂
胸
像
（
陶
器

製
）
を
令
和
元
年
七
月
三
十
一
日
に
津
市
へ
寄

贈
さ
れ
ま
し
た
。
拙
堂
胸
像
は
、
津
市
市
長
室

の
控
室
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

拙
堂
胸
像
は
、
世
界
で
一
品
の
も
の
で
す
。

作
者
は
葛󠄀
山
兼
才
氏
、
銘
書
は
稲
垣
無
得
先
生

で
す
。

齋
藤
拙
堂
顕
彰
吟
道
大
会

令
和
二
年
三
月
二
十
二
日
（
日
）、
津
市
吟
剣
詩
舞
道

連
盟
主
催
・
津
市
共
催
・
齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
後
援
の
第

四
回
齋
藤
拙
堂
顕
彰
吟
道
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
当
日
「
齋
藤
拙
堂
顕
彰
・
俳
句
・
短
歌
」
の

表
彰
式
を
行
い
、
優
秀
作
品
が
吟
じ
ら
れ
ま
す
。

入
場
は
無
料
。
ご
来
場
を
歓
迎
し
ま
す

日
時
　
令
和
二
年
三
月
二
十
二
日
（
日
）

　
　
　
午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
四
時
三
十
分

場
所
　
津
市
大
門
七
―
十
五

　
　
　
津
市
セ
ン
タ
ー
パ
レ
ス
二
階

　
　
　
　
　
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

参
加
要
領

各
会
一
○
題
ま
で
。
吟
題
は
齋
藤
拙
堂
ま
た
は
拙
堂

に
ゆ
か
り
の
あ
る
方
の
作
品
。
時
間
の
関
係
で
絶
句
・

短
歌
・
和
歌
・
俳
句
に
限
り
ま
す
。

参
加
費
は
一
題
五
百
円
。
申
込
締
切
り
は
令
和
元
年

十
二
月
二
十
日

申
込
先

　
吟
道
大
会
担
当
　
米
田
豊
山
理
事

　（
☎
０
５
９
―
２
２
６
―
２
４
６
５
）

津
市
は
毎
年
シ
ニ
ア
を
対
象
に
寿
大
学
を
開
催
い
た

し
て
お
り
ま
す
。

本
年
は
「
二
〇
一
九
年
度
地
域
力
創
造
セ
ミ
ナ
ー
」

を
開
講
す
る
に
あ
た
り
拙
堂
会
も
協
力
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

顕
彰
活
動
と
し
て
左
記
の
通
り
開
催
致
し
ま
し
た
。

一
、
日
時
　
令
和
元
年
五
月
二
十
三
日

　
　
場
所
　
津
市
橋
北
公
民
館
「
い
き
い
き
ラ
イ
フ
」

　
　
講
師
　
拙
堂
会
顧
問
　
齋
藤
正
和
先
生

　
　
演
題
　「
齋
藤
拙
堂
の
人
物
と
事
績
」

二
、
日
時
　
令
和
元
年
十
月
二
日

　
　
場
所
　
津
市
中
央
公
民
館
「
寿
セ
ミ
ナ
ー
」

　
　
講
師
　
拙
堂
会
顧
問
　
齋
藤
正
和
先
生

　
　
演
題
　「
齋
藤
拙
堂
に
学
ぼ
う
」

三
、
日
時
　
令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

　
　
場
所
　
津
南
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
七
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
津
市
南
地
区
の
新

し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
）

　
　
講
師
　
拙
堂
会
会
長
　
加
藤
龍
宗
先
生

　
　
演
題
　「
齋
藤
拙
堂
と
月
ヶ
瀬
の
観
梅
」

何
れ
も
寿
大
学
受
講
者
の
シ
ニ
ア
男
女
約
三
五
名
～

六
〇
名
が
参
加
さ
れ
興
味
深
く
受
講
さ
れ
盛
会
で
し
た
。

「民是邦之本々固邦寧
辛酉嘉平月　拙堂居士書」

（民
たみ

はこれ邦
くに

の本
もと

なり、本
もと

固
かた

ければ邦
くに

寧
やす

し）

　『書経』の「五子之歌」の一節、「民惟邦本
　本固邦寧」を書いたもので、「人民は国の基
本である　根本がしっかりしていれば国家は安
泰である」といった意味を書いたものです。
　「辛酉嘉平月」から文久元年（1861）12月に
書いたものとわかります。

齋藤拙堂書

津
市
公
民
館
に
於
い
て

齋
藤
拙
堂
の
顕
彰
講
話

齋藤拙堂胸像
寄　贈
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赤
塚
　
　
聰

赤
塚
　
敬
一

赤
塚
　
奉
裕

赤
野
　
多
恵

浅
田
　
剛
夫

阿
部
み
ど
り

荒
川
　
　
猛

飯
田
　
俊
司

飯
田
　
俊
英

飯
田
　
泰
之

池
上
　
悦
美

池
川
　
誠
一

石
野
　
孝
廣

板
谷
ツ
ヤ
子

伊
藤
　
英
次

伊
藤
　
歳
恭

伊
藤
　
武
治

伊
藤
　
鐐
造

稲
垣
　
武
嗣

稲
葉
　
邦
成

井
上
　
明
美

井
ノ
口
輔
胖

岩
崎
　
克
彦

上
島
　
正
明

内
田
　
観
成

梅
田
　
安
春

浦
出
　
雅
人

海
老
原
初
夫

大
井
　
和
人

大
森
　
芳
二

岡
　
　
重
夫

小
川
　
直
紀

奥
田
　
榮
子

奥
田
　
則
子

勝
眞
　
千
代

葛󠄀
山
　
　
丕

加
藤
　
　
栄

加
藤
　
恒
二

加
藤
　
龍
宗

金
児
　
玲
子

川
合
　
俊
平

川
西
み
ど
り

河
村
ツ
タ
子

神
田
　
奉
真

木
崎
　
真
陽

喜
田
　
恭
子

北
畠
　
久
子

木
下
　
　
昇

紀
平
　
奉
剣

紀
平
　
嘉
信

草
深
　
観
雙

楠
　
　
久
子

雲
井
　
　
敬

雲
井
　
　
純

栗
真
　
恵
光

見
並
　
勤
子

粉
川
　
孝
英

國
分
　
昭
男

児
玉
　
　
進

後
藤
　
晃
一

小
林
　
貴
虎

齋
藤
　
国
子

齋
藤
佐
知
子

齋
藤
　
正
晃

齋
藤
　
正
和

齋
藤
　
正
人

酒
井
　
宏
明

坂
部
　
竜
也

佐
々
木
と
し
子

澤
口
　
真
理

下
村
　
尚
治

菅
野
　
克
也

杉
浦
　
雅
和

村
主
　
英
明

世
古
　
　
浩

髙
岡
　
弘
典

髙
沖
　
芳
寿

高
倉
ふ
じ
子

高
山
　
　
尚

瀧
川
　
　
茜

竹
内
　
雅
明

武
田
　
奉
明

竹
村
　
観
扇

辰
巳
　
清
和

田
中
康
一
郎

田
中
　
幸
子

田
中
　
智
之

田
中
　
秀
人

田
邊
　
礼
子

谷
川
原
信
雄

谷
口
　
定
男

種
田
　
啓
子

種
田
　
真
山

田
矢
　
修
介

近
澤
　
太
輔

塚
澤
　
　
正

塚
澤
　
　
洋

辻
　
　
保
彦

辻
本
　
　
當

津
村
　
観
耀

寺
尾
　
正
紀

寺
田
　
観
啓

冨
田
　
陽
子

豊
田
　
龍
倭

内
藤
　
華
博

内
藤
　
奉
悠

中
川
佐
和
子

中
川
　
禎
二

中
川
　
弘
文

長
嶋
紀
美
子

中
島
　
伸
子

中
津
　
忠
夫

中
西
ひ
ろ
み

中
根
　
利
彦

中
野
　
　
清

中
村
　
昭
子

中
村
美
知
子

長
合
　
教
実

西
岡
　
慶
子

西
川
　
幾
子

西
田
き
み
子

野
崎
　
耕
治

長
谷
　
　
茂

長
谷
川
和
秀

畠
山
　
彦
和

林
　
　
朝
子

林
　
　
信
吾

林
　
　
竹
生

林
　
　
忠
男

林
口
　
朋
一

葉
山
　
俊
郎

久
岡
　
克
美

深
見
　
和
正

福
　
　
正
直

福
島
弘
太
郎

藤
井
　
奉
修

藤
貴
　
靜
扇

藤
澤
　
清
志

渕
脇
　
實
博

別
所
富
貴
子

本
田
三
千
子

増
田
　
迪
子

増
田
　
幸
恵

松
井
　
幸
子

松
村
　
勝
順

水
谷
　
観
瑶

水
谷
　
忠
文

水
谷
　
千
春

宮
武
貴
久
恵

宮
野
　
一
郎

向
坂
　
和
也

村
木
　
正
二

村
田
　
　
修

村
田
　
文
男

森
岡
　
三
和

森
永
　
昌
雄

● 
団
体
会
員
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

株
式
会
社
百
五
総
合
研
究
所

伊
藤
印
刷
株
式
会
社

二
松
学
舎
大
学
松
苓
会
三
重
県
支
部
朋
友
会

株
式
会
社
百
五
銀
行

公
益
社
団
法
人
日
本
吟
道
学
院
水
心
会

三
重
交
通
株
式
会
社

百
五
リ
ー
ス
株
式
会
社

公
益
社
団
法
人
日
本
詩
吟
学
院
津
岳
風
会

岡
三
証
券
株
式
会
社
津
支
店

株
式
会
社
Ｚ
Ｔ
Ｖ

百
五
証
券
株
式
会
社

株
式
会
社
刀
根
菓
子
館

錦
水
流
淡
翠
吟
詠
会

水
洋
流
詩
吟
朗
詠
会

株
式
会
社
百
五
カ
ー
ド

藤
貴
流
扇
和
会
三
重
県
本
部

ミ
フ
ジ
株
式
会
社

比
佐
豆
知
神
社

社
会
福
祉
法
人
三
鈴
会
さ
く
ら
保
育
園

株
式
会
社
ヘ
ル
シ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー

井
村
屋
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社

株
式
会
社
ぜ
に
や
Ｈ
・
Ｃ

株
式
会
社
ヘ
リ
テ
ッ
ジ
ホ
ー
ム
デ
ザ
イ
ン

株
式
会
社
辻
工
務
店

三
重
ト
ヨ
ペ
ッ
ト
株
式
会
社

一
般
財
団
法
人
三
重
県
環
境
保
全
事
業
団

● 

個
人
会
員
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

  
会 

員 

一  

覧
　
　
　

令
和
元
年

九
月
三
十
日
現
在
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森
永
　
千
寿

森
永
　
敏
江

安
村
久
仁
男

柳
川
　
隆
一

柳
谷
　
　
剛

簗
田
　
和
郎

山
家
　
　
泉

山
上
　
和
美

山
口
　
く
み

山
崎
　
　
計

山
﨑
　
満
世

山
崎
　
龍
雄

山
中
　
利
之

山
本
三
千
代

吉
川
ツ
ネ
子

吉
田
　
　
壽

吉
輪
　
康
一

米
田
　
豊
山

若
林
　
宏
幸

渡
辺
　
義
彦

渡
辺
　
　
鴻

役  

員  

一  

覧

会
　
　
長	

加
藤
　
龍
宗

理
事
長	

飯
田
　
俊
司

常
務
理
事
会
計	

安
村
久
仁
男

理
　
　
事	

伊
藤
　
誠
司	

稲
垣
　
武
嗣

	

岡
　
　
重
夫	

小
川
　
直
紀

	

小
林
　
貴
虎	

種
田
　
真
山

	

中
川
佐
和
子	

林
　
　
朝
子

	

藤
貴
　
靜
扇	

水
谷
　
忠
文

	

三
藤
　
治
喜	

山
﨑
　
満
世

	

米
田
　
豊
山

監
　
　
事	

菅
野
　
克
也
　
　
國
分
　
昭
男

顧
　
　
問	

前
葉
　
泰
幸	

伊
藤
　
歳
恭

	

齋
藤
　
正
和	

中
川
　
禎
二

顧
問	

故	

上
田
豪
氏
（
百
五
銀
行
会
長
）
の
後
任
に

百
五
銀
行
頭
取
　
伊
藤
歳
恭
氏
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

拙
堂
会
顧
問
上
田
豪
様
に
は
令
和
元
年
八
月
二
十
五

日
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
生
前
の
ご
厚
情
に
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。
上
田
様
に
は
、
当
会
発
足
以
来
、
百
五
銀
行
会
長
、

石
水
博
物
館
館
長
と
し
て
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た

事
、
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

追
悼
の
辞

編

集

後

記

広
報
の
担
当
が
交
代
し
、
今
号
が
初
め
て
の
担

当
と
な
り
ま
し
た
。

原
稿
依
頼
か
ら
、
編
集
な
ど
慣
れ
て
い
な
い
こ

と
で
会
員
・
役
員
の
み
な
さ
ま
に
は
ご
迷
惑
お
か

け
す
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
と

も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。　
　
　
（
Ｆ
＆
Ｉ
）

当顕彰会の活動予定や実績などをお知らせするとともに、イ
ンターネットを介してより多くの方々に齋藤拙堂の功績をご覧
いただける場として開設いたしました。開設したばかりですが、
皆様にとって使いやすく、齋藤拙堂のことがわかりやすく伝え
られるホームページを目指して内容の充実を図ってまいります。
また新着情報で会員向けセミナーの拙堂塾について、今後の予
定なども掲載していますので、ご覧いただき会員のみなさまに
は拙堂塾へご参加いただきたく思いますとともに、月１程度で
情報更新を行い、発信してまいります。

何卒、齋藤拙堂顕彰会ホームページをご利用頂けますようお
願い申し上げます。  

齋藤拙堂顕彰会ホームページ
開設のお知らせ

http://setsudo.jp/
ホームページ URL

役  

員  

人  

事


