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「
拙
堂
と
は
何
者
か
」。
単
純
で
は
あ
る
が
、
奥
深
い

こ
の
問
い
か
け
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
自
身
の
精
神

の
よ
り
ど
こ
ろ
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
の
は
、
今
か
ら

三
〇
年
以
上
前
の
こ
と
。
拙
堂
の
業
績
を
研
究
す
る
会

に
触
発
さ
れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
昨
今
、
こ

れ
ら
の
こ
と
が
私
自
身
の
私
的
な
話
に
限
ら
な
い
と
気

づ
き
始
め
た
。
近
年
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
の
下
、
日

本
人
と
し
て
の
精
神
の
依
り
ど
こ
ろ
を
ど
こ
に
ど
う
置

く
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
今
ほ
ど
揺
ら
い
で
い

る
時
代
も
な
い
と
思
う
か
ら
だ
。
こ
こ
に
お
い
て
、
天

保
元
年
（
一
八
三
〇
）
拙
堂
が
三
十
四
歳
の
と
き
発
表

し
た
デ
ビ
ュ
ー
作
『
拙
堂
文
話
』
の
第
二
章
の
文
頭
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
文
章
の
盛
衰
は
國
家
の
運
に
関
わ
る
」

と
い
う
、
簡
潔
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
一
筋
縄
で
は
い

か
な
い
フ
レ
ー
ズ
が
思
い
出
さ
れ
る
。「
言
語
文
學
こ
そ

は
一
国
文
化
の
核
心
だ
」
と
い
う
宣
言
と
い
え
る
か
ら

だ
。さ

ら
に
拙
堂
は
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
四
十
七

歳
の
と
き
、『
海
防
五
策
』
を
脱
稿
し
て
い
る
。
こ
の
著

は
阿
片
戦
争
（
一
八
四
〇
～
）
に
刺
激
を
受
け
て
書
か

れ
、
そ
の
当
時
、
問
題
意
識
を
共
有
す
る
知
識
人
の
間

で
大
い
に
読
ま
れ
た
。
そ
の
第
五
策
に
あ
る
興
味
深
い

一
文
を
取
り
上
げ
て
み
る
。

「
愚
（
私
）
ひ
そ
か
に
国
家
の
た
め
、
深
思
長
慮
し
、

以
て
長
久
の
策
を
求
む
る
に
、
我
の
、
虜
（
外
敵
）
に

お
け
る
は
、
た
だ
に
武
を
も
っ
て
こ
れ
を
待
た
ず
（
対

抗
せ
ず
）
而
し
て
ま
た
、
ま
さ
に
文
を
も
っ
て
こ
れ
を

防
ぐ
べ
し
」
と
あ
る
。

『
海
防
五
策
』
の
骨
子
は
こ
う
だ
。
拙
堂
は
、
西
洋
列

強
が
世
界
中
で
繰
り
広
げ
て
い
る
植
民
地
拡
大
の
動
き

を
把
握
し
た
う
え
で
、
露
・
欧
・
米
の
歴
史
、
国
土
の

状
況
を
研
究
し
、
な
ぜ
彼
ら
が
荒
波
を
超
え
て
ま
で
そ

の
よ
う
な
野
望
を
実
行
す
る
に
至
っ
た
か
を
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
そ
の
当
時
に
し
て
既
に
、
地
理
・
歴
史
・
文

化
・
民
族
を
統
合
し
た
学
問
で
あ
る
「
地
政
学
」
的
な

考
察
を
行
っ
て
い
る
の
だ
。
拙
堂
は
、
我
が
国
の
状
況

を
考
察
し
た
上
で
、
国
家
を
防
衛
す
る
に
は
、
武
力
だ

け
で
は
な
く
、
文
、
即
ち
武
力
に
よ
ら
な
い
全
て
の
も

の
、
思
想
文
化
・
精
神
・
道
徳
・
宗
教
・
学
問
・
教
養

な
ど
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
前

述
の
『
文
話
』
で
「
文
章
の
盛
衰
は
国
家
の
運
に
関
わ

る
」
と
述
べ
た
一
連
の
思
考
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
国

防
問
題
に
は
、
武
力
に
よ
る
防
衛
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
そ
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世
の
中
は
コ
ロ
ナ
コ
ロ
ナ
と
憂
え
し
も

　
　
　
　

拙
堂
仲
間
負
け
ず
に
行
こ
う　

 

龍
宗

令
和
二
年
も
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
、
我
国
に
し
て

も
、
世
界
に
と
っ
て
も
コ
ロ
ナ
に
明
け
コ
ロ
ナ
に
暮
れ

た
年
と
な
っ
た
、
で
は
拙
堂
が
来
津
し
た
二
百
年
の
昔

は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
、
外
に
は
ロ
シ
ア
や
イ
ギ
リ
ス

等
が
度
々
来
た
り
通
商
を
求
め
た
、
即
ち
西
欧
勢
力
の

圧
迫
を
受
け
、
開
国
へ
の
道
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
、
内
に
あ
っ
て
は
全
国
的
に
飢
饉
が
つ
づ
き
各
地
で

一
揆
が
起
っ
た
、
一
八
〇
四
年
出
羽
大
地
震
に
よ
っ
て

松
島
と
並
ぶ
名
勝
地
象き
さ
が
た
わ
ん

潟
湾
が
崩
れ
、
一
八
一
六
年
幾

内
、
東
海
道
が
大
風
に
よ
り
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、

諸
国
に
コ
レ
ラ
が
流
行
し
、
人
心
の
不
安
は
極
度
に
達

し
た
、
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
、
疫
病
に
侵
さ
れ
る
激

動
の
時
代
で
あ
っ
た
、
な
ん
と
今
日
と
よ
く
似
て
い
る

で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
昏
迷
の
中
、
青
年
拙
堂
は
未
知

の
地
津
に
来
る
こ
と
と
な
り
教
育
者
と
し
て
、
日
本
の

拙
堂
と
し
て
の
始
ま
り
の
年
と
な
っ
た
。
藩
命
に
よ
り

派
遣
さ
れ
、
藩
校
の
教
授
と
な
り
、
藩
主
の
侍
続
（
教

育
係
）
に
専
念
し
つ
つ
も
京
都
へ
の
遊
学
を
重
ね
、
歴

史
の
地
、
名
勝
を
訪
ね
、
当
時
の
代
表
的
な
文
人
達
と

の
交
流
に
よ
り
、
学
者
文
人
と
し
て
の
地
位
を
不
動
に

し
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
拙
堂
は
来
津
し
て
八
年
目
の
一

八
二
八
年
侍
続
と
し
て
隔
年
ご
と
に
半
歳
間
江
戸
に
出

仕
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
や
っ
と
津
に
安
住
し
始
め
た

時
の
こ
と
で
あ
る
、
江
戸
へ
の
未
練
と
津
を
第
二
の
故

郷
と
し
て
生
き
て
ゆ
こ
う
と
の
決
意
の
詩
を
紹
介
し
よ

う
。

の
底
辺
に
あ
る
思
い
や
考
え
方
の
総
体
を
見
極
め
、
守

る
べ
き
も
の
は
何
か
、
恃
む
べ
き
も
の
は
何
か
、
そ
の

戦
略
を
練
る
こ
と
こ
そ
が
非
常
に
重
要
な
の
だ
と
訴
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
は
、
二
〇
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
誇
る
国
で
あ

り
な
が
ら
、
幕
藩
体
制
崩
壊
を
境
に
明
治
以
降
、
今
日

ま
で
た
っ
た
一
五
五
年
ほ
ど
の
間
に
全
く
違
う
国
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
た
。
今
あ
る

の
は
、
経
済
の
拡
大
に
伴
う
凄
ま
じ
い
我
欲
の
衝
突
と
、

果
て
し
な
い
効
率
化
、
そ
し
て
統
制
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
総
体
で
あ
る
一
国
文
化
の
変
化
は
当
然
で
あ
る
。
誰

も
逃
げ
場
が
無
い
。
否
応
な
く
追
随
を
強
い
ら
れ
、
選

択
の
余
地
す
ら
見
い
出
せ
な
い
。

そ
も
そ
も
本
来
独
自
の
文
化
文
明
と
は
、
長
い
年
月

を
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
と
民
族
が
培
っ
て
き
た
豊
か

な
精
神
的
土
壌
と
い
っ
て
よ
い
。
古
代
か
ら
継
続
し
た

我
が
国
固
有
の
文
化
文
明
は
、
明
ら
か
に
江
戸
末
期
ま

で
は
存
在
し
た
。
一
介
の
武
士
で
あ
り
な
が
ら
「
天
下

国
家
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
を
そ
の
生
涯
に
亘
っ
て
、

深
い
洞
察
力
と
幅
広
い
知
性
を
も
と
に
探
求
し
続
け
た

拙
堂
の
人
と
そ
の
業
績
を
研
究
し
「
拙
堂
と
は
何
者
か
」

を
知
る
事
は
、
取
り
組
む
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
あ
る
。

日
本
の
拙
堂
へ
出
発
の
歳

日
本
の
拙
堂
へ
出
発
の
歳

　
　

（
津
で
の
人
生
四
十
五
年
の
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ま
り
）

　
　

（
津
で
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生
四
十
五
年
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始
ま
り
）
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一
家
を
あ
げ
伊
勢
に
来
て
か
ら
九
年
た
っ
た
、
日
夜

江
戸
を
思
っ
て
い
た
が
や
っ
と
酬
わ
れ
た
、
七
里
の
渡
し

を
過
ぎ
、
ふ
り
返
っ
て
見
る
と
伊
勢
の
国
は
、
故
郷
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
唐
の
詩
人
賈か
と
う島
が
気
の
り
し
な

い
ま
ま
十
年
住
ん
だ
并
州
（
山
西
省
太
原
市
）
に
別
れ

を
告
げ
、
桑そ
う
か
ん
か

乾
河
を
渡
り
遠
い
地
に
向
う
と
き
、
そ
の

町
に
対
す
る
な
つ
か
し
さ
と
名
残
惜
し
さ
が
こ
み
あ
げ
、

并
州
が
故
郷
の
よ
う
に
慕
わ
し
い
と
詠
ん
だ
「
桑
乾
河

を
渡
る
」
の
詩
を
踏
ま
え
伊
勢
は
第
二
の
故
郷
で
あ
る

と
吟
じ
た
。
江
戸
っ
子
か
ら
伊
勢
の
拙
堂
へ
、
否
日
本

の
拙
堂
へ
の
出
発
の
年
で
あ
っ
た
、
拙
堂
に
乾
杯
‼
会

員
の
皆
様
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
、
良
い

お
歳
を
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
拡
大
が
収
ま
ら
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
冬
の
到
来
と
と
も
に
第
三
次
の
感
染

拡
大
に
よ
り
各
地
で
感
染
が
増
加
し
て
い
る
。

人
類
の
三
大
脅
威
は
疫
病
、
戦
争
、
飢
饉
と
言
わ
れ

る
が
、
今
ま
さ
に
疫
病
の
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
る
。

医
療
技
術
や
公
衆
衛
生
が
進
歩
し
て
も
未
知
の
病
原

体
に
よ
る
疫
病
の
脅
威
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
。

三
つ
の
う
ち
戦
争
だ
け
は
原
因
が
人
間
に
あ
り
、
努

力
さ
え
す
れ
ば
脅
威
を
回
避
で
き
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
七
十
五
年
間
、
局
地
的
な
紛
争

は
あ
っ
た
も
の
の
大
き
な
戦
争
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
民
族
、
宗
教
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど

の
相
違
に
よ
る
戦
争
の
種
は
尽
き
な
い
。
次
の
大
戦
は

人
類
の
滅
亡
と
覚
悟
し
、
人
類
は
戦
争
回
避
の
努
力
を

続
け
る
必
要
が
あ
る
。

飢
饉
の
脅
威
は
ど
う
か
。
飢
饉
は
旱
魃
、
冷
害
、
台

風
、
洪
水
な
ど
か
ら
農
産
物
の
凶
作
を
招
き
、
人
々
が

飢
え
苦
し
む
現
象
で
あ
る
。
自
然
災
害
の
多
い
日
本
は

こ
れ
ま
で
幾
度
か
飢
饉
に
苦
し
ん
で
き
た
。
特
に
江
戸

時
代
の
天
保
の
飢
饉
で
は
、
被
害
の
大
き
か
っ
た
東
北

で
は
餓
死
者
が
一
〇
万
人
前
後
と
推
計
さ
れ
、
全
国
で

は
一
〇
〇
万
人
と
も
言
わ
れ
る
。

齋
藤
拙
堂
は
飢
饉
が
数
十
年
周
期
で
発
生
す
る
と
見

抜
き
、
具
体
的
な
飢
饉
対
策
を
「
救
荒
事
宣
」
で
、
ま

た
米
の
備
蓄
対
策
と
し
て
「
三
倉
私
議
」
を
著
し
、「
常

平
倉
」（
公
儀
に
よ
る
米
価
安
定
策
）、「
社
倉
」（
農
民

に
よ
る
米
の
備
蓄
）、「
義
倉
」（
富
者
が
金
を
出
し
て
米

を
備
蓄
）、
と
い
う
三
種
の
備
蓄
倉
庫
制
度
の
必
要
性
を

説
き
、
藩
内
を
飢
餓
か
ら
救
っ
た
。
ま
さ
に
江
戸
時
代

版
「
自
助
、
共
助
、
公
助
」
の
考
え
方
と
言
え
よ
う
。

現
在
日
本
は
農
業
技
術
の
向
上
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
食

料
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
構
築
な
ど
に
よ
り
、
飢
饉

の
脅
威
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
世
界
的
蔓
延
で
、
備
蓄
不
足
の
マ
ス
ク
、
ア

ル
コ
ー
ル
消
毒
薬
な
ど
の
感
染
症
対
策
用
品
の
輸
入
が

困
難
に
な
り
、
人
々
が
購
入
に
苦
労
し
た
。

食
料
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
構
築
で
安
心
し
て
い

た
ら
、
輸
出
国
が
自
国
で
必
要
な
食
料
の
禁
輸
措
置
、

或
い
は
輸
出
制
限
に
走
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
豊
か
な
食
生

活
も
不
可
能
に
な
る
。
拙
堂
が
飢
饉
に
際
し
て
は
お
金

を
持
っ
て
い
て
も
売
っ
て
も
ら
え
な
い
か
ら
、
米
で
備

蓄
す
べ
き
と
説
い
た
「
三
倉
私
議
」
の
教
訓
を
思
い
出

す
。日

本
の
令
和
元
年
度
の
食
料
自
給
率
は
三
十
八
％
に

す
ぎ
な
い
。
本
当
に
欲
し
い
時
に
欲
し
い
だ
け
の
食
料

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
自
給
率
の
向
上

（
自
助
）、
一
層
の
国
際
協
力
（
共
助
）
な
ど
グ
ロ
ー
バ

ル
な
「
自
助
、
共
助
、
公
助
」
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
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、
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、
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」

「
自
助
、
共
助
、
公
助
」

理
事
長
　

理
事
長
　
飯
田
　
俊
司

飯
田
　
俊
司
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前
号
で
述
べ
た
よ
う
に
、
拙
堂
先
生
の
思
想
は
朱
子

学
を
根
本
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
藩
校
教
育
方
針
の

古
学
を
中
心
と
し
た
折
衷
主
義
に
敢
え
て
反
対
せ
ず
自

説
に
固
執
し
て
い
ま
せ
ん
。
学
問
は
経
世
の
実
用
に
共

さ
な
け
れ
ば
と
し
て
折
衷
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。

従
っ
て
人
柄
は
器
の
大
き
い
判
断
力
の
鋭
い
大
儒
で
あ

り
ま
し
た
。

さ
て
、
第
二
代
督
学
石
川
竹
厓
時
代
の
有
造
館
の
校

運
は
衰
退
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
実
情
は
当
時
の
関
係

書
物
に
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
時
習
館
等

教
室
へ
の
出
席
率
が
悪
く
士
気
の
衰
退
を
嘆
じ
て
お
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
校
運
衰
退
も
拙
堂
が
督
学
に
任
じ
ら
れ

る
や
立
派
な
運
営
手
腕
で
、
学
校
を
充
実
発
展
さ
せ
ま

 

中
興
の
祖
　
督
学
齋
藤
拙
堂

　
天
下
の
文
藩

顧  

問
　
中
川
　
禎
二
　

藩
校
有
造
館
建
学
の
流
れ
― 

そ
の
四

社
会
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
理
事
長
を
数
多
く

務
め
そ
の
振
興
に
活
躍

飯
田
理
事
長
は
令
和
二
年
十
一
月
十
八
日
、
令
和
二

年
度
津
市
文
化
功
労
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
賞
は
津
市
の
文
化
振
興
に
寄
与
し
、
そ
の
業
績

が
顕
著
で
あ
っ
た
団
体
ま
た
は
個
人
に
与
え
ら
れ
る
も

の
で
す
。

飯
田
理
事
長
は
株
式
会
社
百
五
銀
行
会
長
そ
し
て
相

談
役
を
務
め
ら
れ
、
退
職
後
は
多
年
に
わ
た
り
公
益
財

団
法
人
石
水
博
物
館
理
事
長
な
ど
数
多
く
の
団
体
の
要

職
に
着
か
れ
て
お
り
ま
す
。
特
に
三
重
県
を
代
表
す
る

三
重
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
の
代
表
と
し
て
、
そ

の
育
成
・
発
展
に
尽
力
さ
れ
中
部
地
方
屈
指
の
市
民

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
成
長
さ
せ
ま
し
た
。
齋
藤
拙
堂
顕
彰

会
の
理
事
長
と
し
て
、
郷
土
の
偉
人
齋
藤
拙
堂
の
顕
彰

事
業
に
力
を
注
が
れ
る
な
ど
、
津
市
の
文
化
振
興
に
長

年
貢
献
さ
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
の
文
化
活
動

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
　
理
事
長

津
観
音
保
存
会
　
　
会
長

三
重
県
立
津
高
等
学
校
同
窓
会
　
会
長

三
重
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
　
　
名
誉
会
長

公
益
財
団
法
人
岡
三
加
藤
文
化
振
興
財
団
　
評
議
員

し
た
。
拙
堂
の
人
柄
と
そ
の
学
問
の
広
さ
が
学
校
を
魅

力
的
に
し
、
就
学
の
気
風
を
一
挙
に
高
め
た
の
で
す
。

時
あ
た
か
も
黒
船
来
航
で
全
国
的
に
緊
張
し
、
藩
の

空
気
も
改
ま
り
学
問
と
武
術
の
訓
練
に
励
む
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

拙
堂
は
状
況
判
断
か
ら
積
極
的
に
洋
学
を
導
入
し
、

ま
た
洋
式
軍
事
訓
練
を
始
め
ま
し
た
。
洋
学
館
、
演
武

荘
を
建
て
た
の
で
す
。
人
材
育
成
に
力
を
入
れ
、
江
戸

や
長
崎
へ
留
学
生
を
送
り
ま
し
た
。
ま
た
文
武
教
育
の

一
環
と
し
て
多
く
の
図
書
を
出
版
し
、
特
に
資
冶
通
鑑

は
大
部
の
書
物
で
十
八
人
の
人
員
で
十
二
年
か
け
て
校

正
が
進
め
ら
れ
、
有
造
館
版
と
し
て
か
な
り
の
部
数
が

幕
府
を
は
じ
め
全
国
に
納
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

に
伴
い
学
校
図
書
館
を
拡
充
し
、
従
来
か
ら
の
漢
学
に

も
一
層
注
力
し
ま
し
た
。
ま
た
武
術
の
流
派
は
そ
れ
ま

で
各
藩
の
秘
密
だ
っ
た
の
で
す
が
、
国
防
の
た
め
、
他

流
試
合
も
奨
励
し
ま
し
た
。
大
砲
の
製
造
や
試
射
に
も

学
校
は
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。
種
痘
館
も
全
国
に
先

駆
け
て
学
校
に
設
け
種
痘
の
普
及
に
努
め
ま
し
た
。
庶

民
の
学
校
「
修
文
館
」
が
で
き
た
の
も
拙
堂
の
力
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
文
武
を
充
実

し
た
名
声
は
他
藩
に
も
聞
こ
え
、
諸
藩
か
ら
留
学
生
が

派
遣
さ
れ
る
程
に
な
り
ま
し
た
。

「有造館記」蔵版印

　　
祝祝  

飯
田
理
事
長
　
　

飯
田
理
事
長
　
　

      
      

津
市
文
化
功
労
賞
を
受
賞

津
市
文
化
功
労
賞
を
受
賞
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理  

事
　
田
矢
　
修
介
　

こ
の
度
は
皆
様
の
温
か
い
ご
推
挙
に
よ
り
新
理
事
と

し
て
迎
え
て
頂
き
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
ら
た
め
ま
し
て
齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
の
皆
様
方
の
た

ゆ
ま
ぬ
文
化
振
興
と
伝
統
継
承
へ
の
ご
尽
力
に
深
甚
な

る
敬
意
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。

雑
駁
な
自
己
紹
介
を
恐
縮
な
が
ら
、
私
は
平
成
十
一

年
の
初
当
選
来
、
津
市
吟
剣
詩
舞
道
連
盟
会
長
種
田
真

山
先
生
の
流
派
で
詩
歌
吟
詠
を
愛
す
る
会
員
の
皆
様
と

共
に
詩
吟
を
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

今
私
た
ち
の
社
会
は
狩
猟
社
会
・
農
耕
社
会
、
工
業

社
会
、
情
報
社
会
に
次
ぐ
ソ
サ
エ
テ
ィ
5.0
と
謳
わ
れ
る

新
た
な
社
会
へ
移
行
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
他
方
で

自
然
や
歴
史
へ
の
畏
敬
の
念
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
私
た

ち
が
大
切
に
慈
し
み
培
っ
て
き
た
伝
統
文
化
が
失
わ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
さ
れ
ま
す
。

先
賢
が
残
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い
伝
統
文
化
を
次
の
世

代
へ
と
紡
い
で
い
く
こ
と
は
漢
詩
を
愛
す
る
私
自
身
の

大
切
な
責
務
で
あ
る
こ
と
を
胸
に
、
こ
れ
か
ら
も
顕
彰

会
の
皆
様
と
心
を
合
わ
せ
活
動
さ
せ
て
頂
け
ま
す
こ
と

を
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

津
市
の
誇
り
で
あ
る
偉
大
な
漢
学
者
齋
藤
拙
堂
先
生

の
顕
彰
活
動
を
通
じ
、
津
市
の
更
な
る
文
化
振
興
や
魅

力
向
上
に
つ
な
が
る
取
り
組
み
と
な
り
ま
す
こ
と
を
希

求
し
、
大
所
高
所
か
ら
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
何
卒
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 
理  
事
　
村
主
　
英
明
　

昨
年
、
入
会
さ
せ
て
頂
い
た
村
主
英
明
（
す
ぐ
り
・

ひ
で
あ
き
）
と
申
し
ま
す
。
津
市
議
会
議
員
を
し
て
い

る
関
係
で
僭
越
な
が
ら
「
津
市
広
報
」
担
当
の
理
事
を

仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。

建
築
を
学
び
、
都
市
計
画
や
住
宅
な
ど
に
関
す
る
仕

こ
う
し
て
督
学
齋
藤
拙
堂
は
衰
退
し
た
有
造
館
の
面

目
を
一
新
し
、
津
藩
は
天
下
の
文
藩
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

ま
さ
し
く
齋
藤
拙
堂
は
有
造
館
の
中
興
の
祖
で
あ
っ

た
の
で
す
。

	

続
き
は
ま
た
次
号
で

事
を
し
て
き
た
関
係
で
、「
歴
史
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
」
は
私
に
と
っ
て
も
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。
今
住
ん

で
い
る
一
身
田
の
寺
内
町
は
、
高
田
本
山
を
含
め
素
晴

ら
し
い
魅
力
が
あ
り
、
そ
の
活
性
化
に
何
か
お
役
に
立

ち
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
趣
味
の
尺
八
を
通

じ
て
、
伝
統
音
楽
を
大
切
に
し
て
い
く
こ
と
も
大
事
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。

長
い
歴
史
の
中
で
育
ま
れ
、
愛
さ
れ
て
き
た
建
物
や

街
、
ま
た
、
そ
こ
で
活
躍
し
た
偉
人
た
ち
、
文
化
・
芸

術
・
技
能
は
貴
重
な
地
域
資
源
で
あ
り
、
新
し
く
ど
ん

な
に
叡
智
と
資
金
を
注
ぎ
込
ん
で
も
、
そ
の
価
値
を
超

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
私
た
ち
の
大
切
な
宝
物
で
す
。

そ
れ
ら
を
現
在
・
未
来
の
た
め
に
有
効
に
活
用
し
て
ふ

る
さ
と
の
魅
力
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
た
い
と
い
つ
も

考
え
て
い
ま
す
が
、
現
実
に
は
、
そ
の
価
値
が
正
当
に

評
価
さ
れ
ず
、
大
切
に
さ
れ
ず
、
生
か
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
多
い
の
が
残
念
で
す
。

本
会
の
活
動
に
参
加
さ
せ
て
頂
く
こ
と
を
通
じ
て
、

皆
さ
ま
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ば
せ
て
頂
け
る
こ
と

を
と
て
も
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

    

理理  
事事  
就就  

任任  

ごご  

挨挨  

拶拶
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齋
藤
拙
堂
顕
彰

第
五
回「
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
五
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
二
年
十
月
一
日
～
令
和
二
年
十

二
月
十
日
（
木
）
ま
で
。

応
募
方
法

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

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
三
年
三
月
二
十
一
日
（
日
）
の
第

五
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
三
芳
公
子
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
四
回
小
中
学
生
書
道
展
』

令
和
三
年
三
月
十
二
日
（
金
）
か
ら
三
月
十
四
日

（
日
）
ま
で
、
津
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

齋藤拙堂顕彰

令和 2 年 10 月 1 日（木曜日）

～令和 2 年 12 月 10 日（木曜日）

応 募 先  ：  齋藤拙堂顕彰会　山 﨑 満 世　〒514-1138  津市戸木町 2083　TEL  059-255-2515　

主 催：齋藤拙堂顕彰会　　後 援：津市・津市教育委員会

齋藤拙堂は江戸時代末期に津藩校有造館を

拠点として全国的に活躍した漢学者。

津市民が誇るべき偉大な詩人・学者・教育者・

経世家である。

官製はがき一枚に 5 作品、自作で未発表の物に限ります。
俳句・短歌いずれも一人 5 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、郵便番号を明記の上出品して下さい。

「俳句・短歌」募集

第 5回

齋藤拙堂・齋藤拙堂を取り巻く人々
有造館
津の風景と歴史を含む自由題

テ
ー
マ

募集期間

応募方法

応募された作品のうち、優秀作品に津市長賞、津市議会議長賞、津市教育委員会教育長賞及び齋藤
拙堂顕彰会会長賞が贈られ、令和 3 年 3 月 21 日（日）第 5 回齋藤拙堂顕彰吟道大会で表彰します。

選考発表

令
和
二
年
度
下
期
の
行
事
予
定

旧
家
の
友
の
家
に
、
齋
藤
拙
堂
の
筆
に
な
る
扁
額
が

あ
る
、
拙
堂
に
つ
い
て
は
、
有
造
館
の
督
学
だ
っ
た
こ

と
ぐ
ら
い
し
か
知
識
の
な
か
っ
た
私
は
、
拙
堂
の
筆
跡

を
見
て
急
に
身
近
に
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
び
、
拙
堂
會
報
の
短
歌
欄
の
選
者
を
お
お
せ

つ
か
り
、
津
藩
の
賢
人
で
あ
っ
た
拙
堂
の
資
料
を
沢
山

頂
き
、
そ
の
業
績
を
勉
強
さ
せ
て
頂
い
た
。

わ
け
て
も
、「
月
瀬
記
勝
」、
梅
渓
遊
記
に
魅
入
ら
れ

時
を
忘
れ
て
何
度
も
読
み
返
し
た
。

月
ヶ
瀬
の
美
を
こ
の
よ
う
に
歌
い
上
げ
た
拙
堂
の
詩

ご
こ
ろ
に
打
た
れ
る
。
詩
句
の
美
し
さ
、
景
を
詠
ん
だ

壮
大
さ
。「
雪
は
白
を
以
て
勝
り
梅
は
艶
を
以
て
勝
り

し
」「
大
地
皆
白
雲
是
梅
渓
の
全
真
を
得
た
る
」
月
瀬
記

勝
を
読
ん
だ
文
人
が
こ
ぞ
っ
て
月
瀬
に
遊
行
し
た
こ
と

も
む
べ
な
る
か
な
と
思
っ
た
。

こ
の
偉
大
な
る
学
者
拙
堂
の
も
と
に
学
ん
だ
藩
の
若

者
た
ち
の
幸
せ
を
思
う
。
良
き
師
を
得
る
こ
と
は
人
生

最
大
の
喜
び
だ
ろ
う
。

久
し
ぶ
り
に
有
造
館
の
入
徳
門
を
訪
ね
た
、
静
か
な

城
跡
の
中
に
昔
の
姿
を
髣
髴
と
さ
せ
て
建
っ
て
い
た
。

松
落
葉
が
薄
く
屋
根
に
積
っ
て
い
る
、
こ
の
門
を
く
ぐ
っ

て
、
幾
人
の
若
者
が
志
を
と
げ
た
ろ
う
か
。

抜
け
る
よ
う
な
秋
空
に
向
っ
て
、
入
徳
門
の
朱
の
扉

は
大
き
く
開
い
て
い
た
。

拙拙  

堂堂  

入入  

門門
短
歌
選
者
　

短
歌
選
者
　
三
芳
　
公
子

三
芳
　
公
子
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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
～
中
三
、
又
は
一
年
～
六
年
、

中
学
生
も
一
年
～
三
年
の
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。

行
書
作
品
は
名
前
も
行
書

応
募
期
間
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
（
火
）
か
ら

令
和
三
年
一
月
十
六
日
（
土
）

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
三
年
三
月
十
四
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
）

齋
藤
拙
堂
顕
彰
吟
道
大
会

令
和
三
年
三
月
二
十
一
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

五
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
三
年
三
月
二
十
一
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
セ
ン
タ
ー
パ
レ
ス
二
階

　
　
　
　
　
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

● 

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

  

会 

員 
一  
覧
　
　
　

令
和
二
年

十
一
月
十
七
日
現
在

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

三
重
県
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
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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

栢
原
　
　
良

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
久
美
子

楠
　
　
久
子

雲
井
　
　
敬

雲
井
　
　
純

栗
真
　
恵
光

向
坂
　
和
也

粉
川
　
孝
英

國
分
　
昭
男

児
玉
　
　
進

小
林
　
貴
虎

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
野
坊
順
恵

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

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

柘
植
　
信
子

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
　
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

人
見
　
一
晴

福
　
　
正
直

藤
井
　
奉
修

藤
貴
　
靜
扇

渕
脇
　
實
博

本
田
三
千
子

増
田
　
廸
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

見
並
　
勤
子

村
木
　
正
二

村
田
　
　
修

村
田
　
文
男

森
岡
　
三
和

森
永
　
昌
雄

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
上
　
和
美

山
口
　
く
み

山
家
　
　
泉

山
崎
　
　
計

山
﨑
　
満
世

山
中
　
利
之

山
本
三
千
代

吉
田
　
　
壽

吉
輪
　
康
一

米
田
　
豊
山

米
田
　
嬌
山

若
林
　
宏
幸

渡
辺
　
義
彦

芳
野
　
貴
典

青
木
　
美
樹

三
芳
　
公
子

岩
脇
久
美
子

樋
田
　
由
美

高
田
　
峰
昭

谷
　
　
伸
司

中
村
　
　
誠

深
見
　
龍
舟

細
谷
　
正
吉

小
林
　
一
成

小
林
　
　
彰

古
海
　
玲
子

市
川
　
忠
男

石
澤
　
敏
夫

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

	

小
川
　
直
紀	

小
林
　
貴
虎

	

澤
口
　
真
理	

村
主
　
英
明

	

高
岡
　
弘
典	

種
田
　
真
山

	

田
矢
　
修
介	

林
　
　
朝
子

	

藤
貴
　
靜
扇	

水
谷
　
忠
文

	

山
﨑
　
満
世

監
　
　
事	

國
分
　
昭
男	

米
田
　
豊
山

顧
　
　
問	

前
葉
　
泰
幸	

伊
藤
　
歳
恭

	

齋
藤
　
正
和	

中
川
　
禎
二

● 

個
人
会
員
（
順
不
同
・
敬
称
略
）


