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中
国
武
漢
発
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
問
題
は
二
〇

二
〇
年
三
月
時
点
に
お
い
て
、
何
時
終
息
す
る
か
分
か

ら
な
い
世
界
的
大
問
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
問
題
は
形
や
被
害
の
度
合
い
こ
そ
違
え
遠
い
昔
か
ら

何
度
も
発
生
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
齋
藤
拙
堂
の
生

き
て
い
た
江
戸
時
代
末
期
を
例
に
と
れ
ば
、
天
保
の
大

飢
饉
や
ロ
シ
ア
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
外
圧

が
そ
れ
に
あ
た
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
自
然
災
害
や

外
敵
襲
来
と
い
っ
た
危
機
を
ど
う
管
理
し
、
ど
う
乗
り

切
る
か
。
そ
の
た
め
に
拙
堂
の
遺
訓
と
い
う｢

故
ふ
る
き｣

を

温た
ず

ね
て
、
現
在
の
問
題
解
決
に
生
か
す
、
即
ち
新
し
き

を
知
る
こ
と
は
充
分
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で

あ
る
。
ウ
イ
ル
ス
は
外
国
か
ら
の
伝
染
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
を
防
ぐ
の
は
一
種
の
国
防
で
あ
る
。
拙
堂
は
「
海
防

策
」
を
著
し
て
、
国
防
に
つ
い
て
政
策
提
言
を
し
て
い

る
が
、
そ
れ
を
約
言
す
れ
ば
「
お
じ
け
心
で
根
拠
の
な

い
恐
怖
を
す
る
な
。
し
か
し
粗
雑
な
心
で
高
を
く
く
り

油
断
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
彼
を
知
り
己
を
知
ら
ば
百
戦
し
て
危
う
か
ら
ず
」
で
あ

る
か
ら
、
ま
ず
、
危
険
の
原
因
を
徹
底
的
に
調
査
す
る

こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
拙
堂
の
古
漢
語
力
は
抜
群
で

あ
っ
た
の
で
、
彼
は
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
共
通
語
で
あ

り
且
つ
西
洋
語
文
献
の
翻
訳
用
語
で
あ
っ
た
古
漢
語
を

使
っ
た
諸
文
献
を
縦
横
に
読
み
こ
な
し
、
そ
こ
か
ら
得

ら
れ
る
情
報
を
最
高
度
に
活
用
し
て
政
策
提
言
を
し
た

の
で
あ
っ
た
。
今
日
で
言
う
な
ら
ば
、
彼
即
ち
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
分
子
構
造
、
突
然
変
異
を
起
こ
す
頻

度
や
速
度
、
感
染
力
、
感
染
環
境
、
感
染
地
域
、
人
類

の
持
つ
殺
菌
能
力
・
治
療
薬
や
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
状
況

等
々
の
情
報
と
、
我
が
国
の
現
状
を
迅
速
且
つ
正
確
に

把
握
し
て
対
策
を
立
て
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

拙
堂
の
時
代
、
国
防
対
策
を
立
て
て
実
行
す
る
の
は

封
建
社
会
の
「
士
大
夫
」
で
あ
っ
た
が
、
拙
堂
は
彼
ら

士
大
夫
の
教
育
者
で
あ
り
、
オ
ピ
ニ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
で

あ
っ
た
。
士
大
夫
は
今
日
で
い
え
ば
政
治
家
、
官
僚
で

あ
る
。
拙
堂
は
士
大
夫
の
庶
民
に
対
す
る
責
務
を
説
い

た
が
、
今
日
の
「
士
大
夫
」
も
そ
の
責
務
を
拙
堂
に
学

ん
で
ほ
し
い
。
拙
堂
は
、
ま
た
、
文
武
の
重
要
性
を
強

調
し
た
。
拙
堂
の
い
う
「
文
」
は
美
文
・
名
文
に
止
ま

ら
ず
、「
情
報
」
を
意
味
す
る
。「
武
」
は
軍
事
力
に
止

ま
ら
ず
「
政
策
実
行
」
を
意
味
す
る
。
そ
の
上
、
彼
は

文
武
は
表
裏
一
体
だ
と
説
い
た
。
そ
の
よ
う
な
「
文
武
」

の
遺
訓
か
ら
も
多
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
。
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龍
宗

令
和
二
年
も
早
や
半
歳
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。

目
前
に
八
月
六
日
広
島
忌
、
九
日
長
崎
忌
を
迎
え
る
、

七
十
五
年
目
の
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
で
あ
る
。
二
発

の
原
爆
に
よ
っ
て
一
瞬
の
う
ち
に
三
十
数
万
人
の
命
を

奪
い
、
憎
き
戦
争
に
よ
っ
て
三
百
有
余
万
人
の
尊
い
生

命
が
奪
わ
れ
た
。
こ
の
事
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
ん
な
熱
い
夏
で
は
あ
る
が
、
拙
堂
を
愛
す
る
我
々

に
と
っ
て
二
百
年
前
に
思
い
を
い
た
す
年
で
も
あ
る
。

そ
れ
は
有
造
館
が
創
設
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
拙
堂
が
津

に
来
た
年
で
も
あ
る
。
有
造
館
は
津
藩
に
設
け
ら
れ
た

「
学
問
所
」
で
あ
っ
た
、
時
の
藩
主
高
兌
公
の
手
に
よ
り

創
ら
れ
た
。
明
治
四
年
の
閉
校
ま
で
僅
か
五
十
一
年
間

で
は
あ
っ
た
が
、
世
に
文
藩
有
り
と
評
さ
れ
た
。
拙
堂

は
二
十
三
才
、
古
賀
精
里
に
学
び
お
え
、
句
読
師
（（
教

官
）
と
し
て
採
用
さ
れ
津
に
来
る
こ
と
と
な
っ
た
。
残

さ
れ
て
い
る
多
く
の
詩
の
中
か
ら
、
最
も
始
め
の
頃
の

作
で
あ
る
、「
江
戸
よ
り
津
に
遷
り
城
南
に
ト
居
す
」
と

云
う
の
が
あ
る
、
こ
の
詩
か
ら
青
雲
の
志
に
燃
え
、
津

に
移
り
住
ん
だ
当
時
の
想
い
が
感
じ
取
れ
る
、
小
生
の

訳
詩
を
ご
賞
味
頂
け
ば
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
う
。

会
員
の
皆
様
の
ご
健
勝
と
弥
栄
を
祈
念
致
し
ま
す
。

中
国
の
湖
北
省
武
漢
市
を
発
生
源
と
す
る
新
型
コ
ロ

ナ
感
染
症
が
瞬
く
間
に
全
世
界
に
拡
散
し
て
、
三
月
十

一
日
に
は
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
」
を
宣
言
す

る
に
至
っ
た
。
現
在
も
世
界
中
に
感
染
拡
大
が
続
き
各

国
は
感
染
予
防
、
人
命
救
助
な
ど
そ
の
対
策
に
追
わ
れ

て
い
る
。
既
に
経
済
、
社
会
に
多
大
な
影
響
が
出
て
お

り
、
事
態
は
深
刻
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
感
染
症
は
人

口
が
増
加
し
、
人
々
が
密
集
し
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ

て
、
初
め
て
出
現
し
た
が
、
人
類
と
感
染
症
の
戦
い
の

歴
史
は
古
い
。

ペ
ス
ト
（
黒
死
病
）
は
六
世
紀
半
ば
頃
最
初
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
現
れ
た
が
、
十
四
世
紀
に
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
拡
大
し
、
人
口
の
三
分
の
一
が
亡
く
な
っ
た
と
言
わ

れ
る
。
ま
た
、
南
北
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
は
十
六
世
紀

の
大
航
海
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま

れ
た
天
然
痘
、
麻
疹
、
結
核
、
な
ど
の
感
染
症
に
よ
り
、

有
造
館
創
設
・

有
造
館
創
設
・
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人
口
の
八
割
を
失
っ
た
。
特
に
、
イ
ン
カ
帝
国
や
メ
キ

シ
コ
の
ア
ス
テ
カ
帝
国
は
ス
ペ
イ
ン
人
に
持
ち
込
ま
れ

た
天
然
痘
で
奪
わ
れ
た
命
の
方
が
銃
や
剣
の
犠
牲
に
な

る
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
、
遂
に
滅
亡
さ
せ
ら
れ
た
。
ま

た
、
一
九
一
八
年
～
一
九
一
九
年
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪（
患

者
は
世
界
人
口
の
二
五
～
三
〇
％
、
死
亡
者
四
、〇
〇
〇

万
人
）、
二
〇
〇
九
年
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
一
万
八

〇
〇
〇
人
以
上
が
死
亡
、
結
核
（
一
九
三
五
～
一
九
五

〇
年
日
本
の
死
亡
原
因
首
位
）、
ハ
ン
セ
ン
病
、
コ
レ
ラ
、

近
年
流
行
し
た
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
（
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候

群
）、
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
（
中
東
呼
吸
器
症
候
群
）、
エ
ボ
ラ
出

血
熱
、
エ
イ
ズ
な
ど
の
感
染
症
に
人
類
は
多
大
な
犠
牲

を
払
っ
て
来
た
。

拙
堂
は
生
後
間
も
な
い
頃
天
然
痘
に
罹
り
、
顔
に
あ

ば
た
が
残
っ
た
。
天
然
痘
に
感
染
す
れ
ば
、
後
遺
症
と

し
て
失
明
す
る
か
あ
ば
た
を
残
す
か
で
、
死
も
後
遺
症

も
運
が
良
い
場
合
だ
け
免
れ
た
。
源
実
朝
、
豊
臣
秀
頼
、

吉
田
松
陰
、
夏
目
漱
石
は
あ
ば
た
が
残
り
、
伊
達
政
宗

は
片
目
だ
け
失
明
し
た
。

一
七
九
六
年
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ェ
ン
ナ
ー
が
種
痘
を

発
明
、
日
本
で
は
よ
う
や
く
一
八
四
七
年
佐
賀
藩
蘭
医

楢
林
宗
建
が
種
痘
に
成
功
し
た
。

拙
堂
は
種
痘
の
導
入
に
は
人
一
倍
熱
心
で
、
一
八
五
〇

年
孫
娘
の
須
賀
が
誕
生
し
た
翌
年
、
京
医
の
桐
山
元
沖
か

ら
種
苗
を
入
手
、
種
痘
を
施
し
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
一

八
五
四
年
に
種
痘
館
を
建
設
、
人
々
に
安
心
し
て
種
痘
を

受
け
る
よ
う
に
働
き
か
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
藩
内
の
人

は
殆
ど
天
然
痘
に
罹
る
者
が
な
か
っ
た
。
天
然
痘
の
根
絶

が
宣
言
さ
れ
た
の
は
一
九
七
九
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

感
染
症
の
蔓
延
が
国
家
や
民
族
を
滅
ぼ
す
こ
と
も
あ

る
こ
と
は
歴
史
が
物
語
っ
て
い
る
。
人
類
と
感
染
症
と

の
戦
い
に
終
わ
り
は
な
い
。
一
日
も
早
い
ワ
ク
チ
ン
、
治

療
薬
の
開
発
が
望
ま
れ
る
。

有
造
館
の
教
育
方
針
と
督
学
齋
藤
拙
堂
の
思
想

今
回
は
藩
校
創
設
の
時
か
ら
の
教
員
で
あ
り
、
講
官
、

藩
主
の
侍
講
、
郡
奉
行
を
経
て
第
三
代
督
学
と
な
っ
た

拙
堂
が
有
造
館
の
教
育
を
盛
ん
に
し
「
天
下
の
文
藩
」

と
言
わ
れ
る
ま
で
に
し
た
「
有
造
館
の
教
育
方
針
と
齋

藤
拙
堂
の
思
想
」
に
つ
い
て
、
私
の
思
い
も
入
れ
て
述

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

有
造
館
の
教
育
方
針

津
藩
学
の
学
統
は
藩
初
以
来
、
朱
子
学
、
陽
明
学
、

古
学
、
折
衷
学
等
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
藩

校
に
お
い
て
は
、
創
立
期
に
伊
藤
東
涯
の
高
弟
で
あ
る

奥
田
三
角
と
そ
の
門
弟
た
ち
が
奉
ず
る
古
学
が
最
有
力

で
あ
っ
た
た
め
、
明
治
初
年
に
藩
校
が
廃
校
に
な
る
ま

で
藩
校
儒
学
は
古
学
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
古
学
の

学
説
が
安
易
で
親
し
み
や
す
く
、
藩
士
上
下
と
も
に
こ

れ
を
好
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

藩
校
教
育
の
根
本
方
針
は
初
代
総
教
の
藤
堂
光
寛
が

撰
し
た
学
則
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
学
則
に
お
い
て

藩
校
に
お
け
る
教
書
解
釈
は
、
漢
唐
注
疏
に
よ
る
が
必

ず
し
も
こ
れ
を
固
執
せ
ず
宋
明
学
も
必
要
に
よ
り
取
り

入
れ
る
旨
謳
わ
れ
て
い
る
。

齋
藤
拙
堂
の
思
想

拙
堂
は
昌
平
黌
で
古
賀
精
里
に
学
ん
だ
朱
子
学
者
で

あ
る
。
従
っ
て
朱
子
学
の
思
想
が
根
本
に
あ
る
が
、
藩

校
の
古
学
を
基
礎
と
し
た
折
衷
主
義
に
敢
え
て
反
対
せ

ず
自
説
を
固
執
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
國
校
四
極
説
」

と
い
う
学
則
付
属
文
書
を
発
表
し
て
学
則
の
「
文
武
忠

孝
」
と
い
う
四
項
目
を
敷
衍
し
て
学
則
の
補
強
を
図
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
拙
堂
は
学
則
の
精
神
に
則
り
、
文

武
兼
学
、
道
芸
兼
修
を
藩
士
に
説
き
教
育
し
た
。
具
体

的
に
言
え
ば
、
文
を
学
問
、
武
を
経
世
、
道
は
倫
理
道

徳
、
芸
を
実
務
技
術
と
言
い
換
え
る
事
も
で
き
よ
う
。

そ
し
て
文
と
武
、
道
と
芸
は
二
に
し
て
一
、
即
ち
表
裏

一
体
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
藩
校

の
学
則
に
あ
り
、
ま
た
拙
堂
の
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ

ろ
に
貫
か
れ
て
い
る
基
本
的
な
考
え
方
と
言
え
る
。

顧  

問
　
中
川
　
禎
二

藩
校
有
造
館
建
学
の
流
れ
― 

そ
の
三
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拙
堂
の
思
想
の
集
約
「
士
道
要
論
」

江
戸
時
代
初
期
に
あ
っ
て
は
、
戦
国
時
代
の
粗
暴
な

武
士
に
礼
節
を
教
え
る
文
の
教
育
に
重
点
が
お
か
れ
た
。

二
百
余
年
の
泰
平
が
続
い
た
結
果
、
武
士
は
文
弱
に

な
っ
た
。
偶
々
外
圧
を
受
け
る
時
代
に
な
り
武
士
達
に

気
概
節
操
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
拙
堂
は
気

概
節
操
は
私
欲
に
覆
わ
れ
な
い
心
か
ら
生
じ
る
と
し
た
。

そ
の
よ
う
な
心
は
ど
う
し
た
ら
も
て
る
か
。
そ
れ
は
経

書
に
よ
っ
て
中
國
の
古
聖
人
の
言
行
を
学
び
そ
れ
に
習

う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
聖
人

の
教
え
は
普
遍
性
が
あ
る
と
信
じ
て
お
り
藩
校
の
儒
学

に
基
礎
を
与
え
る
考
え
方
で
あ
る
。

あ
と
が
き

今
回
は
教
育
方
針
や
思
想
を
取
り
上
げ
ま
し
た
の
で

少
し
理
論
的
に
な
り
ま
し
た
。
内
容
は
拙
堂
塾
・
齋
藤

正
和
先
生
に
監
修
頂
き
ま
し
た
。

	

続
き
は
ま
た
次
号
で

�

伊
藤　

英
次　

拙
堂
塾
へ
参
加
し
て
間
も
な
い
私
に
会
報
へ
の
投
稿

を
と
言
う
話
を
聞
い
た
時
は
心
底
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
の
参
加
の
動
機
は
軽
い
気
持
ち
で
齋
藤
拙
堂

の
こ
と
が
も
う
少
し
知
り
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
、
か

と
言
っ
て
漢
文
や
漢
詩
が
特
別
好
き
な
分
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
毎
回
齋
藤
正
和
先
生
の
詳
し
く
丁
寧
な

講
義
を
聞
い
て
い
て
少
し
ず
つ
で
す
が
理
解
が
出
来
て

き
た
の
か
と
思
い
ま
す
。

拙
堂
の
海
防
策
や
救
荒
事
宣
な
ど
は
、
今
の
世
の
中

で
も
考
え
を
巡
ら
せ
た
り
参
考
に
す
る
こ
と
が
、
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

拙
堂
が
晩
年
過
ご
し
た
茶
磨
山
荘
の
講
義
を
聞
い
て

か
ら
、
実
際
現
地
に
行
っ
て
み
ま
す
と
、
昔
の
面
影
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
時
代
を
想
像
し
ま
す
と
、
歴
史

の
ロ
マ
ン
の
よ
う
な
も
の
が
浮
か
ん
で
く
る
様
な
気
が

し
ま
す
。

古
賀
精
里
に
学
び
高
猷
公
に
重
用
さ
れ
後
に
頼
山
陽

ら
と
も
交
流
し
た
拙
堂
の
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
も
少
し

ず
つ
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
後
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

�
�

簗
田　

和
郎　

齋
藤
先
生
と
の
奇
遇
か
ら
拙
堂
先
生
の
事
蹟
を
学
べ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
安
岡
正
篤
先
生
は
　
郷
学（
郷

土
の
先
人
の
学
問
）
を
活
か
す
事
の
重
要
性
を
繰
り
返

し
説
い
て
居
ら
れ
ま
す
。
こ
の
歳
に
な
っ
て
拙
堂
先
生

と
ご
縁
が
出
来
て
、
郷
学
の
先
師
と
し
て
学
べ
る
機
会

に
恵
ま
れ
た
事
を
感
謝
し
て
居
り
ま
す
。
　

ま
し
て
拙
堂
研
究
家
で
し
か
も
そ
の
末
裔
の
齋
藤
先

生
の
ご
講
義
を
拝
聴
で
き
る
の
は
正
に
天
恵
に
等
し
い

こ
と
で
御
座
居
ま
す
。

恥
ず
か
し
な
が
ら
私
は
歴
史
に
疎
く
藤
堂
高
虎
さ
ん

の
名
前
く
ら
い
し
か
知
ら
ず
、
そ
れ
以
上
の
関
心
も
な

い
ま
ま
に
過
ご
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
拙
堂
先
生
の
思

想
学
問
に
触
れ
て
見
る
と
、
幕
末
の
漢
学
者
で
あ
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、
現
在
の
わ
が
国
の
喫
緊
の
課
題
の
一
つ

で
あ
る
国
防
問
題
に
つ
い
て
も
対
処
す
べ
き
策
を
論
じ

て
居
ら
れ
ま
す
。
拙
堂
先
生
が
如
何
に
偉
大
な
方
で

あ
っ
た
か
に
感
じ
入
る
次
第
で
す
。

わ
た
し
は
齋
藤
先
生
の
豊
か
な
博
識
の
ご
講
義
に
目

を
開
く
思
い
を
し
な
が
ら
も
、
時
に
は
難
解
な
内
容
に

悩
ん
だ
り
し
て
参
学
し
て
い
る
の
が
実
状
で
す
。
そ
れ

で
も
先
生
の
ご
講
義
を
傾
聴
せ
ず
に
居
れ
な
い
の
は
、
先

生
が
情
熱
を
以
て
真
実
を
教
え
て
下
さ
っ
て
い
る
か
ら

だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
お
教
え
を
単
に
知
識
と
し
て

学
ぶ
の
で
は
な
く
、
活
学
の
糧
と
し
て
一
燈
照
隅
に
生

か
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
凡
夫
で
御
座
居
ま
す
が
今
後

と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

に
参
加
し
て

塾

堂

拙

桜満開の津偕楽公園
「拙堂齋藤先生碑」

R2・4・6  byT、N
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齋
藤
拙
堂
を
広
く
知
っ
て
頂
く
こ
と
を
目
的
に
新
規

事
業
と
し
て
出
張
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

齋
藤
拙
堂
の
偉
業
を
子
供
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
う
こ

と
と
共
に
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
と
郷
土
愛
を
深
め
る
こ

と
を
目
的
と
し
講
座
を
実
施
し
ま
し
た
。

子
供
達
か
ら
「
拙
堂
の
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
」「
津

の
偉
い
人
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
た
」
養
正
小
学
校

の
子
供
か
ら
は
「
養
正
小
学
校
の
ル
ー
ツ
が
分
か
っ
た
」

な
ど
反
響
は
あ
っ
た
。

本
事
業
に
つ
い
て
は
、
更
に
子
供
た
ち
に
知
っ
て
頂

く
こ
と
が
大
事
で
あ
り
継
続
し
て
い
き
ま
す
。

一
、
日
　
時
　
令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

　
　
場
　
所
　
津
市
立
養
正
小
学
校

　
　
参
加
者
　
六
年
生
　
四
十
七
名

二
、
日
　
時
　
令
和
元
年
十
二
月
三
日

　
　
場
　
所
　
津
市
立
西
橋
内
中
学
校

　
　
参
加
者
　
一
年
生
　
百
十
二
名

　
　
　

三
、
日
　
時
　
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

　
　
場
　
所
　
津
市
立
南
立
誠
小
学
校

　
　
参
加
者
　
六
年
生
　
八
十
六
名

内
　
容
（
四
十
五
分
）

　
①
校
長
挨
拶

　
②
Ｄ
Ｖ
Ｄ
放
映
（
齋
藤
拙
堂
と
は
）

　
③
講
義
　「
齋
藤
拙
堂
が
学
ん
だ
こ
と
」

　
　
講
師
　
拙
堂
会
顧
問
　
齋
藤
正
和
先
生

　
④
質
疑
応
答

西橋内中学校
南立誠小学校

養正小学校

皆
様
ご
存
知
の
よ
う
に
本
年
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
発
生
・
大
感
染
」
と
い
う
異
常
事
態
が
起
こ
り
ま

し
て
世
界
中
に
大
混
乱
を
招
い
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
中
で
津
市
か
ら
も
「
不
特
定
多
数
が
集
ま
る
イ
ベ
ン

ト
は
出
来
る
だ
け
自
粛
し
て
ほ
し
い
と
の
」
提
示
が
な

さ
れ
、
拙
堂
会
で
も
幹
部
役
員
と
相
談
の
結
果
、
諸
般

の
状
況
を
考
え
、
や
む
を
得
ず
展
覧
会
全
て
を
中
止
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

出
品
し
て
い
た
だ
い
た
生
徒
さ
ん
は
も
と
よ
り
、
そ

の
指
導
に
当
た
ら
れ
た
先
生
方
、
保
護
者
の
方
々
に
大

き
な
失
望
の
念
を
与
え
ま
し
た
こ
と
に
心
よ
り
お
詫
び

申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
異
常
事
態
の
中
で
も
、
幸
い
な
こ
と
に

入
賞
者
の
方
が
既
に
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
せ
め
て
も

の
救
い
と
な
り
ま
し
た
が
、
電
話
等
で
中
止
の
件
を
連

絡
し
た
時
、
生
徒
さ
ん
本
人
よ
り
も
先
生
や
保
護
者
の

方
が
事
情
を
理
解
し
な
が
ら
も
残
念
そ
う
な
応
対
に
心

を
痛
め
ま
し
た
。

今
後
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
二
度
と
起
こ
ら
な
い
よ

う
に
祈
っ
て
い
ま
す
。

出
品
概
要
は
、
小
学
生
三
百
二
十
九
名
、
中
学
生
六

十
九
名
、
合
計
三
百
九
十
八
名
で
入
賞
者
総
数
は
五
十

第
三
回
齋
藤
拙
堂
顕
彰

第
三
回
齋
藤
拙
堂
顕
彰

　
　
　

　
　
　

   
   

小
中
学
生
書
道
展

小
中
学
生
書
道
展

稲
垣
　
武
嗣

齋
藤
拙
堂
顕
彰

齋
藤
拙
堂
顕
彰

　　     
     

出
張
講
座
開
催
さ
れ
る

出
張
講
座
開
催
さ
れ
る
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六
名
で
し
た
。

入
賞
さ
れ
た
方
に
は
郵
送
等
で
賞
状
と
副
賞
を
お
届

け
し
ま
し
た
。
入
賞
者
の
方
は
別
記
の
通
り
で
す
。

尚
、
来
年
の
第
四
回
展
は
、
令
和
三
年
三
月
十
二
日

（
金
）
か
ら
十
四
日
（
日
）
の
日
程
で
開
催
す
る
こ
と
が

内
定
し
て
い
ま
す
の
で
今
回
以
上
の
多
く
の
応
募
を
期

待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

小
学
生
の
部

津
市
市
長
賞

　
森
田
　
瑚
都
　
　
松
阪
市
立
港
小
学
校
六
年

津
市
議
会
議
長
賞

　
野
島
　
　
葉
　
　
津
市
立
豊
津
小
学
校
三
年

津
市
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

　
宮
武
　
百
花
　
　
津
市
立
西
が
丘
小
学
校
四
年
　

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
会
長
賞

　
赤
尾
　
衣
織
　
　
津
市
立
豊
が
丘
小
学
校
一
年

　
鈴
木
　
奏
美
　
　
津
市
立
高
野
尾
小
学
校
二
年

　
横
山
　
颯
祐
　
　
津
市
立
立
成
小
学
校
二
年

　
三
井
　
遥
香
　
　
津
市
立
南
立
誠
小
学
校
三
年

　
市
川
　
湊
介
　
　
津
市
立
片
田
小
学
校
三
年

　
平
手
　
綾
華
　
　
津
市
立
立
成
小
学
校
四
年

　
岡
田
　
珠
和
　
　
松
阪
私
立
揥
水
小
学
校
四
年

　
小
島
　
由
菜
　
　
松
阪
市
立
徳
和
小
学
校
四
年

　
市
川
ひ
な
の
　
　
津
市
立
片
田
小
学
校
五
年

　
岩
﨑
　
舞
羽
　
　
津
市
立
豊
が
丘
小
学
校
五
年

　
伊
藤
　
来
瞳
　
　
松
阪
市
立
天
白
小
学
校
六
年

　
岩
佐
　
琉
嘉
　
　
津
市
立
高
茶
屋
小
学
校
六
年

　
羽
田
　
琉
華
　
　
津
市
立
南
が
丘
小
学
校
六
年

特
　
選

　
田
原
　
悠
菜
　
　
津
市
立
南
が
丘
小
学
校
一
年

　
森
本
　
愛
久
　
　
学
校
法
人
津
田
学
園
小
学
校
一
年

　
廣
田
　
蝶
羽
　
　
松
阪
市
立
天
白
小
学
校
一
年

　
平
岡
　
希
望
　
　
津
市
立
豊
が
丘
小
学
校
二
年

　
濱
口
　
史
緒
　
　
津
市
立
立
成
小
学
校
二
年

　
渡
邉
　
真
央
　
　
鈴
鹿
市
立
庄
野
小
学
校
二
年

　
橋
本
　
羽
桜
　
　
松
阪
私
立
揥
水
小
学
校
二
年

　
坂
本
　
朱
嶺
　
　
津
市
立
安
東
小
学
校
三
年

　
村
田
　
樹
仁
　
　
松
阪
市
立
第
五
小
学
校
三
年

　
阪
　
　
佳
歩
　
　
津
市
立
豊
津
小
学
校
三
年

　
濱
田
　
乃
愛
　
　
津
市
立
豊
津
小
学
校
三
年

　
下
元
　
勇
輝
　
　
津
市
立
栗
真
小
学
校
三
年

　
中
川
　
華
恵
　
　
松
阪
市
立
徳
和
小
学
校
四
年

　
松
村
　
彩
葉
　
　
松
阪
市
立
山
室
小
学
校
四
年

　
八
十
島
史
琉
　
　
津
市
立
立
成
小
学
校
四
年

　
小
野
　
祐
佳
　
　
津
市
立
立
成
小
学
校
四
年

　
北
河
　
　
昊
　
　
松
阪
市
立
花
岡
小
学
校
四
年

　
河
口
　
絢
香
　
　
津
市
立
片
田
小
学
校
五
年

　
真
川
　
　
翠
　
　
津
市
立
村
主
小
学
校
五
年

　
出
口
　
ゆ
い
　
　
津
市
立
立
成
小
学
校
五
年

　
坂
本
　
絢
香
　
　
津
市
立
安
東
小
学
校
五
年

　
渡
邊
　
史
結
　
　
津
市
立
立
成
小
学
校
五
年

　
大
平
　
陵
輔
　
　
明
和
町
立
修
正
小
学
校
五
年

　
安
村
　
美
海
　
　
鈴
鹿
市
立
明
生
小
学
校
六
年

　
前
川
　
心
優
　
　
津
市
立
豊
が
丘
小
学
校
六
年

　
阿
部
　
真
悠
　
　
松
阪
市
立
天
白
小
学
校
六
年

　
木
谷
　
綾
葉
　
　
松
阪
市
立
西
黒
部
小
学
校
六
年

　
丸
山
　
奈
子
　
　
津
市
立
南
が
丘
小
学
校
六
年

　
西
田
　
洋
輝
　
　
津
市
立
桃
園
小
学
校
六
年

中
学
生
の
部

津
市
市
長
賞

　
松
永
　
彩
愛
　
　
津
市
立
朝
陽
中
学
校
三
年

津
市
議
会
議
長
賞

　
小
野
　
花
華
　
　
津
市
立
西
郊
中
学
校
一
年

津
市
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

　
小
瀬
古
　
華
　
　
学
校
法
人
三
重
中
学
校
二
年
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「
第
四
回
齋
藤
拙
堂
顕
彰
俳
句
短
歌
の
募
集
は
、
俳

句
百
四
十
八
句
、（
応
募
者
数
三
十
四
名
）
短
歌
三
十
七

首
（
応
募
者
数
九
名
）
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ
、
俳
句
は

山
﨑
満
世
、
短
歌
は
中
川
佐
和
子
、
の
選
に
よ
り
津
市

長
賞
を
は
じ
め
、
以
下
の
作
品
が
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

俳
句
の
部

津
市
市
長
賞

次
の
風
ま
で
の
余
力
や
木
の
葉
落
つ

	

松
阪
市
　
瀬
川
　
友
子

　
選
評
　	

ひ
と
ふ
き
の
風
に
散
っ
た
木
の
葉
だ
が
、
ま

た
継
ぎ
の
風
ま
で
の
力
を
余
し
枝
に
し
が
み

つ
い
て
い
る
。

　
　
　
　
木
の
葉
へ
の
視
線
が
鋭
い
句

津
市
議
会
議
長
賞

露
け
し
や
遺
訓
に
学
ぶ
令
和
の
世

	

津
市
　
白
木
ひ
ろ
海

　
選
評
　	

令
和
に
な
っ
た
今
こ
そ
拙
堂
の
教
え
を
学
ぶ

べ
き
で
は
な
い
の
か
。
き
ら
め
く
露
の
し
っ

と
り
と
し
た
中
で
の
感
慨
。
露
の
世
と
い
う

捉
え
方
も
奥
が
深
い
。

津
市
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

公
園
の
野
鴨
せ
こ
せ
こ
師
走
月

	

津
市
　
井
村
　
晃
市

　
選
評
　	

水
べ
り
の
鴨
が
落
ち
着
か
な
い
が
、
楽
し
そ

う
に
も
見
え
る
。
せ
こ
せ
こ
の
措
辞
が
師
走

の
気
分
を
表
現
し
て
い
て
リ
ア
ル
で
も
あ
る
。

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
会
長
賞

拙
堂
も
好
み
し
伊
勢
の
初
鰹

	

津
市
　
湯
浅
　
重
好

　
選
評
　	

拙
堂
翁
の
好
ん
だ
も
の
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら

れ
る
が
、
初
鰹
だ
ろ
う
。
伊
勢
の
言
葉
を
入

れ
る
こ
と
に
よ
り
句
に
弾
み
と
明
る
さ
を
も

た
ら
し
た
。

佳
　
作津

ま
つ
り
を
待
つ
子
の
憂
し
や
颱
風
圏

	

津
市
　
長
井
　
順
子
　

偕
楽
と
い
う
名
に
集
ふ
春
の
宵

	

津
市
　
澤
口
　
真
理
　

鳴
子
手
に
安
濃
津
よ
さ
こ
い
秋
果
て
る

	

津
市
　
松
井
麻
璃
奈
　

百
舌
鳥
な
い
て
拙
堂
墓
所
の
木
の
間
か
な

	

津
市
　
内
田
　
寿
子
　

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
会
長
賞

　
福
島
　
沙
樹
　
　
津
市
立
豊
里
中
学
校
三
年

　
伊
藤
　
真
央
　
　
松
阪
市
立
三
雲
中
学
校
二
年

　
田
幡
冴
空
夏
　
　
学
校
法
人
セ
ン
ト
ヨ
ゼ
フ
女
子
学
園
中
学
校
二
年

　
三
井
　
愛
弓
　
　
津
市
立
橋
北
中
学
校

　
取
嶋
　
綾
音
　
　
玉
城
町
立
玉
城
中
学
校
一
年

　
小
川
　
千
晶
　
　
学
校
法
人
三
重
中
学
校
一
年

特
　
選

　
中
川
　
友
梨
　
　
津
市
立
朝
陽
中
学
校
一
年

　
藤
井
　
未
来
　
　
津
市
立
豊
里
中
学
校
二
年
　

  

俳
句
、
短
歌
応
募
作
品

俳
句
、
短
歌
応
募
作
品

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

  

選
考
結
果

選
考
結
果
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寒
昴
向
か
い
は
知
多
の
灯
ぞ
と
も
る

	

津
市
　
種
田
　
啓
子
　

お
七
夜
の
僧
も
出
店
を
覗
き
け
り

	

津
市
　
奥
山
　
　
功
　

拙
堂
翁
遺
筆
温
か
秋
深
し

	

津
市
　
岩
脇
美
甫
子
　

拙
堂
も
訪
ね
し
こ
ぶ
湯
木
の
実
降
る

	

津
市
　
岩
脇
久
美
子
　

登
り
雨
下
り
は
晴
れ
て
梅
見
入
る

	

津
市
　
久
松
　
敬
和
　

照
紅
葉
拙
堂
お
は
す
塔
世
山

	

津
市
　
宮
下
満
寿
美
　

短
歌
の
部

今
回
の
応
募
作
品
は
、
拙
堂
自
身
の
こ
と
、
入
得
門

の
こ
と
、
津
の
街
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

印
象
深
い
作
品
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

次
の
回
も
ま
た
よ
り
良
い
作
品
の
参
加
を
期
待
致
し

て
居
り
ま
す	

津
市
市
長
賞

月
ヶ
瀬
に
た
ゆ
る
こ
と
な
き
梅
の
花

　
　
　

拙
堂
あ
ゆ
み
し
道
今
に
見
ゆ

	

伊
賀
市
　
世
古
　
　
浩
　

　
選
評
　	

梅
の
名
所
で
あ
る
あ
の
月
ヶ
瀬
を
拙
堂
も
歩

い
た
で
あ
ろ
う
と
思
い
つ
つ
今
作
者
自
身
も

歩
い
て
拙
堂
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。

津
市
議
会
議
長
賞

津
城
址
を
め
ぐ
り
て
立
て
る
冬
木
立
に

　
　
　

添
ひ
て
咲
き
を
り
つ
は
ぶ
き
の
花

	

津
市
　
山
下
　
幸
子
　

　
選
評
　	

津
城
址
を
め
ぐ
り
つ
ゝ
作
者
の
眺
め
た
光
景

を
端
的
に
詠
む
。

　
　
　
　	
冬
木
立
と
つ
は
ぶ
き
の
花
の
対
比
が
鮮
や
か

で
印
象
的
で
あ
る
。

津
市
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

小
春
日
の
窓
辺
に
差
し
込
む
図
書
館
の

　
　
　
昔
日
忍
ぶ
有
造
館
跡

	

津
市
　
井
村
久
仁
子
　

　
選
評
　	

図
書
館
の
窓
辺
に
立
ち
在
り
し
日
の
有
造
館

を
偲
ぶ
作
者
の
思
い
が
一
読
し
て
伝
わ
っ
て

く
る
。

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
会
長
賞

滔
々
と
歴
史
を
刻
む
入
徳
門

　
　
　
今
尚
息
吹
く
拙
堂
の
教
え

	

大
津
市
　
森
永
　
昌
雄
　

　
選
評
　	

当
時
の
人
々
も
く
ぐ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
入

徳
門
。
今
も
延
々
と
続
く
拙
堂
の
教
え
を
胸

に
刻
ん
で
い
る
作
者
が
み
え
る
。

佳
　
作見

慣
れ
た
る
唐
人
踊
り
し
ゃ
ご
馬
に

　
　

今
年
も
元
気
貰
ひ
て
を
り
ぬ

	

津
市
　
若
林
　
照
子

め
ら
め
ら
と
登
る
太
陽

　
　

出
艇
の
ヨ
ッ
ト
は
頭
に
火
を
つ
け
て
行
く

	

津
市
　
中
川
　
政
郎



（9）2020年（令和2年）7月1日 齋藤拙堂顕彰会会報 第8号　

令
和
二
年
度
拙
堂
会
総
会
報
告

令
和
二
年
度
拙
堂
会
総
会
報
告

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
防
止
対
策
と
し
て
、

皆
様
の
健
康
安
全
を
図
る
こ
と
を
最
優
先
に
考
え
令
和

二
年
度
の
総
会
の
議
題
は
、
書
面
に
よ
る
審
議
と
し
ま

し
た
。

議
題
の
賛
否
は
六
月
六
日
に
集
計
の
と
こ
ろ
、
各
議

題
は
賛
成
多
数
で
承
認
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
以
下
、
こ

れ
を
要
約
し
て
報
告
し
ま
す
。

令
和
元
年
度
事
業
報
告

令
和
元
年
度
事
業
報
告

1
．
拙
堂
會
報
発
行

　
　
六
月
一
日
　
　
第
六
号
発
行

　
　
十
二
月
一
日
　
第
七
号
発
行

2
．
齋
藤
拙
堂
顕
彰
出
張
講
座
の
実
施

	

（
講
師
　
齋
藤
正
和
顧
問
）

　
　
養
正
小
学
校
　
　
十
一
月
二
十
二
日

　
　
西
橋
内
中
学
校
　
十
二
月
三
日

　
　
南
立
誠
小
学
校
　
十
二
月
二
十
日

3
．
拙
堂
塾
の
開
催 

（
講
師
　
齋
藤
正
和
顧
問
）

　
　
場
所
　
橋
北
公
民
館

　
第
一
回
「
伝
記
」	

六
月
二
十
三
日

　
第
二
回
「
拙
堂
の
家
系
と
生
い
立
ち
」

	

七
月
二
十
八
日

第
三
回
「
拙
堂
と
武
士
道
」	

八
月
二
十
五
日

第
四
回
「
津
附
近
を
描
い
た
拙
堂
の
文
章
」

	

九
月
十
五
日

第
五
回
「
津
を
詠
む
詩
」	

十
月
二
十
七
日

第
六
回
「
猪
飼
敬
所
に
与
え
た
書
を
読
む
」

	

十
一
月
二
十
四
日

第
七
回
「
救
荒
事
宜
」	

十
二
月
十
七
日

第
八
回
「
海
防
論
」	

一
月
二
十
日

第
九
回
「
茶
磨
山
荘
と
詩
文
」	

二
月
十
六
日

	

第
十
回
以
降
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
為
中
止

と
な
り
ま
し
た
。

4
．
齋
藤
拙
堂
顕
彰
講
演
会
の
開
催

　
第
一
回
「
齋
藤
拙
堂
の
人
物
と
事
績
」

　
　
　
　
　
講
師
　
齋
藤
正
和
顧
問

　
　
　
　
　
五
月
二
十
三
日
　
橋
北
公
民
館

　
第
二
回
「
齋
藤
拙
堂
に
学
ぼ
う
」

　
　
　
　
　
講
師
　
齋
藤
正
和
顧
問

　
　
　
　
　
十
月
二
日
　
　
　
中
央
公
民
館

　
第
三
回
「
齋
藤
拙
堂
と
月
ヶ
瀬
の
観
梅
」

　
　
　
　
　
講
師
　
加
藤
龍
宗
会
長

　
　
　
　
　
十
一
月
十
五
日
　
津
南
防
災

5
．
齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
「
第
4
回
俳
句
・
短
歌
」
の
募
集

 

（
十
月
一
日
～
十
二
月
十
日
）

　
本
紙
七
～
八
頁
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

6
．�

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
・
第
3
回
小
中
学
生
書
道
展
作

品
募
集	

（
十
二
月
二
日
～
一
月
十
九
日
）

　
本
紙
五
～
七
頁
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　	

作
品
展
示
会
三
月
六
日
～
八
日
、
表
彰
式
三
月
八

日
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
た
め
中
止

と
な
り
ま
し
た
。

7
． 

齋
藤
拙
堂
顕
彰
第
四
回
吟
道
大
会
と
俳
句
・
短
歌

の
表
彰
式
は
三
月
二
十
二
日
開
催
の
予
定
で
あ
り

ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
た
め

中
止
と
な
り
ま
し
た
。

8
．	

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
」
は
十
一
月
に
開
設

9
． 

会
員
増
強
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
拡
大
・
新
規
事

業
の
取
組
等
必
要
な
資
金
調
達
を
目
的
に
会
員
の

増
強
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
団
体
会
員
二
十
七
社

三
十
三
口
（
六
社
八
口
の
増
加
）
個
人
会
員
一
七

五
人	

一
八
一
・
五
口
（
ピ
ー
ク
時
一
八
三
人	

一

八
九
・
五
口
）（
六
〇
人	

六
五
・
五
口
の
増
加
と

な
り
ま
し
た
。

令
和
元
年
度
決
算
報
告
及
び
監
査
報
告

令
和
元
年
度
決
算
報
告
及
び
監
査
報
告

決
算
報
告
　
収
入
合
計
　
七
五
五
、
七
六
〇
円

　
　
　
　
　
支
出
合
計
　
七
五
五
、
七
六
〇
円

（	

事
業
費
五
〇
三
、
〇
五
九
円
・
運
営
費
一
七
八
、
四
二

七
円
・
繰
越
金
七
四
、
二
七
四
円
）
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監
査
報
告
　
会
計
は
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
。

	

監
事
　
菅
野
克
也
・
國
分
昭
男

令
和
二
年
度
事
業
計
画

令
和
二
年
度
事
業
計
画

1
．
拙
堂
會
報
発
行

　
　
七
月
一
日
　
　
第
八
号

　
　
十
二
月
一
日
　
第
九
号

2
．
齋
藤
拙
堂
顕
彰
出
張
講
座
の
実
施

3
．
拙
堂
塾
の
開
催

4
．�

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
「
第
5
回
俳
句
・
短
歌
」
の
募

集
期
間

　
令
和
二
年
十
月
一
日
（
木
）

	

～
十
二
月
十
日
（
木
）

5
．�

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
・
第
4
回
小
中
学
生
書
道
展
」

作
品
募
集

　
令
和
二
年
十
二
月
一
日
（
火
）

	

～
令
和
三
年
一
月
十
六
日
（
土
）

　
書
道
展

　
令
和
三
年
三
月
十
二
日
（
金
）

	

～
三
月
十
四
日
（
日
）

	

リ
ー
ジ
ョ
ン
プ
ラ
ザ

6
．�

齋
藤
拙
堂
顕
彰
第
5
回
吟
道
大
会
と
俳
句
・
短
歌

表
彰
式

　
　
令
和
三
年
三
月
二
十
一
日
（
日
）

　
　
場
所
　
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

7
．	

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
」
の
更
新

令
和
二
年
度
予
算

令
和
二
年
度
予
算

収
入
合
計
　
八
九
〇
、
二
七
六
円

支
出
合
計
　
八
九
〇
、
二
七
六
円

（	

事
業
費
五
七
五
、
二
〇
〇
円
・
運
営
費
一
五
八
、
〇

〇
〇
円
・
繰
越
金
一
五
七
、
〇
七
六
円
）

会
員
の
増
強
に
関
す
る
件

会
員
の
増
強
に
関
す
る
件

事
業
の
拡
大
・
新
規
事
業
の
取
組
な
ど
に
必
要
な
安

定
し
た
資
金
の
調
達
を
目
的
に
、
会
員
の
増
強
に
取
り

組
み
ま
す
。
目
標
団
体
三
先
増
（
総
数
三
十
先
）
個
人

三
十
人
（
総
数
二
〇
〇
人
）

新
規
事
業
「
拙
堂
著
作
の
翻
訳
事
業
」
に
着
手
す
る
件

新
規
事
業
「
拙
堂
著
作
の
翻
訳
事
業
」
に
着
手
す
る
件

齋
藤
拙
堂
著
作
の
漢
文
・
漢
詩
・
古
文
の
翻
訳
事
業

の
準
備

新
理
事
と
事
務
分
担
及
び
新
監
事
に
関
す
る
件

新
理
事
と
事
務
分
担
及
び
新
監
事
に
関
す
る
件

退
任
す
る
理
事
四
名
の
補
充
、
新
規
事
業
を
担
当
す

る
新
理
事
の
選
任
二
名
及
び
監
事
の
交
替
と
新
規
執
行

理
事
の
指
名
を
す
る
。

新
理
事
　
澤
口
　
真
理
（
漢
文
翻
訳
）

　
　
　
　
村
主
　
英
明
（
津
市
広
報
）

　
　
　
　
高
岡
　
弘
典
（
漢
文
翻
訳
）

　
　
　
　
田
矢
　
修
介
（
津
市
広
報
）

新
監
事
　
米
田
　
豊
山

現
理
事
の
事
務
分
担
追
加

　
　
　
　
小
林
　
貴
虎
（
三
重
県
広
報
）

　
　
　
　
水
谷
　
忠
文
（
総
務
）

退
任
す
る
理
事

　
　
　
　
岡
　
　
重
夫

　
　
　
　
中
川
佐
和
子

　
　
　
　
米
田
　
豊
山

　
　
　
　
三
藤
　
治
喜

退
任
す
る
監
事

　
　
　
　
菅
野
　
克
也

拙
堂
会
理
事
、
三
藤
治
喜
様
に
は
令
和
二
年
四

月
二
十
九
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
。
三
藤
様
に
は
、
理
事
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


