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広報 4

　
斎
藤
実
は
現
在
の
岩
手
県
出
身
の
海
軍
軍

人
、政
治
家
で
す
。
明
治
39
年
（
１
９
０
６
）

か
ら
約
８
年
間
海
軍
大
臣
を
つ
と
め
、
大

正
８
年
（
１
９
１
９
）
に
は
第
３
代
朝
鮮

総
督
に
就
任
し
ま
す
。
現
役
の
首
相
で
あ

っ
た
犬い

ぬ
か
い養
毅つ

よ
し
が
暗
殺
さ
れ
た
昭
和
７
年

（
１
９
３
２
）
の
五・
一
五
事
件
直
後
に
内
閣

総
理
大
臣
に
就
任
、
約
２
年
間
首
相
の
座
に

あ
り
ま
し
た
。
首
相
在
任
中
に
は
国
際
連
盟

の
脱
退
を
日
本
政
府
と
し
て
表
明
（
昭
和
８

年
）す
る
な
ど
激
動
の
時
代
を
生
き
ま
し
た
。

　
昭
和
11
年
（
１
９
３
６
）
２
月
26
日
、
陸

軍
中
堅
・
青
年
将
校
ら
が
起
こ
し
た
ク
ー
デ

タ
ー
未
遂
事
件
（
二・
二
六
事
件
）
に
よ
っ

て
暗
殺
さ
れ
ま
す
。
享
年
77
歳
。

　
斎
藤
は
一
宮
の
新
地
に
別
荘
を
有
し
て
お

り
、
大
正
３
年
（
１
９
１
４
）
に
海
軍
大
臣

を
辞
し
て
か
ら
は
１
年
間
の
大
半
を
こ
の
別

荘
で
過
ご
し
た
と
い
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
暗
殺
さ
れ
る
前
夜
の
昭
和
11
年

２
月
25
日
、
斎
藤
は
ア
メ
リ
カ
大
使
公
邸
で

ジ
ョ
セ
フ
・
グ
ル
ー
駐
日
大
使
と
夕
食
を
と

も
に
し
、
ト
ー
キ
ー
（
発
声
映
画
）
を
鑑
賞

し
て
い
ま
す
。
途
中
で
退
席
し
て
別
荘
に
行

く
予
定
で
し
た
が
、
結
局
最
後
ま
で
映
画
を

【
問
合
せ
】
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

一
宮
町
の
歴
史
特
集

　「
一
宮
町
ゆ
か
り
の
人
々
㉕
」

斎
藤
実ま

こ
と（
１
８
５
８
〜
１
９
３
６
）

城
の
御
城
印
と
も
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
し
、
巡
回
ル
ー
ト
上
で
、
地
元
産
物
を

販
売
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

一
宮
の
町
中
に
は
、
玉
前
神
社
・
観
明
寺

を
は
じ
め
、
お
寺
や
神
社
が
、
近
い
範
囲
で

立
地
し
て
い
ま
す
。
ま
た
東
浪
見
も
、
軍
荼

利
様
か
ら
は
じ
め
て
、
釣
ヶ
崎
海
岸
の
鳥
居

前
ま
で
の
間
に
、
十
分
な
数
の
寺
社
が
数
え

ら
れ
、
参
拝
者
は
、
歩
い
て
七
福
神
め
ぐ
り

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
町
の
お
正
月

を
も
っ
と
賑
や
か
で
、
消
費
を
喚
起
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
プ
ラ
ン
に
参
加
し
て
い

た
だ
け
る
か
否
か
は
、
各
寺
社
そ
れ
ぞ
れ
の

ご
意
向
に
よ
り
ま
す
。
し
か
し
、
寺
社
の
皆

さ
ま
に
は
、
社
務
所
や
庫
裏
で
ご
対
応
い
た

だ
く
形
に
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
手
間
が
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
観
明
寺
で
は
、
す

で
に
「
浜
の
七
福
神
」
の
経
験
も
お
持
ち
で

す
。わ

た
く
し
は
、コ
ロ
ナ
が
終
わ
っ
た
あ
と
、

小
さ
く
始
め
る
町
お
こ
し
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
こ
の
一
宮
七
福
神
・
東
浪
見
七
福
神
を

実
行
し
て
み
て
は
ど
う
か
、
と
思
い
な
が
ら

お
正
月
を
過
ご
し
た
の
で
す
が
、
皆
さ
ま
の

お
考
え
は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

二
度
目
の
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
、

町
の
皆
さ
ま
も
感
染
防
止
に
留
意
さ
れ
な
が

ら
、
お
正
月
を
過
ご
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま

す
。
わ
た
く
し
も
外
出
自
粛
で
過
ご
し
ま
し

た
が
、
そ
の
中
で
町
振
興
の
た
め
の
ミ
ニ
ア

イ
デ
ィ
ア
を
思
い
つ
き
ま
し
た
。

毎
回
、
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
こ
と
ば
か
り
で

は
、
皆
さ
ま
も
気
が
滅
入
っ
て
し
ま
わ
れ
る

と
思
い
ま
す
。
今
回
は
コ
ロ
ナ
の
話
題
か
ら

離
れ
て
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
紹
介
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。

そ
れ
は
、
一
宮
と
東
浪
見
に
「
七
福
神
巡

り
」
を
設
定
し
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
い

う
も
の
で
す
。
皆
さ
ま
ご
存
知
だ
と
思
い
ま

す
が
、
七
福
神
巡
り
は
、
江
戸
時
代
に
江
戸

郊
外
向
島
で
考
案
さ
れ
、
各
地
に
広
ま
り
ま

し
た
。
お
寺
や
神
社
を
7
つ
ほ
ど
選
び
、
恵

比
寿
・
大
黒
・
弁
天
・
布
袋
・
毘
沙
門
天
・

福
禄
寿・寿
老
人
の
七
福
神
の
像
を
安
置
し
、

お
正
月
に
み
ん
な
が
福
を
祈
っ
て
順
番
に
お

参
り
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
際
、
参

拝
者
は
、
記
念
の
宝
船
や
色
紙
な
ど
を
拝
受

し
な
が
ら
回
る
の
で
、
地
域
の
経
済
活
動
に

結
び
つ
き
ま
す
。
最
近
は
寺
社
の
ご
朱
印
収

集
が
ブ
ー
ム
で
す
。こ
れ
と
結
び
つ
け
れ
ば
、

ま
す
ま
す
人
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
。
駅
前
観
光
案
内
所
で
売
っ
て
い
る
一
宮 No.55

一宮町長
馬淵 昌也

（
学
芸
員
　
江
澤
一
樹
）

鑑
賞
し
て
夜
遅
く
に
帰
宅
、
別
荘
行
き
を
翌

日
に
し
た
と
い
い
ま
す
（
グ
ル
ー
『
滞
日
十

年
』）。

　
こ
の
別
荘
は
一
宮
の
別
荘
の
こ
と
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
に
「
Ｉ
Ｆ
」

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
予
定
通
り
の
行
動

を
と
っ
て
い
れ
ば
、
難
を
逃
れ
て
お
り
、
歴

史
が
少
し
変
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

▲ 斎藤実扁
へん
額
がく
「神
しん
威
い
赫
かく
赫
かく
」（昭和 10年、玉前神社所蔵）


