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総
勢
百
七
十
名
が
参
加　　　　　　　

　　　　　　

第
二
十
三
回
総
会
盛
り
上
が
る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会
長 

柳 

澤   

尚

第
二
十
三
回
定
期
総
会
は
、
上
本
町

ホ
テ
ル
ア
ウ
ィ
ー
ナ
に
て
開
催
。
冷

え
込
み
の
厳
し
い
朝
、
次
か
ら
次
へ
と
会

員
の
皆
さ
ん
の
元
気
な
顔
が
揃
い
始
め
る
。

神
山
町
か
ら
は
バ
ス
二
台
が
早
朝
に
出

発
。
後
藤
町
長
、
岩
丸
県
会
議
員
を
は

じ
め
３
９
名
も
の
皆
さ
ん
が
駆
け
つ
け
て
く

れ
る
。
子
供
浄
瑠
璃

“
す
だ
ち
座
”
の
学

童
た
ち
十
七
名
も
今
回
初
め
て
参
加
。
ま

た
、
地
元
大
阪
か
ら
も
、
木
岡
連
合
会

会
長
、
並
木
大
阪
本
部
長
を
始
め
八
名

の
来
賓
の
皆
さ
ん
。
大
正
琴
の
琴
修
会
、

阿
波
踊
り
の
に
し
き
連
の
皆
さ
ん
も
参
加

い
た
だ
き
、
参
加
者
は
総
勢
百
七
十
名
。

総
会
は
大
い
に
盛
り
上
が
る
。

と
り
わ
け
子
供
浄
瑠
璃

“
す
だ
ち
座
”
の
学
童
た
ち
に
よ
る
傾

城
阿
波
の
鳴
門
・
巡
礼
歌
の
上
演
に
は
感
動
の
涙
。
三
十
分

間
拍
手
も
忘
れ
て
子
供
た
ち
の
人
形
遣
い
に
引
き
込
ま
れ
る
。
恒

例
の
物
産
展
も
大
変
な
賑
わ
い
。
旬
の
市
・
神
山
の
人
た
ち
も
テ
ン

テ
コ
舞
。
ふ
る
里
の
香
り
た
っ
ぷ
り
の
お
土
産
を
両
手
に
帰
り
に
つ
く

会
員
の
皆
さ
ん
の
笑
顔
が
印
象
的
。

私
た
ち
ふ
る
里
・
神
山
町
、
今
、
過
疎
の
波
に
洗
わ
れ
て
い
ま
す
。

町
の
皆
さ
ん
が
懸
命
の
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の

隣
り
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
国
が
あ
る
。
人
口
四
百
五
十
万
人
。

そ
ん
な
に
大
き
な
国
で
は
な
い
。
し
か
し
、
世
界
各
地
に
は
八
千
万

人
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
生
活
し
て
い
ま
す
。

歴
代
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
役
半
数
は
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
系
の
人
。
現
オ
バ
マ
大
統
領
の
お
母

さ
ん
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
。
有
名
な
ケ
ネ
デ
ィ

一
家
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
住
者
で
す
。

十
九
世
紀
の
初
め
に
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
に
病
気

が
発
生
し
全
滅
し

ま
し
た
。

主

食
で

あ
る
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が

な
く
な
り
、
こ
れ
で

は
餓
死
を
す
る
、
と

多
く
の
人
達
が
↘

↘
海
外
へ
移
住
し
て
い
き
ま
し
た
。
祖
国
を
離
れ

て
も
、
祖
国
に
対
し
て
の
思
い
入
れ
は
強
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
祖
国
の
祭
り
や
慶
事
に
は
訪
れ
て
行

事
に
も
参
加
。

神
山
町
も
今
、
過
疎
の
波
に
洗
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
近
畿
に
は
神
山
町
出
身
者
が
た
く
さ

ん
い
ま
す
。
近
畿
神
山
会
を
足
場
に
交
流
を
深
め
、

さ
ら
に
は
神
山
町
と
の
交
流
も
重
ね
る
。
そ
し
て

町
作
り
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
、
皆
さ
ん
で
考

え
て
い
く
。
そ
ん
な
こ
と
を
是
非
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
四
月
六
日
に
は
ふ
る
さ
と
訪
問
バ
ス
ツ
ア
ー

を
計
画
し
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
皆
さ
ん
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

   

喜
寿
傘
寿
米
寿
卒
寿
と 

登
り
行
き

　
　

 

髙
根
の
峯
に
白
寿
奉
ら
ん

　

 

病
棟
に
命
の
ベ
ル
が
鳴
り
ひ
び
く

　
　

 

ナ
ー
ス
が
走
る
夜
の
廊
下

　
 

雷
雲
が
生
駒
の
峯
を
お
お
い
つ
つ

　
　

 

滝
の
様
う
な
る
雨
降
り
し
け
る　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林 

義
鋪

(

下
分
支
部

)

 
 

佳
き
年
の
願
い
携
え
天
満
宮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん
ざ
い
賜
う
列
に
並
び
ぬ

　
　
ふ
る
里
の
伝
統
芸
能
引
き
継
ぎ
て

　
　
　
　
　
　
　
　

演
ず
る
児
ら
の
巡
礼
に
泣
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
神
山
会
総
会
に
て
）

　
　

幼
名
を
呼
び
く
れ
し
人
ま
た
ひ
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　

逝
き
て
夕
べ
の
太
白
星
ひ
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
元
会
長

・
住
友
範
明
さ
ん
を
偲
ん
で
）

　
　

帰
り
来
て
補
聴
器
は
ず
し
静
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　

部
屋
に
ひ
と
り
の
灯
り
を
と
も
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
成
二
十
六
年
新
春
短
歌
大
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
中
市
議
会
議
長
賞
受
賞
）

内
川
花
子

(

上
分
支
部

)

現
在
の
県
立
神
山
森
林
公
園
は

通
称
「
ふ
か
さ
こ
」
と
呼
ば
れ
、

盆
地
を
な
し
松
林
や
落
葉
樹
が
多

く
、
建
築
用
材
・
薪
炭
林
の
宝
庫
で

あ
り
、
家
畜
の
式
草
、
草
屋
根
用
の

藁
刈
場
な
ど
周
辺
の
人
た
ち
の
生
活

に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。

太
平
洋
戦
争
が
激
化
し
た
昭
和

十
七
年
ご
ろ
よ
り
、
軍
需
用
の

松
脂
や
根
を
採
取
し
て
、
下
の
町
ま

で
送
り
込
ん
だ
。
大
量
の
木
炭
も
生

産
さ
れ
。
若
者
は
軍
隊
で
人
手
が
な

く
、小
学
校
五
・
六
年
生
、高
等
科
一
・

二
年
生
が
大
地
谷
線
ま
で
約
三
キ
ロ

の
山
道
を
一
荷
に
担
ぐ
者
、
一
俵
を

二
人
で
運
ぶ
な
ど
し
、
ま
た
、
国
防

婦
人
会
も
、
搬
出
に
か
り
だ
さ
れ
た
。

戦
後
間
も
な
く
外
地
引
揚
者
対

策
と
し
て
、
五
家
族
が
入
植

し
た
。
昭
和
二
一
年
～
二
二
年
頃

の
こ
と
で
あ
る
。
私
の
家
族
も
父(

朝

鮮
全
羅
南
道
五
八
歳)

母
・
兄(

兵

役
か
ら
帰
国
二
四
歳)

六
歳
の
私
の

四
人
で
し
た
。
雑
木
林
を
掘
り
起
こ

し
、
あ
わ
な
ど
で
ど
う
に
か
腹
の
足
し

に
な
り
、
隠
し
帰
っ
た
僅
か
の
現
金
で

や
っ
と
の
暮
ら
し
。
電
気
は
勿
論
の
こ

と
、
水
も
僅
か
な
小
川
に
頼
る
。
幼

い
私
は
山
羊
や
ウ
サ
ギ
・
鶏
の
餌
係

の
ま
ね
ご
と
。
生
活
用
品
・
肥
料
な

ど
は
兄
が
天
秤
棒
で
四
キ
ロ
下
の
店

か
ら
担
ぎ
あ
げ
。
通
学
は
片
道
一
時

間
く
ら
い
、
自
分
で
編
ん
だ
わ
ら
草

履
で
雨
の
日
も
雪
の
日
も
。
行
き
帰

り
に
は
川
魚
、
雑
草
な
ど
何
で
も
↘

↘
食
べ
た
。
季
節
に
よ
り
違
っ
た
が
、朝
、

家
を
出
る
時
刻
は
稜
線
の
陰
を
見
て

感
に
頼
っ
て
い
た
。
炭
運
び
や
ド
ン
グ
リ

拾
い
の
バ
イ
ト
で
後
に
時
計
も
買
っ
た
。

父
は
漢
詩
な
ど
の
趣
味
が
あ
っ
た
ら

し
く
、
東
西
の
龍
王
山
に
抱
か

れ
た
こ
の
地
を｢

龍
王
平｣

と
名
付
け

広
め
た
。
隣
り
に
二
つ
年
下
の
女
の
子

が
い
て
、
期
末
試
験
で
は
地
区
ご
と
に

評
価
さ
れ｢

龍
王
平｣

は
一
位
で
表

彰
さ
れ
る
こ
と
多
か
っ
た
。
教
室
で
教

師
か
ら｢

ラ
ン
プ
で
勉
強
し
て
る
の
に
、

ほ
か
の
や
つ
は
何
や
っ
て
ん
の
や｣

と
褒

め
ら
れ
た
の
が
唯
一
嬉
し
か
っ
た
。
西

の
龍
王
山
に
は
松
の
大
木
が
あ
り
、
キ

ツ
ツ
キ
の
コ
ツ
コ
ツ
音
が
耳
に
残
っ
て
い

る
。
虫
に
や
ら
れ
て
今
は
な
い
。
山
は

上
鮎
喰
か
ら
見
え
て
い
た
。
中
学
二
年

ま
で
七
年
間
、
辛
い
こ
と
も
多
か
っ
た

だ
ろ
う
に
、
今
思
え
ば
、
そ
ん
な
暮
ら

し
が
で
き
た
事
に
感
謝
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
五
家
族
は
昭
和
三
七
年

前
後
に
、
こ
の｢

龍
王
平
開
拓

団｣

を
去
っ
た
。
当
時
の
面
影
は
何

一
つ
残
っ
て

な
い
。
西
の

龍
王
山
だ
け

だ
。
森
林
公

園

が

開

設

さ
れ
て
か
ら

二
五
年
、
町

内
外
か
ら
多

く
の
観
光
や

憩
い
を
求
め

て
賑
わ
っ
て
い
る
。

    

森
林
公
園
は
、
そ
の
頃
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