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展
す
る
事
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

創

立

‐２０
周
年
を
迎
え

て

浅
野
井
　
恭

明
治
の
音
、
郷
里
上
田
出
身
の
篤

学
の
士
が
集
ま

っ
て
「上
田
郷
友
会
」

を
創
立
し
、
毎
月

一
回
の
例
会
と
、

そ
の
内
容
を
紹
介
す
る

「上
田
郷
友

会
月
報
」
の
発
行
を
決
め
て
か
ら
、

今
年
で
１２０
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
月

報
も
１
４
０
６
号

（今
年
の
１
月
例

会
で
”
全
期
間
に
対
す
る
発
行
実
績

は
９８
％
）
を
数
え
ま
し
た
。
忌
わ
し

い
戦
争
時
代
と
、
国
体
も
政
治
経
済

も
根
底
か
ら
覆
さ
れ
た
歴
史
を
考
え

る
と
、
私
的
な
勉
強
会
と
し
て
の
活

動
実
績
は
稀
有
の
も
の
で
本
当
に
頭

が
下
が
り
ま
す
。

こ
の
長
い
歳
月
、
上
田
郷
友
会
を
、

あ
ら
ゆ
る
面
で
支
え
て
き
て
く
れ
ま

し
た
諸
先
輩
の
方
々
の
ご
苦
心

・
ご

努
力
に
、
心
か
ら
敬
意
と
感
謝
の
念

を
捧
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

昨
今
各
種
の
勉
強
会
が
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
殆
ど
全
て

が
講
師
を
招
聘
し
て
の
講
義
形
式
の

も
の
、
上
田
郷
友
会
の
よ
う
に
参
加

者
が
各
自
の
意
見
を
発
表
し
、
考
え

方
を
紹
介
す
る
勉
強
会
は
少
な
い
と

思
い
ま
す
。

上
田
郷
友
会
の
創
立
当
時
か
ら
、

運
営
に
つ
い
て
は

「例
会
で
演
説
せ

ん
と
す
る
も

の
は
幹
事

に
届
け
出

・こ
、
月
報
に
つ
い
て
も

「主
と
し

て
会
員
演
説
せ
る
も
の
を
載
す
」
と

決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
伝
統

は
今
も
守
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

現
在
の
会
員
も
、
皆
さ
ん
実
に
博

覧
強
記
、
ま
さ
に
多
士
済
々
と
い
う

と
こ
ろ
で
、
例
会
で
は
常
に
新
し
い

知
識
を
得
た
事
に
喜
び
と
感
動
を
覚

え
て
い
ま
す
。
私
も
古
希
を
迎
え
ま

し
た
が
、
当
会
で
は
ま
だ
ま
だ
若
手

に
属
し
新
参
者
。
い
つ
の
例
会
で
も

先
輩
諸
兄
の
博
識
と
意
気
軒
昴
さ
に

啓
蒙
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
老

入
パ
ワ
ー
（た
い
へ
ん
失
礼
で
す
が
）

に
励
ま
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

‐２０
年
。
「継
続
は
力
な
り
」
と

い

わ
れ
ま
す
が
本
当
に
歴
史
の
重
み
、

を
感
じ
ま
す
。
先
人
の
心
意
気
に
信

州
人
気
質
の
真
骨
頂
を
覚
え
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
私
た
ち
の
諸
先
輩

か
ら
今
に
語
り
継
が
れ
た
大
切
な
遺

産
を
、
如
何
に
し
て
後
世
に
伝
え
る

か
…
…
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ

れ
は
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
責
務
で

も
あ
り
ま
す
。

キ

‐２
周
年
お
目
出
度
と
う

伊
勢
亀
嘉
子

上
田
郷
友
会
の
１２０
周
年
記
念
、
誠

に
お
目
出
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

郷
友
会
と
私
の
ご
縁
は
詩
吟
の
尺

八
伴
奏
の
草
分
け
で
い
ら

つ
し
ゃ
る

田
中
栄
童
先
生

（享
年
硼
才
）
よ
り

幾
た
び
か
お
誘
い
頂
い
た
の
で
す
。

お
噂
に
よ
る
と

「長
野
の
方
は
勉
強

家
で
頭
が
良
い
」
と
伺

っ
て
お
り
ま

し
た
。
江
戸

っ
子
の
私
な
ど
と
思
い

ま
し
た
が
、
既
に
叔
父
が
入
会
し
て

居
り
ま
し
た
し
お
仲
間
入
り
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
昭
５７

・
５８
年

（９７

・

９８
回
）
の
大
会
に
は
女
優
の
入
江
た

か
子
さ
ん
も
お
見
え
で
し
た
が
女
性

は
数
人
で
し
た
。
私
も
７０
代
は
元
気

で
大
会
の
折
な
ど
少
し
で
も
賑
や
か

に
と
、
下
手
な
も
の
を
皆
様
に
お
目

に
か
け
ま
し
た
事
な
ど
、
思
い
出
す

と
恥
づ
か
し
い
限
り
で
す
。
例
会
に

は
勉
強
さ
せ
て
頂
き
感
謝
し
て
お
り

ま
す
。
私
も
い
つ
の
ま
に
か
年
老
い

て
お
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
が
、
今
後

と
も
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

歴
史
あ
る
郷
友
会
の

一
層
の
ご
発

展
を
、
お
祈
り
致
し
て
居
り
ま
す
。

十

創
立

‐２０
周
年
慶
賀沓

掛
　
一九
砥

郷
友
の
親
睦

・
奨
学
の
為
の
本
会

が
、
創
立
１２０
周
年
を
迎
え
た
事
は
、

本
当
に
慶
賀
す
可
き
事
で
あ
り
、
御

同
慶
の
至
り
で
あ
り
ま
す
。
益
々
の

発
展
充
実
を
祈
念
致
し
ま
す
。

キ

創

立

１２０
周
年

に
憶
う

小
林
　
芳
彦

郷
友
会
へ
初
め
て
参
加
し
た
の
は
、

代
表
幹
事
が
大
東
信
用
金
庫
の
矢
崎

理
事
長
さ
ん
の
時
で
あ

っ
た
。
矢
崎

さ
ん
と
は
面
識
が
あ

っ
た
し
会
の
雰

囲
気
が
和
や
か
で
あ

っ
た
の
で
好
感

の
持
て
た
集
い
で
あ

っ
た
。

そ
の
後
幾
度
か
お
誘
い
を
受
け
た

が
、
参
加
出
来
ず
結
果
と
し
て
不
熱

心
な
会
員
で
あ

っ
た
。
平
成
１５
年
後

半
か
ら
時
折
参
加
し
て
、
現
在
は
よ

う
や
く
常
連
の
仲
間
に
な
る
こ
と
が

で
き
た
。

郷
友
会
の
創
立
は
明
治
１８
年
で
あ

る
が
、
こ
の
年
明
治
維
新
の
後
始
末

が
終
わ
り
、
近
代
国
家

へ
の
骨
格
が

整

っ
て
、
初
代
総
理
大
臣
に
伊
藤
博

文
が
就
任
し
て
、
欧
米
に
追
い
付
き

追
い
越
せ
の
ス
タ
ー
ト
と
な

っ
た
。

当
時
、
青
春
の
真

っ
盛
り
で
あ

っ

た
。
諸
先
輩
方
は
、
漢
学
に
も
優
れ

て
お
ら
れ
た
の
で
、
江
戸
末
期
の
儒

学
者
廣
瀬
淡
窓
の
詠
ん
だ
漢
詩

休
道
化
舞
多
苦
辛
　
周
胞
有
夜
自
相
親

柴
扉
暁
出
霜
如
雪
　
君
汲
川
流
我
拾
薪

故
郷
を
出
て
他
郷
で
勉
学
に
励
む

の
は
苦
労
が
多

い
と
言
う
な
。
そ

こ
に
親
兄
弟
は
い
な
い
が
、
友
達

が
い
て
親
し
く
付
き
合

っ
て
い
る

で
は
な
い
か
。
早
暁
柴
の
戸
を
開

け
て
外
に
出
て
み
る
と
霜
が
雪
の

よ
う
に
真

っ
白
だ
。
朝
飯
の
支
度

の
た
め
君
は
川
に
行
き
水
を
汲
め
、

私
は
山
に
行
き
薪
を
拾

っ
て
来
よ

う
。
　

（神
渡
良
平

・
訳
参
考
）

を
参
考
に
し
て
相
共
に
扶
け
あ

っ

て
、
勉
学
や
仕
事
に
励
も
う
と
し
て

の
創
立
で
あ

っ
た
と
思
う
し
、
ま
た

そ
の
上
の
真
口
の
成

に
思

い
に
せ

オ
ち
ｔ
裁
押
に
さ

れ
え
ぬ
か

，

の
心
情
も
創
立
を
促
し
た
と
思
う
。

て
余
り
二
十
の
年
レ

‐す
み
ｔ
マ
も

物
κ
ン
鮭
ぎ
マ
今
も
条
え
り

一
般
に
こ
う
し
た
会
は
年
月
の
経

過
と
共
に
い
つ
し
か
消
滅
し
て
し
ま

う
の
が
通
例
で
あ
る
が
、

‐２０
年
も
続

い
て
い
る
の
は
希
有
の
こ
と
と
思
う
。

こ
れ
は
歴
代
の
代
表
幹
事

・
幹
事
の

皆
さ
ん
が
、
初
代
代
表
幹
事

・
幹
事

の
諸
先
輩
の
心
を
心
と
し
て
、
灯
を

燃
や
し
続
け
る
こ
と
に
腐
心
下
さ

っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

特
に
、
滝
澤
代
表
幹
事
に
は
会
場

の
提
供
を
始
め
物
心
両
面
に
亘

っ
て

支
え
て
戴
き
、
ま
た
幹
事
の
皆
さ
ん

の
尽
力
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。条

い
て
は
各
も
各
も
が
夕
″
ｔ
Ｐ

静
題
に
供
え
に
隷
健
修
め
り

そ
の
よ
う
な
集
い
で
在
り
た
い
し
、
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そ
れ
が
創
立
時
の
初
心
だ
と
思
う
。

キ

創

立

１２０
周
年
を
迎
え

て

佐
藤

　
一
郎

私
は
上
田
郷
友
会
の
起
源
及
び
沿

革
を
見
て
、
明
治

Ｈ
年
、
「上
田
医

学
生
会
」
が
生
ま
れ
、
明
治
１７
年
、

有
志
総
会
で
上
田
郷
友
会
が
誕
生
し

た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
明

治
か
ら
大
正
、
昭
和
そ
し
て
平
成
と

長
い
歴
史
を
経
て
い
る
事
は
、
他
に

例
は
な
い
様
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の

伝
統
あ
る
上
田
郷
友
会
東
京
例
会
員

の
１
人
と
し
て
誇
り
に
思
い
ま
す
。

毎
月
の
会
で
は
、
政
治
、
経
済
、
商

業
工
業
等
、
各
分
野
の
話
が
聞
け
て

参
考
に
な
る
も
の
は
、
手
帳
に
メ
モ

を
書
い
て
少
し
で
も
知
識
に
な
れ
ば

と
思

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
東
京
の
上

田
郷
友
会
に
、
会
員
に
な

っ
て
確
し

か
７
年
か
８
年
で
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
間
で
、
参
考
に
な

っ
た
も
の
が
自

然
に
行
動
さ
れ
た
り
し
て
、
あ
と
に

な

っ
て
そ
う
か
上
田

（東
京
）
郷
友

会
で
の
話
で
あ

っ
た
の
か
と
認
め
た

り
す
る
事
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
も
、
参
考
に
な
る
も
の
は
手

帳
に
メ
モ
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

上
田
郷
友
会
の
ま
す
ま
す
の
栄
光
と
、

又
、
郷
友
会
の
皆
様
と
共
に
語
り
合

え
る
こ
と
を
望
み
、
滝
澤
代
表
幹
事

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
プ
に
期
待
致
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

改
め
て
創
立
１２０
周
年
を
迎
え
て
お

祝
い
の
言
葉
を
申
し
上
げ
ま
す
。

辛

創

立

１２０
周
年

を
迎

え

て

松
本
　
勝
身

「郷
友
信
濃

・
滝
澤
勝
人
氏
追
悼

号
」
（平
成
元
年
６
月
２５
日
第
翻
号
）

「
父
の
死
　
滝
澤
尚
久
記
」
の
な
か

で

「―
―
気
楽
な
良
い
生
活
の
日
々

―
―
父
の
人
徳
―
―
祖
父
、
父
と
２

代
に
わ
た

っ
て
お
世
話
に
な

っ
た
上

田
郷
友
会
―
―
」
と
あ
り
ま
す
。
明

治
１８
年
月
報
第
１
号
を
発
刊
し
て
以

来
‐２０
年
、
歴
史
の
中
の
１
頁
で
あ
り

ま
す
が
、
私
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
思
い

が
去
来
し
ま
す
。
郷
友
会
の
お
手
伝

い
を
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
、
ま
た
、

滝
澤
尚
久
様
の
祖
父
、
七
郎
先
生
と

の
出
会
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
昭

和
３５
年
で
す
が
、
先
生
の
伝
を
頼
り

大
東
信
金
に
入

っ
た
わ
け
で
す
。
七

郎
先
生
は
元
衆
議
院
議
員
で
大
東
信

金
の
理
事
長
で
も
あ
り
、
当
時
墨
田

区
本
所
界
隈
で
は

「
タ
キ
シ
チ
」
の

愛
称
で
、
人
望
が
厚
く
大
変
な
人
気

が
あ
り
ま
し
た
。
我
々
新
入
職
員
に

も
気
軽
に
声
を
掛
け
ら
れ
、
「
お
い
！

ど
う
だ
」
と
か

「ま
あ
頼
む
で
よ
」

と
か
信
州
弁
ま
る
出
し
で
飾
り
気
の

な
い
お
人
柄
に
は
敬
服
し
て
お
り
ま

し
た
。
ま
た
勝
人
氏
の
奥
様
の
寿
々

様
に
は
、
御
自
宅

へ
た
び
た
び
伺
う

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
都
度
、
心
か
ら

の
お
も
て
な
し
を
戴
き
、
本
当
に
お

世
話
に
な

っ
た
も
の
で
す
。
平
成
１０

年
３
月
に
８９
才
で
永
眠
さ
れ
た
と
お

聞
き
し
、
感
慨
無
量
の
念
で
お
り
ま

し
た
。
そ
し
て
驚
い
た
こ
と
に
、
滝

澤
家
代
々
の
お
骨
が
信
州
別
所
の
安

楽
寺
に
納
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
全
く
存
じ
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
別
所
の
近
く
の
旧
西
塩
田
村

の
生
ま
れ
で
、
別
所

へ
は
い
つ
も
学

校
で
行

っ
て
い
ま
し
た
し
、
安
楽
寺

は
、
小
さ
い
頃
か
ら
お
詣
り
に
行

っ

て
い
ま
し
た
。
安
楽
寺
は
申
す
ま
で

も
な
く
国
宝
八
角
三
重
塔
を
有
す
る

鎌
倉
時
代
の
も
の
で
、
華
麗
に
し
て

気
品
を
そ
な
え
た
日
本
の
代
表
的
建

築
物
の

一
つ
と
し
て
、
全
国
的
に
も

有
名
な
寺
で
も
あ
り
、
彼
の
地
に
、

七
郎
氏
、
勝
人
氏
、
寿
々
氏
が
眠

っ

て
お
ら
れ
る
と
思
う
と
、
今
更
な
が

ら
、
上
田
郷
友
会
と
の
つ
な
が
り
を

深
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

キ

創
立
‐２０
周
年
記
念

大
会
に
つ
い
て
思
う

和
田
　
龍
三

上
田
郷
友
会
が
本
年
２
月
で
１２０
周

年

の
年
を
迎
え
０
ま
さ
に
日
本

一
の

歴
史
を
持
つ
上
田
郷
友
会
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
し
か
も
未
だ
に
毎
月
例

会
を
開
き
そ
の
内
容
を
郷
友
会
月
報

と
し
て
発
行
し
て
お
り
当
月
で
第
１

４
１
５
号
と
な
り
ま
し
た
。

上
田
郷
友
会
月
報
の
発
行
に
当
た

り
書
記
を
担
当
し
た
方
々
の
ご
苦
労

は
大
変
な
こ
と
と
ご
推
察
申
し
上
げ

ま
す
。
出
席
会
員
の
発
言
内
容
を
詳

細
に
記
録
し
て
そ
の
原
稿
を
明
徳
印

刷
出
版
社
に
送
付
又
は
持
参
し
校
正

し
て
発
行
す
る
作
業
は
毎
月
の
こ
と

で
あ
り
、
本
当
に
ご
苦
労
さ
ま
と
頭

の
下
が
る
思
い
で
す
。

例
会
の
内
容
を
若
干
申
し
上
げ
ま

す
と
、
毎
年
１２
月
例
大
会
、
そ
し
て

毎
月
の
例
会
で
は
出
席
会
員
の
勉
強

さ
れ
た
こ
と
の
発
表
は
歴
史
、
経
済

と
政
治
、
金
融
問
題
そ
し
て
お
天
気

情
報
等
、
特
に
年
輩
者
が
多

い
関
係

で
健
康
情
報
か
ら
年
金
問
題
に
は
関

心
が
高
い
で
す
。
ま
た
大
東
亜
戦
争

時
に
現
役
の
方
も
元
気
で
お
ら
れ
当

時
の
話
題
が
よ
く
出
ま
す
。
そ
の
上
、

日
頃
の
生
活
上
の
諸
問
題
等
を
書
記

の
方
が
よ
く
纏
め
て
下
さ
い
ま
す
。

私
が
こ
の
上
田
郷
友
会
に
関
係
す

る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
我
が
高
等
学

校
の
大
先
輩
の
滝
澤
七
郎
氏
の
理
事

長
で
あ

っ
た
大
東
信
用
金
庫

の
大

ホ
ー
ル
で
毎
月
の
例
会
が
開
催
さ
れ

て
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
昭
和
６０
年
Ю

月
、
硼
周
年
記
念
大
会
が
東
京
上
野

公
園
内
上
野
精
養
軒
で
開
催
さ
れ
る

等
々
受
付
を
担
当
し
た
記
録
が
あ
り

ま
す
の
で
、

２０
年
以
上
と
な
り
ま
す
。

昭
和
６３
年
１
月
当
会
の
幹
事
に
推
薦

さ
れ
て
以
来
事
務
局
を
担
当
し
て
お

り
私
が

一
番
の
若
年
で
あ
り
ま
し
た

が
、
最
近
と
な

っ
て
若
手
会
員
も
集

ま

っ
て
下
さ
り
、
例
会
出
席
者
も
常

に
２０
名
以
上
と
盛
会
裡
に
推
移
し
て

お
り
ま
す
こ
と
は
、
事
務
局
に
と

っ

て
喜
び
で
あ
り
ま
す
ｏ

以
上
、
思
い
つ
く
ま
ま
の
原
稿
で

す
が
、
会
員
皆
様
の
ご
健
勝
を
ご
祈

念
申
し
上
げ
て
終
わ
り
と
い
た
し
ま

す
。

キ

上
田
郷
友
会

の
歴
史
を
考
え
る

田

原

　

敬

‐３７
年
前
に
江
戸
時
代
が
終
わ
り
、

そ
れ
か
ら
１８
年
が
経
過
し
て
上
田
郷

友
会
が
誕
生
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
頃
の
こ
と
を
知

っ

て
い
る
人
は
今
は

一
人
も
居
な
い
。

‐９
世
紀
以
前
の
世
界
で
は
交
通
手

段

・
方
法
は
格
段
の
違

い
が
あ
り
、

東
洋
も
西
洋
も
同
じ
で
あ

っ
た
。

例
え
ば

フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
西

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
交
通
の

一
大
中
枢
地

点
パ
リ
は
も

っ
と
も
文
明
開
化
し
て

い
た
。

そ
れ
で
も
東
京
か
ら
京
都

へ
行
く
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よ
り
、
パ
リ
か
ら
リ
ヨ
ン
の
ほ
う
が

平
坦
で
距
離
も
近
い
の
に
、
馬
車
で

行
く
の
に
３
日
３
晩
も
か
か

っ
て
い

た
。１

８
６
０
年
頃
の
江
戸
時
代
、
九

州
の
島
津
侯
は
江
戸
へ
の
参
勤
に
は
、

５０
日
を
要
し
た
。

‐９
世
紀
の
３０
年
代
か
ら
先
進
国
は

鉄
道
の
敷
設
が
始
ま
る
が
、
明
治
維

新
は
１
８
６
８
年
、
日
本
人
の
多
く

は
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
提
督
の
黒
船

来
襲
で
開
国
を
し
た
恩
人
と
思

っ
て

い
る
が
、
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
を
制
し
、

更
に
ア
メ
リ
カ
は
極
東
の
大
陸
で
イ

ギ
リ
ス

・
清
国
戦
争
を
横
目
で
み
つ

つ
、
日
本
列
島
に
目
を

つ
け
て
い
た
。

そ
の
こ
と
を
英
国
の
史
家
ク
リ
ー

シ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
は
イ
ギ
リ
ス

・

清
国
戦
争
以
上
の
活
動
を
日
本
に
向

け
て
い
る
と
、
予
言
し
て
い
た
。
そ

の
通
り
、
ペ
リ
ー
は
非
常
に
強
硬
な

態
度
を
固
め
て
い
た
。

然
し
、
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
が
暗

殺
さ
れ
、
民
主
党
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に

な
り
、
ペ
リ
ー
の
侵
略
主
義
も
変
え

ぎ
る
を
得
ず
、
彼
の
侵
略
の
政
策
が

幸
い
に
し
て
成
功
し
な
か

っ
た
の
が

真
相
だ
。

オ
ラ
ン
ダ

・
イ
ギ
リ
ス

・
ア
メ
リ

カ
な
ど
の
他
に
、
ロ
シ
ア
も
１７
世
紀

の
初
め
か
ら
、
絶
え
間
な
く
わ
が
国

を
狙

っ
て
い
て
、
警
戒
の
心
を
弛
め

る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
か
ら
千
島
の
侵
略

は
ピ
ヨ
ー
ト
ル
大
帝
の
時
か
ら
で
、

‐８
世
紀
の
初
年
で
あ
る
。
文
久
元
年

に
は
ロ
シ
ア
艦
は
対
馬
を
占
領
し
、

明
治
８
年
に
は
千
島

・
樺
太
を
交
換

し
、
明
治
２０
年
代
の
初
年
、
日
本
は

保
守
反
動
的
勢
力
が
膨
済
と
し
て
起

こ
り
、
ロ
シ
ア
は
常
に
我
が
国
に
と

っ

て
恐
ろ
し
き
相
手
で
、
其
の
政
略
は

も

っ
と
も
露
骨
で
、
ロ
シ
ア
は
果
た

し
て
信
頼
で
き
る
国
な
の
か
、
幕
末
、

橋
本
佐
内
は
日
露
同
盟
論
、
維
新
の

初
め
副
島
種
臣
外
相
の
日
露
親
近
策

等
々
の
同
盟
の
策
は
遂
に
行
わ
れ
ず
、

明
治
３７
、
８
年
日
露
戦
争
が
起
こ
っ

た
。発

足
当
時
の
郷
友
会
の
諸
先
輩
は
、

こ
う
い
う
困
難
な
時
代
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
、
明
治

・
大
正

・
昭
和

へ
と
後

輩
に
よ
り
引
き
継
が
れ
て
、
平
成
の

今
日
で
も
、
ア
メ
リ
カ

・
イ
ギ
リ
ス

等
の
圧
力
的
武
力
を
背
景
に
し
た
イ

ラ
ク
戦
争
に
手
を
焼
い
て
い
る
。

７
月
の
サ
ミ
ッ
ト
の
中
の
イ
ギ
リ

ス
の
ロ
ン
ド
ン
で
同
時
テ
ロ
事
件
が

起
こ
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
で
も
テ
ロ
が

発
生
し
、
そ
ん
な
時
代
に
我
々
は
生

き
て
い
る
。

奇
し
く
も
、
７
月
１２
日
の
朝
刊
に

「
２

・
２
６
事
件
で
処
刑
さ
れ
た
将

校
ら
１７
名
の
遺
書
が
発
見
」
新
聞
の

大
見
出
し
が
報
道
さ
れ
た
。

６９
年
前

の
事
件
で
あ
る
。
昭
和
の
時
代
も
苦

難
が
続
い
た
、
平
成
に
あ

っ
て
、
新

勢
力
隣
国
中
国
の
今
後
の
動
向
は
、

地
球
環
境
、
民
族
問
題
、
宗
教
対
立

な
ど
な
ど
問
題
は
何
時
の
世
で
も
起

こ
る
。

先
人
の
方

々
の
様

々
な
努
力
が

現
、
郷
友
会
会
員
に
使
命
感
と
し
て

受
け
継
が
れ
、
よ
り
充
実
す
る
こ
と

を
祈
る
。

こ
の
文
を
書
い
て
い
る
最
中
で
も

ス
ペ
ー
ス
シ
ヤ
ト
ル

「
デ
イ
ス
カ
バ

リ
ー
」
で
船
外
補
修
を
し
て
い
る
日

本
人
宇
宙
飛
行
士
と
ロ
ビ
ン
ソ
ン
飛

行
士
の
活
動
が
毎
日
の
よ
う
に
世
界

に
テ
レ
ビ
放
送
さ
れ
、
世
界
中
の
人
々

が
見
入

っ
て
い
る
。
世
界
の
情
勢
は

変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

そ
の
意
味
で
１２０
周
年
記
念
の

一
層

の
意
義
を
噛
み
締
め
る
思
い
で
い
る
。

か
け

こ
み
愚
考

中
村
　
證
三

２
月
に
チ
ヤ
リ
ン
コ
で
転
倒
。
左

足
大
腿
骨
骨
折
し
、
久
し
ぶ
り
に
リ

ハ
ビ
リ
を
兼
ね
て
郷
友
会
に
出
席
の

た
め
電
車
に
乗
る
。
車
内
に

一
歩
踏

み
入
れ
る
と
後
ろ
か
ら
ベ
ル
ト
附
近

を
引

っ
ぱ
る
者
が
い
る
。
誰
れ
か
と

思

っ
て
ふ
り
む
く
と
娘

で
あ
る
。

お

っ
か
け
駅
員
の
声
で

「
か
け
こ
み

乗
車
は
危
険
で
す
。
お
や
め
下
さ
い
」

と
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
。
こ
つ
ち
は
人
工

骨
加
工
で
走
れ
な
い
か
ら
俺
じ
ゃ
な

い
と
思
い
乍
ら

「か
け
こ
み
」
と
い

う
言
葉
が
妙
に
耳
座
に
残
る
。
「か

け
こ
み
」
と
い
え
ば
お
寺
で
有
名
な

の
が
あ
る
。
鎌
倉
の
松
ヶ
岡
に
あ
る

東
慶
寺
で
あ
る
。

こ
の
寺
は
北
条
時
宗
の
妻
、
覚
山

尼
が
男
性
に
虐
待
さ
れ
て
も
別
れ
ら

れ
な
い
女
性
を
助
け
る
た
め
弘
安
８

年
、
時
の
朝
廷
に
願
い
出
て
官
の
力

も
及
ば
な
い
禅
宗
の
尼
寺
を
創
建
し

た
。
鎌
倉
の
松
ヶ
岡
に
あ

っ
た
の
で

松
ヶ
岡
と
い
え
ば
東
慶
寺
の
異
名
で

通

っ
て
い
た
。
そ
れ
以
前
に
も
江
戸

板
橋
岩
の
坂
と
い
う
と
こ
ろ
に

「縁

切
り
榎
」
と
い
う
木
が
あ
り
、
こ
の

木
の
幹
の
皮
を
酒
ま
た
は
水
で
男
性

に
飲
ま
す
と
縁
が
切
れ
る
と
い
う
俗

信
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
ど
う
も
眉
唾

も
の
で
、
こ
れ
で
効
か
な
い
と
江
戸

か
ら
１３
里
離
れ
る
松
ヶ
岡
行
き
と
な

る
の
で
あ
る
。
運
よ
く
「か
け
こ
め
」

て
こ
こ
で
３
年
間
修
行
す
れ
ば
男
性

か
ら
晴
れ
て
別
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。

昔
、
男
性
は
自
由
に
離
縁
状
が
書
け

た
が
女
性
は
そ
ん
な
わ
け
に
は
い
か

な
か

っ
た
。

故
に
女
性
に
と

っ
て
は
東
慶
寺
の

存
在
は
大
い
に
意
義
が
あ

っ
た
。

こ
ん
な
句
が
あ
る
。

●
薇
で
も
ス
れ

，
い
去
状
ね
で
し
り

●
こ
こ
に
け

つ
か
る
か
と
几
マ
ゆ
く

ね
ヶ
同

女
性
に
逃
げ
ら
れ
た
男
性
の
舌
打

ち
が
聞
こ
え
る
よ
う
で
あ
る
。

江
戸
か
ら
１３
里
、
鎌
倉
は
遠
い
。

行
く
先
々
の
宿
場
に
は
逃
げ
る
女
性

を
捕
え
る
者
、
松
ヶ
岡

へ
の
手
引
を

す
る
者
、
何
れ
も
小
判
の
力
で
あ

っ

た
。
東
慶
寺
の
か
け
こ
み
は
江
戸
末

期
ま
で
続
い
た
そ
う
だ
が
、
簡
単
で

は
な
か

っ
た
と
い
う
。
現
代
の
世
相

は
逆
に
女
性
か
ら
三
下
り
半
を
突
き

つ
け
ら
れ
る
男
性
が
多
く
な

っ
て
男

性
に
も
東
慶
寺
が
必
要
の
時
代
が
く

る
か
も
知
れ
な
い
。
若
し
も
、
そ
ん

な
時
が
き
た
ら
鎌
倉
に
縁
の
あ
る
信

州
の
別
所
辺
り
は
如
何
。
元
来
、
ぐ

う
た
ら
な
男
性
に
は
温
泉
に
浸
り
乍

ら
の
修
行
も
ま
た
味
な
も
の
が
あ
ろ

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
呵
々
。

一
生

懸

命

西
沢
佳
三
郎

７
月
の
暑
い
最
中
溜
り
に
溜
っ
た

書
籍
を
整
理
し
て
い
ま
し
た
ら
、
奇

し
く
も
尊
敬
す
る
大
先
輩
滝
澤
七
郎

先
生
の
著
書
『
日
暮
硯
Ｌ
藍
緩
褒
章
』

『闘
病
随
録
Ｌ
追
憶
』等
に
巡
り
会
え

ま
し
た
。

余
り
の
懐
し
さ
に

一
気
に
読
破
し

ま
し
た
。
先
生
直
筆
の
入
社
試
験
案

内
と
採
用
通
知
書
も

一
緒
に
出
て
き
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ま
し
た
。
こ
れ
は
私
の
生
涯
忘
れ
得

ぬ
思
い
出
と
共
に
先
生
に
対
す
る
感

謝
の
念
で

一
杯
で
す
。

有
力
取
引
先
に
先
生
揮
義
の

「
一

生
懸
命
」
の
四
文
字
を
額
に
し
、
配

っ

て
お
り
ま
し
た
。
心
暖
ま
る
四
文
字

を
滝
澤
七
郎
の
落
款
は
お
客
様
の
心

を
引
き
付
け
た
様
で
す
。
居
間
の
正

面
に
飾
ら
れ
て
大
切
に
し
て
頂
き
私

と
し
て
も
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
昭
和
２３
年
天
皇
陛
下
に
拝

謁
さ
れ
た
時
陛
下
の

一
生
懸
命
の
御

言
葉
に
感
銘
を
受
け
ら
れ
た
そ
う
で

す
。
こ
の
四
文
字
は
時
代
の
変
遷
に

伴
い
産
業
界
の
幾
多
の
変
動
や
震
災

戦
災
を
も
不
撓
不
届
の
精
神
で
克
服

さ
れ
、
国
家
社
会
発
展
に
終
生
を
懸

け
ら
れ
た
先
生
ご
自
身
の
生
き
方
で

あ

っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

私
も
現
役
時
代
は

一
生
懸
命
を
座

右
の
銘
と
し
て
き
ま
し
た
。
先
日
ス

ポ
ー
ツ
記
事
に
先
場
所
に
続
き
７
日

目
に
し
て
単
独
首
位
に
立

っ
た
朝
青

龍
は
あ
ま
り
意
識
せ
ず

一
生
懸
命
相

撲
を
取
る
だ
け
と
言

っ
て
い
ま
し
た
。

郷
友
会
の
統
率
、
政
治
や
事
業
で

の
活
躍
も
人
と
心
の
繋
り
を
大
事
に

さ
れ
国
を
愛
し
師
を
愛
し
人
を
愛
し

た
こ
と
が
庶
民
か
ら
敬
慕
さ
れ
る
礎

と
な

っ
た
と
思
い
ま
す
。

私
も
仕
事
上
で

一
大
転
機
と
な
る

思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
新
設
店
鋪
で

新
規
開
拓
が
振
わ
ず
悩
ん
で
い
ま
し

た
。
先
生
の
選
挙
の
組
織
化
に
目
を

付
け
顧
客
開
拓
に
つ
い
て
お
尋
ね
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
担
当
地
域
の

町
会
各
種
業
界
の
会
長
に
会
い
な
さ

い
、
ど
こ
の
会
に
も
長
野
県
人
が
活

躍
し
て
お
る
の
で
頼
ん
で
み
な
さ
い
。

後
は
貴
方
の
努
力
次
第
だ
と
言
わ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
が
後
に
店
長
に
な

っ

て
か
ら
業
績
拡
大
に
繋

っ
た
こ
と
は

言
う
迄
も
あ
り
ま
せ
ん
。
本
店
長
時

代
に
預
金
硼
億
円
店
鋪
を
達
成
し
た

矢
崎
理
事
長
の
粋
な
計
ら
い
で
私
の

誕
生
日
に
総
代
会
が
開
催
さ
れ
、
役

員
に
選
出
し
て
頂
き
ま
し
た
。

郷
友
会
も
‐２０
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

七
郎
先
生
が
大
正
１１
年
に
幹
事
を
引

き
受
け
ら
れ
８３
年
の
長
き
に
渡
り
滝

澤
家
に
会
を
支
え
て
頂
き
、
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は

若

い
会
員
の
募
集
に
力
を
入
れ
会
が

永
遠
に
継
続
で
き
る
様
努
力
致
す
所

存
で
す
。

※

「会
員
の
声
」
は
会
報
１
４
１
５

１
②
号
に
つ
づ
く
。

カ
ッ
ト

・
土
屋
哲
夫

上田郷友会 120周年の歩み

創立年 西暦年 日本歴年 上 田 郷 友 会 の 記 事

前 7年 1878 明治11年 上田医学生会発足

前 5年 1880 明治13年 上田医学生会と上田学友会と会の名称を変更

前 3年 1882 明治15年 上田郷友会、上田学生親睦会等と名称を変更

前 2年 1883 明治16年 最終的に上田郷友会と名称変更

前 1年 1884 明治17年 12月 上田郷友会規則制定

0年 1885 明治18年

1月 4日 役員選任

2月 1日 第 1回 月例会を福田屋で開催、以後月例会は福田屋で開催するようになる

2月 1日 月例会の場で月報第 1号 を発行

24`F 明治42年 12月 5日 創立25周年記念大会を官下銑太郎氏の勤め先の監獄協会で開催

34年 大正 7年 千曲寮が完成、この時から月例会は千曲寮で開くようになった

354F 大正 9年
11月 7日 千曲寮第 1回記念祭開催、12月 5日 創立36周年記念大会を麹町の富士見楼で開
催、これ以降上田郷友会は毎年年次大会を行うようになった

37年 1922 大正11年 11月 滝澤七郎氏幹事となる

38年 1923 大正12年 関東大震災のため 9、 10、 11月 の 3ケ 月間月報を休刊

40年 大正14年

1月 滝澤七郎氏が世界 1周 の旅でロサンゼルスに立ち寄つたのを機会に北米支部が誕生

代表浦田恵佐次郎氏、2月 北米支部で第 1回 月例会を開催 した。これ以降北米支部でも

月例会を毎月開催しその議事録を上田郷友会本部の方に毎月送つてきた

41年 1926 大正15年
月例会を東京丸の内レインボーで開催、以後レインボーは連峰会館と改名したが、連峰
会館が昭和19年 開鎖するまで月列会は連峰会館で開催した

43イF 日召禾日3`羊 9月 月報第500回記念特集号を発行
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50年 昭和10年

5月 月報より須田町印刷所で印刷
たが戦前戦後の混乱期 (昭和19年 4

で印刷している

昭和23年 2月 に須田町印刷は明徳印刷と社名を変え

月～23年 2月 )を 除いて現在まで月報はこの印刷所

58年 1943 昭和18年 9月 25日 宮下翁の満80才祝賀号発行

59年 日召禾日19年 3月 25日 号を以て月報の発行を一時中断、滝澤七郎氏を代表幹事に選任

大塚稔氏の好意により8月 より月報の発行再開 (大塚稔氏は1年 間無料にて寄付)

60年 日召禾日20年
大塚稔氏の好意も20年 3月 10日 の大空襲で3月 号から月報の発行不可能になる

12月 2日 戦後第 1回の月例会東京丸の内常磐屋にて開催

61年 日召不日21年
1月 より月報の発行再開、3月 号より上田図書館に正式保存再開

2月 9日 宮下銑太郎翁の追悼式を上田図書館で執行

62イF 日召禾日22r年
2月 より月例会を神田小川町全国鋳物協議会で聞くようになった

3月 24日 上田市新町滝澤七郎方にて会合を開いたのが嗜矢で新たに郷里部会が発足

63∠F 昭和23年

6月 号より月報の題字を「上田郷友会月報」から「郷友信濃」と変えることにより第 3

種郵便を申請していたが9月 に認可。これにより月報の郵送料 1通 4円から50銭 となる

7月 31日 昭和16年 より途絶えていた北米支部より慰間の贈り物が届いた (贈主 丸山音
五郎氏)

70イF 1955 日召禾日30年
10月 29日 70周 年郷里部大会を上田城趾公園内富貴にて開催 (参加者171名 )

12月 3日 満70周年大会を両国大金にて開催 (参加者105名 )

78イF 日召禾口38年

1月 12日 の月例会で昨日代表幹事滝澤七郎氏逝去の報告が有り、その後の代表幹事は滝

澤勝人氏に月報の発送は従来通り滝澤寿々子氏に、会計事務は中沢信連氏に、月報資料

収集は新井守太郎氏と田中芳雄氏に依頼

80年 昭和40年 12月 4日 創立80周 年大会を両国大金にて開催 (参加者65名 )

90年 1975 昭和50年
6月 より清水利雄氏に代わり丸山寿氏が郷里部会の代表を努める

12月 6日 創立90周 年大会を私学会館で開催 (参加者41名 )

97年 1982 日召和57年
6月 5日 東京・上田の合同部会を上田図書館で開催 (東京から出席者15名 、上田からの

出席者44名 )

1∞年 日召和60年 12月 7日 創立100周 年大会を上野精養軒で開催 (参加者87名 )

104年 平成 1年
4月 24日 代表幹事滝澤勝人氏逝去

5月 9日 矢崎貞次氏を代表幹事に選出

107年 平成 4年
12月 より月報の郵送料が第 3種郵便でなくなり高くなった為、会費も千円から2千 円に

値上げする

110年 1995 平成 7年

1月 14日 郷里部会の代表丸山寿氏が勇退 し佐藤毅氏が部会長となる

創立110周 年記念大会を東京は大東信用金庫で10月 7日 に、郷里部会は上田市内の「さ
さやJで 10月 14日 に開催

111年 平成 8年

1月 15日 代表幹事矢崎貞次氏逝去

3月 6日 滝澤尚久氏を代表幹事に選出

第3種郵便で郵送する為に48年 間使って来た「郷友信濃」月報の題字を3月 号より「上
田郷友会月報」に戻す

114年 平成11年

1月 より事務局の所在地を墨田区江東橋 1-15-5の滝沢工業鑢内に移転

大東信用金庫は合併により平成11年 2月 より東京東信用金庫 (ひがしん)と なった為、

月例会は翌年の 9月 まで両国の東京東信用金庫の会議室で開催

115年 平成12年
10月 の月例会より江東橋の滝沢工業機の本社ビルで月例会を開催するようになった

この年の12月 の例大会より年次大会は錦糸町駅前のロッテ会館で開催

120年 平成17年 10月 8日 倉1立 120周 年記念大会を錦糸町駅前のロッテ会館で開催


