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一

日
本
寄
せ
場
学
会

九
〇
年
度
総
会
、
開
膣
さ
る

去
る
五
月
十
九
、
二
十
日
の
両
日
、
大
阪
府
吹
田
市
の
大
阪
十
全
丁
人
間
科
学
部
に
お
い

て
、
一
九
九
〇
年
度
日
本
寄
せ
揚
学
会
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
北
は
北
海
道
か
ら
西

は
広
島
」
密
蟹
一
食
で
多
く
の
会
員
の
積
極
的
な
ご
参
加
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

総
会
初
日
は
、
約
三
十
名
の
参
加
者
を
乗
せ
て
い
た
「
賦

…
利
き
　
（
釜
ケ
晦
日
届
労
働
組
合
の
パ
ス
）
が
交
誼
演
潜
だ

ま
き
こ
ま
れ
、
開
会
の
時
間
が
大
幅
に
遅
れ
る
と
い
う
ア
ク

シ
デ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
が
、
池
田
浩
士
通
告
轟
音
蓋
の
開

会
あ
い
さ
つ
の
後
、
恒
例
の
記
念
講
満
た
代
わ
る
記
念
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

最
初
に
マ
イ
ク
に
立
っ
た
詩
人
の
金
時
鑑
（
キ
ム
・
シ
ジ

ョ
ン
）
さ
ん
は
「
垢
染
ま
せ
る
も
の
」
と
越
し
て
、
被
差
別

者
の
主
体
に
関
す
る
問
題
を
堤
通
「
続
い
て
作
家
の
土
方
鉄

（
ひ
じ
か
た
・
て
つ
）
さ
ん
か
「
部
落
と
仕
掌
と
通
し
て
、

近
現
代
に
お
け
る
被
差
別
部
落
民
の
就
労
状
況
と
そ
の
内
面

性
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
釜
日
常
芙
苔
官
長
の
山

田
実
さ
ん
は
、
と
く
に
題
を
設
け
ず
へ
大
阪
・
釜
ケ
崎
を
中

心
と
し
た
日
周
労
働
者
の
就
労
状
況
と
寄
せ
甥
差
別
に
つ
い

て
の
状
況
報
告
を
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
た
対
話
で
は
、
随
所
に
今
後
の
論
点
と
な
る

よ
う
な
テ
ー
マ
が
浮
上
し
ま
し
た
。
し
か
し
当
日
は
短
い
時

間
と
多
数
の
参
加
者
と
い
う
状
況
で
十
分
な
論
破
に
な
り
切

れ
ず
、
ま
た
差
別
と
言
董
曇
毅
を
め
ぐ
る
古
典
的
な
テ
ー
マ

も
宣
慈
し
、
将
来
へ
の
国
禁
害
し
胎
胚
さ
せ
つ
つ
も
、
い
く
つ

か
課
題
を
残
す
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

第
二
日
め
は
、
‥
誼
戸
外
大
の
冨
山
一
郎
さ
ん
の
よ
る
「
関

西
に
お
け
る
沖
縄
出
身
者
の
世
自
省
、
－
墨
琴
丁
大
の
松
沢

脅
威
さ
ん
に
よ
る
「
対
外
擾
醇
と
寄
せ
鴇
・
日
雇
労
働
者
」

の
、
日
本
の
研
究
発
表
か
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
記
念
シ
ン
ポ
の
糞
研
究
発
表
と
そ
の
進

行
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
総
会
開
催
を
相
当
し
た
西
日
本

支
部
で
は
、
六
月
十
七
日
の
支
部
例
会
で
反
省
会
を
持
ち
ま

し
た
。
そ
こ
で
総
会
当
日
の
発
言
・
莞
麦
に
、
反
省
会
で
の

竃
や
対
給
を
加
え
て
、
近
く
「
寄
せ
鴇
学
会
通
信
号
外
・

総
会
特
集
号
十
を
発
行
す
る
予
定
で
す
。
お
楽
し
み
に
。
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い
ま
北
海
道
で
思
う
こ
と

官
本
護
憲
〈
葦
野
暮
住
・
芙
撃
繋
憲
一

北
海
道
か
ら
の
報
告
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
「
ア
イ
ヌ
民

族
」
　
の
こ
と
、
「
囚
人
労
働
者
」
　
「
”
タ
コ
労
働
者
」

「
強
制
連
行
さ
れ
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
義
人
、

中
国
人
労
働
者
」
の
こ
と
、
ま
た
「
農
業
雷
働
者
・
小
作
農

民
」
　
「
泊
誓
書
働
者
」
　
「
炭
鉱
労
働
者
」
な
ど
次
々
に
重
要

な
課
題
が
浮
か
ん
で
く
る
が
、
こ
れ
ら
に
内
容
的
に
踏
み
込

む
こ
と
は
、
正
直
に
言
っ
て
箋
者
に
は
雑
し
い
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
に
開
通
し
た
周
辺
部
分
で
、
自
分
の

感
じ
た
と
こ
ろ
を
少
し
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

な
お
、
か
つ
て
京
大
闘
争
で
闘
い
の
イ
ロ
ハ
を
教
え
て
く

れ
、
一
緒
に
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
だ
こ
と
も
あ
る
N
君
が
、
彼

の
も
と
属
し
て
い
た
党
派
に
よ
っ
て
泣
致
さ
れ
、
直
後
に
惨

殺
体
で
発
見
さ
れ
る
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
出
来
事
が
昨

年
あ
っ
た
。

彼
の
死
後
刊
行
さ
れ
た
彼
の
祓
十
m
エ
青
筋
集
で
あ
る
「
仁
王

の
よ
う
に
立
ち
て
」
　
（
一
九
九
〇
、
社
会
評
論
社
）
か
ら
は
、

ま
た
も
や
、
随
分
と
襲
さ
れ
た
こ
と
喜
ヽ
断
っ
て
お
き
た

＼
　
○

●
．
i
V

朝
鮮
人
糞
中
国
人
労
働
者
と
の
連
語
に
つ
い
て

戦
前
∵
戦
中
期
に
鶏
肋
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
n
タ
コ
“

労
働
者
、
朝
鮮
人
督
励
者
、
中
国
人
労
働
者
に
つ
い
て
、
現

在
　
「
民
萱
発
掘
運
動
の
よ
う
な
形
で
、
全
道
客
姫
で

郷
十
百
へ
家
や
市
民
運
動
家
、
労
組
活
動
家
な
ど
に
よ
っ
て
、

か
つ
て
の
日
本
の
政
府
・
金
豪
・
軍
が
お
こ
な
っ
た
残
虐

行
為
が
掘
り
・
亨
」
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
実
際
に
山
中
や
繕
脇
に
放
置
さ
れ
た
人
、
た

ち
の
法
官
か
発
掘
さ
れ
、
手
厚
く
供
奏
さ
れ
た
り
へ
別
巻
藷
町

が
掌
立
さ
れ
た
り
へ
親
書
察
（
た
と
え
時
へ
こ
の
六
月
二
十

四
日
に
は
北
海
道
仁
木
町
に
・
お
い
て
嬉
制
宕
働
で
死
亡
し
た

中
国
人
を
慰
霊
す
る
第
二
十
五
回
中
国
人
弱
者
全
道
照
雪

祭
が
日
中
不
再
戟
友
好
碑
前
で
挙
行
）
が
お
こ
な
わ
れ
た
り

祖
国
の
遺
族
へ
の
・
お
詫
び
行
脚
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
虐
殺
き

れ
た
人
た
ち
へ
の
慰
霊
・
お
詫
び
と
い
う
形
で
は
民
衆
レ
ベ

ル
で
の
具
雄
的
な
行
動
か
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
最
近
で
は
指
翻
遵
行
者
の
名
簿
が
各
地
で
発
見
さ

れ
て
い
る
と
の
報
道
か
あ
る
が
、
彼
ら
の
犠
牲
の
上
に
戦
中

戦
後
の
利
益
を
む
さ
ぼ
っ
て
き
た
政
府
・
大
理
某
に
謂
億
な
ど

の
責
任
を
と
ら
せ
る
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

一
い
ま
ひ
と
つ
異
な
る
観
点
十
か
ら
の
問
題
が
あ
る
。
一
九
四

五
・
八
二
五
は
中
国
人
労
働
者
、
朝
鮮
人
労
働
者
に
と
っ

て
は
、
解
放
の
日
で
あ
っ
た
。
当
時
北
清
適
で
は
、
炭
鉱
だ

け
で
も
約
三
万
七
千
人
の
琵
人
労
働
者
と
約
三
千
人
の
中

国
人
雷
働
者
が
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、

飛
行
場
建
設
、
基
地
∵
誅
遭
∵
橿
埠
ト
ン
ネ
ル
、
ダ
ム
工

事
な
ど
数
万
人
の
襲
人
労
働
者
か
い
た
は
ず
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
八
・
一
五
を
契
機
に
琵

入
営
働
苛
中
国
人
着
励
香
や
次
々
と
暴
力
支
配
に
よ
る

地
割
労
働
に
抗
詫
し
∴
竃
遣
改
善
や
賃
金
の
支
払
い
、
け
が

の
治
療
、
食
料
の
馨
祖
国
へ
の
帰
還
な
ど
を
要
求
し
て
“

地
域
へ
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
含
め
公
然
と
決
起
し

て
い
っ
た
。
各
炭
鉱
問
の
交
流
も
あ
っ
と
言
っ
間
に
合
蓮
に

広
が
っ
て
い
く
。

こ
の
と
き
、
日
本
人
為
勘
考
は
な
に
を
し
て
い
た
の
か
と

い
う
怒
り
を
込
め
た
疑
問
を
「
私
の
民
奉
呈
　
（
杉
山
四
郎
（

一
九
七
九
、
み
や
ま
甘
言
笠
と
い
う
本
に
書
い
て
い
る
人
か

い
る
。
言
い
替
え
れ
薯
、
な
ぜ
連
帯
し
て
決
起
出
来
な
か
っ

た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
き
わ
め
て
現
在
的
で
も
あ
る
と
思
う
。
日
本

人
営
働
者
の
組
蕪
決
起
は
約
二
カ
月
遅
れ
十
月
以
降
に

な
る
。こ

れ
に
関
連
し
て
、
例
え
ば
、
後
年
に
な
っ
て
相
次
い
で

刊
行
さ
れ
た
道
内
の
い
く
つ
か
の
「
炭
鉱
聾
に

は
、
こ
の
八
・
一
五
か
ら
始
ま
る
中
国
人
糞
朝
鮮
人

労
働
者
の
決
起
の
う
ち
、
戦
時
下
に
残
席
な
行
為
を
行
っ
た

者
へ
の
抗
議
行
動
を
誇
大
に
脂
ぎ
、
こ
れ
を
も
っ
て
こ
の
決

起
を
「
暴
動
」
と
し
て
い
る
も
の
か
あ
る
。

昨
年
（
一
九
八
九
）
刊
行
さ
れ
た
「
全
道
着
囲
早
　
（
全

道
労
協
は
本
州
の
県
評
に
相
当
）
に
は
、
こ
れ
ら
の
闘
い
に

一
定
の
ー
壇
解
」
を
示
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
「
炭
労
史
」

に
よ
る
「
暴
動
」
説
の
内
容
を
引
用
・
紹
介
し
て
い
る
。
お

な
じ
く
一
九
八
九
年
、
北
海
道
（
鰭
の
道
庁
）
か
編
纂
し

た
「
新
北
遠
道
史
　
年
表
」
に
も
「
暴
動
」
　
「
暴
行
畢
件
」

「
騒
乱
」
な
ど
の
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、
年
釜
の
労
組
員
で
、

こ
れ
ら
の
朝
鮮
人
労
働
者
、
中
国
人
労
働
者
の
闘
い
を
「
暴

動
」
現
し
、
冷
淡
で
あ
る
人
に
も
出
会
っ
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
少
数
だ
が
は
っ
き
り
と
「
暴
動
で
な
く
自
由
運

動
と
言
っ
べ
き
で
す
」
と
評
価
し
て
い
る
人
も
い
る
。
（
先

ほ
ど
の
「
私
の
民
衆
星
に
よ
れ
ば
、
敗
塑
濃
に
日
本
人

炭
誠
労
組
を
最
初
に
創
孤
軍
し
た
人
だ
そ
う
で
あ
る
。
）

さ
ら
に
、
こ
れ
に
先
立
つ
一
九
四
〇
年
以
降
は
、
日
本
の

労
働
史
に
よ
れ
ば
概
ね
労
働
組
合
は
壊
滅
し
た
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
戦
時
下
の
炭
紙
に
お
い
て
も
闘
い
は
あ
っ
・
零

当
時
の
炭
紙
で
の
坑
内
重
労
働
は
朝
鮮
人
糞
中
国

人
労
働
者
か
担
わ
さ
れ
、
日
本
人
営
働
者
に
は
坑
外
の
軽
労

働
∵
技
能
労
働
が
あ
て
が
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
全
炭
減
労
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罵
言
に
占
め
ろ
請
書
人
言
働
き
へ
・
配
置
人
言
働
者
の
割
合
は

致
華
寺
に
宅
∴
註
二
致
一
言
」
・
一
手
）
い
ろ
。

業
書
下
で
・
，
ヨ
（
ト
ラ
イ
三
二
三
主
事
吉
富
蔓
草
か
、
覇
業
人
・

吉
富
書
へ
・
中
臣
入
着
鼠
き
た
よ
っ
て
茹
わ
．
れ
た
。
一
九
四
二
、

四
三
の
二
三
訪
問
だ
け
で
も
全
量
百
二
十
六
件
約
七
千
名
の
決

基
が
あ
り
へ
多
大
の
詫
造
言
を
岳
し
な
が
・
ラ
マ
　
い
ノ
、
つ
も

の
闘
い
で
諒
訓
辞
と
三
言
芝
－
か
ち
ま
っ
て
い
る
。

「
全
道
芳
雄
真
一
は
、
一
鶉
萩
が
圧
制
の
足
か
せ
を
取
り

払
い
」
－
堰
を
切
っ
た
漱
流
の
よ
う
な
勢
い
で
一
斉
に
望
遠

し
ぎ
と
し
、
－
重
富
こ
う
べ
き
こ
と
と
し
て
申
自
業
－
厚
売

買
の
存
在
と
、
白
人
諦
虜
に
よ
る
遺
草
を
挙
げ
て
は
い
る
が
、

叢
萱
卜
の
萌
若
人
需
助
言
　
中
国
人
労
働
者
に
よ
る
粘
り
電
】

い
組
籠
づ
く
り
と
生
死
を
か
け
た
き
関
の
蓄
電
に
霊
能
れ
て

お
ら
ず
こ
れ
、
づ
・
か
ー
圭
丁
び
継
京
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
慰
じ

ら
れ
な
い
。

ま
．
た
、
哉
後
も
こ
れ
ら
の
ー
聾
人
労
働
↓
頁
中
国
人
労
働

者
の
闘
い
が
、
遅
れ
て
立
ち
上
か
っ
・
た
日
友
人
労
働
者
の
競

い
ー
／
善
男
）
つ
く
董
清
的
東
萩
い
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
を

恐
れ
．
へ
生
米
葺
の
介
入
・
詣
圧
、
享
薪
婦
遺
棄
な
ど
も
あ
っ
て
、

日
太
入
着
空
言
嘉
辰
詩
聖
人
言
働
者
へ
自
国
入
着
勘
考

と
の
国
際
遺
言
の
絶
好
の
壁
書
）
逃
か
す
と
い
う
き
い
誓
挨

－
そ
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
朱
書
の
せ
い
に
富
か
り
し
て
、
深
刻
な
論
詰
を

怠
っ
て
い
る
よ
う
に
も
患
う
。
百
恵
入
着
塵
曇
動
の
閏
遠
点

も
あ
っ
た
ろ
・
つ
こ
と
は
、
－
重
野
朝
一
操
の
一
炭
労
吏
」
か
ら

も
読
み
兎
五
る
。
一
九
八
九
三
時
」
点
で
の
「
今
逼
労
擁
吏
」

の
総
意
に
も
こ
の
こ
と
は
欠
け
て
い
る
よ
う
で
、
問
題
は
根

深
い
と
思
う
。

幸
吉
の
開
び
ゃ
く
は
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
と
い
う
一
会
愛
妾
l
、

そ
う
で
、
長
幼
の
誅
竣
問
で
、
そ
の
後
垣
自
信
窒
i
か
の
（
二
台

の
原
型
茄
で
・
き
あ
が
り
現
在
に
至
る
と
、
何
か
で
読
ん
だ
こ

と
が
あ
る
。

叢
後
労
働
這
覇
も
量
初
の
二
カ
ー
見
聞
の
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
」

に
そ
の
後
）
書
聖
を
U
．
れ
た
ま
う
に
患
う
。

「
」
信
は
憎
‥
席
上
は
は
直
上
」

実
は
、
【
ア
イ
ヌ
閏
選
一
と
い
う
言
い
方
言
伝
霊
陸
運
が

う
り
、
ま
た
ア
イ
ヌ
貴
族
の
文
化
主
要
動
に
直
憲
関
わ
ろ
う

と
す
る
前
に
、
「
和
人
遥
遠
」
と
し
て
考
え
る
ペ
・
三
こ
と
が

山
だ
と
あ
る
と
患
う
：

い
く
つ
か
目
の
当
た
り
に
し
た
例
を
示
す
。

こ
こ
数
字
の
間
に
ア
イ
ヌ
文
化
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
・
研
修
会
を
何
回
か
聞
き
に
行
っ
“
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ

う
い
う
場
で
の
和
人
の
講
師
の
講
義
の
内
容
と
和
人
の
携
薗

者
の
雪
間
と
い
え
だ
、
ま
ず
例
外
な
く
自
分
の
こ
れ
ま
で
崇

め
た
「
知
謀
」
を
開
院
す
る
こ
と
か
、
「
知
識
」
を
さ
ら
に

広
め
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
ア
イ
ヌ
の
講
師
ま
た
は
醇
琵
肴
か
ら
の
孝
吉

に
は
、
ア
イ
ヌ
震
文
化
の
偉
大
さ
と
と
も
に
、
必
ず
一
和

人
は
こ
れ
ま
で
ア
イ
ヌ
民
族
に
た
い
し
て
何
を
し
て
き
た
か

を
、
自
問
せ
よ
」
と
い
、
ま
孝
一
）
つ
け
か
合
一
一
軒
て
い
る
こ
と

を
知
っ
た
。

あ
る
交
渉
の
場
で
、
一
人
の
・
脅
性
か
一
私
た
ち
（
ア
イ
ヌ

員
涼
）
は
長
い
歴
史
の
中
で
ふ
み
に
じ
ら
れ
て
き
た
。
全
財

毒
を
取
り
上
げ
て
お
い
て
、
逆
に
福
祉
対
策
だ
な
ん
て
、
あ

な
た
が
た
（
道
庁
の
役
人
）
は
い
だ
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ

れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ひ
と
り
ひ
と
り
よ
く
考
え
て

く
‥
た
さ
い
」
と
発
言
さ
れ
た
ー
÷
と
が
あ
っ
・
（
乍
ま
る
で
自
分

に
向
か
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
胞
に
刺
さ
っ
て
き
た
。

ま
た
、
ル
窒
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
和
人
の
青
年
が
こ

ん
．
な
こ
と
を
い
っ
．
（
悠
　
「
ア
イ
ヌ
曇
捧
有
志
が
道
庁
当
局
に

出
し
．
空
肌
諒
文
に
は
、
ア
イ
ヌ
冨
堅
帳
の
歴
史
を
畦
一
－
に
評
栖

し
語
浅
し
正
し
く
日
本
の
橿
具
に
を
罵
き
る
べ
き
、
と
書
い

て
あ
っ
た
か
、
こ
れ
送
話
問
へ
仁
一
と
。

÷
の
き
星
や
ア
イ
ヌ
墨
保
も
日
京
大
の
敢
采
（
？
）
の

怪
異
に
香
L
T
）
だ
と
歴
史
空
言
い
て
た
し
い
と
言
っ
て
い
る

様
に
よ
′
実
写
ら
し
い
。

ア
イ
呈
責
辰
を
譜
導
し
て
や
る
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
姿
勢

．
か
ち
な
l
一
一
」
．
れ
た
こ
の
誓
言
に
は
：
言
信
者
で
あ
る
ア
イ
ヌ
員

蒜
の
人
た
ち
を
、
法
り
を
こ
・
多
念
が
ー
亭
主
丁
寧
に
応
対

し
て
い
た
。

あ
と
で
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
青
年
は
先
滋
的

な
左
派
（
右
で
は
な
い
）
の
電
動
豪
ら
し
か
っ
・
た
。
考
え
る

に
、
こ
の
主
星
自
身
は
ど
う
や
、
書
三
国
要
請
に
毒
さ
れ
て
お

れ
へ
さ
ら
に
、
こ
の
主
星
－
は
ア
イ
ヌ
民
宿
主
－
是
皇
国
史
話

を
詰
っ
て
い
る
と
地
誇
持
し
て
お
り
「
全
て
独
善
的
な
一
人
相

叢
を
と
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

ま
た
も
や
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
し
て
多
大
な
送
話
を
か
け
た

の
だ
が
、
和
人
の
側
は
何
の
対
応
も
で
き
ず
恥
ず
か
し
か
っ

た。
常
々
ア
イ
ヌ
民
族
人
た
ち
の
手
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

こ
の
主
星
－
の
思
い
込
み
と
は
全
て
逆
で
あ
る
。

自
分
な
り
這
要
約
す
れ
ば
、
「
ア
イ
ヌ
長
張
は
、
和
人
の

蜃
重
な
る
抑
圧
に
も
決
し
て
屈
せ
ず
、
自
分
た
ち
の
誇
る
べ

き
匪
果
文
化
を
、
蘭
い
な
が
・
皇
守
り
披
い
て
き
た
．
一
部

の
和
人
が
、
ア
イ
ヌ
民
族
は
滅
ん
だ
、
な
ど
と
い
う
の
は
、

認
護
不
足
も
は
な
は
だ
し
い
。
和
人
の
歴
史
と
は
、
ア
イ
ヌ

民
族
の
土
地
や
脊
働
刀
や
文
化
を
奪
っ
て
き
た
歴
史
で
あ
り

ア
イ
ヌ
民
濃
を
蕪
浸
し
て
、
開
基
開
拓
何
十
年
記
念
祭
な

ど
と
和
人
た
ち
が
皇
国
自
賛
し
て
い
る
こ
と
を
糾
弾
す
る
」

と
い
う
内
容
に
な
る
と
お
も
う
。

先
の
涜
諒
文
は
、
表
現
こ
そ
穏
や
か
だ
が
、
ア
イ
ヌ
民
旗

か
ら
和
人
の
役
所
へ
向
け
て
琵
起
さ
れ
た
、
よ
く
暗
み
し
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
糾
弾
な
の
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
農
の
文
化
∵
姥
放
通
勤
は
確
か
に
輝
い
て
・
お
魚

薄
刀
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
、
何
の
反
省
も
な
く
近
づ
き
、
た
ま
た
ま
個
人
的

．
空
堅
蒜
得
ら
れ
る
と
、
和
人
と
し
て
の
歴
史
的
廣
罪
」

な
ど
そ
っ
ち
の
け
で
、
研
究
や
調
査
は
結
局
ア
イ
ヌ
の
た
め

に
な
る
と
か
、
自
分
は
瞭
カ
し
て
や
っ
て
い
る
と
か
、
自
分



A

忠
信
嶺
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
勝
三
と
思
い
上
が
り
、
こ
ろ
あ

い
を
喜
界
計
ら
っ
て
い
・
た
か
の
ご
と
く
奏
如
、
知
り
得
た
個
人

境
報
を
あ
だ
い
て
ア
イ
ヌ
曇
帳
に
・
た
い
し
て
自
分
は
何
善
本

で
あ
る
と
い
わ
ん
が
ご
と
く
ふ
ろ
、
一
－
三
・
た
り
、
ア
イ
ヌ
長
一
候

か
・
．
霊
町
政
L
i
た
文
化
や
醇
崖
や
撞
利
を
自
分
の
播
け
仕
事
、

業
績
に
利
用
せ
ん
と
し
・
た
り
す
る
。

そ
う
い
う
こ
と
は
当
然
の
ご
と
ノ
＼
　
そ
の
差
別
性
を
糾
話

さ
れ
る
。
今
度
は
、
恩
を
仇
で
遠
さ
九
・
へ
I
亡
へ
う
に
、
二
憲
し
開

き
直
る
。
そ
う
い
う
和
人
の
研
究
者
へ
　
マ
ス
コ
ミ
人
を
こ
九

・
一
一
芸
」
何
人
亘
克
て
三
ェ
悠

豪
高
遠
行
中
の
こ
と
で
あ
る
が
、
六
五
五
年
に
道
庁
警
察

部
か
葦
波
子
．
）
た
一
旧
土
人
衛
生
」
絵
諾
否
覆
令
書
」
な
る
も

の
を
、
景
透
に
な
っ
て
一
ア
イ
ヌ
古
奮
選
手
な
ど
と
輩
っ

っ
て
、
復
刻
出
版
し
た
和
人
の
学
者
と
出
極
言
か
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
あ
る
地
義
と
つ
い
て
の
も
の
で
、
個
人
名

と
と
も
に
寝
責
と
誤
り
に
満
ち
．
定
一
病
名
一
考
註
葦
す
る
と

い
う
ひ
ど
い
も
の
で
、
巽
在
も
健
在
な
本
人
や
子
孫
も
去
ら

れ
る
そ
う
で
あ
る
。

京
大
や
迂
一
條
が
、
許
せ
な
い
と
怒
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の

誓
言
／
－
出
版
者
は
、
－
刊
行
重
言
か
・
2
す
れ
薯
、
大
詰
信
書

の
恐
れ
寧
な
い
÷
な
ど
ー
／
）
、
萬
三
軍
り
、
話
し
合
い
妻
請
や

回
収
三
重
明
に
だ
、
い
・
一
一
一
）
な
り
「
今
後
一
切
、
応
答
す
る
孟
宗

が
な
ノ
＼
・
一
三
へ
　
そ
の
坐
三
・
⊇
認
め
÷
な
い
、
な
ど
と
恥
し

・
圭
う
な
一
里
季
一
を
し
て
い
る
。

差
別
・
抑
圧
は
決
し
て
遺
言
た
け
の
こ
と
で
は
な
く
、

－
学
術
一
の
衣
予
言
と
っ
た
り
し
て
、
差
別
は
い
ま
も
∴
白

春
蚕
汀
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

千
席
百
年
も
の
間
、
和
人
の
軽
だ
少
し
も
変
お
っ
て
い

な
い
の
か
－
圭
一
や
つ
。

陸
人
で
）
P
e
ア
イ
至
宝
候
の
窒
義
を
侵
し
・
た
り
、
み
ず
か

ち
陛
人
と
し
て
の
分
を
わ
き
ま
え
・
．
つ
れ
な
い
：
さ
ら
に
、
い

三
居
る
霧
所
の
き
貴
で
三
重
言
分
・
事
う
和
人
に
こ
そ
話
蓋
唐

山
一
七
や
．
）
て
い
る
。

北
高
道
の
季
節
労
働
著
選

北
海
道
の
季
節
労
働
者
は
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
混
同
さ
れ

易
ノ
＼
…
霞
問
題
重
商
＝
豪
で
も
出
稼
ぎ
雷
働
者
そ
の
も
の
と

し
て
語
義
し
て
い
た
と
い
う
話
さ
え
あ
る
窪
で
あ
る
。
農
民

が
冬
重
商
だ
け
、
出
講
ぎ
に
い
く
と
い
・
喜
怒
と
は
異
な
れ
十

・
一
一
へ
た
篇
計
上
の
「
一
三
群
馬
働
」
は
、
肩
の
壁
ニ
シ
ン
の

漬
桂
吾
と
枠
善
言
体
が
四
カ
月
以
下
の
も
の
に
か
き
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
い
。

身
近
な
柳
を
い
え
ば
、
季
節
労
働
着
は
だ
い
た
い
市
街
地

に
筐
唇
を
か
・
一
一
三
、
仮
に
志
村
地
憲
に
住
ん
で
い
て
も
寮
に

泰
一
族
と
も
ど
も
墨
書
員
｝
赤
ら
は
護
れ
て
お
り
へ
毎
年
四
、

五
月
ご
ろ
か
ら
十
一
、
十
二
月
ご
ろ
ま
で
、
細
字
同
じ
韓
覆

去
就
労
し
、
生
面
の
残
り
だ
失
業
す
る
か
、
ま
た
は
道
内

海
外
に
出
稼
ぎ
（
通
富
の
意
味
で
の
出
稼
ぎ
）
に
い
く
と
い

う
ー
プ
ロ
」
の
章
票
雷
勘
考
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
本
エ
ー
重
韓
層
で
は
な
ノ
＼
雇
用
影
樵
は
臨
時

工
的
で
は
あ
る
か
、
資
瑳
護
砦
r
つ
っ
た
ベ
テ
ラ
ン
の
人
も

多い。－
呈
示
で
食
言
萱
一
郭
伸
展
類
宮
林
と
い
う
も
の
か
あ
る
。
こ

れ
は
‥
蕊
桑
に
関
す
る
教
育
施
護
で
あ
久
別
荘
地
利
権
に
藷

が
る
‥
林
野
庁
の
官
僚
や
、
塞
吊
杯
掠
軽
に
薄
を
出
す
商
社
マ

ン
に
な
ら
ん
と
・
す
る
拳
庄
吉
こ
こ
で
竺
翁
白
を
す
る
。

本
州
に
大
里
ハ
ケ
一
坤
起
電
迫
に
も
一
ケ
啓
の
ね
へ
自
分

は
そ
こ
の
環
員
で
あ
る
。

叢
前
に
は
、
唇
太
、
雲
台
湾
に
ふ
主
唱
毅
冨
杯
が
あ
れ
へ

せ
っ
せ
と
侵
略
の
尖
兵
の
役
割
を
は
た
し
て
い
・
た
。
な
お
北

高
道
に
壁
曇
在
∵
北
大
、
九
大
、
京
大
の
ー
潟
冨
杯
が
あ
る
。

京
大
の
薄
青
杯
の
一
部
寧
旧
随
喜
が
宣
長
福
寿
都
（
驚
）

に
す
る
た
め
、
ア
イ
ヌ
給
与
遇
を
害
っ
た
も
の
を
、
叢
後
の

ど
さ
く
さ
で
三
に
い
れ
た
も
の
で
あ
る
。

手
工
蜜
豆
夢
の
こ
と
だ
が
、
事
大
悲
高
邁
湯
声
蕊
や

二
八
九
九
年
す
な
わ
ち
、
あ
の
憲
名
高
さ
、
＋
遊
漬
∵
収
容

法
の
性
格
を
清
つ
【
北
港
道
旧
土
人
藻
毒
草
割
定
の
年
に
、

そ
の
背
後
で
、
道
庁
か
ら
の
馨
と
い
う
手
続
き
を
へ
て
、

囲
い
込
ん
だ
森
林
で
、
文
部
省
異
見
蕾
で
あ
る
。

こ
の
靖
営
林
で
は
、
木
材
を
払
い
下
げ
収
入
が
一
九
八
九

と
蔓
で
、
約
三
信
田
あ
り
　
〓
宮
前
の
国
有
林
の
よ
う
に
地

元
住
民
の
悪
評
室
員
う
ほ
ど
に
業
者
に
タ
カ
ッ
て
い
た
様
な

攫
員
が
、
幅
を
き
か
せ
て
い
る
。
（
ち
な
み
に
各
地
で
酉
武

・
薗
十
開
渠
が
ス
キ
ー
場
を
作
っ
た
り
し
て
い
る
の
は
、
農

水
省
－
林
野
庁
－
営
林
局
－
営
林
署
の
管
轄
の
普
通
に
い
う

国
有
林
で
あ
る
）

こ
の
演
習
林
の
面
積
は
二
万
三
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
「
山

の
一
一
丁
線
」
が
国
昭
入
る
位
大
き
い
。

こ
こ
に
は
、
一
九
九
〇
空
理
蛋
百
五
名
の
職
員
が
い
る

が
：
つ
主
ハ
十
三
名
か
、
国
家
公
務
員
総
高
貫
法
に
い
う
い

わ
ゆ
る
定
員
内
（
正
蒔
き
で
教
官
（
教
授
と
か
）
、
葦

、
事
務
官
な
ど
、
残
り
四
十
二
名
の
定
員
外
（
臨
聾
の

う
ち
、
パ
ー
ト
（
「
臨
職
」
と
は
呼
は
な
い
）
が
九
冬
十

二
ケ
月
雇
用
の
「
臨
撮
」
が
九
争
十
カ
月
窟
用
の
「
臨
職
」

十
名
、
九
カ
月
雇
用
の
「
臨
職
」
十
四
名
か
い
る
。

霞
眉
の
仕
事
は
、
お
も
に
森
林
の
粒
伐
計
画
を
立
て
る

こ
と
で
そ
の
考
え
方
は
、
ゴ
リ
ゴ
リ
の
「
優
性
思
想
亡
に

も
と
つ
い
て
い
る
。

「
臨
職
」
の
人
た
ち
の
仕
事
は
、
山
で
木
を
伐
る
、
植
え

る
、
手
入
れ
の
草
刈
や
、
間
伐
、
苗
木
を
育
て
る
、
と
い
う

現
場
の
仕
事
で
あ
る
。
若
干
名
の
事
務
・
用
務
の
ひ
と
も
い

る。

こ
の
「
臨
職
」
の
人
た
ち
が
、
だ
い
た
い
季
節
労
働
者
と

考
え
て
よ
い
。
十
二
カ
月
雇
用
の
季
節
労
働
者
と
は
、
矛
盾

一
し
た
表
現
だ
が
、
十
年
ほ
ど
前
に
靖
胃
林
撮
組
と
し
て
団
結

し
て
、
－
杢
当
局
と
必
死
の
闘
い
を
し
て
「
雇
用
軽
量
と

し
て
か
ち
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
そ
の
闘
い
の
過
程
で
現

塑
藍
層
を
中
心
と
す
る
第
二
組
合
と
景
職
が
「
自
然
的
条

件
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
萎
な
責
秦
だ
」
と
か
「
彼
ら

注
掲
揚
を
つ
ぶ
す
つ
も
り
兵
士
な
ど
と
薫
別
的
∴
有
望
的
な

鼓
対
を
し
た
こ
と
は
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）

こ
の
闘
い
に
部
分
的
に
勝
利
す
る
ま
で
は
、
十
年
も
二
十
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年
も
勤
め
て
も
六
～
八
カ
月
雇
用
で
あ
っ
た
小
へ
一
部
の
職

域
で
は
、
冶
脇
目
杯
直
営
で
あ
る
霊
某
に
、
－
な
ん
と
ビ
ン
ハ
ネ

業
者
が
介
在
し
て
い
た
。

現
在
九
カ
月
、
十
カ
月
轄
職
の
人
た
ち
は
、
通
年
雇
用
、

雇
用
延
長
を
要
求
し
て
い
る
が
、
当
局
は
な
か
な
か
認
め
な

い
。
逆
に
、
下
請
け
化
で
こ
の
臨
職
「
体
制
」
を
廃
絶
し
よ

う
と
し
て
い
る
。

毎
年
冬
に
二
、
三
カ
月
間
解
雇
さ
れ
る
「
臨
職
」
の
人
た

ち
の
心
頭
」
と
は
、
「
な
ん
と
い
っ
て
J
q
来
年
度
も
ま
た

居
っ
て
も
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
だ
」
と
聞
い
た
こ
と
か
あ

る
。
東
大
の
場
合
は
定
年
ま
で
毎
年
雇
用
す
る
こ
と
が
、
一

応
慣
行
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
毎
年
四
月
一
日
付
け
で
各
人

ご
と
雇
用
条
件
つ
き
の
辞
令
が
交
付
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
正
職
と
の
常
例
条
件
の
差
別
は
大
き
い
。

演
習
林
を
含
む
地
域
で
み
る
と
、
富
良
野
職
安
に
よ
る

六
月

九
月

十
二
月

三
月

二
一
九
、
六
八
八
　
人

※
二
五
三
、
六
垂
ハ

一
九
七
、
二
一
七

※
　
九
八
、
六
七
四

「
季
節
労
協
著
数
÷
「
出
稼
ぎ
雷
撃
　
で
は
、

（
単
位
・
人
）
　
　
　
一
九
八
三
年

年
　
就
労
者

二
　
季
節
労
働
者
数

九
　
出
稼
ぎ
者
数

一
四
、
六
八
〇

一
、
八
七
八

三
九
〇

一
九
八
六

一
四
、
三
一

「七三
二
五

（
※
2
5
・
3
－
※
9
・
8
＝
1
5
・
5
万
人
の
う
ま

か
な
り
の
部
分
が
季
節
鶴
首
と
い
え
よ
う
）

ほ
か
邁
某
、
農
業
、
林
業
で
も
破
屋
用
保
険
者
の
季
節
変
動

は
大
き
い
。

一
九
七
七
年
の
弱
者
救
済
を
掲
げ
た
蕃
斗
に
前
後
し
て
、

地
域
単
位
の
北
港
遭
季
節
労
働
者
組
合
と
全
通
親
族
で
の
組

合
脇
績
会
が
組
織
設
立
さ
れ
た
か
、
そ
の
主
な
要
求
は
、

（
一
九
八
六
春
斗
要
求
）
．

通
年
施
工
に
よ
る
雇
用

月
二
十
日
以
上
の
按
働

年
間
八
カ
月
以
上
の
稼
働

協
定
貸
金
の
順
守

と
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
地
元
で
毎

年
確
実
な
就
労
を
す
る
こ
と
が
最
高
量
話
題
で
あ
る
。

七こ
の
出
稼
ぎ
者
数
に
は
、
農
家
か
ら
の
出
稼
ぎ
者
と
季
節
労

働
者
か
ら
の
出
稼
ぎ
者
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
就
労
者
総
数

の
う
ち
、
二
一
％
～
二
二
％
か
季
節
労
働
者
で
あ
る
と
い
う

の
は
、
池
の
部
将
県
と
は
襲
月
塑
語
る
よ
う
に
お
も
う
。
な

お
堆
元
の
市
で
は
、
こ
の
出
醇
か
尋
を
対
象
に
、
脅
守
家
庭

や
地
元
の
情
報
を
「
季
節
労
働
者
だ
よ
り
」
と
し
て
発
行
し

て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
季
節
賛
助
者
と
出
稼
ぎ
者
と
い
、
千

一
言
葉
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
。

北
海
道
の
季
節
労
働
者
は
現
在
三
十
万
人
と
言
わ
れ
て
お

り
、
季
節
労
働
者
固
有
の
労
働
行
政
・
対
策
も
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。

季
節
常
例
背
教
の
多
い
建
設
業
で
恩
用
保
険
を
か
け
て
い

る
人
数
を
み
れ
ば
、
（
一
九
八
八
年
度
・
道
統
計
）
一議

鮮
薄
紫

こ
の
北
澤
道
特
有
の
労
働
者
の
存
在
は
、
歴
史
的
、
構
造

的
に
影
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
建
設
土
木
は
「
囚
人
労
働
」

の
系
譜
を
た
ど
っ
て
い
る
の
だ
る
つ
か
、
そ
れ
以
外
の
柳
も

あ
る
。

・
た
と
え
ば
、
北
持
運
に
お
い
て
大
岩
蕗
剛
が
と
ら
れ
て
い
た

明
積
大
正
期
に
（
小
作
割
か
一
般
化
す
る
前
）
、
製
糖
資

本
か
季
節
労
働
者
を
四
月
か
ら
十
一
月
ま
で
高
尾
屈
し
て
農

業
督
例
に
あ
た
ら
せ
、
あ
と
は
解
雇
さ
れ
る
が
、
労
働
者
は

嬰
楯
会
社
の
「
社
宅
」
か
ら
、
め
い
め
い
自
分
で
見
つ
け
た

ー
山
仕
事
（
昔
は
冬
に
伐
出
し
た
）
に
通
っ
た
り
す
る
、
と
い

．
主
力
式
で
昭
和
覿
－
一
号
読
手
こ
の
あ
と
「
小
作
制
」
に

移
行
す
る
と
い
う
よ
う
な
柳
が
あ
っ
た
。

－
I
　
ま
た
、
東
大
潟
宮
林
に
は
「
林
内
植
民
」
制
度
と
い
う
も

の
が
あ
れ
へ
　
「
模
範
的
皇
国
農
山
村
」
を
凛
ほ
う
し
た
「
最

盛
期
」
に
は
一
壬
仁
∴
境
地
約
五
千
町
歩
の
小
作
地
を
か
か

∵
え
て
い
た
。

、●

離
宮
終
・

「
小
作
争
韻
」
の
影
響
を
受
け
た
「
危
険
思
想
・
潟
協
思

想
」
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
入
植
か
許
可
さ
れ

る
と
、
夏
は
、
「
小
作
人
」
と
し
て
大
学
か
、
お
借
り
だ
農
地

を
耕
し
、
冬
は
、
「
出
没
義
務
」
を
背
負
っ
た
「
労
働
者
」

と
し
て
海
自
林
の
山
仕
琴
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

（
昔
は
冬
に
山
仕
事
、
碁
盤
某
、
今
は
夏
に
山
仕
寧
、
．
冬
は

失
業
）
。
∴
∴
∴
∴
　
i

現
在
の
鴨
職
「
体
制
」
も
こ
う
い
う
馨
し
経
て
影
成
さ

れた。
「
林
聾
と
い
う
孟
桑
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

も
と
も
と
は
、
森
つ
李
の
千
・
）
林
業
季
節
督
励
者
を
確
保
・

固
定
化
す
る
た
め
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
食
え
な
い
労
働
者
に

「
小
作
農
地
」
か
貸
し
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
出
発
し
た
の

で
あ
る
。
北
海
道
に
お
け
る
小
作
二
戸
分
は
普
通
五
町
歩
で

あ
る
が
、
演
習
林
で
は
途
中
か
・
皇
意
図
的
に
四
町
歩
に
さ
れ

た。

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
経
て
、
北
濃
道
営
働
市
塙
に
「
必
要

な
」
労
働
者
と
し
て
、
季
節
労
働
者
は
構
造
的
に
形
成
さ
れ

て
き
た
と
一
言
え
る
。

「
囚
人
営
働
者
」
　
「
タ
コ
労
働
者
」
　
「
朝
鮮
人
糞

中
国
人
語
働
者
」
と
は
異
な
る
か
、
や
は
り
下
層
の
「
季
節

労
働
者
」
は
、
北
海
道
「
聾
の
な
か
に
独
自
の
位
置

を
し
め
、
自
然
的
な
意
味
で
の
季
節
性
だ
け
で
は
説
明
さ
れ

え
な
い
季
節
薫
働
で
あ
る
。

古
く
は
困
民
党
の
闘
士
を
か
く
ま
っ
た
と
さ
れ
る
ア
イ
ヌ

の
人
た
ち
、
戦
時
中
の
ア
イ
ヌ
兵
士
と
沖
縄
住
民
と
の
交
流
、

逃
げ
て
き
た
賀
タ
コ
∵
営
働
者
や
朝
鮮
人
糞
中
国
人

労
働
者
を
か
く
ま
っ
た
貧
農
、
蟹
じ
れ
た
「
障
害
者
」
を

暖
か
く
支
援
し
た
季
節
労
働
者
、
「
現
場
」
で
は
弱
い
立
場

の
人
や
年
発
着
を
か
ば
う
山
谷
の
聾
こ
れ
ら
は
見
聞

き
し
、
感
動
し
、
ま
た
、
－
隠
語
体
験
も
し
た
。

「
中
流
が
九
〇
％
と
い
う
な
ら
、
残
り
の
一
〇
％
の
下
層

に
依
拠
す
る
」
と
語
っ
て
い
た
N
君
の
こ
と
が
、
し
の
ば
れ

る
e



日カニ寄－せ事務学会カ、らのお矢口ら－せ
1990年6月25日事務局（松沢）

1・第4回総会萄∴さる5机9、20日大阪大学大開科学部（J版木駅下車）
において嗣かれ・両日合わせて250名余の出席を見、盛会でした。金時飽、土
崩賄氏ならびに冊］・翻労委員長の紀念講演、冨岡一郎氏及び根源の研究発
表、活動の緯与と方針・決算予算・人草・・規定改正などの協議と決定などが行わ
れました。詳しぐは7即日網干の軸木話せ鳩学会通信彊御覧下さい。また今
年度から鰯在住の詩椿さんが会計を引き受けてくれろこととなりました。

2・別報のように昨年は特に会費制入善が極端に姫く、年報略せ塵第2号も
（剛・引まとは売れず、許周ために10万円の赤字でした。今年は、山谷労働者福
組合梢の衆・酌）朝出、などもあり、掴当の．幻Liが予想されます。詩経の浅い本会
としては収入は他にありませんので、寄せ鳩学会の存講を期待するのであれば、
会費まきちんとお納め下さるよう是非せび組、＿庸ます。支虹、方法はどういっ
た彬で守吊紅、ませんo（何回かの）分割でも紺欄です（その年の終りまでであれ
ば）。そういった軸注すので89年までの会費まだの方は大至急お納め下さ
い。また、90年分の方も、富しくお肌、します。

3・昨報指せ規3号が、雛雇の未ようやく出来ました。医寮の特集と寄せ鳩
酬紋組）ストは、この学会でなければ入手できないものだと思います。会員の
勅こは、現在進めている名簿の盤勤済み沃第別途お送りいたしますので、もう
しばらくお待ちください。鞠＝お急ぎの方は、事務局の方まで個別に申し出て下
さい。定帥ま2060打て・、会．酢蛸は1600円です。　・＼

4・7月8日15時半から、名古屋・笹島近くにおいて日本寄せ場学会拡大運営
委員会を聞きます。場所は「名古屋樹く人の豪」（ph．052－682－5204地下鉄伝馬
町下車）です。会の基本に軸一ることどもを決める予定ですので、どうぞ多数御
参集下さい。

5．関連のスケジュール
7月　7日14時－8日15時草　寄せ場交流会、「名古屋働く人の家」にて

（ph．052－682－5204地下鉄伝馬町）
14日（土）14：00一　東日本支部例会（於東女大講堂会議室）

，　発表一都市論シリーズ第1組内田雄三「部落と街つくり」
（・引続き大串夏見、高島直之、平井玄各氏等を予定）

15日夕方　山谷労働者福祉会舘、上棟式！・現地にて
（ph．03－876－7073）

8月12日（日）前後　山谷、釜棚など夏祭り
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