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☆ 

九
月
例
会
に
つ
い
て 

日
時 

9
月
10
日 

午
前
十
時 

場
所 

柏
原
住
民
セ
ン
タ
― 

会
場
準
備
係(

敬
称
略) 

荻
野
展
男
・
村
上
章
子
・
関
靖
代 

 ☆ 

十
月
例
会
に
つ
い
て 

 

日
時 

10
月
8
日 

午
前
十
時 

場
所 

柏
原
住
民
セ
ン
タ
― 

会
場
準
備
係(

敬
称
略) 

荻
野
雄
一
郎
・
荻
野
節
子
・
山
崎
幸

子  ☆ 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
予
告 

 

日
時 

12
月
10
日(

土) 

 

午
後
一
時
半
か
ら
午
後
四
時
半 

 

青
垣
町
住
民
セ
ン
タ
― 

集
合 

 

内
容
に
つ
い
て
は
現
在
、
「
古
文

の
会
」
会
長
下
野
氏
他
と
折
衝
中 

 

決
ま
り
次
第
、
詳
細
は
川
口
代
表

か
ら
発
表
さ
れ
ま
す
。
乞
う
、
ご
期

待 ☆ 

新
資
料
＃
18
＃
19
＃
２０
配

布
中
、
未
受
領
者
人
小
西
さ
ん
へ 

          

◆ 

市
島
町 

一
色 

初
代 

様 

落
ち
こ
ぼ
れ
の
記 

 

私
は
古
文
書
倶
楽
部
に
入
会
し

て
５
年
目
を
迎
え
ま
す
が
、
こ
の
会

に
き
ち
ん
と
向
き
合
え
る
様
に
な

っ
た
の
は
、
昨
年
の
11
月
か
ら
で

す
。 

 

家
庭
の
都
合
や
体
調
を
く
ず
し

た
こ
と
も
あ
っ
て
欠
席
し
た
り
、
１

年
余
り
休
ん
だ
り
落
ち
こ
ぼ
れ
の

会
員
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
今
こ
こ

に
在
籍
で
き
て
い
る
こ
と
は
、
大
変

な
奇
跡
で
あ
り
、
幾
つ
か
の
支
え
が

あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

そ
の
一
つ
は
、
先
生
の
導
き
方
に

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
知

識
を
授
け
る
の
で
は
な
く
、
一
人
ひ

と
り
が
自
分
の
力
で
古
文
書
が
読

め
る
力
を
つ
け
る
た
め
の
指
導
法

で
す
。
名
簿
順
に
指
名
さ
れ
る
の

で
、
い
や
で
も
応
で
も
予
習
を
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
辞
書
を
用
い

た
り
、
人
に
尋
ね
た
り
し
て
学
習
に

向
き
合
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
わ
か
ら

な
い
と
、
そ
こ
か
ら
寺
子
屋
風
の
個

別
指
導
が
始
ま
り
ま
す
。
周
り
か
ら

さ
さ
や
く
よ
う
な
声
で
教
え
よ
う

も
の
な
ら
「
そ
こ
の
人
教
え
な
い

で
」
と
い
う
声
が
と
ん
で
き
ま
す
。 

で
も
先
生
は
そ
の
人
に
応
じ
て

次
々
と
ヒ
ン
ト
を
繰
り
出
さ
れ
る

の
で
、
必
死
に
考
え
ま
す
。
そ
の
時

は
、
私
た
ち
高
齢
者
の
脳
は
マ
ッ
ク

ス
に
働
い
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

周
り
の
者
は
、
密
か
に
応
援
し
な
が

ら
待
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
そ
の
沈

黙
の
時
間
が
大
好
き
で
す
。
温
か
な

や
さ
し
い
時
間
教
室
に
流
れ
ま
す
。 

 

先
生
は
豊
か
な
体
格
に
、
時
に
は

汗
を
か
き
な
が
ら
一
生
懸
命
に
一

人
の
生
徒
に
向
か
っ
て
く
だ
さ
い

ま
す
。
私
も
そ
の
洗
礼
を
幾
度
か
受

け
頭
の
中
が
真
っ
白
に
な
っ
た
事

も
あ
り
ま
し
た
が
、
後
で
み
な
さ
ん

の
貴
重
な
時
間
を
一
人
の
た
め
に

い
た
だ
い
た
こ
と
を
あ
り
が
た
く

思
い
ま
し
た
。 

こ
の
先
生
の
き
び
し
く
も
究
極

に
や
さ
し
い
教
え
方
と
温
か
い
お

人
柄
に
惹
か
れ
た
こ
と
が
続
け
て

こ
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
要
因
で
す
。 

 

二
つ
目
は
、
こ
の
会
を
引
っ
張
っ

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
川
口
会
長
様

初
め
ス
タ
ッ
フ
の
み
な
さ
ん
の
存

在
で
す
。
み
な
さ
ん
を
う
ま
く
ま
と

め
面
倒
な
事
務
的
な
こ
と
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
専
門
的
な
力
量
も
相

ま
っ
て
私
た
ち
を
高
み
に
導
い
て

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

会
報
ま
で
企
画
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。 

 

最
後
は
仲
間
の
存
在
で
す
。
わ
か

ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
り

く
じ
け
そ
う
な
時
に
も
励
ま
し
て

く
れ
る
頼
り
に
な
る
仲
間
の
存
在

な
く
し
て
は
今
の
私
は
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
５
年
前
に
手

紙
や
電
話
で
熱
心
に
勧
め
て
下
さ

っ
た
八
木
甫
瑳
子
先
生
の
お
蔭
で

古
文
書
の
楽
し
さ
を
知
る
き
っ
か

け
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

こ
れ
か
ら
も
落
ち
こ
ぼ
れ
の
私

で
す
が
な
ん
と
か
み
な
さ
ん
の
お

仲
間
に
加
え
て
い
た
だ
い
て
楽
し

く
過
ご
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
い
つ
か
お
い
し

い
お
酒
を
酌
み
交
わ
す
仲
間
に
な

れ
た
ら
い
い
な
あ
。
な
ん
て
夢
を
も

っ
て
い
ま
す
。 

     

丹
波
古
文
書
倶
楽
部
会
報 

 
古

文

書

か
わ
ら
版 

事

務

連

絡
(

高

札

場

) 

発
行
者 

川
口
丹
波
守
利
和 

編
集
者 

延
陽
伯
こ
と
岸
孝
明 

発
行
所 

丹
波
古
文
書
倶
楽
部 

自

己

紹

介

(

口

上

) 
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◆ 
 

篠
山
市 

 

小
島 

典
夫 

「
古
文
書
体
得
心
得
之
事
」 

古
文
書
に
関
わ
っ
た
の
は
、
退
職

後
、
自
分
の
時
間
を
ど
う
使
う
か
、

趣
味
を
持
つ
こ
と
。
た
ま
た
ま
、
目

に
つ
い
た
篠
山
市
古
文
書
講
座
。
６

年
限
り
で
し
た
が
、
地
域
状
況
も
い

く
ら
か
は
頭
に
残
る
。
で
も
古
文
書

自
体
は
、
最
初
、
全
く
字
が
分
か
ら

ず
内
容
も
さ
っ
ぱ
り
不
明
。
そ
れ
で

も
数
読
む
と
言
う
よ
り
見
る
事
で

漢
字
の
形
で
判
断
し
な
が
ら
前
後

の
文
書
の
内
容
か
ら
こ
う
い
う
事

を
言
っ
て
い
る
な
と
感
じ
る
。
段
々

と
古
文
書
の
言
い
回
し
方
が
頭
に

入
り
、
こ
う
読
む
の
だ
な
と
思
い
つ

く
。
全
く
分
か
ら
な
い
字
は
辞
書
を

引
く
。
で
も
、
分
か
ら
な
い
。
読
め

る
方
に
聞
い
て
み
る
。
こ
ん
な
こ
と

で
勉
強
を
続
け
て
い
る
。
昔
、
こ
ん

な
事
を
し
て
い
た
の
だ
な
と
知
識

が
頭
に
残
る
。 

さ
て
、
こ
の
勉
強
が
何
に
役
立
つ

の
か
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
思
い
つ
か

な
い
。
で
も
、
講
座
に
出
て
学
生
時

代
の
緊
張
を
味
わ
っ
て
い
る
。
予
習

と
復
習
を
や
っ
て
お
か
な
い
と
つ

い
て
行
け
な
い
。
ど
う
し
て
も
不
明

で
あ
れ
ば
質
問
す
れ
ば
い
い
の
だ
。

自
分
に
と
っ
て
不
得
意
な
文
書
も

あ
る
。
全
く
読
め
な
い
文
書
も
あ

る
。
で
も
、
さ
ら
に
読
め
る
よ
う
に

な
り
た
い
。
自
分
の
〝
教
育
〟
幷
〝

教
養
〟
は
「
今
日
行
く
」
幷
「
今
日

（
の
）
用
」
と
考
え
、
講
座
出
席
を

心
掛
け
、
温
故
知
新
に
よ
り
何
か
？

に
生
か
せ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。 

◆ 

春
日
町
松
森 

小
西
敏
晴
様 

 

丹
波
古
文
書
倶
楽
部
へ
の
想
い 

古
文
書
を
習
お
う
と
思
い
立
っ
た

の
は
、
地
元
の
自
治
会
長
を
勤
め
て

い
た
時
、(

平
成
十
五
年
頃)

区
に
保

管
さ
れ
て
い
た
古
文
書
約
百
点
を

始
め
て
見
た
時
か
ら
で
す
。 

つ
た
な
い
筆
致
で
ミ
ミ
ズ
の
爬

っ
た
様
な
文
字
は
、
殆
ど
読
め
ず
、

何
と
か
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い

と
、
古
文
書
を
習
え
る
場
が
な
い

か
、
教
育
委
員
会
等
に
尋
ね
て
も
当

地
方
に
は
有
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
新

聞
等
で
見
た
講
習
会
に
出
て
み
ま

し
た
が
、
単
発
の
講
座
で
は
、
物
に

な
ら
ず
、
諦
め
か
け
て
い
た
平
成
二

十
二
年
に
、
丹
波
シ
ニ
ア
カ
レ
ッ
ジ

に
古
文
書
講
座
が
開
催
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
早
速
申
込
み
、
七
十
四

歳
の
手
習
開
始
、
こ
こ
で
木
村
修
二

先
生
に
、
お
出
合
で
き
師
事
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。 

一
年
間
、
無
我
夢
中
で
勉
強
す
る

う
ち
、
暗
闇
の
彼
方
に
チ
ラ
ッ
と
薄

い
光
が
見
え
か
け
ま
し
た
。
し
か

し
、
講
座
は
一
年
で
終
了
で
す
。
そ

こ
で
、
受
講
生
の
う
ち
、
川
口
利
和
、

八
木
甫
瑳
子
、
佐
中
ま
す
み
、
三
氏

と
私
の
四
人
で
、
「
丹
波
古
文
書
倶

楽
部
」
を
、
平
成
二
十
三
年
度
に
立

ち
上
げ
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
の
指
導
と
、
木
村
修

二
先
生
の
御
好
意
の
御
蔭
で
す
。 

以
来
六
年
目
に
入
り
、
会
員
の
皆

さ
ん
の
解
読
力
も
一
段
と
進
歩
し

て
い
ま
す
。
歳
の
割
に
落
ち
着
き
の

な
い
私
は
、
先
生
に
叱
ら
れ
て
ば
か

り
で
す
が
、
そ
れ
な
り
に
読
め
か
け

た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
区
有
文
書

も
、
少
し
ず
つ
で
す
が
、
読
み
下
せ

て
い
ま
す
。
研
鑽
を
重
ね
解
読
を
進

め
る
と
共
に
、
併
せ
て
収
集
中
の
資

料
と
も
に
、
「
松
森
区
史
」
を
、
何

と
か
纏
め
上
げ
る
の
が
、
私
の
悲
願

で
あ
り
夢
で
す
。 

 

会
員
の
皆
さ
ん
共
に
励
も
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
も
今
年
で.

八
十
歳
で
す
。
ど
う
か
、
時
間
切
れ

に
な
り
ま
せ
ん
様
に
。 

 
 
 

  ◆ 

書
評
『
無
私
の
日
本
人
』 

 
 

 
 
 

延
陽
伯
こ
と
岸
孝
明 

 

こ
の
本
は
、
『
武
士
の
家
計
簿
』

な
ど
で
お
な
じ
み
の
磯
田
道
史
氏

が
、
か
つ
て
の
奥
州
街
道
の
吉
岡
宿 

(

宮
城
県
黒
川
郡
大
和
町)

に
伝
わ

る
「
国
恩
記
」
と
言
う
古
文
書
を
基

に
小
説
化
し
た
作
品
で
す
。 

明
和
年
間(

１
７
７
０
年
代)

頃
、

過
酷
な
伝
馬
役
を
押
付
け
ら
れ
疲

弊
し
て
行
く
宿
場
を
救
う
た
め
、
穀

田
屋
十
三
郎
等
９
人
の
資
産
家
が

知
恵
を
絞
り
、
私
財
を
投
げ
打
っ
て

千
両
の
大
金
を
財
政
難
に
苦
し
む

仙
台
藩
に
貸
し
付
け
、
毎
年
百
両

(

江
戸
時
代
の
利
子
は
一
割
が
当
た

り
前)

の
利
子
を
受
け
取
り
、
そ
れ

を
宿
場
の
み
ん
な
に
配
る
こ
と
で
、

宿
場
の
存
続
を
図
っ
た
、
し
か
も
そ

の
美
談
を
子
々
孫
々
、
一
切
、
誇
る

こ
と
、
語
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た

と
言
う
実
話
で
す
。 

支
配
さ
れ
る
百
姓
た
ち
が
支
配

者
を
手
玉
に
取
る
痛
快
な
話
と
し

て
『
殿
、
利
息
で
ご
ざ
る
』
と
言
う

映
画
に
な
っ
て
好
評
上
演
中
で
す
。 

そ
の
原
作
は
『
無
私
の
日
本
人
』

中
の
一
編
「
穀
田
屋
十
三
郎
」
で
す

が
、
彼
ら
の
行
動
の
原
点
は
「
村
あ

っ
て
の
個
人
の
な
り
わ
い
」
と
言
う

惣
村
の
掟
と
と
も
に
、
自
ら
の
村
と

自
分
を
救
う
の
は
、
お
上
で
は
な
く

自
ら
の
働
き
で
あ
る
、
と
言
う
確
固

と
し
た
信
念
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。 

情

報

提

供

(

み
ち
し
る
べ) 
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江
戸
期
の
庶
民
の
中
に
こ
の
よ

う
な
美
質
・
気
風
が
生
き
て
い
た
の

は
驚
き
で
、
あ
ま
り
に
高
潔
過
ぎ
る

嫌
い
も
な
い
で
す
が
、
皆
さ
ん
に
是

非
、
読
ん
で
も
ら
い
た
い
本
で
す
。

(

文
春
文
庫
「
い 

87 

3
￥
590
」) 


