
　

９
月
18
日
㈮
午
前
８
時
、
波
田

公
民
館
の
前
に
は
愛
好
会
会
長
の

百
瀬
光
信
さ
ん
は
じ
め
13
人
が
集

ま
り
ま
し
た
。
車
に
分
乗
し
和
田

公
民
館
に
到
着
す
る
と
、
現
公
民

館
長
さ
ん
と
前
館
長
さ
ん
が
出
迎

え
て
く
だ
さ
り
、
半
日
案
内
ま
で

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
主
な

コ
ー
ス
は
、

　

無
極
寺
→
窪
田
空
穂
記
念
館
→

西
善
寺
→
和
田
神
社
→
萬
年
寺

→
天
然
記
念
物
コ
ウ
ヤ
マ
キ

　

最
初
の
訪
問
地
、
無
極
寺
で
は

第
34
代
ご
住
職
の
説
明
後
、
ご
厚

意
で
内
陣
に
上
が
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
極
楽
浄
土
を
模
し
た

風祭り 敬老会「鶴亀石鹸」

お十夜

無極寺本堂

萩原家コウヤマキ

　

地
区
の
伝
統
や
文
化
、
長
き
に

わ
た
り
継
承
さ
れ
続
け
、
日
常
生

活
に
溶
け
込
み
、
例
年
同
様
に
計

画
さ
れ
た
様
々
な
行
事
は
、
そ
の

全
て
が
多
く
の
人
が
集
ま
り
、
密

集
し
て
行
わ
れ
る
行
事
・
神
事
の

た
め
、
コ
ロ
ナ
禍
の
令
和
2
年
度

は
異
例
の
形
で
の
開
催
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　

8
月
に
開
催
さ
れ
た「
風
祭
り
」

は
役
員
と
宮
総
代
の
出
席
の
み
で

神
事
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
例
年
華
や
か
に
、
行
わ
れ
て
い
た

9
月
の
「
敬
老
会
」。
今
ま
で
地
区

を
守
り
、
支
え
、
貢
献
し
て
く
だ

さ
っ
た
諸
先
輩
方
が
集
ま
り
、
昔
話

に
花
が
咲
き
、
飲
ん
で
歌
っ
て
、
日

本
舞
踊
ま
で
披
露
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
集
落
セ
ン
タ
ー
で
の
大
祝
賀
会

は
開
催
さ
れ
ず
、
地
区
内
対
象
者
の

1
8
0
人
の
皆
様
に
「
鶴
・
亀
」
の

壇
上
で
三
尊
仏
、
ま
た
周
囲
の
彫

刻
等
を
間
近
で
拝
見
。
続
い
て
、

窪
田
空
穂
記
念
館
へ
。
館
長
さ
ん

の
説
明
で
は
、
西
南
戦
役
の
年
に

生
ま
れ
た
空
穂
は
、
小
学
時
代
、

こ
こ
か
ら
開
智
小
ま
で
片
道
８
キ

ロ
の
道
を
通
っ
た
と
の
こ
と
。
十

歳
前
後
の
子
供
が
現
代
で
は
と
て

も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。

　

次
の
西
善
寺
は
天
台
宗
の
寺
。

ご
住
職
の
ご
厚
意
で
阿
弥
陀
三
尊

が
祀
ら
れ
る
内
陣
を
ぐ
る
り
と
一

周
。
左
右
の
菩
薩
は
真
横
か
ら
見

る
と
軽
く
膝
を
曲
げ
、
か
す
か
に

前
か
が
み
（
直
立
で
は
な
い
！
）

の
姿
勢
で
、
聞
け
ば
来
迎
を
表
わ

紅
白
の
石
鹸
と
日
本
製
の
タ
オ
ル
が

届
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
秋
の
風
物
詩
の
一
つ
で

あ
る
「
三
神
社
の
秋
祭
り
」
も
当

然
中
止
と
な
り
、
10
月
に
行
わ
れ

た
「
お
十
夜
」
の
団
子
は
、
手

作
り
で
は
な
い
既
製
品
が
奉
納
さ

れ
、
神
事
の
み
真
光
寺
で
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

共
に
集
ま
り
、
人
伝
に
大
切
に

伝
承
さ
れ
て
き
た
地
域
の
大
切
な

文
化
の
「
か
た
ち
」
が
大
き
く

変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
一
年
で
し

た
。
そ
ん
な
中
、
敬
老
会
の
プ
レ

ゼ
ン
ト
に
は
そ
の
日
の
う
ち
に
複

数
の
方
か
ら
丁
寧
な
お
礼
と
感
謝

の
お
言
葉
を
頂
き
、
大
変
感
動
し

ま
し
た
。「
か
ら
だ
は
離
れ
て
い

て
も
心
は
近
く
あ
り
た
い
」
こ
ん

な
想
い
の
役
員
一
同
で
し
た
。

　

来
年
度
こ
そ
各
種
行
事
が
「
え

が
お
で
皆
が
集
ま
り
、語
り
合
い
、

助
け
合
い
、
盛
会
に
開
催
さ
れ
る

こ
と
」
を
願
い
ま
す
。

す
と
い
う
事
で
し
た
。

　

一
旦
公
民
館
に
戻
り
一
服
後
、

和
田
神
社
へ
。
こ
こ
で
は
女
性
の

神
主
さ
ん
が
説
明
し
て
く
れ
ま
し

た
。（
こ
の
方
は
森
井
神
官
と
い
い
、

波
田
の
三
神
社
の
祭
事
も
行
っ

て
い
た
だ
い
て
い
る
と
の
こ
と
で

す
。）
拝
殿
に
上
が
り
解
説
を
受

け
た
後
、本
殿
を
飾
る「
目
抜
き
龍
」

を
始
め
、
立
川
流
の
見
事
な
彫
刻

の
い
く
つ
か
を
眼
前
に
拝
見
で
き

た
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
し
た
。

　

曹
洞
宗
萬
年
寺
で
は
本
堂
拝
観

の
後
、
上
原
良
司
の
墓
に
詣
で
ま

し
た
。
特
攻
で
沖
縄
の
海
に
散
っ

た
彼
の
遺
書
は
「
き
け
わ
だ
つ
み

の
こ
え
」
に
も
載
り
、
自
身
英
国

流
自
由
主
義
の
標
榜
者
と
し
て
有

名
で
す
。
二
人
い
た
兄
も
戦
死
し

三
名
連
記
の
墓
石
が
哀
れ
を
誘
い

ま
し
た
。

　

最
後
は
、
蘇
我
萩
原
家
の
県
最

大
級
の
コ
ウ
ヤ
マ
キ
を
見
学
。
巨

木
は
途
中
か
ら
二
股
に
分
か
れ
、

30
メ
ー
ト
ル
に
な
ら
ん
と
す
る
今

も
葉
は
濃
い
緑
で
樹
勢
盛
ん
。
そ

の
根
元
近
く
、
一
尺
に
満
た
ぬ
幼

樹
を
植
え
た
鉢
が
い
く
つ
か
置
い

て
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
隣
の
親

樹
の
よ
う
な
大
木
と
な
る
の
に
何

百
年
か
か
る
の
だ
ろ
う
と
ふ
と
思

い
ま
し
た
。

　

始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
行
く

先
々
で
の
温
か
い
も
て
な
し
に
感

謝
の
研
修
で
し
た
。

―

和
田
地
区
文
化
財
巡
り
に
参
加
し
て―

波
田
歴
史
愛
好
会
研
修

こ
こ
ろ
の
繋
が
り

１区
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
日
本

で
初
め
て
確
認
さ
れ
て
か
ら
一
年

が
経
っ
た
。
外
出
を
控
え
、
家
の

中
で
休
日
を
過
ご
す
時
間
が
増
え

た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
ん
な
「
お
う
ち
時
間
」
の

過
ご
し
方
の
一
つ
と
し
て
読
書
が

挙
げ
ら
れ
る
。
読
書
は
、
多
少
は

お
金
が
か
か
る
が
、
外
出
を
す
る

こ
と
な
く
そ
れ
な
り
に
時
間
を
つ

ぶ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に「
お

う
ち
時
間
」
の
過
ご
し
方
と
し
て

ぴ
っ
た
り
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
読
書

の
良
さ
を
、
筆
者
な
り
に
書
い
て

い
き
た
い
。
読
書
の
良
さ
と
い
う

と
、
例
え
ば
読
む
力
が
定
着
す
る

だ
と
か
、
使
え
る
言
葉
が
増
え
る

だ
と
か
、
日
常
生
活
に
お
け
る
利

便
性
に
直
結
す
る
こ
と
が
思
い
浮

か
び
や
す
い
。
し
か
し
読
書
の
良

さ
は
そ
れ
だ
け
に
は
尽
く
さ
れ
な

い
と
私
は
思
う
。「
お
う
ち
時
間
」

の
過
ご
し
方
に
困
っ
て
い
る
方

や
、
新
し
く
趣
味
と
し
て
読
書
を

始
め
て
み
た
い
方
の
た
め
に
な
れ

ば
幸
い
だ
。
な
お
、
ひ
と
く
ち
に

読
書
と
い
っ
て
も
様
々
な
も
の
が

あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
物
語
や
小

説
、
詩
や
和
歌
な
ど
の
類
の
も
の

と
し
た
い
。

　

私
が
考
え
る
読
書
の
良
さ
と

は
、
新
し
い
感
情
、
感
覚
な
ど
の

　

４
区
で
は
、
新
年
の
伝
統
行
事

の
三
九
郎
を
令
和
３
年
１
月
９
日

（
土
）
に
行
い
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
感
染
症
の
感
染
拡
大
で

中
止
と
す
る
地
域
が
多
い
中
で
、

４
区
で
も
中
止
か
開
催
で
意
見
が

分
か
れ
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
協
議
を
し

た
結
果
、「
無
病
息
災
」「
五
穀
豊
穣
」

を
願
っ
た
火
祭
り
で
も
あ
り
、
伝

統
行
事
の
火
を
消
さ
な
い
た
め
に

も
三
九
郎
は
開
催
し
た
ほ
う
が
良

い
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

４
区
で
は
伝
統
行
事
保
存
会
と

言
う
組
織
が
あ
り
、１
月
の
「
三
九

郎
」
と
、８
月
お
盆
の
時
期
の
「
盆

火
流
し
」
の
２
つ
の
伝
統
行
事
を

守
る
た
め
に
約
50
名
の
会
員
で
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

今
回
は
感
染
防
止
対
策
を
徹
底

し
規
模
を
縮
小
し
て
、
保
存
会
主

体
で
の
開
催
と
し
ま
し
た
。

　

例
年
で
す
と
、
大
小
２
つ
の

三
九
郎
を
作
る
の
で
す
が
、
１
つ

の
み
と
し
、
作
り
も
少
し
簡
略
化

し
製
作
し
ま
し
た
。

　

参
加
人
数
は
少
な
め
で
し
た
が

１
つ
な
の
で
、
１
時
間
も
か
か
ら

ず
に
作
り
終
え
ま
し
た
。

　

例
年
な
ら
作
り
終
え
た
ら
ば
直

ぐ
に
火
を
入
れ
る
の
で
す
が
、
時

間
が
早
か
っ
た
の
で
一
旦
解
散

し
、
再
集
合
と
し
ま
し
た
。

　

我
が
家
の
息

子
た
ち
が
ま
だ

幼
か
っ
た
頃
、

真
夏
に
近
所
の

方
に
頂
い
た
ミ
ニ
ト
マ
ト
を
口
いっ

ぱ
い
に
ほ
お
ば
り
な
が
ら「
こ
の
ミ

ニ
ト
マ
ト
お
ひ
さ
ま
の
味
が
す
る

ね
。」と
満
面
の
笑
み
で
私
に
話

し
か
け
て
き
ま
し
た
。も
う
だ
い

ぶ
成
長
し
た
最
近
も
息
子
は
、祖

父
母
が
家
庭
菜
園
で
作
っ
た
に
ん

じ
ん
を「
に
ん
じ
ん
の
い
い
匂
い
が

す
る
。」と
言
っ
て
と
て
も
美
味
し

そ
う
に
食
べ
て
い
ま
し
た
。そ
ん
な

子
供
達
を
見
て
、春
に
な
る
と
今

年
こ
そ
は
美
味
し
い
野
菜
を
自
分

で
作
っ
て
み
よ
う
！
と
も
う
何
年

も
思
い
続
け
て
い
ま
す
。し
か
し
、

春
が
来
て
、母
や
義
母
に「
そ
ろ
そ

ろ
き
ゅ
う
り
の
苗
を
植
え
な
い
と

だ
よ
。」な
ど
と
助
言
と
援
助
を

受
け
、何
と
か
苗
を
植
え
る
こ
と

が
で
き
て
も
、草
む
し
り
や
追
肥
、

収
穫
等
は
仕
事
の
忙
し
さ
を
理

由
に
な
か
な
か
追
い
つ
き
ま
せ
ん
。

結
局
、周
囲
の
人
達
の
力
を
借
り

て
何
と
か
家
庭
菜
園
を
維
持
し

て
い
る
よ
う
な
状
態
で
す
。今
年

も
ま
た
春
が
近
付
き
、母
か
ら
も

ら
っ
て
蒔
い
た
ほ
う
れ
ん
草
の
種

が
芽
を
出
し
て
い
る
こ
と
に
感
動

し
な
が
ら「
今
年
こ
そ
は
ず
く
を

出
し
て
自
分
の
力
で
美
味
し
い
野

菜
を
作
る
ぞ
。」と
心
に
誓
っ
て
い

ま
す
。

「
心
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
だ
。
例
に
と
っ
て
み
よ

う
。

　

平
安
時
代
に
生
き
た
歌
人
、
藤

原
敏
行
は
「
秋
来
ぬ
と
月
に
は
さ

さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に

ぞ
驚
か
れ
ぬ
る
（
秋
の
到
来
は
目

に
は
は
っ
き
り
と
見
え
な
い
け
れ

ど
、
風
の
音
で
は
っ
と
気
づ
か
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
よ
）」
と
い
う

歌
を
残
し
て
い
る
。

　

秋
の
到
来
を
視
覚
で
は
な
く
聴

覚
で
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
季

節
を
、
目
や
気
温
で
感
じ
る
現
代

の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
と
て
も

新
し
い
感
覚
で
あ
る
。

　

季
節
を
、
耳
で
感
じ
る
と
い
う

こ
と
を
知
っ
た
私
た
ち
は
、
季
節

ご
と
の
風
に
耳
を
す
ま
し
、
新
た

な
「
心
」
を
も
っ
て
季
節
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
物
語
や
小
説
、
詩

や
和
歌
に
は
私
た
ち
の
知
ら
な
い

感
性
や
感
情
、
感
覚
が
描
か
れ
て

い
る
。
私
た
ち
読
者
は
、
今
の
自

分
の
持
っ
て
い
る
「
心
」
が
全
て

で
あ
る
と
思
っ
て
読
書
を
し
が
ち

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ら
に
は
、
私
た

ち
が
知
ら
な
い
「
心
」
が
ま
だ
ま

だ
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ら
を
知
っ
た
時
、
私
た
ち

の
「
心
」
は
豊
か
に
な
り
、
日
常

生
活
に
さ
ら
な
る
彩
り
が
加
わ
る

の
で
あ
る
。

　

集
合
時
間
に
な
り
、
区
民
の

皆
様
が
、
集
ま
っ
て
き
ま
し
た

が
、
例
年
よ
り
参
加
者
は
少
な

め
で
し
た
。

　

11
時
の
点
火
時
間
と
な
り
、

参
加
し
た
子
供
の
手
で
三
九
郎

に
火
が
入
り
ま
し
た
。

　

一
気
に
三
九
郎
が
燃
え
上
が

る
様
子
を
眺
め
て
い
る
と
、
感

慨
深
い
も
の
が
あ
り
、
開
催
し

て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

　

令
和
２
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
で
色
々
な
行
事
や
活
動
に

制
約
が
か
か
り
、
不
自
由
な

生
活
を
強
い
ら
れ
る
一
年
で
し

た
。

　

来
年
度
は
、
感
染
症
の
流
行

が
一
日
で
も
早
く
治
ま
り
、
心

お
き
な
く
行
事
を
楽
し
め
、
平

穏
な
生
活
を
送
る
事
が
出
来
る

日
々
が
来
る
事
を
、
三
九
郎
の

火
に
強
く
願
い
を
込
め
て
行
事

を
終
え
ま
し
た
。

４
区
三
九
郎―

「
無
病
息
災
」の
願
い
を
込
め
て―
読
書
の
良
さ
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