
　
１
月
19
日
、
東
山
代
小
学
校
で
、

６
年
生
児
童
と
川
内
野
区
の
住
民

と
の
交
流
授
業
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
日
は
、
川
内
野
区
の
住
民

と
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
６
人
が

講
師
と
な
っ
て
、
６
年
生
58
人
に
、

住
民
が
育
て
た
コ
キ
ア
（
和
名
ホ

ウ
キ
ギ
）
を
材
料
に
し
た
ほ
う
き

作
り
を
指
導
。
川
内
野
区
で
は
、

令
和
３
年
か
ら
コ
キ
ア
の
栽
培
を

始
め
、
昨
年
は
千
本
を
栽
培
し
ま

し
た
。
11
月
に
は
、コ
キ
ア
が
真
っ

赤
に
染
ま
り
、
畑
一
面
の
鮮
や
か

な
光
景
が
、
観
光
客
を
喜
ば
せ
て

い
ま
し
た
。

　
ほ
う
き
を
完
成
さ
せ
た
児
童

は
、「
新
し
い
経
験
が
で
き
た
。『
作

る
』
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
授
業

だ
っ
た
」
と
話
し
、
児
童
た
ち
は
、

自
然
に
あ
る
も
の
を
生
か
す
知
恵

を
学
び
ま
し
た
。

東
山
代
小
学
校
６
年
生

川
内
野
区
と
交
流
授
業

↑ 初めてのほうき作りは真剣そのもの
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伊
万
里
・
鍋
島
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
名
宝
⑪
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↑
染
付
竹
葉
文
皿

　
黄
色
と
緑
色
の
２
色
の
上う

わ

絵

の
具
を
用
い
た
、
同
じ
図
柄
の

中
期
鍋
島
の
作
品
が
、
有
田
町

の
今い

ま

右
え

衛
門も

ん

古
陶
磁
美
術
館
に

所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
裏
文
様
は
、
染
付
で
描
か
れ

た
牡ぼ

丹た
ん

唐か
ら

草く
さ

文も
ん

を
三
方
に
配
し
、

高
台
に
は
、
七し

っ

宝ぽ
う

文も
ん

を
め
ぐ
ら

し
て
い
ま
す
。

　
デ
ザ
イ
ン
感
覚
に
優
れ
た
鍋

島
焼
の
名
品
で
す
。

● 

伊
万
里
・
鍋
島
ギ
ャ
ラ
リ
ー

※
入
館
料
は
無
料
で
す
。

（
☎
22
‐
２
２
６
７
）

　
今
月
は
、
染そ

め

付つ
け

竹た
け

葉の
は

文も
ん

皿ざ
ら

を

紹
介
し
ま
す
。
１
７
０
０
～

１
７
３
０
年
代
に
作
ら
れ
た
鍋

島
焼
で
す
。

　
器
形
は
内
ぐ
り
が
深
く
、
高こ

う

台だ
い

が
高
い
、
木も

く

盃は
い

形が
た

を
し
た
盛せ

い

期き

鍋
島
の
作
品
で
す
。
直
径
は
、

29
・
６
㌢
の
尺
皿
で
す
。

　
竹
葉
を
２
本
ご
と
に
結
わ
え

た
文
様
を
五
方
割
、
す
な
わ
ち

星
形
に
配
し
て
い
ま
す
。
奇
数

割
に
文
様
を
配
す
る
の
は
、
難

易
度
が
高
い
デ
ザ
イ
ン
で
す
。

　
竹
は
、
寒
い
季
節
に
も
緑
色

を
失
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
鍋
島

焼
で
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
、
め

で
た
い
文
様
の
一
つ
で
す
。

　
鍋
島
焼
の
七
寸
皿
、
五
寸
皿
、

三
寸
皿
は
、
組
み
物
と
し
て
、

20
枚
単
位
で
作
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
一
方
、
尺
皿
は
一
点
も
の

で
作
ら
れ
た
た
め
、
盛
期
鍋
島

で
は
、
同
時
代
の
同
じ
図
柄
の

作
品
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
隔
月
の
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
家
庭
で
人
権
・

同
和
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

鬼
退
治

　「
や
り
ま
し
ょ
う
、
や
り
ま
し
ょ

う
、
こ
れ
か
ら
鬼
の
征
伐
に
、
つ

い
て
行
く
な
ら
や
り
ま
し
ょ
う
」

童
謡
『
桃
太
郎
』
の
一
節
で
す
。

桃
太
郎
が
仲
間
た
ち
と
、
鬼
ヶ
島

へ
鬼
退
治
に
出
発
す
る
勇
ま
し
い

様
子
が
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、『
鬼
ヶ
島
』
は
ど
こ

に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
は
た
ま

た
、『
鬼
』
の
正
体
と
は
。
古
今
東

西
、
諸
説
あ
る
よ
う
で
す
が
、
こ

こ
で
は
、『
人
権
』
と
い
う
フ
ィ
ル

タ
ー
を
通
し
て
、
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
恐
る
べ
き
存
在
で
あ
り
な
が

ら
、
言
葉
や
遊
び
な
ど
、
私
た
ち

の
日
常
に
溶
け
込
ん
で
い
る
鬼
。

そ
の
姿
は
、
ふ
だ
ん
は
心
の
奥
に

潜
ん
で
い
て
、
誰
か
を
い
じ
め
た

り
、
ば
か
に
し
た
り
、
仲
間
外
し

に
し
よ
う
と
す
る
負
の
感
情
が
、

心
を
支
配
し
た
と
き
に
暴
れ
出
す

『
も
う
一
人
の
嫌
な
自
分
』
と
似
て

い
る
気
が
し
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

鬼
ヶ
島
は
私
た
ち
の
心
の
中
に
あ

り
、
鬼
の
正
体
は
、
人
の
弱
さ
が

生
み
出
す
『
差
別
心
』
と
言
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
刻

も
早
く
、
退
治
し
な
く
て
は
い
け

ま
せ
ん
。

　
鬼
退
治
と
い
う
と
、
身
が
す
く

み
、
何
も
で
き
そ
う
も
な
い
諦
め

の
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

が
、
暴
れ
出
さ
な
い
よ
う
に
閉
じ

込
め
る
こ
と
な
ら
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、「
自
分
も

差
別
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
、

自
分
の
心
の
中
に
も
鬼
が
潜
ん
で

い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
か
ら
始

め
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
う
え

で
、
目
を
背
け
た
く
な
る
自
分
の

中
の
鬼
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ

と
で
、「
こ
ん
な
自
分
は
見
た
く
な

い
」
と
、
鬼
を
閉
じ
込
め
る
た
め

の
『
砦

と
り
で
』
を
心
の
中
に
築
く
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
す
。

　
自
分
を
見
つ
め
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
が
自
分
に・
も・
で
き
る
こ
と
で
あ

り
、
自
分
に・
し・
か・
で
き
な
い
、
差

別
を
な
く
す
た
め
の
大
き
な
一
歩

に
な
る
の
で
す
。
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みんなで
考えよう

人権・同和問題
Ｎｏ．２６３
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