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令
和
４
年
12
月
７
日
㈬
に
御
堂
中

学
校
の
１
年
生
を
対
象
に
、
講
師
を

招
き
避
難
所
運
営
講
座
を
開
催
し
ま

し
た
。
避
難
所
運
営
講
座
と
は
、
避

難
所
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識

や
課
題
等
に
関
す
る
講
義
と
、
避
難

所
運
営
ゲ
ー
ム
（
Ｈ
Ｕ
Ｇ
）
を
実
施

し
、
地
域
防
災
に
積
極
的
に
関
わ
ろ

う
と
す
る
態
度
を
育
み
、
防
災
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
活
躍
で
き
る
人
材
を
育

成
す
る
講
座
で
す
。
講
師
の
指
導
の

下
、
５
～
６
人
の
班
で
役
割
を
決
め

避
難
所
運
営
ゲ
ー
ム
を
通
し
、
災
害

に
対
す
る
意
識
を
高
め
ま
し
た
。

＊
避
難
所
運
営
ゲ
ー
ム(

Ｈ
Ｕ
Ｇ)

＊

避
難
所
運
営
を
み
ん
な
で
考
え
る
た

め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
静
岡
県
が

開
発
し
た
も
の
で
す
。
避
難
者
そ
れ

そ
れ
が
抱
え
る
事
情
が
書
か
れ
た

カ
ー
ド
を
、
避
難
所
に
見
立
て
た
平

面
図
に
ど
れ
だ
け
適
切
に
配
置
で
き

る
か
、
ま
た
避
難
所
で
起
こ
る
様
々

な
出
来
事
に
ど
う
対
処
し
て
い
く
か

を
疑
似
体
験
す
る
ゲ
ー
ム
で
す
。

　

令
和
４
年
度
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
事
業
の
寄
贈
作
品
が
決

定
し
ま
し
た
。
９
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
の
３
か
月
の
間
、
３
人
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
が
ア
ー
ト
ス
タ
ジ
オ
五
日
市
に
滞
在
し
な
が
ら
作
品
を
制
作
し
ま
し

た
。

　

そ
の
作
品
の
中
か
ら
ア
ー
ト
ス
タ
ジ
オ
五
日
市
運
営
委
員
会
の
選
定
に
よ

り
、
作
品
９
点
が
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
今
後
、
市
内

で
開
催
す
る
展
示
会
で
展
示
す
る
予
定
で
す
。
寄
贈
作
品
の
一
部
を
作
者
の
コ

メ
ン
ト
と
と
も
に
紹
介
し
ま
す
。

　

令
和
４
年
11
月
20
日
（
日
）
に
増

戸
小
学
校
と
増
戸
中
学
校
の
児
童
生

徒
が
あ
き
る
野
市
総
合
防
災
訓
練
に

参
加
し
ま
し
た
。
校
庭
と
体
育
館
を

使
い
、様
々
な
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
児
童
生
徒
は
、
消
火
訓

練
や
応
急
救
護
訓
練
等
を
行
い
ま
し

た
。
訓
練
を
通
し
、
防
災
へ
の
意
識

を
高
め
て
い
き
ま
し
た
。

生
徒
の
体
験
談
を
紹
介
し
ま
す
。

　

僕
は
二
つ
の
事
を
学
び
ま
し
た
。

一
つ
目
は
避
難
所
の
ス
ペ
ー
ス
の
活

用
で
す
。
避
難
所
は
た
く
さ
ん
の
人

が
身
の
安
全
を
求
め
て
や
っ
て
く
る

場
所
な
の
で
、
ス
ペ
ー
ス
を
ど
う

や
っ
て
分
け
る
か
が
難
し
か
っ
た
で

す
。
も
う
一
つ
は
人
々
へ
の
配
慮
で

す
。
外
国
の
方
や
知
的
障
が
い
の
あ

る
人
は
、
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
大

切
だ
と
知
り
、
自
分
も
災
害
が
起
き

た
時
は
優
し
く
接
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
り
た
い
で
す
。(

大お
お
野の　

瑠り
ゅ
う
久く

さ
ん)

　

私
は
こ
の
講
座
を
通
し
、
避
難
し

て
き
た
人
た
ち
へ
の
指
示
の
仕
方
、

ト
イ
レ
や
炊
き
出
し
等
を
学
び
ま
し

た
。
避
難
し
て
き
た
人
の
不
安
な
気

持
ち
を
考
え
て
、
地
区
ご
と
に
分
け

た
り
、
ペ
ッ
ト
や
小
さ
な
子
ど
も
が

い
る
家
庭
は
体
育
館
以
外
の
場
所
に

す
る
な
ど
、
様
々
な
工
夫
の
仕
方
が

あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
ま
た
、
避
難
所
は
簡
単
に
作
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
換
気
や
水
が
流

せ
る
か
な
ど
細
か
い
部
分
ま
で
考
え

る
大
変
さ
を
知
り
ま
し
た
。(

髙た
か
井い　

美み

空く

さ
ん)

　

講
座
を
受
け
て
、
避
難
所
で
の
過

ご
し
方
を
学
び
ま
し
た
。
避
難
所
で

は
パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
や
す
い
の
で
、

先
に
避
難
し
た
と
き
の
こ
と
を
考
え

て
お
く
と
、
落
ち
着
い
て
行
動
で
き

る
と
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。ま
た
、

自
分
だ
け
で
な
く
、
家
族
と
共
有
す

る
こ
と
で
、
ス
ム
ー
ズ
に
避
難
で
き

る
と
思
う
の
で
、
家
族
と
話
し
合
お

う
と
思
い
ま
し
た
。(

荒あ
ら
井い　

悠は
る
大と

さ
ん)

　

避
難
者
は
不
安
な
気
持
ち
や
ス
ト

レ
ス
を
抱
え
て
し
ま
う
の
で
、
避
難

所
の
ど
こ
に
避
難
し
て
も
ら
う
か
を

考
え
る
と
き
に
、
な
る
べ
く
多
く
の

人
が
安
心
し
て
避
難
所
生
活
を
送
る

こ
と
を
結
構
悩
ん
だ
。
世
の
中
に
は

色
々
な
考
え
方
が
あ
っ
て
、
避
難
し

た
全
員
が
思
い
通
り
の
生
活
を
避
難

所
で
送
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
、「
な

る
べ
く
」
と
考
え
た
方
が
、
災
害
が

来
た
時
に
は
速
く
対
応
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
と
思
っ
た
。(

井い
の
う
え上　

真ま

里り

さ
ん)

避
難
所
運
営
講
座

 

～
中
学
生
に
で
き
る
こ
と
～

あ
き
る
野
市
総
合

 

防
災
訓
練
に
参
加

（写真左から）

下
し も

村
むら

栞
かん

由
ゆ

さん、松
まつ

元
も と

 悠
はるか

さん、張
ちょう

韡
い

さん

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
事
業

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
事
業

寄
贈
作
品
が
決
定
し
ま
し
た
！

寄
贈
作
品
が
決
定
し
ま
し
た
！

　

ア
ー
ト
ス
タ
ジ
オ
五
日
市
の
２
階

の
窓
か
ら
見
え
る
景
色
を
描
い
て
い

ま
す
。
作
品
を
よ
く
見
る
と
、
戸
倉

周
辺
に
姿
を
見
せ
た
動
物
た
ち
（
サ

ル
、
ク
マ
、
イ
ノ
シ
シ
、
フ
ク
ロ
ウ

な
ど
）
も
登
場
し
て
い
ま
す
。

　

人
間
に
と
っ
て
野
生
動
物
は
畑
を

荒
ら
す
危
険
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
人
間
も
動
物
も

自
然
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
制
作
し

ま
し
た
。

　

滞
在
し
て
５
日
目
、
五
日
市
憲
法

草
案
の
Ｗ
ｅ
ｂ
記
事
を
発
見
し
ま
し

た
。
後
日
、
深
沢
家
屋
敷
跡
と
集
団

討
議
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
開

光
院
を
訪
れ
ま
し
た
。
五
日
市
郷
土

館
で
資
料
を
拝
見
し
た
後
、
五
日
市

憲
法
草
案
に
関
わ
る
本
を
図
書
館
で

何
冊
か
借
り
、
調
べ
て
い
く
中
で
開

光
院
で
の
議
論
の
一
幕
に
心
を
打
た

れ
ま
し
た
。

　

自
ら
を
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
、
国
民

が
声
を
絞
り
出
し
、
憲
法
と
い
う
も

の
が
作
ら
れ
る
な
ら
ば
、
私
の
声
は

ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
弱
く
て

も
、
わ
か
ら
な
く
て
も
良
い
か
ら
自

ら
の
立
ち
位
置
を
指
し
示
し
、
声
を

放
つ
こ
と
か
ら
始
め
て
み
よ
う
と
思

い
ま
す
。

　

秋
川
の
伝
統
的
な
サ
ク
リ
漁
を
見

学
し
た
後
、
漁
で
捕
れ
た
鮎
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ス
タ
ジ
オ
に
帰
っ
て

す
ぐ
に
調
理
を
し
よ
う
と
ま
な
板
の

上
に
置
い
た
鮎
が
象
徴
的
で
思
わ
ず

写
真
を
撮
り
ま
し
た
。

　

レ
ジ
デ
ン
ス
期
間
中
は
和
紙
作
り

の
活
動
に
参
加
し
、
軍
道
紙
を
扱
っ

て
い
る
ふ
る
さ
と
工
房
を
訪
れ
ま
し

た
。紙
の
一
枚
一
枚
に
特
徴
が
あ
り
、

紙
が
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
感
じ

ま
し
た
。
思
い
返
す
と
、
こ
の
３
か

月
は
和
紙
と
向
き
合
っ
た
３
か
月
で

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の

作
品
は
、
あ
き
る
野
市
の
紙
で
あ
る

軍
道
紙
に
秋
川
で
捕
れ
た
鮎
の
思
い

出
を
刷
り
ま
し
た
。

松元　悠さん
「無知なれど放つ声（五日市）」

下村　栞由さん「食」

張韡さん（中国出身）
「Through The Window」


