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コ
ロ
ナ
と
私
た
ち
の
生
活 

４

昔
遊
び
体
験
は
、
恒
例
の
餅
つ

き
体
験
と
昼
食
会
を
中
止
し
ま
し

た
が
、
凧
や
竹
と
ん
ぼ
な
ど
を
短

時
間
で
製
作
で
き
る
よ
う
に
準
備

し
、
外
で
遊
ぶ
時
間
を
増
や
し
ま

し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
小
学
校
体

育
館
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
元
気
に
走

り
回
り
、
帰
り
に
ぼ
た
餅
な
ど
の

お
土
産
を
も
ら
い
ま
し
た
。

ク
リ
ス
マ
ス
お
は
な
し
会
は
、

中
止
す
る
公
民
館
や
図
書
館
が
あ

る
な
か
、
島
内
で
は
会
場
を
広
い

講
堂
に
変
更
し
、
時
間
短
縮
・
人

数
制
限
を
設
け
る
な
ど
の
対
応
を

し
ま
し
た
。
読
み
聞
か
せ
後
に
、

上
條
光
司
公
民
館
長
サ
ン
タ
か
ら

子
ど
も
た
ち
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
手

渡
さ
れ
、
恥
ず
か
し
そ
う
に
受
け

取
り
ま
し
た
。

昨年12月中、公民館を会場に、昔の遊びなどを体験する「正月の伝
統行事と遊び（島内農業文庫・愛ランド島内・公民館・図書館共催）」と、
クリスマスにちなんだ絵本・紙芝居の読み聞かせやパネルシアターな
どを行う「おはなしの会クリスマススペシャル（公民館図書視聴覚委
員会・図書館共催）」が開催され、大勢の親子連れが参加しました。
コロナ禍で工夫をしながらの開催となりましたが、子どもも主催の
大人たちも笑顔あふれる時間となりました。

知
恵
を
絞
っ
て
経
験
と
伝
承
を

島
内
子
ど
も
会
育
成
会
は
、
子

ど
も
の
安
心
・
安
全
な
地
域
づ
く

り
を
め
ざ
し
て
活
動
し
て
い
ま
す

が
、
今
年
度
は
子
ど
も
の
命
を
一

番
に
考
え
、
10
月
ま
で
予
定
し
て

い
た
行
事
は
中
止
し
ま
し
た
。

11
月
の
三
九
郎
づ
く
り
講
習
会

は
、
コ
ロ
ナ
が
比
較
的
落
ち
着
い

て
き
た
時
期
で
屋
外
の
活
動
と
な

る
こ
と
、
子
ど
も
た
ち
へ
地
域
の

伝
統
行
事
を
経
験
さ
せ
伝
承
し
て

い
く
大
切
さ
を
踏
ま
え
て
実
施
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
当
日
は

恒
例
の
豚
汁
ふ
る
ま
い
を
中
止
し

ま
し
た
が
、
講
師
か
ら
縄
の
結
び

方
や
三
九
郎
の
組
み
方
を
教
え
て

も
ら
い
、
コ
ロ
ナ
に
負
け
ず
創
意

工
夫
を
し
て
や
ぐ
ら
を
組
ん
で
い

る
子
ど
も
た
ち
か
ら
、
た
く
さ
ん

の
パ
ワ
ー
を
感
じ
ま
し
た
。

三
九
郎
は
松
送
り
や
疫
病
退
散

の
意
味
が
あ
り
、
古
く
か
ら
受
け

継
が
れ
て
き
た
大
切
な
伝
統
行
事

と
な
る
た
め
、
実
施
の
有
無
や
方

法
に
つ
い
て
は
、
各
町
会
で
判
断

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
町
会
ご

と
コ
ロ
ナ
対
策
の
工
夫
と
し
て
、

人
数
制
限
や
時
間
帯
を
昼
間
に
す

る
、
ま
ゆ
玉
は
焼
く
だ
け
に
し
て

自
宅
で
食
べ
る
な
ど
、
知
恵
を
絞

り
な
が
ら
の
実
施
と
な
り
ま
し
た
。

�

（
島
内
子
ど
も
会
育
成
会　
役
員
）

「
無
病
息
災
」「
豊
作
祈
願
」
私
た
ち
の
祈
り
を
捧

げ
る
伝
統
行
事
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
揺
れ
て
い
ま
す
。
年

始
に
急
拡
大
し
、
松
本
市
に
新
型
コ
ロ
ナ
感
染 

特
別

警
報
が
出
さ
れ
、
三
九
郎
を
中
止
し
た
町
会
も
あ
り

ま
し
た
。
少
子
化
や
担
い
手
不
足
等
で
「
こ
こ
数
年 

が
…
」
と
言
わ
れ
た
伝
統
行
事
伝
承
は
、
思
わ
ぬ
事
態

で
大
き
な
曲
が
り
角
を
迎
え
て
い
ま
す
。

揺れる伝統行事
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昨
年
11
月
20
日
、
松
島
中
学
校

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・ス
ク
ー
ル
（
Ｃ
Ｓ
）

事
業
の
一
環
と
し
て
、
平
瀬
古
城

会
の
信
州
松
本
藩
鉄
砲
隊
員
を
講

師
に
、
戦
国
時
代
や
火
縄
銃
の
歴

史
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

授
業
は
2
年
生
約
１
１
０
人
を

対
象
に
行
わ
れ
、濵
宗
明
さ
ん
（
北

方
）
と
犬
飼
淳
さ
ん
（
東
方
）
の

所
有
す
る
大
小
11
丁
の
火
縄
銃
が

用
意
さ
れ
ま
し
た
。

座
学
で
は
、
鉄
砲
伝
来
時
に
刀

鍛
冶
が
難
し
い
部
品
作
り
に
挑
戦

し
た
経
験
が
、
後
々
の
産
業
振
興

に
影
響
し
た
こ
と
、
戦
国
以
後
の

平
和
な
徳
川
時
代
に
は
、
装
飾
を

施
し
た
火
縄
銃
が
裕
福
な
武
士
た

ち
に
美
術
品
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ

と
な
ど
が
話
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
生
徒
は
歴
史
的
価
値

の
あ
る
短
筒
や
大
筒
な
ど
の
火
縄

銃
に
直
接
触
っ
た
り
積
極
的
に
構

え
た
り
し
て
、
当
時
の
気
分
を
味

わ
い
ま
し
た
。
女
子
生
徒
は
「
戦

国
時
代
に
は
人
の
命
を
奪
っ
て
い

た
兵
器
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と

武
士
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
不
思
議
」
男
子
生
徒

は
「
持
っ
て
み
た
鉄
砲
は
思
っ
た

よ
り
重
か
っ
た
。
ズ
ッ
シ
リ
と
し

た
な
か
に
も
装
飾
が
ピ
カ
ピ
カ
輝

き
き
れ
い
だ
っ
た
」
と
感
想
を
話

し
て
い
ま
し
た
。

今
回
、住
民
か
ら
公
民
館
へ
「
所

有
す
る
火
縄
銃
を
小
中
学
校
の
学

習
に
役
立
て
た
い
」
と
の
相
談
が

あ
り
、
生
徒
の
歴
史
へ
の
興
味
を

一
層
深
め
る
よ
う
に
、
Ｃ
Ｓ
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
公
民
館
長
が
地

域
と
学
校
を
つ
な
げ
実
現
し
た
も

の
で
す
。
中
学
校
は
次
年
度
も
継

続
を
希
望
し
て
お
り
、
今
後
も
地

域
と
共
に
あ
る
学
校
づ
く
り
を
積

極
的
に
進
め
る
と
し
て
い
ま
す
。

安
曇
野
市
と
松
本
市
の
境
に

あ
り
、
豊
科
熊
倉
と
前
回
掲
載

の
下
田
川
手
口
口
留
番
所
跡
の

に
来
る
安
曇
野

市
の
人
た
ち
も
、

こ
の
渡
し
舟
を

使
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。

当
時
の
舟
は

豊
科
熊
倉
に
保

存
さ
れ
、
今
で

も
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

熊
倉
の
渡
し

川手口番所跡川手口番所跡

新橋へ

田沢へ

平瀬城跡
熊
倉
の
渡
し Ｊ

Ｒ
篠
ノ
井
線

奈
良
井
川

犀
川

梓
川

19

島
内
が
最
優
先
候
補
地
に

　

令
和
10
年
度
末
の
松
本
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
供
用
満
了
に
伴
う
新

ご
み
処
理
施
設
建
設
事
業
の
候
補

地
と
し
て
、現
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

敷
地
が
最
優
先
候
補
地
と
し
て
決

定
さ
れ
、
12
月
20
日
に
島
内
公
民

館
で
住
民
説
明
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

管
理
者
で
あ
る
臥
雲
市
長
の
挨

拶
の
の
ち
、
松
塩
地
区
広
域
施
設

組
合
の
事
務
局
か
ら
候
補
地
選
定

の
経
緯
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

候
補
地
の
検
討
は
平
成
30
年
９

月
か
ら
着
手
さ
れ
、
組
合
を
構
成

す
る
松
本
市
、
塩
尻
市
、
山
形
村
、

松
島
中
学
校
社
会
科
体
験
授
業

朝
日
村
の
中

で
、
客
観
的

な
観
点
か
ら

選
定
が
進
め

ら
れ
ま
し
た
。

令
和
２
年

２
月
に
第
一

次
と
し
て
、

１
２
０
箇
所

が
選
定
さ
れ

ま
し
た
。
手
法
は
、
土
地
利
用
等

の
制
約
条
件
を
図
示
し
た
「
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
マ
ッ
プ
」
を
作
成
し
、
専

門
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者
の
意
見

を
踏
ま
え
、
そ
れ
に
該
当
し
な
い

箇
所
を
選
定
す
る
と
い
う
も
の
で

し
た
。

さ
ら
に
第
二
次
と
し
て
、

立
地
適
正
図
「
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
マ
ッ
プ
」
や
、
過
去
の

用
地
選
定
で
採
用
さ
れ
た

条
件
等
か
ら
、
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
２
社
に
よ
り
17
箇

所
へ
絞
り
、
順
位
付
け
が

な
さ
れ
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、
環
境

問
題
、
学
北
道
路
の
拡
幅
、

現
在
使
用
し
て
い
る
施
設
の
代
替

な
ど
意
見
要
望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

建
設
に
よ
る
地
元
の
課
題
に
つ

い
て
は
、
今
後
時
間
を
か
け
て
継

続
的
な
協
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、

よ
り
よ
い
事
業
と
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

ふ
も
と
の
道
を
舟
で
つ
な
ぐ
街
道

で
し
た
。
犀
川
は
こ
こ
で
川
幅
が

狭
く
な
り
、
増
水
す
る
と
橋
は
流

さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
渡
し
舟
が

利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
、
両
岸
に
番
所

が
あ
り
、
舟
で
渡
る
人
や
積
み
荷

を
調
査
し
て
い
ま
し
た
。
渡
し
舟

は
昭
和
三
十
年
代
く
ら
い
ま
で
運

行
し
て
お
り
、
安
曇
野
市
の
高
校

へ
通
っ
た
下
田
の
住
民
は
、
こ
こ

か
ら
舟
で
通
学
し
て
い
た
と
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
下
田
の
山
へ
木
を
伐
り


