
昭和32年頃行われた16ミリ映写機を用いた映
画会の風景

昭和51年行われた乳幼児学級の写真

民
館
で
行
い
ま
し
た
。
準
備
は
親

が
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後

は
上
級
生
が
中
心
と
な
り
、
下
級

生
の
面
倒
を
見
た
も
の
で
す
。
集

ま
っ
た
小
学
生
で
お
茶
や
お
菓
子

を
い
た
だ
い
て
楽
し
み
ま
し
た
。

下
級
生
の
頃
は
、
上
級
生
が
大
人

の
よ
う
に
思
え
、
自
分
が
そ
の
立

場
に
な
っ
た
と
き
は
、
下
級
生
の

面
倒
を
見
る
こ
と
が
当
然
の
こ
と

と
考
え
て
お
り
ま
し
た
」

思
い
出
③
「
公
民
館
が
共
同
墓

地
の
一
角
に
あ
っ
た
の
で
、
夏
の

夜
に
「
お
化
け
大
会
」
を
企
画
す

る
こ
と
に
。
当
時
高
学
年
だ
っ
た

私
は
、
少
々
や
り
す
ぎ
て
小
さ
い

子
を
大
泣
き
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
苦
い
思
い
出
で
す
ね
。
他
に

も
年
１
回
の
子
ど
も
だ
け
の
お
泊

り
会
、
夏
の
青
山
様
や
冬
の
三
九

郎
等
、
何
ら
か
の
行
事
を
行
う
と

き
は
公
民
館
が
子
ど
も
達
の
集
い

場
に
な
っ
て
い
ま
し
た
」

思
い
出
④
「
公
民
館
で
冠
婚
葬

祭
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ど
ち

ら
も
親
族
だ
け
で
な
く
隣
組
や
町

会
の
皆
さ
ん
が
集
ま
っ
て
き
た
の

を
覚
え
て
い
ま
す
。
公
民
館
の
厨

房
に
お
母
さ
ん
方
が
集
い
、
お

料
理
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た

し
、
結
婚
式
の
時
は
大
勢
の
方
々

で
賑
わ
っ
た
も
の
で
す
。
ま
た
、

お
葬
式
の
直
会
を
自
宅
で
行
う

際
、
公
民
館
の
食
器
や
備
品
を
お

借
り
し
た
等
、
色
々
融
通
を
き
か

せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
ね
」

思
い
出
⑤
「
子
ど
も
の
頃
、
公

民
館
が
保
育
園
代
わ
り
の
こ
と
を

し
て
お
り
ま
し
た
。
先
生
と
呼
ば

れ
る
人
も
い
ま
し
た
が
、
今
思
う

と
近
所
の
お
母
さ
ん
だ
っ
た
よ
う

な
気
も
し
ま
す
。
子
育
て
に
地

域
の
方
が
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
と

思
い
ま
す
ね
。
お
弁
当
を
持
っ
て

く
る
子
が
い
た
り
、
用
意
し
て
も

ら
っ
た
給
食
や
脱
脂
粉
乳
を
い
た

だ
い
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

公
民
館
に
白
黒
テ
レ
ビ
が
設
置
さ

れ
、
役
員
の
方
が
当
番
制
で
当
時

人
気
の
あ
っ
た
月
光
仮
面
等
の
番

組
を
見
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
」

思
い
出
⑥
「
新
春
、
三
九
郎
を

終
え
て
翌
日
に
後
片
付
け
を
し
た

後
、
公
民
館
で
新
年
会
を
行
い
ま

し
た
。
主
催
は
地
区
Ｐ
Ｔ
Ａ
役

員
で
、
私
は
そ
の
役
員
を
し
て

お
り
ま
し
た
。
地
区
の
児
童
が
集

ま
っ
て
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
、
く
じ

引
き
を
し
た
り
、
大
盛
り
上
が
り

で
す
。
学
校
よ
り
は
小
規
模
で
、

仲
良
し
の
お
友
達
同
士
よ
り
は
大

規
模
で
、
ま
る
で
大
き
な
家
族
の

兄
弟
姉
妹
の
よ
う
に
微
笑
ま
し
く

思
え
ま
し
た
。
時
に
は
ケ
ン
カ
し

て
涙
も
あ
る
け
れ
ど
、
ま
あ
い
い

じ
ゃ
な
い
！ 

と
っ
て
も
楽
し
い
11

年
前
の
思
い
出
で
す
」

※
写
真
は
松
本
市
公
民
館
活
動
誌
よ
り

思
い
出
①
「
町
会
で
企
画
し
た

映
画
の
放
映
が
公
民
館
で
行
わ
れ

る
こ
と
と
な
り
、
父
に
連
れ
ら
れ

て
白
黒
映
画
を
観
ま
し
た
。
沢
山

の
人
が
狭
い
公
民
館
内
に
入
っ

て
、
熱
気
が
す
ご
か
っ
た
記
憶
が

あ
り
ま
す
。
内
容
は
覚
え
て
い
な

い
の
で
す
が
、
後
で
親
に
聞
い
た

ら
、
江
利
チ
エ
ミ
さ
ん
の
出
演
作

品
だ
っ
た
と
か
。
も
う
55
年
も
前

の
話
で
す
」

思
い
出
②
「
も
う
50
年
程
前
で

す
が
、
花
祭
り
や
子
ど
も
の
日
等
、

季
節
に
合
わ
せ
て
子
ど
も
会
を
公

　

公
民
館
と
は
、
社
会
教
育
法
第

20
条
に
、「
市
町
村
そ
の
他
一
定

区
域
内
の
住
民
の
た
め
に
、
実
際

生
活
に
即
す
る
教
育
、
学
術
及
び

文
化
に
関
す
る
各
種
の
事
業
を
行

い
、
も
っ
て
住
民
の
教
養
の
向
上
、

健
康
の
増
進
、
情
操
の
純
化
を
図

り
、
生
活
文
化
の
振
興
、
社
会

福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
」
と
定

め
ら
れ
て
い
る
社
会
教
育
施
設
で

す
。

　

松
本
市
に
は
35
地
区
全
て
に

「
地
区
公
民
館
」
が
設
置
さ
れ
、
ほ

と
ん
ど
の
町
会
に
「
町
内
公
民
館
」

が
設
置
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
、
各
公
民
館
で
ど
の
よ
う

な
活
動
を
し
て
い
る
の
か
は
、
各

地
区
や
各
町
会
独
自
の
カ
ラ
ー
が

色
濃
く
で
る
も
の
で
す
。
で
は
、

か
つ
て
の
公
民
館
は
ど
の
よ
う
な

使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
の
か
？

　
今
回
の
館
報
で
は
、
公
民
館
の
昔

と
今
の
違
い
を
紐
解
き
つ
つ
、
も
っ

と
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
よ
り
大
勢

の
皆
さ
ま
に
お
使
い
い
た
だ
く
た

め
に
、
調
べ
て
み
ま
し
た
。

公
民
館
っ
て
何
の
た
め
に

設
置
さ
れ
て
い
る
の
？

こ
ん
な
こ
と
ま
で
公
民
館
で
！

～
町
内
公
民
館
の
思
い
出
～
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お
知
ら
せ

　

４
月
の
声
を
聴
く
と
、
桜
の
花

と
入
学
式
や
入
社
式
を
重
ね
合
わ

せ
、
思
い
浮
か
べ
る
方
も
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

松
本
平
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
開

花
し
、
淡
い
ピ
ン
ク
色
に
染
め
、

や
が
て
新
緑
が
目
立
つ
素
敵
な
時

期
を
迎
え
ま
す
。

　

庄
内
地
区
の
中
に
も
、
弘
法
山

を
は
じ
め
千
鹿
頭
池
、
薄
川
堤
防

等
い
た
る
と
こ
ろ
で
桜
の
花
を
観

賞
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

植
え
ら
れ
て
い
る
桜
の
木
は
、

染
井
吉
野
（
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
）
と

大
山
桜
（
オ
オ
ヤ
マ
サ
ク
ラ
）
が

中
心
の
よ
う
で
す
が
、
そ
の
他
に

も
シ
ダ
レ
サ
ク
ラ
、
山
桜
、
八
重

桜
等
が
あ
り
ま
す
。

　

染
井
吉
野
は
、
蕾
が
赤
く
満
開

で
白
色
に
近
い
花
び
ら
に
な
り
、

花
が
満
開
に
な
っ
た
後
か
ら
葉
が

開
く
た
め
、
見
栄
え
が
良
い
の
で

桜
の
苗
木
の
八
割
が
染
井
吉
野
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
山
桜
は
、
日
本
固
有
種
の
桜

で
花
び
ら
が
比
較
的
大
き
く
、
開

花
時
に
薄
紅
色
を
し
た
花
び
ら
と

赤
み
が
か
っ
た
葉
が
特
徴
で
す
。

　

私
的
に
は
、
大
山
桜
の
方
が
好

き
で
、
更
に
桜
の
花
の
下
で
、
花

見
を
し
な
が
ら
仲
間
と
酒
を
酌
み

交
わ
す
の
が
大
好
き
で
す
。

　
庄
内
地
区
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会

が
、
今
年
度
は
３
つ
の
班
を
作
っ

て
活
動
し
て
い
ま
す
。
そ
の
１
つ

に
、「
フ
ー
ド
バ
ン
ク
班
」
が
あ
り

ま
す
。

　
フ
ー
ド
バ
ン
ク
班
は
、
並
柳
団

地
で
行
わ
れ
て
い
る
子
ど
も
の
居

場
所
事
業
『
な
み
カ
フ
ェ
』
へ
の

食
材
支
援
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

９
月
よ
り
、
毎
週
火
曜
日
の
午

前
中
、
庄
内
地
区
公
民
館
に
お
い

て
提
供
品
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
現
在
ま
で

お
米
や
野
菜
、
保
存
の
き
く
缶
詰

類
等
多
く
の
食
材
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
い
た
だ
い
た
食
材
は
な

み
カ
フ
ェ
で
調
理
さ
れ
、
子
ど
も

た
ち
の
笑
顔
へ
変
わ
り
ま
す
。

　
公
民
館
で
チ
ラ
シ
を
見
て
く
だ

さ
っ
た
地
区
外
の
方
か
ら
食
材
が

寄
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
、
も
し
ご
家
庭
で
食

べ
き
れ
な
い
も
の
や
消
費
し
き
れ

な
い
い
た
だ
き
も
の
、
畑
で
と
れ

た
野
菜
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご

提
供
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？ 

消

費
期
限
内
の
も
の
で
し
た
ら
、
あ

り
が
た
く
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
協

力
い
た
だ
け
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
ら
、
庄
内
地
区
公
民
館

（
24

－

1
8
1
1
）
ま
で
お
気
軽
に

お
電
話
く
だ
さ
い
。

「
フ
ー
ド
バ
ン
ク
庄
内
」

は
じ
ま
っ
て
い
ま
す

論
を
通
じ
て
「
何
か
が
生
ま
れ
る

場
所
」
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
も
っ

と「
こ
ん
な
こ
と
始
め
て
み
た
い
！
」

と
積
極
的
な
声
を
、
地
区
公
民
館

へ
投
げ
か
け
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
町
内
公
民
館
の
活
用

頻
度
も
上
げ
て
い
く
必
要
は
あ
り

ま
す
。
皆
さ
ん
の
お
住
ま
い
の
最

も
近
く
に
あ
っ
て
気
軽
に
集
え
る

場
所
だ
か
ら
で
す
。
同
時
に
、
失

い
か
け
て
い
る
町
内
公
民
館
の
役

目
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
も
、
地

区
公
民
館
が
貸
館
業
務
に
終
始
す

る
の
で
は
な
く
、「
集
い
の
場
所
」、

「
住
民
が
繋
が
る
場
所
」、「
何
か
が

生
ま
れ
る
場
所
」
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

是
非
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な

提
案
を
庄
内
地
区
公
民
館
ス
タ
ッ

フ
に
持
ち
込
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

あ
な
た
の
提
案
や
思
い
を
実
現
で

き
る
よ
う
公
民
館
も
お
手
伝
い
し

ま
す
。

民
同
士
の
顔
の
見
え
る
関
係
」
を

自
然
と
創
り
だ
し
て
き
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
っ
て
住

民
が
「
こ
こ
は
我
が
町
」
と
い
う

気
持
ち
で
繋
が
る
、
ま
さ
に
自
治

組
織
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
と
は

思
い
ま
せ
ん
か
。

　

近
年
、
災
害
時
に
大
切
な
こ
と

は
？ 

高
齢
者
の
見
守
り
に
必
要
な

こ
と
は
？ 

と
い
う
話
題
が
語
ら
れ

ま
す
が
、
そ
ん
な
折
、「
顔
の
見

え
る
近
所
付
き
合
い
が
大
切
」
と

い
う
声
が
必
ず
多
く
出
さ
れ
ま

す
。
大
切
な
こ
と
と
は
分
っ
て
い

て
も
私
た
ち
は
、
い
つ
の
間
に
か

そ
の
絆
を
繋
げ
て
き
た
く
れ
た
公

民
館
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て

い
ま
せ
ん
か
？

　

本
市
の
各
町
会
に
あ
る
町
内
公

民
館
で
は
、
住
民
が
集
い
、
語
り

合
い
な
が
ら
様
々
な
企
画
が
実
行

さ
れ
て
き
た
よ
う
で
す
。
表
面
の

思
い
出
以
外
に
も
、
町
会
の
バ
ス

旅
行
、
新
入
学
・
卒
業
祝
い
、
親

子
遠
足
、若
妻
会（
？
）、盆
栽
教
室
、

こ
ど
も
映
画
祭
、
婦
人
学
級
、
町

内
学
級
会
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
、
早

朝
マ
ラ
ソ
ン
、
地
区
外
公
民
館
対

抗
野
球
大
会
、
子
ど
も
文
庫
（
移

動
図
書
館
）
等
々
、
書
き
き
れ
な

い
程
で
す
。

　

さ
て
、
で
は
現
在
は
と
い
う
と
、

年
に
一
度
の
町
会
総
会
や
敬
老
会

な
ど
の
町
会
行
事
の
み
…
と
い
う

公
民
館
や
、
わ
ず
か
に
残
る
サ
ー

ク
ル
団
体
の
利
用
等
、
町
内
公
民

館
の
役
割
も
相
当
様
変
わ
り
し
て

き
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

改
め
て
か
つ
て
の
公
民
館
の
役

割
を
考
え
直
し
て
見
ま
す
と
、
子

ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
誰
も

が
気
軽
に
寄
り
合
え
る
場
所
だ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
寄
り
合
い
処
で
、
お
茶
を
飲

み
、
い
ろ
ん
な
話
で
盛
り
上
が
り
、

「
じ
ゃ
あ
、
や
っ
て
み
よ
う
や
！
」

と
い
う
住
民
が
現
れ
、
賛
同
す
る

住
民
が
さ
ら
に
加
わ
り
、
そ
の
ア

イ
デ
ィ
ア
が
現
実
の
も
の
に
な
っ

て
い
く
…
。
そ
ん
な
動
き
が
「
住

公
民
館
は
「
集
い
」「
語
り
」

「
繋
が
る
」
と
こ
ろ

町
内
公
民
館
と
地
区
公
民
館

皆
さ
ん
の
や
り
た
い
こ
と
を

 

一
緒
に
カ
タ
チ
に
し
ま
せ
ん
か
！

　

庄
内
地
区
公
民
館
（
ゆ
め
ひ
ろ

ば
庄
内
）
で
は
、
様
々
な
サ
ー
ク

ル
が
毎
日
利
用
し
て
い
ま
す
。
そ

の
利
用
率
も
市
内
で
も
相
当
高
い

よ
う
で
す
。
し
か
し
意
外
と
庄
内

在
住
の
方
の
利
用
度
が
低
い
の
も

事
実
で
す
。
と
同
時
に
「
公
民
館

＝
サ
ー
ク
ル
の
場
・
貸
館
」
と
い

う
ス
タ
イ
ル
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。
前
項
に
も
記
載

し
ま
し
た
が
、
公
民
館
と
は
、
住

民
が
「
集
い
」、「
語
り
合
う
」
交

流
の
場
で
あ
り
、
意
見
交
換
や
議

庄
内
地
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
庄
内
玉
手
箱
」の
Q
R
コ
ー
ド

を
作
成
し
ま
し
た
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