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◇
　
注
目
さ
れ
る
二
風
谷
小
学
校
の
取
り
組
み

　

平
取
町
立
二
風
谷
小
学
校
で
は
、
総
合
学
習
の
時
間
を

用
い
た
ア
イ
ヌ
語
授
業
が
昨
年
、
平
成
二
七
年
度
は
七
月

よ
り
五
時
限
、
五
回
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
今
年
、

平
成
二
八
年
度
は
倍
の
十
時
限
、
十
回
の
ア
イ
ヌ
語
授
業

が
計
画
さ
れ
、
す
で
に
第
一
回
目
は
四
月
二
七
日
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。こ
の
授
業
で
私
は
講
師
を
勤
め
て
い
ま
す
。

ア
イ
ヌ
文
化
に
つ
い
て
学
ぶ
試
み
は
こ
れ
ま
で
も
「
ハ
ラ

ラ
キ
活
動
」
と
い
う
名
で
二
風
谷
小
学
校
で
も
あ
り
ま
し

た
し
、
他
の
小
学
校
で
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
ア

イ
ヌ
語
に
特
化
し
た
も
の
と
し
て
は
、
全
道
的
に
み
て

も
、
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
全
国
的
に
も
初
の
試
み
な

の
で
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
に
も
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
少
し

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
風
谷
小
学
校
で
い
ち
早
く
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
春
に
定

年
退
職
さ
れ
た
前
校
長
が
ア
イ
ヌ
文
化
に
と
て
も
感
心
を

持
っ
て
お
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
一
番
に
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
住
民
の
半
数
以
上
が
ア
イ
ヌ
と
い
う
地
域
的
特
徴
も

あ
り
ま
す
。
私
自
身
は
長
年
、
二
風
谷
ア
イ
ヌ
語
教
室
子

ど
も
の
部
の
指
導
者
を
し
て
き
た
の
で
す
が
、
仕
事
と
し

て
は
造
林
業
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
昨
年
、
町

立
ア
イ
ヌ
文
化
博
物
館
に
町
の
職
員
と
し
て
中
途
採
用
さ

れ
た
の
で
す
。
学
校
的
に
は
ア
イ
ヌ
文
化
を
取
り
入
れ
た

活
動
を
増
や
そ
う
と
し
て
い
た
矢
先
だ
っ
た
の
で
、
私
へ

の
講
師
依
頼
を
し
や
す
い
状
況
が
で
き
た
と
い
え
ま
す
。

　

今
回
の
ア
イ
ヌ
語
学
習
は
小
学
校
か
ら
の
要
請
、
依
頼

に
対
し
私
、
及
び
私
が
所
属
す
る
博
物
館
と
町
教
育
委
員

会
が
応
え
て
実
現
し
た
も
の
で
す
。
私
は
業
務
の
一
環
と

し
て
学
校
へ
赴
い
て
い
ま
す
。
普
段
よ
り
ア
イ
ヌ
語
の
普

及
・
復
興
を
唱
え
て
い
る
者
と
し
て
は
願
っ
て
も
な
い
事

態
で
す
。
私
の
願
い
は
二
風
谷
小
学
校
の
活
動
を
見
て
町

内
の
他
の
学
校
、
さ
ら
に
は
全
道
各
地
の
学
校
で
も
同
じ

よ
う
な
取
り
組
み
を
始
め
て
く
れ
る
こ
と
で
す
。

　

画
期
的
で
大
き
な
一
歩
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
の

で
す
が
、
所
詮
、
一
年
間
で
た
っ
た
の
十
時
間
で
す
。
あ

る
程
度
の
会
話
力
習
得
な
ど
望
む
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
が
気
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
子
ど
も
た
ち
に
、
い
か
に

面
白
い
、
と
思
っ
て
も
ら
え
る
か
、
小
学
校
を
卒
業
し
た

後
も
ア
イ
ヌ
語
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
興
味
を
持
ち
続
け
て
も

ら
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
毎
回
ゲ
ー
ム

的
な
要
素
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
、
工
夫
を
こ
ら
し
な

が
ら
や
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

一
般
的
な
疑
問
と
し
て
「
本
当
に
ア
イ
ヌ
語
な
ん
て
話

し
て
い
る
人
が
い
る
の
か
？
」「
い
ま
さ
ら
ア
イ
ヌ
語
を

復
活
さ
せ
て
何
に
な
る
ん
だ
？
」
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る

で
し
ょ
う
。
ア
イ
ヌ
語
話
者
の
数
に
つ
い
て
は
答
え
よ
う

が
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
イ
ヌ
語
を
よ
く
知
っ
て
い
て
も
伝
承

者
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い
な
い
方
も
い
ま
す
。
聞
い
て
分

か
っ
て
も
話
せ
な
い
と
い
う
方
も
い
ま
す
。
現
在
ア
イ
ヌ

語
で
日
常
会
話
を
し
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い

え
ま
す
。

　

明
治
以
降
、
急
激
な
速
度
で
圧
倒
的
少
数
者
に
追
い
や

ら
れ
た
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
す
る
差
別
は
凄
ま
じ
く
、
学
校

で
ア
イ
ヌ
語
を
使
え
ば
罰
せ
ら
れ
、
親
た
ち
も
「
こ
れ
か

ら
は
子
ど
も
に
ア
イ
ヌ
語
を
教
え
て
も
何
も
い
い
こ
と
が

な
い
、
和
人
に
い
じ
め
ら
れ
る
だ
け
だ
」
と
い
う
思
い
の

も
と
、
家
庭
内
で
言
語
の
伝
承
が
行
わ
れ
な
い
時
代
が
長

く
続
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
ユ
ネ
ス
コ
が
認
定
す
る
「
最
も

絶
滅
の
危
機
に
瀕
す
る
言
語
」
に
当
て
は
ま
り
ま
す
。
し

か
し
状
況
は
少
し
ず
つ
良
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
自
分

の
ル
ー
ツ
に
興
味
を
持
ち
自
分
た
ち
の
言
語
を
獲
得
し
よ

う
と
す
る
ア
イ
ヌ
の
若
者
が
実
際
、
増
え
て
き
て
い
る
の

で
す
。

　
◇
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
語
復
興
に
学

　
　
ぶ

　

私
の
活
動
の
根
底
に
は
、平
成
二
三
年
に
初
め
て
訪
れ
、

そ
れ
以
来
、往
来
が
続
い
て
い
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド（
以

下
、
Ｎ
Ｚ
）
マ
オ
リ
族
と
の
交
流
が
あ
り
ま
す
。

い
ま
教
育
の
現
場
か
ら（
24
）

ア
イ
ヌ
語
の
可
能
性
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マ
オ
リ
語
も
一
九
七
〇
年
代
に
は
ア
イ
ヌ
語
と
同
じ

く
「
絶
滅
す
る
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

が
現
在
は
見
事
に
復
活
し
国
の
公
用
語
の
一
つ
と
な
っ
て

い
ま
す
（
あ
と
の
二
つ
は
英
語
と
手
話
）。
Ｎ
Ｚ
に
は
全

て
の
授
業
を
マ
オ
リ
語
だ
け
で
行
う
幼
稚
園
か
ら
高
校
過

程
ま
で
の
学
校
が
約
八
十
校
も
あ
り
ま
す
。
マ
オ
リ
語
だ

け
で
放
映
す
る
テ
レ
ビ
局
が
あ
り
、
ス
ー
ツ
を
着
た
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
が
マ
オ
リ
語
で
ニ
ュ
ー
ス
を
読
み
上
げ
て
い
ま

す
。『
セ
サ
ミ
ス
ト
リ
ー
ト
』
の
マ
オ
リ
語
版
の
よ
う
な

番
組
も
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
も
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
自
然
と

マ
オ
リ
語
に
触
れ
る
環
境
が
あ
り
ま
す
。
街
中
の
全
て
の

掲
示
板
な
ど
も
マ
オ
リ
語
、
英
語
併
記
に
移
行
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。
マ
オ
リ
語
の
需
要
は
増
え
続
け
る
一
方
で
衰
退

の
危
惧
は
も
う
無
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
世
界
で

最
も
言
語
復
興
を
成
功
し
た
例
が
マ
オ
リ
語
だ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

私
が
出
会
っ
た
マ
オ
リ
た
ち
は
自
分
た
ち
の
言
語
を
話

し
、
自
分
た
ち
の
文
化
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
誇
り
に

思
い
、
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
ア
イ
ヌ
民
族

も
ア
イ
ヌ
語
を
復
活
、
獲
得
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な

状
況
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
歴
史
的

に
同
じ
よ
う
な
道
の
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
苦
し
み

を
味
わ
わ
さ
れ
て
き
た
ア
イ
ヌ
民
族
が
、
圧
倒
的
に
少
数

で
あ
る
た
め
、
自
分
た
ち
の
声
が
国
政
ま
で
届
き
に
く
い

た
め
、
と
い
う
よ
う
な
理
由
で
マ
オ
リ
が
勝
ち
取
っ
て
来

た
の
と
同
じ
権
利
を
主
張
し
な
い
の
は
お
か
し
い
と
思
い

ま
し
た
（
マ
オ
リ
は
Ｎ
Ｚ
総
人
口
の
一
五
％
、
そ
れ
に
対

し
ア
イ
ヌ
は
日
本
の
総
人
口
の
〇
・
〇
二
％
だ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
）。

　

私
が
掲
げ
て
い
る
大
き
な
目
標
は
「
北
海
道
に
お
け
る

ア
イ
ヌ
語
の
公
用
語
化
」
で
す
。
こ
れ
は
マ
オ
リ
語
の
Ｎ

Ｚ
で
の
公
用
語
化
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
ま
す
。
ま
っ
た
く

実
現
に
は
ほ
ど
遠
い
話
で
す
か
ら
想
像
力
を
豊
か
に
し

て
、
お
付
き
合
い
願
い
た
い
の
で
す
が
、
も
し
ア
イ
ヌ
語

が
公
用
語
化
さ
れ
れ
ば
公
文
書
な
ど
の
ア
イ
ヌ
語
日
本
語

併
記
を
す
る
翻
訳
家
、
役
所
で
の
ア
イ
ヌ
語
担
当
者
、
ア

イ
ヌ
語
教
師
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
で
の
ア
イ
ヌ
語
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
、
ア
イ
ヌ
語
新
聞
の
記
者
な
ど
、
少
し
考
え
た
だ

け
で
も
た
く
さ
ん
の
職
業
が
創
出
さ
れ
ま
す
。
現
在
の
ア

イ
ヌ
語
学
習
環
境
の
問
題
と
し
て
、
い
く
ら
勉
強
し
て
も

そ
れ
が
仕
事
に
は
繋
が
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
公
用
語
に
す
る
こ
と
で
「
ア
イ
ヌ
語
の
需

要
を
創
り
だ
し
、
そ
れ
を
地
域
の
特
性
に
し
て
し
ま
う
」

と
い
う
考
え
で
す
。

　
◇
　
ア
イ
ヌ
文
化
の
可
能
性

　

移
民
の
国
、と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
Ｎ
Ｚ
で
現
在「
俺

た
ち
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ダ
ー
と
し
て
誇
れ
る
も
の
は
何

が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
時
に
「
そ
う
だ
、
こ
こ
に
は

マ
オ
リ
文
化
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
白
人

で
も
マ
オ
リ
の
伝
統
舞
踊
ハ
カ
を
踊
る
人
が
た
く
さ
ん
い

ま
す
。マ
オ
リ
語
を
学
ぶ
白
人
の
若
者
も
増
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
は
マ
オ
リ
語
が
で
き
た
方
が
就
職
に
有
利
だ
、
と

い
っ
た
状
況
も
手
伝
っ
て
い
ま
す
。
政
府
も
マ
オ
リ
文
化

を
観
光
の
大
き
な
柱
と
捉
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
北
海
道
に
お
い
て
も
、
ア
イ
ヌ
文

化
を
軸
に
創
り
だ
せ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
道
民
が

自
分
た
ち
の
誇
り
と
し
て
ア
イ
ヌ
文
化
に
取
り
組
み
ア
イ

ヌ
語
を
習
得
す
る
。
ア
イ
ヌ
文
化
が
北
海
道
の
特
色
と
し

て
、
も
っ
と
も
っ
と
注
目
さ
れ
、
ア
イ
ヌ
文
化
自
体
が
多

く
の
産
業
、
職
業
を
創
出
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
ア
イ
ヌ
民
族
自
身
の
権
利
回
復
を
置
き
去
り

に
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
だ
け
進
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
が
、
多
く
の
道
民
に
と
っ
て
も
ア
イ
ヌ
語
、
ア
イ
ヌ

文
化
を
学
ぶ
こ
と
は
、
自
然
と
の
共
生
を
長
年
実
現
し
て

き
た
民
族
の
知
恵
を
学
ぶ
こ
と
と
な
り
、
と
て
も
意
義
深

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
は
ア
イ
ヌ
語
、
ア
イ
ヌ

文
化
を
教
え
る
教
師
や
教
材
の
不
足
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
問

題
も
山
積
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
は
偏
見
の
な
い
目
で
ア

イ
ヌ
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
を
学
び
、
伝
え
や
す
い
時
代
に

な
り
つ
つ
あ
る
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

二
風
谷
小
学
校
ア
イ
ヌ
語
授
業
は
単
純
な
図
式
で
見
る

な
ら
ば
同
化
、
単
一
化
、
一
辺
倒
で
あ
っ
た
教
育
現
場
が

多
様
性
の
尊
重
に
向
け
て
進
路
変
更
を
始
め
た
タ
ー
ニ
ン

グ
ポ
イ
ン
ト
だ
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ア
イ
ヌ
語

が
復
活
す
る
こ
と
は
多
様
性
を
容
認
す
る
社
会
の
形
成
に

繋
が
り
、
そ
れ
は
ア
イ
ヌ
民
族
に
と
っ
て
い
い
こ
と
で
あ

り
、
ひ
い
て
は
北
海
道
に
と
っ
て
、
日
本
の
社
会
全
体
に

と
っ
て
も
い
い
こ
と
だ
と
信
じ
、
こ
れ
か
ら
も
、
ど
ん
ど

ん
ア
イ
ヌ
語
を
普
及
さ
せ
る
た
め
の
活
動
を
続
け
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

関
根
健
司
（
せ
き
ね
　
け
ん
じ
）

　

二
〇
一
五
年
よ
り
、
平
取
町
立
二
風
谷
ア
イ
ヌ
文
化
博
物

館
で
学
芸
員
補
を
務
め
る
。


