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「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
に
関
す
る
事
例

研
究

	

―	

フ
レ
イ
レ
の
「
課
題
提
起
教
育
」
の
枠
組
に
照
ら
し
て	

―

濱
元	

伸
彦

一
、
は
じ
め
に

（
一
）
問
題
の
所
在
　

東
日
本
大
震
災
か
ら
七
年
が
過
ぎ
、
二
〇
一
八
年
度
の
春
ま
で
に
、
福
島
県
双
葉
郡
の
中

で
は
、
原
発
事
故
の
影
響
で
避
難
し
て
い
た
多
く
の
町
村
（
葛
尾
村
、
飯
舘
村
、
富
岡
町
な
ど
）
が
学

校
を
再
開
し
た
。
こ
れ
ら
の
学
校
に
戻
っ
て
き
た
子
ど
も
の
数
は
少
な
い
も
の
の
、
地
域
の

シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
学
校
の
再
開
と
児
童
生
徒
の
「
帰
還
」
は
、
各
町
村
の
復
興
を
象
徴
す
る

出
来
事
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
双
葉
郡
に
お
け
る
住
民
の
帰
還
と
学
校
再
開
に

は
、
課
題
も
ま
た
大
き
い
。
例
え
ば
、
二
〇
一
七
年
十
一
月
に
国
連
人
権
理
事
会
は
、
双
葉

郡
に
お
け
る
避
難
指
示
解
除
に
関
し
て
日
本
政
府
に
勧
告
を
行
っ
て
お
り
、
帰
還
に
関
す
る

意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
へ
の
避
難
住
民
の
参
画
、
被
災
者
へ
の
継
続
的
な
支
援
と
健
康
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
や
医
療
サ
ー
ビ
ス
等
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
徐
本
（1）
や
境
野
・

細
金
（2）
も
避
難
指
示
解
除
後
の
住
民
の
生
活
や
教
育
の
課
題
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
、
本
稿
の
関
心
は
、
三
・
一
一
後
の
福
島
に
お
け
る
復
興
に
向
け
た
教
育
の

あ
り
方
に
あ
る
。
原
発
事
故
に
よ
り
、
一
部
の
自
治
体
が
町
村
ぐ
る
み
で
長
期
に
わ
た
り
避

難
す
る
と
い
う
出
来
事
は
、
わ
が
国
の
歴
史
に
お
い
て
類
を
見
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
の

復
興
過
程
で
、
教
育
の
果
た
す
役
割
は
無
論
大
き
い
が
、
そ
の
教
育
は
単
に
元
の
社
会
へ
の

「
回
帰
」
を
目
指
す
も
の
で
は
意
味
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
・
一
一
後
、
東
北
に
お
け
る
教
育

の
再
生
過
程
を
研
究
し
て
き
た
佐
藤
（3）
は
「
本
来
的
な
復
興
教
育
は
、
震
災
以
前
の
教
育
の

あ
り
方
を
根
本
的
に
問
い
直
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
七
五
頁
）
と
指
摘
し
、
特
に
福

島
に
お
い
て
は
、「
従
来
の
、
原
発
を
当
た
り
前
と
思
わ
せ
る
教
育
が
、
現
実
か
ら
目
を
背
け

さ
せ
、
科
学
的
、
批
判
的
な
目
を
曇
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
」（
同
頁
）
も
含
め
、
教
育
を

支
配
し
て
き
た
価
値
や
文
化
を
見
つ
め
直
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
筆

者
も
、
福
島
県
教
員
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
を
扱
っ
た
拙
稿
（4）
で
同
様
の
問
題
意
識
を
示
し

て
お
り
、
特
に
「
人
災
」
と
し
て
の
要
素
も
大
き
い
原
発
事
故
と
そ
れ
に
よ
る
被
災
・
避
難

の
経
験
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
批
判
的
に
見
つ
め
直
し
、
そ
の
教
訓
を
次
世
代
の
教
育
に
生

か
す
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
。

福
島
県
や
双
葉
郡
の
復
興
ビ
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
、
原
発
事
故
の
意
味
や
「
以
前
の
あ
り
方
」

を
問
い
直
す
姿
勢
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
双
葉
郡
の
町
村
の
復
興
教
育
の
取
組

を
見
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
、
復
興
に
対
し
て
い
か
に
前
向
き
な
意
識
を
醸
成
す
る
か
に
最
も

力
が
注
が
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
佐
藤
が
提
起
す
る
よ
う
な
震
災
・

原
発
事
故
以
前
の
社
会
の
あ
り
方
を
「
問
い
直
す
」
よ
う
な
復
興
教
育
（
以
下
、
こ
れ
を
変
革
的

な
復
興
教
育
と
呼
ぶ
）
が
構
想
さ
れ
る
機
運
は
見
え
に
く
い
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
変
革
的
な
視
点
に
立
つ
復
興
教
育
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
再

考
し
た
い
の
が
、
Ｐ
・
フ
レ
イ
レ
が
著
書
『
被
抑
圧
者
の
教
育
学
』（5）
で
提
起
し
た
「
課
題
提

起
教
育
」
で
あ
る
。
フ
レ
イ
レ
の
「
課
題
提
起
教
育
」
と
は
、
知
識
詰
め
込
み
型
の
「
銀
行

型
教
育
」
と
対
比
さ
れ
る
教
育
の
概
念
で
あ
り
、
学
習
者
の
他
者
と
の
「
対
話
」
お
よ
び
主

体
的
な
問
題
解
決
を
通
し
て
被
抑
圧
者
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ

レ
イ
レ
の
「
課
題
提
起
教
育
」
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
「
被
抑
圧
者
」
で
あ
る
非
識
字
階

級
の
自
己
解
放
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
原
発
事
故
で
住
む
場

所
を
追
わ
れ
、
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
住
民
た
ち
も
ま
た
現
代
の
「
被
抑
圧
者
」
で
あ
る
。

フ
レ
イ
レ
は
、
そ
う
し
た
「
被
抑
圧
者
」
の
立
場
の
経
験
や
視
点
を
、「
対
話
」
を
通
し
て
社

会
の
問
題
や
矛
盾
を
洞
察
す
る
視
点
へ
と
転
換
し
、
人
々
を
「
意
識
化
」
へ
と
導
く
こ
と
で
、

よ
り
公
正
な
社
会
の
形
成
に
む
け
た
参
画
を
促
す
教
育
の
あ
り
方
を
提
起
し
た
。

本
稿
で
は
、
フ
レ
イ
レ
の
「
課
題
提
起
教
育
」
を
変
革
的
な
復
興
教
育
の
一
つ
の
理
念
型

と
し
て
捉
え
て
み
る
。「
課
題
提
起
教
育
」
の
視
点
に
立
つ
変
革
的
な
復
興
教
育
と
は
、
被
災

の
経
験
に
根
ざ
し
た
批
判
的
な
視
点
を
も
と
に
旧
来
の
社
会
を
見
つ
め
な
お
し
、
学
習
者
主

体
の
探
求
と
対
話
を
通
し
て
、
新
た
な
視
点
か
ら
社
会
の
再
生
を
め
ざ
す
教
育
で
あ
る
と
言

え
る
。
そ
し
て
、
特
に
震
災
後
の
東
北
の
教
育
活
動
の
中
で
、「
課
題
提
起
教
育
」
に
教
育
方

法
上
き
わ
め
て
近
く
、
変
革
的
な
復
興
教
育
の
実
践
上
の
モ
デ
ル
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
の
が
、
本
稿
が
取
り
上
げ
る
大
熊
町
の
「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
ふ
る
さ
と
創

造
学
」
で
あ
る
。

（
二
）
大
熊
中
の
放
射
線
教
育
を
通
し
た
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」

大
熊
町
は
、
福
島
県
双
葉
郡
に
位
置
し
、
三
・
一
一
の
際
に
事
故
を
起
こ
し
た
福
島
第
一
原
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た
。
ま
た
、
校
内
で
の
学
習
成
果
の
発
表
機
会
や
、
右
記
の
八
回
の
訪
問
と
は
別
に
、「
ふ
る

さ
と
創
造
学
サ
ミ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
双
葉
郡
全
体
の
小
中
高
校
に
よ
る
合
同
発
表
会
も
観

察
し
、
生
徒
の
報
告
や
質
疑
応
答
の
様
子
を
観
察
し
た
。

ま
た
、
訪
問
中
に
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
取
組
に
関
し
て
教
員
や
生
徒
、
保
護
者
が
ど

の
よ
う
に
そ
れ
を
捉
え
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
た
め
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
そ
の
対

象
と
し
て
は
、
大
熊
中
で
か
つ
て
校
長
を
務
め
、
町
教
委
で
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
実
践

に
つ
い
て
指
導
的
な
立
場
に
あ
る
町
教
委
の
鈴
木
恵
一
指
導
主
事
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
を

指
導
し
て
き
た
小
野
田
敏
之
前
校
長
な
ら
び
に
早
川
良
一
現
校
長
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
に

中
心
的
に
携
わ
る
教
員
二
名
に
対
し
て
個
別
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
さ
ら
に
保
護
者
二

名
そ
し
て
生
徒
二
名
に
そ
れ
ぞ
れ
グ
ル
ー
プ
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
訪
問
中
に
校
長
か
ら
得
た
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
取
組
に
関
す
る
資

料
や
生
徒
の
発
表
資
料
な
ど
も
収
集
・
整
理
し
た
。

以
上
の
質
的
な
デ
ー
タ
お
よ
び
資
料
を
も
と
に
、
次
節
に
示
す
よ
う
に
、
大
熊
中
の
教
育

実
践
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。

三
．
研
究
結
果

（
一
）「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
形
成
過
程

⑴ 

大
熊
町
に
お
け
る
「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
計
画
と
実
施

ま
ず
、
大
熊
町
が
「
放
射
線
を
通
し
た
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
を
導
入
す
る
ま
で
の
経
緯
に

つ
い
て
概
観
し
た
い
。

大
熊
町
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
前
身
に
あ
た
る
の
が
、
大
熊
町
教
委
が
二
〇
一
二
年

度
か
ら
導
入
し
た
放
射
線
教
育
で
あ
る
。
放
射
線
教
育
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
十
月
に

文
科
省
が
原
発
事
故
の
放
射
線
の
影
響
や
そ
れ
に
対
す
る
防
護
策
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
た

副
読
本
を
作
り
、
福
島
県
内
の
学
校
に
配
布
し
放
射
線
教
育
の
実
施
を
促
し
た
。
大
熊
町
の

放
射
線
教
育
は
こ
の
文
科
省
の
教
材
に
対
す
る
教
員
の
反
応
に
端
を
発
し
て
い
る
。
原
発
事

故
に
よ
り
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
児
童
・
生
徒
た
ち
に
対
し
て
、
放
射
線
に
関
す
る
学
習

は
無
論
重
要
で
あ
っ
た
が
、
文
科
省
の
副
読
本
の
内
容
で
は
、
放
射
線
の
健
康
へ
の
影
響
等

に
つ
い
て
子
ど
も
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
教
員
た
ち
は
感
じ
た
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
教
員
自
身
が
放
射
線
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
児
童

生
徒
を
相
手
に
そ
の
指
導
を
行
う
の
は
難
し
い
と
判
断
さ
れ
た
。

こ
の
状
況
を
ふ
ま
え
、
翌
年
二
月
に
町
教
委
は
、
独
自
の
方
法
で
の
放
射
線
教
育
の
実
施

発
の
立
地
す
る
町
で
あ
る
。
震
災
後
、
住
民
は
町
ぐ
る
み
で
避
難
を
行
い
、
最
終
的
に
百
キ

ロ
以
上
離
れ
た
会
津
若
松
市
に
落
ち
着
い
た
。
同
市
で
、
学
校
が
再
開
さ
れ
て
間
も
な
い
時

期
、
大
熊
町
の
武
内
敏
英
教
育
長
は
そ
の
著
書
『
大
熊
町
学
校
再
生
へ
の
挑
戦
』
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
た
ち
大
熊
町
民
の
よ
う
に
放
射
線
に
追
わ
れ
、
踏
む
べ
き
土
も
失
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
境
遇
の
人
間
を
、
日
本
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
地
球
上
か
ら
二
度
と
生
み
出
し
て
ほ
し

く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
た
の
も
ほ
か
な
ら
ぬ
人
間
（
日
本

人
）
な
の
で
す
。
人
間
を
育
て
る
教
育
の
責
任
は
大
き
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
（6）

武
内
は
、
原
発
の
安
全
神
話
を
信
じ
た
過
去
の
地
域
社
会
の
問
題
性
を
ふ
ま
え
、
ル
ソ
ー

の
「
私
に
で
き
る
の
は
、
意
見
を
変
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
意
見
に
疑
い
を
も
つ
こ

と
だ
」
と
い
う
一
文
を
引
用
し
て
、「
批
判
的
思
考
」
を
育
む
教
育
の
重
要
性
を
指
摘
し
て

い
る
（7）
。
さ
ら
に
、
今
後
の
教
育
で
は
、
子
ど
も
た
ち
を
「
復
興
の
主
役
」
と
し
て
位
置
づ

け
、「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
第
十
二
条
に
示
さ
れ
る
子
ど
も
の
「
意
見
表
明
権
」
を
参
照
し
、

「
子
ど
も
の
意
見
・
考
え
を
聞
く
環
境
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
肝
要
」
だ
と
主
張
し
て
い
る
（8）
。

こ
う
し
た
武
内
の
震
災
後
の
教
育
理
念
に
加
え
、
問
題
解
決
学
習
の
実
践
家
で
あ
る
鈴
木

恵
一
指
導
主
事
（
大
熊
町
教
委
）
が
中
心
と
な
り
、
同
町
の
復
興
教
育
の
柱
と
し
て
現
在
小
中
学

校
で
実
施
さ
れ
て
い
る
の
が
「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
で
あ
る
。
こ
の

取
組
に
つ
い
て
、
特
に
中
学
校
段
階
で
は
、「
一
人
一
研
究
」
と
い
う
形
で
、
生
徒
自
ら
課
題

を
設
定
し
探
求
を
行
う
問
題
解
決
学
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
大
熊
町
立
大
熊
中
学
校
（
以
下
、
大
熊
中
）
の
「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
ふ
る
さ

と
創
造
学
」
の
取
組
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
実
践
内
容
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
践

の
諸
要
素
に
つ
い
て
、
フ
レ
イ
レ
の
「
課
題
提
起
教
育
」
の
枠
組
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察

す
る
こ
と
で
、
変
革
的
な
復
興
教
育
の
あ
り
方
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
検
討
を
試
み
る
。

二
、
研
究
方
法

大
熊
中
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
取
組
に
関
す
る
調
査
の
た
め
、
筆
者
は
当
時
の
学
校
長

の
許
可
を
得
て
、
二
〇
一
六
年
六
月
よ
り
現
在
ま
で
計
八
回
同
校
を
調
査
訪
問
し
た
。
こ
の

調
査
で
は
、
主
に
二
〇
一
六
年
度
の
同
校
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
取
組
に
焦
点
を
当
て
、

生
徒
の
学
校
内
外
で
の
学
習
の
様
子
を
観
察
し
、
教
員
お
よ
び
生
徒
た
ち
に
直
接
話
を
聞
い
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復
興
と
の
関
連
性
に
よ
り
、
か
つ
て
の
大
熊
町
の
文
化
や
産
業
に
関
す
る
内
容
も
一
部
含
む

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
学
習
を
通
し
て
児
童
生
徒
の
「
ふ
る
さ
と
」
へ

の
関
心
が
強
ま
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
と
鈴
木
指
導
主
事
は
話
す
。

こ
れ
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
、
福
島
県
双
葉
郡
教
育
復
興
ビ
ジ
ョ
ン

推
進
協
議
会
は
、「
ふ
る
さ
と
の
復
興
」
に
む
け
た
課
題
解
決
型
、
行
動
型
・
体
験
型
の
学
習

活
動
と
し
て
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
実
施
を
提
唱
し
た
。
大
熊
町
の
町
教
委
は
、
前
述
の

よ
う
に
、
児
童
生
徒
の
「
ふ
る
さ
と
」
に
対
す
る
関
心
の
強
ま
り
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
町
の

放
射
線
教
育
と
双
葉
郡
が
提
唱
す
る
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
と
の
一
体
化
を
模
索
し
た
。
そ

し
て
、
二
〇
一
三
年
末
改
訂
の
「
大
熊
町
放
射
線
教
育
指
導
基
本
計
画
」
に
お
い
て
、
次
の

よ
う
に
「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
が
導
入
さ
れ
た
。

ふ
る
さ
と
の
放
射
線
お
よ
び
放
射
線
防
護
な
ど
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
児
童
生
徒

自
身
が
、
健
康
で
、
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
課
題
を
自
ら
が
見
つ

け
、
情
報
を
収
集
・
整
理
し
て
、
自
ら
が
分
析
・
考
察
し
た
り
出
来
る
よ
う
に
な
る
な

ど
、
探
求
的
、
問
題
解
決
的
な
学
習
の
方
法
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
ふ
る
さ

と
の
自
然
や
文
化
、
伝
統
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
さ
せ
な
が
ら
、
大
熊
町
の
復
興
・

再
生
に
役
立
つ
こ
と
の
で
き
る
人
材
育
成
に
資
す
る
（11）
。

こ
の
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
二
〇
一
四
年
度
以
降
、「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
ふ
る
さ
と
創

造
学
」
が
小
中
学
校
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
年
度
か
ら
双
葉
郡
の
他
の
町
村
も
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
を
実
施
し
て
い
る
が
、
管

見
の
限
り
、
大
熊
町
の
取
組
は
そ
の
中
で
も
際
立
っ
た
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
先
行
研
究
（12）

お
よ
び
双
葉
郡
の
資
料
に
基
づ
け
ば
、
大
熊
町
と
他
の
町
村
の
大
き
な
違
い
は
、
次
の
２
点

で
あ
る
。

一
つ
は
、「
放
射
線
教
育
」
を
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
基
礎
と
し
て
置
い
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
大
熊
町
の
取
組
が
、
復
興
を
目
指
し
た
「
未
来
志
向
」
の
も
の
で
あ
り
つ

つ
も
、
学
習
の
原
点
と
し
て
「
な
ぜ
避
難
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
今
も
避
難
し

続
け
て
い
る
か
」
と
い
う
過
去
・
現
在
を
批
判
的
に
見
つ
め
る
枠
組
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
双
葉
郡
の
他
の
町
村
に
も
放
射
線
教
育
の
実
践
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
大
熊
町
の
よ
う
に
放
射
線
に
関
す
る
地
域
の
問
題
を
見
つ
め
る
枠
組
と
し
て
「
ふ
る
さ
と

創
造
学
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
右
の
点
は
大
熊
町
の
取
り
組
み
の
大

を
考
え
、
次
の
よ
う
な
ね
ら
い
を
持
っ
た
「
大
熊
町
放
射
線
教
育
実
施
基
本
計
画
」
を
策
定

し
た
。放

射
線
及
び
放
射
線
防
護
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
児
童
生
徒
自
身
が
、
健
康
で
、
安

心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
課
題
を
自
ら
が
見
つ
け
、
情
報
を
収
集
・
整

理
し
て
、
自
ら
が
分
析
・
考
察
し
て
、
解
決
へ
の
道
筋
を
発
表
で
き
る
よ
う
に
す
る
な

ど
、
問
題
解
決
的
な
学
習
の
方
法
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
大
熊
町
の
復
興
に
役
立
つ
こ
と

の
で
き
る
人
材
に
資
す
る
（9）
。

こ
の
放
射
線
教
育
は
小
中
学
校
の
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
な
ど
を
用
い
て
実
施
す
る

こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
ま
ず
、
右
の
「
ね
ら
い
」
が
示
す
よ
う
に
、
大
熊
町
の
放
射
線
教
育

の
特
徴
は
、
児
童
生
徒
主
体
の
問
題
解
決
学
習
で
そ
れ
を
行
う
点
で
あ
る
。
そ
う
し
た
方
法

を
と
る
理
由
に
つ
い
て
、
町
教
委
の
鈴
木
指
導
主
事
の
論
文
に
よ
れ
ば
（10）
、
大
熊
町
の
復
興

の
過
程
で
は
、「
除
染
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
町
民
が
帰
還
す
る
た
め
に
必
要
な
様
々
な
問
題

に
直
面
す
る
」
こ
と
に
な
り
、
そ
の
克
服
に
は
、「『
問
題
解
決
的
な
学
習
』
の
手
順
や
方
法

を
確
実
に
身
に
つ
け
、
そ
れ
ら
を
自
由
に
駆
使
で
き
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
だ
と
述

べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
放
射
線
に
関
す
る
知
識
だ
け
で
な
く
、
問
題
解
決
の
ス
キ
ル
の
育
成

も
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
児
童
生
徒
主
体
の
学
習
ス
タ
イ
ル
を
と
る
こ
と
で
、

個
々
の
子
ど
も
の
問
題
意
識
や
視
点
を
尊
重
で
き
る
と
共
に
、
教
員
も
子
ど
も
主
体
の
学
習

を
支
援
し
な
が
ら
、
放
射
線
や
復
興
上
の
問
題
に
つ
い
て
子
ど
も
た
ち
と
共
に
学
び
あ
う
こ

と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
教
員
と
児
童
生
徒
の
「
対
話
的
な
関
係
」
も
、
Ａ
町
の
取

り
組
み
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
児
童
・
生
徒
が
「
自
ら
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
調
べ
、
考
え
、
判
断
し
、
そ
の

結
果
を
ま
と
め
て
発
表
す
る
」
と
い
う
問
題
解
決
学
習
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
児
童
生

徒
の
学
年
に
応
じ
た
方
法
を
と
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
ま
で
学
年

の
区
分
を
設
け
て
、
段
階
的
に
よ
り
子
ど
も
主
体
で
課
題
を
設
定
し
、
自
ら
探
求
す
る
形
へ

と
移
行
す
る
。
例
え
ば
、
小
学
校
段
階
で
は
、「
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
学
習
方
式
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
中
学
校
で
は
「
一
人
一
研
究
」
で
、
完
全
に
個
別
の
テ
ー
マ
を
生
徒
が
設
定
し

て
学
習
を
行
う
。

こ
う
し
た
放
射
線
教
育
が
大
熊
町
の
小
中
学
校
で
実
施
さ
れ
て
い
く
中
、
児
童
生
徒
主
体
の

課
題
設
定
に
よ
り
、
そ
の
テ
ー
マ
は
放
射
線
に
関
す
る
科
学
的
な
知
識
に
関
す
る
も
の
か
ら
、
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ジ
が
つ
か
め
ず
、
手
探
り
の
状
態
で
生
徒
と
関
わ
っ
て
い
っ
た
と
教
員
た
ち
は
話
す
。
放
射

線
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
教
員
に
と
っ
て
分
か
ら
な
い
点
も
多
く
、
生
徒
た
ち
が
設
定
し
た

課
題
に
つ
い
て
生
徒
と
共
に
学
び
な
が
ら
、
生
徒
の
学
習
を
支
援
し
た
。

一
方
で
、
放
射
線
教
育
の
開
始
時
に
は
、
放
射
線
に
対
す
る
不
安
や
三
・
一
一
の
避
難
時
の

辛
さ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
た
め
か
、
一
部
の
保
護
者
か
ら
反
対
の
声
も
出
て
き
た
。
し
か
し
、

生
徒
自
身
が
研
究
し
た
内
容
を
真
剣
に
発
表
す
る
姿
を
見
た
保
護
者
は
、
そ
の
多
く
が
感
銘

を
受
け
、
反
対
す
る
声
は
聞
か
れ
な
く
な
り
、
む
し
ろ
年
度
を
重
ね
る
う
ち
に
応
援
す
る
声

が
強
ま
っ
て
き
た
と
前
校
長
は
話
す
。

取
組
に
対
す
る
反
応
と
い
う
点
で
は
、
保
護
者
だ
け
で
な
く
、
生
徒
た
ち
の
側
に
も
ハ
ー

ド
ル
は
あ
っ
た
教
員
は
話
す
。
そ
れ
は
、
二
〇
一
四
年
度
以
降
、
前
述
の
よ
う
に
、
放
射
線

教
育
の
発
展
形
と
し
て
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
が
実
施
さ
れ
た
当
時
、
生
徒
に
見
ら
れ
た
大

熊
町
に
対
す
る
「
関
心
の
薄
さ
」
で
あ
る
。
同
校
で
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
ま
と
め
役
と

な
っ
て
き
た
Ａ
教
諭
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

Ａ
教
諭
：「
君
た
ち
の
ふ
る
さ
と
は
ど
こ
だ
？
」
っ
て
言
う
と
、「
ふ
る
さ
と
」
は
会
津

っ
て
言
う
子
も
い
れ
ば
、
大
熊
っ
て
言
う
子
、
両
方
だ
っ
て
言
う
子
も
い
る
し
。「
大
熊

町
、
君
た
ち
の
ふ
る
さ
と
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
、
ふ
る
さ
と
に
つ
い
て
考
え
る
学
習
を

始
め
よ
う
と
思
う
ん
だ
」
っ
て
話
す
と
、
そ
の
時
の
生
徒
は
、「
え
ー
、
だ
っ
て
俺
、
も

う
帰
ん
ね
え
し
」
っ
て
、
結
構
い
っ
ぱ
い
い
て
。「
何
す
ん
の
、
そ
れ
？
」、「
関
係
ね
え

も
ん
」
っ
て
。

こ
の
よ
う
に
、
大
熊
町
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
捉
え
る
意
識
が
弱
い
背
景
に
は
、
避
難

生
活
が
長
引
く
中
、
生
徒
た
ち
が
そ
れ
に
適
応
す
る
う
ち
に
、
町
の
存
在
自
体
を
忘
れ
か
け

て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

Ａ
教
諭
：
本
当
に
、
ふ
る
さ
と
創
造
学
で
大
熊
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
ま
で
に
大
変
だ

っ
た
ん
で
す
。
も
う
会
津
に
避
難
し
て
き
て
、
三
年
と
か
四
年
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
子
た

ち
だ
っ
た
ん
で
、
今
の
生
活
が
「
普
通
」
み
た
い
な
、
特
に
困
っ
て
い
る
こ
と
も
な
い

し
、
中
学
生
だ
か
ら
大
熊
町
に
入
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
（13）
、
何
を
そ
ん
な
い
ま
さ
ら
、

み
た
い
な
感
じ
が
あ
り
ま
し
た
ね
、
最
初
は
。

き
な
特
徴
と
言
え
る
。

も
う
一
つ
は
、
大
熊
町
の
取
組
が
、
児
童
生
徒
の
個
別
の
「
問
題
解
決
学
習
」
を
目
指
し
て

推
進
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
他
地
域
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
で
は
、
基
本
的
に
は
、
学

年
等
を
一
つ
の
単
位
と
し
た
グ
ル
ー
プ
で
の
学
習
が
行
わ
れ
、
テ
ー
マ
や
方
法
の
設
定
が
生

徒
に
よ
る
も
の
か
、
教
員
に
よ
る
も
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
他
の
町
村
で
も
「
課

題
解
決
型
」
の
学
習
方
法
が
推
進
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
調
べ
学
習
や
体
験
学
習
が
中
心
に

な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
大
熊
町
で
は
、
生
徒
設
定
の
課
題
の
も
と
で
仮
説
検
証
を
行
う

問
題
解
決
学
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。

⑵ 

大
熊
中
に
お
け
る
「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
展
開

次
に
、
視
点
を
本
稿
の
研
究
対
象
の
大
熊
中
に
移
し
、
前
項
に
示
し
た
大
熊
町
の
放
射
線

教
育
や
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
実
施
過
程
を
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
デ
ー
タ
に
基
づ
き
教
員
た

ち
の
視
点
か
ら
跡
づ
け
た
い
。

二
〇
一
一
年
の
三
・
一
一
の
直
後
、
原
発
事
故
の
脅
威
に
よ
り
、
突
然
ほ
ぼ
何
も
持
た
ず
に

大
熊
町
か
ら
避
難
し
た
町
民
た
ち
だ
っ
た
が
、
そ
の
年
の
四
月
に
は
避
難
先
の
会
津
若
松
で

学
校
が
再
開
し
た
。
学
校
生
活
は
か
つ
て
の
よ
う
な
活
気
を
取
り
戻
し
た
が
、
住
民
の
さ
ら

な
る
転
出
で
生
徒
数
は
減
少
の
一
途
を
辿
っ
た
（
表
1
参
照
）。

そ
う
し
た
中
、
学
校
再
開
の
翌
年
に
あ
た
る
二
〇
一
二
年
度
か
ら
、
放
射
線
教
育
が
導
入

さ
れ
る
。
教
員
も
、
自
分
た
ち
が
よ
く
分
か
ら
な
い
「
放
射
線
」
に
つ
い
て
、
生
徒
と
共
に

学
ぶ
姿
勢
で
そ
れ
に
臨
ん
だ
と
い
う
。
放
射
線
教
育
で
は
、
放
射
線
の
特
徴
や
除
染
の
問
題

に
つ
い
て
専
門
家
に
よ
る
講
演
を
通
し
て
学

ぶ
機
会
も
あ
っ
た
が
、
取
組
の
中
心
は
、
子

ど
も
主
体
の
問
題
解
決
学
習
で
あ
る
。
特
に
、

中
学
校
で
は
、
一
年
生
か
ら
「
一
人
一
研
究
」

の
問
題
解
決
学
習
と
し
て
進
め
ら
れ
る
。
教

員
は
、
こ
の
学
習
で
は
、
担
当
教
科
に
関
係

な
く
全
員
が
生
徒
の
学
習
を
支
援
す
る
「
ナ

ビ
ゲ
ー
ト
役
」
に
つ
き
、
か
れ
ら
の
課
題
設

定
や
探
求
を
支
え
る
。
し
か
し
、
生
徒
主
体

の
問
題
解
決
学
習
や
そ
の
「
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
当
初
は
イ
メ
ー

表1　大熊中学校の在籍生徒数の推移
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行
わ
れ
る
。
中
間
発
表
会
で
の
生
徒
間
の
質
疑
応
答
を
経
て
、
十
月
に
は
学
習
成
果
の
ま
と

め
が
行
わ
れ
、
十
月
末
の
校
内
文
化
祭
で
全
員
が
個
別
に
学
習
成
果
の
報
告
を
行
う
。
　

こ
の
一
連
の
学
習
過
程
の
中
で
、
特
に
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
序

盤
の
「
課
題
設
定
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
課
題
」
と
は
、
研
究
論
文
で
い
う
と
こ
ろ
の

「
問
題
意
識
」
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、「『
課
題
』
と
調
べ
学
習
に
お
け
る
『
疑
問
』
と
は
異

な
る
」
と
小
野
田
前
校
長
は
話
す
。「
課
題
設
定
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
放
射
線
教
育
等
を
通
し

て
学
習
し
た
こ
と
を
土
台
に
、
大
熊
町
の
復
興
や
そ
の
問
題
解
決
と
の
つ
な
が
り
を
ま
ず
考

え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、「
課
題
」
は
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
「
仮
説
」
や
「
研
究
方
法
」
と

の
論
理
的
な
一
貫
性
も
求
め
ら
れ
る
。
生
徒
に
と
っ
て
も
、
半
年
間
個
人
で
取
り
組
む
学
習

活
動
で
あ
る
だ
け
に
、
課
題
と
そ
の
動
機
は
重
要
で
あ
る
。

 

Ｂ
教
諭
：
ど
う
し
て
も
、
学
習
者
の
生
徒
本
人
が
、
自
分
の
こ
れ
を
や
っ
て
い
き
た
い

っ
て
い
う
の
に
マ
ッ
チ
し
た
課
題
で
な
い
と
、
最
後
ま
で
も
た
な
い
、
も
し
く
は
途
中

で
詰
ま
っ
て
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
の
が
出
て
く
る
。
な
の
で
、
最
初
の
課

題
設
定
に
つ
い
て
は
、
結
構
時
間
は
か
か
る
ん
で
す
け
ど
、
丁
寧
に
や
る
必
要
は
あ
る

か
な
と
。

ま
た
、
筆
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
あ
る
男
子
生
徒
は
、
三
年
生
で
「
復
興
拠
点
に
若
い

人
達
が
戻
っ
て
き
て
住
み
や
す
い
町
に
す
る
た
め
に
私
に
で
き
る
こ
と
」
と
い
う
課
題
で
研

究
を
行
っ
た
が
、
こ
の
「
課
題
設
定
」
に
到
る
ま
で
に
は
何
度
も
頭
を
悩
ま
せ
て
き
た
と
話

す
。

Ｄ
さ
ん
：
調
べ
た
い
も
の
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
最
後
ま
で
い
か
な
く
て
。
今
年
も
そ

う
で
す
け
ど
、
何
回
か
課
題
を
変
え
ち
ゃ
っ
て
。
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
と
は
ち
ょ
っ

と
違
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
。（
中
略
）
…
時
間
が
か
か
っ
ち
ゃ
っ
て
。
最
初
は
自
分
一
人

で
考
え
て
た
ん
で
す
け
ど
、
担
当
の
先
生
と
一
緒
に
考
え
た
り
し
て
、
こ
の
テ
ー
マ
に

行
き
つ
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
「
産
み
の
苦
し
み
」
の
部
分
と
も
言
え
る
「
課
題

設
定
」
だ
が
、
そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
教
員
の
「
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
」
と
し
て
の
役
割
で
あ

る
。
右
の
男
子
生
徒
の
語
り
に
も
あ
る
よ
う
に
、
教
員
は
答
え
や
方
策
を
示
す
の
で
は
な
く
、

し
か
し
な
が
ら
、
学
習
が
始
ま
り
、
生
徒
が
教
員
と
対
話
し
な
が
ら
、
自
ら
設
定
し
た
課
題

に
深
く
関
わ
る
中
で
、
生
徒
た
ち
の
中
で
、
町
の
こ
と
を
真
剣
に
考
え
よ
う
と
す
る
意
識
が

徐
々
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
年
度
が
変
わ
り
、
再
び
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
を
開
始
す
る
と
、

「
え
ー
、
も
う
や
る
こ
と
な
い
よ
」
と
生
徒
た
ち
が
声
を
あ
げ
、「
ふ
る
さ
と
」
の
問
題
に
向

き
合
う
「
仕
切
り
直
し
」
が
必
要
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
年
度
を
重
ね
る
に
従
い
、
生
徒

た
ち
が
こ
の
活
動
に
皆
で
積
極
的
に
取
り
組
む
雰
囲
気
が
生
ま
れ
、
取
組
の
当
初
に
あ
っ
た

「
関
係
な
い
」
と
い
う
態
度
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
教
員
は
言
う
。

こ
の
よ
う
な
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
を
通
し
て
の
町
の
問
題
に
対
す
る
意
識
変
化
に
は
、
学

校
全
体
で
そ
れ
に
取
り
組
む
体
制
が
そ
れ
を
支
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
実
践
を

外
か
ら
支
え
る
環
境
の
役
割
も
大
き
い
。

そ
の
環
境
の
一
つ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
成
果
に
注
目
し
、
そ
の

意
見
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
す
る
保
護
者
や
地
域
住
民
、
町
役
場
の
職
員
な
ど
「
町
の
大
人
」

の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
人
が
児
童
生
徒
の
学
習
成
果
や
意
見
を
受
け
と
め
よ
う
と

す
る
姿
勢
に
は
、
前
述
の
武
内
教
育
長
の
主
張
に
あ
る
「
子
ど
も
の
意
見
表
明
権
」
尊
重
の

考
え
方
が
少
な
か
ら
ず
反
映
さ
れ
て
お
り
、
生
徒
が
学
習
の
成
果
と
し
て
町
に
提
言
し
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
町
役
場
の
職
員
が
後
日
意
見
を
返
す
形
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
双
葉
郡
の
学
校
が
全
て
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
を
実
施
し
、
毎
年
十
二
月
の
「
ふ

る
さ
と
創
造
学
サ
ミ
ッ
ト
」
等
の
場
で
交
流
の
場
が
あ
り
、
そ
れ
に
取
り
組
む
雰
囲
気
が
高

ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
交
流
の
場
で
は
、
大
熊
町
と
他
の
町
村
の
取
り
組
み

方
の
ギ
ャ
ッ
プ
も
あ
る
が
、
三
・
一
一
で
被
災
し
、
同
様
の
避
難
生
活
を
経
験
し
た
町
村
の
子

ど
も
た
ち
が
共
に
復
興
の
課
題
に
取
り
組
む
状
況
は
、
大
熊
町
の
生
徒
に
と
っ
て
も
励
み
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
学
習
過
程

以
下
、
特
に
二
〇
一
六
年
の
大
熊
中
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
実
践
に
対
す
る
筆
者
の

観
察
を
も
と
に
、
学
習
過
程
の
各
段
階
を
検
討
し
て
み
る
。

①
「
課
題
設
定
」
の
プ
ロ
セ
ス

「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
一
年
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
は
、
生
徒
は
五
月
〜
七
月
の
間

に
「
課
題
設
定
」
を
行
う
な
ど
研
究
計
画
を
ま
と
め
、
徐
々
に
研
究
を
始
め
て
い
く
。
そ
し

て
、
夏
休
み
中
も
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
活
動
は
進
み
、
九
月
に
は
学
校
内
で
の
中
間
発
表
会
が
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あ
る
。
他
方
、
上
級
生
に
な
る
に
従
い
、
研
究
し
提
言
し
た
い
内
容
が
町
に
と
っ
て
「
実
現

可
能
か
ど
う
か
」
も
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
課
題
設
定
に
悩
む
場
合
も
あ
る
。

Ｂ
教
諭
：
生
徒
に
よ
っ
て
も
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
は
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。（
中

略
）
そ
の
生
徒
の
意
見
を
聞
い
て
、「
そ
う
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
や
っ
て
く
ん
だ
ね

え
」
っ
て
い
う
の
を
確
認
し
て
、
じ
ゃ
あ
そ
の
た
め
に
ど
う
い
う
こ
と
を
調
べ
て
い
く

の
か
。
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
考
え
を
盛
り
込
ん
で
い
く
の
か
っ
て
い
う
の
を

確
認
と
い
う
か
、
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
徒
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
ね
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
の
「
課
題
設
定
」
が
単
に
形
に
な
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
中
に
は
、
課
題
が
仮
説
や
研
究
方
法
と
う
ま
く
関
連
し
て
い
な
い
と
見
え
る

場
合
や
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
ね
ら
い
に
照
ら
し
て
適
切
と
見
え
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ

う
し
た
研
究
計
画
の
「
一
貫
性
」
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
生
徒
に
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
も
「
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
」
の
仕
事
の
一
部
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、「
課
題
設
定
」
は
問
題
解
決
学
習
を
進
め
て
い
く
上
で
の
技

術
的
な
問
題
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
研
究
を
前
進
さ
せ
る
上
で
、
最

も
重
要
な
の
は
、
生
徒
自
身
の
問
題
意
識
で
あ
る
と
教
員
は
話
す
。
生
徒
が
大
熊
町
の
復
興

上
の
課
題
に
つ
い
て
、「
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
い
」
と
い
う
強
い
問
題
意
識
が
あ
れ
ば
、
生

徒
自
身
の
力
で
研
究
は
前
に
進
ん
で
い
く
と
い
う
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
つ
に
は
、
単

に
机
上
で
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
自
身
が
実
際
に
避
難
住
民
や
町
役
場
の
職
員
と
出

会
い
交
流
し
て
、
課
題
そ
の
も
の
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
話
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
地
域
の
問
題
を
見
つ
め
さ
せ
る
た
め
の
様
々
な
工
夫
が
行
わ
れ
て
い
る
。

②
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
に
お
け
る
一
人
一
研
究
の
内
容

右
の
よ
う
な
課
題
設
定
に
よ
り
、
生
徒
た
ち
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
課
題
で
学
習
に
取
り

組
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
資
料
１
（
本
稿
の
末
尾
を
参
照
）
は
、
二
〇
一
六
年
十
月
に
校
内
で

行
わ
れ
た
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
中
間
発
表
会
の
資
料
を
元
に
、
全
生
徒
の
課
題
、
研
究

方
法
、
仮
説
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
資
料
１
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
一
人
一
研
究
」
と

し
て
、
全
て
の
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
課
題
と
方
法
に
基
づ
き
研
究
を
行
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
大
熊
中
の
学
習
の
全
体
的
な
傾
向
を
捉
え
る
た
め
、
課
題
を
大
ま
か
に
分
類
す
る

生
徒
と
対
話
し
共
に
考
え
な
が
ら
、
生
徒
に
よ
る
「
課
題
」
の
生
成
を
支
援
す
る
。

こ
の
「
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
」
と
し
て
の
教
員
の
役
割
は
、
大
熊
町
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」

の
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。「
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
」
は
、
生
徒
と
対
話
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の

「
課
題
」
の
設
定
を
援
助
す
る
と
共
に
、
仮
説
と
そ
の
検
証
と
い
う
問
題
解
決
学
習
の
手
順
に

つ
い
て
指
導
す
る
。
先
の
鈴
木
指
導
主
事
は
、
教
員
は
「
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
す
る
だ
け
で
そ
の
課

題
に
つ
い
て
教
え
る
必
要
は
な
い
」
と
話
す
。
実
際
、
放
射
線
の
問
題
の
ほ
か
、
大
熊
町
の

復
興
に
関
わ
る
多
様
な
領
域
に
つ
い
て
は
、
教
員
自
身
が
そ
の
持
ち
前
の
知
識
で
「
教
え
ら

れ
な
い
」
こ
と
が
多
く
、
む
し
ろ
そ
の
た
め
に
教
員
が
生
徒
と
共
に
「
学
び
合
う
」
状
況
が

つ
く
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
「
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
」
の
役
割
、
特
に
「
生
徒
と
対
話
し
引
き
出
す
」
と

い
う
点
は
、
前
校
長
や
前
述
の
鈴
木
指
導
主
事
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
教
員
が
理
解
し
づ
ら
い

要
素
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
教
員
は
日
常
的
に
「
教
え
る
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
慣
れ
て

お
り
、
生
徒
と
対
話
し
引
き
出
す
「
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
」
の
経
験
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
大
熊
中

の
中
で
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
ま
と
め
役
を
担
う
Ａ
教
諭
も
「
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
」
の
役
割
に

つ
い
て
常
に
自
問
し
な
が
ら
生
徒
と
対
話
し
て
い
る
と
話
す
。

Ａ
教
諭
：
本
当
に
、
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
す
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
っ
て
い
う
、

い
ま
だ
に
悩
み
な
が
ら
、
と
い
う
か
ん
じ
で
。
ま
ず
、
答
え
を
出
し
ち
ゃ
い
け
な
い
で

す
か
。
答
え
を
出
し
ち
ゃ
い
け
な
い
の
で
、
子
ど
も
た
ち
と
話
し
な
が
ら
、
こ
の
子
は
、

ど
う
い
う
こ
と
を
本
当
は
や
り
た
い
ん
だ
な
っ
て
い
う
の
を
、
引
き
出
し
な
が
ら
、
聞

き
出
し
な
が
ら
、
じ
ゃ
あ
何
を
調
べ
た

ら
い
い
の
か
な
っ
て
、
そ
ん
な
感
じ
で
。

一
方
で
、
生
徒
に
も
違
い
が
あ
る
中
、
共

通
の
や
り
方
で
「
課
題
設
定
」
が
進
む
と
は

限
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
学
習
で
問
題
解
決

学
習
の
過
程
に
慣
れ
て
い
る
生
徒
も
い
れ
ば
、

そ
う
で
な
い
生
徒
も
い
る
。
時
に
は
教
員
が

よ
り
能
動
的
に
本
人
の
考
え
や
動
機
を
尋
ね
、

「
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
な
が
ら
一
緒
に
書
い

て
い
く
、
ま
と
め
て
い
く
」
と
い
う
場
合
も

図1　	画像からの学習場面のトレース①
（2016年6月、生徒が教員と対話しながら、課題設定

や資料の分析に取り組む様子。）
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れ
る
こ
と
に
よ
る
、
町
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
の
も
の
の
衰
退
を
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
意
識
の
維
持
を
め
ざ
し
て
、
町
の
記
憶
や
文
化
を
「
忘
れ
ず
」
維
持
し
、
継

承
で
き
る
よ
う
、
生
徒
た
ち
は
資
料
調
べ
や
住
民
へ
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
、「
大
熊
町
カ
ル

タ
」
や
「
町
お
こ
し
弁
当
」、「
絵
本
」
な
ど
の
制
作
・
研
究
を
行
っ
て
い
た
。

最
後
に
注
目
し
た
い
の
が
、
⑨
の
「
野
生
動
物
の
保
護
」
で
あ
る
。
原
発
事
故
後
に
住
民

の
消
え
た
双
葉
郡
の
町
村
で
は
、
住
宅
地
に
も
多
く
の
野
生
動
物
が
徘
徊
す
る
状
況
が
生
じ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
⑨
の
問
題
意
識
は
、
そ
う
し
た
動
物
を
「
駆
除
」
で
は
な
く
「
保
護
」

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
住
民
の
帰
還
に
よ
り
「
排
除
」
さ
れ

る
可
能
性
の
あ
る
動
物
へ
の
一
部
生
徒
の
共
感
意
識
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
か

に
も
「
子
ど
も
ら
し
い
」
問
題
意
識
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
見
方
を
変
え

れ
ば
、
そ
れ
は
三
・
一
一
以
前
も
以
後
も
基
本
的
に
続
く
「
人
間
中
心
」
の
自
然
観
に
対
す
る

子
ど
も
の
視
点
か
ら
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
も
と
れ
る
。
こ
の
「
野
生
動
物
の
保
護
」
と
い
う

課
題
は
、
仮
に
こ
れ
が
教
師
主
導
の
学
習
活
動
で
あ
れ
ば
、
実
現
の
難
し
さ
な
ど
を
理
由
に
、

取
り
あ
げ
ら
れ
る
見
込
み
は
小
さ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
調
査
を
通
し
て
見
る

限
り
、
教
員
も
、
ま
た
当
時
の
校
長
も
、
そ
れ
を
生
徒
の
内
発
的
な
問
題
意
識
の
一
つ
と
し

て
着
目
し
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
伸
ば
そ
う
と
し
て
い
た
。「
野
生
動
物
の
保
護
」
は
一
つ
の
例
で

あ
る
が
、
町
の
復
興
に
関
す
る
個
々
の
生
徒
の
問
題
意
識
が
、
教
員
の
「
常
識
的
な
」
指
導

観
に
よ
り
無
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
教
員
と
の
対
話
の
中
で
育
て
ら
れ
て
い
た
点
は

注
目
に
価
す
る
。

以
上
、
生
徒
が
設
定
し
た
課
題
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
い
ず
れ
も
原
発
事
故
に
よ
る
放
射

線
の
問
題
に
目
を
向
け
、
町
の
復
興
の
課
題
を
見
据
え
る
も
の
で
あ
り
、
前
校
長
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、
ま
さ
し
く
「
お
と
な
に
と
っ
て
も
、
見
た
く
な
い
現
実
、
考
え
た
く
な
い
困
難

な
問
題
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
そ
の
問
題
解
決
に
取
り
組
む
」（14）
も
の
で
あ
る
。

③
「
答
え
の
な
い
問
題
」
へ
の
探
求
と
そ
の
中
で
の
「
意
識
化
」

…
課
題
提
起
教
育
は
意
識
の
出
現

4

4

と
現
実
へ
の
批
判
的
介
在

4

4

4

4

4

に
向
か
っ
て
努
力
す
る
。

生
徒
は
、
世
界
の
内
に
あ
っ
て
世
界
と
と
も
に
あ
る
か
れ
ら
自
身
が
関
係
す
る
問
題
に

多
く
直
面
す
る
に
つ
れ
て
、
か
れ
ら
は
ま
す
ま
す
挑
戦
を
迫
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
応

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
を
感
ず
る
よ
う
に
な
る
。
（15）
（
Ｐ
・
フ
レ
イ
レ
）

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

① 

放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
　（
A
）、（
P
）、（
V
）  

② 

除
染
の
技
術
　（
K
）、（
O
）

③ 

風
評
被
害
の
対
応
　（

J
）、（
M
）     

④ 

新
た
な
農
業
技
術
　（
Q
）、（
T
）、（
U
）、（
X
）

⑤ 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
S
）   

⑥ 
町
の
復
興
に
む
け
た
提
案
（
防
災
・
健
康
な
ど
）　（
I
） 

、（
L
）、（
N
）、（
R
）

⑦ 

地
域
文
化
の
維
持
・
継
承
　（
B
） 

、（
W
） 

⑧ 

町
の
記
憶
や
復
興
に
向
け
た
ビ
ジ
ョ
ン
の
共
有
・
発
信
　（
E
）、（
F
）、（
G
）

⑨ 

野
生
動
物
の
保
護
　（
C
）、（
D
）、（
H
）

ま
ず
①
、
②
は
特
に
、
放
射
線
に
関
す
る
技
術
的
な
問
題
に
取
り
組
む
課
題
で
あ
る
が
、
他

の
課
題
と
同
様
、
学
年
を
越
え
て
複
数
の
生
徒
が
類
似
す
る
問
題
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
実

際
、
生
徒
間
で
情
報
を
交
流
し
合
う
姿
が
見
ら
れ
た
。
②
は
復
興
に
む
け
て
除
染
を
安
全
か

つ
効
果
的
に
進
め
る
技
術
上
の
課
題
の
検
討
で
あ
り
、
土
壌
に
お
け
る
E
M
菌
の
効
果
や
放

射
線
低
減
化
装
置
な
ど
、
科
学
的
な
知
見
の
整
理
や
簡
単
な
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方

で
、
①
の
グ
ル
ー
プ
の
問
題
意
識
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、（
Ｖ
）
の
研
究
課
題
は
、

大
熊
町
に
お
い
て
放
射
性
廃
棄
物
の
「
中
間
貯
蔵
施
設
」
の
建
設
が
進
む
中
、
そ
の
計
画
の

延
長
と
し
て
「
最
終
処
分
場
」
建
設
が
な
さ
れ
れ
ば
、
住
民
が
安
心
し
て
帰
還
す
る
こ
と
が

困
難
に
な
る
た
め
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
の
処
分
方
法
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
③
は
、
特
に
農
作
物
の
風
評
被
害
の
現
実
を
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
情
報
の
発
信

を
行
え
ば
、
そ
れ
を
く
い
と
め
ら
れ
る
か
を
農
業
関
係
者
へ
の
取
材
や
最
新
の
研
究
知
見
の

整
理
を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
生
徒
の
視
点
で
検
討
し
て
い
る
。

④
、
⑤
、
⑥
は
、
復
興
に
向
け
て
の
町
づ
く
り
の
課
題
や
様
々
な
技
術
開
発
に
つ
い
て
研
究

し
て
い
る
。
特
に
、
現
在
、
大
熊
町
の
復
興
拠
点
と
し
て
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
大
川
原

地
区
な
ど
を
想
定
し
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
地
元
地
域
の
放
射

線
に
汚
染
さ
れ
た
土
壌
で
も
安
全
で
か
つ
特
産
品
と
な
り
う
る
農
作
物
を
作
る
に
は
ど
う
し

た
ら
よ
い
か
、
将
来
の
町
の
再
開
後
も
病
院
や
生
活
イ
ン
フ
ラ
が
乏
し
い
地
域
の
中
で
、
健

康
リ
ス
ク
を
減
ら
し
ど
の
よ
う
に
健
康
を
維
持
し
て
い
く
か
な
ど
、
地
域
の
再
生
に
む
け
た

様
々
な
問
題
の
解
決
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

⑦
、
⑧
の
ね
ら
い
は
、
他
の
課
題
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
避
難
後
、
町

民
が
県
内
外
に
離
散
す
る
状
況
が
あ
る
上
に
、
避
難
生
活
の
長
期
化
に
よ
り
町
の
記
憶
が
薄



39

研究論文［「放射線教育を通したふるさと創造学」に関する事例研究 ― フレイレの「課題提起教育」の枠組に照らして ―］濱元 伸彦

京都造形芸術大学 紀要［GENESIS］第22号

年
）
の
そ
の
場
に
い
た
住
民
た
ち
の
率
直
な

見
方
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、「
帰

っ
た
ら
何
を
し
た
い
か
」
に
つ
い
て
「（
だ

か
ら
）
そ
の
状
況
思
い
浮
か
ば
な
い
」
と
い

う
の
も
住
民
の
率
直
な
認
識
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
回
答
は
、
そ
の
場
に
い
た
生
徒
た
ち

を
沈
黙
さ
せ
、
少
な
か
ら
ず
戸
惑
い
を
与

え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
将
来

の
住
民
の
帰
還
と
復
興
を
め
ざ
し
た
問
題

解
決
の
た
め
に
生
徒
た
ち
が
学
習
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
こ
の
場
の
住
民
た
ち
は
、

「
生
き
て
い
る
間
に
は
帰
還
で
き
な
い
し
、
し
な
い
」
と
の
態
度
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
逆

に
住
民
は
、「
君
た
ち
は
帰
り
た
い
っ
て
思
う
の
か
な
？
」
と
生
徒
た
ち
自
身
に
む
け
て
問
い

を
投
げ
か
け
て
き
た
。

こ
う
し
た
象
徴
的
な
場
面
か
ら
、
大
熊
町
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
に
つ
い
て
見
出
さ
れ

る
こ
と
の
一
つ
は
、
町
の
再
開
と
帰
還
の
問
題
に
関
し
て
、
少
な
く
と
も
教
員
や
地
域
の
大

人
が
「
答
え
」
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
生
徒
た
ち
一
人
一
人
が
そ
れ
ぞ

れ
の
課
題
の
中
で
「
自
分
で
」
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
地
域
住
民
や
保
護
者
に
も
、
帰
還
が
困
難
で
あ
る
と
の
見
方
が
強
い
と
す

る
な
ら
ば
（16）
、
帰
還
と
復
興
の
問
題
を
、「
町
」
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
「
自

分
ご
と
」
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右

の
住
民
か
ら
生
徒
へ
の
「
問
い
か
け
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
で
は
、

生
徒
た
ち
一
人
一
人
が
、
町
へ
の
帰
還
や
復
興
の
問
題
に
対
す
る
態
度
を
自
問
し
、
意
識
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
過
程
は
、
フ
レ
イ
レ
の
「
課
題
提
起
教
育
」
の
言
葉
を
用
い
れ

ば
、
学
習
者
を
「
意
識
化
」（17）
へ
と
導
く
も
の
と
言
え
よ
う
。

④ 
学
習
の
ま
と
め
と
報
告

こ
の
よ
う
に
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
一
人
一
研
究
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
町
の
復
興
の

問
題
に
深
く
向
き
合
い
つ
つ
も
、
か
れ
ら
は
孤
独
に
向
き
合
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
生

徒
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
教
員
や
周
り
に
い
る
生
徒
た
ち
が
常
に
「
心
の
支
え
」
と

な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
を
後
押
し
し
て
い
た
。
特
に
、
他
の
生
徒
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
に
課

生
徒
は
「
課
題
設
定
」
を
終
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
説
検
証
の
た
め
の
研
究
作
業
に
入

る
。
学
校
司
書
の
支
援
も
あ
り
集
め
ら
れ
た
様
々
な
文
献
を
読
み
メ
モ
を
と
っ
て
い
る
生
徒

も
あ
れ
ば
、
パ
ソ
コ
ン
室
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
情
報
を
調
べ
る
生
徒
も
い
る
。
ま

た
、
住
民
ら
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
内
容
を
考
え
る
生
徒
や
、
制
作
物
（
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
や
料
理
な
ど
）
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
生
徒
も
い
る
。
ま
た
、
除
染
に
つ
い
て
研
究
す
る
あ
る

生
徒
は
、
学
校
か
ら
放
射
線
の
線
量
計
を
借
り
て
実
験
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

学
校
外
に
聞
き
取
り
や
観
察
に
（
教
員
を
伴
っ
て
）
調
査
に
出
か
け
る
生
徒
も
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
研
究
が
、
誰
に
と
っ
て
も
「
答
え
の
な
い
」
問
題
に

対
す
る
探
求
で
あ
る
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
場
面
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
日
は
、「
ふ

る
さ
と
創
造
学
」
の
時
間
中
、
大
熊
中
か
ら
三
人
の
生
徒
が
教
員
に
引
率
さ
れ
て
、
会
津
若

松
市
内
で
仮
設
町
役
場
の
あ
る
施
設
（
旧
県
立
高
校
校
舎
）
に
校
外
調
査
に
出
て
い
た
。
そ
し
て
、

同
施
設
内
で
定
期
的
に
開
か
れ
る
避
難
住
民
の
交
流
の
場
（「
ゆ
っ
く
り
す
っ
ぺ
」）
を
訪
問
し
、
中

高
年
の
住
民
数
名
に
対
し
て
テ
ー
ブ
ル
を
囲
み
聞
き
取
り
を
行
っ
て
い
た
（
図
2
参
照
）。
聞
き

取
り
は
、
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
関
し
て
質
問
を
行
い
住
民
が
答
え
る
形
で
約
一
時
間

行
わ
れ
た
。
聞
き
取
り
の
終
盤
、
女
子
生
徒
が
次
の
よ
う
な
質
問
を
住
民
に
投
げ
か
け
た
。

女
子
生
徒
：
も
し
今
す
ぐ
帰
れ
る
と
し
た
ら
、
何
が
し
た
い
で
す
か
？

女
性
Ａ
：
元
ど
お
り
の
生
活
に
も
ど
れ
る
と
し
た
ら
何
を
一
番
し
た
い
か
っ
て
こ
と
。

そ
う
だ
ね
ぇ
。
ち
ょ
っ
と
そ
れ
は
答
え
ら
れ
な
い
質
問
だ
わ
ね
。
な
ぜ
っ
て
、
も
う
わ

た
し
た
ち
は
、
帰
れ
な
い
っ
て
思
っ
て
る
か
ら
。
今
も
帰
宅
困
難
地
域
だ
し
、
帰
れ
る

と
し
た
ら
そ
れ
は
除
染
が
進
ん
で
二
十
年
と
か
三
十
年
先
の
話
だ
と
思
う
。
も
し
帰
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
に
は
私
ら
生
き
て
な
い
も
ん
ね
。

女
性
Ｂ
：
そ
う
ね
、
生
き
と
ら
ん
な
。

女
性
Ａ
：
だ
か
ら
、
帰
っ
た
ら
何
し
た
い
で
す
か
っ
て
、
言
わ
れ
て
も
、
そ
の
状
況
思

い
浮
か
ば
な
い
か
ら
答
え
ら
れ
な
い
よ
。

生
徒
た
ち
：
…
…
。

女
性
Ａ 

：
逆
に
ね
、
私
た
ち
は
、
君
た
ち
が
帰
り
た
い
っ
て
思
う
の
か
な
あ
っ
て
。
私

た
ち
と
し
た
ら
、
そ
り
ゃ
帰
っ
て
ほ
し
い
け
れ
ど
も
、
君
た
ち
の
お
家
の
人
は
、
帰
れ

な
い
よ
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
ど
う
だ
ろ
う
？

こ
の
場
で
示
さ
れ
た
住
民
の
「
も
う
帰
れ
な
い
」
と
い
う
認
識
は
、
調
査
当
時
（
二
〇
一
六

図2　	写真からの学習場面のトレース②
（2016年6月、生徒３名が避難中の住民から聞き取り

を行う様子。）
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が
大
熊
町
の
ブ
ー
ス
に
掲
示
さ
れ
て
い
た
。

あ
る
大
熊
中
生
徒
の
「
放
射
性
廃
棄
物
の
地
層
処
分
に
関
す
る
発
表
」
を
聞
い
て
い
た
数

名
の
内
の
一
人
は
、
大
熊
中
を
卒
業
し
た
高
校
生
の
先
輩
で
あ
り
、
質
疑
応
答
後
に
発
表
者

に
助
言
す
る
場
面
も
あ
っ
た
（
図
3
参
照
）。
こ
う
し
た
場
面
か
ら
は
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
を

通
し
て
復
興
に
む
け
た
問
題
意
識
が
先
輩-

後
輩
関
係
の
中
で
も
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

感
じ
ら
れ
た
。

（
三
）「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
成
果
（
子
ど
も
た
ち
、
教
師
た
ち
の
声
）

以
上
の
よ
う
な
学
習
は
、
生
徒
た
ち
の
中
に
ど
の
よ
う
な
教
育
成
果
を
も
た
ら
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
生
徒
お
よ
び
教
員
の
声
を
も
と
に
検
討
し
て
み
た
い
。

三
年
間
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
に
お
け
る
教
育
成
果
と
し
て
、
ま
ず
、
一
人
の
女
子
生

徒
（
Ｃ
さ
ん
）
は
、
自
分
が
設
定
し
た
課
題
に
つ
い
て
、
問
い
を
立
て
、
文
献
や
聞
き
取
り
に

よ
っ
て
調
べ
、
発
表
す
る
と
い
う
学
習
方
法
に
習
熟
で
き
た
こ
と
を
話
し
た
。
ま
た
、
も
う

一
人
の
生
徒
（
男
子
）
は
、
同
様
に
問
題
解
決
の
方
法
へ
の
習
熟
と
共
に
、
物
事
を
見
る
上
で

の
「
視
点
の
広
が
り
」
を
成
果
と
し
て
強
く
感
じ
た
と
話
す
。

Ｄ
さ
ん
：
学
習
し
て
よ
か
っ
た
こ
と
は
…
、
物
事
を
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
見
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
は
社
会
に
出
て
も
強
み
と
し
て
生
か
せ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
「
視
点
の
広
が
り
」
は
、
か
れ
ら
が
「
大
熊
町
の
復
興
」
と
い
う
答
え
の
な
い

問
題
に
つ
い
て
、
自
ら
の
方
法
で
悩
み
な
が
ら
探
求
す
る
と
共
に
、
そ
し
て
学
校
や
地
域
の

様
々
な
他
者
と
対
話
し
、
そ
の
声
や
意
見
に
ふ
れ
な
が
ら
考
え
て
き
た
こ
と
の
結
果
と
言
え

よ
う
。

こ
の
よ
う
に
学
習
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
た
問
題
解
決
の
方
法
や
視
点
は
、
あ
る
教
員
が
「
世

の
中
、
生
き
て
る
っ
て
全
部
そ
こ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
言
う
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
汎
用
的

ス
キ
ル
」
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
人
生
を
切
り
開
く
上
で
道
具
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
を
通
し
て
生
徒
が
身
に
つ
け
た
も
の
と
し
て
、
右
の
よ
う
な

ス
キ
ル
に
も
ま
し
て
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
大
熊
町
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
捉
え
、

そ
の
復
興
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｄ
さ
ん
は
、「
ふ
る
さ
と
創
造

学
」
で
の
学
習
を
通
し
て
、
社
会
に
出
た
後
、
間
接
的
に
で
も
大
熊
町
の
復
興
に
関
わ
る
こ

題
は
違
う
が
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
目
標
の
下
で
、
共
通
に
自
分
の
研
究
に
取
り
組
む
状

況
が
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
を
支
え
て
い
る
。

ま
た
、
生
徒
た
ち
自
身
の
探
求
の
中
で
は
、
町
の
復
興
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
や
矛
盾
（
例

え
ば
、
町
や
県
に
関
す
る
風
評
な
ど
）
に
つ
い
て
あ
り
の
ま
ま
に
直
面
す
る
こ
と
も
多
く
、
生
徒
の

心
に
の
し
か
か
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
教
員
や
他
の
生
徒
に
よ
る

「
心
の
支
え
」
の
役
割
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
９
月
に
行
わ
れ
た
「
ふ
る
さ

と
創
造
学
」
の
中
間
報
告
会
で
も
、
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
す
場
面
が
あ
り
、

生
徒
も
教
員
も
お
互
い
ど
う
感
じ
て
い
る
か
を
率
直
に
伝
え
あ
う
様
子
が
観
察
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
学
習
過
程
を
経
て
、
十
月
末
の
文
化
祭
で
は
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
発
表
が

行
わ
れ
た
。
二
〇
一
六
年
度
の
文
化
祭
で
は
、
講
堂
に
て
、
生
徒
が
一
人
約
五
分
の
持
ち
時

間
で
発
表
を
行
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
発
表
会
に
は
生
徒
の
保
護
者
に
加
え
て
、
地

域
の
住
民
、
教
育
委
員
や
町
役
場
の
職
員
な
ど
多
数
の
大
人
が
集
ま
り
、
ま
さ
に
町
ぐ
る
み

で
生
徒
の
発
表
に
耳
を
傾
け
る
様
子
が
あ
っ
た
。

発
表
の
中
に
は
、
研
究
内
容
を
ス
ラ
イ
ド
で
報
告
す
る
だ
け
で
な
く
、「
大
熊
町
カ
ル
タ
」

の
よ
う
に
、
制
作
し
た
も
の
を
生
徒
た
ち
で
実
演
し
て
そ
の
効
果
を
示
す
も
の
も
あ
っ
た
。
小

中
九
年
間
の
学
習
の
集
大
成
と
も
言
え
る
三
年
生
の
発
表
で
は
「
復
興
弁
当
」
の
制
作
か
ら

「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
」
ま
で
内
容
面
で
幅
広
く
、
い
ず
れ
も
課
題
設
定
と
そ
の
仮
説
検

証
に
お
い
て
一
貫
性
が
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
生
徒
（
Ｅ
さ
ん
・
表
１
の
課
題
Ｖ
）
は
、
大
熊

町
に
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
が
建
設
さ
れ
な
い
よ
う
、
処
分
方
法
と
し
て
「
宇
宙
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
」
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
そ
の
報
告
の
最
後
に
同
生
徒
は
、
現

在
、
国
全
体
が
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催

で
沸
き
立
っ
て
い
る
が
、
右
の
よ
う
な
処
分

方
法
の
研
究
に
こ
そ
力
を
入
れ
て
取
り
組
む

べ
き
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
し
た
。

こ
の
文
化
祭
で
、
半
年
に
及
ぶ
「
ふ
る
さ
と

創
造
学
」
は
い
っ
た
ん
幕
を
閉
じ
た
が
、
一

部
の
生
徒
は
、
十
二
月
に
開
催
の
「
ふ
る
さ

と
創
造
学
サ
ミ
ッ
ト
」
で
双
葉
郡
の
他
の
学

校
と
共
に
発
表
を
行
っ
た
。
発
表
し
た
の
は
、

代
表
の
数
人
の
生
徒
で
あ
っ
た
が
、
大
熊
中

全
員
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
発
表
資
料

図3　写真からの学習場面のトレース③
（2016年12月、「ふるさと創造学サミット」のある生徒

の発表後の先輩との質疑応答の様子）
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れ
な
い
。
筆
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
あ
る
保
護
者
は
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
で
の
子
ど
も

の
学
習
過
程
や
発
表
内
容
を
見
て
、
初
め
て
そ
の
子
の
帰
還
へ
の
意
識
に
気
づ
い
た
と
語
る
。

保
護
者
：
下
の
子
も
い
る
の
で
、
も
う
帰
ろ
う
と
い
う
の
は
な
い
ん
で
す
け
ど
、
子
ど

も
的
に
は
大
熊
に
帰
り
た
い
。
戻
っ
て
、
震
災
前
の
元
の
生
活
に
戻
し
た
い
っ
て
い
う

考
え
な
の
か
な
。
き
ょ
う
は
実
感
し
た
。「
ふ
る
さ
と
」
の
ア
レ
（「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
発

表
）
で
、
言
葉
の
一
つ
一
つ
に
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
か
ら
。

こ
の
語
り
が
示
す
よ
う
に
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
取
組
は
、
生
徒
の
町
の
復
興
や
帰

還
に
対
す
る
意
識
変
化
の
み
な
ら
ず
、
保
護
者
に
も
、
子
ど
も
の
発
表
を
通
し
て
町
の
「
復

興
」
と
い
う
問
題
に
向
き
合
う
き
っ
か
け
を
与
え
て
い
た
と
言
え
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
大
熊
中
で
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た
時
に
は
、「
も
う

帰
ん
ね
え
し
、
大
熊
の
こ
と
な
ん
て
関
係
な
い
」
と
言
う
生
徒
た
ち
が
多
く
い
た
。
し
か
し
、

こ
の
取
組
を
通
し
て
、
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
町
の
復
興
の
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
に
よ
り
、
そ

う
し
た
「
関
係
な
い
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
な
く
な
り
、
卒
業
後
も
「
取
り
あ
え
ず
、
町
の

こ
と
に
つ
い
て
気
に
留
め
て
い
よ
う
」
と
い
う
気
持
ち
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
教
員
は
話
す
。
早
川
現
校
長
も
、
そ
の
よ
う
な
大
熊
町
の
復
興
と
帰
還
に
対
す
る
生
徒

た
ち
の
関
心
の
高
ま
り
に
つ
い
て
、「
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
」
と
話
し
、
そ
れ
を
「
ふ
る

さ
と
創
造
学
」
の
実
践
の
成
果
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
校
長
は
、
町
と
し
て
は
「
子
ど
も
た

ち
が
戻
ら
な
け
れ
ば
町
は
担
い
手
が
な
く
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
」
と
の
考
え
が
あ
る
た
め
、
上

の
よ
う
に
生
徒
た
ち
の
復
興
へ
の
関
心
の
高
ま
り
だ
け
で
喜
ん
で
い
て
は
「
駄
目
だ
と
怒
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
話
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
の
事
情
も
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

生
徒
も
そ
の
夢
や
進
路
の
選
択
は
自
由
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
に
話
す
。

現
校
長
：
…
け
ど
も
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
、
東
京
行
こ
う
が
世
界
に
行
こ
う
が
、
子

ど
も
た
ち
が
活
躍
し
て
、
そ
の
片
隅
で
頑
張
っ
て
る
こ
と
が
間
接
的
に
で
も
、
大
熊
の

ほ
う
に
つ
な
が
っ
て
き
て
ほ
し
い
。
ど
ん
な
仕
事
で
も
、
将
来
子
ど
も
た
ち
が
作
っ
た

部
品
一
個
で
も
、
そ
れ
が
大
熊
の
復
興
に
つ
な
が
っ
て
い
け
ば
、
最
高
な
こ
と
だ
と
思

う
ん
で
す
よ
ね
。（
そ
れ
が
）
わ
れ
わ
れ
教
員
の
一
つ
の
目
標
で
あ
る
の
で
。

こ
う
し
た
校
長
の
言
葉
に
は
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
を
通
じ
て
学
ん
だ
力
を
生
か
し
て
、

と
が
で
き
た
ら
と
話
す
。

Ｄ
さ
ん
：
復
興
と
か
そ
う
直
接
的
に
は
関
わ
れ
な
く
て
も
、
遠
い
と
こ
ろ
に
い
て
も
、
ち

ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
い
い
か
ら
、
大
熊
町
に
関
す
る
こ
と
だ
っ
た
ら
、
で
き
る
こ
と

が
あ
っ
た
ら
や
り
た
い
し
、
一
番
は
除
染
と
か
に
関
わ
れ
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
ど
、
一

応
僕
に
も
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
の
夢
が
あ
る
ん
で
、
そ
う
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
す
け

ど
、
自
分
の
夢
で
大
熊
町
に
少
し
で
も
関
わ
っ
て
い
け
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

一
方
で
、
Ｃ
さ
ん
も
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
入
り
宇
宙
飛
行
士
に
な
る
夢
と
パ
テ
ィ
シ
エ
に
な
る

夢
を
も
っ
て
い
る
と
話
し
、
次
の
よ
う
に
補
足
し
た
。

Ｃ
さ
ん
：
も
し
も
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
が
駄
目
で
、
パ
テ
ィ
シ
エ
の
方
に
専
念
し
た
い
っ
て
思
う

よ
う
に
な
っ
た
ら
、
大
熊
町
に
自
分
の
お
店
を
作
っ
て
、
ケ
ー
キ
と
か
を
、
大
熊
町
の

復
興
拠
点
に
い
る
皆
さ
ん
に
買
っ
て
も
ら
っ
て
、
笑
顔
に
な
っ
て
ほ
し
い
っ
て
い
う
の

が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
声
か
ら
は
、
小
野
田
元
校
長
が
論
文
（18）
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
三
・
一
一
に
よ

る
被
災
で
故
郷
を
離
れ
避
難
す
る
と
い
う
厳
し
い
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
徒
た

ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
自
分
の
将
来
の
夢
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
同

時
に
、
先
の
二
人
の
よ
う
に
、
大
熊
町
の
復
興
に
何
ら
か
の
形
で
関
わ
り
た
い
と
考
え
る
生

徒
の
割
合
も
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
度
末
に
卒
業
し
た
前
述
の
Ｅ
さ
ん
も
そ
の

一
人
で
あ
る
。
Ｅ
さ
ん
は
科
学
の
力
で
、
放
射
性
廃
棄
物
を
な
く
し
、
住
民
が
安
心
し
て
帰

れ
る
大
熊
町
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
、
県
内
の
工
業
高
等
専
門
学
校
へ
と
進
学
し
た
。
彼
女

は
、
以
前
は
思
い
出
す
と
辛
く
な
る
の
で
、
大
熊
町
の
こ
と
を
考
え
な
い
よ
う
に
し
て
い
た

と
い
う
。
し
か
し
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
を
通
し
て
町
の
問
題
と
向
き
合
う
こ
と
を
通
じ
て
、

大
熊
町
を
懐
か
し
い
と
感
じ
、
家
族
と
共
に
大
熊
町
に
帰
れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
と
話
す
（19）
。

こ
の
よ
う
に
、「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
は
、
大
熊
町
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
捉
え
る
意
識

や
、
そ
の
復
興
に
対
す
る
関
心
を
生
徒
た
ち
の
中
に
育
み
、
中
に
は
、
町
の
再
開
後
の
帰
還

を
考
え
る
生
徒
も
い
る
。
そ
う
し
た
生
徒
の
意
識
は
、
前
述
の
よ
う
に
、「
も
う
無
理
し
て
戻

ら
ず
と
も
よ
い
」
と
考
え
る
避
難
住
民
や
親
た
ち
の
意
識
を
飛
び
越
え
る
も
の
な
の
か
も
し
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づ
く
問
題
解
決
学
習
の
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
一
方
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
町
の
復
興
に
関

す
る
多
様
な
課
題
そ
の
も
の
の
生
成
と
問
題
解
決
の
視
点
・
方
策
を
生
み
出
し
て
い
た
。
前

節
に
み
た
よ
う
に
、
課
題
設
定
に
含
ま
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
視
点
に
は
、
復
興
の
あ
り
方
を

批
判
的
に
見
つ
め
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
化
や
記
憶
を
守
ろ
う
と
す
る
も

の
、
新
た
な
産
業
や
技
術
開
発
に
期
待
を
寄
せ
る
も
の
な
ど
様
々
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
そ

の
多
様
性
や
各
々
の
独
自
性
は
ま
さ
し
く
こ
の
実
践
が
「
生
徒
主
体
」
で
あ
る
こ
と
の
証
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
多
様
で
新
た
な
視
点
は
、
子
ど
も
た
ち
の
目
で
震
災
以
前
の

社
会
を
「
問
い
直
す
」
と
と
も
に
、
新
た
な
社
会
を
つ
く
る
方
策
の
萌
芽
で
あ
る
と
言
え
る
。

加
え
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
上
の
よ
う
に
、「
ふ
る
さ
と
」
の
復
興
を
「
自
分
ご
と
」
と

し
て
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
の
中
で
の
生
徒
自
身
の
探
求
、
そ
し
て
教
員
や
地
域
の
大
人

と
の
「
対
話
」
の
中
で
、
生
徒
た
ち
が
自
ら
を
「
ふ
る
さ
と
」
の
復
興
に
関
わ
る
一
員
と
し

て
「
意
識
化
」
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
取
る
進
路
は
様
々
で
あ
ろ
う

が
、
か
れ
ら
の
声
か
ら
は
、
学
習
を
通
し
て
、
大
熊
町
の
問
題
に
関
心
を
払
い
、
何
ら
か
の

か
た
ち
で
そ
の
復
興
を
支
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
大
熊
町
の
「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
は
、

フ
レ
イ
レ
の
「
課
題
提
起
教
育
」
の
枠
組
を
借
り
れ
ば
、
被
災
・
避
難
の
経
験
を
、
社
会
の

あ
り
方
を
「
問
い
直
し
」
問
題
解
決
を
行
う
た
め
の
視
点
に
転
換
し
つ
つ
、
子
ど
も
の
主
体

性
を
育
む
よ
う
な
、
変
革
的
な
復
興
教
育
の
一
つ
の
モ
デ
ル
に
な
り
う
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

で
は
、
本
稿
が
対
象
と
し
た
大
熊
中
と
い
う
独
自
の
被
災
背
景
を
も
っ
た
学
校
の
事
例
を
通

し
て
、
変
革
的
な
復
興
教
育
に
対
し
て
示
唆
さ
れ
る
教
育
方
法
上
の
視
点
と
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

復
興
教
育
が
、
災
害
・
事
故
前
の
社
会
の
単
な
る
「
回
帰
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
社

会
の
あ
り
方
を
「
問
い
直
し
」、
新
た
な
視
点
で
の
社
会
の
変
革
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
必
要
と
な
る
の
は
、
大
熊
町
に
お
け
る
放
射
線
教
育
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
復

興
を
め
ぐ
っ
て
社
会
に
存
在
す
る
問
題
を
批
判
的
に
洞
察
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
問
題
解
決
学
習
に
お
い
て
、
ま
ず
は
「
問
題
を
見
つ
め
る
」
枠
組
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
抜
き
に
し
て
は
、
復
興
教
育
の
実
践
は
楽
観
主
義
的
で
、
旧
来
的
な
価
値
観
の
見
直

し
を
伴
わ
な
い
実
践
と
な
り
う
る
。
そ
う
し
た
問
題
を
批
判
的
に
洞
察
す
る
方
法
の
基
礎
に

据
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
は
、「
生
存
権
」
も
含
め
た
基
本
的
人
権
の
保
障
の
考
え
方
で
は
な
い

か
と
筆
者
は
考
え
る
。

一
方
で
重
要
な
の
は
、「
子
ど
も
主
体
」
を
よ
り
明
確
に
位
置
付
け
、
可
能
な
限
り
「
個
」

よ
り
広
い
社
会
に
出
て
自
ら
の
進
路
を
掴
ん
で
ほ
し
い
と
の
願
い
と
、
こ
の
学
習
を
通
し
て
、

大
熊
町
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
見
つ
め
る
意
識
を
持
ち
続
け
、
か
れ
ら
の
将
来
の
働
き
が
町

の
復
興
に
つ
な
が
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
の
両
方
が
葛
藤
す
る
形
で
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
本
調
査
を
通
し
て
は
、
生
徒
た
ち
は
、
こ
の
両
者
の
願
い
を
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」

を
通
し
て
引
き
受
け
な
が
ら
、
大
熊
中
を
巣
立
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大

熊
町
の
復
興
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
問
題
を
考
え
つ
つ
、
新
し
く
世
界
へ
の
参
入
と
そ
の
変
革

を
め
ざ
す
（
フ
レ
イ
レ
的
な
意
味
で
の
）「
自
由
」
な
主
体
と
し
て
で
あ
る
。

四
、
考
察

以
上
の
事
例
の
分
析
を
も
と
に
、
大
熊
中
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
実
践
に
つ
い
て
考
察

を
加
え
た
い
。
本
稿
で
は
、
フ
レ
イ
レ
の
「
課
題
提
起
教
育
」
を
変
革
的
な
復
興
教
育
の
一

つ
の
理
念
型
と
し
て
捉
え
、
大
熊
中
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
が
そ
の
実
践
上
の
モ
デ
ル
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
前
提
で
そ
の
事
例
を
検
討
し
た
。
事
例
の
分
析
に
基
づ
く
と
、
大

熊
中
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
を
「
課
題
提
起
教
育
」
た
ら
し
め
て
い
る
大
き
な
特
徴
は
次

の
二
つ
で
あ
る
。

第
一
は
、
土
台
と
し
て
の
放
射
線
教
育
で
あ
る
。
大
熊
町
の
小
中
学
校
で
は
、
放
射
線
教
育

が
、
単
に
放
射
線
に
関
す
る
正
確
な
知
識
を
も
つ
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
原
発
事
故
の
影
響

に
よ
り
な
ぜ
自
分
た
ち
町
民
が
避
難
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
と
い
う
歴
史
的
な
経
緯
を
振

り
返
る
と
と
も
に
、「
復
興
の
現
実
な
問
題
を
直
視
さ
せ
る
」
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
放
射

線
の
影
響
に
派
生
す
る
復
興
上
の
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
れ
ら
は
放
射
線
に
関
す
る

科
学
的
な
見
方
を
持
つ
こ
と
で
対
象
化
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
浮
上
す
る
問
題
意
識
が
「
ふ

る
さ
と
創
造
学
」
に
お
け
る
生
徒
の
課
題
設
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
フ
レ
イ
レ

的
に
言
え
ば
、
放
射
線
教
育
は
、
生
徒
た
ち
に
復
興
上
の
問
題
を
批
判
的
に
見
つ
め
る
た
め

の
枠
組
を
も
た
ら
す
と
共
に
、
か
れ
ら
を
「
ふ
る
さ
と
」
復
興
の
問
題
に
対
し
て
向
き
合
う

主
体
と
し
て
「
意
識
化
」
へ
導
く
役
割
を
は
た
し
て
い
た
。

第
二
は
、「
一
人
一
研
究
に
よ
る
問
題
解
決
学
習
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ

り
、
生
徒
一
人
一
人
が
、
大
熊
町
の
復
興
上
の
問
題
に
つ
い
て
自
ら
の
視
点
で
課
題
を
設
定

し
、
未
だ
「
答
え
の
な
い
」
復
興
上
の
課
題
に
つ
い
て
自
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

方
で
、
教
員
は
「
教
え
る
」
の
で
は
な
く
、「
対
話
」
を
通
し
て
生
徒
の
問
題
意
識
を
引
き
出

し
、
共
に
考
え
る
役
割
に
徹
し
、
一
人
一
人
の
問
題
解
決
を
支
え
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
「
一
人
一
研
究
」
の
学
習
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
は
仮
説
と
そ
の
検
証
に
基
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加
え
て
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が
将
来
的
に
避
難
指
示
解
除
後
に
町
へ
の
帰
還
を
考
え
る
こ

と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
自
ら
、
上
の
よ
う
な
放
射
線
の
リ
ス
ク
等
に
つ
い
て
判
断
で
き
る
よ

う
、
改
め
て
、
放
射
線
教
育
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
熊
町
以
外
に
も
、
既
に
避
難
指

示
が
解
除
さ
れ
て
い
る
町
村
に
つ
い
て
も
同
様
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
の
生
き

る
力
の
一
部
と
し
て
放
射
線
教
育
は
必
要
で
あ
る
。

最
後
に
、
大
熊
町
の
「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
は
、
三
・
一
一
後
の

福
島
県
の
教
育
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
の
視
点
を
大
切
に
し
、
そ
れ
を
復
興
に
む
け
て
伸
ば

そ
う
と
し
た
貴
重
な
実
践
で
あ
り
、
こ
の
間
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
福
島
県
の
教

育
を
見
つ
め
て
き
た
筆
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
実
践
の
意
義
を
信
じ
う
る
小
さ
な
「
学
び
の

光
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
実
践
か
ら
よ
り
多
く
の
教
育
者
が
学
び
、
ま
た
避
難
を
続
け
る
子
ど

も
た
ち
の
状
況
そ
の
も
の
を
想
像
す
る
こ
と
で
、
三
・
一
一
後
の
教
育
の
あ
り
方
を
見
つ
め
直

す
機
会
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
。

註（1）
　
除
本 

理
史
「
福
島
復
興
政
策
の
５
年
間
を
ど
う
み
る
か : 

帰
還
政
策
か
ら
避
難
終
了
政

策
へ
」『
教
育
』
八
四
二
号
、
二
〇
一
六
年
、
五
‐
一
五
頁
。

（2）
　
境
野 

健
兒
・
細
金 

恒
男
「
原
発
災
害
六
年
と
学
校
・
教
育
の
課
題 : 

人
間
の
復
興
、
教

育
の
復
興
を
」
八
六
〇
号
、
二
〇
一
七
年
、
五
九
‐
六
七
頁
。

（3）
　
佐
藤 

修
司
「
福
島
の
震
災
・
原
発
災
害
と
教
育
復
興
の
課
題
」『
日
本
教
育
政
策
学
会

年
報
』
二
三
号
、
二
〇
一
六
年
、
六
九
‐
七
八
頁
。

（4）
　
濱
元
伸
彦
「
福
島
県
の
二
人
の
教
員
の
三
・
一
一
経
験
と
そ
の
後
の
教
育
観 

：
美
術
教
育

に
た
ず
さ
わ
る
教
員
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
に
基
づ
い
て
」『
京
都
造
形
芸
術
大
学
紀
要 

G
enesis

』
二
一
号
、
二
〇
一
七
年
、
一
七
二
‐
一
八
四
頁
。

（5）
　
パ
ウ
ロ
・
フ
レ
イ
レ
『
被
抑
圧
者
の
教
育
学
』（
原
著
一
九
七
〇
年
）
小
沢
有
作
ほ
か
訳
、
亜

紀
書
房
、
一
九
七
九
年
。

（6）
　
武
内
敏
英
編
著
『
大
熊
町
学
校
再
生
へ
の
挑
戦
』
か
も
が
わ
書
店
、
二
〇
一
二
年
、

二
一
三
頁
。

（7）
　
武
内
、
前
掲
書
、
二
一
二
頁
。

（8）
　
武
内
、
前
掲
書
、
二
一
二
頁
。

（9）
　
鈴
木
恵
一
「
放
射
線
教
育
を
通
し
た
『
ふ
る
さ
と
創
造
学
』」『
生
活
教
育
』
七
九
四
号
、

二
〇
一
五
年
、
三
〇
頁
よ
り
抜
粋
。

の
視
点
を
尊
重
し
問
題
解
決
の
た
め
の
多
様
な
視
点
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
際
、
既
存
の
社
会
の
価
値
や
社
会
観
に
対
し
て
保
守
的
な
立
場
に
あ
る
教
員
が
、
そ
の
主

導
に
よ
り
子
ど
も
た
ち
の
中
に
新
し
い
視
点
を
も
た
ら
す
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
む
し
ろ

求
め
ら
れ
る
の
は
、
大
熊
中
の
実
践
の
よ
う
に
、
地
域
の
復
興
の
問
題
に
子
ど
も
を
見
つ
め

さ
せ
る
一
方
、
そ
の
問
題
意
識
や
探
求
に
つ
い
て
は
か
れ
ら
に
積
極
的
に
委
ね
、
か
れ
ら
と

「
対
話
」
し
て
学
び
合
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
フ
レ
イ
レ
も
ま
た
、
課
題
提
起
教
育
に

お
い
て
、
旧
来
の
教
師-

生
徒
間
の
関
係
を
見
直
し
、
対
話
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
の

重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
方
法
を
取
る
こ
と
で
、
教
員
主
導
の
指
導
で
は
創
出

し
得
な
い
多
様
な
視
点
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
、
復
興
後
の
社
会
を
、
以
前
と
は
異
な
っ

た
新
た
な
社
会
と
し
て
構
築
す
る
契
機
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
視
点
が
、
変
革
的
な
復
興
教
育
に
求
め
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ

こ
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
対
話
者
と
な
る
教
員
の
、
復
興
後
の
社
会
や
そ
の
課
題
・
矛
盾
に

対
し
て
目
を
そ
ら
さ
ず
批
判
的
に
見
つ
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
、
そ
し
て
（
大
熊
町
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
）
教
員
や
町
の
大
人
が
個
々
の
子
ど
も
の
問
題
意
識
や
意
見
表
明
に
耳
を
傾
け
、
そ

れ
に
応
答
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
も
つ
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
環
境
の
中
で
の
復

興
教
育
を
通
し
て
、
子
ど
も
自
身
も
、
復
興
に
関
わ
る
主
体
と
し
て
「
意
識
化
」
す
る
と
共

に
、
ま
だ
ま
だ
復
興
途
上
の
混
迷
に
あ
る
三
・
一
一
後
の
社
会
を
、
し
な
や
か
に
生
き
て
い
く

思
考
方
法
や
ス
キ
ル
を
獲
得
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
結
び
に
か
え
て

以
上
の
よ
う
に
、
大
熊
町
の
「
ふ
る
さ
と
創
造
学
」
の
実
践
に
着
目
し
、
三
・
一
一
後
の

復
興
教
育
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
記
述
と
は
矛
盾
す
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
筆
者
自
身
は
、
こ
と
双
葉
郡
で
避
難
し
た
学
校
の
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
い
え

ば
、
で
き
る
限
り
そ
の
帰
還
は
引
き
延
ば
さ
れ
て
ほ
し
い
と
の
思
い
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
除
染
終
了
後
の
地
域
の
放
射
線
に
よ
る
健
康
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
評
価
が
難
し
い

か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
主
た
る
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
大
熊
町
に
限
っ
て
い
え
ば
、
廃
炉
作

業
中
の
福
島
第
一
原
発
に
近
い
こ
と
、
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
建
設
な
ど
、
そ
う
し

た
地
域
環
境
が
子
ど
も
の
成
長
に
と
っ
て
適
切
か
ど
う
か
、
教
育
研
究
の
側
か
ら
も
多
面
的

に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
町
の
再
開
す
る
日
が
来
た
と
し
て
も
、
住
民
の
自
主
性

が
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
避
難
す
る
権
利
も
引
き
続
き
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ
と
筆

者
は
考
え
る
。
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（10）
　
鈴
木
、
前
掲
論
文
二
六
‐
三
一
頁
。

（11）
　
鈴
木
、
前
掲
論
文
三
〇
頁
よ
り
抜
粋
。

（12）
　
例
え
ば
、
添
田 

祥
史
「
震
災
・
原
発
事
故
か
ら
の
復
興
と
地
域
教
育
計
画 : 『
双
葉
郡
教

育
復
興
ビ
ジ
ョ
ン
』
と
『
ふ
る
さ
と
創
造
学
』
の
取
組
」『
福
岡
大
学
研
究
部
論
集. B, 

社
会
科
学
編
』
８
号
、
二
〇
一
六
年
、
一
四
九
‐
一
五
七
頁
。
石
井 

賢
一
「『
ふ
る
さ

と
な
み
え
科
』
か
ら
『
ふ
る
さ
と
創
造
学
』
へ
」『
日
本
教
育
政
策
学
会
年
報
』
二
三
号
、

二
〇
一
六
年
、
五
五
‐
五
九
頁
、
な
ど
。

（13）
　
大
熊
町
の
生
徒
た
ち
の
自
宅
が
あ
る
エ
リ
ア
は
帰
還
困
難
区
域
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、

十
五
歳
未
満
の
子
ど
も
は
立
ち
入
り
が
許
可
さ
れ
て
い
な
い
。
満
十
五
歳
を
迎
え
る
と
、

家
族
と
と
も
に
一
時
帰
宅
を
す
る
生
徒
も
い
る
。

（14）
　
小
野
田
敏
之
「
未
来
を
託
す
子
ど
も
た
ち
に
」『
教
育
』
八
四
二
号
、
二
〇
一
六
年
、
三
〇

‐
三
九
頁
。

（15）
　
フ
レ
イ
レ
、
前
掲
書
、
八
三
頁
。

（16）
　
帰
還
が
こ
の
先
長
期
間
に
わ
た
っ
て
困
難
で
あ
る
、
そ
の
た
め
帰
ろ
う
と
す
る
意
志
そ

の
も
の
が
現
状
で
は
わ
き
に
く
い
と
い
う
印
象
は
、
筆
者
が
行
っ
た
２
人
の
保
護
者
へ

の
聞
き
取
り
か
ら
も
得
ら
れ
た
。

（17）
　
フ
レ
イ
レ
（
前
掲
書
）
に
よ
れ
ば
、「
意
識
化
」
と
は
、
被
抑
圧
者
と
し
て
「
沈
黙
の
文

化
」
の
中
に
あ
る
民
衆
が
、
学
習
を
通
し
て
、
現
実
世
界
も
し
く
は
他
者
と
自
己
と
の

関
係
性
を
批
判
的
思
考
で
も
っ
て
認
識
し
、
そ
の
変
革
に
主
体
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る

意
識
変
革
の
過
程
を
意
味
す
る
。

（18）
　
小
野
田
敏
之
「
避
難
先
で
『
友
』
と
『
夢
』
に
『
挑
』
む
」『
教
育
』
八
六
〇
号
、
二
〇
一
七

年
、
六
八
‐
七
三
頁
。

（19）
　
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
中
の
本
人
と
の
面
談
お
よ
び
二
〇
一
六
年
度
の
校
内
文
化
祭
に
お
け

る
ス
ピ
ー
チ
の
内
容
に
基
づ
く
。

資料１　2018年度「ふるさと創造学」における各生徒のテーマ・仮説

記号 学年 テーマ・研究方法 仮説

（A） 1 高レベル廃棄物を最も安全に保管するにはどうすれば良い
か　［書］［イ］

地中の岩盤、コンクリートに加え、オーバーバック（合金）、
ガラス固化体などでできた容器に入っていれば耐久性が強
く、安全に保管できる。

（B） 1
ふるさと大熊町のことを忘れずに大切に思う気持ちをもっ
てもらうために私にできることは何か　― 大熊町カルタを
作ろう ―［書］［制］

大熊町のすばらしさをカルタで表現しそれを使うことで、子
供からお年寄りまでふるさとの良さを再認識し、大切にす
る気持ちを持ち続けられる。

（C） 1 大熊町にいる野生動物と共存するために私たちにできるこ
とは何か　［聞］

大川原地区を中心にした町に戻る準備が進む中、そこで生
きている野生動物を殺処分しない方法を考えれば、よりよ
い復興につながるだろう。

（D） 1 大熊町にいる野生動物の現状と復興するために共存するに
はどうしたらよいか　［書］［イ］

町から離れた所に保護施設を造って保護する。動物に目印
をつけ脱走しても見分けがつくようにすれば、殺処分をせ
ず尊い命を守り、地域の復興もよりよく進む。

（E） 1
震災後、大熊町が今まで取り組んできたこと、今も取り組
んでいることを物語で伝え、風化しつつある現状を他県の
人に知ってもらう［制］［イ］［聞］

読みやすい物語にして、大熊町の復興を描くことで、興味
をもって大熊町の現状を知ってもらうとともに、復興への
希望をもって生活し続けている町民の存在を知ってもらえ
るのではないか。

（F） 1 大熊町の小・中学生の頑張りを大熊町に知らせることで、大
熊町への思いを一つにしよう［書］［聞］

震災後、避難生活を送りながらも大熊町の学校で頑張って
いる様子をニュースや新聞に取り上げてもらうことで、一
緒に生活していこうとする人が増え、復興につながるだろ
う。

（G） 1
大熊町に戻るまで、大熊町のよさを忘れないために、そし
てそのよさを広めていくために、私たちにできることは何
か［制］［ア］

皆が身近に見てくれやすいパンフレットやポスターを作り、
色々な人に見てもらえば、大熊町のよさを忘れないし、思
い出したりすると思う。
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注）研究方法に関する記号は、次の方法を表す。［聞］…聞き取り　[ア ]…アンケート　［書］…書籍・文献　
　　［イ］…インターネット  [制 ]…制作　［実］…実験　

記号 学年 テーマ・研究方法 仮説

（H） 2 今、大熊町にいる野生動物たちを、安全に効率よく、もと
の自然に帰すにはどうすればよいか　［イ］［聞］

安い出費のわなで捕まえて、山に帰す。山には野生動物た
ちが山から町に帰ってこないよう柵か何かを設置する。

（I） 2
大熊町をよりよく発展させるために、公共施設やサービスを
充実するために私たちにできることはないか。［イ］［書］
［聞］

地域の特色を生かした特産品・工芸品をPRし、返礼品とし
て活用できれば、ふるさと納税の利用者が増え、税収入が
増加し、公共施設やサービスを充実させられるだろう。

（J） 2
放射性物質がついているものでも安心して食べられる方法と
は？福島の食べ物を食べてもらえるためにできることは？
［イ］［書］［聞］

消費者の立場に立って伝える。味と安全性と予防を伝えれ
ば食べてもらえる。

（K） 2 大熊町の除染が早く効率よく進むために、私たちにできる
こと。［イ］［実］

ＥＭ菌を有効に利用して除染を進めれば、もっと早く効率
よく除染が進み、もっと早く大熊に帰れるようになるので
はないか。

（L） 2 大熊町に住む住民の方々が、安全・安心に町で暮らせるよ
うにするために私にできること。［イ］［聞］［制］

特に地震への防災パンフレットを作成し、住民の人に配っ
たら家庭で安全・安心に暮らせるようになるのではないか。

（M） 2
風評を払拭し、全国の人に福島県産の野菜を食べてもらう
ため、風評被害の現状を伝え買ってもらうため、私にでき
ること［イ］［書］［制］

アニメを作り、現状を伝えれば風評が払拭され、全国の人
が福島県産の野菜を食べてくれるのではないか。

（N） 2 復興した後の大熊町が人々にとって住みやすい町になるた
めに私ができること［ア］［制］

大熊町の人にアンケートをとって住みやすい大熊町の町づ
くりの考えを集め、調査することで理想の町づくりを提案
できる。

（O） 2 除染を早く安全に行うために私たちにできることは？　［実］ 放射線低減化装置という放射線が消える装置を使えば今よ
りも早く安全に除染が行える。

（P） 2 放射線による影響を無効にする最良の処分法とは？　［イ］
［書］

汚染物を特殊な固体にして埋める。もしくは、特殊な容器
に入れて埋めることで処分できる。

（Q） 2 大熊町産の梨を町に帰ってからも作ってもらうために私に
できることはあるのだろうか　［イ］［書］

放射線が少ない土地で安全な水を使えば安心して食べられ
る梨を作れるだろう。それを農家に伝えて希望を持っても
らえれば、町に帰ってから作ってもらえる。

（R） 3 将来大熊町で町民の方々が健康に暮らしていくためには、私
はどうすればよいか。［書］［聞］

基礎体力の向上と、健康を維持するための食事を摂り続け
れば、健康で長く生きられるのではないか。

（S） 3 大熊町を再生可能エネルギーの供給基地とするためのより
よい発電方法についての研究　［イ］［書］

大熊町が再生可能エネルギーの供給基地にふさわしいとい
う根拠を挙げるとともに、現在考えられる方法を提示でき
れば、それを実現できる。

（T） 3 卵を大熊町の特産品とするため、付加価値がある卵につい
ての研究　［イ］［書］［ア］

付加価値の高い卵についてまとめ、それを養鶏農家に伝え
て意見をもらい、町に提言することで、大川原地区での採
卵養鶏業を進められるのでは。

（U） 3
町が取り組むいちご栽培について調べてまとめることを通
して、町の農業の復興を目指していくための研究　［イ］
［書］［聞］

大川原地区で町が取り組む「いちご栽培」について調べた
り、農家の方から話を聞いて課題をまとめることで、町の
いちご栽培に役立つのでは。

（V） 3 ふるさと大熊町を最終処分場としないための、よりよい最
終処分の研究［イ］［書］［聞］

放射性廃棄物を安全に宇宙投棄する技術さえ確立できれば、
大熊町で保管する放射性廃棄物をなくすことができるので
はないか。

（W） 3 大熊の味を忘れないために私にできることは何か？　[ア ]
［聞］[制 ]［イ］

大熊町をイメージする食材を使った町おこし弁当を考え、ふ
るさとの味に関係する情報を発信することで町を思い出し
てもらえるのではないか。

（X） 3 大熊町の農業を再生させるために私にできることはなんだ
ろう。　[ア ]［聞］[制 ]［イ］

イチゴのデザートを作り、パッケージを工夫してPRすれば、
多くの人に食べてもらえるのでは。



46

研究論文［「放射線教育を通したふるさと創造学」に関する事例研究 ― フレイレの「課題提起教育」の枠組に照らして ―］濱元 伸彦

京都造形芸術大学 紀要［GENESIS］第22号

Seven years have passed since the Great East Japan Earth-
quake and the Fukushima nuclear power plant accident. 
While there are a few towns and schools that are still evacu-
ating, the Tohoku region as a whole has revived its school 
education in general. However, in such restoration process, 
it is difficult to see the momentum of creating education that 
aims to reconsidering the present society through critical 
review of the experience of the earthquake disaster and the 
nuclear accidents.

Considering the present situation of the education, here 
the author tried to consider “the transformative reconstruc-
tion education” based on Paulo Freire’s framework of “Prob-
lem-Posing Education.” And, as an example of its practice, 
this article focused on the “Furusato Creation Studies” at 
Okuma Junior High School. Okuma Junior High School is 
a municipal middle school of Okuma Town which continues 
to evacuate from Futaba  County, Fukushima Prefecture, af-
ter 3.11. Okuma Town, which resumed its schools at Aizu 
Wakamatsu City (a city more than 100 kilometers away from 
the original town), decided to reform education that fosters 
pupils’ critical thinking and respects “the views of the child" 
from reflection on the nuclear accident. Based on these ideas, 
the town implemented “radiation education" as a form of 
children's problem-solving learning. This effort led to "Furu-
sato Creation Studies through Radiation Education" that the 
municipal schools currently working on.

Based on the fieldwork (interviews with teachers and pu-
pils, observation of the educational activities, and collection 
of materials) at Okuma Junior High School since 2016, this 
article analyzed the learning process of  this "Furusato Cre-

ation Studies" and its pedagogy. 
In this educational activity, the children set various agen-

das on the town’s reconstruction problems and conducted 
inquiries with the support of deep dialogues with teachers. 
In addition, the perspectives of “Radiation Education” influ-
enced the agenda setting of pupils, and children were directly 
looking at various problems surrounding the town’s recovery 
from the disaster. Furthermore, the pupils’ deep commit-
ment to the “problem without clear answers" promoted “con-
scientization” (Freire 1970) of themselves as agents for recon-
struction of the town. The diverse viewpoints and solutions 
from this educational activities would be seeds for reexamin-
ing and reconstruction of the post 3.11 society. This article 
concludes that this “Furusato Creation Studies” developed 
pupils’ problem-solving skills as well as deepen their com-
mitment to the community initiatives toward its recovery. 

Finally, the significant theoretical implications that Oku-
ma Junior High’s “Furusato Creation Studies” brings to the 
“transformational reconstruction education” are the follow-
ing two points. The first is the role of the educational meth-
od that provides a critical insights for social issues such as 
"Radiation Education" of Okuma Town. The second is the 
importance of generating diverse perspectives and methods 
through the child-centered, problem-solving approach.

HAMAMOTO Nobuhiko

A Case Study on “Frusato Creation Studies through Radiation Education”
Examination Based on Freire’s “Problem-Posing Education”


