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本
物
の
小
判
（
前
任
校
を
辞
め
る
と
き
、
退
職

金
が
出
ま
し
た
の
で
、
女
房
の
前
で
一
週
間
欲

し
い
欲
し
い
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
う
る

さ
い
か
ら
さ
っ
さ
と
買
い
な
さ
い
と
叱
ら
れ
て

買
い
ま
し
た
）
を
廻
し
ま
す
。
そ
し
て
、
小
判

を
掌
の
上
で
、
お
手
玉
み
た
い
に
し
て
遊
ん
で

み
な
さ
い
と
学
生
に
勧
め
ま
す
。小
説
の
中
に
、

小
判
が
出
て
き
て
も
、
読
ん
で
い
る
だ
け
で
は

心
に
沁
み
ま
せ
ん
。
小
判
に
直
に
触
れ
な
が
ら

で
あ
れ
ば
、
そ
の
小
説
の
そ
の
部
分
を
一
生
覚

え
て
い
て
く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

懺
悔江

戸
時
代
の
小
説
は
、
当
然
な
が
ら
、
現
代

の
字
体
で
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。残
念
で
す
が
、

現
代
の
字
体
に
直
し
た
も
の
（
翻
刻
）
で
、
授

業
で
は
読
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

江
戸
時
代
の
小
説
は
、
挿
絵
が
入
っ
て
い
て
奇

麗
な
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、

江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
実
物
を
持
っ
て
行

き
、
そ
れ
を
見
て
も
ら
う
こ
と
も
し
ま
す
。

そ
う
や
っ
て
、
興
味
を
高
め
た
と
こ
ろ
を
見

計
ら
い
、「
あ
の
ミ
ミ
ズ
の
這
っ
た
よ
う
な
字

も
ね
、
読
め
る
と
楽
し
い
よ
。
や
っ
て
み
な
い
」

あ
る
い
は
、「
江
戸
時
代
は
手
付
か
ず
の
研
究

分
野
が
多
い
か
ら
、
い
い
よ
」
な
ど
と
、
騙
す

よ
う
に
し
て
誘
い
込
み
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
詐
欺
師
の
そ
れ
に
似

て
い
ま
す
。
懺
悔
し
つ
つ
、
学
問
の
た
め
な
ら

ば
、
き
っ
と
神
様
も
お
許
し
に
な
ら
れ
る
だ
ろ

う
と
勝
手
に
思
っ
て
い
ま
す
。
神
様
へ
の
冒
涜

で
し
ょ
う
か
。

悩
み最

近
、
学
生
た
ち
（
特
に
ゼ
ミ
生
）
が
、
理

由
も
な
く
、
私
の
研
究
室
に
来
ま
す
。

研
究
室
に
置
い
て
あ
る
浄
瑠
璃
人
形
を
カ
タ

カ
タ
と
振
り
回
し
た
り
、
江
戸
時
代
の
実
物
の

小
説
を
広
げ
て
「
や
っ
ぱ
り
読
め
な
い
」
と
文

句
を
言
い
な
が
ら
、
挿
絵
を
見
て
ぱ
ら
ぱ
ら
ペ

ー
ジ
を
繰
っ
て
い
ま
す
。
浮
世
絵
も
何
枚
か
は

置
い
て
あ
る
の
で
、「
何
色
刷
り
か
な
あ
」
な

ど
と
呟
き
な
が
ら
眺
め
て
い
ま
す
。

ど
う
も
、
私
の
研
究
室
を
遊
び
場
と
間
違
え

て
い
る
気
も
時
々
し
ま
す
。
ま
あ
騙
す
よ
う
に

し
て
、
江
戸
時
代
の
文
芸
に
引
き
込
ん
だ
私
も

悪
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
我
慢
を
し
て

い
ま
す
。

時
々
、
私
が
論
文
を
書
い
て
い
る
最
中
に
、

「
こ
れ
な
ん
で
す
か
、
あ
れ
な
ん
で
す
か
」
と

し
つ
こ
く
聞
く
の
で
、「
え
え
い
、
う
る
さ
い
、

静
か
に
」
と
叱
り
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
彼
ら
は

意
に
介
し
て
い
な
い
様
子
で
す
。

卒
業
論
文

学
生
た
ち
（
特
に
ゼ
ミ
生
）
と
は
、
そ
ん
な

関
係
で
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
唯
一
、
卒

業
論
文
に
関
し
て
だ
け
が
例
外
の
よ
う
で
す
。

ゼ
ミ
生
が
、「
卒
業
論
文
の
相
談
の
時
は
、

先
生
は
顔
つ
き
か
ら
し
て
違
う
」
と
か
「
卒
業

論
文
と
い
う
言
葉
に
反
応
し
て
、
先
生
は
人
相

が
変
わ
る
か
ら
、そ
う
な
っ
た
ら
気
を
つ
け
ろ
」

と
か
「
冗
談
半
分
に
笑
い
な
が
ら
卒
業
論
文
の

こ
と
を
話
題
に
は
す
る
な
、
先
生
が
大
魔
人
と

化
す
」
と
か
、
い
ろ
い
ろ
囁
き
合
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。
確
か
に
、
卒
業
論
文
は
重
視
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
私
の
人
格
や
容
貌
が
変
化
す

る
こ
と
は
な
い
と
、
本
人
は
思
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
ま
あ
そ
う
い
う
傾
向
は
完
全
に
否
定
で

き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
卒
業
論
文
は
、

大
学
生
活
の
華
だ
」
と
よ
く
叫
ん
で
い
ま
す
か

ら
。
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百
見
は
一
触
に
如
か
ず

研
究
・
授
業
に
お
い
て
、
心
が
け
て
い
る
こ

と
は
、「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
、
さ
れ
ど
百

見
も
一
触
に
如
か
ず
」
で
す
。

私
の
研
究

私
は
、
江
戸
時
代
の
小
説
を
研
究
対
象
に
し

て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
困
っ
た
こ
と
に
、
江
戸
時
代
の

小
説
に
つ
い
て
、
他
人
に
説
明
さ
れ
て
も
、
私

は
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
た
ぶ
ん
百
回

聞
い
て
も
無
理
な
気
が
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
結

局
、
自
分
で
し
っ
か
り
見
て
、
熟
読
し
て
い
ま

す
。
加
え
て
、
さ
ら
に
厄
介
な
こ
と
に
、
江
戸

時
代
の
小
説
は
、活
字
や
写
真
で
見
て
い
て
も
、

気
持
ち
が
高
揚
し
て
き
ま
せ
ん
。
な
か
な
か
頭

に
入
っ
て
き
ま
せ
ん
し
、腑
に
も
落
ち
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
の
小
説
な
ら
ば
、
や
は
り
江
戸
時

代
に
刷
ら
れ
た
実
物
を
直
に
ペ
ー
ジ
を
め
く

り
、
江
戸
時
代
の
人
と
同
じ
動
作
で
ゆ
っ
く
り

読
む
べ
き
な
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
小
説
は
、

あ
り
が
た
い
こ
と
に
ず
い
ぶ
ん
現
存
し
て
い
ま

す
。
古
書
店
を
通
じ
て
、
高
価
で
す
が
、
ま
あ

無
理
を
す
れ
ば
購
入
も
で
き
ま
す
（
も
っ
と
も

家
族
と
の
軋
轢
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
が
）。
つ

ま
り
、
嬉
し
い
こ
と
に
、
江
戸
時
代
の
小
説
は
、

江
戸
時
代
の
人
と
ま
っ
た
く
同
じ
目
線
で
読
む

こ
と
が
可
能
な
の
で
す
。そ
の
状
態
で
あ
れ
ば
、

気
持
ち
も
高
揚
し
、
感
覚
が
鋭
敏
に
な
り
、
い

ろ
い
ろ
面
白
い
論
文
の
ネ
タ
を
思
い
つ
き
ま

す
。

私
の
授
業

授
業
に
お
い
て
も
、「
百
聞
は
一
見
に
如
か

ず
、
さ
れ
ど
百
見
も
一
触
に
如
か
ず
」
と
い
う

姿
勢
を
取
っ
て
い
ま
す
。

一
方
的
な
講
義
は
し
ま
せ
ん
。
教
員
が
一
方

的
に
百
回
話
を
し
て
も
効
果
的
で
は
な
い
気
が

し
ま
す
。
学
生
に
は
、
自
分
で
じ
っ
く
り
読
み

込
ん
で
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。「
百
聞
」

よ
り
「
一
見
」
の
方
が
本
人
の
納
得
が
得
ら
れ

ま
す
。
し
か
し
、
私
は
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん

で
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
井

原
西
鶴
の
小
説
（
お
金
の
話
が
よ
く
出
て
く
る

『
世
間
胸
算
用
』）
の
話
を
し
、
そ
の
上
で
、
興

味
深
い
部
分
を
紹
介
し
て
、
熟
読
し
て
も
ら
い

ま
す
。そ
れ
を
読
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
最
中
に
、

私の研究・私の授業

触 る こ と

神谷
　

勝広
（大学文学部教授）
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る
分
析
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
何
か
に
つ
け
て
ア
メ
リ
カ
の
動

向
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
お
そ
ら
く
、

冷
戦
後
の
世
界
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
が
唯
一
の

超
大
国
と
な
り
、
単
独
行
動
主
義
と
い
う
突
出

し
た
行
動
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
１
９
９
０
年
代
に
ニ

ュ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
呼
ば
れ
た
好
況
を
経
験
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
が
自
信
を
深
め

た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
の
反
面
、
先
般
の
大
統
領
選
挙
に
お
い

て
、
ア
メ
リ
カ
が
分
断
さ
れ
て
い
る
と
報
道
さ

れ
た
こ
と
が
記
憶
に
新
し
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
社
会
の
分
断
に
は
様
々

な
要
因
が
あ
り
、
単
純
に
議
論
す
る
こ
と
は
慎

ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
伝
統
的
に
経
済

格
差
が
大
き
な
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
格
差
の

解
消
と
い
う
国
内
問
題
を
解
決
す
る
術
を
見
い

だ
せ
て
い
な
い
こ
と
が
一
因
と
し
て
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
経
済
格
差
を

歴
史
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
研
究
対
象
と
し

て
非
常
に
興
味
深
い
と
い
え
ま
す
。
19
世
紀
の

ア
メ
リ
カ
の
特
徴
と
し
て
、
広
大
な
領
土
を
開

拓
す
る
人
た
ち
が
西
部
へ
と
移
動
し
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
西
漸
運
動
を
支

え
る
制
度
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
人
に
よ
り
安

く
土
地
を
分
配
す
る
た
め
の
公
有
地
分
配
法
が

整
備
さ
れ
ま
し
た
。
公
有
地
分
配
の
シ
ス
テ
ム

が
機
能
し
て
い
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
農
村
社
会

は
平
等
性
の
高
い
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

で
は
、
実
際
に
ア
メ
リ
カ
で
は
ど
の
よ
う
な

経
済
格
差
が
存
在
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
現
在
私
が
取
り

組
ん
で
い
る
研
究
課
題
で
す
。
比
較
的
多
く
の

人
が
公
有
地
分
配
法
の
恩
恵
に
預
か
っ
た
北
部

の
農
村
で
、
想
像
以
上
に
多
く
の
小
作
農
が
存

在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
小
作
農
は

土
地
を
所
有
し
て
い
な
い
農
民
で
す
か
ら
、
土

地
を
所
有
し
て
い
る
自
作
な
ど
よ
り
も
下
位
に

位
置
す
る
存
在
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。し
か
し
、

実
際
の
一
農
家
の
平
均
経
営
耕
地
面
積
は
、
土

地
を
所
有
し
て
い
な
い
小
作
農
で
あ
っ
て
も
、

土
地
を
所
有
し
て
い
る
農
民
と
遜
色
が
な
い
と

い
う
計
測
結
果
を
得
ま
し
た
。
ま
た
、
小
作
農

が
経
営
す
る
農
場
で
は
、
自
ら
の
土
地
を
耕
作

す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
生
産
性
が
劣
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
主
要

農
産
物
の
生
産
に
お
い
て
、
当
時
の
小
作
農
の

生
産
性
が
自
作
農
や
自
小
作
農
と
比
較
し
て
も

劣
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
も
明
ら

か
に
し
ま
し
た
。

そ
の
反
面
、当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
農
村
に
は
、

一
部
の
土
地
を
貸
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど

大
規
模
な
土
地
を
所
有
し
て
い
る
半
地
主
、
自

ら
経
営
す
る
農
場
を
所
有
し
て
い
る
自
作
農
、

一
部
の
土
地
を
借
り
入
れ
て
い
る
が
残
り
の
土

地
を
所
有
し
て
い
る
自
小
作
農
、
そ
し
て
土
地

を
所
有
し
て
い
な
い
小
作
農
と
い
う
各
種
の
経

営
形
態
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
所
有
し
て
い

る
不
動
産
額
（
資
産
）
の
大
き
さ
に
は
明
確
な

差
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
19
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
で

は
、
均
質
的
な
「
経
営
」
を
行
う
農
場
が
存
在

し
て
い
た
反
面
、
土
地
や
資
産
の
「
所
有
」
に

関
し
て
は
格
差
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
構
造

を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し

た
。
今
後
は
、
均
質
的
な
農
場
経
営
を
も
た
ら

し
た
土
地
貸
借
市
場
の
分
析
や
、
小
作
農
や
自

作
農
内
部
で
の
格
差
の
実
情
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
研
究
の
主
眼
と
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

（
つ
の
い
　
ま
さ
ゆ
き
）
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私
が
授
業
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
よ

う
や
く
３
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ

の
間
に
担
当
し
た
講
義
は
、「
ア
メ
リ
カ
経
済
」

「
統
計
」「
農
業
経
済
」「
経
済
の
歴
史
と
思
想

（
経
済
史
）」
の
４
科
目
と
な
り
ま
し
た
。
一
見
、

何
の
脈
絡
も
な
い
こ
れ
ら
の
科
目
を
担
当
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
農
業
発

展
史
を
『
計
量
経
済
史
』
と
い
う
手
法
を
用
い

て
分
析
す
る
」
と
い
う
私
の
研
究
が
背
景
に
な

っ
て
い
ま
す
。
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
、

研
究
の
対
象
と
し
て
い
る
地
域
は
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
（
と
く
に
中
西
部
）、
分
野
は
農
業
、
時

期
は
19
世
紀
後
半
、
そ
し
て
、
分
析
手
法
が
統

計
学
を
用
い
た
数
量
分
析
と
な
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。

こ
こ
で
、「
計
量
経
済
史
」
と
い
う
言
葉
は

耳
慣
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
、

少
し
だ
け
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
計
量
経

済
史
は
、
１
９
５
０
年
代
後
半
に
誕
生
し
た
比

較
的
新
し
い
経
済
史
分
析
の
手
法
で
、
そ
の
頃

に
は
「
新
し
い
経
済
史
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
新
し
さ
は
、
経
済
史
分
析
に
お
い
て

市
場
の
役
割
を
重
視
し
、
数
量
デ
ー
タ
を
精
緻

に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
史
に
お
け
る
通

説
を
再
検
討
・
批
判
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
計
量
経
済
史
は
「
経
済

史
の
革
命
」
や
「
経
済
史
の
再
生
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
る
ほ
ど
も
て
は
や
さ
れ
、
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
経
済
史
研
究
を
席
巻
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
経
済
史
研
究
の
ほ
と
ん
ど
が
計
量
経
済
史
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
計
量
経
済
史
に
対
し
て
は
数
多

く
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
頼
っ
て
し
か
研
究
が
で
き
な
い

で
あ
る
と
か
、
数
値
の
み
に
よ
っ
て
歴
史
を
表

す
た
め
に
非
人
間
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
多

く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
計
量
経

済
史
で
は
、「
も
し
、
そ
の
歴
史
的
な
事
実
が

な
け
れ
ば
」
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
上
で
分
析

を
行
う
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
す
が
、

こ
の
よ
う
な
「
反
事
実
的
仮
説
」
を
設
定
す
る

こ
と
自
体
が
、
歴
史
的
事
実
を
扱
う
べ
き
経
済

史
研
究
に
お
い
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
す
る
批

判
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
批
判
が
当

を
得
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
誕

生
か
ら
50
年
近
く
経
過
し
た
計
量
経
済
史
は
、

そ
の
内
部
か
ら
も
変
革
し
、
現
在
で
は
、
現
代

の
経
済
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
経
済
史
の
実

情
や
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
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学
校
現
場
か
ら
大
学
へ

私
の
専
門
は
理
科
教
育
と
環
境
教
育
で
あ

る
。
そ
れ
が
ど
ん
な
幅
を
持
っ
て
い
る
か
は
、

最
近
引
き
受
け
た
講
演
の
対
象
と
内
容
か
ら
イ

メ
ー
ジ
し
て
も
ら
え
る
と
思
う
。
小
学
生
や
高

校
生
対
象
の
理
科
や
実
験
・
も
の
づ
く
り
の
授

業
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
教
員
対
象
の
理

科
教
育
の
話
や
実
験
指
導
、
Ｆ
Ｄ
関
連
で
大
学

教
員
対
象
の
話
、
塾
な
ど
民
間
教
育
の
指
導
者

対
象
の
話
、
水
道
局
関
係
者
な
ど
対
象
の
水
環

境
の
話
…
。
ま
た
、
単
著
・
編
著
に
は
、
小
学

校
・
中
学
校
・
高
校
の
理
科
教
育
、
市
民
レ
ベ

ル
の
理
科
教
育
・
科
学
啓
発
、
学
校
で
の
環
境

教
育
や
市
民
レ
ベ
ル
の
水
環
境
問
題
な
ど
の
単

行
本
が
あ
る
。
長
く
東
京
大
学
教
育
学
部
附
属

中
・
高
等
学
校
教
諭
を
し
な
が
ら
理
科
教
育
か

ら
環
境
教
育
へ
と
手
を
広
げ
て
き
た
結
果
で
あ

る
。し

か
し
、
理
科
教
育
で
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
の
あ
り
方
に
疑
問
が
あ
り
、
学
会
で

の
論
文
発
表
や
学
会
活
動
に
は
ほ
と
ん
ど
関
わ

っ
て
こ
な
か
っ
た
。
学
校
現
場
か
ら
こ
ど
も
た

ち
と
格
闘
し
て
得
ら
れ
た
理
科
教
育
・
理
科
授

業
の
知
見
を
発
信
で
き
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い

た
。そ

れ
が
少
し
気
が
変
わ
っ
て
４
年
前
に
京
都

工
芸
繊
維
大
学
教
授
に
採
用
さ
れ
て
、
京
都
の

大
学
へ
と
移
っ
て
き
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
同
志

社
女
子
大
学
教
授
へ
と
移
っ
て
き
た
の
は
、

「
現
代
こ
ど
も
学
科
」
と
い
う
魅
力
的
な
名
称

の
学
科
で
専
門
を
活
か
し
た
い
、
さ
ら
に
新
し

い
専
門
の
領
域
を
拓
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら

だ
っ
た
。
工
繊
も
同
女
も
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
の

研
究
業
績
よ
り
は
私
の
活
動
を
評
価
し
て
く
れ

た
の
だ
と
思
う
。
こ
れ
か
ら
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

は
書
い
た
当
人
し
か
読
ま
な
い
よ
う
な
論
文
を

書
く
こ
と
よ
り
は
現
代
の
諸
課
題
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
す
る
よ
う
な
研
究
に
向
か
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
。

一
緒
に「
現
代
こ
ど
も
学
」を
創
ろ
う

国
立
の
教
員
養
成
系
な
ど
か
ら
一
緒
に
採
用

さ
れ
た
同
僚
た
ち
は
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
教
育

学
の
論
文
を
書
い
て
い
ま
し
た
よ
」
と
い
う
タ

イ
プ
で
は
な
く
、
皆
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
、
こ
の
新

し
い
学
科
を
学
生
に
と
っ
て
も
自
分
た
ち
に
と

っ
て
も
「
お
も
し
ろ
い
わ
く
わ
く
し
た
も
の
に

し
よ
う
」
と
い
う
意
欲
に
満
ち
て
い
る
の
が
嬉

し
い
。
新
学
科
で
あ
り
、
同
志
社
で
は
初
め
て

の
小
学
校
教
員
免
許
が
取
得
で
き
る
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
生
じ
て
き
た
課
題
群
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て

は
構
想
し
合
い
、
具
体
的
な
プ
ラ
ン
を
創
っ
て
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い
る
。

さ
ら
に
学
部
が
ま
さ
し
く
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー

ツ
の
ね
ら
い
に
も
っ
と
も
合
致
し
た
も
の
だ
。

リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
は
、
学
生
を
し
て
、
自
由

人
と
し
て
の
主
体
的
、
か
つ
統
合
的
な
人
格
形

成
を
促
し
、
幅
広
い
教
養
、
知
識
、
判
断
力
を

備
え
た
、
実
行
力
に
富
む
人
間
を
育
て
る
こ
と

を
目
的
に
し
て
い
る
。
だ
か
ら
現
代
社
会
学
部

に
現
代
こ
ど
も
学
科
が
置
か
れ
て
い
る
の
も
期

待
が
も
て
る
。
学
生
た
ち
に
は
、
幅
広
い
教
養
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
を
も
っ
て
小
学
校
教
員
や

こ
ど
も
関
連
の
仕
事
に
進
ん
で
も
ら
い
た
い
と

思
う
。
そ
の
過
程
で
、
常
に
人
間
と
は
何
か
を

問
い
続
け
る
こ
と
が
大
切
に
な
ろ
う
。精
神
的
、

社
会
的
、
自
然
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
対
象

に
す
る
と
き
、
ど
れ
も
不
可
欠
な
人
間
の
重
要

な
側
面
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
の
「
人
間
」
を
「
こ
ど
も
」
に
置
き
換
え

れ
ば
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
現
代
こ
ど
も
学
」
を

探
究
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
学
科
で
は
よ

く
「
マ
イ
こ
ど
も
学
を
創
ろ
う
」
と
い
う
こ
と

が
言
わ
れ
る
が
、
各
自
の
「
マ
イ
こ
ど
も
学
」

を
交
流
し
な
が
ら
完
成
年
度
の
３
年
後
ま
で
に

は
同
女
の
「
現
代
こ
ど
も
学
」
は
こ
ん
な
特
徴

が
あ
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に

し
た
い
も
の
だ
。

学
科
の
学
生
の
就
職
に
つ
い
て
は
小
学
校
教

員
が
も
っ
と
も
希
望
が
多
い
。
幸
い
こ
こ
10
年

ほ
ど
は
小
学
校
現
場
で
層
が
厚
い
50
代
教
員
の

退
職
が
相
次
ぎ
、
小
学
校
教
員
の
需
要
は
大
き

い
。
私
の
「
基
礎
演
習
」
の
ク
ラ
ス
で
は
学
生

た
ち
に
学
科
を
卒
業
し
て
か
ら
想
定
で
き
る
キ

ャ
リ
ア
に
つ
い
て
調
べ
さ
せ
て
い
る
が
、今
や
、

小
学
校
教
員
採
用
試
験
の
倍
率
は
都
会
で
は
３

倍
と
い
う
低
倍
率
に
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
さ

ら
に
低
く
な
る
だ
ろ
う
。

小
学
校
教
員
に
な
る
に
せ
よ
他
の
仕
事
に
つ

く
に
せ
よ
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
お
も
し
ろ
い
人
間

を
育
て
た
い
と
思
う
。

最
近
の
私
の
取
り
組
み

―
検
定
外
理
科
教
科
書
づ
く
り

私
が
こ
こ
２
年
ほ
ど
と
く
に
取
り
組
ん
で
き

た
活
動
が
検
定
外
中
学
校
理
科
教
科
書
、
検
定

外
小
学
校
理
科
教
科
書
づ
く
り
で
あ
る
。
私
は

検
定
中
学
校
理
科
教
科
書
の
執
筆
者
を
し
て
い

る
が
、
そ
の
過
程
で
現
在
の
学
習
指
導
要
領
と

教
科
書
検
定
が
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
こ
と
に
対

し
て
、
単
な
る
批
判
で
は
な
く
、
具
体
的
に
小

学
校
や
中
学
校
で
は
こ
ん
な
内
容
を
こ
ん
な
展

開
で
、
と
い
う
実
際
に
教
科
書
や
副
教
材
に
使

え
る
レ
ベ
ル
の
も
の
を
創
っ
て
世
に
問
い
た
い

と
思
っ
た
。
義
務
教
育
段
階
で
の
科
学
リ
テ
ラ

シ
ー
の
具
体
的
提
案
で
あ
る
。

中
学
校
版
（『
新
し
い
科
学
の
教
科
書
』﹇
１

〜
３
の
３
巻
　
文
一
総
合
出
版
﹈）
は
約
２
０

０
人
で
、
小
学
校
版
（『
新
し
い
理
科
の
教
科

書
』﹇
３
〜
６
年
の
４
巻
　
文
一
総
合
出
版
﹈）

は
約
80
人
で
執
筆
・
検
討
・
編
集
し
て
出
版
し

た
。
２
０
０
４
年
春
に
出
し
た
中
学
校
版
は
、

増
刷
を
繰
り
返
し
て
実
売
計
12
万
部
以
上
に
な

り
、
２
０
０
４
年
に
は
第
２
版
に
な
っ
た
。

私
は
、
こ
の
中
学
校
版
と
小
学
校
版
の
呼
び

か
け
代
表
で
あ
り
、
執
筆
代
表
で
あ
る
。
こ
の

シ
リ
ー
ズ
で
、「
昔
は
た
く
さ
ん
の
内
容
を
学

ん
だ
か
ら
昔
に
戻
ろ
う
」
と
い
う
主
張
を
し
た

の
で
は
な
い
。
先
進
諸
国
最
低
の
授
業
時
間
数

と
内
容
へ
も
批
判
は
あ
る
が
一
番
言
い
た
い
の

は
理
科
教
育
の
質
的
な
ア
ッ
プ
で
あ
る
。
自
然

界
を
見
る
た
め
の
科
学
の
目
を
育
て
る
、
実
生

活
で
学
ん
だ
こ
と
を
活
用
で
き
る
力
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
、
展
開
を
世
に

示
し
た
か
っ
た
。こ
ど
も
の
好
奇
心
を
刺
激
し
、

動
機
付
け
を
し
て
、
自
分
で
学
ん
で
い
く
こ
と

が
で
き
る
教
科
書
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

次
期
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
や
検
定
理
科

教
科
書
の
改
善
へ
と
少
し
で
も
影
響
を
与
え
、

わ
が
国
の
理
科
教
育
の
改
善
の
一
歩
に
な
れ
ば

と
思
っ
て
い
る
。

（
さ
ま
き
　
た
け
お
）
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接
続
が
現
実
的
問
題
と
な
る
が
、
哲
学
的
素
養

の
欠
落
は
今
の
と
こ
ろ
問
題
と
し
て
意
識
す
ら

さ
れ
て
い
な
い
。

「
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
能
力
」軽
視
の
中
で

哲
学
的
素
養
な
ど
な
く
と
も
、
実
学
的
分
野

で
は
問
題
に
な
ら
ず
、
哲
学
専
攻
に
進
ん
だ
学

生
で
す
ら
大
学
で
ゼ
ロ
か
ら
学
べ
ば
支
障
な
い

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
う
し

た
事
情
は
人
文
的
素
養
や
、
理
系
の
教
科
を
幅

広
く
学
ぶ
こ
と
で
培
わ
れ
る
、
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
能
力
が
高
校
の
教
育
課
程
の
中
で
追
求
さ

れ
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
の
一
例
で
し
か
な

い
。
ま
た
大
学
で
も
こ
う
し
た
傾
向
が
顕
著
で

あ
る
と
い
う
指
摘
が
、
主
た
る
生
活
を
大
学
の

外
に
身
を
置
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
客
観

的
に
大
学
教
育
を
観
察
し
て
き
た
立
花
隆
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
東
大
講
義
　
脳
を

鍛
え
る
』、
特
に
第
７
回
の
部
分
に
詳
し
い
）。

真
の
意
味
で
の
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
が
育
つ
場
が

今
の
日
本
に
は
た
し
て
存
在
す
る
の
か
？
問
題

の
根
は
深
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

同
志
社
の
建
学
の
精
神
で
も
あ
る
「
知
育
、

徳
育
、
体
育
」
の
バ
ラ
ン
ス
の
あ
る
能
力
を
持

つ
人
物
の
育
成
と
は
逆
行
す
る
方
向
に
、
日
本

社
会
全
体
の
趨
勢
と
教
育
政
策
が
向
か
い
つ
つ

あ
る
。
こ
れ
は
憂
う
べ
き
こ
と
だ
と
感
じ
る
。

同
志
社
高
等
学
校
の
倫
理
の
授
業

さ
て
現
在
、
同
志
社
高
等
学
校
で
は
２
年
生

に
必
修
科
目
の
「
倫
理
」
が
２
単
位
（
文
部
科

学
省
公
認
の
科
目
）
と
、
３
年
生
の
自
由
選
択

科
目
群
（
８
単
位
の
枠
が
あ
る
）
の
中
に
「
現

代
思
想
特
論
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、

教
科
書
を
順
番
に
解
説
す
る
の
を
避
け
、
１
学

期
ご
と
に
一
つ
の
テ
ー
マ
で
焦
点
を
し
ぼ
っ
た

授
業
を
私
は
行
っ
て
い
る
。

と
は
い
え
２
年
生
の
段
階
で
は
、
生
徒
は
生

ま
れ
て
初
め
て
学
ぶ
科
目
な
の
で
、
１
学
期
は

異
文
化
理
解
を
入
り
口
と
し
て
「
自
分
と
異
な

る
存
在
と
の
関
わ
り
方
を
考
え
る
」、
２
学
期

は
「
近
代
社
会
の
も
た
ら
し
た
時
間
意
識
」
の

由
来
を
探
る
、
３
学
期
は
社
会
契
約
説
を
素
材

と
し
て
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
考
え
る

と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

テ
ー
マ
に
は
様
々
な
思
想
家
を
素
材
と
し
て
活

用
し
て
い
る
。
結
果
的
に
は
教
科
書
の
３
分
の

２
程
度
は
カ
バ
ー
し
て
い
る
。

ま
た
３
年
生
の
選
択
科
目
は
、
指
導
要
領
に

存
在
し
な
い
、
学
校
独
自
の
科
目
で
あ
り
教
科

書
が
な
い
。
こ
こ
で
は
現
代
的
な
素
材
で
テ
ー

マ
性
を
さ
ら
に
強
め
、「
な
ぜ
人
を
殺
し
て
は

い
け
な
い
の
か
？
」、
宮
台
真
司
の
「
人
生
に

生
き
る
意
味
無
し
」
説
を
ど
う
考
え
る
か
、
な

ど
の
テ
ー
マ
で
１
学
期
ご
と
に
考
え
さ
せ
て
い

く
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
番
組
、
新
聞

記
事
や
話
題
の
本
、
生
徒
自
身
が
様
々
に
形
で

書
い
た
も
の
な
ど
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
い
く
わ

け
で
、
私
の
１
日
は
毎
朝
、
新
聞
を
読
み
授
業

の
ネ
タ
探
し
す
る
こ
と
で
始
ま
る
（
な
お
こ
の

３
年
生
の
選
択
科
目
「
現
代
思
想
特
論
」
の
詳

細
な
実
践
報
告
は
、
１
９
９
７
年
に
『
オ
ウ
ム

真
理
教
事
件
を
哲
学
す
る
』
と
題
し
て
地
歴
社

か
ら
出
版
し
、
同
志
社
時
報
で
も
紹
介
し
て
い

た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
）。

全
国
的
標
準
を
満
た
し
な
が
ら
、
私
学
と
し

て
の
同
志
社
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
、
教
員
の
個

性
を
発
揮
で
き
る
科
目
、
授
業
が
設
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
、
私
は
誇
り
を
感
じ
て
い
る
。

（
お
お
つ
か
　
け
ん
じ
）
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高
校
教
育
で
の
哲
学
、
倫
理
の
位
置

高
校
の
３
年
間
は
、
生
徒
が
急
激
に
大
人
に

な
っ
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
こ
の
大
人
に
な
る

と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
物
の
見
方
・
考
え
方

で
も
ひ
と
り
立
ち
す
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な

部
分
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
高
校
生
が
、
時

に
は
背
伸
び
を
し
な
が
ら
授
業
で
哲
学
、
倫
理

的
素
養
を
身
に
つ
け
る
機
会
が
あ
る
の
は
貴
重

な
こ
と
だ
と
思
う
。

現
在
の
高
等
学
校
の
学
習
指
導
要
領
に
は
、

公
民
科
と
い
う
教
科
が
あ
る
。
そ
の
公
民
科
の

中
に
は
、
２
単
位
（
単
位
時
間
50
分
、
週
２
回

の
授
業
）
で
「
現
代
社
会
」「
政
治
経
済
」
と

な
ら
ん
で
、「
倫
理
」
と
い
う
珍
し
い
科
目
が

あ
る
。
元
来
は
「
社
会
科
」
と
し
て
一
体
だ
っ

た
も
の
が
、
１
９
９
２
年
度
の
改
訂
に
よ
り

「
地
歴
科
」（
地
理
、
世
界
史
、
日
本
史
分
野
）

と
「
公
民
科
」
に
分
割
さ
れ
た
。
ま
た
２
０
０

３
年
度
よ
り
、
学
校
５
日
制
へ
の
移
行
に
伴
う

総
学
習
量
削
減
の
あ
お
り
で
、「
現
代
社
会
」

は
、
そ
れ
ま
で
の
４
単
位
か
ら
２
単
位
へ
と
学

習
量
が
半
減
し
た
。４
単
位
時
代
の
教
科
書
は
、

高
校
社
会
科
の
入
門
科
目
で
あ
り
か
つ
政
治
経

済
・
倫
理
分
野
が
幅
広
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
た

が
、
２
単
位
の
そ
れ
は
全
体
に
貧
弱
で
あ
り
、

特
に
倫
理
分
野
は
ほ
と
ん
ど
掲
載
さ
れ
て
い
な

い
。現

行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
公
民
科
の
中

か
ら
「
現
代
社
会
」
も
し
く
は
「
倫
理
」「
政

治
経
済
」
の
い
ず
れ
か
を
学
ぶ
と
い
う
必
修
科

目
指
定
が
あ
る
。
し
か
し
、
大
部
分
の
高
校
で

は
、
大
学
で
哲
学
・
倫
理
学
を
専
門
に
学
ん
だ

教
員
が
い
な
い
た
め
、
内
容
貧
弱
な
「
現
代
社

会
」
２
単
位
で
公
民
科
を
済
ま
せ
て
い
る
と
こ

ろ
が
多
い
。

こ
う
し
た
こ
と
は
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な

い
。
近
年
は
高
大
連
携
が
盛
ん
だ
が
、
人
文
科

学
や
社
会
科
学
系
の
学
部
へ
の
進
学
者
の
ほ
と

ん
ど
が
、
か
つ
て
は
多
く
の
者
が
高
校
時
代
に

学
ん
だ
「
倫
社
」（
倫
理
社
会
の
略
称
）
の
内

容
を
全
く
知
ら
ず
に
大
学
へ
進
学
し
て
い
る
。

彼
ら
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
デ
カ
ル
ト
な
ど
名
前
す

ら
全
く
知
ら
な
い
者
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
あ

る
。
大
学
の
授
業
で
直
ち
に
支
障
が
出
る
理
系

科
目
や
、
企
業
か
ら
目
に
見
え
る
形
で
の
要
請

が
あ
る
英
語
の
場
合
は
、
高
校
側
と
の
教
育
的

私の研究・私の授業

高校生と哲学を学ぶ

大塚
　

賢司
（高等学校教諭）
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同
様
に
、
（
y
）
切
片
は
等
し
く
、
傾
き

の
違
う
４
本
の
直
線
グ
ラ
フ
「y

＝a
x

＋2

」

（y

＝

x

＋2
,

y

＝2
x

＋2
,

y

＝
―

x

＋2
,

y

＝
―2

x

＋2

）
を
見
て
、
傾
き
の
意
味
を
確

認
し
ま
す
。
ま
た
、
全
て
の
直
線
が
「
あ
る
１

点
」（0

,
2

）
を
通
り
ま
す
が
、「
あ
る
１
点
」

は
、（
y
）
切
片
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
を
、

生
徒
に
発
問
し
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
ま
し

た
。そ

の
後
、
い
く
つ
か
の
例
題
で
使
い
方
を
マ

ス
タ
ー
し
た
後
、「
傾
き
は
等
し
く
、
切
片
の

違
う
直
線
グ
ラ
フ
　y

＝
―2

x

＋
u
」「
切
片

は
等
し
く
、
傾
き
の
違
う
直
線y

＝
○x

＋1

」

12
12

を
複
数
本
ず
つ
作
成
し
た
も
の
を
提
出
さ
せ
ま

し
た
。

早
く
終
え
た
生
徒
は
、
「y

＝x
2

」
、

「y

＝

」
な
ど
他
の
機
能
を
使
っ
て
、
い
ろ

ん
な
グ
ラ
フ
を
書
い
て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

グ
ラ
フ
ソ
フ
ト
は
有
効
な
学
習
方
法

生
徒
か
ら
は
、「
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
や
る

と
、
関
数
も
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
」「
こ
れ
な

ら
『
グ
ラ
フ
を
書
き
な
さ
い
』
と
い
う
問
題
の

答
え
あ
わ
せ
も
で
き
る
！
便
利
！
お
も
し
ろ

い
！
」「
操
作
が
難
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
け
っ

こ
う
う
ま
く
で
き
て
う
れ
し
か
っ
た
で
す
」

「
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
に
グ
ラ
フ
が
パ
ッ
と
出
る

の
が
す
ご
か
っ
た
。
陽
関
数
と
陰
関
数
と
か
あ

る
ん
か
な
と
思
っ
た
」
と
い
う
感
想
も
あ
り
、

夏
休
み
の
自
由
研
究
で
「
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｓ
」
に

と
り
く
ん
だ
生
徒
も
い
ま
し
た
。

普
段
の
授
業
で
は
、
x
y
座
標
に
点
を
プ
ロ

ッ
ト
し
て
グ
ラ
フ
を
書
か
せ
な
が
ら
、
傾
き
と

切
片
の
意
味
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
「
関
数
式
」
を
入
力
す
れ
ば
す

ぐ
「
グ
ラ
フ
」
が
出
現
す
る
体
験
は
、「
関
数

式
」
と
「
グ
ラ
フ
」
が
直
接
結
び
つ
く
も
の
で

あ
り
、
有
効
な
学
習
方
法
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い

ま
し
た
。

（
そ
の
だ
　
つ
よ
し
）
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関
数
は
中
学
生
の
難
関

比
例
・
１
次
関
数
は
、
中
学
生
が
初
め
て
学

ぶ
関
数
で
す
。
関
数
の
概
念
を
つ
か
む
の
に
一

苦
労
、
そ
し
て
１
次
関
数
を
「
直
線
の
式
」
と

し
て
理
解
す
る
の
に
、
ま
た
大
き
な
ハ
ー
ド
ル

が
あ
る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
指
導
し
て
い
ま

す
。今

回
、
こ
の
ハ
ー
ド
ル
を
「
低
く
」
し
、
か

つ
生
徒
た
ち
の
理
解
を
深
め
る
工
夫
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
関
数
グ
ラ
フ
ソ
フ
ト
「
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｅ

Ｓ
」
を
使
っ
て
み
ま
し
た
。
こ
の
ソ
フ
ト
は
、

大
阪
教
育
大
学
附
属
池
田
高
校
友
田
勝
久
氏
が

教
育
用
に
開
発
さ
れ
た
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

で
、
誰
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
よ
り
簡
単
に
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
自
由
に
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

（h
ttp
://w

w
w
.o
sa
k
a
-k
y
o
ik
u
.a
c
.jp
/̃

to
m
o
d
ak/grap

es/
）

以
下
に
、
授
業
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

「
関
数
式
」
と
「
グ
ラ
フ
」
を

ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
直
結

本
校
で
は
、
今
年
度
よ
り
図
書
室
で
１
ク
ラ

ス
（
40
〜
41
人
）
が
１
人
１
台
の
パ
ソ
コ
ン
を

一
斉
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
各
自
の
作
成
し
た
も
の
を
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。「
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｓ
」
は
、
図
書
情

報
部
に
、
事
前
に
全
て
の
パ
ソ
コ
ン
に
イ
ン
ス

ト
ー
ル
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

授
業
で
は
、
ま
ず
教
員
が
準
備
し
た
フ
ァ
イ

ル
「y

＝2
x

＋a

」（y

＝2
x,
2

x

＋1
,
2

x

＋

2
,
2

x

＋3
,
2

x

＋4

）
を
開
い
て
、
平
行
な
５

本
の
直
線
グ
ラ
フ
が
切
片
a
の
違
い
で
上
下
に

ず
れ
て
い
る
様
子
を
見
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
、

切
片
の
意
味
を
視
覚
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
私
か
ら
は
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
黒

板
で
、「
関
数
式
」
の
係
数
、
定
数
と
、「
グ
ラ

フ
」
の
傾
き
、
切
片
の
関
係
を
説
明
し
ま
し
た
。
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▲パワーポイントと黒板で説明

▲グラフ作成中①

▲グラフ作成中②

▲生徒作品例


