
私
は
中
学
校
で
理
科
璽
物
学
)
を
担
当
し
て
い

ま
す
。
数
年
前
、
マ
ス
コ
ミ
紙
上
で
性
教
育
が
か

な
り
論
議
さ
れ
ま
し
た
。
私
の
属
す
る
研
究
会

で
、
「
子
ど
も
の
発
達
と
性
教
育
」
を
検
討
し
ま

し
た
が
、
そ
の
と
き
、
故
徳
田
御
稔
氏
(
進
化
学

者
か
ら
、
同
志
社
で
は
山
宣
さ
ん
の
先
駆
的
実

践
が
あ
る
か
ら
、
そ

△
冊

れ
を
朋
べ
て
み
た
ら

ど
ぅ
か
と
テ
ー
マ
を

し
た
だ
き
ま
し
九
。

学
生
時
代
に
古
本

屋
で
、
『
無
産
者
生

物
学
」
(
全
集
七
巻
)

を
手
に
入
れ
ま
し
た

が
、

本
格
的
な
山
宣

の
女
献
よ
み
は
こ
の

と
き
か
ら
で
す
。
同

志
社
の
学
園
紛
争
に

よ
り
、
人
交
研
で
整

理
し
た
山
宣
資
料

は
、
宇
治
の
「
花
や

し
き
」
に
一
戻
さ
れ
九

後
で
し
た
か
ら
、
故
山
本
英
治
氏
(
山
宣
長
男
)

の
許
可
を
う
け
、
資
料
を
み
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

九
が
、
山
宣
の
性
教
育
に
は
す
ぐ
に
接
近
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
山
宣
の
愚
形
成
期
と
進
化
論
と
の

か
か
わ
り
を
テ
ー
マ
に
、
「
山
宣
と
進
化
臨
」

(
『
山
宣
研
究
』
創
刊
号
)
を
ま
と
め
ま
し
た
。

私
と
進
化
論
と
の
出
会
い
は
、
故
清
水
三
雄
教

授
(
相
対
成
長
の
研
究
者
)
の
指
導
に
ょ
り
、
9
§

0
＼
仏
、
§
器
の
輪
読
会
(
大
学
一
年
の
と
き
)
が

行
わ
れ
た
と
き
で
す
。
私
の
属
し
た
研
究
室
で
は

ネ
ズ
ミ
を
中
心
に
研
究
テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
ま
し

た
が
、
私
は
「
兇
△
州
と
教
育
」
に
関
心
を
も
ち

ま
し
九

ル
イ
セ
ソ
コ
論
争
が
活
発
に
展
開
さ
れ
て
い
た

と
き
で
も
あ
り
、
ソ
連
の
理
科
教
育
、
総
合
技
術

教
育
の
研
究
者
の
平
沢
進
教
授
の
指
導
を
受
け
、

ソ
連
の
生
物
学
教
育
の
変
遷
を
調
べ
ま
し
た
。

理
科
教
育
の
現
代
化
が
叫
ぱ
れ
、
フ
メ
リ
カ
の

生
物
学
教
轉
B
S
C
S
 
倉
本
適
用
版
)
、
ナ
フ

'
ー
ル
ド
生
物
(
イ
ギ
リ
ス
)
が
出
版
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
ソ
連
の
も
の
は
、
そ
の
カ
リ
キ
ユ
ラ

ム
も
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
り
ま

す
。

研
峯
時
代
に
、
ソ
連
の
生
物
学
教
育
の
変
遷

の
ま
と
め
と
、
進
化
倫
を
扱
っ
て
い
る
『
一
般
生

物
学
0
凱
三
蟹
吻
言
§
§
』
を
訳
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
ろ
、
徳
田
先
生
の
指
違
を
受
け
て
、
「
ソ

ビ
エ
ト
の
生
物
学
教
育
の
変
遷
ー
ダ
ー
ウ
ィ
ニ

ズ
ム
を
中
心
と
し
て
」
(
た
た
ら
書
房
『
科
学
と
生

物
教
育
』
に
収
録
)
を
ま
と
め
ま
し
た
。

*

*

日
本
で
は
、
進
化
論
の
紹
介
が
、
欧
米
の
よ
う
に

キ
リ
ス
ト
教
と
の
衝
突
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
ず
に

行
わ
れ
ま
し
た
。
明
治
期
に
船
け
る
こ
の
需
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
(
人
交
研
第
一

研
究
「
六
合
雑
誌
」
研
究
会
で
勉
強
中
)
、
そ
の
後
の

大
正
・
昭
和
期
に
ど
ぅ
受
け
継
が
れ
た
の
か
に
関

心
を
も
っ
て
い
ま
す
。

大
正
九
年
(
海
老
名
総
長
時
代
)
、
予
需
師
山

木
は
、
「
人
生
生
物
学
」
と
題
す
る
自
織
学
概

論

(
日
本
に
お
け
る
本
格
的
性
教
育
の
最
初
の
も
の
と

し
て
有
名
)
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
い
ま
私
は
、
こ

の
と
き
の
山
本
の
進
化
剪
扱
い
に
的
を
し
ぼ
っ

て
、
山
本
が
学
生
に
提
出
を
求
め
た
レ
ポ
ー
ト

(
こ
の
大
半
は
進
化
論
を
扱
っ
て
い
る
。
大
正
十
三
年
の

受
講
生
で
あ
っ
た
上
野
直
蔵
総
長
の
も
の
も
現
存
J

を
調
べ
て
い
ま
す
。

そ
の
三
は
、
山
宣
の
「
無
産
者
生
物
学
」
と
題

し
た
庶
民
へ
の
進
詣
の
普
及
の
内
容
の
検
討
で

す
。

日
本
の
生
物
学
教
育
の
中
で
、
進
化
築
ど
の

よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
1
私
た
ち
の
教
育

現
場
の
教
師
と
し
て
の
今
日
的
纖
の
一
つ
ー

を
探
る
う
え
で
、
山
本
宣
治
と
希
論
の
テ
ー
マ

で
、
明
治
か
ら
昭
和
初
年
ま
で
、
と
く
に
同
志
社

の
関
係
者
と
の
か
か
わ
り
で
飼
べ
九
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

(
中
学
校
教
論
・
理
科
)

山本宣治(山宣)と進化

小田切明徳

<私の研究>


