
『
学
力
研
の
広
場
』（
二
六
二
号
）
の
全
国
大
会

中
学
高
校
分
科
会
の
ま
と
め
に『
八
〇
点
の
油
断
』

が
あ
っ
た
。
そ
の
実
践
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
『
進
路
を
ひ
ら
く
学
力
づ
く
り
』（
子
ど
も

の
未
来
社 

二
〇
〇
三
）
で
述
べ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
小
学
校
教
師
や
大
人
に
よ
っ
て
「
や
れ
ば

で
き
る
ん
だ
か
ら
」
と
チ
ヤ
ホ
ヤ
さ
れ
、
高
々
八

割（
八
〇
点
）程
度
で
満
足
し
て
し
ま
っ
た
子
が
、

中
学
あ
る
い
は
高
校
で
転
落
し
て
い
く
姿
を
紹
介

し
た
。
も
う
一
つ
、
八
割
程
度
で
き
る
と
こ
ろ
か

ら
勉
強
さ
せ
る
と
自
主
勉
強
を
始
め
、
成
績
に
関

係
な
く
、
ぐ
ん
と
伸
び
た
子
の
こ
と
も
述
べ
た
。

ぐ
ん
と
伸
び
る
と
は
飛
躍
的
に
伸
び
る
こ
と
で
あ

り
卒
業
し
て
も
伸
び
る
こ
と
だ 

退
職
後
に
は
ま
た「
家
で
勉
強
を
全
然
し
な
い
」

と
の
相
談
が
あ
り
、
聞
く
と
、
そ
れ
で
も
テ
ス
ト

が
ほ
と
ん
ど
百
点
の
子
の
い
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。 

た
だ
、
阿
久
澤
恵
子
さ
ん
の
『
八
〇
点
の
油
断
』

の
よ
う
に
一
言
で
い
わ
な
か
っ
た
の
は
、
理
論
的

に
未
整
理
だ
っ
た
か
ら
だ
。
三
者
三
様
の
バ
ラ
バ

ラ
に
見
え
る
子
ど
も
た
ち
を
理
論
的
に
ま
と
め
て

く
れ
た
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
『
知
の
無
知
』
と

『
無
知
の
知
』
で
あ
る
。『
知
の
無
知
』
は
、
自
分

は
知
っ
て
い
る
・
で
き
る
と
錯
覚
し
て
お
り
、
無

知
の
世
界
を
知
ら
な
い
が
故
に
愚
者
で
あ
る
こ
と

だ
。『
無
知
の
知
』
は
、
自
分
に
は
知
ら
な
い
世
界

の
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
る
が
故
に
賢
者
で

あ
る
こ
と
を
言
う
。『
知
』
と
『
無
知
』
は
、
有
と

無
や
上
と
下
と
同
じ
《
対
立
》《
概
念
》
で
あ
る
。

《
》
は
哲
学
用
語
だ
。《
対
立
》
に
つ
い
て
は
、《
対

立
物
の
統
一
と
闘
争
》
と
い
う
法
則
が
あ
る
。
闘

争
と
は
過
激
だ
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
え
に
し
た

が
え
ば
、『
対
立
物
の
対
話
の
法
則
』
と
言
え
る
。 

八
〇
点
台
で
慢
心
し
て
い
る
子
は
、
『
知
の
無

知
』
の
段
階
に
あ
り
、
自
主
勉
強
を
す
る
必
要
が

な
く
伸
び
な
い
。
授
業
だ
け
で
百
点
を
取
る
子
も

そ
の
落
と
し
穴
が
あ
る
。
一
方
、
八
〇
点
よ
り
下

の
子
は
、自
分
が
で
き
な
い
こ
と
の
自
覚
は
あ
る
。

し
か
し
た
と
え
ば
八
割
が
『
無
知
』
で
あ
れ
ば
途

方
に
く
れ
る
。
一
方
、
八
割
が
『
知
』
で
あ
れ
ば

出
来
そ
う
だ
と
思
え
る
。
そ
こ
が
自
主
勉
強
へ
の

分
か
れ
道
だ
。
九
〇
点
台
で
『
無
知
』
を
自
覚
し

て
い
る
子
も
同
じ
だ
。も
う
少
し
で
百
点
で
あ
り
、

言
わ
な
く
て
も
自
主
勉
強
を
し
て
い
た
。（
し
た
が

っ
て
『『
八
〇
点
の
油
断
』
は
『
八
割
の
法
則
』
の

中
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
』 

分
科
会
は
『
百
点
・
完
璧
を
目
指
す
』
と
ま
と

め
て
い
た
。
そ
う
で
は
な
く
自
主
勉
強
と
い
う
自

己
《
運
動
》
を
す
る
こ
と
が
大
事
だ
。《
対
立
》
物

が
そ
れ
を
生
み
出
す
。
高
校
生
に
な
っ
た
教
え
子

が
『
人
生
っ
て
不
思
議
な
も
の
で
す
ね
』
と
手
紙

を
く
れ
た
。
よ
く
勉
強
し
よ
く
本
を
読
み
帰
宅
の

遅
い
母
に
か
わ
り
夕
食
な
ど
も
作
っ
て
い
た
子
だ
。

『
不
思
議
』
の
背
景
に
は
『
無
知
の
知
』
が
あ
る
。 

自
主
勉
強
は
、『
百
点
』
と
い
う
『
知
』
の
世
界

を
め
ざ
す
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
両
者
を
対

話
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
が
八
割
の
『
知
』

と
二
割
の
『
無
知
』
で
可
能
に
な
っ
た
。
三
五
年

か
か
っ
た
が
、
こ
う
し
て
岸
本
裕
史
さ
ん
の
残
し

た
『
自
己
教
育
運
動
』
の
課
題
を
、
実
践
的
に
は

自
主
勉
強
と
し
て
、
理
論
的
に
は
『
八
割
の
法
則
』

と
し
て
、
一
歩
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 
『
対
立
物
の
対
話
の
法
則
』
の
下
位
概
念
と
し
て
の
『
八
割
の
法
則
』 
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