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希
学
園

第

回

公
開
テ
ス
ト

小
４

国
語

２
０
２
１
年

月

日
実
施

【
解
説
】

353

10

10

１
「
坂
」
を
「
板
」
や
「
阪
」
と
し
な
い
よ
う
に
。
漢
字
を
お
ぼ
え
て
い
く
と
き
に
は
部
首
も
意
識
し
よ
う
。

１

い

し
き

「
拾
」
と
「
捨
」
は
混
同
す
る
こ
と
が
多
い
で
気
を
つ
け
よ
う
。

２

こ
ん
ど
う

「
注
力
」
は
「

目
的
の
達
成
の
た
め
に
）
力
を
注
ぐ
こ
と
」
で
あ
る
。

３

（
も
く
て
き

「
研
」
の
右
側
が
「
井
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
よ
う
。

４

み
ぎ
が
わ

と
同
様
に
細
か
な
と
こ
ろ
ま
で
て
い
ね
い
に
書
こ
う
。
右
側
は
「
良
」
で
は
な
い
。

５

４「
度
が
過
ぎ
る
」
は
「
限
度
を
ひ
ど
く
こ
え
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
。

６

げ
ん

ど

２
そ
れ
ぞ
れ
、
気
持
ち
が
行
動
に
表
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
ど
う
い
う
気
持
ち
の
時
に
は
ど
う
い
う
行
動
に
な
る
の
か
を
考
え
よ
う
。

１

父
親
が
何
か
を
手
に
持
っ
て
い
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
読
み
進
め
よ
う
。
そ
う
す
る
と

「
手
に
し
て
い
た
紙
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
と
に
出

２

、

て
く
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
だ
ろ
う
。

「
い
い
顔
を
す
る
」
は
「
ま
わ
り
や
相
手
に
対
し
て
、
友
好
的
な
顔
つ
き
や
態
度
を
示
す
こ
と
」
で
あ
る
。
半
年
し
か
通
え
な
い
の
に
義
理
も
通
さ

３

ゆ
う
こ
う
て
き

た
い

ど

ず
に
道
場
を
移
ろ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
ま
わ
り
か
ら
は
よ
く
思
わ
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
押
し
切
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
父
親
で
あ
る
。
で
は
父
親
は
ど
う
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
考
え
よ
う
。

４

「
…
…
え
？
」
や
「
阿
久
津
く
ん
の
家
に
、
電
話
？

お
父
さ
ん
が
？
」
と
い
う
前
後
の
表
現
か
ら
、
電
話
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と

５
が
わ
か
る
。
考
え
て
い
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
時
の
心
情
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
ぼ
う
。

こ
こ
よ
り
あ
と
に
「
お
父
さ
ん
は
お
父
さ
ん
の
考
え
で
、
動
く
し
か
な
い
」
と
あ
る
が
、
当
然
、
父
親
な
り
に
宝
の
こ
と
を
思
っ
て
行
動
し
て
い
る

６
は
ず
で
あ
る
。

「
前
の
学
校
」
と
、
本
文
の

の
前
後
や
選
択
肢
か
ら
、
転
校
し
て
い
く
宝
に
前
の
学
校
の
友
だ
ち
が
色
紙
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
い

７

⑧

せ
ん
た
く

し

て
わ
た
し
て
く
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

「
友
だ
ち
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
父
親
が
首
を
突
っ
こ
み
、
そ
の
せ
い
で
宝
は
ウ
ザ
が
ら
れ
」
て
い
た
の
だ

、

か
ら
、
た
く
さ
ん
書
き
こ
ん
で
く
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ま
っ
た
く
何
も
書
い
て
く
れ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
ん
な
も

の
を
壁
に
貼
っ
て
お
く
は
ず
は
な
い
。

直
後
の
「
な
の
に
結
局
、
め
ん
ど
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。
宝
の
思
う
「
め
ん
ど
う
な
こ
と
」
は
、

８
端
的
に
い
う
と
「
父
親
が
道
場
を
変
え
よ
う
と
す
る

「
父
親
が
善
太
に
電
話
を
す
る
」
の
二
つ
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
ウ
と
エ
が
答
え
の
候
補
に
な

」

こ
う

ほ

り
そ
う
だ
が

「
剣
道
を
や
め
さ
せ
ら
れ
る
」
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
残
っ
た
ウ
が
正
解
と
な
る
。

、

の
こ

文
章
全
体
か
ら
読
み
取
れ
る
父
親
の
行
動
や
言
動
な
ど
を
手
が
か
り
に
考
え
て
い
こ
う
。
宝
の
気
持
ち
や
考
え
を
き
か
ず
に
、
道
場
を
変
え
よ
う
と

９
提
案
し
た
り
、
善
太
に
電
話
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
章
の
終
わ
り
の
方
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
父
親
は
父
親
で
自
分
が
正
し
い
と
思
っ
た
こ

て
い
あ
ん

と
を
行
動
に
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
「
ト
ナ
カ
イ
」
と
い
え
ば
「
冬
」
の
動
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
の
で

「
夏
」
と
は
結
び
つ
き
に
く
い
。
そ
の
、
ふ
つ
う
で
は
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
夏

１

、

む
す

。

「

」

の
ト
ナ
カ
イ
の
生
活
に
つ
い
て
こ
の
先
で
説
明
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
こ
う

直
後
の
段
落
か
ら
は

寒
い
地
域
の
気
候

だ
ん
ら
く

の
話
に
な
っ
て
お
り

「
人
は
」
で
始
ま
る
段
落
か
ら
ま
た
「
ト
ナ
カ
イ
」
の
話
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
よ
り
あ
と
か
ら
さ
が
そ
う
。

、

線

を
ふ
く
む
一
文
を
読
む
と

「
こ
の
理
由
」
と
は
「
ト
ナ
カ
イ
」
に
つ
い
て
の
理
由
で
、
か
つ

「
寒
い
地
域
」
が
関
係
し
て
い
る
こ
と

２
Ⅰ

②

、

、

が
わ
か
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
直
前
の
一
文
に
注
目
し
よ
う
。

本
文
の
終
わ
り
の
方
に

「
ト
ナ
カ
イ
の
メ
ス
に
は
角
が
あ
り
～
メ
ス
は
冬
に
生
え
る
の
は
こ
の
た
め
で
す
」
と
あ
る
の
で
、
同
じ
段
落
の
こ
こ

Ⅱ

、

よ
り
前
か
ら
さ
が
そ
う
。
こ
の
問
題
の
よ
う
に
、

線
部
と
答
え
の
場
所
が
離
れ
て
い
る
こ
と
も
、
学
年
が
進
ん
で
い
く
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

は
な

と
同
じ
よ
う
に

「
話
題
を
考
え
な
が
ら
読
み
進
め
る
」
と
い
う
練
習
を
普
段
か
ら
し
て
い
こ
う
。

る
。
１

、

ふ

だ
ん

難
し
い
こ
と
ば
が
な
ら
ん
で
い
て
も
あ
わ
て
る
こ
と
な
く
て
い
ね
い
に
読
み
進
め
て
い
こ
う
。
同
じ
段
落
に
「
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
」
と
あ
り
、

３

む
ず
か

こ
こ
よ
り
あ
と
に
「
亜
寒
帯
の
～

「
寒
帯
の
～
」
で
始
ま
る
段
落
が
あ
っ
た

「
気
候
」
を
意
識
し
て
さ
が
し
て
い
こ
う
。

」

。

「
多
種
多
様
」
は
「
種
類
や
性
質
な
ど
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

４

せ
い
し
つ

「
明
る
い
」
夏

「
真
っ
暗
な
」
季
節
と
い
う
こ
と
ば
、
そ
し
て

「
極
端
」
と
い
う
表
現
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。
太
陽
が
し
ず
ま
な
け
れ
ば
明
る
い

５

、

、

し
、
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
真
っ
暗
だ
ろ
う
。

北
方
民
族
、
つ
ま
り
人
間
に
と
っ
て
の
有
用
さ
が
ど
こ
ま
で
書
か
れ
て
い
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る

「
一
方
、
ト
ナ
カ
イ
た
ち
に
と
っ
て
も
」
と
書
か

６

。

れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
「
ト
ナ
カ
イ
の
有
用
さ
」
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

「
針
葉
樹
の
森
」
の
言
い
か
え
を
問
わ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
は
「
針
葉
樹
」
の
説
明
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
言
い
か
え
た
表
現
が
な
か
っ
た
か
、
し

７
っ
か
り
と
さ
が
し
て
ほ
し
い
。
本
文
の
「
亜
寒
帯
の
樹
木
」
を
説
明
し
て
い
る
段
落
に
「
針
葉
樹
林
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
た
。

以

上


