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37　　⓭ 三四郎

5101520

夏な
つ
目め

漱そ
う
石せ

き

三さ
ん
四し

郎ろ
う

⓭

空
欄
に
文
中
の
語
句
を
入
れ
よ
う

三
四
郎
は
「
ポ
ン
チ
画
の
男
」
こ
と

⑴

と
知
り
合

い
、
飲
食
店
な
ど
を
案
内
し
て
も
ら
う
。

段
落
要
約

＊
ポ
ン
チ
画
　
明
治
期
に
流
行
し
た
滑
稽
な
風

刺
画
。
ポ
ン
チ
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
漫
画
雑
誌

Punch
か
ら
き
て
い
る
。

＊
ヌ
ー
ボ
ー
式
　
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
式
。

二
十
世
紀
は
じ
め
、
フ
ラ
ン
ス
で
流
行
し
た

美
術
様
式
。
ヌ
ー
ボ
ー
は
新
し
い
の
意
。

＊
赤
門
　
東
京
帝
国
大
学
の
門
で
、
現
在
の
東

京
大
学
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
丹
塗
り
で

赤
色
の
た
め
こ
う
呼
ば
れ
る
。

＊
小
泉
八
雲
先
生
　
ギ
リ
シ
ャ
生
ま
れ
の
イ
ギ

リ
ス
人
で
日
本
に
帰
化
し
た
作
家
・
小
泉
八

雲
の
こ
と
。
東
京
帝
国
大
学
で
英
文
学
講
師

を
務
め
て
い
た
。

＊
専
門
学
校
　
旧
制
の
高
等
教
育
機
関
の
一
つ
。

＊
選
科
　
学
科
目
の
一
部
を
選
択
し
て
学
習
す

る
課
程
。
本
科
に
準
ず
る
課
程
。

＊
纏
綿
　
情
が
深
く
こ
ま
や
か
な
様
子
。

＊
寄
席
　
落
語
・
講
談
な
ど
を
見
せ
る
演
芸
場
。

＊
小
さ
ん
　
三
代
目
柳
家
小
さ
ん
の
こ
と
。

＊
円
遊
　
三
代
目
三
遊
亭
円
遊
の
こ
と
（
非
常

に
人
気
を
博
し
た
た
め
、
俗
に
初
代
三
遊
亭

円
遊
と
呼
ば
れ
て
い
る
）。

　
三
四
郎
は
九
州
か
ら
上
京
し
、
東
京
帝
国
大
学
に
入
学
し
た
。

　
昼
飯
を
食
い
に
下
宿
へ
帰
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
昨
日
ポ
ン
チ
画え

を
か
い
た
男
が
来
て
、
お
い
お
い
と
言
い
な
が
ら
、
本ほ
ん
郷ご
う
の
通
り

の
淀よ

ど
見み

軒け
ん

と
い
う
所
に
引
っ
張
っ
て
行
っ
て
、
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
を
食
わ
し
た
。
淀
見
軒
と
い
う
所
は
店
で
果く
だ
も
の物

を
売
っ
て
い
る
。
新

し
い
普
請
で
あ
っ
た
。
ポ
ン
チ
画
を
か
い
た
男
は
こ
の
建
築
の
表
を
指
さ
し
て
、
こ
れ
が
ヌ
ー
ボ
ー
式
だ
と
教
え
た
。
三
四
郎
は
建

築
に
も
ヌ
ー
ボ
ー
式
が
あ
る
も
の
と
は
じ
め
て
悟
っ
た
。
帰
り
路み

ち
に
青
木
堂
も
教
わ
っ
た
。
　
　
　
大
学
生
の
よ
く
行
く
所
だ
そ
う

で
あ
る
。
赤
門
を
は
い
っ
て
、
二
人
で
池
の
周ま

わ
り囲

を
散
歩
し
た
。
そ
の
時
ポ
ン
チ
画
の
男
は
、
死
ん
だ
小こ

泉い
ず
み

八や

雲く
も

先
生
は
教
員
控

室
へ
は
い
る
の
が
嫌
い
で
講
義
が
済
む
と
い
つ
で
も
こ
の
周
囲
を
ぐ
る
ぐ
る
廻ま

わ
っ
て
あ
る
い
た
ん
だ
と
、
あ
た
か
も
小
泉
先
生
に
教

わ
っ
た
よ
う
な
事
を
言
っ
た
。
な
ぜ
控
室
へ
は
い
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
三
四
郎
が
尋
ね
た
ら
、

　「
そ
り
ゃ
当
た
り
前
だ
さ
。
第
一
彼か

れ
等ら

の
講
義
を
聞
い
て
も
解わ
か

る
じ
ゃ
な
い
か
。
話
せ
る
も
の
は
一
人
も
い
や
し
な
い
。」
と
手て

痛ひ
ど

い
事
を
平
気
で
言
っ
た
に
は
三
四
郎
も
驚
い
た
。
こ
の
男
は
佐さ

さ々

木き

与よ

次じ

郎ろ
う

と
い
っ
て
、
専
門
学
校
を
卒
業
し
て
、
こ
と
し
ま
た
選

科
へ
は
い
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
東ひ

が
し 

片か
た

町ま
ち

の
五
番
地
の
広ひ
ろ

田た

と
い
う
う
ち
に
い
る
か
ら
、
遊
び
に
来
い
と
言
う
。
下
宿
か
と
聞
く
と
、

な
に
高
等
学
校
の
先
生
の
家
だ
と
答
え
た
。

　
そ
れ
か
ら
当
分
の
間
三
四
郎
は
毎
日
学
校
へ
通
っ
て
、
律
義
に
講
義
を
聞
い
た
。
必
修
課
目
以
外
の
も
の
へ
も
時
々
出
席
し
て
み

た
。
そ
れ
で
も
、
ま
だ
物
足
り
な
い
。
そ
こ
で
遂つ

い
に
は
専
攻
課
目
に
ま
る
で
縁
故
の
な
い
も
の
ま
で
へ
も
折
々
は
顔
を
出
し
た
。
し

か
し
大
抵
は
二
度
か
三
度
で
や
め
て
し
ま
っ
た
。
一
カ
月
と
続
い
た
の
は
少
し
も
無
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
平
均
一
週
に
約
四
十
時
間

程
に
な
る
。
い
か
な
勤
勉
な
三
四
郎
に
も
四
十
時
間
は
ち
と
多
過
ぎ
る
。
三
四
郎
は
断
え
ず
一
種
の
圧
迫
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
る

に
物
足
り
な
い
。
三
四
郎
は
楽
し
ま
な
く
な
っ
た
。

　
あ
る
日
佐
々
木
与
次
郎
に
逢あ

っ
て
そ
の
話
を
す
る
と
、
与
次
郎
は
四
十
時
間
と
聞
い
て
、
眼め

を
丸
く
し
て
、「
馬
鹿
々
々
。」
と
言

っ
た
が
、「
下
宿
屋
の
ま
ず
い
飯
を
一
日
に
十
返ぺ

ん
食
っ
た
ら
物
足
り
る
よ
う
に
な
る
か
考
え
て
み
ろ
。」
と
い
き
な
り
警
句
で
も
っ
て

三
四
郎
を
ど
や
し
つ
け
た
。
三
四
郎
は
す
ぐ
さ
ま
恐
れ
入
っ
て
、「
ど
う
し
た
ら
よ
か
ろ
う
。」
と
相
談
を
か
け
た
。

　「
電
車
に
乗
る
が
い
い
。」
と
与
次
郎
が
言
っ
た
。
三
四
郎
は
何
か
寓ぐ

う
意い

で
も
あ
る
事
と
思
っ
て
、
し
ば
ら
く
考
え
て
み
た
が
、
別

に
こ
れ
と
い
う
思
案
も
浮
か
ば
な
い
の
で
、

　「
本
当
の
電
車
か
。」
と
聞
き
直
し
た
。
そ
の
時
与
次
郎
は
げ
ら
げ
ら
笑
っ
て
、

　「
電
車
に
乗
っ
て
、
東
京
を
十
五
六
返
乗
り
回
し
て
い
る
う
ち
に
は
自

お
の
ず
から
物
足
り
る
よ
う
に
な
る
さ
。」
と
言
う
。

＊

＊

Ａ

＊

＊

①

＊

＊

②
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小説の読み方を

解説した動画も収録

文豪から現代作家まで

バランスよく収録
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設
問
解
説

問
一 
空
欄
Ａ
直
前
の
「
血
な
ん
か
つ
な
が
っ
て
な
い
」（
3
）
と
い
う
文
脈
を
踏
ま
え
る

と
、
空
欄
Ａ
に
入
る
の
は
「
赤
」。「
赤
の
他
人
」
は
「
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
人
」
と
い
う
意

味
。

問
二 

剛
の
発
言
を
元
に
考
え
る
。
剛
は
、
子
供
た
ち
が
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
原

因
が
自
分
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
人
殺
し
の
子
供
や
な
い
か
ら
堂
々
と

し
て
る
ん
や
」（
6
）
と
言
っ
て
い
る
。
い
じ
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
「
答
え
」

は
、
人
殺
し
の
自
分
と
子
供
た
ち
と
は
血
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
の
は
イ
。

　
選
択
肢
を
チ
ェ
ッ
ク

×
人
殺
し
の
子
供
だ
と
い
う
理
由
で
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

ア

　
子
供
た
ち
は
血
の
つ
な
が
り
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
引

け
目
を
感
じ
る
こ
と
な
く
堂
々
と
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。

×
本
当
の
親
子
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
本
当
の
親
子
で
は
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
団
結
を
強
め

よ
う
と
し
て
い
る
と
は
読
み
取
れ
な
い
。

ウ

　
子
供
た
ち
と
は
本
当
の
親
子
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
正
直
に
伝
え
、
こ
れ
か
ら
家
族
が
う
ま

く
や
っ
て
い
く
た
め
に
団
結
を
強
め
よ
う
と
考
え
た
。

×
自
分
が
受
け
た
仕
打
ち
以
上
に
ひ
ど
い
と
い
う
記
述
は
な
く
、
過
去
の
所
業
を
清
算
し
よ
う
と
し
て
い
る
訳
で
は
な

い
。

エ

　
子
供
た
ち
が
受
け
て
い
る
い
じ
め
は
か
つ
て
自
分
が
受
け
た
仕
打
ち
以
上
に
ひ
ど
い
も
の
だ
と

考
え
、
自
分
の
過
去
の
所
業
を
清
算
し
よ
う
と
考
え
た
。

×
自
分
の
子
供
な
ら
ば
い
じ
め
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
記
述
は
本
文
に
な
い
。

オ

　
自
分
の
子
供
な
ら
ば
い
じ
め
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
と
考
え
る
一
方
で
、
子
供
た
ち
が
今
後
堂
々

と
振
る
舞
え
る
よ
う
に
親
子
の
縁
を
切
ろ
う
と
考
え
た
。

問
三 

傍
線
部
②
は
、
過
去
の
過
ち
に
よ
っ
て
子
供
た
ち
に
ま
で
つ
ら
い
事
実
を
告
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
剛
の
気
持
ち
を
汲く

み
つ
つ
、
子
供
た
ち
を
励
ま
そ
う
と
す
る
銀
花
の
言
葉

で
あ
る
。
剛
は
当
然
二
人
の
父
親
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
子
供
た
ち
は

確
信
を
持
て
ず
に
い
る
。
だ
か
ら
、
子
供
た
ち
は
傍
線
部
③
で
、
両
親
が
自
分
た
ち
の
両
親

に
間
違
い
な
い
こ
と
を
銀
花
に
尋
ね
て
い
る
。
銀
花
か
ら
「
当
た
り
前
や
ん
」（
21
）
と
聞

知
識

文
意

心
情

い
て
、
よ
う
や
く
安
堵
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
容
を
説
明
し
て
い
る
の
は
イ
。

　
選
択
肢
を
チ
ェ
ッ
ク

×
こ
の
よ
う
な
記
述
は
本
文
に
な
い
。

ア

　
子
供
た
ち
は
剛
と
銀
花
が
両
親
だ
と
信
じ
切
っ
て
い
た
が
、
父
親
や
母
親
と
い
う
存
在
は
常
に

確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
成
立
し
な
い
も
の
だ
と
感
じ
て
い
る
。

×
子
供
た
ち
は
だ
ま
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、「
親
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て

は
本
文
に
記
述
が
な
い
。

ウ

　
子
供
た
ち
は
父
親
だ
け
で
な
く
母
親
ま
で
も
が
自
分
た
ち
を
だ
ま
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
、「
親
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

×
両
親
と
の
血
の
つ
な
が
り
が
な
い
こ
と
を
子
供
た
ち
が
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。

エ

　
子
供
た
ち
は
両
親
と
の
血
の
つ
な
が
り
が
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
今
に
な

っ
て
何
度
も
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
つ
ら
く
感
じ
て
い
る
。

×
今
後
さ
ら
に
い
じ
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
本
文
に
は
記
述
が
な
い
。

オ

　
子
供
た
ち
は
両
親
と
自
分
た
ち
と
の
間
に
血
縁
関
係
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
今
後
は
そ
の
こ
と

で
さ
ら
に
い
じ
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
焦
っ
て
い
る
。

問
四 

剛
が
自
身
の
過
去
を
隠
さ
ず
伝
え
る
こ
と
で
子
供
た
ち
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
姿

や
、
そ
の
こ
と
で
つ
ら
く
思
っ
て
い
る
子
供
た
ち
の
姿
を
見
た
銀
花
だ
っ
た
が
、「
自
分
ま

で
泣
い
て
は
い
け
な
い
」（
15
）
と
気
丈
に
振
る
舞
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
子
供
た
ち
を
寝

か
せ
た
後
、
剛
と
二
人
で
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
る
と
緊
張
が
解
け
、
傍
線
部
④
の
よ
う
に

「
急
に
涙
が
出
て
き
」
て
自
分
も
泣
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
の
は
オ
。

　
選
択
肢
を
チ
ェ
ッ
ク

×
二
人
で
話
し
合
う
前
に
涙
を
流
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
う
れ
し
く
て
泣
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ア

　
子
供
た
ち
と
の
関
係
に
亀
裂
が
生
じ
る
こ
と
を
心
配
し
た
が
、
剛
と
二
人
で
話
し
合
っ
て
み
る

と
そ
れ
が
取
り
越
し
苦
労
だ
と
わ
か
り
、
う
れ
し
く
感
じ
て
い
る
。

×
順
番
を
意
識
し
て
泣
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

イ

　
子
供
た
ち
の
前
で
泣
く
剛
を
見
て
自
分
は
泣
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
剛
と

二
人
き
り
に
な
っ
て
、
今
度
は
私
が
泣
く
番
だ
と
感
じ
て
い
る
。

×
銀
花
は
自
分
が
噓
を
つ
い
た
と
思
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

ウ

　
子
供
た
ち
が
や
っ
と
納
得
し
て
く
れ
た
こ
と
で
安
心
し
た
が
、
剛
と
二
人
き
り
に
な
る
と
、
改

め
て
自
分
の
つ
い
た
噓
が
子
供
た
ち
を
傷
つ
け
た
と
感
じ
て
い
る
。

心
情
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問
一

　
ウ

問
二

　
い
ろ
ん
な
恩
恵
を
受
け
た

問
三

　
オ

問
四 

　
温
泉
宿
の
十
分
な
権
利
を
持
ち
な
が
ら
、
村
人
の
反
対
を
恐
れ
て
い
た

　こ
と
。

 

（
30
字
）

ⓐ

「
温
泉
宿
の
十
分
な
権
利
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
内
容
。

5 点

ⓑ

「
村
人
の
反
対
を
恐
れ
る
」
と
い
う
内
容
。
ⓐ
と
逆
接
の
関
係
に
な
っ
て
い

な
け
れ
ば
0
点
。

5 点

ⓒ

文
末
が
「
〜
こ
と
。」「
〜
点
。」
で
な
け
れ
ば
2
点
減
。

自
己
採
点
表

問
五

　
谷
川
に
沿
っ
た
小
路
（
8
字
）

問
六

　
ア

こ
と
ば

擬
人
法

※
「
活
喩
法
」
も
可
。

解
答

ⓐ

ⓑ

ⓒ

問
五 

言
い
換
え
表
現
を
探
す
問
題
。
傍
線
部
⑤
の
「
大
旦
那
」
が
老
人
の
こ
と
を
指
し

て
お
り
、
傍
線
部
⑥
に
「
僅
か
自
転
車
が
通
る
く
ら
い
の
路
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
老
人
が

村
人
の
た
め
に
造
っ
て
や
り
、
さ
ら
に
道
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
立
派
で
は
な
い
道
を
指
し
て

い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
の
条
件
に
合
致
す
る
の
が
、「
老
人
は
谷
川
に
沿
う
て
小
路

を
造
っ
て
や
っ
た
」（
9
）。
設
問
に
「
文
中
の
語
句
を
用
い
て
十
字
以
内
で
答
え
よ
」
と
あ

る
の
で
、
正
解
は
「
谷
川
に
沿
っ
た
小
路
」。

問
六 

文
章
全
体
を
振
り
返
る
問
題
。
本
文
の
タ
イ
ト
ル
は
「
歴
史
」
で
あ
る
。
本
文
最

後
の
老
人
の
息
子
の
発
言
に
あ
る
「
僅
か
自
転
車
が
通
る
く
ら
い
の
路
」（
27
）
は
、
問
五

で
確
認
し
た
よ
う
に
老
人
の
作
っ
た
谷
川
の
細
い
道
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、「
自
動
車
の

通
る
街
道
」（
28
）
は
、
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
「
村
に
立
派
す
ぎ
る
一
本
の
道
」（
1
）
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
老
人
の
息
子
は
こ
の
二
つ
を
対
比
的
に
表
現
し
て
お
り
、

村
人
達
が
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
老
人
の
造
っ
た
谷
川
の
細
い
道
が
温
泉
宿
を
作
る
端
緒
を

開
い
た
よ
う
に
、
自
動
車
の
通
る
街
道
が
、
村
人
達
が
想
像
も
し
な
い
う
ち
に
新
た
な
変
化

を
も
た
ら
す
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
、
そ
の
よ
う
な
一
般
の
人
々
が
ま
っ
た

く
意
識
し
な
い
う
ち
に
、
大
き
な
出
来
事
が
醸
成
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
点
を
踏
ま
え
て

「
歴
史
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
正
解
は
ア
。

　選
択
肢
を
チ
ェ
ッ
ク

×
民
衆
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
歴
史
が
動
い
て
お
り
、
歴
史
が
動
い
た
結
果
振
り
回
さ
れ
て
い
る
。

イ

　
お
金
持
ち
は
ひ
た
す
ら
に
開
発
を
求
め
、
民
衆
が
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
で
歴
史
が
動
く
。

×
民
衆
が
戦
争
に
加
担
し
て
い
る
と
は
読
み
取
れ
な
い
。

ウ

　
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
民
衆
は
戦
争
の
準
備
に
加
担
し
、
戦
争
の
歴
史
だ
け
が
残
る
。

×
「
善
意
に
付
け
込
む
悪
人
だ
け
」
は
言
い
過
ぎ
。

エ

　
善
意
に
付
け
込
む
悪
人
だ
け
が
利
益
を
得
て
、
民
衆
は
貧
乏
な
ま
ま
歴
史
に
埋
も
れ
る
。

×
老
人
が
都
会
か
ら
来
た
と
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
本
文
の
内
容
と
合
わ
な
い
。

オ

　
歴
史
を
動
か
せ
る
の
は
お
金
の
あ
る
都
会
の
人
だ
け
で
、
民
衆
は
不
可
能
で
あ
る
。

文
脈

考
察

 

　小説
の
全
体
を
振
り
返
る
設
問
で
は
、
具
体
と
抽
象
と
い
う
考
え
方
が
使
え
る
こ
と
が
多
い
。

つ
ま
り
、
物
語
が
具
体
例
で
、
物
語
が
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
抽
象
的
な
概
念
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
歴
史
」
で
あ
れ
ば
、
村
人
達
と
老
人
と
老
人
の
息
子
の
物
語
が

具
体
例
で
あ
り
、
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
＝
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
が
流
れ
て
い
く
）
が
抽

象
に
あ
た
る
。
一
般
的
に
具
体
と
抽
象
は
論
理
的
文
章
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
小
説
で

も
適
切
に
抽
象
化
し
て
、
物
語
に
隠
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
考
え
て
み
よ
う
。

小
説
の
具
体
と
抽
象
を
意
識
す
る

学
習
ポ
イ
ン
ト
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わかりやすく丁寧な

解答で自学用として

も最適

▶共通テストを意識した比べ
読みやノート形式・会話形
式の設問も収録。

▶各設問は観点別評価に対応
しています。

▶解答編では、文学的文章の
読解ポイントも詳しく解説。
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