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国語〔総合評価型〕
設問 解答例

①

問一

1 4
2 1
3 5
4 2
5 3
6 1

問二

7 2
8 1
9 3
⓾ 4

問三
⓫ 3
⓬ 5
⓭ 4

問四
⓮ 2
⓯ 4

問五 ⓰ 4
問六 ⓱ 5
問七 ⓲ 3
問八 ⓳ 2

②
問一

1 7
2 5
3 2

問二
4 3
5 2
6 3

問三

7 2
8 3
9 4
⓾ 1

問四

⓫ 2
⓬ 3
⓭ 3
⓮ 3

問五
⓯ 3
⓰ 1
⓱ 4

問六 ⓲ 3
問七 ⓳ 5
問八 ⓴ 3
問九 ㉑ 1
問十 ㉒ 4

問十一 ㉓ 3

問十二
㉔ 5
㉕ 2

国語〔基礎評価型〕
設問 解答例

①

問一

1 4
2 1
3 1
4 3
5 5
6 4

問二

7 3
8 1
9 6
⓾ 4
⓫ 5

問三

⓬ 2
⓭ 4
⓮ 5
⓯ 2
⓰ 5

問四
⓱ 4
⓲ 3
⓳ 1

問五 ⓴ 5
問六 ㉑ 4
問七 ㉒ 4
問八 ㉓ 1

② 問一 1 4

問二

2 1
3 2
4 2
5 1
6 3
7 5
8 1

問三 9 3

問四

⓾ 2
⓫ 3
⓬ 1
⓭ 2
⓮ 5
⓯ 4

問五 ⓰ 4
問六 ⓱ 2
問七 ⓲ 3
問八 ⓳ 1
問九 ⓴ 5
問十 ㉑ 4

問十一 ㉒ 1

解 

答 

例 

・ 

解 

説
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国
語〔
基
礎
評
価
型
〕 

国
語
①

問
五　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
次
の
段
落
で
、「
被
災
者
で
な
い
者
は
被
災
者
の
立
場
を
完
全
に
共
有
す
る

こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
事
実
を
冷
静
に
見
つ
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
当
の
想
像
力
が
作
動
す
る
」
と
あ
り
、
こ
の

「
本
当
の
想
像
力
」
が
「
言
葉
本
来
の
意
味
に
お
け
る
想
像
力
」
を
指
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。
①
は

「
自
分
自
身
に
も
起
こ
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
」
が
、
②
は
「
自
分
自
身
の
場
合
に
置
き
換
え
て
当
事
者

と
し
て
考
え
」
や
「
感
情
移
入
し
て
」
が
、
③
は
「
絶
対
に
共
感
で
き
な
い
と
思
考
停
止
す
る
の
で
は
な
く
」
や
「
共

感
で
き
る
か
を
考
え
続
け
る
」
が
、
④
は
「
自
分
自
身
も
同
様
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」
が
不
適
当
で
あ
る
。

問
六　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
三
段
落
後
に
、「
教
授
」
と
「
学
生
と
の
間
に
は
知
識
や
経
験
に
お
い
て
圧

倒
的
な
落
差
が
あ
る
こ
と
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
次
の
段
落
の
引
用
文
で
「
教
育
の
体
制
が
自
然
に

価
値
観
の
強
制
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
の
可
能
性
」
が
あ
り
、「
知
識
と
そ
の
使
用
法
に
関
す
る
体
系
を
伝
達
す
る
過

程
の
中
に
、
価
値
観
が
し
の
び
込
ん
で
い
る
」
と
い
う
「
む
ず
か
し
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
が
説
明
さ
れ
て

い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
は
、「
教
育
の
内
容
」
を
「
教
官
」
が
「
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
点
が
、
②
は
「
学
生
よ
り
も
無
知
な
教
官
に
教
わ
る
可
能
性
」
が
、
③
は
「
対
話
を
媒
介

と
し
て
多
種
多
様
な
見
方
を
発
見
す
る
機
会
に
欠
け
て
い
る
」
が
、
⑤
は
「
教
官
は
何
も
対
応
で
き
な
い
」
が
、
そ
れ

ぞ
れ
誤
り
。

問
七　

脱
文
補
充
問
題
。
空
欄
の
前
の
引
用
文
の
最
後
の
一
文
で
、「
そ
れ
は
、
知
識
と
そ
の
使
用
法
に
関
す
る
体
系
を
伝
達

す
る
過
程
の
中
に
、
価
値
観
が
し
の
び
込
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
、
空

欄
の
後
で
「
吉
川
総
長
」
が
「
大
学
紛
争
と
は
…
…
根
源
的
に
は
、
価
値
自
由
な
学
問
の
伝
承
と
い
う
本
来
の
教
育
へ

の
カ
イ
キ
を
目
標
と
し
て
い
た
」
と
「
結
論
づ
け
」
て
い
る
内
容
の
集
約
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
合

致
す
る
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
は
「
社
会
全
体
で
学
生
た
ち
の
思
い
や
発
言
に
耳
を
傾
け
、
彼
ら
が
将
来
を
歩
ん
で
い

け
る
よ
う
全
力
で
支
援
す
る
こ
と
が
大
切
」
が
誤
り
。
②
は
「
当
時
の
教
育
に
お
い
て
教
官
の
側
が
決
め
る
領
域
は
少

な
く
」
が
、
③
は
「
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
が
、
引
用
文
の
内
容
に
肯
定
的
な
空
欄
の
後
の
本
文
の

内
容
と
合
致
し
な
い
。
⑤
は
「
社
会
に
対
す
る
不
信
」
が
誤
り
。

問
八　

脱
文
補
充
問
題
。
空
欄
の
直
後
に
、「
こ
れ
は
ま
さ
に
、
暗
黙
の
う
ち
に
特
定
の
価
値
観
を
押
し
つ
け
る
こ
と
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
空
欄
に
は
「
特
定
の
価
値
観
」
の
「
押
し
つ
け
」
に
な
る
よ
う
な
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
」
の
特
徴
が
入
る
と
推
測
で
き
る
。
よ
っ
て
、「
高
く
評
価
さ
れ
」
る
こ
と
と
「
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
」
こ
と

を
示
し
、「
特
定
の
価
値
観
」
に
導
こ
う
と
し
て
い
る
内
容
の
、
選
択
肢
①
が
正
解
。
②
は
「
新
た
な
技
術
や
教
育
方
法

の
習
得
が
必
要
と
な
る
可
能
性
」
は
、「
特
定
の
価
値
観
」
の
「
押
し
つ
け
」
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
誤
り
。

③
は
「
興
味
の
な
い
学
生
に
は
無
意
味
な
授
業
と
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
」
が
、
④
は
「
授
業
時
間
を
大
き
く
超
過
し

て
し
ま
う
可
能
性
」
が
、
⑤
は
「
設
備
が
不
足
し
て
い
る
場
合
は
、
実
施
が
困
難
に
な
る
可
能
性
」
が
誤
り
。

国
語
②

問
五　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
で
「
承
明
門
院
」
が
「
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
ぬ
（
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
）」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
こ
と
わ
り
の
御
年
」
は
「（
承
明
門
院
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
の
も
）
不
思
議
で
な
い
ご

年
齢
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
六　

登
場
人
物
の
心
情
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
で
、「
顕
定
の
大
納
言
、
大
将
の
ぞ
み
給
ひ
し
を
、
院
も

さ
り
ぬ
べ
く
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
除
目
の
夜
、
殿
の
中
の
も
の
ど
も
も
心
づ
か
ひ
し
て
侍
る
を
、
心
も
と
な
く
思
ひ
あ

へ
る
に
、
ひ
き
た
が
へ
て
、
先
に
聞
え
つ
る
公
基
の
大
臣
に
ぞ
お
は
せ
し
や
ら
ん
、
な
り
給
へ
り
し
か
ば
（
顕
定
の
大

納
言
が
、
大
将
に
な
り
た
い
と
お
望
み
だ
っ
た
の
を
、
上
皇
も
そ
れ
が
よ
か
ろ
う
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
除
目
の
夜
、

お
屋
敷
の
人
々
も
そ
の
心
づ
も
り
で
い
て
、
待
ち
遠
し
く
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
予
想
と
は
違
っ
て
、
前
に
お
話
し
し

た
公
基
の
大
臣
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
そ
の
方
が
、
大
将
に
な
ら
れ
た
の
で
）」
と
言
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、

選
択
肢
②
が
正
解
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
に
、「
頭
お
ろ
し
て
こ
の
高
野
に
こ
も
り
ゐ
給
へ
る
を
（
出

家
し
て
こ
の
高
野
山
に
こ
も
っ
て
お
ら
れ
た
の
を
）」
と
あ
る
の
で
、
傍
線
部
に
は
大
将
に
な
れ
ず
に
失
意
し
た
顕
定
が

出
家
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
心
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
の
最
後
に
「
そ
の
よ
し
奏
す
れ
ば
」
と
あ
り
、

「
奏
す
（
奏
上
す
る
）」
と
い
う
敬
語
が
使
わ
れ
る
の
は
天
皇
・
上
皇
・
法
皇
の
た
め
、「
い
と
ほ
し
く
あ
へ
な
し
と
思
さ

れ
」
て
「
か
の
室
を
た
づ
ね
さ
せ
給
ひ
て
、
御
対
面
あ
る
べ
く
仰
せ
ら
れ
遣
は
し
た
る
（
顕
定
の
僧
房
を
お
訪
ね
に
な
っ

て
、
御
対
面
し
よ
う
と
仰
せ
遣
わ
し
た
）」
の
は
、
上
皇
で
あ
る
後
嵯
峨
院
だ
と
わ
か
る
。「
い
と
ほ
し
」
は
「
気
の
毒

だ
、
か
わ
い
そ
う
で
あ
る
」、「
あ
へ
な
し
」
は
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
仕
方
な
い
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、
選
択
肢

③
が
正
解
。
①
は
「
公
基
が
」
と
「
か
わ
い
が
っ
て
い
た
の
に
期
待
外
れ
な
こ
と
だ
」
が
、
②
は
「
公
基
の
こ
と
を
、

愛
し
く
残
念
な
こ
と
よ
と
」
が
、
④
は
全
体
が
、
⑤
は
「
顕
定
が
、
自
身
の
こ
と
を
、
悲
し
く
も
」
が
誤
り
。

問
八　

本
文
の
内
容
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
は
、「（
顕
定
は
）
今
更
（
私
＝
後
嵯
峨
院
に
）
会
う
ま
い
と
い
う

よ
う
だ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
傍
線
部
の
前
で
「
跡
も
な
く
し
な
し
て
、
い
と
清
げ
に
、
白
き
砂
子
ば
か
り

を
、
こ
と
さ
ら
に
散
ら
し
た
り
と
見
え
て
（
跡
形
も
な
く
す
っ
か
り
片
づ
け
て
、
大
層
さ
っ
ぱ
り
と
、
白
い
砂
だ
け
を

わ
ざ
わ
ざ
ま
き
散
ら
し
た
と
見
え
て
）」
と
あ
る
。
顕
定
が
「
院
も
さ
り
ぬ
べ
く
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
（
後
嵯
峨
院
も
顕
定

が
大
将
に
な
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
と
仰
せ
に
な
っ
て
い
た
の
で
）」、
期
待
を
募
ら
せ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
選

択
肢
①
が
正
解
。
②
は
「
後
嵯
峨
院
は
怒
り
を
感
じ
、
今
後
は
決
し
て
顕
定
に
会
う
こ
と
は
な
い
と
」
が
誤
り
。
③
は

「
自
身
を
恥
じ
て
お
り
後
嵯
峨
院
に
合
わ
せ
る
顔
が
な
い
の
だ
と
心
情
を
想
像
し
て
い
る
」
が
、
傍
線
部
の
後
の
「
い
と

か
ら
い
心
か
な
（
大
層
厳
し
い
顕
定
の
心
情
だ
な
あ
）」
と
合
わ
な
い
。
④
は
「
公
基
と
仲
直
り
を
す
る
こ
と
も
二
度
と

会
う
つ
も
り
も
な
い
」
が
誤
り
。
⑤
は
「
顕
定
が
桂
の
山
荘
に
引
っ
越
す
」
こ
と
は
、
後
嵯
峨
院
は
事
前
に
知
ら
な
い

の
で
不
適
当
。
ま
た
、「
使
い
に
や
っ
た
公
基
が
」
以
下
の
部
分
は
本
文
に
な
い
内
容
な
の
で
誤
り
。

問
十　

文
学
史
の
知
識
を
問
う
問
題
。『
増
鏡
』
が
成
立
し
た
の
は
一
三
六
八
年
～
一
三
七
六
頃
で
、
一
一
八
〇
年
の
後
鳥
羽

天
皇
の
生
誕
か
ら
一
三
三
三
年
の
後
醍
醐
天
皇
の
隠
岐
か
ら
の
帰
還
ま
で
の
歴
史
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
④
『
と
は
ず

が
た
り
』
が
成
立
し
た
の
は
一
三
〇
六
～
一
三
一
三
年
頃
で
、
後
深
草
院
に
仕
え
た
女
性
の
日
記
文
学
で
あ
り
、
十
三

世
紀
の
宮
廷
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
『
栄
花
物
語
』
が
成
立
し
た
の
は
一
〇
二
八
年

頃
で
、
十
世
紀
～
十
一
世
紀
頃
の
藤
原
道
長
の
栄
華
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
②
『
方
丈
記
』
が
成
立
し
た
の
は
一
二
一

二
年
で
、
十
二
世
紀
に
起
き
た
地
震
や
飢
饉
な
ど
に
つ
い
て
ふ
れ
つ
つ
、
人
生
や
世
間
の
無
常
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

③
雨
月
物
語
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
七
七
六
年
で
、
中
国
や
日
本
の
古
典
を
題
材
と
し
た
九
編
の
怪
異
小
説
が
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
⑤
『
土
佐
日
記
』
が
成
立
し
た
の
は
九
三
五
年
頃
で
、
紀
貫
之
が
任
国
の
土
佐
か
ら
京
に
帰
る
ま
で
の

出
来
事
を
つ
づ
っ
た
日
記
文
学
で
あ
る
。

問
十
一　

文
学
史
の
知
識
を
問
う
問
題
。
②
『
今
鏡
』
が
成
立
し
た
の
は
一
一
七
〇
年
で
、『
大
鏡
』
に
続
く
書
と
し
て
、
一

〇
二
五
年
か
ら
一
一
七
〇
年
ま
で
の
歴
史
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
③
『
吾
妻
鏡
』
が
成
立
し
た
の
は
一
三
六
八
年
で
あ

り
、
一
一
八
〇
年
の
源
頼
政
の
挙
兵
か
ら
一
二
六
六
年
の
将
軍
・
宗
尊
親
王
の
帰
京
ま
で
の
歴
史
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

④
『
大
鏡
』
が
成
立
し
た
の
は
一
一
一
五
年
頃
で
、
十
世
紀
～
十
一
世
紀
頃
の
藤
原
道
長
の
政
治
的
な
策
略
な
ど
が
、

批
判
的
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
⑤
『
水
鏡
』
が
成
立
し
た
の
は
一
一
九
五
年
で
、『
大
鏡
』
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
以
前
の

時
代
を
扱
っ
た
歴
史
物
語
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
一
一
八
〇
年
か
ら
一
三
三
三
年
の
歴
史
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
『
増
鏡
』

に
、
も
っ
と
も
新
し
い
時
代
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
選
択
肢
①
が
正
解
。
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国
語〔
総
合
評
価
型
〕 

国
語
①

問
五　

空
所
の
前
後
の
文
脈
を
読
み
取
る
問
題
。「『 

Ⅹ 

性
』
か
ら
『 

Ｙ 

性
』
を
見
る
」
視
点
は
「
別
々
の
存
在
が
ま

ず
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
つ
な
が
り
を
見
る
視
点
」
で
あ
り
、「
わ
た
し
た
ち
の
普
通
の
物
の
見
方
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
の
で
、「 
Ⅹ 
性
」
は
「
セ
ン
テ
ン
的
に
も
の
が
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
も
の
の
見
方
」
で
あ
る

「
分
別
性
」
で
あ
り
、「 
Ｙ 

性
」
は
も
の
同
士
の
「
つ
な
が
り
」
を
見
る
「
真
実
性
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

「『 

Ｚ 

性
』
か
ら
『 
Ｙ 
性
を
』
見
る
視
点
」
は
「
ブ
ー
バ
ー
が
問
題
に
し
た
〈
わ
れ
―
な
ん
じ
〉
の
視
点
」、
す
な

わ
ち
「『
対
応
語
』
の
視
点
」
な
の
で
、「 

Ｚ 

性
」
は
「
依
他
性
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
六　

傍
線
部
の
前
後
の
文
脈
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
「
人
間
が
語
る
根
源
語
の
二
重
性
」
と
は
〈
わ
れ
―
な
ん
じ
〉

の
〈
わ
れ
〉
と
、〈
わ
れ
―
そ
れ
〉
の
〈
わ
れ
〉
が
異
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「〈
わ
れ
〉
が
二
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
」

で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
傍
線
部
の
前
で
、「〈
わ
れ
〉
が
二
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、〈
わ
れ
〉
が
生
き
る
世
界
が
二
つ

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
筆
者
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。
①
・
②
・
③
・

④
は
い
ず
れ
も
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
な
の
で
誤
り
。

問
七　

傍
線
部
の
前
後
の
文
脈
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
「
こ
の
こ
と
ば
」
と
は
「
根
源
語
と
は
、
単
独
語
で
は
な
く
、

対
応
語
で
あ
る
」
と
い
う
ブ
ー
バ
ー
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
教
の
「
唯
識
」
の
思
想
に
お
け
る
「
依
他
性
」
と

い
う
も
の
の
見
方
と
対
応
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
ま
と
め
た
選
択
肢
③
が
正
解
。
①

は
「
自
分
と
他
者
は
本
来
一
体
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
視
点
は
「
依
他
性
」
で
は
な
く
「
真
実
性
」
の
見
方
な
の
で

誤
り
。
②
は
「
人
間
が
命
を
受
け
る
背
景
に
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
の
歴
史
が
存
在
す
る
」
が
、
④
・
⑤
は
全
体
が
、

そ
れ
ぞ
れ
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
誤
り
。

問
八　

本
文
の
要
旨
を
問
う
問
題
。
①
は
「
こ
の
世
の
中
の
出
来
事
は
全
て
、
因
と
縁
に
よ
っ
て
起
こ
」
る
と
考
え
る
「
依

他
性
」
の
説
明
と
合
致
す
る
。
②
は
「
わ
た
し
た
ち
が
あ
り
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
一
番
大
切
だ
」
が
「
諸
行
無
常
・

諸
法
無
我
」
の
教
え
と
合
致
し
な
い
。「
諸
行
無
常
」
と
は
「
す
べ
て
の
現
象
は
変
化
し
続
け
て
お
り
、
永
遠
に
不
変
な

も
の
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
教
え
で
あ
り
、「
諸
法
無
我
」
と
は
「
す
べ
て
の
も
の
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で

あ
っ
て
実
体
が
な
い
。
独
立
し
て
成
立
す
る
も
の
は
な
い
の
で
『
我
』
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
教
え
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
固
定
さ
れ
た
「
あ
り
の
ま
ま
」
の
自
分
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
③
は
仏
教

の
「
唯
識
」
の
思
想
が
「『
無
明
』
と
言
わ
れ
る
私
た
ち
の
心
の
闇
の
し
く
み
を
タ
イ
ケ
イ
的
に
明
ら
か
に
し
た
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
す
る
。
④
は
「
分
別
性
」
を
「
常
識
と
し
て
生
き
て
い
る
の
が
わ
た
し
た
ち
で
あ
る
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
す
る
。
⑤
は
「
龍
樹
菩
薩
」
が
「
縁
起
」
を
「『
空
』
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
、
実
体

的
に
物
を
見
る
見
方
の
誤
り
を
明
確
に
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、「『
空
』
を
『
実
体
と
し
て
あ
る
の

で
は
な
い
が
、
現
象
と
し
て
は
あ
る
』
と
言
い
換
え
る
と
よ
く
わ
か
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
す
る
。
⑥

は
「
根
源
語
と
は
単
独
語
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
の
見
方
、
す
な
わ
ち
「
分
別
性
」
が
「
日
常
的
で
あ
ま
り
に
も
当
然

の
ご
と
く
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
無
意
識
に
そ
の
よ
う
な
発
想
で
物
を
見
、
考
え
て
、
そ
れ
を
常
識
と
し
て
生
き
て
い

る
の
が
わ
た
し
た
ち
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
す
る
。「
明
ら
か
な
誤
り
を
含
む
も
の
」
を
選
ぶ
の

で
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

国
語
②

問
三　

動
詞
の
活
用
と
敬
語
の
知
識
を
問
う
問
題
。
⑴
「
詣
で
」
は
下
二
段
活
用
動
詞
で
あ
り
、
意
志
の
助
動
詞
「
ん
」
に

接
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
未
然
形
で
あ
る
。
ま
た
、「
詣
づ
」
は
「
参
詣
す
る
」
と
い
う
意
味
の
謙
譲
語
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
「
壬
生
寺
」
へ
の
敬
意
を
示
す
。
⑵
「
奉
る
」
は
四
段
活
用
動
詞
で
あ
り
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
に
接
続
し

て
い
る
こ
と
か
ら
連
体
形
で
あ
る
。
ま
た
、「
奉
る
」
は
こ
こ
で
は
直
前
の
動
詞
「
頼
み
」
に
謙
譲
の
意
を
添
え
る
補
助

動
詞
で
あ
り
、「
病
人
」
が
「
御
辺
（
＝
『
一
人
の
男
』）」
を
「
頼
む
」
場
面
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
一
人
の
男
」
へ
の

敬
意
を
示
す
。
⑶
「
給
は
」
は
四
段
活
用
動
詞
「
給
ふ
」
の
未
然
形
で
あ
り
、
直
前
の
動
詞
「
あ
や
ま
ち
」
に
尊
敬
の

意
を
添
え
る
補
助
動
詞
で
あ
る
。「
あ
や
ま
ち
給
は
で
極
楽
浄
土
に
引
導
せ
さ
せ
給
へ
」
は
「
病
人
」
が
「
地
蔵
菩
薩
」

に
祈
願
し
て
い
る
内
容
な
の
で
、「
あ
や
ま
ち
給
は
で
」
は
「
地
蔵
菩
薩
」
の
行
為
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
給
は
」
は
「
地

蔵
菩
薩
」
へ
の
敬
意
を
示
す
。
⑷
「
侍
り
」
は
ラ
行
変
格
活
用
動
詞
で
あ
り
、
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
に
接
続
し
て

い
る
こ
と
か
ら
連
用
形
で
あ
る
。
ま
た
、「
侍
り
」
は
丁
寧
語
の
補
助
動
詞
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
作
者
か
ら
読
者
へ
の
敬

意
を
示
す
。
⑸
「
ま
ゐ
ら
せ
」
は
サ
行
下
二
段
活
用
動
詞
「
ま
ゐ
ら
す
」
の
未
然
形
ま
た
は
連
用
形
で
、
こ
こ
で
は
未

然
形
接
続
の
助
動
詞
に
接
続
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
連
用
形
と
な
る
。「
ま
ゐ
ら
す
」
は
「
献
上
す
る
」
と
い
う
意
味
の

謙
譲
語
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
香
花
」
を
「
地
蔵
菩
薩
」
に
お
供
え
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
よ
っ
て
、「
地
蔵
菩

薩
」
へ
の
敬
意
を
示
す
。
⑹
「
申
し
」
は
四
段
活
用
動
詞
「
申
す
」
の
連
用
形
で
あ
り
、「
言
ふ
」
の
謙
譲
語
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
一
人
の
男
」
が
「
病
人
」
に
対
し
て
「
し
か
じ
か
の
こ
と
侍
り
て
な
ん
」
と
伝
え
る
場
面
な
の
で
、「
病

人
」
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。
以
上
よ
り
、
下
二
段
活
用
動
詞
は
二
つ
、
連
用
形
は
三
つ
、
謙
譲
語
は
四
つ
、「
一
人
の

男
」
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
も
の
は
一
つ
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
選
択
肢
②
・
③
・
④
・
①
が
正
解
。

問
九　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
で
、「
一
人
の
男
」
は
「
地
蔵
菩
薩
の
御
告
げ
」
を
聞
い
て
「
同
行
の
男

（
＝
病
人
）」
に
「
臨
終
」
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、「
病
人
」
が
「
先
に
見
し
に
か
は
る
こ
と
な
し
（
＝
先
刻

見
た
様
子
と
変
わ
り
が
な
い
）」
と
い
う
状
態
だ
っ
た
た
め
、「
思
は
ず
げ
（
＝
意
外
な
様
子
）」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
十　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
あ
と
で
、「
病
人
」
が
「
さ
て
は
わ
が
年
ご
ろ
の
願
望
成
就
し
て
菩
薩
の
接

引
し
給
ふ
に
こ
そ
（
＝
そ
れ
で
は
私
の
長
年
の
願
望
が
成
就
し
て
菩
薩
様
が
私
を
極
楽
浄
土
に
お
導
き
な
さ
る
の
だ
）」

と
述
べ
て
い
る
の
で
、「
し
か
じ
か
の
こ
と
」
と
は
「（
病
人
の
）
引
導
に
行
く
ぞ
」
と
い
う
「
地
蔵
菩
薩
の
御
告
げ
」

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
十
二　

文
学
史
の
知
識
を
問
う
問
題
。（
１
）
①
『
風
姿
花
伝
』
と
②
『
申
楽
談
儀
』
は
世
阿
弥
の
著
書
で
あ
り
、
世
阿
弥

と
と
も
に
能
を
大
成
し
た
③
「
観
阿
弥
」
は
世
阿
弥
の
父
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
傍
線
部
①
・
②
・
③
は
い
ず
れ
も
正
し

い
。
ま
た
、
世
阿
弥
と
観
阿
弥
が
活
躍
し
た
の
は
室
町
時
代
で
あ
る
の
で
、
壬
生
狂
言
の
成
立
は
能
の
大
成
よ
り
も
早

い
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
傍
線
部
④
も
正
し
い
。
傍
線
部
⑤
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
狂
言
は
素
面
で
演
じ
る
こ
と

を
基
本
と
し
、
神
や
鬼
な
ど
の
特
別
な
役
の
み
仮
面
を
装
着
す
る
の
で
、「
す
べ
て
の
演
者
が
仮
面
を
着
け
て
演
じ
る
」

の
は
、
壬
生
狂
言
と
一
般
的
な
狂
言
と
で
異
な
る
点
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
傍
線
部
⑤
は
誤
り
。「
誤
っ
て
い
る
も
の
」
を

選
ぶ
の
で
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

　
（
２
）
①
の
「
阿
仏
尼
」
は
『
十
六
夜
日
記
』
を
著
し
た
鎌
倉
時
代
中
期
～
後
期
の
歌
人
で
あ
る
。
②
の
『
山
崎
宗

鑑
』
は
『
犬
筑
波
集
』
の
撰
者
で
あ
り
、
室
町
時
代
後
期
の
俳
人
で
あ
る
。
③
の
「
兼
好
法
師
」
は
『
徒
然
草
』
を
著

し
た
鎌
倉
時
代
後
期
～
南
北
朝
時
代
の
随
筆
家
で
あ
る
。
④
の
「
藤
原
定
家
」
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
の
一
人

で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
前
期
の
歌
人
で
あ
る
。
⑤
の
「
源
実
朝
」
は
鎌
倉
幕
府
第
三
代
将
軍
で
あ
り
、『
金
槐
和
歌
集
』
を

残
し
た
歌
人
で
あ
る
。「
世
阿
弥
」
は
室
町
時
代
前
期
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
の
で
、
選
択
肢
②
が
正
解
。
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