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一

標
記

の
課
題
は
、
な
か
ん
つ
く

「
王
法
」
の
語
の
意
味
理
解
如
何
に

よ
つ
て
そ
の
考
察
の
方
向
を
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
王
法
」

を

「
国
王
に
よ
る
政
治
」
「
国
王
の
定
め
た
法
」
と
解
す
れ
ば
、
こ
れ
は

仏
法
と
国
法

(国
王
・
国
家
・
権
力
)
の
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
し
(
一
)
、
ま
た
広
く

「世
法
」
と
し
て
人
倫
世
道
の
意
味
に
解
す
れ

ば
、

こ
れ
は
仏
法
と
倫
理
の
問
題
と
し
て
考
究
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
(
二
)
。

元
来

「
王
法
」
の
語
は

『
大
無
量
寿
経
』
五
悪
段
に
「
世
有
二常
道
王

法
牢
獄
一」
「響
如
二王
法
痛
苦
極
刑
一」
「
現
有
二
王
法
牢
獄
一」
「
不
レ畏
二王

法
禁
令

一」
と

(
四
回
)
見
え
る
も
の
に
そ
の
本
拠
が
求
め
ら
れ
る
が
、

初
に

「
常
道
」
と
あ
る
こ
と
の
う
え
に
既
に
右
の
二
義
が
内
含
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
思
う
。
す
な
わ
ち
常
道
と
は

「
世
態
は
変
遷
す
れ
ど
も

悪
事
を
作
し
て
刑
罰
に
処
せ
ら
る
ゝ
万
代
不
易
の
法
を
示
す
王
道
」
で

あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
こ
に
王
法
を
常
道
と
呼
ぶ
所
以
と
同
時
に
、

国
王
の
法
と
人
倫

の
法
と
の
未
分
的
即

一
性
と
い
う

「
王
法
」
の
語
の

原
初
的
意
義
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

親
鷺

の
う
え
で
は
「
王
法
」
の
語
は

『教
行
信
証
』
「
信
の
巻
」
に
「
法

有
ご
二
種
二

者
出
家
二
者
王
法
」
(浬
架
経
の
文
)
と
い
う

一
回
出
る
の

み
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

「
治
国
之
法
」
の
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら

も
既
述
の
(
一
)
の
意
味
が
濃
い
。
こ
れ
と
関
連
し
て
「
化

の
巻
」
に
は
「法

王
」
に
対
す
る

「
仁
王
」
(『末
法
灯
明
記
』
の
文
)
の
語
が
見
え
る
が
、

こ
れ
は
真
宗

の
真
俗
二
諦
の
用
語
の
根
拠
と
し

て
注
意
さ
れ
る
点
か
ら

し
て

「
王
法
」
と
異
語
同
義
視
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
親
鶯
滅
後
の
列
祖
に
来
る
と
覚
如
は

「
世
法
」
(『改
邪
砂
』)

と
い
う
語
を
用
い
、
さ
ら
に
蓮
如
に
あ

つ
て
は

「
王
法
」
の
語
を
高
く

掲
げ
て

「
内
心
に
ふ
か
く

一
念
発
起
の
信
心
を
た
く
は

へ
て
、
し
か
も

他
力
仏
恩
の
称
名
を
た
し
な
み
、
そ
の
う

へ
に
は
な
お
王
法
を
さ
き
と

し
仁
義
を
本
と
す
べ
し
…
…
た

だ
世
間
通
途
の
義
に
順
じ
て
外
相
に
当

流
法
義
の
す
が
た
を
他
宗
他
門
の
ひ
と
に
み
せ
ざ
る
を
も
て
当
流
聖
人
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の
お
き

て
を
ま
も
る
真
宗
念
仏
の
行
者
と
い
ひ
つ
べ
し
」
(『
お
文
』
四
ノ

一
)
と
既
述
の
口

の
意
味
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

う
し
た

「
王
法
」

の
語
が
も
つ
多
面
性
か
ら
そ
こ
に
は
種

々
の
問
題
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ま
は
親
鷺

の
君
王
観
に
照
準
を
合
わ
せ
て
仏
法
と

王
法
の
関
わ
り
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

親
鷺

の
九
十
年
の
生
涯
は
高
倉
天
皇
か
ら
亀
山
天
皇
に
至
る
実
に
十

一
代
に
も
わ
た
る
治
世
に
及
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
天
子
君
王
に
対

す
る
親
鶯
の
態
度
は
如
何
で
あ

つ
た
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
そ
の
著
述
の
随
処
に
窺
知
し
う
る
の
は
君
王
に
対
す
る
敬
譲

性
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
坂
東
本

『
教
行
信
証
』
後
序
を
見
る
と
、
そ
の

書
法
的
形
式
に
お
い
て

「
太
上
天
皇
」
「
今
上
」
「皇
帝
」

の
記
載
に
は

そ
れ
ぞ
れ
改
行
を
施
こ
し
、
細
字
を
も
つ
て
誰
を
注
記
し
、
さ
ら
に
後

か
ら
上
欄
外
に
詮
号
を
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
「
主
上
」
の
二
字
に
つ

い
て
も
上
二
字
を
空
白
に
し
、
ま
た
年
号
に
は

「聖
暦
」
「
聖
代
」
の
尊

称
さ
え
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
態
度
は
さ
ら
に
教
学
的
表
現
形
式

の
う
え

に
及
ん
で
い

る
。
す
な
わ
ち
天
子
君
王
が
も
つ
世
間
に
お
け
る
至
尊
性

・
尊
厳
性
か

ら
、
如
来
を
法
界

の
王
者
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
-
そ

の
慈
愛
性
か
ら

は
如
来
を
父
母
に
喩
え
ら
れ
る
-
点

で
あ
る
。
例
え
ば

「
行
の
巻
」

に
見
る
悲
願
二
十
八
喩
の
中
に
は

「
猶
如
二
君
王
蝋勝
二出

一
切
上
乗
人
哺

故
」
と
い
い
、
同
じ
く
偶
前
に
お
け
る
「
夫
菩
薩
帰
レ
仏
」
等
の
文

(『論

註
』)
、
さ
ら
に
は

「
信
の
巻
」
に
見
る
「仏
是
元

上
法
王
」
等
の
文

(『
安

楽
集
』)
で
あ
る
。

ま
た
君
王
の
勅
命
の
絶
対
的
服
従
性
か
ら
、
唯
信
す
べ
き
如
来
の
招

喚
を
「
勅
命
」
と
仰
が
れ
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「行

の
巻
」
の

「
是
以
帰
命
者
本
願
招
喚
之
勅
命
也
」
を
は
じ
め
と
し
て
、

「
信
の
巻
」
の
欲
生
釈
、
さ
ら
に
和
文
の
著
述

に
至
つ
て
も

『
銘
文
』

に
お
け
る
帰
命
釈
、
『
正
像
末
讃
』
に
み
る
「
二
尊
の
み
こ
と
に
た
ま
は

り
て
」
等
、
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
親
鷺
の
敬
譲
的
姿
勢
が
決
し
て
世
俗
的
権
威

へ

の
追
随
性
で
な
か

つ
た
こ
と
は
、
『
教
行
信
証
』
後
序
に
出
る
承
元
の
法

難
を
め
ぐ
る

「
主
上
臣
下
背
レ法
違
レ
義
」
等
の
周
知
の
言
葉
を
顧
み
れ

ば
明
白
で
あ
る
。

そ
こ
に
み
る

「
法
」
は
仏
法
、
「義
」
は
人
倫
道
義
の

意
味
に
解
さ
れ
る
が
、
ま
さ
に
仏
法
に
立
て
る
峻
厳
な
批
判
精
神
の
耀

き
で
あ
る
。
こ
の
点
は

「
化
の
巻
」
に
『
菩
薩
戒
経
』
を
も

つ
て
「
出
家

人
法
不
下
向
二国
王
一礼
拝
か
不
下
向
二
父
母
一礼
拝
か
六
親
不
レ務
、
鬼
神
不

レ礼
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て

一
層
顕
著
で
あ
る
。
そ

こ
に

「
不
向
国
王
礼
拝
」
等
と
あ
る

「
礼
拝
」
と
は
鬼
神

へ
の
礼
拝
性
と
同

一
性

の
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
は
鬼
神
に
対
す
る
ご
と
く
国
王
等
に
帰

依
し
帰
礼
す
る
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
い
ま
国
王
等
に
対

す
る
不
礼
性
の
高
調
は
、
全
く
人
間
自
我
の
妄
執
に
根
ず
く
世
俗
化

へ

の
徹
底
的
批
判
と
し
て
の
ふ
つ
き
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

仏
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そ
の
意
味
で
改
め
て
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
『
高
僧
讃
』
に
み
る
曇
鷺

や
法
然

に
対
す
る
天
子
君
王
等
の
帰
向
を
叙
す
る

一
連
の
讃
歌
で
あ
る

(曇
鷺
讃
 
源
空
讃
)
。も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
よ
つ
て
両
祖
の
高
徳
を
讃
え
性

ら
れ
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
却

つ
て
そ
の
内
実
性
に
お
い

て
は
、
君
王
と
い
え
ど
も
、
否
、
君
王
な
る
が
ゆ
え
に
治
世
の
根
本
に

仏
の
正
法
に
帰
す
べ
き
こ
と
を
促
が
し
念
ぜ
ら
れ
る
願
心
で
は
な
い
か

と
窺
わ
れ
る
。

以
上

の
よ
う
な
二
側
面
を
顧
み
る
と
き
、
前
者
か
ら
は
親
鷺
が
い
わ

ゆ
る
反
国
王

・
反
体
制
的
立
場
で
は
な
い
こ
と
、
後
者
か
ら
は
逆
に
国

王
追
随
的
な
体
制
的
あ
り
方
で
も
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
で

に
親
鶯

が

「
信
の
巻
」
に

「
非
レ行
非
レ善
、
非
レ頓
非
レ漸
、
非
レ
定
非
レ

散
、
非
二
正
観
一非
二邪
観

非
二
有
念
一非
二無
念

非
二尋
常
一非
二臨
終
画

非
二
多
念
一非

一
念
ハ
唯
是
不
可
思
議
不
可
称
不
可
説
信
楽
也
」
と
い
つ

て
い
る

ご
と
く
、
常
に
分
極
性
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
人
問
的
思
考
性

へ
の

徹
底
的

「
非
」
と
し
て
現
働
す
る

「
真
実
信
心
」
の
具
体
的
あ
り
方
を

こ
こ
に
見
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

三

本
来
、
真
実
の
信
心
は
二
つ
の
側
面
を
も
つ
。

一
つ
は
絶
対
無
限
の

妙
用
に
関

わ
る
縦
の
側
面
と
、

一
つ
は
そ
れ
が
同
時
に
相
対
有
限
の
世

俗
社
会

に
結
び
つ
く
横
の
側
面
と
で
あ
る
。
こ
の
二
側
面
は
人
間
存
在

が
す
で
に
個
人
的

(
ひ
と
り
)
で
あ
る
と
共
耽
社
会
的

(人
の
間
)
で
あ

る
こ
と
に
よ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
真
実
の
信
心
は
も
と
よ
り
人
間
存
在
そ

の
も
の
を
問
う
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

信
心
が
も
つ
縦
の
側
面
は
、
人
間
存
在
の
個
人
性
に
成
り
立
つ
人
間

の
救
済
そ
の
も
の
と
し
て
、
信
心
の
核
心
を
な
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
こ
の
こ
と
は

「
仏
法
は

一
人
ひ
と
り
の
し
の
き
」
と
し
て
、
他

を
顧
み
る
寸
分
の
余
裕
も
な
き
徹
底
的
内
観
道

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
縦

の
側
面
が
同
時
に
横
に
世
俗
と
結
び

つ
く
の
は
、
そ
れ
が
単
に
私
的
な
個
人
道
で
は
な
く
し
て
、
真
に
普
遍

的
な
万
人
の
道
で
あ
る
こ
と
の
明
証
性
を
示
す

も

の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
世
俗
を
超
え
た
信
心
が
逆
に
世
俗

の
た
だ
な
か
に
自
身
の

真
理
性
を
明
証
し
て
ゆ
く
実
践
性
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
信
心
の
二
側

面
を
め
ぐ
つ
て
、
次
の
二
点
が
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
第

一
は
観
念
化

へ
の
危
険
性

で
あ

る
。
も
し
信
心
が
単
に

縦
の
側
面
に
止
ど
ま
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
個
人
の
思
い
内
出

来
事
と
し
て
全
く
私
的
な
自
慰
的
満
足
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
や
が
て

何
ら
現
実

へ
の
創
造
力
と
な
ら
ぬ
退
嬰
的
妥
協
化

へ
と
繋
が
つ
て
ゆ
く

も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
『
易
行
品
』
に
は

「
若
堕
二声
聞
地
及
辟
支
仏
地
画

是
名
二菩
薩
死
晒
則
失
一二

切
利

若
堕
二於
地
獄

一不
レ
生
二如
レ是
畏
納
若

堕
三
一乗
地
圏則
為
二大
怖
畏

堕
二於
地
獄
中
一畢
寛
得
レ至
レ
仏
、
若
堕
二

二
乗
地
一畢
寛
遮
二仏
道
こ

と
い
つ
て
、
自
己
満
足
的
閉
鎖
性
を
求
道
者

の
死
と
い
い
き
り
、
堕
獄
に
も
見
ら
れ
ぬ
終
焉
性
を
そ
こ
に
見
す
え
て

い
る
。
ま
た

『往
生
要
集
』
第
四
正
修
念
仏
門
に
は
「
錐
三恒
処
二地
獄
納

-816-



不
レ
障
二
大
菩
提
州
若
起
二自
利
心

是
大
菩
提
障
」
と
説
い
て
、
同
じ
く

こ
れ
を
端
的
に
告
発
し
て
い
る
。

第
二
は
こ
れ
に
対
し
て
世
俗
化

へ
の
危
険
性
で
あ
る
。
信
心
の
観
念

化

へ
の
批
判
か
ら
、
信
心
の
世
俗

へ
の
結
合
性

・
社
会
的
実
践
性
を
強

調
す
る
あ
ま
り
、
み
ず
か
ら
の
基
座
で
あ
る
べ
き
縦
の
側
面
を
見
失
な

う
と
き
、
逆
に
信
心
の
世
俗
化
を
惹
起
す
る
。

つ
ま
り
信
心
が
信
心
で

な
く
な

る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
仏
教
者
と
し
て
現
実
社
会
の
諸
問
題

(原
水
爆

・
公
害
等
々
)
を
如
何
に
受
け
と
め
、
如
何
に
関
わ
つ
て
ゆ
く

か
と
い
う
場
合
、
安
易
な
市
民
的
乃
至
政
治
的
レ
ベ
ル
で
の
反
対
運
動

と
、
み
ず
か
ら
の
対
応
運
動
と
の
異
質
性
が
ど
こ
ま
で
凝
視
せ
ら
れ
て

い
る
か
、

こ
の
一
点
が
曇
る
と
き
仏
教
者
の
実
践
と
い
つ
て
も
世
俗
的

頽
落
的
な
運
動
性
を
ま
ぬ
が
れ
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

思
う
に
、
極
的
思
考
性
の
人
聞
的
立
場
は
、
信
心
と
い
つ
て
も
常
に

観
念
化

す
る
か
世
俗
化
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
世
俗
を

無
視
す
る
か
逆
に
固
執
す
る
か
の
二
辺
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
の
両
極
性

を
載
る

「
中
道
」
の
実
践
こ
そ

「
信
心
の
智
慧
」
の
動
態
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
し
か
し
中
道
の
実
践
と
い
つ
て
も
そ
れ
が

「
尽
偏
中
」
で

あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
単
な
る
中
で
な
い
か
ぎ
り
決
し
て
観
念
的
な
こ

と
で
は
な
い
。
「
中
」
は
そ
の
字
義
に
お
い
て

「
あ
た
る

(中
、
当
也
。

中
、
適
也
)
」
「
あ
ふ

(
一
致
す
る
。
中
、
猶
レ合
也
)」
「得
る

(中
、
得
也
)」

が
注
意
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
つ
て
、
「道
」
へ
の
的
中
性

・
適
合

性

・
獲
得
性
を
意
味
す
る
の
で
あ

つ
て
、
ま
さ
に
仏
智
に
か
な
う
実
践

性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
い
ま
端
的
に
こ
れ
を
い
え
ば
、
仏
教
者

の
具
ハ体
的
実
践
は
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
信
心
自
身

の
自
己
批
判
と
し
て
展

開
す
る
、
ズ
バ
リ
信
仰
運
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
つ
て
親
黛
に
お
け
る
君
王
観
は
か
か
る
批
判
精
神
の
実
践
で

あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
決
し
て
世
俗
的
意
識
か
ら
の
肯
定
乃
至
否
定
で

な
く
し
て
、
あ
く
ま
で
も
わ
れ
の
真
に
生
き
る
主
体

(信
心
)
そ
れ
自

身
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
厳
し
さ
と
し
て
、

ま
さ
に
真
実
信
心
の
具

体
的
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。

四

ま
こ
と
に
親
鷺

の
生
の
感
動
は
か
の

「
衆
生
貧
瞑
煩
悩
中
能
生
二清

浄
願
往
生
心
こ

の
教
語
の
う
え
に
尽
く
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ

て
そ
れ
は
常
に
人
生
の
諸
問
題
が
真
実
信
心
H
願
生
心
の

一
点
か
ら
批

判
統

一
せ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
み
じ
く
も
親
黛
が
親
し
く
法
兄
と
仰
い
だ
聖
覚
の
語
と
し

て
伝
え
ら
れ
る

「た
と
ひ
勅
定
た
り
と
い
ふ
と
も
、
師
範
の
命
を
や
ぶ

る
べ
か
ら
ず
…
…
王
命
よ
り
も
師
孝

(し
の
を
し
へ
=
左
訓
)
を
を
も
く

す
る
が
ゆ

へ
な
り
」
(『
口
伝
砂
』)
の

一
語
に
、

標
記
の
課
題
の
坐
り
が

あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

仏
法

と
王
法
 
(池

田
)
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