
て
同
一
の
用
法
で
あ
る
と
し
て
︑﹁
～
を
︙
と
す
﹂
の

形
だ
と
教
え
る
方
が
︑
本
質
的
で
効
率
的
で
し
ょ
う
︒

生
徒
だ
っ
て
そ
う
思
う
は
ず
で
す
︒

　

そ
こ
で
や
は
り
漢
文
法
の
出
番
な
の
で
す
︒

２
．
意
動
用
法

　

名
詞
・
形
容
詞
Ｐ
が
﹁
Ｐ
レ

Ｏ
﹂
の
形
で
目
的
語
Ｏ

を
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
︑
Ｐ
が
他
動
詞
に
活
用

し
て
﹁
Ｏ
を
Ｐ
だ
と
思
う
・
見
な
す
﹂
な
い
し
﹁
Ｏ
を

Ｐ
と
し
て
扱
う
・
Ｐ
と
す
る
﹂
と
い
う
意
味
を
表
し
て

い
る
と
見
な
す
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
を
﹁
意
動

用
法
﹂
と
言
い
ま
す
︒

　

こ
の
と
き
訓
読
と
し
て
は
基
本
的
に
﹁
名
詞
＋
と

す
﹂﹁
形
容
詞
終
止
形
＋
と
す
︵
～
し
と
す
︶﹂﹁
形
容

動
詞
語
幹
＋
と
す
﹂
の
形
で
読
み
ま
す
︒
例
１

に
挙
げ

た
た
く
さ
ん
の
用
例
は
み
な
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
︒

　

た
だ
し
意
動
用
法
を
表
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
が

日
本
語
の
語
彙
に
存
在
し
て
い
る
場
合
︑
そ
ち
ら
を
優

先
し
て
読
み
ま
す
︒﹁
軽
し
と
す
﹂
で
は
な
く
﹁
軽
ん

ず
﹂︑﹁
重
し
と
す
﹂
で
は
な
く
﹁
重
ん
ず
﹂︑﹁
貴
し
と

五ご
　

谿け
い　

之　
蛮　

ハ　

羞し
う
ト
シ
テ

二　
　

蜜み
つ　

蝍し
ょ
く
ヲ

一　

而　
珍　

ト
ス二

桂け
い　

蠹と
ヲ一

 

﹃
郁
離
子
﹄
巻
下
・
天
下
貴
大
同

︵
五
谿
の
異
民
族
は
小
鼠
や
虫
の
蜜
漬
け
を
ご
ち
そ
う
や
珍

味
と
す
る
︶

太　
子　
遅　

シ
ト
ス

レ　

之　
ヲ

 

﹃
史
記
﹄
刺
客
列
伝
・
荊
軻

︵
太
子
丹
は
そ
れ
︵
荊
軻
の
行
動
︶
を
遅
い
と
思
っ
た
︶

　

こ
れ
ら
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
﹁
甘
し
と
す
﹂﹁
美

と
す
﹂﹁
非
と
す
﹂﹁
羞
と
す
﹂﹁
珍
と
す
﹂﹁
遅
し
と

す
﹂
は
す
べ
て
﹁
異
と
す
﹂
と
同
じ
用
法
で
す
︒
教
科

書
題
材
に
あ
っ
て
︑
し
か
も
注
釈
の
な
い
語
で
す
か
ら
︑

つ
ま
り
生
徒
に
学
ん
で
も
ら
い
た
い
語
で
あ
る
わ
け
で

す
︒
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
字
に
つ
い
て
︑﹁
異

と
す
﹂
と
同
じ
よ
う
に
読
み
と
意
味
と
を
生
徒
に
覚
え

さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
す
べ
て
こ
の
調
子
で
教
え
て

い
く
と
す
れ
ば
︑
膨
大
な
情
報
を
単
語
学
習
と
い
う
形

で
生
徒
に
教
え
込
む
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
無
駄
と
ま
で

は
言
い
ま
せ
ん
が
︑
あ
ま
り
に
非
効
率
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
︒
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
よ
り
︑
こ
れ
ら
が
す
べ

１
．
教
え
き
れ
な
い
で
し
ょ
う

　

教
科
書
教
材
の
定
番
で
あ
る
﹃
桃
花
源
記
﹄
に
﹁
漁

人
甚　

ダ

異　
ト
スレ

之　
ヲ

﹂︵
漁
師
は
そ
の
こ
と
を
と
て
も
お
か
し
い

と
思
っ
た
︶
と
あ
り
ま
す
︒
お
そ
ら
く
高
校
で
は
こ
こ

の
﹁
異
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
異い

と
す
﹂
と
読
ん
で
﹁
お
か

し
い
と
思
う
﹂
あ
る
い
は
﹁
す
ば
ら
し
い
と
思
う
﹂
の

意
味
を
表
す
の
だ
︑
と
説
明
す
る
か
と
思
い
ま
す
︒
こ

れ
は
ま
あ
用
例
も
多
く
︑
ま
た
重
要
な
意
味
を
持
っ
て

い
ま
す
か
ら
︑
私
も
こ
の
よ
う
に
教
え
ま
す
︒

　

し
か
し
こ
れ
と
よ
く
似
た
表
現
は
漢
文
で
少
な
か
ら

ず
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
す
︒
試
み
に
︑
高
校
古
典
の

教
科
書
︵
古
典
Ｂ
︶
か
ら
拾
い
上
げ
て
み
る
と
︑
こ
ん

な
に
あ
り
ま
す
︒

︵
例
１

︶

甘　
シ
ト
シ

二　

其　
ノ　

食　
ヲ

一︑
美　

ト
ス二

其　
ノ　

服　
ヲ

一

 

﹃
老
子
﹄
章
八
十
︵
小
国
寡
民
︶

︵
食
事
を
美
味
し
い
と
思
い
︑
衣
服
を
素
晴
ら
し
い
と
思
う
︶

衆　
聞　

カ
バ
　

則　
チ　

非　
ト
スレ

之　
ヲ

 

﹃
墨
子
﹄
巻
五
・
非
攻
上

︵
民
衆
が
こ
れ
を
聞
い
た
ら
不
正
義
だ
と
思
う
︶

漢
文
法
ね
こ
の
巻

第
三
回
　
意
動
用
法
を
使
い
こ
な
し
ま
し
ょ
う

河
合
塾
漢
文
科
講
師　

藤
川
　
左
近
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こ
の
一
文
は
二
〇
一
一
年
セ
ン
タ
ー
試
験
の
第
四
問

漢
文
で
出
題
さ
れ
た
も
の
で
︑
返
り
点
だ
け
が
付
さ
れ

た
こ
こ
に
傍
線
が
ひ
か
れ
︑
正
し
い
書
き
下
し
文
を
選

ば
せ
る
問
題
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
︒
こ
こ
で
選
択
肢
の

一
つ
に
︑﹁
貴
二
於
敏
一
﹂
の
部
分
を
﹁
敏
を
貴
ぶ
﹂
と

読
む
も
の
が
あ
っ
た
の
で
︑﹁
於
字
句
は
︿
～
を
﹀
と

読
ま
な
い
﹂
と
い
う
原
則
を
信
じ
た
受
験
生
の
多
く
が
︑

こ
の
選
択
肢
を
誤
答
と
し
て
排
除
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

結
局
ご
覧
の
通
り
﹁
敏
を
貴
ぶ
﹂
と
読
む
の
が
正
し
か

っ
た
わ
け
で
す
が
︑
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
の
文
法
的

根
拠
は
︑﹁
貴
﹂
が
﹁
貴
し
↓
貴
し
と
す
＝
貴
ぶ
﹂
の

意
動
用
法
で
あ
り
︑﹁
於
字
句
に
よ
る
意
動
用
法
﹂
が

成
立
し
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
す
︒

４
．
終
わ
り
に

　

最
後
の
説
明
こ
そ
か
な
り
難
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
︑
漢
文
法
を
用
い
て
の
読
解
と
は
﹁
品
詞
と
活

用
を
手
が
か
り
に
︑
語
順
に
注
目
し
て
読
む
﹂
た
だ
そ

れ
だ
け
で
す
︒
漢
字
の
並
び
に
ル
ー
ル
と
意
味
が
あ
る

か
ら
こ
そ
︑
そ
の
解
釈
や
訓
読
に
も
一
定
の
原
則
や
法

則
が
生
ま
れ
る
の
で
す
︒
逆
に
言
え
ば
︑
返
り
点
一
つ

を
取
っ
て
み
て
も
︑
そ
こ
に
は
漢
文
法
の
原
理
原
則
が

何
か
し
ら
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
単
に
語
順

を
顚
倒
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
︒

　

漢
文
法
に
詳
し
く
な
る
と
︑
漢
文
指
導
が
正
確
に
な

り
︑
ま
た
深
み
も
生
ま
れ
ま
す
︒
拙
文
が
漢
文
法
を
学

ぶ
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
︒
最
後
ま
で
お
読
み

い
た
だ
き
︑
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

︵
例
２

Ａ
︶

整
・
像　

ハ

︙
冒
二︱

突　
シ　

白　
刃　

ニ
一︑　
軽　

ン
ジレ

身　
ヲ　

守　
ル

レ

信　
ヲ

︒

 

﹃
三
国
志
﹄
魏
書
斉
王
紀

︵
劉
整
と
鄭
像
は
白
刃
を
冒
し
て
突
進
し
︑
我
が
身
を
軽
ん

じ
て
信
義
を
守
り
ま
し
た
︶

︵
例
２

Ｂ
︶

大　
王　

ハ　

萬　
乗　
之　
主　

ナ
ル
モ︑

軽　
ン
ズ二

於　
不　
測　
之　
淵　

ヲ
一

 

呉
志
呉
主
伝
裴
注
所
引
﹃
江
表
伝
﹄

︵
孫
権
さ
ま
は
大
帝
国
の
主
で
あ
り
な
が
ら
計
り
知
れ
ぬ
深

淵
を
軽
ん
じ
て
お
ら
れ
ま
す
︶

　

こ
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
ど
ち
ら
の
﹁
軽
﹂

も
﹁
軽
く
見
る
・
あ
な
ど
る
﹂
の
意
味
に
な
り
ま
す
か

ら
︑
訓
読
で
は
﹁
軽
ん
ず
﹂
と
読
む
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

す
る
と
例
２

Ａ
の
﹁
軽
レ
Ｏ
﹂
だ
け
で
な
く
例
２

Ｂ
の

﹁
軽
二
於
Ｏ
一
﹂
の
ほ
う
も
﹁
Ｏ
を
軽
ん
ず
﹂
と
読
ま
ざ

る
を
得
な
く
な
り
ま
す
︒

　

こ
れ
が
﹁
於
字
句
を
︿
～
を
﹀
と
読
ま
ね
ば
な
ら
な

い
例
外
﹂
の
一
つ
で
あ
る
︑﹁
於
字
句
に
よ
る
意
動
用

法
﹂
な
の
で
す
︒
意
動
用
法
の
目
的
語
は
於
字
句
と
互

換
で
き
る
の
で
︑
前
置
詞
﹁
於
﹂
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
同
じ
よ
う
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

︵
例
３

︶

則　
チ　

其　
ノ　

求　
ム
ルレ

之　
ヲ　

也
︑
曷　

ゾ　

嘗　
テ　

不　
ラ
ンレ

貴　
バ

二

於　
敏　

ヲ
一
乎
︒

 

黄
溍
﹃
金
華
黄
先
生
文
集
﹄
敏
学
斎
記

︵
な
ら
ば
孔
子
が
古
の
教
え
を
追
求
す
る
と
き
に
︑
ど
う
し

て
﹁
敏
﹂
を
尊
ば
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
︶

す
﹂
で
は
な
く
﹁
貴
ぶ
﹂
な
ど
が
そ
れ
で
す
︒
か
つ
て

は
﹁
難か

た

し
と
す
﹂
も
﹁
難か

た

ん
ず
﹂
と
読
ん
で
い
ま
し
た

が
︑
現
在
で
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
︒

３
．
於
字
句
と
意
動
用
法

　

さ
て
こ
こ
で
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
︑

﹁
於
﹂
に
よ
る
前
置
詞
句
︵
以
降
︑﹁
於
字
句
﹂︶
を
使

っ
た
互
換
表
現
で
す
︒

　

一
般
的
に
動
詞
の
後
ろ
に
置
か
れ
た
於
字
句
は
︑

﹁
於
﹂
を
置
き
字
と
し
て
﹁
～
に
・
～
よ
り
﹂
と
読
ん

で
︑
原
則
と
し
て
﹁
～
を
﹂
と
読
む
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
︒
と
い
う
の
も
前
置
詞
﹁
於
﹂
は
︑
あ
る
意
味
で

﹁
こ
の
目
的
語
は
直
接
目
的
語
で
な
い
﹂
と
い
う
こ
と

を
明
示
す
る
た
め
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
性

質
か
ら
し
て
﹁
～
を
﹂
と
訓
読
さ
れ
る
こ
と
が
き
わ
め

て
ま
れ
だ
か
ら
で
す
︒
例
え
ば
﹁
教
二

於
梨
園
一

﹂
と
あ

れ
ば
︑﹁
梨
園
を
教
ふ
﹂
と
読
む
の
で
は
な
く
︑﹁
梨
園

に
教
ふ
﹂
と
読
み
ま
す
︒
こ
の
﹁
梨
園
﹂
は
直
接
目
的

語
︵
教
え
る
内
容
︶
で
は
な
く
︑
こ
こ
で
は
場
所
目
的

語
︵
教
え
る
場
所
︶
で
あ
る
こ
と
を
︑
前
置
詞
﹁
於
﹂

が
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
︒

　

こ
の
点
は
漢
文
を
読
み
込
む
上
で
重
要
な
知
識
な
の

で
︑
先
生
方
の
な
か
に
は
生
徒
に
こ
れ
を
明
示
し
﹁
於

字
句
は
︿
～
を
﹀
と
読
ま
な
い
の
だ
﹂
と
注
意
喚
起
し

て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　

で
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
次
の
例
文
を
ご
覧

く
だ
さ
い
︒
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