
能
楽
師安

田 

登
身
体
性
に
よ
る

『
論
語
』解
凍
の
試
み

紀
元
前
五
世
紀
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る『
論
語
』と
、

奈
良
・
平
安
ま
で
そ
の
ル
ー
ツ
を
さ
か
の
ぼ
る
能
。

そ
の
二
つ
の
世
界
を
軽
や
か
に
行
き
来
し

圧
縮
さ
れ
た
古
の
感
覚
に
息
吹
を
込
め
る
。

そ
ん
な
異
能
の
能
楽
師
・
安
田
登
が
語
る
、

『
大
漢
和
辞
典
』だ
け
が
持
つ

特
別
な
魅
力
と
機
能
と
は…

…

。

撮影：齋藤正

つ
ま
ら
な
い
の
に
長
く
残
っ
て
い
る

そ
こ
に
は
何
か
意
味
が
あ
る
に
違
い
な
い

　『論
語
』
と
能
に
は
、
じ
つ
は
二
つ
の
共
通
点

が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
す
ご
く
古
く
か
ら
あ
る

と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
普
通

に
考
え
る
と
ど
ち
ら
も
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と

（
笑
）。
で
も
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
が
こ
れ
ほ
ど
長

く
続
い
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
は
絶
対
何
か

意
味
が
あ
る
に
違
い
な
い
ん
で
す
。

　能
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
仕
事
で
も
あ
る
の
で
、

そ
の
理
由
は
早
く
か
ら
気
づ
い
て
い
た
の
で
す
が
、

『
論
語
』
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。

分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
だ
っ
た
ら
も
う
一
度
読

み
直
し
て
み
よ
う
と
思
い
、
さ
ら
に
ど
う
せ
な
ら

自
分
で
書
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
、
し
か

も
孔
子
時
代
の
文
字
（
金
文
）
で
。

　す
る
と
面
白
い
こ
と
に
気
づ
い
た
ん
で
す
。『
論

語
』
の
中
に
は
孔
子
の
時
代
に
は
ま
だ
な
い
文
字

が
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
と
い
う
こ

と
は
、
元
々
の
『
論
語
』
は
我
々
が
現
在
読
ん
で

い
る
形
の
『
論
語
』
と
は
別
物
だ
っ
た
と
い
う
可

能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
。
だ
と
す
れ
ば
、

元
々
書
か
れ
て
い
た
文
字
の
形
ま
で
遡
っ
て
読
ま

な
い
と
面
白
さ
が
分
か
る
は
ず
が
な
い
。
つ
ま
り
、

『
論
語
』
が
面
白
い
か
つ
ま
ら
な
い
か
は
、
読
み

方
ひ
と
つ
で
変
わ
る
の
で
す
。

［巻頭インタビュー］〝
大
漢
和
〞と
い
う

検
算

い
に
し
え



漢
和
辞
典
の
三
つ
の
流
れ
と

そ
の
す
べ
て
を
支
え
る
『
大
漢
和
辞
典
』

　『論
語
』
の
読
み
方
に
つ
い
て
語
る
に
は
辞
書

の
話
は
避
け
て
通
れ
ま
せ
ん
が
、
じ
つ
は
私
は
漢

和
辞
典
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
ん

で
す
。
二
十
代
の
前
半
頃
か
な
。
熟
語
の
執
筆
を

担
当
し
ま
し
た
。
大
学
に
は
あ
ま
り
真
面
目
に

行
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
古
代
中
国
哲
学

を
専
攻
す
る
ゼ
ミ
だ
け
は
参
加
し
て
お
り
、
卒
業

す
る
と
き
に
先
生
か
ら
「
漢
和
辞
典
を
作
る
か
ら

ち
ょ
っ
と
手
伝
え
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
。

　そ
の
と
き
は
つ
く
づ
く
編
集
者
っ
て
大
変
だ
な

あ
っ
て
思
い
ま
し
た
よ
。『
康
煕
字
典
』
を
は
じ

め
と
し
た
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
辞
書
に
載
っ
て
い

る
熟
語
を
コ
ピ
ー
し
て
、
そ
れ
を
貼
り
付
け
て
一

覧
に
す
る
。
そ
う
し
た
作
業
を
全
部
や
っ
て
く
れ

る
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
の
な
か
か
ら
ど
の
熟
語
を

載
せ
る
か
を
取
捨
選
択
し
て
、
そ
の
意
味
を
ま
と

め
て
ひ
た
す
ら
書
く
の
が
私
の
役
目
で
し
た
。

　そ
う
し
た
一
連
の
作
業
を
一
度
体
験
し
て
み
る

と
よ
く
分
か
る
ん
で
す
け
ど
、
あ
ら
ゆ
る
漢
和
辞

典
と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
の
系
統
図
の
な
か
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
ん
で
す
よ
。
親
と
な
る
辞
書
が

あ
っ
て
、
そ
の
子
に
あ
た
る
辞
書
が
あ
る
と
い
っ

た
具
合
に
。
辞
書
の
項
目
を
書
く
と
い
う
作
業
は
、

そ
の
系
統
図
を
ま
ず
自
分
で
作
っ
て
み
て
、
自
分

は
ど
の
辞
書
の
系
列
に
則
ろ
う
か
と
い
う
の
を
決

め
、
そ
れ
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
付
け
加
え
て
い

く
と
い
う
流
れ
に
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
相

当
た
く
さ
ん
の
辞
書
を
見
ま
し
た
よ
。
極
端
に
言

え
ば
、
そ
の
当
時
出
て
い
た
漢
和
辞
典
は
す
べ
て

見
た
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
。

　そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
字
源
に
つ
い
て
見
る
と

漢
和
辞
典
に
は
大
き
く
三
つ
の
流
れ
が
あ
る
と
い

う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
赤
塚
先
生
（
＊
赤
塚
忠

／
『
新
字
源
』
編
者
）
系
の
も
の
と
藤
堂
先
生
（
＊

藤
堂
明
保
／
『
学
研
漢
和
大
事
典
』
編
者
）
系
の

も
の
、
そ
し
て
白
川
先
生
（
＊
白
川
静
／
『
字
統
』

編
者
）
系
の
三
つ
の
流
れ
で
す
ね
。
赤
塚
先
生
の

記
述
は
字
形
が
詳
し
く
、
藤
堂
先
生
の
も
の
は
音

韻
が
す
ご
く
詳
し
い
。
ま
た
、
解
釈
と
い
う
観
点

の
っ
と
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す
べ
て
の
漢
和
辞
典
の
〝
源
流
〞

そ
れ
が
『
大
漢
和
辞
典
』
な
の
で
す

か
ら
比
較
す
れ
ば
、
正
統
派
の
赤
塚
先
生
に
対
し

て
、
ぶ
っ
飛
ん
で
い
る
の
が
白
川
先
生
。
白
川
先

生
の
解
釈
は
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
、
す
ご
く
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
ら
え
る
ん
で
す
け
ど
、
う

か
つ
に
信
じ
ち
ゃ
い
け
な
い
部
分
も
あ
っ
た
り

（
笑
）。
で
す
か
ら
同
じ
字
源
に
つ
い
て
考
え
る
と

し
た
ら
、
最
低
限
こ
の
三
つ
を
見
比
べ
て
み
る
必

要
が
あ
る
ん
で
す
。

　で
は
い
っ
た
い
、『
大
漢
和
辞
典
』
と
い
う
の

は
ど
の
流
れ
に
属
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
は
ま
あ
当
た
り
前
な
ん
で
す
け
ど
、
ど
の
流
れ

に
も
入
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
と
い
う
よ
り
も
『
大

漢
和
』
は
、
こ
の
三
つ
の
系
統
の
上
に
位
置
し
て

い
る
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
下
に
位
置
し
て
い
る

と
言
っ
た
方
が
い
い
の
か…

…

、
ど
ち
ら
に
し
て

も
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
辞
書
の
源
流
と
な
る
存
在

が
『
大
漢
和
辞
典
』
な
ん
で
す
よ
。

『
大
漢
和
』
以
外
に
は
あ
り
得
な
い

絶
妙
な
フ
ラ
ッ
ト
感
と
切
り
取
り
の
妙

　な
ぜ
『
大
漢
和
』
が
す
べ
て
の
漢
和
辞
典
の
源

流
た
り
得
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
多

く
の
方
が
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
収
載
さ
れ
て

い
る
用
例
が
素
晴
ら
し
い
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
も

ち
ろ
ん
量
だ
け
で
な
く
質
に
関
し
て
も
で
す
。『
大

漢
和
』
は
、
原
典
を
徹
底
的
に
調
べ
上
げ
た
マ
ニ

ア
ッ
ク
な
用
例
ま
で
載
せ
て
い
な
が
ら
も
、
全
体

と
し
て
膨
大
な
量
の
用
例
を
引
い
て
い
る
こ
と
で
、

結
果
的
に
フ
ラ
ッ
ト
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
と
て
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

ん
で
す
。
圧
倒
的
な
収
録
語
数
と
、
全
体
と
し
て

の
フ
ラ
ッ
ト
さ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
漢

和
辞
典
の
編
者
が
安
心
し
て
『
大
漢
和
』
を
参
考

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
質
・

量
と
も
に
絶
対
的
な
信
頼
感
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
切
り
取
り
方
の
妙
で

し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、日
本
人
に
と
っ
て
は
「
う

み
」
っ
て
も
と
も
と「
み
ず
う
み
」
も「
し
お
う
み
」

も
同
じ
「
う
み
」
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
後

の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
「
湖
」「
海
」
と
い
う
風

に
分
け
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
諸
橋
先
生
の

場
合
は
、こ
う
し
た
「
分
け
る
」
作
業
が
マ
ニ
ア
ッ

ク
な
ま
で
に
細
か
い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
も
う
、

「
こ
こ
ま
で
分
け
る
か
！
」っ
て
い
う
く
ら
い（
笑
）。

こ
れ
は
、
口
で
い
う
と
簡
単
そ
う
で
す
が
、
ど
の

編
者
に
で
も
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や

は
り
、
あ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
用
例
を
集
め
き
っ

た
諸
橋
先
生
だ
か
ら
こ
そ
な
せ
る
業
な
ん
で
す
。

　逆
に
言
え
ば
、
諸
橋
先
生
の
場
合
は
、
個
々
の

用
例
か
ら
読
み
取
れ
る
イ
メ
ー
ジ
や
ニ
ュ
ア
ン
ス

の
微
妙
な
違
い
が
分
か
っ
て
し
ま
う
だ
け
に
、
細

か
く
分
け
て
い
か
な
い
と
気
持
ち
悪
か
っ
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

　「精
緻
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
反
面
、
す
ご
く
遊

ん
で
い
る
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
諸
橋
先
生
の
切
り
口
。

そ
れ
は
、
刀
を
振
り
回
し
て
バ
サ
バ
サ
っ
と
言
葉

を
切
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
な
印
象
す
ら
受
け

る
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た
切
り
口
を
見
せ
て
も
ら

う
こ
と
は
私
に
と
っ
て
非
常
な
楽
し
み
で
す
し
、

各
辞
書
の
編
者
た
ち
も
す
ご
く
刺
激
を
う
け
る
こ

と
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

広く漢字文化圏を俯瞰するための必須資料として国
内外を問わず圧倒的な評価を受け続けている『大漢
和辞典』（諸橋轍次著／全 15巻／小社刊）。

9 　　〝大漢和〟という検算



昨夏に出版された『からだで作る〈芸〉
の思想　武術と能の対話』（安田登、
前田英樹共著／小社刊）

「
身
体
性
」
で
漢
文
を
読
む
と
は

い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？

　そ
ろ
そ
ろ
本
題
の
「
身
体
性
」
の
話
に
入
り
ま

す
が
、ま
ず
、「
子
曰
學
而
時
習
之
、不
亦
説
乎
」（
子

曰
く
、
學
﹇
学
﹈
ん
で
時
に
こ
れ
を
習
ふ
、
ま
た

説
﹇
悦
﹈
ば
し
か
ら
ず
や
）」
と
い
う
『
論
語
』

の
冒
頭
の
有
名
な
一
節
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　じ
つ
は
こ
こ
に
出
て
く
る
文
字
の
ほ
と
ん
ど
は
、

身
体
に
関
わ
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

私
は
そ
れ
ら
の
要
素
を
「
身
体
文
字
」
と
呼
ん
で

い
ま
す
が
、「
子
」
は
文
字
通
り
子
ど
も
の
体
を

表
し
ま
す
し
、「
曰
」
は
口
と
舌
。「
学
」
に
は
両

手
を
動
か
す
様
子
と
子
ど
も
が
含
ま
れ
て
い
ま
す

し
、「
而
」
は
ヒ
ゲ
あ
る
い
は
髪
の
毛
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。「
時
」
に
は
手
が
入
り
、「
習
」
に

は
鳥
の
羽
が
。「
之
」
は
足
で
、「
亦
」
は
立
っ
て

い
る
人
、「
悦
」
は
体
か
ら
魂
が
出
て
い
っ
て
い

る
人
の
形
と
い
っ
た
具
合
に
、
じ
つ
に
身
体
文
字

ば
か
り
な
の
で
す
。
そ
う
思
っ
て
読
み
返
す
と
、

こ
の
文
章
は
非
常
に
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
要
素
を
多

く
含
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
し
、
お
そ
ら

く
こ
れ
が
書
か
れ
た
当
時
の
人
は
、
身
体
の
部
分

を
強
く
感
じ
な
が
ら
読
ん
だ
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　こ
う
い
っ
た
個
々
の
漢
字
に
含
ま
れ
る
身
体
的

な
要
素
を
元
に
し
て
、
リ
ア
ル
な
想
像
力
を
働
か

せ
て
い
く
と
、
漢
文
の
解
釈
の
幅
は
ぐ
っ
と
広
が

っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
「
身
体
性
」
で
漢

文
を
読
む
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　そ
れ
で
は
実
際
に
「
身
体
性
」
を
も
っ
て
冒
頭

の
一
節
を
読
む
と
ど
う
な
る
の
か
。

　「学
」
と
い
う
文
字
は
両
手
を
使
っ
て
子
弟
に

礼
楽
や
舞
を
教
え
て
い
る
さ
ま
で
す
し
、「
習
」

は
両
手
を
羽
の
よ
う
に
広
げ
て
自
由
に
舞
う
イ
メ

ー
ジ
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、「
悦
」
と
い
う
文

字
は
巫
女
の
体
か
ら
外
に
何
か
が
出
て
行
く
さ
ま

を
表
し
ま
す
が
、
憑
依
さ
れ
て
一
体
化
し
た
り
、

あ
る
い
は
脱
魂
し
て
霊
界
を
遊
行
し
て
い
る
よ
う

な
、
あ
る
種
、
呪
術
的
と
も
い
え
る
よ
ろ
こ
び
の

感
覚
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
『
論
語
』
の
一
節
は
、

現
在
の
私
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
ほ
ど
遠
く
、
も

っ
と
呪
術
的
で
、
そ
し
て
も
っ
と
躍
動
感
溢
れ
る

文
章
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
す
。

　こ
れ
は
「
身
体
性
」
の
ひ
と
つ
の
側
面
に
過
ぎ

ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
感
覚
を
意
識
せ
ず
に
読
む

と
、『
論
語
』
の
意
味
は
全
然
変
わ
っ
て
し
ま
い

ま
す
し
、
ま
っ
た
く
面
白
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う

と
思
う
ん
で
す
よ
。
だ
っ
て
、
辞
書
の
意
味
を
そ

の
ま
ま
現
代
の
感
覚
で
受
け
取
っ
て
読
ん
で
し
ま

う
と
、「
机
に
座
っ
て
勉
強
し
て
時
々
復
習
す
る

の
が
悦
楽
だ
」
っ
て
い
う
こ
と
に
な
っ
ち
ゃ
う
で

し
ょ
（
笑
）。
能
も
そ
う
で
す
が
、
昔
の
人
々
の

圧
縮
さ
れ
た
思
い
や
感
覚
を
〝
解
凍
〞
す
る
た
め

に
は
、
表
面
的
な
意
味
を
現
在
の
感
覚
で
な
ぞ
る

だ
け
で
は
不
十
分
で
、
私
の
場
合
は
そ
こ
に
「
身

体
性
」
と
い
う
要
素
を
加
味
し
て
い
る
の
で
す
。

『
大
漢
和
』
し
か
持
ち
得
な
い

新
た
な
解
釈
の
た
め
の
検
算
機
能

　能
の
世
界
で
は
最
低
、
十
年
間
は
師
匠
の
言
う

こ
と
に
ま
っ
た
く
疑
い
を
持
っ
て
は
い
け
な
い
ん

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
師
匠
と

同
じ
芸
風
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
こ
と
も
ま
た
、
無

主
風
と
い
っ
て
嫌
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。
芸
に
主
体

性
が
な
い
と
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
漢
文
に
も
言

圧
縮
さ
れ
た
古
の
人
々
の
感
覚

そ
の
解
凍
の
鍵
を
握
る
『
大
漢
和
』

い
に
し
え
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安
田
登
（
や
す
だ
・
の
ぼ
る
）

一
九
五
六
年
、
千
葉
県
生
ま
れ
。
下
掛
宝
生
流
ワ
キ
方
能
楽
師
。
ワ
キ
方

の
重
鎮
・
鏑
木
岑
男
師
に
二
十
代
後
半
で
入
門
。
東
京
を
中
心
に
能
の

舞
台
を
勤
め
る
ほ
か
、
異
分
野
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
も
活
発
に
取

り
組
む
か
た
わ
ら
、
東
京
・
広
尾
の
東
江
寺
に
て
「
寺
子
屋
」
と
称
す

る
私
塾
も
主
催
し
て
い
る
。『
か
ら
だ
で
作
る
〈
芸
〉
の
思
想 

武
術
と
能

の
対
話
』（
共
著
・
大
修
館
書
店
）、『
あ
わ
い
の
力 

「
心
の
時
代
」
の
次

を
生
き
る
』（
ミ
シ
マ
社
）
な
ど
著
書
多
数
。

え
て
、
歴
史
的
に
積
み
重
な
っ
て
き
た
解
釈
か
ら

自
由
に
な
る
た
め
に
は
、
一
度
、
辞
書
か
ら
離
れ

て
み
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
辞
書
と

い
う
師
匠
か
ら
距
離
を
取
り
、
辞
書
に
記
述
さ
れ

て
い
る
意
味
の
、
さ
ら
に
奥
に
分
け
入
っ
て
い
こ

う
と
試
み
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
自
分
な
り
に
漢

文
を
解
凍
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　も
ち
ろ
ん
最
初
か
ら
辞
書
を
疑
う
な
ん
て
論
外

で
す
よ
。
辞
書
か
ら
教
わ
る
こ
と
が
す
べ
て
の
ベ

ー
ス
。
目
を
つ
む
っ
て
も
見
た
い
ペ
ー
ジ
が
パ
ッ

と
開
け
る
く
ら
い
辞
書
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
か

ら
で
な
い
と
、
辞
書
を
疑
う
資
格
な
ん
て
あ
り
ま

せ
ん
。
実
際
、
私
の
よ
う
な
読
み
方
は
専
門
家
の

方
か
ら
い
わ
せ
る
と
邪
道
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

し
か
し
発
想
の
ヒ
ン
ト
は
す
べ
て
辞
書
か
ら
得
て

い
て
、
そ
の
安
心
感
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
由
に

想
像
の
翼
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　つ
ま
り
で
す
ね
、
私
な
り
の
解
釈
と
い
っ
て
も

そ
れ
は
辞
書
と
の
間
に
「
身
体
性
」
と
い
う
距
離

感
を
も
っ
て
読
ん
で
い
る
だ
け
の
こ
と
で
し
て
、

そ
う
い
っ
た
距
離
感
を
き
ち
ん
と
保
つ
た
め
に
は
、

や
は
り
『
大
漢
和
辞
典
』
と
い
う
辞
書
が
不
可
欠

な
の
で
す
。
こ
の
解
釈
は
他
の
用
例
に
当
て
は
め

て
も
通
じ
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
音
韻
と
い

う
観
点
で
も
矛
盾
が
な
い
か
。
そ
う
し
た
検
証
作

業
は
す
べ
て
最
終
的
に
『
大
漢
和
』
に
行
き
着
か

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
う
、『
大
漢
和
』
に
よ
る

検
算
し
か
方
法
が
な
い
の
で
す
。

　も
ち
ろ
ん
検
算
の
結
果
、
自
分
の
解
釈
が
間
違

っ
て
い
る
こ
と
も
、
残
念
な
が
ら
多
々
あ
り
ま
す

（
笑
）。
そ
れ
と
、『
大
漢
和
』
の
用
例
に
は
き
ち

ん
と
出
典
が
出
て
い
る
の
で
、
春
秋
時
代
の
用
例

に
は
当
て
は
ま
る
け
ど
、
戦
国
時
代
の
用
例
に
な

る
と
説
明
が
つ
か
な
い
、
と
い
っ
た
新
た
な
発
見

を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、『
大
漢
和
』

の
用
例
の
原
文
に
当
た
る
の
も
楽
し
み
で
す
し
、

新
た
な
古
典
を
知
る
機
会
に
も
な
り
ま
す
。

　い
ず
れ
に
し
て
も
、
漢
文
が
書
か
れ
た
当
時
の

リ
ア
リ
テ
ィ
を
正
し
く
感
じ
取
り
、
味
わ
う
た
め

に
は
、
手
間
暇
を
か
け
て
解
凍
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
試
行
錯
誤
に
は
『
大
漢
和
辞
典
』
と
い
う
存

在
が
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
の
で
す
。

1 1 　　〝大漢和〟という検算


