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も
つたい
な

『
勿
体
無
し
』
考

｢も
っ
た
い
な
い
｣
と
言
え
ば
､
今
日
の
私
ど
も
は
､
多
く
の
場
合
､
｢折
角

の
も
の
を
､
然
る
べ
く
役
に
も
立
て
な
い
で
､
い
た
ず
ら
に
捨
て
お
く
､
も
し

く
は
､
む
ざ
む
ざ
使
い
捨
て
る
の
は
惜
し
い
｣
と
い
う
意
味
に
使

っ
て
い
る
｡

単
に
｢惜
し
い
｣
｢あ
た
ら
惜
し
い
｣
と
い
う
だ
け
の
含
意
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
.
例
に
よ
っ
て

『広
辞
苑
』
を
見
る
と
､
榊
に

｢
む
や
み
に
要
す
の
が
惜
し

い
｣
と
い
う
の
が
'
｢も

っ
た
い
な
い
｣
の

語義
と
し
て
は
最
後
に
挙
げ
て
あ

る
｡
ま
さ
に
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
､
今
日
､
私
ど
も
は
こ
の
こ
と
ば
を
使
っ

て
い
る
｡

そ
れ
ば
か
り
で
な
-
､
｢
そ
れ
を
私
に
下
さ
る
の
で
す
か
､
も
っ
た
い
な
い
｣
､

｢あ
な
た
の
よ
う
な
お
方
に
､
こ
ん
な
会
に
お
い
で
頂
い
て
､
も
っ
た
い
な
い
｣

と
い
う
よ
う
な
言
い
方
も
す
る
｡
英
語
に
d
escen
d
と
い
う
の
が
あ
っ
て
'
例

え
は
村
の
大
旦
那
が
水
呑
百
姓
の
せ
が
れ
に
声
を
か
け
る
の
を
H
e
d
escend
ed

to
say
t.G
o
o
d
･by
e
;
t
o
h
im
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
あ
っ

た
のを
読

ん
だよ
う
な
記
憶
が

あ

る
の
で
､
ふ
と

｢も
っ
た
い
な
し
｣
に
関
連
し
て
思
い

出
し
た
が
､
改
め
て
辞
書
に
あ
た
っ
て
み
る
と
､
語
意
の
最
後
の
方
に
､
｢
(
一

定
の
知
的

･
道
徳
的

･
社
会
的
基
準
か
ら
)
身
を
お
と
す
､
身
を
屈
し
て
-
-

す
る

(sto
o
p
)､
堕
落
す
る
云
云
｣
と
い
う
の
が
見
出
さ
れ
る
｡
ち
ょ
っ
と
私

の
か
つ
て
思
い
込
ん
だ
の
と
は
少
し
違
う
よ
う
で
も
あ
る
｡
か
つ
て
高
貴
の
方
､

長
谷
川
鑛
平

た
と
え
は
皇
族
の
誰
か
が
何
か
の
会
に
出
席
さ
れ
る
の
を
､
新
聞
な
ど
は

｢勿

体
な
く
も
○
○
殿
下
の
台
臨
を
仰
い
で
-
-
｣
な
ど
と
書
い
た
も
の
で
あ
る
｡

一
往
､
r広
辞
苑
』
の
脚
に
｢畏
れ
多
い
｡
か
た
じ
け
な
い
O
あ
り
が
た
い
｣
と

あ
る
の
に
当
た
る
｡

こ
こ
で
改
め
て
そ
の
『広
辞
苑
』
を
見
て
み
る
と
､
冒
頭
に
カ
ッ
コ
し
て
｢物

の
本
体
を
失
す
る
意
｣
と
あ
っ
て
'
さ
て
､
川
神
仏

･
貴
人
な
ど
に
対
し
て
不

都
合
で
あ
る
｡
不
屈
で
あ
る
｡
と
あ
っ
て
､

脚畏
れ
多
い
｡
か
た
じ
け
な
い
.

あ
り
が
た
い
｡
仰
む
や
み
に
費
す
の
が
惜
し

い｡
と
続
-
｡

『大
言
海
』
を
見
て
も
'
大
体
同
じ
よ
う
な
順
序
で
挙
げ
て
あ
る
｡
つ
ま
り
､

『広
辞
苑
』
の
日
が
原
義
で
､
そ
れ
が
歴
史
的
に
変
遷
し
て
､
今
日
'
私
ど
も

は
前
記
榊
な
い

し脚
の
意
味
で
､
こ
の
こ
と
ば
を
使

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

二

近
畿
大
学

の竹
中
靖

1
博
士
に
三
も
っ
た
い
な
い
j
と
い
う
こ
と
｣
と
い
う

一
文
が
あ
る

(｢近
畿
大
学
学
報
｣
第

一
四
二
号
-
昭
和
四
七
年
七
月

一
日
)
0

竹
中
博
士
は
か
つ
て
こ
の

｢
も
っ
た
い
な
い
｣
を
英
語
で
言
い
表
わ
そ
う
と
し

て
大

へ
ん
苦
労
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
｡
そ
の
と
き
京
大
の
野
間
光
辰
教
授
に
た

ず
ね
て
､
こ
れ
が
鎌
倉
時
代
か
ら
の
俗
語
で
あ
る
こ
と
を
教
わ
っ
た
｡
室
町
時

代
の
辞
書
に

｢下
学
集
｣
と
い
う
の
が
あ
る
｡
著
者
は
わ
か
ら
な
い
が
､

一
四
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諮

四
四
年
に
成
立
し
た
国
語
辞
書
で
'
岩
波
文
庫
に
あ
る
｡
そ
の
言
辞
門
第
十
七

モツタイ

モツ

ム

に
｢
勿

妹

勿

ハ
無

也
､
勿
体
ノ
二
字
即
チ
正
鉢
無
キ
義
也
｡
然
ル
ニ
日
本
ノ

俗
､
書
状

二
勿
姉
無
シ
ト
云
フ
ハ
大

二
正
理
ヲ
失
フ
也
､
子
細
之
ヲ
思
フ
べ
シ

云
云
｣
と
あ
る
｡
つ
ま
り
､
勿
鉢
と
は
正
体
の
な
い
こ
と
で
､
そ
し
て
正
体
が

な
い
と
は
､
理
に
か
な
っ
た
正
し
い
姿
､
形
の
'
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
と
こ

ろ
で
､
上
引
後
半
の

｢然
ル
ニ
-

-
｣
以
下
は
､
ど
う
い
う
こ
と
か
｡
案
ず
る

に
､
も
う
そ
の
当
時
､
勿
体
な
い
と
い
う
の
を
､
通
俗
で
は
､
と
か
-
､
今
日

と
ほ
ぼ
同
じ
く
'
『広
辞
苑
』
の
^sB畏
れ
多
い
､
か
た
じ
け
な
い
､
^はの
無
雑
作

に
使
い
捨
て
る
の
が
惜
し
い
､
の
意
味
に
使
わ
れ
始
め
て
い
た
の

では
あ
る
ま

い
か
｡
さ
れ
ば
こ
そ
､
｢
-
-
大

二
正
理
ヲ
失
フ
也
'
子
細
之
ヲ
思
フ
可
シ
｣
と
､

辞
書
ら
し
か
ら
ぬ
こ
と
が
言
っ
て
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

も
つた
い

と
こ
ろ
で
､
勿

体

な
い
と
い
う
と
き
の
な
い
は
､
否
定
詞
で
は
な
く
て
､
強

調
の
た
め
の
言
葉
だ
と
い
う
説
が
あ
る
｡
た
と
え
ば

｢
せ
わ
し
い
｣
と
い
う
の

を
'
処
に
よ
っ
て
は

｢
せ
わ
し
な
い
｣
と
言
う
｡
こ
れ
は

｢
せ
わ
し
く
･無
い
｣

の
で
は
な
く
て

｢大

へ
ん
せ
わ
し
い
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
『広
辞
苑
』
で
ち

｢
せ
わ
し
な
し
=
忙
し
な
し

(｢
な
し
｣
は
甚
だ
し
い
意
)｣
と
あ
る
｡
(但
し
'

｢も
っ
た
い
な
し
｣
の
項
で
は

｢
な
し
｣
は
甚
だ
し
い
の
意
で
あ
る
と
い
う
注

記
は
な
い
｡
)
同
様
に
し
て

｢も

っ
た
い
な
い
｣
も
､
甚
だ
し
く
正
体
を
失

っ

て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

め
いばくせん
だ
い
は
ぎ

も
う

1
つ
類
例
を
挙
げ
る
｡
｢
伽

羅

先

代

萩

｣

に
｢
-
-
読
む
内
父
は
そ
ぞ
ろ

な
く
欺
け
ば
母
は
声
を
上
げ
‥
-
･｣
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
｡
そ
こ
の

｢そ
ぞ

ろ
な
-
｣
は
実
は

｢
そ
ぞ
ろ
に
｣
と
同
じ
で
､
な
し
は
そ
の
甚
だ
し
い
意
を
添

え
る
接
尾
辞
で
あ
る
と
い
う
頭
注
が
あ
る

(日
本
古
典
文
学
大
系

『浄
瑠
璃
』

下
､
三
二
五
頁
)｡
勿
体
な
い
の
な
い
と
同
じ
は
た
ら
き
を
､
そ
ぞ
ろ
な
く
の
な

く
は
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

三

｢勿
体
な

い｣に
つ
い
て
は
､
『太
平
記
』
と

『源
平
盛
衰
記
』
が
必
ず
引
証

さ
れ
る
｡
『広
辞
苑
』
も

『大
言
海
』
も
そ
う
で
あ
る
｡
そ
こ
で
一
往
､
あ
た
っ

て
み
る
こ
と
に
す
る
.
ま
ず

『太
平
記
』
で
あ
る
-

巻
第
三
十
五

｢北
野
通
夜
物
語
ノ
事
､
付
青
砥
左
衛
門
ガ
事
｣
に

｢勿
体
無

ク
｣
が
出
て
-
る
｡
九
代
目
の
執
権
北
条
貞
時
が
'
五
代
目
執
権
北
条
時
頼
の

先
例
に
倣

っ
て
､
諸
国
を
行
脚
L
t
ひ
そ
か
に
非
違
を
正
し
て
い
た
み
ぎ
り
'

久
我
の
内
大
臣
某
が
､
さ
さ
い
な
こ
と
で
法
皇
の
御
機
嫌
を
損
じ
､
所
領
を
こ

と
ご
と
く
没
収
さ
れ
て
逼
息
し
て
い
る
の
を
救

っ
て
や
っ
た
と
こ
ろ
に
'
｢貞
時

ツプ
サ

具

二

間
テ
､
『御
罪
科
差
シ
タ
ル
事

ニ
モ
侯

ハ
ズ
､
ソ
ノ
上
大
家
ノ
一
跡
'
コ
ノ

ナ
タ
モツタ
イ

時
断
亡
セ
ソ
事
'
無

二
勿

体

J

侯
｡
-
･･･』
ト
｣
重
石
と
あ
る
｡
｢差
し
た
罪
科
も

な
い
の
に
､
そ
こ
も
と
ほ
ど
の
大
家
の
家
系
が
､
こ
の
際
､
絶
え
ほ
ろ
び
て
し

ま
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
､
正
理
に
反
し
､
本
来
あ
る
べ
き
こ
と
で
は
な

い
､
け
し
か
ら
ん
｣
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
(日
本
古
典
文
学
大
系

『太
平
記
』

三
で
は
､
解
説
者
は
こ
の
｢勿
体
無
シ
｣
に
特
に
注
意
す
べ
き
も
の
を
見
な
か
っ

た
の
か
､
頭
注
が
加
え
て
な
い
｡)
こ
れ
は
｢勿
体
な
し
｣
の
第

一
義
に
属
す
る
｡

も
う

一
つ
の
『源
平
盛
衰
記
』
の
方
は
'
｢平
氏
手
向
を
嫌
ふ
､
附
､
通
盛
小

宰
相
を
請
ふ
事
｣
の
候
で
あ
る
｡
時
は
ま
さ
に
一
の
谷
の
合
戦
の
前
夜
､
こ
と

も
あ
ろ
う
に
､
越
前
三
位
平
通
盛
は
､
旅
の
仮
屋
に
武
装
を
腰
き
､
小
宰
相
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

い
う
女
房
を
船
よ
り
呼
び
迎
え
て
'
正
体
も
な
い
て
い
た
ら
く
で
あ

っ
た
｡
｢帯

紐
解
き
広
げ
て
'
思
ふ
事
な
-
お
は
す
る
こ
と
'
勿
体
な
し
｣
と
あ
る
｡
ま
さ

に
､
あ
る
べ
き
正
し
い
姿
で
は
な
い
'
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
も
第

一
義
｡

あ
りど
おし

さ
ら
に
竹
中
博
士
は
謡
曲
｢
蟻

通

｣

に
も
言
及
し
て
お
ら
れ
る
｡
｢蟻
通
｣
は

い
わ
ゆ
る
四
番
目
物
で
'
世
阿
弥
元
清
の
作
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
世
阿
弥
の
創

作
で
は
な
く
､
前
か
ら
田
楽
能
で
行
わ
れ
て
い
た
の
を
'
世
阿
弥
が
改
作
を
加

え
て
能
に
し
た
も
の
と
野
上
豊

一
郎
先
生
は
推
定
し
て
お
ら
れ
る
(｢解
説
謡
曲
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全
集
｣
第
四
巻
五
五
頁
)0

紀
の
貫
之
が
和
歌
の
道
に
精
通
す
る
者
と
し
て
'
和
歌
の
浦
の
玉
津
島
明
神

に
参
詣
し
ょ
う
と
し
た
旅
の
途
中
､
行
き
暮
れ
て
､
暗
や
み
に
ま
ざ
れ
､
和
泉

の
国
の
蟻
通
の
明
神
の
御
宝
前
に
馬
を
乗
り
入
れ
て
し
ま
っ
た
｡
当
時
､
神
前

げ
ば
ふだ

で
は
下
馬
す
る
の
が
作
法
で
あ
っ
て
､
普
通
､
神
社
前
に
は
下

馬

札

が
立
て
て

あ
っ
た
｡
そ
こ
で
宮
人

(
シ
テ
)
が
と
が
め
て

｢さ
て
下
馬
は
わ
た
り
も
な
か
り
け
る
か
｣
(下
馬
な
さ
ら
な
か
っ
た
の
で
す
か
)

と
呼
び
か
け
た
､
ワ
キ
の
貫
之
は

｢
そ
も
や
下
馬
と
は
心
得
ず
'
こ
こ
は
馬
上
の
な
き
所
か
｣

も
た
い

｢あ
ら
勿
体
な
の
御
事
や
｡
蟻
通
の
明
神
と
て
､
物
巻
め
し
給
ふ
御
神
の
､
か

く
ぞ
と
知

っ
て
馬
上
あ
ら
は
､
よ
も
御
命
の
侯
べ
き
｣

と
驚
か
さ
れ
た
｡
結
局
は
貫
之
の
和
歌
に
精
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
め
で
て
､

宮
人
､
即
ち
蟻
通
の
明
神
に
､
神
前
を
下
馬
し
な
か
っ
た
非
礼
を
ゆ
る
さ
れ
る

も
た
い

の
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
も
､
｢勿
体
な
｣
は
'
あ
る
べ
き
理
､
あ
る
べ
き
姿
の
失

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
第

一
義
に
属
す
る
｡
も
っ
と
も

｢謡
曲
全
集
｣

の
振
り
が
な
に
よ
る
と
､
｢あ
ら
モ
ク
イ
ナ
の
御
事
や
｣
と
､
｢
キ
ッ
ク
イ
ナ
シ
｣

で
は
な
く
て
､
｢
モ
タ
イ
ナ
｣
と
､
促
音
ツ
を
外
し
て
名
詞
化
し
て
あ
る
｡

ち
な
み
に
､
宮
人
､
即
ち
蟻
通
の
明
神
､
と
何
気
な
く
書
い
て
し
ま
っ
た
が
､

こ
れ
は
､
謡
曲
で
は
､
前
ジ
テ
が
仮
り
の
姿
で
登
場
し
､
後
､
適
当
な
と
こ
ろ

で
､
そ
れ
が
実
は
仮
り
の
姿
で
あ
っ
て
､
本
体
は
､
こ
こ
で
は
蟻
通
の
明
神
そ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
露
わ
に
さ
れ
､
後
ジ
テ
と
し
て
浜
鼓
を
盛
り
上
げ
て
興

奮
裡
に
終
る
､
と
い
う
わ
け
で
､
こ
れ
が
常
道
で
あ
る
｡

四

と
こ
ろ
で

｢
も
っ
た
い
な
し
｣
と
並
ん
で

｢も
っ
た
い
｣
と
い
う
独
立
語
も

あ
っ
た
し
､
ま
た
現
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
前
引

『下
学
集
』
の
勿
鉢
は
'
実
は

｢勿
鉢
モ
ツ
タ
イ
｣
と
し
て
名
詞
扱
い
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
『大
言
海
｣
に

よ
る
と
､
｢ブ
ツ
タ
イ
｣
と
も
発
音
し
た
も
の
ら
し
-
､
物
標
･勿
髄

(物
体
･

勿
体
)
の
両
字
が
宛
て
て
あ
り
､

(
一
)

モ
ノ
ノ
カ
タ
チ
､
物
体
､
(
二
)

モ
ノ
モ
ノ
シ
キ
コ
-
､
又
､

ソ
ノ
容
子
｡
｢勿
体
を
つ
け
る
｣
(
タ
カ
ブ
ル
､
容
体
ブ
ル
､
玲
重
)

と
あ
る
Q
そ
し
て

『広
辞
苑
』
で
も

｢
も
っ
た
い
｣
(勿
体
･物
体
)
は
元
来

｢物

の
本
体
｣
の
意
で
､

川
重
々
し
い
さ
ま
｡
物
々
し
い
さ
ま
｡

似尊
大
な
さ
ま
.

と

あっ
て
､
こ
の
第
二
義
の
方
が
､
先
ほ

どの
｢も
っ
た
い
を
つ
け
る
｣
｢も
っ

た
い
ぶ
る
=
勿
体
振
る
｣
｢も
っ
た
い
ら
し
い
｣
(重
々
し
-
見
え
る
､
大
層
ら

し
い
)
に

つ
な
が

っ
て
行
く
｡

そ
し
て
そ
の
本
義
が
よ
く
出
て
い
る
例
と
し
て
､
両
者
と
も
､
近
松
作
の
浄

こく
せん
や

瑠
璃

｢国
性
爺
合
戦
｣
(正
徳
五
=

一
七

一
五
作
)
の

｢
さ
す
が
五
常
軍
甘
輝
と

も
つた
い

名
に
負
ふ
そ
の
勿
鉢
､
錦
祥
女
出
迎
ひ
'
云
云
｣
を
引
い
て
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
｢も
っ
た
い
｣
が
物
の
本
体
の
意
で
あ
っ
て
､
そ
の
重
重
し
い
､

物
物
し
い
さ
ま
に
焦
点
を
あ
て
て
言
う
こ
と
は
で
あ
る
な
ら
は
､｢も
っ
た
い
な

し
｣
の
な
し
は
､
｢甚
だ
し
い
｣
の
意
味
で
あ
る
必
要
は
な
-
､
｢無
し
｣
の
意

味
で
け
っ
こ
い
よ
い
は
ず
で
あ
る
｡
本
体
･本
姿
を
亡
失
し
て
､
け
し
か
ら
ぬ
､

形
な
し
で
あ
る
で
､
意
味
は
通
じ
る
｡
｢勿
体
な
し
｣
の
､
勿
が
無
で
否
定
､
な

し
が
無
し
で
こ
れ
ま
た
否
定
､
そ
こ
で
否
定
に
否
定
が
重
な
っ
て
は
肯
定
に
逆

転
し
て
し
ま
う
は
ず
で
'
お
か
し
い
で
は
な
い
か
､
と
い
う
冒
頭
に
言
及
し
た

懸
念
は
､
｢も
っ
た
い
｣
が
､
今
述
べ
た
よ
う
で
勿
体
が

｢物
体
｣
で
､
本
体
･

本
姿
の
意
味
で
あ
れ
は
､
｢勿
体
な
し
｣
は
本
体
･本
姿
の
喪
失
､
け
し
か
ら
ぬ

醜
態
と
な
っ
て
､
こ
れ
は
こ
れ
で
意
味
が
通
る
｡
｢
せ
わ
し
な
い
｣
の
な
い
と
は

性
質
が
ち
が
う
'
何
の
ケ
レ
ン
も
な
し
に
､
な
し

･
な
い
は
端
的
に
否
定
で
､

も
つた
い
･
,

勿

体

な

い

は
十
分
に
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
｡

180



28

私
は
そ
こ
で

『大
言
海
』
と

『広
辞
苑
』
と
が
素
朴
に

｢勿
体
｣
と

｢物
体
｣

と
を
同
置
し
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
さ
し
は
さ
ま
ざ
る
を
得
な
-
な
っ
た
｡
｢勿

体
｣
の
訓
み
は
モ
ッ
タ
イ
で
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
物
体
の
物
も
､
食
物
を
シ
ョ
ク

モ
ツ
､
荷
物
を
ニ
モ
ツ
と
訓
む
よ
う
に
､
ブ
ッ
ク
イ
と
並
ん
で
モ
ッ
タ
イ
と
も

モツタ
イ

モツタ
イ

訓
ま
れ
得
る
し
､
ま
た
訓
ま
れ
も
し
た
で
あ
ろ
う
｡
勿

体

と

物

体

と

､
た
ま
た

ま
訓
み
が
同

一
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
､
も
と
も
と
起
原
を
異
に
し
､

従
っ
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
相
異
な
っ
て
い
た
は
ず
の
二
語
が
､
混
同
さ
れ
て

し
ま
い
､
文
字
表
現
も
だ
い
た
い

｢勿
体
｣

一
つ
に
落
ち
つ
い
て
し
ま
っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
過
を
推
定
し
て
よ
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
『大
言
海
』

に
も

『広
辞
苑
』
に
も
､
モ
ッ
タ
イ
に
物
体

･
勿
体
が
ま
る
で
無
神
経
に
二
者

列
記
し
て
あ
る
の
で
､
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
'
二
者
を
同
格
､
つ
ま
り
同
意
味

の
こ
と
ば
と
し
て
受
け
と
っ
て
し
ま
っ
て
も
､
責
は
な
い
｡
そ
こ
の
と
こ
ろ
に

批
判
す
べ
き
も
の
を
怠

っ
た
不
用
意
が
､責
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
｡

後
考
を
待
つ
｡

ち
な
み
に
漢
和
辞
典
で
は

｢勿
体

(堤
)｣
は
モ
ッ
タ
イ
と
訓
み
､
｢も
の
も

の
し
い
こ
と
｡
尊
大
な
こ
と
｡
仰
山
な
こ
と
｣
と
あ
っ
て
､
｢勿
体
な
し
｣
に
は

言
及
し
て
な
い
｡
｢勿
体
な
し
｣
は
国
語
な
の
で
'
漢
語
辞
典
の
関
知
す
る
と
こ

ろ
で
は
な
い
の
で
､
そ
れ
は
そ
れ
で
宜
し
か
ろ
う
｡

五

こ
の
よ
う
な

こ
と
ば
が
､
な
ぜ
､
｢物
の
浪
費
･濫
費
を
惜
し
む
｣
意
味
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
､
と
竹
中
博
士
も
疑
問
を
も
た
れ
た
｡
そ

し
て
ま
こ
と
に
妥
当
な
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
(前
掲
小
文
)｡
つ
ま
り
'
そ

み･Ltう
が

の
よ
う
な
意
味
転
化
の
背
後
に
は
､
｢

冥

加

｣

の
思
想
が
あ
っ
た
､
と
言
う
の
で

あ
る
｡
冥
加
と
は
無
論
､
仏
教
語
で
'
｢知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
神
仏
が
わ
れ

わ
れ
に
施
し
て
-
れ
る
加
護
｣
の
こ
と
で
あ
る
｡
目
に
見
え
な
い
神
仏
の
お
助

み
よ
う
じ
よ

み
よ
う
り

け
'
冥

助

･

冥

利

で
あ
る
｡

た
と
え
ば
'
米
粒
が
ひ
と
つ
落
ち
て
い
て
も
､
ひ
と
は

｢も
っ
た
い
な
い
｣

と
言
う
｡
そ
れ
は
､
た
っ
た

一
粒
の
米
と
い
え
ど
も
'
誰
か
ひ
と
が
そ
れ
だ
け

＼1､

の
心
遣
い
･労
力
を
然
る
べ
き
仕
方
で
費
し
た
結
果
'
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

そ
れ
が
あ
た
ら
路
面
に
落
ち
て
､
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
｡
た
っ
た

一
粒
で

は
余
り
に
も
微
量
に
過
ぎ
て
､
わ
ざ
わ
ざ
拾
い
取
る
だ
け
の
こ
と
に
は
値
し
な

い
か
も
知
れ
な
い
｡
そ
れ
に
し
て
も
､
何
人
か
の
努
力
の
結
晶
が
無
駄
に
放
置

さ
れ
､
や
が
て
そ
れ
が
い
た
ず
ら
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
､
い
た

ま
し
い
｡
そ
う
い
う
こ
と
が
ま
ず
あ
る
｡

そ
し
て
米
は
そ
も
そ
も
'
飯
に
た
く
な
り
､
何
か
加
工
し
て
人
の
口
に
は
い

り
'
栄
養
の
〓
柄
と
な
っ
て
初
め
て
'
米
は
米
で
あ
る
こ
と
の
有
意
味
を
貫
徹

す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
が
米
と
し
て
の
理
に
か
な
っ
た
在
り
方
で
あ
り
､

わ
れ
わ
れ
人
間
と
し
て
も
納
得
が
で
き
､
安
心
し
て
附
き
合
え
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
｡
そ
う
し
て
初
め
て
'
米
も
生
き
､
人
間
も
生
き
る
｡
と
い
う
事
態
の

背
後
に
'
そ
う
あ
る
こ
と
を
望
み
､
ま
た
そ
う
あ
ら
せ
よ
う
と
し
､
事
実
そ
う

ぜ
んぎ
い

な
っ
た
暁
に
は
'
善

哉

'
善
哉

(善
い
か
な
'
善
い
か
な
)
と
喜
ん
で
下
さ
る

神
か
仏
が
あ
る
､
と
多
く
の
人
が
ひ
そ
か
に
信
じ
て
疑
わ
な
い
｡
だ
か
ら
し
て

た
と
い
一
粒
で
あ
っ
て
も
､
そ
の
使
命
を
貫
徹
し
得
な
い
で
､
そ
の
ま
ま
い
た

ず
ら
に
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡
そ
れ
で
は
､
神
仏
に
対
し
'
神

仏
の
冥
助
に
対
し
て
相
済
ま
な
い
'
恐
れ
多
い
｡
と
い
う
の
が
'
つ
ま
り
､
も
っ

た
い
な
い
と
い
う
己
み
が
た
い
意
識

･
感
得
の
､
由
っ
て
来
た
る
源
泉
な
の
で

あ
る
｡

江
戸
時
代
は
封
建
時
代
で
'身
分
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
厳
と
し
て
あ
り
'従
っ

て
誰
に
で
も
万
事
に
つ
き
身
分
相
応
の
め
ど
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
｡
分
限
思

想
で
あ
る
｡
誰
し
も
時

･
処

･
位
に
応
じ
て
許
容
さ
れ
る
限
界

･
分
限

･
分
際

が
あ
っ
て
､
そ
れ
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
､
し
か
し
､
事
実
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上
'
逸
脱
す
る
と
､
そ
の
程
度
に
応
じ
て
､
必
ず
や
心
安
か
ら
ざ
る
も
の
が
心

底

･
身
辺
に
わ
だ
か
ま
っ
て
く
る
｡
そ
の
許
容
範
囲
内
に
あ
る
限
り
､
な
ん
と

な
-
所
を
得
て
'
心
安
ら
か
な
も
の
が
あ
る
｡
エ
レ
メ
ソ
ド
に
あ
る
の
で
あ
る
｡

ア
ト
･
ホ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
､
少
し
で
も
そ
の
限
度
を
超

え
よ
う
と
す
る
と
､
と
た
ん
に

｢も
っ
た
い
な
さ
｣
が
､
じ
わ
り
と
心
底
か
ら

湧
き
起

っ
て
く
る
O
そ
う
い
う
微
妙
な
も
の
が
陪
暗
裡
に
1
種
の
平
衡
作
用
を
､

生
活
意
識
の
隅
隅
に
ま
で
及
ぼ
し
て
-
る
｡
こ
れ
が
や
が
て
物
を
む
ざ
む
ざ
と

使
い
捨
て
る
こ
と
を
好
ま
ず
､
ま
た
使
う
以
上
は
､

一
〇
〇
パ
ー
セ
ソ
ー
そ
の

物
の
功
用
を
発
揮
さ
せ
ね
は
お
か
ぬ
と
い
う

｢倹
約
｣

の
精
神
と
も
な
っ
て
､

心
身
に
浸
透
す
る
｡

六

倹
約

･
節
倹
と
い
え
ば
､
心
学
の
創
始
者
石
田
梅
岩

(
一
六
八
五
-
一
七
四

四
)
に

『斉
家
論
』
と
い
う
著
書
が
あ
っ
て
'
倹
約
の
哲
学
を
展
開
し
て
あ
る
｡

そ
の
要
旨
は
､
私
利
私
欲
を
離
れ
て
､
虚
心
担
懐
'
理
法
に
従
う
､
理
法
を
失

わ
な
い
よ
う
に
す
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
物
に
は
何
も
の
に
も

本
来
そ
れ
に
具
わ
っ
て
い
る
理
法
､
使
命
､
功
用
が
あ
る
｡
物
を
消
費
す
る
こ

と
は
､
無
論
'
消
費
者
の
需
要
を
み
た
す
資
材
と
し
て
そ
の
物
を
利
用
活
用
す

る
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
当
の
そ
の
物
に
本
具
す
る
理
法
'
使
命
､
功
用

かた

を
そ
の
ま
ま
､
法
通
り
に
発
揮
さ
せ
'
そ
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
､
わ
れ
わ
れ
の

需
要
を
過
不
足
な
-
充
た
す
こ
と
に
な
る
'
そ
う
い
う
使
い
方
が
望
ま
し
い
と

い
う
の
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
の
需
要
を
過
不
足
な
-
充
足
す
る
た
め
に
は
､
そ

の
た
め
の
資
材
も
あ
た
か
も
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
あ
れ
は
よ
い
｡
過
分
に
投
入

す
る
必
要
は
全
く
な
い
｡
イ
ソ
プ
ツ
ー
と
ア
ウ
-
プ
ッ
-
と
の
間
に
甚
だ
し
い

不
均
衡
が
あ
っ
て
は
､
そ
れ
は
無
駄
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
物
の
側
か
ら
言
っ

て
も
､
た
と
え
は

一
〇
〇
単
位
投
入
し
て
'
そ
の
う
ち
わ
ず
か
二
〇
な
い
し
三

○
単
位
し
か
利
用
享
受
さ
れ
て
い
な
い
で
､
大
部
分
が
そ
の
ま
ま
､
い
わ
ば
素

通
り
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
文
字
通
り
浪
費
で
､
物
と
し
て
も
浮
ば

れ
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
不
均
衡
は
､
人
間
に
と
っ
て
も
望
ま
し
く
な
い
不
本
意

な
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
な
-
､
そ
の
物
自
体
に
と
っ
て
も
'
折
角
の
自
己
犠

牲
が
わ
ず
か
し
か
功
用
を
発
揮
し
な
い
で
､
大
半
が
無
に
帰
し
て
し
ま
う
わ
け

で
､
そ
の
も
の
の
存
在
し
た
折
角
の
価
値
が
没
却
さ
れ
て
し
ま
う
｡

こ
の
よ
う
な
物
そ
の
も
の
に
本
具
す
る
功
用

･
価
値
を
､
十
分
に
利
用

･
活

用
し
な
い
で
'
相
当
部
分
を
無
為
に
終
ら
せ
て
し
ま
う
｡
そ
れ
を

｢
も
っ
た
い

な
い
｣
と
言
う
の
で
あ
る
｡
物
と
し
て
そ
の
功
用

･
価
値
を
､
そ
れ
な
り
に
十

分
､
発
揮
さ
せ
､
そ
れ
な
り
に
使
命
を
果
さ
せ
る
-

そ
う
い
う
物
の
消
費
の

し
か
た
が
望
ま
し
い
の
で
､
こ
れ
を
梅
岩
は

｢倹
約
｣
と
言

っ
た
も
の
の
よ
う

で
あ
る
｡

ど
の
心
学
者
の
も
の
で
あ
っ
た
か
､
今
ち
ょ
っ
と
思
い
出
せ
な
い
が
､
た
と

え
は
米

1
粒
を
お
米
ボ
サ
ツ
､
薪

一
本
､
わ
ら
し
べ

一
筋
を
も
､
薪
ボ
サ
ツ
'

わ
ら
し
ベ
ポ
サ
ツ
と
称
し
､
ポ
サ
ツ
と
し
て
敬
重
し
､
無
駄
の
な
い
よ
う
に
使

わ
せ
て
頂
け
､
と
説
い
た
通
話
に
接
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
ポ
サ
ツ

(菩
薩
)
は

言
う
ま
で
も
な
-
仏
語
で
'
大
乗
仏
教
で
は
､
さ
と
り
を
求
め
て
み
ず
か
ら
修

行
す
る

(自
利
)
と
共
に
､
他
の
老
た
ち
を
も
さ
と
り
に
到
達
さ
せ
よ
う
と
努

力
し
(利
他
)
､
そ
の
功
徳
に
よ
り
､
長
い
長
い
修
行
の
積
み
重
ね
を
経
た
後
に
､

つ
い
に
仏
に
な
る
老
'
な
っ
た
者
､
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
を
転
じ
て
'
米

t

粒
､
わ
ら
し
べ
一
筋
と
い
え
ど
も
､
自
他
の
努
力
精
進
の
積
み
重
ね
の
結
果
な

の
で
､
そ
れ
相
当
に
尊
重
し
て
そ
の
消
費
利
用
に
当
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
お

米
ボ
サ
ツ
､
わ
ら
し
ベ
ボ
サ
ツ
だ
｡
そ
の
ポ
サ
ツ
に
値
す
る
だ
け
の
使
い
方
を

せ
よ
､
と
い
う
の
が
心
学
で
い
う
倹
約
の
精
神
で
あ
る
｡

従

っ
て
石
門
心
学
に
お
い
て
は
､
倹
約
の
重
心
は
む
し
ろ
､
物
の
経
済
に
お

い
て
よ
り
も
､
人
間
そ
の
も
の
の
努
力

･
労
働

･
心
遣
い
に
向
け
ら
れ
る
｡
人
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が
折
角
私
の
た
め
に
心
を
用
い
､
か
ら
だ
を
働
か
せ
て
尽
-
し
て
-
れ
る
｡
私

と
し
て
も
､
そ
れ
に
値
す
る
だ
け
の
受
け
と
め
方
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

折
角
親
が
子
の
た
め
に
苦
心
さ
ん
た
ん
し
て
も
､
子
の
方
で
､
親
の
心
子
知
ら

サー
ビ
ス

ず
で
'
折
角
の
親
の
心
労

･
役

務

に
値
す
る
生
き
方
を
し
な
い
｡
も
っ
ぱ
ら

親
に
嘆
か
せ
悲
し
ま
せ
る
ば
か
り
だ
と
し
た
ら
'
こ
れ
は

｢浪
費
｣
の
最
た
る

も
の
で
あ
る
｡
子
に
も
子
と
し
て
の
主
張
は
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
耳
を
籍

す
と
い
う
点
で
は
､
石
門
心
学
は
､
何
し
ろ
江
戸
中
期
に
創
始
さ
れ
た
も
の
な

の
で
､
不
十
分
に
過
ぎ
た
嫌
い
は
あ
る
が
､
ボ
サ
ツ
精
神
に
の
っ
と
り
､
自
利

利
他
の
立
場
か
ら
'
子
供
の
言
い
分
も
聞
い
て
や
る
雅
量
は
も
っ
た
も
の
の
よ

う
で
あ
る
｡
今
は
し
か
し
'
心
学
論
議
に
は
立
ち
入
ら
な
い
と
し
て
'
倹
約
の

究
極
が
'
他
に
無
駄
な
心
遣
い
を
さ
せ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
を

私
は
こ
こ
に
強
調
し
て
お
き
た
い
.0

約
束
の
時
間
に
お
く
れ
､大
勢
の
者
に
長
時
間
の
待
機
を
余
儀
さ
せ
る
人
が
､

よ
く
あ
る
｡
こ
れ
は
か
な
り
強
く
問
責
し
て
よ
い
反
倹
約
で
あ
る
｡
金
銭
や
生

活
物
資
の
浪
費
は
､
さ
し
あ
た
っ
て
は
'
そ
の
人
個
人
の
こ
と
な
の
で
､
そ
の

人
が
そ
の
損
失
に
堪
え
忍
べ
ば
'
事
は

一
往
済
む
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
他
人

と
の
付
合
い
に
お
い
て
約
束
を
守
ら
な
け
れ
ば
､
そ
れ
を
予
期
し
て
ス
ケ
.シ
ュ
ー

ル
を
立
て
て
い
る
で
あ
ろ
う
相
手
の
､
生
活
秩
序
を
狂
わ
せ
'
彼
の
生
活
時
間

の
浪
費
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
｡
こ
れ
は
相
当
重
度
の
反
倹
約
で
あ
る
｡
し
か
し
､

も
し
､
他
の
人
人
､
な
い
し
同
胞
多
数
の
心
労
と
不
安
を
か
も
し
出
す
こ
と
に

な
れ
ば
､
こ
れ
は
最
重
度
の
反
倹
約
で
あ
る
｡

そ
う
い
う
こ
と
に
立
ち
至
ら
せ
ま
い
と
す
る
心
的
態
度
'
そ
れ
が
外
で
も
な

い

｢
も
っ
た
い
な
い
｣
の
精
神
で
あ
る
､
と
心
学
の
伝
統
を
敬
重
す
る
私
は
'

主
張
し
た
い
｡

七

最
後
に
､
蛇
足
な
が
ら

『大
言
海
』
の
記
載
を
引
い
て
､
こ
の
一
文
の
ま
と

め
と
し
た
い
｡

も
っ
た
い
な
し

無
物
膿

･
無
勿
倦

(
一
)
高
貴
ノ
人
'
神
仏

二
対
シ
､
正
理
ヲ
失
ヒ
､
正
体
ナ
シ
｡
以
テ
ノ
外
ナ

リ
｡
不
都
合
ナ
リ
｡
フ
ト
ド
キ
ナ
リ
｡
様
体
崩
ル
ル
ナ
リ
｡
体
面
ヲ
失

ヒ
シ
ナ
リ
｡

(京
都

ニ
テ
､
勿
体
な
し
と
云
フ
ハ
､
正
体
ナ
シ
ノ
意
)
0

(
二
)
正
体
ナ
ク
滅
裂
ス
ル
ヲ
惜
ム
意
｡
7
タ
ラ
シ
｡

(
≡
)惜
ム
意

ヨ
リ
転
ジ
テ
t
等
シ
ノ
意
｡

(
四
)更

二
転
ジ
テ
､
恐
レ
多
シ
｡
辱
ケ
ナ
シ
｡
己
レ
ガ
及
パ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
､

又

ハ
'
上
ノ
己
レ
ヲ
厚
ウ
ス
ル
コ
ト
ヲ
恐
催
ス
ル
ニ
云
フ
｡
不
畏
天
耶
｡

と
こ
ろ
で

｢
も
っ
た
い
な
い
｣
意
識
は
､
今
日
で
は
'
た
だ
日
本
人
だ
け
の

も
の
で
は
な
く
て
'
物
の
豊
富
の
只
中
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
の
問
に
も
､
物
が

使
い
余

っ
て
す
た
る
こ
と
を
､
や
は
り
､
神
さ
ま
に
対
し
て
相
済
ま
ぬ
と
思
う

一
面
が
､
あ
る
そ
う
で
あ
る
｡
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