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古
典
文
学
に
見
る
「
も
の
づ
く
り
」
表
現

一
、
は
じ
め
に

『
徒
然
草
』
第
二
二
九
段
を
中
心
に
Ｉ

と
に
対
し
、
「
あ
や
し
き
下
脇
な
れ
ど
も
、
聖
人
の
戒
め
に
か
な
へ
り
」
と

高
く
評
価
す
る
。
ま
た
、
第
一
八
五
段
と
一
八
六
段
で
は
、
馬
乗
り
の
名

手
の
慎
重
な
態
度
に
つ
い
て
述
べ
、
次
の
第
一
八
七
段
で
、

よ
る
づ
の
道
の
人
、
た
と
ひ
不
堪
な
り
と
い
へ
ど
も
、
堪
能
の
非
家

の
人
に
な
ら
ぶ
時
、
必
ず
勝
る
事
は
、
た
ゆ
み
な
く
慎
み
て
軽
々
し

く
せ
ぬ
と
、
ひ
と
へ
に
自
由
な
る
と
の
等
し
か
ら
ぬ
な
り
。

と
、
そ
の
道
の
専
門
家
の
知
識
の
蓄
積
、
慎
重
な
態
度
が
素
人
と
の
違
い

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
章
段
に
つ
い
て
、
従
来
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
作
者
兼
好
の
見
方
や
思
想
の
面
を
中
心
と
し
た
解
釈
、
研
究
が
行
わ

れ
て
き
た
。
実
際
の
技
術
的
な
面
、
知
識
に
つ
い
て
は
、
文
学
の
範
畷
で

は
な
く
、
ま
た
記
録
し
た
文
書
の
類
が
存
在
せ
ず
検
証
不
可
能
な
も
の
も

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
技
術
的
な
裏
付
け
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
内
容

鍵
本
有
理

§
ＬＺ

「
徒
然
草
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
の
章
段
が
あ
る
が
、
中
に
芸
能
の
達

（
１
）

人
、
い
わ
ば
職
人
の
見
識
や
技
を
高
く
評
価
す
る
内
容
の
も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば
第
五
一
段
は
、
う
ま
く
回
ら
な
か
っ
た
水
車
を
、
そ
の
技
術

に
秀
で
た
宇
治
の
里
人
を
召
し
て
作
り
直
さ
せ
た
と
こ
ろ
、

思
ふ
や
う
に
め
ぐ
り
て
、
水
を
汲
み
入
る
る
事
、
め
で
た
か
り
け
り
。

万
に
そ
の
道
を
知
れ
る
者
は
、
や
ん
ご
と
な
き
も
の
な
り
。

と
、
そ
の
専
門
家
と
し
て
の
技
を
賞
賛
し
て
お
り
、
第
一
○
九
段
で
は
、

木
登
り
の
名
人
が
、
高
い
木
に
人
を
登
ら
せ
て
枝
を
切
ら
せ
た
時
に
、
高

い
危
険
な
所
で
は
何
も
注
意
せ
ず
、
軒
の
高
さ
ま
で
降
り
て
き
た
時
に
な

っ
て
「
あ
や
ま
ち
す
な
。
心
し
て
お
り
よ
」
と
声
を
掛
け
、
そ
の
理
由
を

「
あ
や
ま
ち
は
、
や
す
き
所
に
な
り
て
、
必
ず
仕
る
事
に
候
」
と
言
っ
た
こ



の
理
解
が
深
ま
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
例
を
取
り
上

げ
、
「
も
の
づ
く
り
」
の
実
際
か
ら
古
典
文
学
を
鑑
賞
す
る
こ
と
と
し
た

い
。

二
、
「
伊
勢
の
片
焼
き
」
に
見
る
技
術
二
種

や
〕
一
Ｌ

と
に
よ
っ
て
火
を
通
し
た
上
で
、
片
側
に
だ
け
鐙
の
よ
う
な
物
で
焼
き
色

を
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
技
術
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
も
の

が
あ
る
が
、
こ
の
文
中
に
「
火
鉢
五
十
も
有
か
、
又
は
麿
庭
に
二
十
間
も

溝
を
掘
て
焼
事
か
」
（
火
鉢
が
五
十
も
あ
る
の
か
、
ま
た
は
広
い
土
間
に
二

十
間
も
あ
る
減
を
掘
っ
て
焼
く
の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
）
と
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
い
さ
さ
か
言
及
し
て
お
き
た
い
。

火
鉢
で
焼
く
と
い
う
の
は
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
溝
を
掘

っ
て
焼
く
と
い
う
方
法
も
、
西
鶴
が
ど
こ
か
で
そ
の
よ
う
な
焼
き
方
を
見

て
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
記
述
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
溝
を

掘
っ
て
焼
く
方
法
に
つ
い
て
、
注
釈
書
類
で
は
特
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

一
へ
心
一

と
こ
ろ
が
旋
盤
工
作
家
と
，
‐
’
）
て
知
ら
れ
る
小
関
智
弘
は
そ
の
著
作
の
中
で

た
び
た
び
こ
の
方
法
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
の
文
章
の
例
と
し
て
「
職

人
の
工
夫
と
誇
り
」
と
い
う
文
章
を
掲
げ
て
お
く
。
魚
屋
で
あ
っ
た
父
親

が
婚
礼
な
ど
の
折
詰
を
作
る
時
の
様
子
で
あ
る
。

…
…
親
父
が
鯛
を
焼
く
の
は
そ
の
七
輪
で
は
な
か
っ
た
。
庭
に
一
尺

ほ
ど
の
幅
の
細
長
い
瀞
を
掘
っ
た
。
櫛
の
底
に
木
炭
を
敷
い
て
、
縁

に
は
煉
瓦
を
並
べ
る
。
金
串
に
刺
し
た
鯛
を
橋
渡
し
に
並
べ
て
焼
く

と
い
う
わ
け
で
、
即
席
の
七
輪
が
で
き
る
。
（
中
略
）
親
父
が
庭
の
土

の
上
で
焼
く
の
は
さ
ら
に
も
う
一
工
夫
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
火

勢
を
増
し
た
炭
火
の
上
に
鯛
を
並
べ
る
と
、
親
父
は
即
席
の
七
輪
で

●
・
・
仁
叫

井
原
西
鶴
の
「
西
鶴
織
留
」
は
、
西
鶴
の
没
後
、
遺
稿
を
ま
と
め
て
出

版
し
た
、
町
人
物
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
巻
四
の
三
「
諸
国
の
人

を
見
し
る
は
伊
勢
」
に
、
「
伊
勢
の
片
焼
き
」
と
い
う
、
今
で
い
う
大
量
生

（
ワ
歯
）

産
の
方
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。

肴
は
何
に
よ
ら
ず
二
千
人
の
焼
物
、
然
も
や
き
立
て
を
出
す
事
、
あ

ま
り
不
思
議
な
り
。
火
鉢
五
十
も
有
か
、
又
は
庚
庭
に
二
十
間
も
溝

を
掘
て
焼
事
か
と
恩
ひ
し
に
、
是
も
三
人
し
て
、
鼻
う
た
に
て
野
を

あ
け
け
る
。
壁
ぬ
る
小
手
の
や
う
な
る
物
を
十
枚
ば
か
り
、
火
鉢
に

て
焼
置
、
扱
大
釜
に
湯
を
た
、
せ
、
四
角
な
る
髄
に
肴
二
十
枚
づ
、

入
て
、
ざ
っ
と
ゆ
で
あ
げ
て
、
長
板
の
上
に
な
ら
べ
世
、
最
前
の
小

手
に
て
、
片
身
ば
か
り
ざ
ら
／
、
と
撫
て
、
其
ま
、
出
し
け
る
。
伊

勢
の
焼
物
を
両
方
や
く
と
い
ふ
事
な
し
。
よ
る
づ
此
手
ま
は
し
、
さ

り
と
は
／
、
世
間
格
別
な
り
。

二
千
人
分
の
焼
き
魚
を
一
度
に
作
る
方
法
と
し
て
、
ま
ず
、
ゆ
で
る
こ



あ
る
土
の
あ
た
り
に
水
を
撒
き
な
が
ら
こ
う
言
っ
た
。

「
鯛
は
な
、
地
息
で
焼
く
ん
だ
。
地
息
が
あ
が
っ
て
、
い
い
塩
梅
に
焼

け
る
ん
だ
よ
」
（
中
略
）

親
父
が
死
ん
だ
ず
っ
と
後
、
多
少
は
も
の
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
、

こ
の
鯛
の
焼
き
方
に
つ
い
て
プ
ロ
の
料
理
人
に
た
ず
ね
た
が
、
初
耳

だ
と
い
う
。
親
父
は
ど
こ
で
そ
ん
な
方
法
を
教
わ
っ
た
の
か
は
つ
い

に
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
た
ぶ
ん
、
漁
師
の
浜
焼
き
あ
た
り
が
ヒ
ン
ト

に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
え
た
が
、
…
…

（
「
町
工
場
巡
礼
の
旅
」
現
代
書
館
、
二
○
○
二
年
十
月
。
引
用
は
中

公
文
庫
版
、
二
○
○
九
年
一
月
、
一
九
五
～
一
九
六
頁
に
よ
る
）

現
在
で
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法

は
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、
「
徒
然
草
」
第
二
二
九
段
に
述
べ
ら
れ
た
技

林
道
春
（
羅
山
）
の
「
徒
然
草
野
槌
」
や
松
永
貞
徳
の
「
な
ぐ
さ
み
草
」

に
「
元
亨
釈
書
云
、
勝
尾
寺
講
堂
観
音
ノ
像
、
宝
亀
十
一
年
七
月
十
八
日
、

比
丘
妙
観
刻
し
之
」
等
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
引
い
て
摂
津
国
勝
尾

寺
の
観
音
像
を
刻
ん
だ
名
匠
と
す
る
注
釈
書
が
多
い
。
あ
る
い
は
兼
好
と

同
時
代
の
磐
城
の
如
来
寺
を
建
て
た
人
物
と
も
い
う
（
橘
純
一
「
評
註
徒

然
草
新
講
」
、
松
尾
聴
「
徒
然
草
全
釈
」
な
ど
）
。

で
は
、
「
少
し
に
ぶ
き
刀
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
最
近
の
注
釈
書
類
で
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
、

「
大
直
は
屈
れ
る
が
若
く
、
大
巧
は
拙
の
若
く
、
大
弁
は
袖
の
若
し
」

（
老
子
）
と
い
う
の
に
も
近
い
考
え
か
。

と
注
が
あ
る
。
し
か
し
、
老
子
の
こ
の
章
自
体
、
本
文
に
疑
問
が
あ
り
、

（
４
）

証
と
は
し
が
た
い
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
は
、

「
作
り
果
て
ぬ
所
を
残
す
」
（
八
二
段
）
こ
と
を
よ
し
と
し
た
兼
好
で

あ
る
。
制
御
の
立
場
を
保
留
す
る
彼
に
と
っ
て
、
切
れ
す
ぎ
る
刀
は

当
然
最
上
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

と
あ
る
。
精
神
論
か
ら
説
く
立
場
で
あ
る
。

ま
た
、
沼
波
理
音
「
徒
然
草
講
話
」
（
一
九
四
二
年
、
修
文
館
）
は
、

利
れ
る
刀
は
つ
い
誤
つ
。
誠
に
人
間
の
よ
く
利
れ
る
人
と
、
少
し
鈍

き
人
と
の
有
様
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
言
は
簡
で
あ
る
が
、

読
む
者
を
し
て
暫
く
息
を
ひ
そ
ま
せ
る
底
の
言
で
あ
る
。

Ｌ５
ハ：

さ
て
、
「
徒
然
草
」
に
戻
り
、
そ
の
第
二
二
九
段
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ

と
と
す
る
。よ

き
細
工
は
、
少
し
に
ぶ
き
刀
を
つ
か
ふ
と
い
ふ
。
妙
観
が
刀
は

い
た
く
た
た
ず
。

た
っ
た
こ
の
二
文
か
ら
な
る
章
段
で
あ
る
。
妙
観
に
つ
い
て
は
、
古
く



き
細
工
」
が
俗
見
に
反
し
て
、
実
際
に
は
「
少
し
鈍
き
刀
を
使
ふ
」

事
を
注
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
少
し
鈍
き
刀
」
を
「
少
し

と

鈍
き
刀
」
と
し
て
使
う
こ
と
は
誰
で
も
で
き
る
が
、
そ
れ
を
「
利
き

刀
」
と
し
て
自
由
に
使
い
こ
な
す
の
は
、
真
の
上
手
だ
と
い
う
よ
う

な
、
非
を
是
に
す
る
絶
大
な
可
能
力
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な

く
し
て
、
「
よ
き
細
工
」
は
、
彫
刻
上
の
必
然
的
要
求
と
し
て
、
「
少

し
鈍
き
刀
を
使
ふ
」
こ
と
に
兼
好
は
心
を
惹
か
れ
て
、
か
く
記
し
た

の
で
あ
る
と
思
う
。

と
、
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
注
釈
書
で
は
な
い
が
、
窪
田
空
穂
は
弓
徒
然
草
」
に
あ
る
芸

術
論
」
（
「
国
民
文
学
」
二
一
巻
十
二
号
、
一
九
三
四
年
十
二
月
、
の
ち
「
窪

田
空
穂
全
集
」
第
５
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
五
月
、
所
収
）
で
、

お
そ
ら
く
、
刀
が
鋭
か
っ
た
な
ら
ば
、
自
然
に
そ
れ
を
た
の
む
心
が

起
こ
っ
て
き
て
、
心
に
弛
み
が
出
て
こ
よ
う
。
鈍
か
っ
た
な
ら
ば
、

勢
い
心
を
龍
め
て
、
全
身
を
も
っ
て
刻
む
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

又
、
よ
き
細
工
自
身
か
ら
い
っ
た
な
ら
ば
、
自
分
の
気
に
入
っ
た
人

格
的
な
作
を
す
る
に
は
、
そ
う
し
た
刀
を
使
う
必
要
が
あ
る
の
で
も

あ
ろ
う
。

と
、
精
神
面
、
ま
た
細
工
の
点
か
ら
解
釈
し
て
い
る
。

ま
た
、
小
林
秀
雄
は
「
徒
然
草
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
次
の
よ
う
に

三-三
－'二
・■一守

〆、

と
し
、
冨
倉
徳
次
郎
「
類
纂
評
釈
徒
然
草
」
（
一
九
五
七
年
、
開
文
社
）
は
、

そ
の
含
蓄
に
お
い
て
、
「
徒
然
草
」
中
で
も
第
一
の
章
と
い
っ
て
も
い

い
。
芸
道
に
、
政
治
に
、
人
間
に
と
、
「
妙
観
が
刀
は
い
た
く
た
勘

ず
」
は
通
じ
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
の
人
（
Ⅱ
妙
観
。
引
用
者

注
）
に
つ
い
て
、
「
少
し
に
ぶ
き
刀
を
つ
か
ふ
」
と
い
う
伝
え
は
特
に

記
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
（
後
略
）

と
述
べ
て
い
る
。

古
く
「
徒
然
草
諺
解
」
に
は
、

細
工
上
手
な
る
に
よ
り
、
必
よ
く
切
る
、
を
不
し
用
に
ぶ
き
刀
に
て
割

め
ば
小
刀
め
は
浅
く
し
て
然
も
其
細
工
約
な
り
是
其
細
工
の
至
る
ゅ

へ
な
り

と
あ
り
、
松
永
貞
徳
の
『
な
ぐ
さ
み
草
」
の
「
大
意
」
は
、

此
段
に
儀
理
あ
り
と
て
、
種
々
に
註
を
つ
く
る
人
お
ほ
し
。
し
か
る

へ
か
ら
す
。
た
蕊
此
か
、
れ
た
る
こ
と
く
、
よ
く
き
れ
ぬ
か
た
な
を

か
へ
り
て
用
る
は
、
上
手
の
し
る
し
な
り
、
と
い
ふ
儀
な
る
へ
し

と
説
く
。
上
手
で
あ
る
か
ら
鈍
い
刀
を
も
使
い
こ
な
す
と
い
う
見
方
で
あ

る
。
し
か
し
、
安
良
岡
康
作
「
徒
然
草
全
注
釈
」
一
九
六
八
年
五
月
、
角

川
書
店
）
は
、

こ
の
段
で
は
、
「
よ
く
き
れ
ぬ
か
た
な
を
か
へ
り
て
用
る
」
こ
と
が

「
上
手
の
し
る
し
」
た
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
は
な
く
し
て
、
「
よ



旋
盤
工
は
鉄
を
削
る
の
が
商
売
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
厳
密
に
は
、
旋
盤
工
は
鉄
を
削
っ
て
い
な
い
。
割
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
バ
イ
ト
と
い
う
刃
物
で
、
い
か
に
も
削
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
あ
れ
は
割
っ
て
い
る
の
だ
と
教
え
ら
れ
た
と
き
、

私
も
最
初
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
バ
イ
ト
の
メ
ー
カ
ー
の
講
習
を

何
が
目
か
ら
ウ
ロ
コ
だ
っ
た
の
か
。
白
衣
を
着
た
一
人
の
男
が
言

っ
た
。

「
み
な
さ
ん
は
、
バ
イ
ト
で
鉄
を
削
る
の
は
、
刃
先
で
鉄
を
切
っ
て
い

る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
超
硬
バ
イ
ト

の
先
端
は
、
切
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
。
割
っ
て
い
る
の
で
す
。
カ

ミ
ソ
リ
で
肉
を
切
る
、
あ
れ
は
刃
先
で
切
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
超

硬
バ
イ
ト
は
、
ナ
タ
で
割
っ
て
い
る
と
お
考
え
下
さ
れ
ば
い
い
の
で

す
。
ナ
タ
で
木
を
割
っ
て
ゆ
く
と
き
、
ナ
タ
の
先
端
は
木
に
触
れ
て

い
ま
せ
ん
。
ナ
タ
の
刃
の
両
脇
で
木
を
割
っ
て
い
ま
す
。
あ
れ
と
同

じ
だ
と
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
」
（
中
略
）

わ
た
し
は
す
ぐ
に
、
前
の
工
場
で
先
輩
の
旋
盤
工
の
小
島
さ
ん
か

ら
教
え
ら
れ
た
言
葉
を
思
い
出
し
た
。

「
超
硬
を
研
い
だ
あ
と
で
な
、
砥
石
で
刃
先
を
殺
し
て
や
る
ん
だ
。
砥

受
け
た
、
も
う
四
十
年
も
昔
の
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
現
場
の
言
葉

で
「
刃
先
を
殺
す
」
と
い
っ
て
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
砥
石
で
刃
先
を
丸

め
て
使
っ
た
方
が
よ
い
。

（
「
町
工
場
・
ス
ー
パ
ー
な
も
の
づ
く
り
」
一
九
九
八
年
八
月
、
筑
摩

書
房
。
引
用
は
ち
く
ま
文
庫
、
二
○
○
九
年
十
一
月
に
よ
る
。
一
七

九
～
一
八
○
頁
）

一
一
一
七
七

記
し
て
い
る
。

彼
は
利
き
過
ぎ
る
腕
と
鈍
い
刀
の
必
要
と
を
痛
感
し
て
い
る
自
分
の

事
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
が
見
え
過
ぎ
る
眼
を
如
何
に
御
し

た
ら
い
い
か
、
こ
れ
が
徒
然
草
の
文
体
の
精
髄
で
あ
る
。

（
引
用
は
「
モ
オ
ッ
ァ
ル
ト
・
無
常
と
い
う
事
』
新
潮
文
庫
、
一
九
七

三
年
四
月
、
に
よ
る
）

「
全
注
釈
」
の
い
う
「
彫
刻
上
の
必
然
的
要
求
」
、
窪
田
空
穂
の
「
そ
う

し
た
刀
を
使
う
必
要
」
が
明
確
で
あ
れ
ば
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
が
、
や
は
り
、
常
識
的
に
「
鈍
き
刀
」
を
使
う
理
由
が
理
解
し
が
た

く
、
こ
の
章
段
の
解
釈
を
難
し
く
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

で
は
、
実
際
の
技
術
と
し
て
、
「
鈍
き
刀
」
を
用
い
る
こ
と
は
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

先
ほ
ど
も
挙
げ
た
小
関
智
弘
の
著
作
に
は
、
実
際
に
「
刃
先
を
殺
す
」

と
い
う
技
術
の
あ
る
こ
と
が
幾
度
か
紹
介
さ
れ
て
い
る
。



右
図
の
よ
う
に
削
る
対
象
と
接
す
る
角
の
部
分
を
丸
く
（
面
取
り
）
す

一
七
九
頁
）
。

石
を
軽
く
手
に
持
っ
て
、
刃
先
を
三
、
四
回
そ
っ
と
撫
で
る
感
じ
だ
。

バ
イ
ト
を
透
か
し
て
見
て
、
刃
先
に
一
本
、
細
い
線
が
見
え
る
く
ら

、
、

い
、
刃
先
を
殺
せ
。
そ
う
す
る
と
刃
も
ち
が
い
い
ん
だ
」

そ
う
だ
っ
た
の
か
、
と
私
は
納
得
し
た
。
ナ
タ
の
刃
先
は
鈍
角
で

よ
か
っ
た
の
だ
と
。

（
「
職
人
学
」
講
談
社
、
二
○
○
三
年
十
一
月
、
八
二
～
八
三
頁
）

刃
先
を
少
し
こ
ろ
し
て
使
う
。
こ
れ
を
プ
リ
ホ
ー
リ
ン
グ
（
胃
⑦
‘
す
○
コ
旨
い
）

ま
た
は
チ
ャ
ン
フ
ァ
（
ｎ
冨
日
庁
『
）
と
い
う
。

チッ

ダ

バイトホルダ

こ
れ
を
使
う
際
、
刃
先
が
鋭
利
で
あ
る
と
、
そ
の
部
分
が
薄
く
な
る
こ

と
か
ら
摩
耗
あ
る
い
は
破
損
し
や
す
い
た
め
、
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
に

（
５
）

わ
ざ
と
刃
先
を
鋭
角
に
し
な
い
と
い
う
。

以
上
は
機
械
工
作
法
で
、
「
切
削
」
と
呼
ば
れ
る
加
工
技
術
で
あ
る
が
、

バ
イ
ト
と
は
、
左
図
の
よ
う
な
、
も
の
を
削
る
た
め
の
刃
物
で
あ
る
。
端

の
チ
ッ
プ
の
部
分
が
切
れ
刃
と
な
っ
て
い
る
（
砥
粒
加
工
学
会
編
「
切
削
・

研
削
・
研
磨
用
語
辞
典
」
工
業
調
査
会
、
一
九
九
五
年
十
二
月
に
よ
る
。

（
鳴
瀧
則
彦
「
難
削
材
の
切
削
加
工
」
日
刊
工
業
新
聞
社
、
一
九
八
九

年
一
月
。
原
文
横
書
、
九
頁
）

一
・
一
七
八

雨
(a）角ホーニング（b）丸ホーニング

セラミックエ具の切刃形状

８：２０。～30。



イ
ク
シ
ョ
ン
賞
を
受
賞
。

（
４
）
老
子
徳
経
下
、
洪
徳
第
四
十
五
に
「
大
直
若
し
屈
、
大
巧
若
し
拙
、

〔
注
〕

（
１
）
「
徒
然
昔
室
の
本
文
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
。

（
２
）
引
用
は
「
西
鶴
織
留
決
定
版
対
訳
西
鶴
全
集
ｕ
」
に
よ
っ
た
。

（
３
）
町
工
場
で
旋
盤
工
と
し
て
働
き
な
が
ら
作
家
と
し
て
活
動
。
「
春
は

鉄
ま
で
が
匂
っ
た
」
「
羽
田
浦
地
図
」
な
ど
の
著
書
が
あ
り
、
芥
川
賞
・

直
木
賞
の
候
補
と
も
な
っ
た
。
「
大
森
界
隈
職
人
往
来
』
で
日
本
ノ
ン
フ

る
、
あ
る
い
は
角
を
切
り
落
と
し
た
よ
う
な
形
状
の
刃
先
を
使
う
の
で
あ

る
。

兼
好
は
当
時
の
名
人
の
技
術
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
聞
き
集

め
、
そ
の
知
恵
に
素
直
に
感
心
し
、
書
き
留
め
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
古
典
文
学
に
お
け
る
「
も
の
づ
く
り
」
、
職
人
技
の
記
述

は
、
正
直
な
と
こ
ろ
少
数
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

内
容
は
現
在
の
技
術
か
ら
も
注
目
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

も
の
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
検
証
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

四
、
む
す
び

大
癖
若
し
訓
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
新
釈
漢
文
大
系
（
明
治
書
院
、
一
九

六
六
年
十
一
月
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
下
に
「
其
用
不
□
」
の
語
句

が
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
章
は
途
中
に
脱
落
あ
る
い
は
錯
簡
が
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
５
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
奈
良
工
業
高
等
専
門
学
校
機
械
工
学
科
の

和
田
任
弘
教
授
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
木
材
を
削
る
場
合
で
も
、
そ

の
刃
先
に
強
度
を
持
た
せ
る
た
め
「
鈍
く
」
す
る
こ
と
は
当
然
考
え
ら

れ
、
和
包
丁
や
日
本
刀
も
同
様
の
発
想
に
よ
り
強
度
を
持
た
せ
る
こ
と

が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
バ
イ
ト
の
実
物
も
確
認
し
た
が
、
指
を
当
て

て
も
切
れ
な
い
、
引
用
し
た
図
の
角
ホ
ー
ニ
ン
グ
の
形
状
と
な
っ
て
い

た
。

（
か
ぎ
も
と
ゆ
り
／
奈
良
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授
）

一
一
一
仁
九


