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載

れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
日
常
的
に
よ
く
見
ら

れ
る
こ
と
で
す
。
日
常
の
表
記
に
お
い
て
は
、

主
役
は
や
は
り
平
仮
名
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
小
・
中
学
校
に
お
け
る
文

字
学
習
の
な
か
で
は
、
平
仮
名
を
取
り
立
て
て

学
ぶ
機
会
が
少
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。

小
学
校
低
学
年
で
学
ん
で
以
降
は
、
ま
と
ま
っ

た
学
び
直
し
の
機
会
が
得
ら
れ
な
い
の
で
す
。

私
は
こ
の
平
仮
名
の
学
び
直
し
を
、
中
学
校
に

お
け
る
初
年
次
教
育
の
な
か
で
行
う
こ
と
、
し

か
も
漢
字
の
行
書
を
学
ぶ
導
入
と
し
て
行
う
こ

と
を
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は

以
下
の
と
お
り
で
す
。

　

先
日
あ
る
中
学
校
の
先
生
か
ら
、
最
近
の
生

徒
の
書
く
平
仮
名
を
見
て
い
て
、「
や
」
と
読

む
の
か
「
か
」
と
読
む
の
か
迷
う
こ
と
が
あ
る
、

　

行
書
の
特
徴
と
し
て
教
科
書
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
、
①
点
画
の
丸
み
、
②
点
画
の
連
続

と
省
略
、
③
点
画
の
形
や
方
向
の
変
化
、
④
筆

順
の
変
化
、
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
で
す
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
特
徴
を
よ
く
理
解

す
る
だ
け
で
な
く
、
特
徴
を
支
え
る
技
能
を
あ

わ
せ
て
習
得
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

技
能
が
、
曲
が
り
（
回
り
）
と
折
り
返
し
（
折

れ
）
の
筆
使
い
で
す
。
行
書
の
日
常
へ
の
転
移

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
硬
筆
あ
る
い
は

毛
筆
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
筆
使
い
に
習
熟
し
て

い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
い
ず
れ
の

技
能
も
筆
圧
の
か
け
方
が
実
現
の
成
否
を
左
右

し
ま
す
か
ら
、
で
き
れ
ば
毛
筆
に
よ
っ
て
習
熟

し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　

行
書
の
こ
れ
ら
の
筆
使
い
は
平
仮
名
の
筆
使

い
と
共
通
す
る
も
の
で
す
。し
た
が
っ
て
、行
書
の

学
習
に
先
立
つ
平
仮
名
の
学
習
で
、
共
通
す
る

筆
使
い
に
習
熟
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
を
基
礎
と

し
た
積
み
上
げ
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

現
行
の
中
学
校
第
一
学
年
用
の
書
写
教
科
書

を
見
て
み
る
と
、
い
ず
れ
の
教
科
書
も
単
元
が

「
楷
書
を
書
く
こ
と
」
か
ら
「
楷
書
と
仮
名
（
平

仮
名
）
を
調
和
さ
せ
て
書
く
こ
と
」
へ
と
展
開

し
、
そ
の
あ
と
に
「
行
書
を
書
く
こ
と
」
へ
移

行
し
て
い
ま
す
。
も
し
多
く
の
学
校
で
教
科
書

の
配
列
に
従
っ
て
授
業
計
画
が
立
て
ら
れ
、
実

際
に
授
業
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、「
楷
書
と
仮

名
（
平
仮
名
）
を
調
和
さ
せ
て
書
く
こ
と
」
の

学
習
の
な
か
で
の
平
仮
名
の
学
び
直
し
が
、
実

質
的
な
行
書
へ
の
導
入
と
な
り
え
て
い
る
は
ず

で
す
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
私
が
語

っ
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て

ご
放
念
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
心
配
な
の
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領

の
書
写
の
事
項
（
第
一
学
年
）
の
な
か
に
、
現

行
の
も
の
に
は
あ
る
「
漢
字
の
楷
書
と
そ
れ
に

調
和
し
た
仮
名
に
注
意
し
て
書
き
」
の
文
言
が

見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
す
。
第
二
学
年
で
は
現

行
と
変
わ
ら
ず
「
漢
字
の
行
書
と
そ
れ
に
調
和

し
た
仮
名
の
書
き
方
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
学
習
内
容
の
系
統
性
か
ら
い
っ

て
、
や
や
奇
異
な
感
じ
を
受
け
る
の
も
事
実
で

す
。

　

こ
の
た
び
の
改
訂
の
趣
旨
で
あ
る
日
常
的
な

言
語
活
動
や
言
語
文
化
の
重
視
と
い
う
こ
と
を

ふ
ま
え
て
も
、
第
一
学
年
で
平
仮
名
を
取
り
上

げ
な
い
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
現

行
の
も
の
と
実
質
的
な
変
更
は
な
い
と
と
ら
え

る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

ハ
ネ
は
、
点
画
や
筆
線
の
つ
な
が
り
＝
「
筆

脈
」
を
示
す
も
の
で
す
。
先
ほ
ど
の
「
や
」
の

例
で
い
え
ば
、
左
か
ら
右
へ
向
か
う
筆
順
の
原

則
と
は
異
な
る
、
右
か
ら
左
へ
の
動
き
を
示
す

と
い
う
は
た
ら
き
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

文
字
と
い
う
図
形
を
認
識
す
る
た
め
の
要
素

と
し
て
、
文
字
の
概
形
的
な
要
素
と
特
徴
的
な

点
画
の
要
素
、
さ
ら
に
書
き
進
む
動
き
の
要
素

が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら

の
三
つ
の
要
素
は
密
接
に
関
連
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
筆
順
や
主
要
画
の
書
き
方
が
概
形
に
大

き
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
こ
と
が
文
字
認
識
の

あ
り
よ
う
を
決
定
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

行
書
の
学
習
指
導
で
は
「
筆
脈
」
を
意
識
す

る
こ
と
が
、
ま
ず
求
め
ら
れ
ま
す
。
途
切
れ
る

こ
と
の
な
い
一
回
き
り
の
動
き
に
よ
っ
て
字
形

の
実
現
を
図
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
な
い
と
、

せ
っ
か
く
学
ん
だ
技
能
が
日
常
的
な
速
書
の
場

面
で
生
か
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

字
形
の
比
較
的
単
純
な
平
仮
名
で
、
ま
ず
「
筆

脈
」
を
十
分
に
意
識
し
、
筆
順
の
大
切
さ
を
確

認
し
て
お
く
こ
と
は
、
行
書
学
習
に
な
め
ら
か

に
移
行
す
る
た
め
の
有
効
な
手
立
て
と
な
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

私
の
研
究
室
で
今
年
度
か
ら
取
り
組
ん
で
い

る
こ
と
の
一
つ
に
、「
メ
モ
を
取
る
学
習
活
動

の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
」
が
あ
り
ま
す
。

小
学
校
中
・
高
学
年
の
児
童
を
対
象
と
し
た
小

さ
な
調
査
で
は
あ
り
ま
す
が
、
実
施
し
て
み
る

と
た
く
さ
ん
の
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、「
内
容
を
要
約
し
て
短
文
に
書
き
ま

と
め
る
力
」
や
「
事
項
の
関
連
性
を
紙
面
の
レ

イ
ア
ウ
ト
（
書
式
）
で
表
現
す
る
力
」
の
重
要

性
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
す
が
、
も
っ
と

も
基
本
的
な
事
項
と
し
て
、
平
仮
名
を
書
く
力

が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
時
間
的
に
余
裕
の
あ
る
場

面
で
は
漢
字
を
使
っ
て
表
記
し
て
い
た
も
の
が
、

余
裕
が
な
く
な
る
と
平
仮
名
で
代
替
し
て
表
記

す
る
よ
う
に
な
る
、
つ
ま
り
書
き
換
え
が
行
わ

と
い
う
お
話
を
聴
き
ま
し
た
。
二
つ
の
文
字
の

形
が
結
び
付
か
ず
、
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
筆
順
の
こ
と
を
考
え
ず
に
字
形

を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
と
、
曲
が
り
の
線
に
長

い
斜
め
の
線
が
交
わ
り
、
そ
の
そ
ば
に
、
は
ね

の
あ
る
短
い
線
が
寄
り
添
う
─
そ
の
形
が「
や
」

で
あ
り
同
時
に
「
か
」
で
あ
る
こ
と
は
い
か
に

も
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

平
仮
名
を
構
成
し
て
い
る
筆
線
そ
の
も
の
は
実

に
単
純
で
す
か
ら
、
そ
の
関
係
性
の
如い

か
ん何

に
よ

っ
て
は
、
ま
っ
た
く
別
の
文
字
に
見
え
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
を
取
り
上
げ
、
筆
線
の
形

や
方
向
を
問
い
、
さ
ら
に
は
「
や
」
の
第
二
筆

に
見
る
よ
う
な
は
ね
の
重
要
さ
に
気
づ
か
せ
る

こ
と
は
、
生
徒
の
文
字
意
識
を
高
め
る
う
え
で

有
効
で
す
。
文
字
と
は
本
来
、
曖
昧
で
や
わ
ら

か
な
存
在
で
す
が
、
他
方
で
は
使
用
す
る
誰
に

よ
っ
て
も
同
一
の
字
種
と
認
め
ら
れ
て
し
か
る

べ
き
厳
正
さ
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
文
字
と
い
う

も
の
は
そ
の
よ
う
な
二
面
性
を
背
負
っ
た
存
在

な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
生
徒
た
ち
に
理
解
し

て
ほ
し
い
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
書
字
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
場
面
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
場
面
に
適

し
た
書
き
方
が
あ
る
こ
と
に
話
題
が
及
べ
ば
、

行
書
学
習
の
意
味
も
す
ん
な
り
と
理
解
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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仮
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後
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と


