
 

                            

 

た
ち
の
日
常
に
は
、
実
に
多
く

の
「
慣
れ
」
が
あ
り
ま
す
。 

「
慣
れ
」
と
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』

に
よ
る
と
、「
た
び
た
び
経
験
し
て
常
の

こ
と
と
な
っ
た
り
、
平
気
に
な
っ
た
り

す
る
こ
と
。
ま
た
、
た
び
た
び
お
こ
な

っ
て
そ
の
こ
と
に
熟
達
す
る
こ
と
」
で

す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
出
来
な
か
っ

た
こ
と
が
、
訓
練
を
積
む
こ
と
で
、
出

来
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
す
。 

そ
の
一
方
で
、
慣
れ
る
こ
と
で
緊
張

感
を
欠
き
、
油
断
か
ら
ミ
ス
を
招
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
気
の
ゆ
る
み
か
ら
く

る
過
ち
を
ど
の
よ
う
に
し
て
防
ぐ
か
は
、

誰
も
が
直
面
し
た
こ
と
の
あ
る
テ
ー
マ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

建
築
設
備
業
に
従
事
す
る
Ｅ
さ
ん
は
、

十
カ
月
に
及
ぶ
ガ
ス
管
工
事
を
請
け
負

っ
て
い
ま
し
た
。
毎
日
の
朝
礼
で
は
、

道
具
と
装
備
品
を
確
認
し
、
同
僚
と
指

差
し
呼
称
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。 

通
い
慣
れ
た
現
場
で
の
朝
礼
、
同
じ

作
業
工
程
の
た
め
か
、
同
僚
と
交
わ
す

挨
拶
や
言
葉
に
も
、
覇
気
が
感
じ
ら
れ

ま
せ
ん
。
休
憩
中
に
タ
バ
コ
を
吸
う
こ

と
が
唯
一
の
息
抜
き
で
、
本
数
は
日
に 

 

日
に
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
仕
事
に
も

身
が
入
ら
ず
、
ダ
ラ
ダ
ラ
と
深
夜
ま
で

作
業
を
引
き
延
ば
し
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。 

引
渡
し
ま
で
三
カ
月
を
切
っ
た
頃
、

Ｅ
さ
ん
の
チ
ー
ム
内
で
、
転
落
事
故
が

発
生
し
ま
し
た
。
幸
い
大
き
な
怪
我
に

は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ
ま
で

の
作
業
工
程
や
現
地
Ｋ
Ｙ
（
危
険
予
知
）

の
徹
底
に
つ
い
て
、
監
督
指
導
が
入
っ

た
の
で
す
。 

Ｅ
さ
ん
は
、
こ
こ
最
近
の
朝
礼
に
臨

む
姿
勢
や
、
仕
事
に
取
り
組
む
姿
勢
が

あ
ま
り
に
い
い
加
減
で
あ
っ
た
こ
と
を

再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
日
頃
の
生

活
態
度
も
だ
ら
し
が
な
く
、
遅
刻
を
す

る
こ
と
も
た
び
た
び
で
し
た
。 

毎
日
同
じ
作
業
を
繰
り
返
す
中
で
、

心
の
ど
こ
か
で
〈
事
故
な
ん
て
お
こ
ら

な
い
よ
〉
と
、
仕
事
を
馬
鹿
に
し
て
い

た
自
ら
の
心
を
反
省
し
た
の
で
す
。 

今
回
の
事
故
を
真
摯
に
受
け
止
め
、

チ
ー
ム
一
丸
と
な
っ
て
改
善
に
乗
り
出

し
た
Ｅ
さ
ん
。
特
に
力
を
入
れ
た
の
は
、

朝
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。
ど
の
業
者
よ
り

も
早
く
現
場
入
り
し
て
、
各
自
で
服
装

を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
た
。
朝
礼
で
本
日 

 

の
作
業
工
程
を
共
有
し
、
挨
拶
や
指
差

し
呼
称
は
、
ど
こ
よ
り
も
大
き
な
声
で

行
な
う
よ
う
に
し
た
の
で
す
。 

最
初
は
、
周
囲
の
注
目
を
集
め
る
こ

と
を
恥
ず
か
し
く
感
じ
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
が
、
次
第
に
声
を
出
す
こ
と
が

心
地
よ
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

こ
の
声
出
し
は
、
周
囲
の
業
者
や
現

場
全
体
に
も
好
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

総
監
督
か
ら
は
「
工
事
が
始
ま
っ
た
当

初
の
活
気
が
戻
っ
て
き
た
よ
う
だ
」
と

の
言
葉
を
も
ら
い
、
そ
の
後
は
ゼ
ロ
災

害
で
工
期
満
了
を
迎
え
た
の
で
す
。 

 

＊ 

私
た
ち
は
慣
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

物
事
を
始
め
た
時
の
緊
張
感
や
、
で
き

あ
が
っ
た
時
の
喜
び
を
忘
れ
て
し
ま
い

が
ち
で
す
。
そ
の
時
に
現
わ
れ
る
の
が

怠
け
心
で
す
。
そ
う
し
た
時
こ
そ
、
挨

拶
や
返
事
、
後
始
末
と
い
っ
た
基
本
動

作
を
徹
底
す
る
な
ど
、
で
き
る
こ
と
か

ら
実
行
し
て
、
初
心
を
取
り
戻
し
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
。 

そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
行
動
が
、
活
力

を
み
な
ぎ
ら
せ
、
新
た
な
喜
び
を
呼
び

込
ん
で
、
以
前
に
も
増
し
て
良
い
成
果

を
挙
げ
る
こ
と
に
結
び
つ
く
の
で
す
。 
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