
3 丸山真男の「である」

丸
山
真
男
の
「
で
あ
る
」

中 

村
　
幸 

弘

　
一

　

二
○
一
四
年
は
、
丸
山
真
男
の
生
誕
一
○
○
年
に
当
た
る
。

た
ま
た
ま
、
そ
の
年
度
に
、
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
日
本

文
化
学
科
機
関
誌
の
創
刊
号
発
刊
が
決
定
さ
れ
て
、
同
誌
へ
の

執
筆
の
機
会
が
い
た
だ
け
た
。
そ
の
瞬
間
、
丸
山
真
男
が
認
識

し
て
い
たbe

と
そ
の
訳
語
「
で
あ
る
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

そ
の
解
説
が
な
お
不
十
分
な
ま
ま
に
、
丸
山
の
講
演
の
文
章
が

多
く
の
日
本
人
に
読
ま
れ
て
き
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
れ
は
、
久
し
い
以
前
に
気
づ
い
て
い
た

こ
と
な
の
だ
が
、
改
め
て
公
表
す
る
機
会
も
な
い
ま
ま
、
感
じ

つ
づ
け
て
き
て
い
た
事
柄
で
あ
る
。

　
　
　

×　
　
　

×　
　
　

×

　

昭
和
三
十
三
年
十
月
、
丸
山
は
、
岩
波
文
化
講
演
会
で
「「
で

あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
」
と
題
す
る
講
演
を
行
い
、
翌

三
十
四
年
一
月
九
日
～
十
三
日
「
毎
日
新
聞
」
に
連
載
、
昭
和

三
十
六
年
、『
日
本
の
思
想
』（
岩
波
書
店
）
に
収
録
さ
れ
た
。

筆
者
は
、
昭
和
三
十
一
年
に
、
郷
里
千
葉
県
の
県
立
高
等
学
校

教
諭
と
な
っ
て
い
て
、
県
内
の
高
教
組
―
高
等
学
校
教
職
員
組
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合
―
の
集
会
と
か
、
た
ま
た
ま
担
当
し
た
演
劇
部
の
そ
の
顧
問

会
議
の
席
な
ど
で
、
そ
れ
と
な
く
、
そ
の
話
題
を
聞
き
知
っ
て

い
た
。
決
し
て
意
識
高
く
は
な
い
筆
者
だ
っ
た
が
、
六
十
年
安

保
に
は
、
日
教
組
傘
下
の
そ
の
高
教
組
の
一
員
と
し
て
、「
安

保
反
対
」
の
横
断
幕
を
持
っ
て
行
進
し
た
何
日
か
が
あ
っ
た
。

　

国
語
甲
・
乙
時
代
か
ら
、
そ
れ
ま
で
多
く
の
国
語
科
教
員
が

担
当
を
嫌
っ
て
い
た
現
代
の
文
章
が
現
代
国
語
と
い
う
科
目
に

な
っ
て
、
略
称
の
現
国
が
時
間
割
表
に
書
き
込
ま
れ
た
時
期
が

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
国
語
総
合
が
設
け
ら
れ
て
、
選

択
と
し
て
の
現
代
文
や
古
典
古
文
・
古
典
漢
文
と
い
う
呼
び
方

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。
こ
の
間
に
、国
語
科
教
員
は
、

多
く
が
現
代
文
を
持
ち
た
が
る
よ
う
に
な
っ
て
、
古
文
・
漢
文

は
、
生
徒
と
も
ど
も
、
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

現
代
文
定
番
教
材
は
、
小
説
の
鷗
外
・
漱
石
・
芥
川
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
評
論
・
論
説
に
お
い
て
、
そ
の
定
番

性
が
濃
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
一
組
と
し
て
、
夏
目
漱
石

「
現
代
日
本
の
開
化
」（
明
治
四
十
四
年
の
講
演
）
と
、
こ
の
丸

山
真
男
「「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
」
と
を
併
せ
取

り
扱
う
授
業
計
画
が
試
み
ら
れ
た
り
し
て
、
研
究
授
業
と
し
て

注
目
さ
れ
た
。
小
・
中
学
校
教
科
書
会
社
が
、
採
択
数
が
多
い

の
に
四
社
か
五
社
で
あ
る
の
に
対
し
て
、高
等
学
校
国
語
科
は
、

検
定
申
請
す
る
会
社
が
十
数
社
に
及
ん
で
い
た
が
、
ど
の
社
の

も
の
に
も
、
き
ま
っ
て
登
場
す
る
定
番
教
材
が
絞
ら
れ
て
い
っ

た
。

　

年
号
も
平
成
と
な
っ
て
、
そ
の
十
年
の
三
月
三
十
日
文
部
省

検
定
済
と
な
っ
た
右
文
書
院
『
精
選
現
代
文
』（
会
田
貞
夫
・

中
野
博
之
編
1
4
2
右
文
現
文
5
4
1
）
に
お
い
て
、
筆
者
は

編
集
委
員
と
し
て
、そ
の
丸
山
真
男
「「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す

る
」
こ
と
」
を
担
当
、
教
材
化
し
た
。
当
然
、
指
導
資
料
も
執

筆
し
た
。
そ
の
申
請
後
、『
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
は
何
を

扱
っ
て
い
る
の
か
。（
国
語
科
教
科
書
教
材
一
覧
―
新
課
程
／

平
成
九
年
度
用
）』（
京
都
書
房
・
非
売
品
）
で
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
筑
摩
書
房
・
東
京
書
籍
・
第
一
学
習
社
・
教
育
出
版
・
明

治
書
院
・
日
本
書
籍
・
学
校
図
書
の
各
社
が
、
い
ず
れ
も
、
そ

の
同
一
本
文
を
教
材
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
各
社
の
指
導
資
料
に
つ
い
て
は
、
大
方
、
入
手
し
て
く

れ
て
あ
っ
て
、
そ
の
夏
、
通
読
し
た
。
一
九
九
六
年
、
平
成
八

年
、
終
戦
記
念
日
の
八
月
十
五
日
に
亡
く
な
っ
た
丸
山
真
男
に

つ
い
て
は
、「
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
の
一
日
運
動
」
な
ど
、
政

治
学
者
・
教
育
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
実
践
運
動
家
と
し
て
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も
知
ら
れ
て
い
て
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
豊
富
で
あ
る
。
表
現
の
背

景
に
あ
る
思
想
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
著
作
物

が
あ
っ
て
、
語
句
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
事
項
が
多

す
ぎ
て
、
何
を
削
る
か
で
悩
む
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
内
容
段
落
ご

と
に
既
に
小
見
出
し
が
付
い
て
い
て
、
論
理
構
成
も
明
快
で
、

学
習
指
導
計
画
案
も
立
て
や
す
か
っ
た
。
た
だ
、
ど
の
指
導
資

料
を
み
て
も
、「
で
あ
る
」
と
「
す
る
」
と
に
つ
い
て
、「
で
あ

る
」
そ
の
も
の
、「
す
る
」
そ
の
も
の
の
解
説
を
見
る
こ
と
は
、

ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
二

　

そ
の
段
階
で
、
筆
者
が
纏
め
た
段
落
要
旨
は
、
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

○
第
一
段
落
―
「
権
利
の
う
え
に
眠
る
者
」

　

時
効
は
、
自
分
が
債
権
者
「
で
あ
る
」
と
い
う
権
利
の
う
え

に
眠
っ
て
い
て
請
求
「
す
る
」
こ
と
を
怠
る
者
な
ど
保
護
し
な

い
と
い
う
趣
旨
を
も
っ
て
い
る
。
自
由
も
ま
た
、
不
断
の
努
力

に
よ
っ
て
こ
れ
を
保
持
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
失
っ
て
し
ま

う
恐
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

○
第
二
段
落
―
近
代
社
会
に
お
け
る
制
度
の
考
え
方

　

自
由
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
人
間
は
か
え
っ
て
、
自
由
で
な

い
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
と
い
う
も
の
は
、
定

義
や
結
論
よ
り
も
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
も
の
で
、
不
断
の
努

力
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
債
権
は
行
使
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
債
権
者
で
あ
り
う
る
と
い
う
論
理
は
、
す
べ

て
の
制
度
に
あ
て
は
ま
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

○
第
三
段
落
―
徳
川
時
代
を
例
に
と
る
と

　

徳
川
時
代
は
、
出
生
・
家
柄
な
ど
、
身
分
的
な
属
性
に
よ
っ

て
価
値
判
断
が
な
さ
れ
る
「
で
あ
る
」
社
会
で
あ
っ
た
た
め
、

人
々
の
行
動
も
「
で
あ
る
」
価
値
の
な
か
に
あ
っ
て
、
分
に
安

ん
じ
て
生
き
る
秩
序
の
な
か
に
あ
っ
た
。武
士
は
武
士
ら
し
く
、

町
人
は
町
人
ら
し
く
と
い
う
の
が
、
そ
こ
で
の
基
本
的
な
モ
ラ

ル
で
あ
っ
た
。

○
第
四
段
落
―
「
で
あ
る
」
社
会
と
「
で
あ
る
」
道
徳

　

そ
う
い
う
「
で
あ
る
」
社
会
に
あ
っ
て
は
、
身
分
に
よ
っ
て

行
動
の
型
が
決
ま
っ
て
い
て
、「
ら
し
く
」
の
道
徳
に
従
う
こ

と
に
な
り
、
そ
の
拠
る
と
こ
ろ
は
、
儒
教
道
徳
を
背
景
に
し
て

い
る
と
い
え
る
。
五
倫
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
多

く
は
、
上
下
関
係
を
カ
ナ
メ
と
す
る
道
徳
で
あ
っ
た
。

○
第
五
段
落
―
「
す
る
」
組
織
の
社
会
的
台
頭
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こ
れ
に
対
し
て
他
人
ど
う
し
の
関
係
が
増
大
す
る
と
、
組
織

や
制
度
も
変
わ
っ
て
ゆ
き
、
人
間
関
係
も
ま
る
ご
と
の
関
係
か

ら
役
割
関
係
に
変
わ
っ
て
く
る
。「
す
る
」
組
織
の
社
会
が
台

頭
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

○
第
六
段
落
―
業
績
本
位
と
い
う
意
味

　
「
で
あ
る
」
論
理
か
ら
「
す
る
」
論
理
へ
の
移
行
は
、
社
会

の
進
展
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
素
性
に
基
づ
く
人
間
関
係
に
代

わ
っ
て
、
目
的
活
動
の
中
で
人
間
関
係
が
結
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
、
業
績
本
位
の
人
間
関
係
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
し
て
、
近
代
社
会
の
職
能
集
団
は
、
そ
の
「
す
る
」
こ

と
の
関
係
に
代
わ
っ
て
き
た
が
、
そ
の
移
行
の
テ
ン
ポ
は
多
様

で
あ
っ
て
、
近
代
社
会
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。

○
第
七
段
落
―
日
本
の
急
激
な
「
近
代
化
」
の
な
か
で

　

福
沢
諭
吉
『
日
々
の
を
し
へ
』
に
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
近

代
に
は
「
で
あ
る
」
価
値
と
「
す
る
」
価
値
の
混
乱
が
著
し
い
。

身
分
は
崩
壊
し
な
が
ら
、
自
発
的
な
集
団
形
成
と
自
主
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
は
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
近
代
的
組

織
や
制
度
に
は
「
う
ち
ら
し
く
」
の
道
徳
が
通
用
し
、し
か
も
、

「
そ
と
」
に
は
あ
か
の
他
人
と
の
接
触
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、私
た
ち
日
本
人
は
、状
況
に
よ
っ

て
行
動
を
使
い
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

×　
　
　

×　
　
　

×

　

各
指
導
資
料
と
も
、
丸
山
学
派
の
教
え
子
の
協
力
を
得
た
と

こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
社
会
科
学
的
な
立
場
か
ら
の
解

説
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
本
文
よ
り
も
難
解
な
印
象
の
記
述

が
多
か
っ
た
。
学
習
の
手
引
き
も
、
教
科
書
調
査
官
の
指
導
を

受
け
る
の
は
、
設
問
段
階
ま
で
で
あ
っ
て
、
解
答
例
の
内
容
に

ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
国
語
科
と
し
て
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
で
あ
る
」
が
ど
う
し
て
そ
う
い
う
意

味
に
な
る
の
か
、「
す
る
」
が
ど
う
し
て
そ
う
い
う
意
味
に
な

る
の
か
、
で
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
の
授
業
ヒ
ン
ト
集
の
一
つ
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

　
�　

内
容
は
硬
派
の
評
論
な
の
に
、
な
ん
と
も
奇
妙
な
題
目
で

あ
る
。「
で
あ
る
」
の
「
で
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
だ
」

の
連
用
形
で
あ
り
、「
あ
る
」
は
、
そ
の
断
定
の
助
動
詞
の

一
部
を
担
う
補
助
動
詞
で
あ
る
。
一
方
、「
す
る
」
は
、
そ
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れ
だ
け
で
は
何
を
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
動
詞
で
あ
る
。
形

式
動
詞
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
確
か
に
上
に
先

行
す
る
も
の
が
な
い
と
意
味
を
な
さ
な
い
。
複
合
動
詞
「
研

究
す
る
」「
実
験
す
る
」
な
ど
と
な
る
の
も
、
も
っ
と
も
で

あ
る
。

　

�　

そ
う
い
う
「
で
あ
る
」
と
「
す
る
」
と
を
、〈
そ
の
ま
ま

の
状
態
で
い
る
〉
意
に
、〈
積
極
的
に
何
か
を
す
る
〉
意
に
、

そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
文
章
で
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
に
か

く
、「
で
あ
る
」
で
は
い
け
な
い
、「
す
る
」
よ
う
に
せ
よ
、

そ
う
い
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
文
章
な
の
で
あ
る
。

　

限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
な
か
で
、
断
定
の
「
で
あ
る
」
が
、

ど
う
し
て
〈
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
い
る
〉
意
を
表
し
て
い
る
の

か
、「
す
る
」
が
、
ど
う
し
て
〈
積
極
的
に
何
か
を
す
る
〉
意

を
表
し
て
い
る
の
か
、
そ
こ
が
述
べ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

述
べ
き
れ
て
は
い
な
い
授
業
ヒ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　
三

　

丸
山
の
「「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
」
に
お
い
て
、

そ
の
第
二
段
落
に
引
か
れ
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
台
詞
と
、
そ
の
パ

ロ
デ
ィ
と
は
、
読
者
に
誤
解
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
、
長
く
そ
う
思
っ
て
い
る
。
そ
の
ハ
ム
レ
ッ

ト
の
台
詞
に
つ
い
て
、
丸
山
は
、
そ
のbe

を
「
で
あ
る
」
の

つ
も
り
で
引
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
のbe

は
、「
で
あ

る
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

�　

身
分
社
会
を
打
破
し
、
政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
い
ろ
い

ろ
な
領
域
で
「
先
天
的
」
に
通
用
し
て
い
た
権
威
に
た
い
し

て
、
現
実
的
な
機
能
と
効
用
を
「
問
う
」
近
代
精
神
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
ス
は
、
ま
さ
に
右
の
よ
う
な
「
で
あ
る
」
論
理
・

「
で
あ
る
」
価
値
か
ら
「
す
る
」
論
理
・「
す
る
」
価
値
へ
の

相
対
的
な
重
点
の
移
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
も

し
ハ
ム
レ
ッ
ト
時
代
の
人
間
に
と
っ
て“to�be�or�not�to�

be”

が
最
大
の
問
題
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
近
代
社
会

の
人
間
は
む
し
ろ“to�do�or�not�to�do”

と
い
う
問
い
が
ま

す
ま
す
大
き
な
関
心
事
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

　

ハ
ム
レ
ッ
ト
の
言
う“to�be�or�not�to�be”

と
い
う
独
白

は
、
長
く
、
広
く
、「
生
き
る
べ
き
か
、
死
ぬ
べ
き
か
」
と
訳
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さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
のbe

は
連
結
動
詞
と
し
て
の「
で
あ
る
」

で
は
な
く
、〈
生
き
る
〉
意
の
用
法
の
も
の
で
あ
る
。

　

英
語
のbe

も
ド
イ
ツ
語
のsein

も
、
本
来
は
、〈
存
在
す
る
〉

意
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
の
「
あ
り
」
も
そ

う
で
、
山
田
孝
雄
は
『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
・
明
治
四
十

一
年
）
で
、
そ
の
「
あ
り
」
を
存
在
詞
と
呼
ん
だ
。
春
日
和
男

の
『
存
在
詞
に
関
す
る
研
究
』（
風
間
書
房
・
一
九
六
八
年
）

に
は
、
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
拙
稿
「
補
助
動
詞
「
あ

り
」小
論
」（『
田
辺
博
士
古
稀
記
念
国
語
助
詞
助
動
詞
論
叢
』（
桜

楓
社
・
昭
和
五
十
四
年
）
所
収
・
拙
著
『
補
助
用
言
に
関
す
る

研
究
』（
右
文
書
院
・
平
成
七
年
）
収
録
）
は
、
お
陰
で
成
っ

た
も
の
で
あ
る
。

　

助
詞
「
に
」
に
、
そ
の
「
あ
り
」
が
付
い
て
融
合
、
断
定
の

助
動
詞「
な
り
」と
な
っ
た
。
そ
の「
な
り
」が
接
続
助
詞「
て
」

を
介
在
さ
せ
て
「
に
て
あ
り
」
と
な
り
、
そ
れ
が
、
現
代
語
の

「
で
あ
る
」
で
あ
る
。
た
だ
、
国
語
と
し
て
は
、
そ
の
認
識
は

十
分
で
な
く
、
国
語
辞
典
で
の
「
で
あ
る
」
の
立
項
は
、
一
九

七
二
年
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
一
版
）』（
小
学
館
）
の
登

場
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
で
あ
る
」

の
認
識
は
、
英
和
辞
典
のbe

の
項
で
の
、
そ
の
連
結
動
詞
用

法
の
訳
語
を
通
し
て
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
と
思
っ
て
い

る
。

　

丸
山
は
、
そ
の
「
で
あ
る
」
に
つ
い
て
、
断
定
し
て
言
い
切

る
だ
け
で
は
な
い
は
た
ら
き
を
理
解
し
て
い
た
。
日
本
語
「
で

あ
る
」
だ
け
で
な
く
、be

の
訳
語
と
し
て
の
「
で
あ
る
」
を

理
解
し
て
い
た
。「
自
分
は
債
権
者
で
あ
る
（
と
い
う
位
置
に

安
住
し
て
い
る
）」「
主
権
者
で
あ
る（
こ
と
に
安
住
し
て
）」「
大

名
で
あ
り
武
士
で
あ
る
（
と
い
う
身
分
的
な
「
属
性
」）」「
大

名
で
あ
る
（
こ
と
）」「
名
主
で
あ
る
（
こ
と
）」
な
ど
か
ら
は
、

〈
…
で
あ
り
つ
づ
け
る
〉
意
が
読
み
と
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「（
自
分
は
）
…
で
あ
る
」
文
に
は
、
尊
大
性
や
高
圧
的

な
態
度
ま
で
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
丸
山
は
、
そ
う

い
う
意
味
に
「
で
あ
る
」
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

連
結
動
詞
のbe

に
、
そ
う
い
う
意
味
を
感
じ
て
い
た
丸
山

は
、
し
か
し
、do

と
の
関
係
を
ど
う
語
ろ
う
か
と
し
て
い
て
、

ハ
ム
レ
ッ
ト
の
独
白
が
浮
か
ん
で
き
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
聴
衆
を
惹
き
つ
け
る
パ
ロ
デ
ィ
が
、
あ
る
い
は
先
に
浮
か

ん
で
き
て
し
ま
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。“to�

do�or�not�to�do”

〈
な
す
べ
き
か
、
な
さ
ざ
る
べ
き
か
〉
が
、

ハ
ム
レ
ッ
ト
の
独
白
を
呼
び
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
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だ
、
そ
のbe

は
、「
で
あ
る
」
で
は
な
か
っ
た
。「
で
あ
る
」

で
は
な
い
が
、〈
生
き
て
い
る
〉
と
い
う
継
続
性
を
、
い
っ
そ

う
深
く
感
じ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。

　

そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、“to�be�or�not�to�be”

のbe

は
、
と

に
か
く
「
で
あ
る
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
四

　

そ
こ
は
、
前
書
き
で
し
か
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
「「
で

あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
」
の
教
材
化
に
際
し
て
は
、
ど

の
教
科
書
を
見
て
も
、
省
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
新
書
版
で

三
行
の
一
文
で
あ
る
。

　

�　

な
に
か
英
文
法
の
試
験
の
よ
う
な
題
を
つ
け
ま
し
て
恐
縮

で
す
が
、
最
初
に
ど
う
い
う
意
味
か
を
一
般
的
に
申
し
ま
す

か
わ
り
に
、
い
ろ
い
ろ
具
体
的
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
だ
ん

だ
ん
本
日
の
テ
ー
マ
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
く
と
い
う
仕
方

で
お
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
「
英
文
法
の
試
験
の
よ
う
な
題
を
つ
け
ま
し
て
」
が
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
そ
の

後
も
、
そ
の
「
で
あ
る
」
や
「
す
る
」
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
試

験
問
題
が
出
題
さ
れ
る
の
か
、
悩
ま
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。

　

連
結
動
詞be

は
、「
で
あ
る
」
と
訳
し
た
だ
け
で
は
訳
し
き

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
丸
山
が
挙
げ
た
「
で
あ
る
」
か
ら
は
、

「
債
権
者
で
あ
る
（
と
い
う
位
置
に
安
住
し
て
い
る
）」
を
通
し

て
、
既
に
〈
…
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
〉
意
が
読
み
と
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
で
あ
る
」
と
し
か
い
わ
な
い
こ
と
へ

の
も
ど
か
し
さ
を
丸
山
も
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
に

か
く
、
継
続
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

be

は
、そ
の
〈
存
在
す
る
〉
用
法
に
あ
っ
て
は
、い
っ
そ
う
、

そ
の
継
続
性
が
顕
著
で
あ
る
。〈
存
在
し
つ
づ
け
る
〉
意
が
感

じ
と
れ
る
の
で
あ
る
。『
シ
ー
ニ
ア
ス
英
和
大
辞
典
』（
小
西
友

七
／
南
出
康
世
・
大
修
館
書
店
・
二
○
○
一
年
）
の
ブ
ラ
ン
チ

3
に
は
、
そ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
独
白
が
引
い
て
あ
っ
て
、
そ
の

日
本
語
訳
の
多
様
さ
を
紹
介
し
て
く
れ
て
あ
っ
た
。

　　
�　
T
o�be�or�not�to�be�that�is�the�question

〈H
am
.

Ⅲ
.ⅰ

〉
生
き
て
い
く
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
、
そ
れ
が
問
題

だ
《
◆T

o�be�or�not�to�be�

に
は
「
世
に
あ
る
、
世
に
あ

ら
ぬ
」「
生
き
る
か
、
死
ぬ
か
」「
生
か
死
か
」「
こ
の
ま
ま
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で
い
い
の
か
、
い
け
な
い
の
か
」
な
ど
多
く
の
日
本
語
訳
が

あ
る
》

　

そ
の
「
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
、
い
け
な
い
の
か
」
の
、「
こ

の
ま
ま
で
」
が
、
そ
の
継
続
性
を
読
み
と
っ
た
も
の
と
思
え
た

か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
にbe
に
内
在
す
る
継
続
性
は
、
連
結
動
詞
「
で

あ
る
」
に
当
て
嵌
め
る
と
、〈
…
で
あ
り
つ
づ
け
る
〉
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
つ
づ
け
る
」
は
、、
筆
者
の

い
う
複
合
動
詞
後
項
型
補
助
動
詞
で
あ
る
。「
債
権
者
で
あ
る
」

は
、〈
債
権
者
で
あ
り
つ
づ
け
る
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
の
「
す
る
」
で
あ
っ
て
も
、

英
語
のdo

で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
、
積
極
的
に
行
為
す
る
意

が
感
じ
と
れ
て
く
る
。
近
時
の
話
題
は
、
も
っ
ぱ
ら
池
山
嘉
彦

『「
す
る
」
と
「
な
る
」
の
言
語
学
』（
大
修
館
書
店
・
一
九
八

一
年
）
で
あ
る
。
そ
の
「
す
」「
す
る
」
も
、「
補
助
動
詞
「
す
」

の
論
」（「
國
學
院
雑
誌
」（
七
十
五
巻
第
七
号
・
昭
和
四
十
九
年
）

／
『
補
助
用
言
の
研
究
』
収
録
）
以
来
、
独
立
動
詞
用
法
も
含

め
て
、
機
会
あ
る
ご
と
に
調
査
を
試
み
て
追
い
求
め
て
い
る
。

と
に
か
く
、「
…
む
と
す
」
の
存
在
か
ら
だ
け
で
も
、
そ
の
意

志
の
は
た
ら
き
が
見
え
て
く
る
。

　
　
　

×　
　
　

×　
　
　

×

　

be

そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
継
続
性
が
読
み
と
れ
る

こ
と
を
、筆
者
は
、丸
山
の
「
で
あ
る
」
の
用
例
か
ら
感
じ
と
っ

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
語
の
「
あ
り
」
に
も

認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
世
界
の
言
語
に
、
あ
る
い
は
共
通
す

る
と
こ
ろ
か
と
も
思
え
て
く
る
。

　

そ
の
後
、
英
語
学
で
辛
う
じ
て
生
き
て
い
る
愚
息
の
一
人
か

ら
、
電
子
辞
書
の
類
に
も
、「
残
存
す
る
」「
持
続
す
る
」
な
ど

の
訳
が
当
て
ら
れ
る
完
全
自
動
詞
の
場
合
が
載
っ
て
い
る
、
と

言
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
暫
く
し
て
、『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

現
代
英
英
辞
典
』
に
、「
あ
る
場
所
に
居
続
け
る
（to�rem

ain�
in�a�place

）」
と
い
う
意
味
が
当
て
ら
れ
て
い
た
、
と
も
言
っ

て
き
た
。
該
当
す
る
文
例
と
し
て
、
次
の
二
文
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
、
と
い
う
。

　

�　
She�has�been�in�her�room

�for�hours.

（
彼
女
は
何

時
間
も
自
分
の
部
屋
に
い
ま
す
。）
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�　
T
heyʼre�here�till�Christm

as.

（
彼
ら
は
ク
リ
ス
マ
ス

ま
で
こ
こ
に
い
ま
す
。）

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
感
じ
と
れ
る
継
続
性
が
、be

そ
の
も

の
に
内
在
す
る
の
か
、be

に
続
く
表
現
、
殊
に
時
間
表
現
と

関
係
す
る
の
か
、
な
お
、
ど
う
と
も
言
い
き
れ
な
い
思
い
で
も

い
る
と
言
っ
て
、
自
作
の
文
例
数
文
を
メ
ー
ル
し
て
き
て
く
れ

た
。

　

Johñ�w
as�sick�for�three�days.

　

※Johñ�w
as�tall�for�three�days.

　

Be�here�at�5
�o'clock.（

五
時
に
こ
こ
に
来
て

0

0

い
な
さ
い
。）

　

Be�here�until�w
e�com

e�back.

（
私
た
ち
が
帰
る
ま
で

ず
っ
と

0

0

0

こ
こ
に
い
な
さ
い
。）

　

圏
点
部
分
は
筆
者
の
改
訳
で
あ
る
。

　
　
　

×　
　
　

×　
　
　

×

　

結
局
、
丸
山
真
男
が
、
そ
の
第
二
段
落
で
取
り
上
げ
た
ハ
ム

レ
ッ
ト
の
独
白
のbe

が
、「
で
あ
る
」
のbe

で
な
い
こ
と
だ
け

は
、
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、“to�do�or�not�to�do”

の
た
め
に
、

承
知
し
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
独
白
を
採
用
し
た
の
か
、
う
っ
か
り

〈
こ
の
ま
ま
で
い
る
〉
意
のbe

に
引
か
れ
て
採
用
し
て
し
ま
っ

た
の
か
、
そ
の
点
は
永
遠
の
謎
で
あ
ろ
う
。

　
「
連
結
動
詞
のbe

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、」
と
か
、「「
で
あ
る
」

意
のbe

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、」
と
か
、
そ
う
い
う
前
書
き
を
、

深
層
に
お
い
て
は
言
っ
て
お
い
て
、
実
は
「
で
あ
る
」
と
言
っ

て
し
ま
っ
て
い
た
と
読
み
と
る
こ
と
に
し
よ
う
、
と
、
筆
者
は
、

い
ま
、
そ
う
思
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
丸
山
が
、
連
結
動
詞
で
は
な
いbe

か
ら
感
じ
と
っ
て
い

た
継
続
性
を
日
本
語
の
「
で
あ
る
」
に
担
わ
せ
て
し
ま
っ
て
い

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
担
当
科
目
〝
言
語
文
化
〟
の
あ
る
授
業

時
の
一
話
に
し
て
も
よ
い
か
、
と
も
思
っ
て
い
る
。
丸
山
の
言

う
「「
で
あ
る
」
こ
と
」
の
「
で
あ
る
」
は
、
平
然
と
そ
の
身

分
に
居い

座す
わ

り
つ
づ
る
態
度
を
指
摘
し
て
の〈
で
あ
り
つ
づ
け
る
〉

意
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
〇
一
四
年
十
一
月
末
日
）

　
追
　
記

　

北
総
の
小
江
戸
・
佐
原
で
、
昭
和
三
十
一
年
度
生
・
昭
和
三
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十
四
年
度
生
を
持
ち
上
が
り
で
二
回
り
六
年
を
経
て
、
母
が
営

む
、
履
物
の
小
売
中
卸
し
の
実
家
に
帰
っ
た
。
町
立
女
学
校
が

県
立
に
移
管
さ
れ
た
、
漁
師
町
・
大
原
の
そ
の
学
校
は
、
修
学

旅
行
も
、
奈
良
・
京
都
に
、
大
阪
の
天
保
山
か
ら
の
讃
岐
金
毘

羅
参
り
が
必
須
コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
た
。町
議
会
の
力
の
強
い
、

そ
こ
で
の
教
務
主
任
を
、
二
十
八
歳
の
春
、
拝
命
し
た
。
裸
祭

り
の
高
張
り
提
灯
持
ち
も
町
内
消
防
団
の
夜
警
も
勤
め
て
の
、

郡
内
小
・
中
・
高
の
日
教
組
青
年
部
長
で
も
あ
っ
た
。

　
　

�

海
鳴
り
の
す
る
町
に
し
て
宿
直
の
電
話
に
ひ
び
く
春
闘
の

指
令

　

昭
和
38
年
３
月
３
日
付
、
朝
日
歌
壇
に
、
宮
柊
二
が
拾
っ
て

く
れ
た
一
首
で
あ
る
。
読
む
も
の
も
、
吉
本
隆
明
へ
と
移
っ
て

ゆ
く
時
代
で
あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
成
二
十
七
年
度
を
迎
え
た
日
に
）
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