
一

答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
試
み
の
結
果
を
ま
と
め
た
の
が
以
下
の
論
考
で
あ

る
。

１　

現
実
存
在

　

本
質
が
永
遠
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
現
実
存
在
す
る
も
の
に
は
始
ま
り
と
終
わ
り

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
現
実
存
在
」
を
「
持
続
」
に
よ
っ
て
規
定

す
る
こ
と
は
ご
く
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、ス
ピ
ノ
ザ
は
現
実
存
在
が
「
永
遠
」

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
の
点
を
鮮
明
に
認
識
す
る
た
め
に
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
４
５
を
参
照
し

よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
定
理
の
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
注
解
が
重
要
で

あ
る
。

　

 

「
現
実
存
在
す
る
各
々
の
物
体
な
い
し
個
物
の
観
念
は
、
神
の
永
遠
か
つ
無
限
の

本
質
を
必
然
的
に
含
む
」（Eth.II.45.Pr.

）。

　

定
理
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、「
現
実
存
在
」
す
る
個
物
の
観
念
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
点
だ
け
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
定
理
の
証
明
の
後
、
ス
ピ
ノ
ザ

が
注
解
で
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

 
「
こ
こ
で
私
は
現
実
存
在
と
い
う
こ
と
で
持
続
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
に
か
つ
あ
る
種
の
量
と
し
て
考
え
ら
れ
る
限
り
に

お
け
る
現
実
存
在
の
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
私
が
語
っ
て
い
る
の
は
現
実

存
在
の
本
性
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の
本
性
の
永
遠
な
る
必
然
性
か
ら
無
限
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は
じ
め
に

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
で
は
二
つ
の
時
間
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
永
遠
」
と
「
持

続
」
で
あ
る
。
予
測
に
反
し
て
、
こ
れ
ら
は
別
々
の
存
在
領
域
に
お
い
て
語
ら
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
ら
は
「
現
実
存
在
」
と
い
う
同
一
の
存
在
領
域
に
お
い
て
語
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
は
今
日
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
に
お
い
て
す
で
に
共
有
さ
れ
た
認
識
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
二
○
十
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
・
オ
ブ
・
ス
ピ
ノ
ザ
』
で
は
「
永
遠
は
持
続
と
同
様

に
現
実
存
在
の
ひ
と
つ
の
性
質
で
あ
る
」（Jaquet 2018, 375

）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
永
遠
」は「
現
実
存
在
」を
超
え
た
領
域
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、こ
の
よ
う
に
い
う
だ
け
で
は
じ
つ
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。「
永
遠
」と「
持

続
」
は
存
在
論
的
に
は
決
し
て
同
等
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ス

ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
「
現
実
存
在
」
と
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
「
永
遠
」
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
真
の
時
間
と
は
「
永
遠
」
の
こ
と
な
の
だ
。

　

で
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
意
味
に
お
い
て
「
現
実
存
在
」
が
「
永
遠
」
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
現
実
存
在
」
を
「
永
遠
」
と
み
な
す
よ
う
な
特

殊
な
存
在
論
に
お
い
て
、「
持
続
」
は
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ピ

ノ
ザ
の
時
間
論
概
念
に
関
す
る
理
解
を
一
歩
進
め
る
に
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
か
け
に
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あ
る
。我
々
が
第
二
部
定
理
４
５
で
示
し
た
よ
う
に
。な
お
そ
の
注
解
も
見
よ
」（Eth.

V
.29.Sch.

）。

　

第
一
に
、
現
実
存
在
は
「
持
続
」
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
で
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点

は
「
一
定
の
時
間
及
び
場
所
に
関
係
し
て
現
実
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
現
実
存
在
は
「
永
遠
」
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
で
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

点
は
ま
ず
「
神
の
中
に
含
ま
れ
か
つ
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
帰
結
す
る
限
り
に
お

い
て
」
と
表
現
さ
れ
た
上
で
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
４
５
お
よ
び
そ
の
注
解
を

参
照
し
て
文
字
通
り
「
永
遠
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論
に
お
い
て
「
現
実
存
在
の
本
性
」
は
「
永
遠
」

で
あ
り
、し
た
が
っ
て
「
永
遠
」
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
が
「
真
」

で
あ
り
「
実
在
的
」
な
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
永
遠
」
の
ア
ス
ペ
ク

ト
で
認
識
す
る
こ
と
が
「
理
性
の
本
性
」（Eth.V

.29.D
em

.

）
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
対
照
的
に
「
現
実
存
在
」
を
「
持
続
」
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
認
識
す
る
こ
と

は
「
抽
象
的
」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
感
覚
経
験
に
起
因

す
る
認
識
で
あ
る
。

　

 

「
精
神
は
そ
の
身
体
の
現
在
の
現
実
存
在
を
考
え
る
限
り
に
お
い
て
、
時
間
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
う
る
持
続
を
考
え
、
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
事
物
を
時
間

と
の
関
係
で
考
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
」（Eth.V

.29.D
em

.

）。

　

こ
う
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論
を
時
間
論
の
観
点
か
ら
整
理
す
る
と
、
そ
れ
が
典

型
的
な
合
理
主
義
の
主
張
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
イ
ツ
ァ
ー
ク
・
メ
ラ
メ
ド

に
多
く
の
も
の
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
帰
結
す
る
（
第
一
部
定
理
１
６
を
見
よ
）

が
ゆ
え
に
個
物
に
帰
属
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
は
神
の
中
に
あ
る

限
り
に
お
け
る
個
物
の
現
実
存
在
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（Eth.II.45.

Sch.

）。

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
定
理
で
言
及
さ
れ
る
「
現
実
存
在
」
が
「
持
続
」
で
は
な
い
と

い
う
点
を
真
っ
先
に
注
意
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
現
実
存
在
」
は
「
持
続
」
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
現
実
存
在
」は「
持

続
」
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
で
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て

い
る
「
現
実
存
在
」
は
「
現
実
存
在
の
本
性
そ
の
も
の
」
つ
ま
り
は
「
神
の
中
に
あ

る
限
り
に
お
け
る
個
物
の
現
実
存
在
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
永
遠
」
と
い
う
ア

ス
ペ
ク
ト
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

実
際
、ス
ピ
ノ
ザ
は
別
の
テ
キ
ス
ト
で
は「
持
続
」と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
も「
現

実
存
在
」が
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
認
め
て
い
る
。た
だ
し
、そ
の
場
合
も「
永

遠
」
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
で
認
識
さ
れ
た
「
現
実
存
在
」
が
真
で
あ
る
と
い
う
点
が

強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
の
確
認
の
た
め
に
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理
２
９

の
注
解
を
参
照
し
よ
う
。

　

 

「
事
物
は
我
々
か
ら
二
通
り
の
仕
方
で
現
実
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

我
々
は
一
定
の
時
間
及
び
場
所
に
関
係
し
て
現
実
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
事
物
を

考
え
る
か
、
も
し
く
は
神
の
中
に
含
ま
れ
か
つ
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
帰
結
す
る

限
り
に
お
い
て
事
物
を
考
え
る
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
二
の
仕
方
で
真
あ

る
い
は
実
在
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
、
我
々
は
永
遠
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
下
に
考
え

て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
も
の
の
観
念
は
神
の
永
遠
か
つ
無
限
の
本
質
を
含
む
の
で
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い
は
神
の
す
べ
て
の
属
性
は
永
遠
で
あ
る
」（Eth.I.19.P.

）。
と
い
う
の
も
「
神
の

本
性
に
は
現
実
存
在
す
る
こ
と
が
属
す
る
」（Eth.I.19.D

em

）
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
神
の
変
容
で
あ
る
個
物
も
ま
た
「
永
遠
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、「
永
遠
」
と
は
「
神
の
本
性
の
永
遠
な
る
必
然
性

か
ら
無
限
に
多
く
の
も
の
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
帰
結
す
る
（
第
一
部
定
理
１
６

を
見
よ
）
が
ゆ
え
に
個
物
に
帰
属
す
る
」（Eth.II.45.Sch.

）
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
永
遠
」
は
神
お
よ
び
神
の
属
性
に
当
て
は

ま
る
ば
か
り
で
な
く
、
個
物
に
も
当
て
は
ま
る
。
要
す
る
に
、
現
実
存
在
す
る
す
べ

て
の
も
の
は
「
永
遠
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
論
理
が
意
味
す
る
こ
と
を
探
っ

て
い
く
と
、「
永
遠
」
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
《
現
在
》
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
解
釈

に
導
か
れ
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論
に
お
い
て
、
個
物
と
は
神
の
「
変
容
」
あ
る
い
は
実
体
の
様

態
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
実
体
と
は
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
在
る
も
の
」（Eth.

D
.3.

）、様
態
と
は
「
他
の
も
の
に
お
い
て
在
る
も
の
」（Eth.D

.5.

）
と
定
義
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
存
在
論
的
な
関
係
は
こ
こ
か
ら
明
瞭
で
あ
る
。
様
態（
変
容
）は
実
体（
神
）

な
く
し
て
は
存
在
で
き
な
い
が
、
実
体
（
神
）
は
様
態
（
変
容
）
な
し
に
存
在
し
う

る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
神
が
「
変
容
」
し
な
い
ま
ま
で
い
る
と
は
考
え
ら

れ
て
い
な
い
。

　

 
「
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
無
限
に
多
く
の
も
の
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
（
す

な
わ
ち
無
限
知
性
の
も
と
に
落
ち
て
く
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
も
の
が
）
帰
結

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（Eth.I.16.P.

）。

は
そ
の
構
造
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

 

「
永
遠
は
実
体
の
現
実
存
在
に
固
有
の
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
持
続
は
様
態

の
現
実
存
在
に
固
有
の
説
明
で
あ
る
」（M

elam
ed 2016, 157

）。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
問
題
は
「
現
実
存

在
」
が
「
永
遠
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
な

ぜ
「
永
遠
」
の
存
在
の
中
に
「
持
続
」
が
発
生
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
点
を
解
明
し
な
い
限
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
時
間
概
念
の
理
解
は
表
面
的
な
も
の
に

止
ま
る
で
あ
ろ
う
。

２　

永
遠

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、「
現
実
存
在
」と
は
何
よ
り
も
ま
ず「
永
遠
」で
あ
る
。
で
は
、

「
永
遠
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。「
永
遠
」
と
は
「
永
遠
な
も
の
の
定
義
の
み
か
ら
帰
結

す
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お
け
る
現
実
存
在
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、「
持
続
あ
る

い
は
時
間
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
え
な
い
」（Eth.I.D

.8.

）
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
か

つ
て
現
実
存
在
し
た
（
過
去
）」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
現
実
存
在
し
て
い
る
（
現
在
）」

と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
の
で
は
な
い
し
、「
現
実
存
在
し
て
い
る
（
現
在
）」
と
い

う
こ
と
か
ら
「
こ
れ
か
ら
も
現
実
存
在
す
る
だ
ろ
う
（
未
来
）」
と
い
う
こ
と
が
帰

結
す
る
の
で
も
な
い
。
た
ん
に
そ
の
事
物
を
考
え
る
こ
と
か
ら
そ
れ
が「
現
実
存
在
」

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

で
は
、「
永
遠
」
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
の
は
ど
ん
な
存
在
者
で
あ
ろ
う
か
。
い

う
ま
で
も
な
く
神
で
あ
る
。
同
様
に
、
神
の
属
性
も
「
永
遠
」
で
あ
る
。「
神
あ
る
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実
際
、『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
３
３
注
解
２
の
テ
キ
ス
ト
で
「
永
遠
に
お
い

て
は
い
つ
と
い
う
こ
と
も
前
と
い
う
こ
と
も
後
と
い
う
こ
と
も
な
い
」（Eth.I.33.

Sch.2.

）
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。「
い
つ
」
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

過
去
か
ら
未
来
へ
と
伸
び
る
線
上
で
位
置
が
指
定
し
う
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
「
永
遠
」
に
お
い
て
は
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
テ
キ
ス
ト
は
主
張
し

て
い
る
の
だ
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
神
か
ら
産
出
さ
れ
た
事
物
は
別
の
仕
方
で
は
産
出

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
事
物
の
必
然
性
を
証
明
す
る
定
理
の
注
解
と
し

て
書
か
れ
て
い
る
。注
解
の
意
図
は
こ
の
主
張
に
対
す
る
反
論
へ
の
再
反
論
で
あ
る
。

神
は
完
全
で
あ
る
か
ら
別
の
仕
方
で
意
思
決
定
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
い

う
反
論
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
反
論
す
る
側
の
言
葉
を
借
り
て
再
反
論

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
実
際
に
意
思
決
定
し
た
の
と
は
別
の
仕
方
で
意
思
決

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
、
と
。

　

そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
上
で
言
及
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。「
永
遠
に
お
い
て
は

い
つ
と
い
う
こ
と
も
前
と
い
う
こ
と
も
後
と
い
う
こ
と
も
な
い
」。し
た
が
っ
て
、「
神

は
決
し
て
別
の
こ
と
を
意
思
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
で
き
な
か
っ
た
。
あ

る
い
は
神
は
そ
の
意
思
決
定
以
前
に
は
存
在
で
き
な
か
っ
た
し
、
ま
た
存
在
で
き
な

い
」（Eth.I.33.Sch.2.

）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

神
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
た
の
は
「
い
つ
」
な
の
か
を
時
間
の
線
上
で
指
定
で

き
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
実
際
に
な
さ
れ
た
意
思
決
定
と
は
別
の
意
思
決
定
が
可
能
で

あ
っ
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
い
つ
」
と
い
う
こ
と
が
い
え
な
い

の
だ
か
ら
、
別
の
意
思
決
定
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
テ
キ
ス
ト
の
意

味
で
あ
る
。
神
は
意
思
決
定
の
時
に
し
か
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
《
現
在
》
に
し
か

存
在
し
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、《
現
在
》
と
い
う
概
念
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
必
然
性

　

こ
の
定
理
を
受
け
「
神
が
自
己
原
因
で
あ
る
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、

神
は
ま
た
す
べ
て
の
も
の
の
原
因
で
あ
る
」（Eth.I.25.Sch.

）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
神
が
「
現
実
存
在
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
無
限
に
多
く
の
も
の
」

に
変
容
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
（
１
）。

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論
は
決
定
論
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
個
物
は
神
に
よ
っ
て

現
実
存
在
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（Eth.

I.28.Pr.

）。
し
か
し
、
こ
の
決
定
論
は
機
械
論
的
な
決
定
論
と
は
異
な
る
。
な
ぜ
な

ら
神
と
い
う
原
因
は
個
物
に
対
し
て
外
在
的
に
作
用
す
る
原
因
で
は
な
い
か
ら
だ
。

「
神
は
す
べ
て
の
も
の
の
作
用
因
で
あ
る
」（Eth.I.16.Cor.1.

）
と
い
わ
れ
る
。
こ
の

場
合
の
「
作
用
因
（causa effi

ciens

）」
と
は
外
在
的
な
原
因
と
い
う
意
味
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
れ
自
身
の
中
に
変
化
を
生
み
出
す
内
在
的
な
原
因
な
の
で
あ
る
。
神

と
は
「
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
」
変
容
し
て
い
く
実
体
を
指
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
が
現
実
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
が
つ
ね
に
「
変
容
」
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
あ
る
「
変
容
」
は
別
の
「
変
容
」
を
引
き

起
こ
し
、こ
の
「
変
容
」
も
ま
た
さ
ら
に
別
の
「
変
容
」
を
引
き
起
こ
す
。
す
る
と
、

神
の
中
に
は
つ
ね
に
新
し
い
「
変
容
」
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
変
容
」

と
は
あ
る
状
態
か
ら
別
の
状
態
へ
の
持
続
的
な
変
化
の
こ
と
で
は
な
い
。
変
容
Ａ
が

現
実
に
存
在
す
る
の
は
《
現
在
》
に
お
い
て
で
あ
り
、
変
容
Ａ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
変
容
Ｂ
が
現
実
に
存
在
す
る
の
は
や
は
り
《
現
在
》
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

神
の
中
に
は
「
変
容
」
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、
神
の
中
に
は
《
現
在
》
し
か
な
い
こ

と
に
な
る
（
２
）。
過
去
か
ら
未
来
へ
と
移
動
し
て
い
く
点
と
し
て
の
現
在
の
こ
と

で
は
な
い
。
過
去
と
も
未
来
と
も
関
係
を
持
た
な
い
極
め
て
特
殊
な
《
現
在
》
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
永
遠
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

 

「
現
実
存
在
し
な
い
個
物
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
こ
の
よ
う
な
意
味
に
解
釈
し
う

る
と
い
う
点
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
書
簡
に
お
い
て
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
て
い
る

こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
個
物
な
い
し
様
態
に
つ
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
た
と
え
現

実
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
我
々
は
そ
れ
ら
を
現
実
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
概
念

す
る
こ
と
が
で
き
る
」（Ep.54

）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論
に
よ
れ
ば
、
個
物
は
神
に
よ
っ
て
「
現
実
存
在
」
に

決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
を
「
現
実
存
在
」
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
例
え
ば
、
人
間
が
そ
う
で
あ
る
。「
人
間
の
本
質
は
必
然
的
な
現
実
存
在
を

含
ま
な
い
」（Eth.II.A

x.1.

）。
人
間
を
含
め
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
ら
れ
た
個
物

の
中
に
は
そ
れ
が
「
現
実
存
在
」
す
べ
き
根
拠
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。「
神

か
ら
産
出
さ
れ
た
事
物
の
本
質
は
現
実
存
在
を
含
ま
な
い
」（Eth.I.24.Pr.

）。

　

つ
ま
り
、
こ
の
定
理
が
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
個
物
は
そ
れ
自
身
の
本
性
の
中

に
「
現
実
存
在
」
を
含
ま
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
現
実
存
在
し
て
い
る
か
と

い
え
ば
、
そ
れ
ら
が
神
の
属
性
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
定
理
の
中
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
神
の
属
性
の
中
に
含
ま
れ
て
い

る
限
り
に
お
け
る
個
物
の
「
現
実
存
在
」
は
も
ち
ろ
ん
「
永
遠
」
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
定
理
の
系
に
お
い
て
は
「
永
遠
」
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
だ
け
で

な
く
「
持
続
」
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
も
「
現
実
存
在
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

「
持
続
」
に
注
目
し
よ
う
。

　

 

「
個
物
が
神
の
属
性
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
の
み
現
実
存
在
す
る

と
い
わ
れ
る
あ
い
だ
は
、
個
物
の
表
現
的
存
在
す
な
わ
ち
観
念
は
神
の
無
限
な
観
念

が
現
実
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
現
実
存
在
す
る
。
ま
た
、
個
物
が
た
だ
神
の

の
概
念
を
支
持
す
る
重
要
な
概
念
な
の
で
あ
る
。

　

一
見
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
存
在
論
の
中
で
「
持
続
」
が
発
生
す
る
余
地
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
持
続
」
と
は
一
定
の
幅
を
持
っ
た
時
間
的
延
長
で
あ
り
、
過

去
か
ら
未
来
へ
の
線
上
を
動
い
て
い
く
現
在
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
人

間
精
神
と
呼
ば
れ
る
個
物
に
と
っ
て
、
自
己
も
世
界
も
「
持
続
」
の
中
に
現
実
存
在

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
持
続
」
は
人
間
精
神
に
と
っ
て
は
現
実
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
お
い
て
「
持
続
」
と
は
い
っ
た
い

ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

３　

持
続

　

 

「
持
続
」
が
導
入
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
は
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
８
系
で
あ
る
。

定
理
そ
の
も
の
か
ら
順
に
見
て
い
こ
う
。

　

 

「
現
実
存
在
し
な
い
個
物
あ
る
い
は
様
態
の
観
念
は
、
個
物
あ
る
い
は
様
態
の
形

相
的
本
質
が
神
の
属
性
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る（continentur

）の
と
同
じ
よ
う
に
、

神
の
無
限
の
観
念
の
中
に
表
現
さ
れ
て
（com

prehendi

）
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（Eth.II.8.Pr.

）。

　

こ
の
定
理
に
お
い
て
証
明
さ
れ
る
の
は
「
現
実
存
在
し
な
い
個
物
」
の
「
観
念
」

の
存
在
で
あ
る
。「
現
実
存
在
し
な
い
個
物
」
が
形
相
的
に
神
の
中
に
含
ま
れ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
観
念
」
も
表
現
的
に
神
の
中
に
あ
る
と
い
う
の
が
定
理
の
内

容
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
字
通
り
の
意
味
で
「
現
実
存
在
」
し
な
い
と
い
う
の
で

は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
そ
れ
自
身
の
本
性
に
よ
っ
て
「
現
実
存
在
」
し
て



柴
　
　
田
　
　
健
　
　
志

六

物
そ
れ
自
体
が
新
し
い「
変
容
」を
生
み
出
す
原
因
と
な
る（Eth.I.36.D

em
.

）。
モ
ー

ゲ
ン
ス
・
レ
ル
ケ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
現
実
存
在
す
る
い
か
な
る
も
の
も
た
だ

結
果
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
原
因
で
も
あ
る
」（Læ

rke 

2009: 185

）
の
だ
。
問
題
は
後
者
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　

あ
る
事
物
は
別
の
事
物
の
「
現
実
存
在
」
の
原
因
と
な
り
う
る
。
無
論
、
そ
の
本

質
が
「
現
実
存
在
」
を
含
む
か
ら
で
は
な
い
。
他
の
事
物
に
よ
っ
て
現
実
存
在
に
決

定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
（Eth.I.28.Pr.

）。
同
じ
こ
と
は
事
物
の
「
観
念
」
に
つ
い

て
当
て
は
ま
る
（Eth.II.9.Pr.

）。

　

と
こ
ろ
が
、
い
っ
た
ん
「
現
実
存
在
」
に
決
定
さ
れ
、
自
ら
が
原
因
と
し
て
作
用

す
る
と
き
、
そ
の
「
観
念
」
も
原
因
と
し
て
の
自
己
の
「
観
念
」
で
し
か
な
い
。
こ

う
し
て
、
人
間
精
神
と
い
う
個
物
は
あ
た
か
も
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
「
現
実
存
在
」

し
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ

れ
ば
、
人
間
精
神
の
経
験
的
な
認
識
は
こ
う
し
て
発
生
す
る
の
だ
。
経
験
的
認
識
と

は
、
す
で
に
現
実
存
在
す
る
個
物
の
中
に
生
じ
る
様
々
な
変
化
に
つ
い
て
の
認
識
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
は
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
９
系
で
記
述
さ

れ
て
い
る
。

　

 

「
各
々
の
観
念
の
個
別
の
対
象
の
中
に
生
じ
る
す
べ
て
の
こ
と
の
認
識
は
、
神
が

た
だ
た
ん
に
そ
の
対
象
の
観
念
を
持
つ
限
り
に
お
い
て
、
神
の
中
に
与
え
ら
れ
る
」

（Eth.II.9.Cor.

）。

　

神
が
そ
の
対
象
の
原
因
の
観
念
で
は
な
く
、「
た
だ
た
ん
に
そ
の
対
象
の
観
念
」

を
持
つ
場
合
に
は
、
神
で
さ
え
、
た
だ
「
与
え
ら
れ
て
（datur

）」
い
る
内
容
を
肯

定
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
だ
。
人
間
精
神
と
は
こ
の
よ
う
な
観
念
で
あ
る
。
で

属
性
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
ま
た
持
続
す
る

と
い
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
も
現
実
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
観
念

も
ま
た
個
物
が
持
続
す
る
と
い
わ
れ
る
現
実
存
在
を
含
む
」（Eth.II.8.Cor.

）。

　

 

「
神
の
属
性
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
テ
キ
ス
ト
前
半
で
言
及
さ
れ

る
「
現
実
存
在
」
の
第
一
の
意
味
で
あ
る
。
各
々
の
個
物
は
神
の
中
に
含
ま
れ
て
い

る
限
り
で
「
現
実
存
在
」
す
る
と
い
う
意
味
だ
。
こ
の
場
合
、
個
物
は
「
永
遠
」
と

い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
神
の
変
容
と
し
て「
現
実
存
在
」

し
、
神
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
れ
に
対
し
、「
持
続
す
る
」
と
い
う
の
が
テ
キ
ス
ト
後
半
で
言
及
さ
れ
る
「
現

実
存
在
」
の
第
二
の
意
味
で
あ
る
。
で
は
、「
持
続
」
は
い
か
に
し
て
発
生
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
８
系
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
の
点
を
語
っ
て
い

な
い
。
そ
こ
で
、
他
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
つ
つ
「
持
続
」
の
発
生
の
論
理
を
再
構

築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

個
物
は
神
の
変
容
の
連
鎖
の
中
で
「
現
実
存
在
」
に
決
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
少
な
く
と
も
『
エ
チ
カ
』
の
存
在
論
に
よ
れ
ば
こ
れ
が
真
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

人
間
精
神
と
い
う
個
物
は
あ
た
か
も
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
「
現
実
存
在
」
し
て
い
る

か
の
ご
と
く
に
自
己
を
認
識
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
エ
チ
カ
』
に
よ
れ
ば
こ
の

認
識
は
誤
謬
で
あ
る
。『
エ
チ
カ
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
興
味
深
い
点
は
、
ま
さ
し

く
こ
の
よ
う
な
誤
謬
が
生
じ
る
論
理
を
語
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

事
物
の
無
限
の
連
鎖
は
原
因
と
結
果
と
い
う
因
果
性
の
構
造
を
持
つ
。
し
か
し
、

す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、そ
れ
は
か
な
り
特
殊
な
因
果
性
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

原
因
と
結
果
の
関
係
が
神
の
「
変
容
」
と
い
う
内
的
な
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
（
３
）。

　

こ
の
特
殊
な
因
果
性
に
お
い
て
は
、
あ
る
「
変
容
」
の
結
果
と
し
て
生
成
し
た
事
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あ
り
え
な
い
。

　

ま
と
め
て
み
よ
う
。「
永
遠
」
と
「
持
続
」
は
ど
ち
ら
も
「
現
実
存
在
」
に
関
わ
っ

て
い
る
。こ
れ
ら
の
違
い
は「
現
実
存
在
」を
認
識
す
る
ア
ス
ペ
ク
ト
の
違
い
で
あ
る
。

「
永
遠
」
と
は
た
ん
な
る
《
現
在
》
と
し
て
「
現
実
存
在
」
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
認
識
が
神
の
認
識
で
あ
る
。《
現
在
》
に
お
い
て
「
現
実
存
在
」
を
認

識
す
る
こ
と
が
最
も
リ
ア
ル
な
認
識
な
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
、そ
れ
自
身
の
中
に「
現

実
存
在
」
の
根
拠
を
持
た
な
い
個
物
に
と
っ
て
、「
現
実
存
在
」
の
根
拠
は
そ
の
「
持

続
」
に
し
か
見
出
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
場
合
、
個
物
も
世
界
も
こ
れ
ま
で
「
現
実
存

在
」
し
、
こ
れ
か
ら
も
「
現
実
存
在
」
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、《
現
在
》
は
も
は
や
端
的
に
《
現
在
》
と
し
て
認
識
さ
れ
ず
、

過
去
と
未
来
を
媒
介
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
現

実
存
在
」
そ
の
も
の
が
真
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
考
察
の
ま
と
め
と
し
て
、「
永
遠
」と「
持
続
」の
関
係
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
定
理
８
系
の
構
文
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
個
物

が
「
神
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
限
り
」
に
お
い
て
す
な
わ
ち
「
永
遠
」
で
あ
る
限
り

に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
ま
た
「
持
続
す
る
と
い
わ
れ
る
限
り
」
に
お
い
て

も
現
実
存
在
す
る
、
と
い
う
構
文
で
あ
る
。

　

 
「
持
続
」
が
「
永
遠
」
を
前
提
し
か
つ
そ
れ
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
こ
の

構
文
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、「
持
続
」
が
「
永
遠
」
を
前
提

す
る
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
考

察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

は
、「
そ
の
対
象
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
身
体
で
あ
る
。

　

 

「
人
間
精
神
を
構
成
す
る
観
念
の
対
象
は
身
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
実
存
在
す

る
延
長
の
一
定
の
様
態
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」（Eth.II.13.P.

）。

　

こ
の
定
理
に
よ
れ
ば
、
様
々
な
こ
と
が
現
実
的
に
身
体
に
生
じ
る
こ
と
を
認
識
し

な
が
ら
、
そ
の
原
因
を
認
識
で
き
ず
た
だ
そ
の
内
容
を
肯
定
す
る
認
識
作
用
と
し
て

人
間
精
神
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
認
識
作
用
は
神
の
「
変
容
」
の
中

に
発
生
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
リ
ア
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
は
原
因
か

ら
結
果
へ
と
連
鎖
し
て
い
く
「
変
容
」
の
一
局
面
で
し
か
な
い
と
い
う
欠
如
を
含
ん

で
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
人
間
精
神
は
そ
れ
自
身
の
中
に
「
現
実
存
在
」
す
る
こ
と

へ
の
欲
望
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
て
も
そ
の
欲
望
の
原
因
を
知
ら
な
い
の
だ
。
ス
ピ

ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
誤
謬
と
は
こ
の
よ
う
な
認
識
の
欠
如
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

 

「
誤
謬
は
不
十
全
な
諸
観
念
す
な
わ
ち
欠
損
し
て
混
乱
し
た
諸
観
念
が
含
む
認
識

の
欠
如
に
存
す
る
」（Eth.II.35.Pr.

）。

　

 

『
エ
チ
カ
』
は
こ
の
よ
う
な
認
識
の
欠
如
を
充
当
す
る
た
め
に
様
々
な
幻
想
が
作

り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。「
自
由
意
志
」
の
幻
想
は
そ
の
代
表
的
な
も

の
だ
（
４
）。「
持
続
」
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
機
能
は
、
こ
れ
ま
で
「
現
実
存
在
」

し
て
き
た
も
の
が
引
き
続
き
「
現
実
存
在
」
し
て
い
る
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
、
個

物
の
「
現
実
存
在
」
に
つ
い
て
の
認
識
の
欠
如
を
充
当
す
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。「
持
続
」
と
は
根
拠
を
失
っ
た
「
現
実
存
在
」
に
対
し
て
仮
の
根
拠
を
与
え
る

も
の
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
「
現
実
存
在
」
に
つ
い
て
の
真
の
認
識
で
は
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ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
は
以
下
の
略
号
に
よ
っ
て
表
記
す
る
。

『
書
簡
集
』Ep. Gephardt(Ed.) 1972, Spinoza O

pera IV
 

参
照
テ
キ
ス
ト
は
全
集
の
頁
数
で
表
記
す
る
。

『
エ
チ
カ
』Eth. Gephardt(Ed.) 1972, Spinoza O

pera II

参
照
テ
キ
ス
ト
は
ロ
ー
マ
数
字
で
各
部
を
示
し
、
定
義
等
は
以
下
の
略
号
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で

表
記
す
る
。

定
義
：D

. 

公
理
：A

x. 

定
理
：Pr. 

証
明
：D

em
. 

系
：Cor. 

注
解
：Sch.

注（
1
）　

松
田
克
進
に
よ
れ
ば「
属
性
は
因
果
的
に
連
結
さ
れ
た
様
態
の
集
合
に
他
な
ら
な
い
」（
松

田 2009, 142

）。
ま
た
、
モ
ー
ゲ
ン
ス
・
レ
ル
ケ
に
よ
れ
ば
「
変
容
し
た
実
体
す
な
わ
ち

実
体
の
属
性
の
諸
様
態
以
外
に
何
も
存
在
し
な
い
」（Læ

rke 2018, 

28
）。

（
2
）　

上
野
修
に
よ
れ
ば
「
あ
る
の
は
変
化
の
今
だ
け
だ
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
う
い
う
変
化
の
存

在
を
実
体
の
『
様
態
』
と
考
え
て
い
た
」（
上
野 2012, 52-53

）。

（
３
）　

柴
田 2016, 2020　

参
照
。

（
４
）　

柴
田 2012　

参
照
。
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「
現
実
存
在
」
と
は
《
現
在
》
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

「
現
実
存
在
」
の
真
の
姿
は
「
永
遠
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
持
続
」
の
場
合
に
お

い
て
も
「
現
実
存
在
」
と
は
《
現
在
》
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、《
現
在
》

の
意
味
は
一
義
的
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
敷
衍
し
て
み
よ
う
。「
永
遠
」の
中
に
は
前
も
後
も
な
い
。
そ
こ
に
は《
現

在
》
し
か
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
点
で
「
永
遠
」
は
「
持
続
」
と
異
な
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
人
間
精
神
が
《
現
在
》
を
ま
っ
た
く
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
、
過
去
お
よ
び

未
来
と
い
う
時
制
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。《
現
在
》
を
基
準
に
し
な
け
れ
ば
過

去
も
未
来
も
意
味
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
持
続
」
が
「
永
遠
」
を
前
提
し
て

い
る
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、《
現
在
》
の
意
味
が
「
永
遠
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
次
に
、
そ

れ
を
基
準
に
し
て
過
去
お
よ
び
未
来
と
い
う
時
制
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
時
制
の
中

で
表
象
さ
れ
た
《
現
在
》
が
「
持
続
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
持
続
」
と
い
う
時
間
の
中
に
お
い
て
も
《
現
在
》
だ
け
は

リ
ア
ル
に
経
験
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
し
く
、

そ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
よ
う
に
経
験

さ
れ
る
も
の
を
個
物
の
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　

 

「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
と
は
「
個
物
の
現
実
的
本
質
」（Eth.III.7.Pr.

）
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
神
の
中
に
あ
る
限
り
で
個
物
に
帰
属
す
る
「
力
」（Eth.I.36.D

em
.

）
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
「
力
」
は
「
無
限
定
な
時
間
を
含
む
」（Eth.III.8.Pr.

）。
つ
ま
り
「
持

続
」
す
る
も
の
と
し
て
行
使
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
永

遠
」
が
「
持
続
」
の
推
進
力
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
個

物
は
つ
ね
に
「
持
続
」
の
只
中
に
お
い
て
「
永
遠
」
を
生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
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