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ハ
ン
ス

ヨ
ナ
ス
に
お
け
る
責
任
と
奇
跡

兼

誠

松

導
入

ハンス・ヨナスにおける責任と奇跡

(
l
)
 

ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
は
『
責
任
と
い
う
原
理
』
に
お
い
て
、
環
境
破
壊
の
行
き
着
く
先
に
あ
る
人
類
の
破
滅
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
将

来
の
世
代
へ
の
責
任
を
説
い
た
。
そ
の
際
、
彼
が
提
示
し
た
の
が
、
人
格
の
相
互
性
を
前
提
と
し
な
い
、
つ
ま
り
力
の
あ
る
者
が
無

力
な
者
に
一
方
的
に
背
負
う
「
責
任
」
と
い
う
原
理
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
理
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
来
の
世
代
を
、
そ
し
て

さ
ら
に
は
生
態
系
を
配
慮
す
る
倫
理
学
は
可
能
と
な
る
。
生
能
態
山
学
的
危
機
を
中
、
心
心
と
し
て
こ
の
間
題
音

れ
、
多
く
の
共
感
を
獲
得
し
た

O

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
書
の
反
響
は
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
読
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
が
、
実
は
、
こ
の
書
は
そ
れ
ほ
ど
一
般
の
読
者
に
読
み
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
近
年
、
ヨ
ナ

ス
研
究
が
進
み
、
彼
の
思
想
の
全
体
像
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
書
の
再
読
は
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ

る
。
筆
者
は
こ
う
し
た
動
向
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
の
小
論
で
、
彼
の
責
任
概
念
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
知
を
探
ろ
う
と
思
う
。
と
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こ
ろ
で
ヨ
ナ
ス
は
、
こ
の
書
で
責
任
の
原
初
的
対
象
と
し
て
の
「
乳
飲
み
子
」
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
乳
飲
み
子
に
責
任
を
負
う

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
一
体
何
の
謂
い
な
の
か
?
こ
の
間
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
無
力
な
乳
飲
み
子
が
も
っ
力
と
は
何
か
と
い

う
間
い
に
答
え
る
必
要
が
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

Iラ4

そ
れ
に
関
連
し
て

「
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
イ
ツ
ツ
以
後
の
神
の
概
念
」

に
お
け
る
無
力

な
神
を
取
り
上
げ
、

そ
の
無
力
な
神
か
ら
、

ブ
ル
ト
マ
ン
の
所
論
に
ま
で
遡
り
、

ヨ
ナ
ス
の
責
任
の
思
想
に
一
つ
の
光
を
当
て
て
み

屯

F

-

、

品

円

υ

」
人
し

倫
理
学
の
根
源
性
、
乳
飲
み
子
へ
の
責
任

ヨ
ナ
ス
の
説
く
責
任
の
倫
理
学
は
人
格
の
相
互
性
を
前
提
と
し
な
い
。
と
は
い
え
、
ヨ
ナ
ス
は
、
近
代

の
理
性
的
主
体
を
モ
デ
ル
に
倫
理
学
の
構
築
を
目
指
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
義
務
付
け
の
「
合
理
的
な
根
拠
」
が

必
要
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
正
当
化
の
原
理
が
必
要
で
あ
る
こ
と
自
体
は
否
定
し
て
い
な
い
(
司
〈
広
ω)
。
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
彼

は
『
責
任
と
い
う
原
理
』
に
お
い
て
、
存
在
は
無
に
ま
さ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
自
然
は
固
有
の
目
的
と
価
値
を
内
在
さ
せ
て
い

る
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
而
上
学
は
い
う
ま
で
も
な
く
『
青
ハ
任
と
い
う
原
理
』
に
先
立
つ

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

『
生
命
と
い

う
現
象
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
ヨ
ナ
ス
研
究
で
は
、
彼
の
思
想
的
発
展
過
程
を
便
宜
的
に
グ
ノ

l
シ
ス
研
究
、
生
命
の
哲
学
、
責
任
の
倫
理
学
の
段
階
に

(
2
)
 

分
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
責
任
の
倫
理
学
は
す
で
に
『
生
命
と
い
う
現
象
』
の
中
で
予
告
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
ら
二
つ
の
著
作
の
連
続
性
は
明
白
で
あ
る
。
「
生
命
と
い
う
現
象
』
か
ら
『
責
任
と
い
う
原
理
』
へ
の
展
開
は
、
自
然
と
人
間
を
切

り
離
し
、
自
然
を
徹
底
し
て
外
的
な
も
の
と
見
倣
し
、
世
界
の
中
で
人
間
は
孤
立
し
て
い
る
と
い
う
現
代
の
グ
ノ
i
シ
ス
的
潮
流
に



対
し
て
、
統
一
的
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
l
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
ヨ
ナ
ス
に
と
っ
て
自
然
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
ナ
ス
は
自
然
に
内
在
す

る
目
的
と
価
値
と
を
肯
定
し
、
そ
の
上
で
、
生
物
進
化
の
過
程
で
登
場
し
た
人
間
を
そ
の
自
然
的
展
開
の
な
か
に
位
置
付
け
て
考
え

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倫
理
学
そ
の
も
の
に
自
然
的
基
礎
を
与
え
よ
う
と
す
る
。

(
3
)
 

し
か
し
、
「
自
然
の
固
有
の
尊
厳
性
の
肯
定
は
、
責
任
原
理
を
自
然
道
徳
と
同
じ
も
の
と
見
倣
す
」
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
?

る
い
は
、
自
然
主
義
道
徳
か
ら
責
任
倫
理
学
の
導
出
は
ど
こ
ま
で
必
然
的
な
の
か
?

あ

ポ

)レ

リ
ク

jレ
は

ヨ
ナ
ス
の
責
任
の

倫
理
学
を
、
形
而
上
学
か
ら
理
解
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
責
任
の
倫
理
学
は
、
生
物
学
の
哲
学
の
な

(
4
)
 

か
に
十
分
な
基
礎
を
見
出
し
て
い
る
」
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
な
の
は
ヨ
ナ
ス
に

お
け
る
「
人
間
の
理
念
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
と
き
「
生
物
学
的
基
礎
付
け
は
、
た
と
え
必
要

(
5
)
 

不
可
欠
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
十
分
で
な
く
な
る
」
の
で
あ
る
。

ハンス・ヨナスにおける責任と奇跡

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ヨ
ナ
ス
も
ま
た
自
論
に
「
合
理
的
根
拠
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ

け
で
は
倫
理
学
は
完
成
さ
れ
な
い
。
ヨ
ナ
ス
は
、
責
任
の
倫
理
学
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
倫
理
学
は
、
義
務
付
け
の
「
合
理
的
根
拠
」

に
あ
わ
せ
て
、
我
々
を
行
動
へ
と
促
が
す
た
め
の
「
心
理
的
根
拠
」
(
司
〈
尽
∞
)
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
。
ヨ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
こ
の

「
心
理
的
根
拠
」
と
は
、
こ
の
場
合
「
青
ハ
任
感
情
」
で
あ
る
。
こ
の
責
任
感
情
は
実
際
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
し
て
我
々
を
突
き
動
か

す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

責
任
感
情
の
存
在
は
、
我
々
が
人
間
た
る
所
以
の
も
の
で
あ
る
。
呼
び
か
け
に
「
触
発
さ
れ
る
可
能
性
〉
岳
民

R
σ
R
E
E
を
備

え
て
い
る
が
故
に
、
我
々
は
「
道
徳
的
存
在
」
た
り
う
る
(
司
〈
広
中
)
。
呼
び
か
け
に
応
答
す
る
能
力
に
、
ヨ
ナ
ス
は
人
間
の
本
質
を

求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
感
情
は
、
個
別
科
学
と
し
て
の
心
理
学
が
取
り
扱
う
よ
う
な
感
情
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
我
々

は
こ
の
「
心
理
的
根
拠
」
を
存
在
論
的
な
概
念
と
し
て
受
け
止
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
青
ハ
任
の
対
象
は
「
は
か
な
い
も
の
仏
自
〈

R
m営
住
岱
色
(
司
〈

55)

つ
ま
り
責
任
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
存
在
者
か

で
あ
る
。
観
念
論

Iう6

し
か
し
、
さ
ら
に
こ
の
時
重
要
な
の
は
、
呼
び
か
け
る
も
の
、

的
意
識
と
唯
物
論
的
物
質
、
生
命
と
非
生
命
、
あ
る
い
は
人
間
と
世
界
の
両
極
性
を
橋
渡
し
し
よ
う
と
す
る
ヨ
ナ
ス
に
よ
っ
て
採
用

(
6
)
 

さ
れ
た
の
が
生
物
進
化
論
で
あ
る
。
進
化
の
前
史
と
し
て
、
ヨ
ナ
ス
は
物
質
的
世
界
に
「
主
体
な
き
主
観
性

ω己
σ守
宮
守
芹
か
け

ogo

ω己
立
。
己
」
(
〈
〈

E
N
の
存
在
を
想
想
定
る
。
そ
れ
が
や
が
て
生
物
と
い
う
か
た
ち
で
こ
の
世
界
に
跳
躍
し
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
にに

よ
っ
て
、
存
在
は
そ
れ
ま
で
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
死
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
生
命
に
と
っ
て
、
そ

れ
自
身
の
存
在
を
維
持
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
に
な
っ
た
。
生
命
は
存
在
と
非
存
在
の
間
で
常
に
緊
張
状
態
に
あ
る
。
こ
れ
は
生

物
進
化
の
過
程
で
登
場
し
た
人
間
に
お
い
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
生
命
が
も
っ
こ
の
本
質
的
な

傷
つ
き
ゃ
す
さ
に
対
す
る
ヨ
ナ
ス
の
着
目
は
、
か
つ
て
彼
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
よ
り
も
読
ま
れ
る
べ
き
思
想
家
と
し
て
言
及
さ
れ
た
こ
と

ま
で
あ
る
(
司
F
N
U
N
-
g
Z
[広
]
)
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
に
対
し
て
す
ら
死
の
問
題
が
な
い
と
不
満
を
表
明
さ
せ
た
も

の
で
あ
る

(司円、由。)。

と
こ
ろ
で
、
責
任
の
対
象
は
、
端
的
に
言
え
ば
傷
付
き
や
す
い
他
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
し
か
し
ヨ
ナ
ス
は
奇
妙
な
こ
と

に
、
こ
の
時
、
弱
者
一
般
を
考
え
て
は
い
な
い
。
相
互
的
で
な
い
関
係
と
し
て
の
責
任
の
事
例
と
し
て
、
「
責
任
と
い
う
原
理
』
に

お
い
て
ヨ
ナ
ス
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
政
治
家
の
責
任
を
除
け
ば
、
子
供
に
対
す
る
親
の
責
任
、
だ
け
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
が
、
責
任
の

倫
理
学
に
お
け
る
力
の
非
対
照
性
を
彊
い
な
が
ら
、
弱
者
一
般
を
で
は
な
く
、
乳
飲
み
子
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
へ
の
責

任
が
「
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
、
完
全
に
無
私
の
行
為
の
唯
一
の
も
の
」
(
司
〈
包
)

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ

と
は
責
任
感
情
が
母
性
本
能
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ナ
ス
は
、
乳
飲
み
子
に
対
す
る

母
性
の
重
要
性
を
軽
視
し
て
い
な
い
し
(
司
〈
巴
ω)
、
人
が
子
供
を
養
育
す
る
様
は
深
く
感
動
さ
せ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る

(司〈



∞
印
)
。
し
か
し
、
「
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
:
:
:
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヨ
ナ
ス
は
乳
飲
み
子
の
青

j

、
任
に
そ
れ
以
上
の
も
の

を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ナ
ス
は
、
責
任
の
対
象
と
し
て
の
子
供
に
つ
い
て
、
こ
の
著
作
の
中
で
、
政
治
家
の
責
任
以
上
に
随
所
で
言
及
し
て
い
る
。
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
が
、
乳
飲
み
子
は
「
責
任
の
原
初
的
対
象
」
(
司
〈
お
山
)
で
あ
る
、
あ
る
い
は
「
純
然
た
る
、
事

実
的
な
「
で
あ
る
宮
」
が
明
白
に
「
べ
き
で
あ
る

g
E
と
合
致
す
る
存
在
的
範
例
」
(
司
〈
Nω
印
)
で
あ
る
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
「
単

に
経
験
的
に
最
初
の
、
直
観
的
に
最
も
明
白
な
範
例
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
内
容
か
ら
し
て
最
も
完
全
な
範
例
、
文
字
通
り
の
原
型
」

(
司
〈
お
∞
)
で
あ
る
と
述
べ
る
と
き
、
我
々
は
、
彼
が
乳
飲
み
子
を
単
に
責
任
の
一
事
例
と
し
て
持
ち
出
し
て
い
る
と
し
て
片
付
け

る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
乳
飲
み
子
と
は
、
存
在
と
当
為
の
合
致
で
あ
る
。
生
命
の
本
質
的
な
弱
さ
を

ヨ
ナ
ス
の
形
而
上
学
と
倫
理
学
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

直
接
的
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
乳
飲
み
子
は
、

ハンス・ヨナスにおける責任と奇跡

「
見
れ
ば
わ
か
る
」
と
責
任
の
普
遍
化
不
可
能
性

と
こ
ろ
で
、
こ
の
乳
飲
み
子
を
前
に
し
て
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
は
「
見
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う

ωぽ
F
Eロ
ロ
ロ
巳
己
ロ
巧
巴
旨
L
Q〈

NU)
と
ヨ
ナ
ス
は
言
う
。
乳
飲
み
子
を
助
け
る
の
に
、
倫
理
的
な
屈
理
屈
は
い
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ヨ

ナ
ス
の
言
明
は
、
乳
飲
み
子
の
保
護
が
普
遍
的
な
合
意
を
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
?

っ
て
し
ま
え
ば
、
乳
飲
み
子
と
い
う
愛
の
対
象
に
訴
え
か
け
れ
ば
、
ヨ
ナ
ス
は
単
純
に
自
分
の
学
説
に
説
得
力
を
も
た
す
こ
と
が
で

も
っ
て
言

き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
?

Iラ7

た
と
え
ば
、
討
議
倫
理
学
者
の

M
・
ケ
ト
ナ
ー
は
そ
う
理
解
し
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
上
で
、
ヨ
ナ
ス
は
倫
理
学
の
基
礎
付
け
に
失



敗
し
て
い
る
と
結
論
す
る
。
と
言
う
の
も
、
普
遍
主
義
に
立
つ
ケ
ト
ナ
l
は
「
あ
ら
ゆ
る
同
情
や
慈
悲
や
愛
の
向
こ
う
側
に
は
、
す

Iラ8

な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
感
動
の
向
こ
う
側
に
は
、
新
生
児
が
息
を
し
て
い
る
だ
け
で
全
て
の
人
に
義
務
を
負
わ
す
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ

、(
7
)

自
体
で
存
在
し
て
い
る
配
慮
の
当
為
な
ど
な
い
」
の
で
あ
る
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
「
道
徳
的
基
礎
付
け
は
、
母
親
あ
る
い
は
適
切
な

(
8
)
 

表
象
能
力
を
持
っ
た
人
々
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も
納
得
が
い
く
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
考
え

(
9
)
 

つ
ま
り
、
責
任
の
原
初
的
対
象
と
し
て
の
乳
飲
み
子
は
「
普
遍
的
拘
束
力
を
持
つ
証
明
可
能
性
の
フ
ィ
ル
タ
ー
」

る
か
ら
で
あ
る
。

を
通
過
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ケ
ト
ナ
l
の
理
解
は
正
し
く
も
あ
り
、
ま
た
間
違
っ
て
も
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
が
正
し
い
の
は
、
事
実
と
し
て
ヨ

ナ
ス
は
乳
飲
み
子
の
責
任
を
普
遍
主
義
の
観
点
か
ら
提
示
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ヨ
ナ
ス
は
、
倫

理
学
は
「
合
理
的
根
拠
」
と
「
心
理
的
根
拠
」
の
二
つ
を
提
示
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
が
、
「
合
理
的
根
拠
」
に
彼

は
形
而
上
学
を
当
て
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ヨ
ナ
ス
は
、
乳
飲
み
子
へ
の
責
任
感
情
に
「
合
理
的
根
拠
」
を
求
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ヨ
ナ
ス
は
、
事
実
と
し
て
、
乳
飲
み
子
の
呼
び
か
け
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
乳
飲

み
子
の
要
求
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
乳
飲
み
子
へ
の
責
任
は
、
我
々
が
そ
れ
を
承
認
す
る
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
と
独
立
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ケ
ト
ナ
l
は
読
み
取
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る。
乳
飲
み
子
の
責
任
が
我
々
の
承
認
と
独
立
し
て
い
る
こ
と
、
も
っ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
を
超
越
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

相
互
性
の
倫
理
学
|
|
ヨ
ナ
ス
は
そ
れ
を
「
従
来
の
倫
理
学
」
と
呼
ぶ
|
|
と
責
任
の
倫
理
学
の
緊
張
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
二
つ
の
倫
理
学
の
差
異
を
、
我
々
は
相
互
性
を
原
理
と
す
る
か
否
か
で
区
分
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
だ
け
で
は
、
実
際

に
責
任
倫
理
学
の
本
質
を
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
相
互
性
の
有
無
に
よ
る
両
者
の
区
分
は
、
ひ
と
つ
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い



か
ら
で
あ
る
。

ヨ
ナ
ス
は
言
う
|
|
「
私
が
責
任
を
感
じ
る
の
は
:
:
:
私
の
行
為
に
要
求
を
掲
げ
て
く
る
事
柄
伝
の
と
で
あ
る
」
(
司
〈
見
品
)
。
そ
し

て
続
い
て
、
次
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
|
|
「
こ
の
感
情
を
生
み
出
せ
る
の
は
、
こ
の
事
柄
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
普
遍
性
と
い
う
理
念
で

は
な
い
」
(
司
〈

5
5
。
責
任
感
情
が
普
遍
性
の
理
念
に
由
来
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
別
言
す
れ
ば
、
ヨ
ナ
ス
的
な

ヨナスにおける責任と奇跡

責
任
は
「
自
立
し
た
成
人
た
ち
の
間
の
関
係
」
(
司
〈
∞
日
)
の
中
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
乳
飲
み
子
の
責
任
は
、
理
性
的
人

格
主
体
間
の
相
互
性
に
立
脚
す
る
倫
理
学
か
ら
積
極
的
な
か
た
ち
で
導
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
た
「
「
責
任
」
は
こ
れ

ま
で
倫
理
学
理
論
の
中
心
に
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
?
」
(
司
〈
N
N
N
)

と
い
う
ヨ
ナ
ス
自
身
が
立
て
た
問
い
に
対
す
る
答
え
で
も
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
ヨ
ナ
ス
の
責
任
の
倫
理
学
は
、
人
間
学
か
ら
出
発
す
る
倫
理
学
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
我
々
の
相

互
性
の
意
に
沿
う
か
た
ち
で
、
倫
理
学
の
事
柄
〔
主
題
〕

ω
R
Z
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
事
柄
の
も
つ
他
者
性
が
否
定
さ

れ
て
し
ま
う
議
論
の
あ
り
方
は
、
倫
理
学
と
し
て
誤
っ
て
い
る
と
ヨ
ナ
ス
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
倫
理
学
が
事
柄
を
決
定
す
る

の
で
は
な
く
、
事
柄
の
方
こ
そ
が
、
我
々
の
倫
理
学
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
、
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
倫
理
学
は
、

当
然
の
帰
結
と
し
て
、
事
柄
に
対
す
る
応
答
、
す
な
わ
ち
青
ハ
任
の
倫
理
学
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四

無
力
な
乳
飲
み
子
の
呼
び
か
け
る
力

乳
飲
み
子
は
、
徹
底
し
て
無
力
な
存
在
で
あ
る
。
乳
飲
み
子
の
こ
の
無
力
性
は
、
我
々
の
側
か
ら
補
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
道
徳
的
存
在
と
呼
べ
る
の
は
、
乳
飲
み
子
の
呼
び
か
け
に
触
発
さ
れ
る
可

能
性
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
乳
飲
み
子
は
そ
の
全
身
全
霊
で
我
々
を
行
動
へ
と
促
が

ハンス
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す
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
乳
飲
み
子
の
力
と
は
何
の
か
?

ヨ
ナ
ス
は
、
我
々
の
も
つ
「
能
力
問
。
ロ
ロ

g」
は
、
「
因
果
的
帰
結
を
世
界
に
も
た
ら
す
」
も
の
だ
と
言
う
(
司
〈
お
同
)
。
そ
し
て
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同
時
に
、
こ
の
能
力
こ
そ
我
々
の
責
任
の
源
泉
で
あ
る
。
呼
び
か
け
る
存
在
と
し
て
の
乳
飲
み
子
は
、
無
力
な
存
在
と
し
て
我
々
に

保
護
を
訴
え
る
。
そ
し
て
、
無
慈
悲
な
因
果
的
原
理
が
支
配
す
る
こ
の
世
界
で
、
自
然
の
目
的
性
を
告
知
す
る
。
し
か
し
、
乳
飲
み

子
が
自
然
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
然
が
乳
飲
み
子
と
し
て
自
ら
の
目
的
を
完
遂
す
る
の
は
、
ひ
と
え
に
人
間
を
通
じ
て
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
乳
飲
み
子
そ
れ
自
身
は
、
因
果
的
原
理
に
介
入
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
を
通
じ
て
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
人
間

の
「
能
力
」
を
通
じ
て
「
因
果
的
帰
結
を
世
界
に
も
た
ら
す
」
の
で
あ
る
。
因
果
的
世
界
に
お
い
て
徹
底
し
て
無
力
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
唯
一
人
間
へ
と
訴
え
か
け
る
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
て
い
る
乳
飲
み
子
と
は
何
な
の
か
?
全
く
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で

(
叩
)

ヨ
ナ
ス
は
、
こ
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
イ
ツ
ツ
以
後
の
神
の
概
念
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
徹
底
的
な
無
力
性
と
い
う

点
で
、
そ
し
て
そ
れ
が
人
間
に
呼
び
か
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、
『
責
任
と
い
う
原
理
』

(
日
)

後
の
神
の
概
念
」
の
神
は
注
目
す
べ
き
対
応
関
係
を
示
し
て
い
る
。

の
乳
飲
み
子
と
、
「
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
イ
ツ
ツ
以

五

無
力
な
神
の
呼
び
か
け
る
力

一
九
八
四
年
に
レ
オ
ボ
ル
ド
・
ル

l
カ
ス
博
士
賞
を
受
賞
し
た
際
、
ヨ
ナ
ス
が
講
演
し
た
の
が
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
イ
ツ
ツ
以
後
の
神

の
概
念
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヨ
ナ
ス
は
、
大
勢
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
死
に
追
い
や
っ
た
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
イ
ツ
ツ
と
い
う
惨
事
を
引
き
起
こ
し

た
神
と
は
ど
の
よ
う
な
神
な
の
か
を
問
う
。
ヨ
ナ
ス
が
出
し
た
結
論
は
、
神
は
無
力
な
存
在
で
あ
っ
た
が
故
に
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
イ
ツ
ツ

の
惨
事
に
介
入
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
の
主
張
は
、
神
の
名
を
呼
び
続
け
た
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
に
対
し
て
沈
黙



を
守
り
続
け
た
神
の
善
性
を
擁
護
す
る
と
い
う
点
に
主
眼
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ヨ
ナ
ス
が
責
任
と
い
う
か
た
ち
で
追
究
し
て
い
る

こ
の
無
力
な
神
に
対
す
る
信
仰
の
可
能
性
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

ヨ
ナ
ス
が
自
ら
考
案
し
た
神
話
に
よ
る
と
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
、
神
は
自
ら
の
存
在
を
、
運
命
を
多
様
な
偶
然
的
な
生
成

へ
と
委
ね
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
神
は
自
ら
に
何
も
残
し
は
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
世
界
の
創
造
と
は
神
の
全
面
的
な
自
己

贈
与
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
は
超
越
的
な
存
在
と
し
で
、
世
界
の
外
部
か
ら
内
部
へ
と
神
的
な
力
に
よ
っ
て
介
入
す
る
力
を
も

放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
は
世
界
の
可
能
性
を
許
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
膨
大
な
時
を
経
て
、
世
界
に
生
命
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
感
じ
る
こ
と
、
知
覚
す
る
こ
と
、
努
力
す
る
こ
と
、
行
為

す
る
こ
と
」
と
い
う
生
命
の
能
力
に
よ
っ
て
、
「
永
遠
性
は
力
を
獲
得
す
る
」
こ
と
が
で
き
た
(
〉
の
H

∞
)
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
の

ハンス・ヨナスにおける責任と奇跡

永
遠
性
は
イ
デ
ア
的
な
不
変
不
動
の
も
の
の
こ
と
で
は
な
い
。

生
命
の
出
現
以
後
の
世
界
の
豊
鏡
化
と
は
、
神
の
隠
さ
れ
た
本
質
が
こ
の
世
界
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
生
命
の

登
場
は
、
死
と
い
う
あ
ま
り
に
も
大
き
い
代
償
を
神
の
経
験
に
も
た
ら
し
た
が
、
生
命
と
し
て
自
己
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
神
の
情

熱
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
単
純
な
形
式
の
生
命
か
ら
動
物
へ
の
進
化
を
経
て
、
つ
い
に
人
聞
が
登
場
す
る
に
至
る
。
そ

れ
は
「
知
と
自
由
の
到
来
」
(
の
〉
N
N
)

を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
神
は
「
恐
れ
お
の
の
い
て
い
る
」
(
の
〉
N
N
)

と
い
う
。
人
間

の
出
現
に
よ
っ
て
、
善
と
悪
が
分
岐
し
、
青
ハ
任
と
い
う
課
題
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
出
現
に
い
た
っ
て
責
任
の
問
題
が
浮

上
す
る
の
は
、
「
神
の
像
は
:
:
:
こ
の
最
終
的
な
展
開
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
運
動
の
劇
的
な
加
速
に
よ
っ
て
、
人
聞
が
自
身
と
世
界
に

な
す
こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
に
さ
れ
る
か
、
維
持
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
台
無
し
に
さ
れ
る
た
め
に
、
疑
問
の
余
地
は
あ
り
つ
つ
も
人

間
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
(
の
〉
お
)
と
ヨ
ナ
ス
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
無
力
な

つ
ま
り
、
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神
は
人
間
の
も
と
で
喜
び
も
す
れ
ば
悲
し
み
も
す
る
、
満
た
さ
れ
も
す
れ
ば
損
な
わ
れ
も
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の



よ
う
な
神
に
責
任
を
負
う
存
在
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
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ヨ
ナ
ス
は
、
神
が
全
面
的
に
放
棄
し
た
力
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
厳
密
な
表
現
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
が

断
念
し
た
の
は
「
世
界
の
事
物
の
物
理
的
過
程
へ
の
介
入
の
あ
ら
ゆ
る
力
」
(
の
〉

h

お
)
で
あ
っ
た
と
彼
は
言
う
。
つ
ま
り
、
「
神
の

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
今
な
お
「
唯
一
の
神
」
は
、
そ
し
て
「
聞
け
、

無
力
は
物
理
的
な
も
の
に
の
み
関
わ
る
」
(
の
〉
お
)

イ
ス
ラ
エ
ル
」
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
の
〉
中
ω)
。
こ
の
「
聞
け
、
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
に
向
け

ら
れ
た
神
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ヨ
ナ
ス
は
神
は
無
力
で
は
あ
る
と
言
う
が
、
「
魂
へ
の
呼
び
か
け
、
預
言
者
や
ト
i
ラ
l

に
お
け
る
霊
感
」
、
そ
し
て
神
に
よ
っ
て
「
選
ば
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
否
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
お
〉
お
)
。
神
は
物
理
的

過
程
に
介
入
す
る
力
は
全
く
も
っ
て
い
な
い
が
、
人
間
に
呼
び
か
け
る
力
は
ま
だ
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
聞
が
神
の
呼
び
か
け

に
応
答
す
る
こ
と
を
、
ヨ
ナ
ス
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
側
か
ら
為
さ
れ
る
「
奇
跡
巧

5
号
円
」
(
の
〉
k
p
H
)

だ
と
主
張
す
る
。

-.L・

ノ¥

呼
び
か
け
る
力
と
奇
跡
|
|
ブ
ル
ト
マ
ン
に
お
け
る
奇
蹟
と
異
象

ヨ
ナ
ス
の
考
え
る
こ
の
「
奇
跡
」
は
、
神
的
力
の
物
理
的
過
程
へ
の
介
入
の
こ
と
で
は
な
い
。
神
が
人
間
に
呼
び
か
け
、
そ
れ
が

聞
き
届
け
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
人
聞
を
突
き
動
か
し
、
世
界
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
を
「
奇
跡
」
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。

ヨ
ナ
ス
の
師
で
あ
っ
た
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

(ロ)

の
論
文
「
奇
跡
の
問
題
に
つ
い
て
」
を
中
心
に
こ
れ
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

は
働
き
に
由
来
す
る
出
来
事
と
は
区
別
さ
れ
る
神
の
(
神
性
の
、
神
々
の
)
行
為
」
(
の
〈
H

N

広
)
と
し
て
の
奇
跡
で
あ
る
。
も
う
一

一
般
に
奇
跡
に
は
二
つ
の
捉
え
方
が
あ
る
。
以
下
、
ブ
ル
ト
マ
ン

一
つ
は
、
「
自
然
的
原
因
も
し
く
は
人
間
的
意
志
も
し
く



つ
は
、
「
自
然
に
反
す
る

S
ミ
ミ
ミ
言
ミ
さ
驚
く
べ
き
出
来
事
」
と
し
て
の
奇
跡
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
「
自
然
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
の
は
、
規
則
正
し
い
秩
序
に
し
た
が
っ
て
経
過
す
る
自
然
的
出
来
事
で
あ
る
」
(
の
〈
H
N
E
)
。

ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
奇
跡
理
解
は
ど
ち
ら
も
非
常
に
問
題
の
あ
る
も
の
だ
と
考
え
る
。
ま
ず
、
後
者
の
奇
跡
観
、
す

な
わ
ち
自
然
秩
序
に
反
す
る
奇
跡
観
か
ら
見
て
行
こ
う
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
そ
の
種
の
奇
跡
を
「
異
象
冨
片
山
片
巳
」
と
呼
ぶ
。
自
然

的
出
来
事
を
合
法
則
的
出
来
事
と
見
倣
す
近
現
代
の
理
解
か
ら
す
る
と
、
奇
跡
は
合
法
則
的
連
関
の
破
れ
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
も
は
や
こ
の
種
の
奇
跡
観
は
我
々
に
は
受
け
入
れ
難
い
。
異
象
と
し
て
の
奇
跡
と
い
う
概
念
は
「
放
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
(
の
〈
H
N
5
)
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
異
象
と
は
関
わ
り
を
も
た
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
聖
書
に
も
異
象
的
な
出
来
事
が
記
述
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
聖
書
記
者
た
ち
に
お
い
て
ま
だ
、
異
象
と
神
の
行
い
と
し
て
の
奇
跡
が
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
こ
の
「
批
判
」
が
非
神
話
化
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
つ
ま
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
)
。

ハンス・ヨナスにおける責任と奇跡

次
に
前
者
の
奇
跡
観
、
す
な
わ
ち
神
の
行
い
と
し
て
の
奇
跡
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
は
世
界
の
創
造
者
で
あ
る
神
の
全
能
が
誤
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
出
来
事
が
神
の
行
い
と
説
明
さ
れ
、
そ
の

結
果
と
し
て
、
両
者
の
区
別
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
し
か
し
、
「
も
し
全
て
の
出
来
事
が
奇
跡
的
で
あ
る
と
し
た
ら
、
実
の

と
こ
ろ
そ
れ
は
も
は
や
奇
跡
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
神
と
世
界
と
は
等
置
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
の
〈
H
N
H
∞
)
。
こ
の

(
日
)

よ
う
な
奇
跡
思
想
で
は
汎
神
論
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
神
が
全
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
奇
跡
に
先
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
「
創
造
!
全
能
思

想
は
、
世
界
の
出
来
事
の
全
て
の
考
察
を
可
能
に
す
る
学
問
的
公
理
で
は
な
い
」
(
の
〈
H
N
H
∞
)
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々
は
神
を
全
能
者
と
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し
て
表
象
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
信
仰
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
る
。
奇
跡
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
そ
も



す
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
乳
飲
み
子
の
力
と
は
何
の
か
?

ヨ
ナ
ス
は
、
我
々
の
も
つ
「
能
力
問
。

5
8」
は
、
「
因
果
的
帰
結
を
世
界
に
も
た
ら
す
」
も
の
だ
と
言
う
(
司
〈

Nω
日
)
。
そ
し
て
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同
時
に
、
こ
の
能
力
こ
そ
我
々
の
責
任
の
源
泉
で
あ
る
。
呼
び
か
け
る
存
在
と
し
て
の
乳
飲
み
子
は
、
無
力
な
存
在
と
し
て
我
々
に

保
護
を
訴
え
る
。
そ
し
て
、
無
慈
悲
な
因
果
的
原
理
が
支
配
す
る
こ
の
世
界
で
、
自
然
の
目
的
性
を
告
知
す
る
。
し
か
し
、
乳
飲
み

子
が
自
然
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
然
が
乳
飲
み
子
と
し
て
自
ら
の
目
的
を
完
遂
す
る
の
は
、
ひ
と
え
に
人
間
を
通
じ
て
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
乳
飲
み
子
そ
れ
自
身
は
、
因
果
的
原
理
に
介
入
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
を
通
じ
て
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
人
間

の
「
能
力
」
を
通
じ
て
「
因
果
的
帰
結
を
世
界
に
も
た
ら
す
」
の
で
あ
る
。
因
果
的
世
界
に
お
い
て
徹
底
し
て
無
力
で
あ
る
に
も
か

全
く
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で

か
わ
ら
ず
、
唯
一
人
間
へ
と
訴
え
か
け
る
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
て
い
る
乳
飲
み
子
と
は
何
な
の
か
?

(
叩
)

ヨ
ナ
ス
は
、
こ
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
「
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
イ
ツ
ツ
以
後
の
神
の
概
念
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
徹
底
的
な
無
力
性
と
い
う

点
で
、
そ
し
て
そ
れ
が
人
間
に
呼
び
か
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、
『
責
任
と
い
う
原
理
』

(
日
)

後
の
神
の
概
念
」
の
神
は
注
目
す
べ
き
対
応
関
係
を
示
し
て
い
る
。

の
乳
飲
み
子
と
、
「
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以

五

無
力
な
神
の
呼
び
か
け
る
力

一
九
八
四
年
に
レ
オ
ポ
ル
ド
・
ル
i
カ
ス
博
士
賞
を
受
賞
し
た
際
、

ヨ
ナ
ス
が
講
演
し
た
の
が
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
イ
ツ
ツ
以
後
の
神

の
概
念
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヨ
ナ
ス
は
、
大
勢
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
死
に
追
い
や
っ
た
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
イ
ツ
ツ
と
い
う
惨
事
を
引
き
起
こ
し

た
神
と
は
ど
の
よ
う
な
神
な
の
か
を
問
う
。
ヨ
ナ
ス
が
出
し
た
結
論
は
、
神
は
無
力
な
存
在
で
あ
っ
た
が
故
に
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
イ
ツ
ツ

の
惨
事
に
介
入
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
の
主
張
は
、
神
の
名
を
呼
び
続
け
た
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
に
対
し
て
沈
黙



を
守
り
続
け
た
神
の
善
性
を
擁
護
す
る
と
い
う
点
に
主
眼
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ヨ
ナ
ス
が
責
任
と
い
う
か
た
ち
で
追
究
し
て
い
る

こ
の
無
力
な
神
に
対
す
る
信
仰
の
可
能
性
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

ヨ
ナ
ス
が
自
ら
考
案
し
た
神
話
に
よ
る
と
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
、
神
は
自
ら
の
存
在
を
、
運
命
を
多
様
な
偶
然
的
な
生
成

へ
と
委
ね
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
神
は
自
ら
に
何
も
残
し
は
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
世
界
の
創
造
と
は
神
の
全
面
的
な
自
己

贈
与
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
は
超
越
的
な
存
在
と
し
て
、
世
界
の
外
部
か
ら
内
部
へ
と
神
的
な
力
に
よ
っ
て
介
入
す
る
力
を
も

放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
は
世
界
の
可
能
性
を
許
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
膨
大
な
時
を
経
て
、
世
界
に
生
命
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
感
じ
る
こ
と
、
知
覚
す
る
こ
と
、
努
力
す
る
こ
と
、
行
為

す
る
こ
と
」
と
い
う
生
命
の
能
力
に
よ
っ
て
、
「
永
遠
性
は
力
を
獲
得
す
る
」
こ
と
が
で
き
た

(
〉
の
毘
)
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
の

永
遠
性
は
イ
デ
ア
的
な
不
変
不
動
の
も
の
の
こ
と
で
は
な
い
。

ハンス・ヨナスにおける責任と奇跡

生
命
の
出
現
以
後
の
世
界
の
豊
鏡
化
と
は
、
神
の
隠
さ
れ
た
本
質
が
こ
の
世
界
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
生
命
の

登
場
は
、
死
と
い
う
あ
ま
り
に
も
大
き
い
代
償
を
神
の
経
験
に
も
た
ら
し
た
が
、
生
命
と
し
て
自
己
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
神
の
情

熱
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
単
純
な
形
式
の
生
命
か
ら
動
物
へ
の
進
化
を
経
て
、
つ
い
に
人
聞
が
登
場
す
る
に
至
る
。
そ

れ
は
「
知
と
自
由
の
到
来
」
(
の
〉
N
N
)

を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
神
は
「
恐
れ
お
の
の
い
て
い
る
」
(
の
〉
N
N
)

と
い
う
。
人
間

の
出
現
に
よ
っ
て
、
善
と
悪
が
分
岐
し
、
責
任
と
い
う
課
題
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
出
現
に
い
た
っ
て
責
任
の
問
題
が
浮

上
す
る
の
は
、
「
神
の
像
は
:
:
:
こ
の
最
終
的
な
展
開
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
運
動
の
劇
的
な
加
速
に
よ
っ
て
、
人
聞
が
自
身
と
世
界
に

な
す
こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
に
さ
れ
る
か
、
維
持
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
台
無
し
に
さ
れ
る
た
め
に
、
疑
問
の
余
地
は
あ
り
つ
つ
も
人

間
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
(
の
〉
凶
)
と
ヨ
ナ
ス
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
無
力
な

つ
ま
り
、
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神
は
人
間
の
も
と
で
喜
び
も
す
れ
ば
悲
し
み
も
す
る
、
満
た
さ
れ
も
す
れ
ば
損
な
わ
れ
も
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の



よ
う
な
神
に
責
任
を
負
う
存
在
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
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ヨ
ナ
ス
は
、
神
が
全
面
的
に
放
棄
し
た
力
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
厳
密
な
表
現
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
が

断
念
し
た
の
は
「
世
界
の
事
物
の
物
理
的
過
程
へ
の
介
入
の
あ
ら
ゆ
る
力
」
(
の
〉
中
N
)

で
あ
っ
た
と
彼
は
言
う
。
つ
ま
り
、
「
神
の

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
今
な
お
「
唯
一
の
神
」
は
、
そ
し
て
「
聞
け
、

無
力
は
物
理
的
な
も
の
に
の
み
関
わ
る
」
(
の
〉
お
)

イ
ス
ラ
エ
ル
」
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
の
〉
む
)
。
こ
の
「
聞
け
、
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
に
向
け

ら
れ
た
神
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ヨ
ナ
ス
は
神
は
無
力
で
は
あ
る
と
言
う
が
、
「
魂
へ
の
呼
び
か
け
、
預
言
者
や
ト
l
ラ

l

(
の
〉
お
)
。
神
は
物
理
的

過
程
に
介
入
す
る
力
は
全
く
も
っ
て
い
な
い
が
、
人
間
に
呼
び
か
け
る
力
は
ま
だ
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
聞
が
神
の
呼
び
か
け

に
応
答
す
る
こ
と
を
、
ヨ
ナ
ス
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
側
か
ら
為
さ
れ
る
「
奇
跡
ヨ
ロ
ロ
合
円
」
(
の
〉
品
目
)
だ
と
主
張
す
る
。

に
お
け
る
霊
感
」
、
そ
し
て
神
に
よ
っ
て
「
選
ば
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
否
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る

-L... 

ノ¥

呼
び
か
け
る
力
と
奇
跡
|
|
ブ
ル
ト
マ
ン
に
お
け
る
奇
蹟
と
異
象

ヨ
ナ
ス
の
考
え
る
こ
の
「
奇
跡
」
は
、
神
的
力
の
物
理
的
過
程
へ
の
介
入
の
こ
と
で
は
な
い
。
神
が
人
間
に
呼
び
か
け
、
そ
れ
が

聞
き
届
け
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
を
突
き
動
か
し
、
世
界
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
を
「
奇
跡
」
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。

ヨ
ナ
ス
の
師
で
あ
っ
た
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

(ロ)

の
論
文
「
奇
跡
の
問
題
に
つ
い
て
」
を
中
心
に
こ
れ
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

一
般
に
奇
跡
に
は
二
つ
の
捉
え
方
が
あ
る
。
以
下
、
ブ
ル
ト
マ
ン

一
つ
は
、
「
自
然
的
原
因
も
し
く
は
人
間
的
意
志
も
し
く

は
働
き
に
由
来
す
る
出
来
事
と
は
区
別
さ
れ
る
神
の
(
神
性
の
、
神
々
の
)
行
為
」
(
の
〈
日
出
品
)
と
し
て
の
奇
跡
で
あ
る
。
も
う
一



つ
は
、
「
自
然
に
反
す
る

S
ミ
ミ
ミ
定
ミ
ミ
驚
く
べ
き
出
来
事
」
と
し
て
の
奇
跡
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
「
自
然
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
の
は
、
規
則
正
し
い
秩
序
に
し
た
が
っ
て
経
過
す
る
自
然
的
出
来
事
で
あ
る
に
の
〈
H
N
E
)

。

ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
奇
跡
理
解
は
ど
ち
ら
も
非
常
に
問
題
の
あ
る
も
の
だ
と
考
え
る
。
ま
ず
、
後
者
の
奇
跡
観
、
す

な
わ
ち
自
然
秩
序
に
反
す
る
奇
跡
観
か
ら
見
て
行
こ
う
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
そ
の
種
の
奇
跡
を
「
異
象
呂
町
内
同
庁
こ
と
呼
ぶ
。
自
然

的
出
来
事
を
合
法
則
的
出
来
事
と
見
倣
す
近
現
代
の
理
解
か
ら
す
る
と
、
奇
跡
は
合
法
則
的
連
関
の
破
れ
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
も
は
や
こ
の
種
の
奇
跡
観
は
我
々
に
は
受
け
入
れ
難
い
。
異
象
と
し
て
の
奇
跡
と
い
う
概
念
は
「
放
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
に
の
〈
H
N
H
G
)

。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
異
象
と
は
関
わ
り
を
も
た
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
聖
書
に
も
異
象
的
な
出
来
事
が
記
述
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
聖
書
記
者
た
ち
に
お
い
て
ま
だ
、
異
象
と
神
の
行
い
と
し
て
の
奇
跡
が
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

(
こ
の
「
批
判
」
が
非
神
話
化
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
つ
ま
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
)
。

ヨナスにおける責任と奇跡

次
に
前
者
の
奇
跡
観
、
す
な
わ
ち
神
の
行
い
と
し
て
の
奇
跡
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
は
世
界
の
創
造
者
で
あ
る
神
の
全
能
が
誤
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
出
来
事
が
神
の
行
い
と
説
明
さ
れ
、
そ
の

結
果
と
し
て
、
両
者
の
区
別
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
し
か
し
、
「
も
し
全
て
の
出
来
事
が
奇
跡
的
で
あ
る
と
し
た
ら
、
実
の

と
こ
ろ
そ
れ
は
も
は
や
奇
跡
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
神
と
世
界
と
は
等
置
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
の
〈
H
N
H
∞
)
。
こ
の

(
日
)

よ
う
な
奇
跡
思
想
で
は
汎
神
論
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
神
が
全
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
奇
跡
に
先
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
「
創
造
ー
全
能
思

想
は
、
世
界
の
出
来
事
の
全
て
の
考
察
を
可
能
に
す
る
学
問
的
公
理
で
は
な
い
」
(
の
〈
H
N
H
∞
)
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々
は
神
を
全
能
者
と

し
て
表
象
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
信
仰
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
る
。
奇
跡
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
そ
も

ハンス
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そ
も
神
は
全
能
な
の
、
だ
か
ら
:
:
:
と
い
う
説
明
は
正
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
汎
神
論
的
な
奇
跡
理
解
で
は
、
信
仰
に
お

け
る
奇
跡
と
全
能
と
が
転
倒
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
が
言
、
つ
よ
う
に
、
「
私
は
奇
跡
に
お
け
る
以
外
に
全
能

164 

者
た
る
神
を
も
つ
こ
と
は
な
い
」
(
の
〈
H
N
S
)

の
で
あ
る
。
(
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
全
能
と
奇
跡
を
一
旦
は
切
り
離
し

て
考
え
る
ブ
ル
ト
マ
ン
の
議
論
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
ヨ
ナ
ス
は
「
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
イ
ツ
ツ
以
後
の
神
の
概
念
」
で
踏
襲

し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
の
奇
跡
論
に
お
い
て
は
、
神
の
全
能
が
「
誤
っ
て
理
解
さ
れ
」
(
の
〈
同

出
品
)
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
ヨ
ナ
ス
の
神
の
全
能
を
放
棄
す
る
思
想
は
、
誤
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
全
能
を
正
し
て
い
っ
た
先

で
出
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
)

そ
れ
で
は
ブ
ル
ト
マ
ン
は
奇
跡
を
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
奇
跡
は
何
ら
か
の

仕
方
で
確
認
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
の
出
来
事
で
は
な
い
。
奇
跡
を
世
界
に
お
い
て
確
認
可
能
な
生
起
と
し
て
考
え
る
と
し
た
ら
、
そ

の
時
、
奇
跡
は
異
象
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
信
仰
が
語
っ
て
い
る
の
は
異
象
で
は
な
く
、
奇
跡
の
方
で
あ
る
。
ブ
ル

ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
奇
跡
は
、
そ
の
う
ち
に
神
を
見
な
い
者
に
は
、
奇
跡
と
し
て
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ

ば
、
「
私
が
奇
跡
を
見
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
は
、
私
が
信
じ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
、
な
い
し
は
私
が
奇
跡
を
見
ょ
う
と
す

る
の
か
ど
う
か
と
い
う
聞
い
と
同
じ
で
あ
る
に
の
〈
H

N

H

)

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
奇
跡
に
お
い
て
は
神
性
一
般
、

奇
跡
一
般
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
「
奇
跡
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
自
己
の
実
存
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
あ
り
、
私
の

生
に
お
い
て
神
が
目
に
見
え
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
に
の
〈
H
N
N
H
)

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
奇
跡
は
、
私

の
実
存
に
対
す
る
啓
示
の
奇
跡
で
あ
る
。
こ
れ
は
ゆ
る
し
の
理
念
と
か
恵
み
の
思
想
で
は
な
く
、
神
の
行
為
で
あ
る
。

奇
跡
の
思
想
は
、
自
己
の
業
に
基
づ
い
て
自
己
を
理
解
し
、
自
己
の
業
に
よ
っ
て
確
信
を
え
よ
う
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
顕
著
な

「
し
る
し
」

へ
の
間
い
を
退
け
る
。
奇
跡
は
人
間
の
都
合
に
合
わ
せ
て
確
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
奇
跡
の
思
想
は
、
出
来
事
の



規
則
性
と
法
則
性
に
基
づ
き
、
人
間
の
意
の
ま
ま
に
な
る
「
労
働
の
世
界
」
を
破
棄
す
る
。
し
か
し
一
方
で
、
神
は
隠
さ
れ
て
い
る

の
で
、
不
信
仰
な
目
に
は
、
神
の
行
い
は
「
労
働
の
世
界
」
で
生
起
す
る
も
の
に
庇
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に

は
奇
跡
と
し
て
の
奇
跡
を
見
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る

l
|
「
不
信
仰
者
の
目
に
は
、
生
起
す
る
も
の
の
法
則
的
な
経
過
と
し

て
映
る
に
違
い
な
い
こ
の
世
界
の
出
来
事
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
は
、
神
が
行
為
す
る
世
界
と
い
う
特
徴
を
獲
得
す
る
の
で
あ

る
」
(
の
〈
H
N
N
G
)

。

七

ヨ
ナ
ス
の
奇
跡
理
解
、

そ
し
て
ブ
ル
ト
マ
ン
批
判

ブ
ル
ト
マ
ン
の
議
論
は
、
近
代
的
世
界
観
と
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
の
両
立
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
世
界
を
「
神
が
行
為
す
る
世

界
」
と
見
る
か
は
、
端
的
に
信
仰
の
自
由
の
問
題
、
実
存
的
な
決
断
の
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
事
象
を
前
に
し
て
、
あ
る

ハンス・ヨナスにおける責任と奇跡、

人
は
自
然
科
学
的
説
明
で
満
足
し
、
ま
た
あ
る
人
は
そ
こ
に
神
の
行
為
を
見
る
。

ヨ
ナ
ス
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
よ
り
も
個
人
的
に
は
大
き
な
敬
意
を
抱
い
て
い
た
ブ
ル
ト
マ
ン
の
こ
う
し
た
見
解
に
不
満
を
表
明
し
て

い
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
自
然
法
則
の
世
界
と
信
仰
の
世
界
と
い
う
一
種
の
棲
み
分
け
論
は
、
「
責
任
原
理
の
前
哨
戦
で
あ
る
心
身
問

の
補
論
と
し
て
独
立
し
て
公
刊
さ
れ
た
ヨ
ナ
ス
の
『
主
観
性
の
力
あ
る
い
は
無
力
』
(
邦
訳
『
主
観
性

題
」
(
『
青
ハ
任
と
い
う
原
理
』

の
復
権
』
)
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
)
か
ら
す
る
と
、
非
常
に
問
題
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
は
こ
の
小
著
で
「
精

(
M
)
 

神
が
物
質
に
対
し
て
無
力
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
誤
謬
で
あ
る
と
し
て
退
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
意
欲
的
な
著
作
の
内
容
に
ま
で

こ
こ
で
は
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
の
時
、
物
質
に
対
し
て
決
し
て
無
力
な
も
の
で
は
な
い
も
の
と
さ
れ
る
精
神
の
力
が
、

『
責
任
と
い
う
原
理
』
に
お
け
る
無
力
な
乳
飲
み
子
の
力
、
そ
し
て
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
イ
ツ
ツ
以
後
の
神
の
概
念
」
に
お
け
る
無
力
な
神
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の
力
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
予
想
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
ヨ
ナ
ス
は
『
主
観
性
の
力
あ
る
い
は
無
力
』
の
付

論
「
因
果
的
に
付
加
価
値
の
あ
る
境
界
状
況
と
歴
史
理
論
」
に
お
い
て
、
再
度
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
い
る

の
が
、
論
文
集
『
ル
ド
ル
フ
・
プ
ル
ト
マ
ン
の
思
い
出
』
に
書
き
送
っ
た
ブ
ル
ト
マ
ン
論
で
あ
る
「
信
仰
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
戦
い

(
日
)

の
な
か
で
」
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
論
文
の
中
で
、
ヨ
ナ
ス
は
ブ
ル
ト
マ
ン
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
信
仰
篤
い
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
当
然
、
自
分
の
生
全
体

を
ま
さ
に
啓
示
と
し
て
の
新
約
聖
書
に
基
づ
か
せ
る
ほ
ど
に
、
自
分
自
身
は
例
外
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
、
理
論
の
な
か

に
そ
の
た
め
の
場
所
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
実
際
に
求
め
ら
れ
て
い
る
以
上
に
、
「
科
学
的
世
界
像
」
に
譲
歩

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
」
(
同
ζ
。
。
∞
)
自
然
の
決
定
論
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
因
果
論
的
自

由
の
可
能
性
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
へ
と
導
か
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
信
仰
の
領
域

を
確
保
し
よ
う
と
し
て
の
自
然
の
決
定
論
の
過
大
評
価
は
、
裏
を
返
せ
ば
精
神
の
法
則
性

ω
2
-
g
ω
m
B
E
N
-
-
S
5芹
の
過
大
評
価
で

も
あ
る
。
こ
う
し
た
精
神
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
、
結
局
は
、
我
々
の
内
的
生
に
お
い
て
も
超
越
的
な
も
の
が
因
果
論
的
に
帰
属
す
る

可
能
性
は
挫
か
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
(
内
宮
の
∞
∞
)
。

し
か
し
、
近
代
人
が
信
頼
を
寄
せ
る
内
的
生
も
ま
た
「
超
自
然
的
諸
力
の
働
き
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
ど
な
い
」
(
の
〈
弓
-

区
中
)
と
し
た
ら
、
こ
の
時
、
ブ
ル
ト
マ
ン
に
で
き
る
の
は
信
仰
の
逆
説
的
な
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
含
ロ
ロ
ロ

o
S」
に
訴
え
る
こ
と
だ

け
で
あ
る
(
間
宮
の

8
)
。
す
な
わ
ち
、
実
存
的
な
出
会
い
に
お
け
る
「
内
的
世
界
の
出
来
事
と
、
彼
岸
的
な
神
と
の
逆
説
的
な
一
致
」

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
宗
教
は
、
実
存
に
お
け
る
「
言
葉
」
の
内
面
性
で
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
間
宮
の
ミ
)

は
ず
だ
と
ヨ
ナ
ス
は
考
え
る
。
何
故
な
ら
、
神
自
身
が
世
界
に
よ
っ
て
自
ら
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
ら
で

あ
る
。
神
の
力
と
は
、
人
間
の
魂
を
通
じ
て
為
さ
れ
る
、
世
界
へ
の
働
き
か
け
の
力
で
あ
る
。

(の〈
H
J
1
H
ω
小
)



こ
の
神
の
活
動
と
い
う
考
え
は
、
現
象
と
モ
ノ
自
体
と
い
う
カ
ン
ト
が
設
定
し
た
分
断
線
ー
ー
ー
ヨ
ナ
ス
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
も
そ
れ

を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
ー
ー
を
横
断
す
る
。

ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
神
の
活
動
は
、

モ
ノ
自
体
と
パ
ラ
レ
ル
な
超
越
の
う
ち
引
き
こ

も
る
の
で
は
な
く
、
現
象
そ
の
も
の
へ
と
、
そ
れ
自
体
を
顕
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
単
に
私
的
な
知
覚
可
能
性
だ
け
で
な

く
、
公
的
な
知
覚
可
能
性
へ
と
現
れ
出
る
。
神
は
世
界
へ
と
働
き
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
意
志
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
間

の
魂
を
通
じ
て
や
っ
て
く
る
。

ヨ
ナ
ス
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
神
の
働
き
を
個
人
の
実
存
の
問
題
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
て

つ
ま
り
、

い
る
が
、
神
は
自
分
の
意
志
が
人
々
の
間
で
公
的
な
現
れ
を
も
つ
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
宗
教
と
い
う

も
の
は
も
と
も
と
公
的
な
も
の
だ
ろ
う
、
と
一
言
う
の
で
あ
る
。

ヨ
ナ
ス
は
ブ
ル
ト
マ
ン
に
な
ら
っ
て
、
自
然
因
果
性
を
侵
犯
す
る
力
を
神
に
直
接
的
に
は
認
め
て
い

な
い
。
だ
が
、
人
聞
を
通
じ
て
神
は
世
界
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
人
間
に
働
き
か
け
る
力
こ
そ
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
と

ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
異
象
と
は
区
別
さ
れ
た
奇
跡
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
と
は
奇
跡
を
奇
跡
た
ら
し
め
る
存
在
な
の

し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、

ハンス・ヨナスにおける責任と奇跡

で
あ
る
。

ヨ
ナ
ス
は
、
責
任
的
な
人
間
の
創
造
的
活
動
に
お
い
て
、
神
の
行
為
を
宇
宙
的
出
来
事
と
し
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
神
の

行
為
を
宇
宙
的
出
来
事
と
し
て
語
る
こ
と
を
、
自
然
科
学
の
世
界
と
信
仰
の
世
界
と
を
峻
別
す
る
ブ
ル
ト
マ
ン
は
拒
絶
し
た
お
〈

日〈
N
N
印
)
。
ヨ
ナ
ス
は
こ
の
ブ
ル
ト
マ
ン
の
峻
別
を
拒
絶
し
、
統
一
的
な
宇
宙
像
に
お
い
て
神
の
活
動
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
そ
う

で
あ
る
が
故
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
立
場
か
ら
は
、
そ
う
し
た
考
え
は
、
神
に
つ
い
て
対
象
的
に
語
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
い
う
批

ヨ
ナ
ス
は
敢
え
て
そ
の
批
判
を
正
当
な
も
の
と
し
て
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
(
間
宮
の
u
d
)
。

判
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
が
、

対
象
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
責
任
的
な
人
聞
を
通
じ
て
神
の
活
動
が
此
岸
的
な
も
の
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

7fo 

ヨ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
神
的
な
る
も
の
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
主
観
的
な
る
も
の
は
決
し
て
無
力
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
の
小
論
が
最
初
に
提
出
し
た
問
い
に
戻
ろ
う
ー
ー
ー
ヨ
ナ
ス
に
と
っ
て
、

、
、
、
、
、
、
、

何
の
謂
い
な
の
か
?

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

乳
飲
み
子
に
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
一
体

そ
し
て
、
こ
の
間
い
に
答
え
る
た
め
に
、

我
々
の
責
任
感
情
を
触
発
す
る
、

周
囲
の
人
間
に
呼
び
か
け
る
乳

飲
み
子
の
能
力
に
注
目
し
た
の
で
あ
っ
た
。
責
任
と
は
、
呼
び
か
け
と
そ
れ
に
対
す
る
応
答
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
次
に
、
呼
び
か
け
る
乳
飲
み
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
人
間
に
呼
び
か
け
る
絶
対
的
に
無
力
な
神
と
い
う
ヨ
ナ
ス
の

考
え
に
注
目
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
神
は
絶
対
的
に
無
力
で
、
直
接
こ
の
世
的
な
も
の
に
は
介
入
で
き
な
い
。
し

か
し
、
呼
び
か
け
に
応
答
し
う
る
存
在
と
し
て
の
人
聞
を
通
じ
て
、
神
の
力
は
世
界
の
因
果
性
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
。

乳
飲
み
子
の
力
と
は
、
人
間
を
通
じ
て
無
力
な
神
に
残
さ
れ
た
こ
の
力
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
乳
飲
み
子
に

責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
一
個
の
奇
跡
な
の
で
あ
る
。
責
任
の
成
就
を
奇
跡
と
し
て
捉
え
る
理
解
は
、
実
存
的
決
断
が
結

局
の
と
こ
ろ
人
間
の
側
で
自
由
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
乳
飲
み
子
へ
の
責
任
が
普
遍
化
不
可
能
で
あ
る

こ
と
を
同
時
に
暗
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
原
型
と
し
て
の
乳
飲
み
子
へ
の
責
任
が
「
理
に
適
う
仕
方
で
他
の
責
任
の
地

平
へ
と
広
が
っ
て
い
く
」
(
司
〈
N
お
)
と
考
え
る
ヨ
ナ
ス
に
と
っ
て
決
定
的
な
出
発
点
な
の
で
あ
る
。

注

(
1
)

回
目
ωτEω-bghuミ
ミ
N
V
S
ミ
ミ
8
0
司、雪国
Nh・
5
3
N
h
込
町
民
ミ
ミ
同
S
N
M
¥丸
三
法
内
定
忌
き
目
。
史
的
h
E
N
e
s
h
h
N
S
R
『

E
ロ}内
E2lmH・冨・
5
3・
(
以
下
、



げ誼hm什~出何時士将け『ば円1小町

P
V
)
 

(C¥l) 
H
a
n
s
 Jonas

，
 Th
e
 P
h
e
n
o
m
e
n
o
n
 0/ L

件
:
T
o
w
a
r
d
 a

 Philosoρ
hical Biology

，
 Northwestern University Press

，
 1966. 

(
~
f
ι
'
p
L) 

(
的
)

Paul Ric
田
ur

，
L
a
 responsabilite et la 

fragilite 
de la 

vie. 
Ethique et philosophie de la 

biologie 
chez H

a
n
s
 Jonas

，
 Le
 Messager 

E
u
r
o
β
een

，
 5. 
1991

，
 p.2
16. 

(
叩
)

Ric
白
ur

，ibid.
，
 p.2
16. 

(
∞
)
 

Ric
田
ur

，ibid.
，

 p.2
17 

(
∞
)
 

fJ Q
~
蝦
~
0
エ
ド
~
'
r剖
司
g
.
.
o
J
エ
小
部
噺
j

Q
棋

11
纏
1
>
<
r
~
ー
か
干

II"K
'í
Q
相
場
ト
宕
軍
困

J
~
-
í
胤
区
キ

J吋
o
H
a
n
s
 J

 
onas

，
 Philosophical 

aspects of D
a
r
w
i
n
i
s
m
，
 in 
P
L. 

(ド
Matthias

Kettner
，

 Ve
r
a
n
t
w
o
r
t
u
n
g
 als 

Moralprinzip? Eine kritische Betrachtung der Verantwortungsethik v
o
n
 H
a
n
s
 Jonas

，
 

Bijdragen 
Tijdschrijt voor Filosofi

目e
en 

Theologie
，

 51， 
1990. S

.425. 

(
∞
)
 

Kettner
，
 ibid.

，
 S.425 

(
∞
)
 
Kettner

，
 ibid.

，
 S.423. 

(
8
)
 

H
a
n
s
 Jonas

，
 De
r
 Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine judische S

t
i
m
m
e
，

 Su
h
r
k
a
m
p
 T
a
s
c
h
e
n
b
u
c
h
 1516. 

Frankfurt a
m
 M
a
i
n
 

1987. 
(
芯
ト
，

G
A
)
 

(
コ
)

リ
~
~
0
エ
ド
~
'
害
程

r1
l
l
)
Q
を
心
畑
出
一
一
之
入

rく
.
m
ト

rく
~
~
士
均
単
千
毛
布
走

J'
r恒

国
持
率
ロ
;
件
相
叶
騨
』
線
十
〈
日
ド

1
1
0
1
0
叶

1

o
m:::' 

会
J~執

堕
iキ

J"-6
0

(自
Rudolf

B
u
l
t
m
a
n
n
，

 Zu
r
 Frage des W

u
n
d
e
r
s
，

 in 
Glauben u

n
d
 Verstehen. 

Gesammelte Aujsatze
よ
Tubingen

，J. 
c. 

B. 
M
o
h
r
，

 1933
，

 

19614. 
(
~
ト
，

G
V
I) 

(
口
)

V
gl. 

r足
零
纏
~
'
:
'
\
J
ヘ
ミ
布
坦
保
跡
~
設
J

ド.，;J
rリ
け
と
」
零
右
指
時
.
，
;
J
Q
込
寧
エ
ド
エ
ト
。
」
心

111HI小
Q
山
為

F
トヤ与之江E症

状
な
{
(
怜
は
お
J
ド

F
剖

エ
ム
ド
エ
ト
Q

.，;JQ
与己主J

Q
吋
小
布

~m~~印.，;J
0
Q
i
己
保
}
蜘
恒
J
布
エ
。

J
Rudolf B

u
l
t
m
a
n
n
，

 Glauben u
n
d
 V

け
'stehen.

Gesammelte A
uβα

tze I
V
 

T
u
b
i
n
g
e
n
，

 J. c. 
B. M

o
h
r
，

 1965.
，

 S.1
75. 

(~}L-' 
G
V
I
V
)
 

(ヨ
H
a
n
s
]onas

，
 Ma
c
h
t
 oder O

h
n
m
a
h
c
t
 der Subjektivitat: 

D
a
s
 Leib-Seel-Problem 

in 
Vor/eld des Prinz

砂
Verantwortung

，
ε

S
u
h
r
k
a
m
p
，

 Insel Verlag Frankfurt a
m
 M
a
i
n
，

 198
1. 
S.7. 

ば円入く



(
日
)
回
目
ω
』
g
g
-
H日
間

B
8
T
H自
己
ぽ
冨

om--sz-片
品

2
2
2
Z
E
-
-ロ
C
ミ
sbsshNh札
。
『
句
史
止
さ
ぬ
き
・
』
・
の
・
出
・
冨

o
F
F
5ゴ
・
(
以
下
、

同
一
宮
の
)

170 



Verantwortung und Wunder bei Hans ]onas 

Makoto KANEMA TSU 

Was fur einen Hintergrund hat Hans Jonas' "Das Prinzip Verantwortung“? 

In diesem Buch spricht er von >>Saugling<< als prototypisches Objekt der 

Verantwortung. In diesem Artikel wird ein ohnmachtiger Gott， in seinem 

Aufsatz . als "der Gottesbegri!! nach Auschwitz“bezeichnet， und vor dem 

Hintergrund， dass >>Saugling<< und Gott in Bezug auf Schwache affin sind， in 

Betracht gezogen. Nach Jonas hat Gott durch die Schopfung der Welt seine 

Macht vollig abgegeben. Es bleibt ihm nur die Fahigkeit， an Menschen zu 

appellieren.パ九Tunder<<konnten sich durch Antwort auf den Gottesappell 

ergeben. Dieses Jonasch >>Wunder<< scheint sich aus der Konzeption 

Bultmann's herzuleiten， welches sich vom Begriff des >>Mirakel<< unterscheidet. 

Auf diese Weise wird angedeutet， dass es ein heimliches theologisches Motiv 

im "Das Prinzip Verantωo rtu ng“gibt. 
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