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責
任
と
記
憶

─
─
ヨ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
不
死
性
概
念
に
つ
い
て
─
─

戸
　
　
谷
　
　
洋
　
　
志

一
、
は
じ
め
に

　
本
稿
の
主
題
は
、
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
（H

ans�Jonas

一
九
〇
三
─
一
九
九

三
）
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
不
死
性
（U

nsterblichkeit
）
の
概
念
の
意
味

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
は
主
著
『
責
任
と
い
う
原
理
：
科
学

技
術
文
明
の
た
め
の
倫
理
学
の
試
み
』（
一
九
七
九
以
下
、『
責
任
と
い
う
原

理
』）
に
お
い
て
、
未
来
世
代
へ
の
責
任
を
基
礎
づ
け
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
問
題
設
定
は
『
生
命
の
哲
学
：
有
機
体
と
自
由
』（
一
九
七
三
以

下
、『
生
命
の
哲
学
』）
で
論
じ
ら
れ
た
神
話
思
想
の
う
ち
に
す
で
に
現
れ
て
お

り
、
不
死
性
概
念
は
そ
う
し
た
神
話
思
想
の
中
心
的
な
課
題
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
不
死
性
概
念
が
ヨ
ナ
ス
の
倫
理
思

想
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
十
分
に

論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
主
と
し
て
『
生
命
の
哲

学
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
未
来
世
代
へ
の
責
任
を
説
明
す
る
う
え
で
不
死
性
が

果
た
す
概
念
的
な
機
能
を
解
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ヨ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
の
よ

り
体
系
的
な
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

　
以
下
で
は
次
の
よ
う
に
検
討
を
進
め
て
い
く
。
ま
ず
、
不
死
性
概
念
を
め
ぐ

る
先
行
研
究
を
概
観
し
、
本
稿
の
問
題
設
定
を
明
確
化
し
た
上
で
（
二
）、『
生

命
の
哲
学
』
に
お
い
て
不
死
性
が
論
じ
ら
れ
る
背
景
を
確
認
し
（
三
）、
そ
こ

に
お
い
て
不
死
性
が
決
断
の
時
間
性
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
（
四
）。
そ
し
て
、
ヨ
ナ
ス
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
、
こ
う
し
た

不
死
性
を
理
解
可
能
に
す
る
た
め
の
神
話
を
再
構
成
し
（
五
）、
そ
こ
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
不
死
性
と
責
任
の
概
念
的
な
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
（
六
）。
最

後
に
、
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ヨ
ナ
ス
の
不
死
性
概
念
の
も
つ
倫
理

学
的
な
含
意
を
考
察
す
る
（
七
）。
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二
、
先
行
研
究
の
概
観
と
問
題
設
定

　
ヨ
ナ
ス
の
不
死
性
概
念
は
、『
生
命
の
哲
学
』
の
第
一
二
章
と
し
て
収
め
ら

れ
た
論
考
「
不
死
性
と
今
日
の
実
存U

nsterblichkeit�und�heutige�Ex-

istenz

」
の
な
か
で
も
っ
と
も
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
考
は
も

と
も
と
、
一
九
六
一
年
に
ヨ
ナ
ス
が
ハ
ー
バ
ー
ド
神
学
学
校
主
催
の
イ
ン
ガ
ソ

ル
講
演
で
発
表
し
た
「
不
死
性
と
現
代
の
気
分Im

m
ortality�and�the�

M
odern�T

em
per

」（Jonas�1962
）
を
も
と
に
し
て
お
り
、
そ
の
ヨ
ナ
ス

自
身
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
、
そ
の
題
名
が
示
す
通
り
、

現
代
社
会
に
お
け
る
不
死
性
概
念
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程

で
ヨ
ナ
ス
が
神
話
を
創
作
す
る
と
い
う
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

　
先
行
研
究
に
お
い
て
こ
の
論
考
が
言
及
さ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
主
題
で
あ
る

不
死
性
概
念
よ
り
も
、
多
く
の
場
合
に
そ
の
過
程
で
語
ら
れ
る
神
話
思
想
に
注

目
が
集
中
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
神
話
は
、
ヨ
ナ
ス
の
後
年
の
著
作
『
哲
学
的

探
究
と
形
而
上
学
的
推
測
』
に
収
録
さ
れ
た
論
考
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
降

の
神
概
念
」
に
お
い
て
再
び
論
じ
ら
れ
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
め
ぐ
る
問
題

系
へ
と
接
続
さ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
論
考
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
ユ
ダ
ヤ
に
関

す
る
ヨ
ナ
ス
の
思
想
が
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
文
献
で
あ
り
、

ヨ
ナ
ス
の
思
想
の
核
心
に
迫
る
手
が
か
り
と
し
て
、
多
く
の
研
究
者
の
関
心
を

惹
き
つ
け
て
き
た
。
そ
の
た
め
「
不
死
性
と
今
日
の
実
存
」
は
、「
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
以
降
の
神
」
を
読
み
解
く
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
い
わ
ば
そ
の

鍵
を
解
く
た
め
の
資
料
と
し
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た

視
点
か
ら
読
ま
れ
る
た
め
に
、「
不
死
性
と
今
日
の
実
存
」
が
本
来
主
題
と
し

て
い
た
は
ず
の
不
死
性
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
は
後
景
に
退
き
、
そ
の
論
考
に
お

け
る
ヨ
ナ
ス
の
問
題
関
心
は
か
え
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

　
ヨ
ナ
ス
の
神
話
思
想
を
対
象
と
す
る
先
行
研
究
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の

類
型
が
あ
る
。
第
一
に
、
神
話
を
構
成
す
る
要
素
を
分
析
・
整
理
し
、
そ
の
構

造
を
再
構
成
す
る
も
の
（B

ongardt�2008,�S.�174

）、
第
二
に
、
神
話
思
想

が
含
む
倫
理
学
的
含
意
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
ヨ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
と
連
関
さ
せ
、

ヨ
ナ
ス
の
哲
学
に
対
す
る
統
合
的
な
解
釈
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
の
類
型
に
は
、
ヨ
ナ
ス
が
シ
ョ
ー
レ
ム
の
宗
教
思
想
を
ど
の
よ
う
に
受
容

し
た
の
か
を
分
析
す
る
も
の
（W

iese�2008

）
や
、
ブ
ル
ト
マ
ン
か
ら
の
批

判
が
も
た
ら
し
た
影
響
の
分
析
も
含
ま
れ
る
（
兼
松
二
〇
一
一
、
品
川
二
〇

一
四
）。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
類
型
に
お
い
て
多
数
派
を
占
め
る
の
は
、
ヨ

ナ
ス
の
神
話
思
想
か
ら
人
間
の
神
学
的
な
責
任
を
導
き
出
し
、
そ
の
内
容
を

『
責
任
と
い
う
原
理
』
で
論
じ
ら
れ
た
未
来
世
代
へ
の
責
任
と
比
較
し
、
前
者

を
後
者
に
よ
っ
て
補
完
す
る
試
み
で
あ
る
（H

irsch�H
adorn�2000,�W

iese�

2003

）。

　
本
稿
の
問
題
関
心
は
第
二
の
類
型
に
属
す
る
。
し
か
し
、
右
に
述
べ
た
背
景

に
よ
っ
て
、
倫
理
思
想
の
文
脈
で
神
話
思
想
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
、
不
死
性
の

概
念
が
主
題
的
に
検
討
さ
れ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
確
か
に
、「
ア
ウ
シ

ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
降
の
神
概
念
」
で
は
不
死
性
の
問
題
は
前
景
化
し
な
い
。
し
か
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し
、
ヨ
ナ
ス
自
身
が
同
書
に
お
い
て
不
死
性
を
「
は
る
か
に
広
い
テ
ー
マ
」

（Jonas�1992,�S.�193

／
九
頁
）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
に
と
っ
て

そ
れ
が
無
視
し
て
も
構
わ
な
い
よ
う
な
些
末
な
問
題
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

　
先
行
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
ヨ
ナ
ス
が
神
話
思
想
か
ら
未
来
世
代
へ
の
責

任
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
神
話
思
想
は
不
死
性
を
め
ぐ
る
問
題
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い

る
。
で
は
そ
の
不
死
性
概
念
は
、
神
話
思
想
に
基
づ
く
未
来
世
代
へ
の
責
任
に

お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
不
死
性
と
今
日

の
実
存
」
を
中
心
的
に
検
討
し
な
が
ら
、
こ
の
問
い
に
取
り
組
む
こ
と
が
、
本

稿
の
主
題
で
あ
る
。

三
、『
生
命
の
哲
学
』
に
お
け
る
不
死
性
を
め
ぐ
る
議
論

　
不
死
性
と
は
一
般
に
永
遠
の
生
命
を
消
極
的
に
表
現
し
た
概
念
と
し
て
用
い

ら
れ
る
（Friedrich�und�M

ichaëlis�2013,�S.�690

）。
た
だ
し
そ
の
概
念

の
形
態
は
一
様
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
え
る
。

ヨ
ナ
ス
は
『
生
命
の
哲
学
』
の
な
か
で
、
こ
う
し
た
不
死
性
の
諸
概
念
を
類
型

化
し
、
現
代
社
会
に
お
い
て
こ
の
概
念
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か

を
検
討
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
概
念
そ
の
も
の
の
論
理
的
・
分
析
的
な

検
討
で
あ
る
以
上
に
、「
不
死
性
と
い
う
概
念
の
吟
味
で
あ
る
と
と
も
に
私
た

ち
自
身
の
吟
味
で
も
あ
る
」
の
で
あ
り
、「
死
す
べ
き
定
め
に
つ
い
て
私
た
ち

が
現
在
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る

（Jonas�1997,�S.�375

／
四
一
三
頁
）。
す
な
わ
ち
ヨ
ナ
ス
は
、
現
代
社
会
に

お
い
て
不
死
性
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

そ
こ
か
ら
人
間
の
有
限
性
へ
の
今
日
的
な
了
解
を
分
析
し
よ
う
と
も
す
る
の
で

あ
る
。

　
ヨ
ナ
ス
は
ま
ず
、
不
死
性
を
経
験
的
な
も
の
と
超
経
験
的
な
も
の
に
区
分
す

る
。
経
験
的
な
不
死
性
と
は
、
私
た
ち
が
他
者
と
と
も
に
生
き
る
世
界
で
、
特

定
の
共
同
体
の
内
部
で
成
立
す
る
不
死
性
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
超
経
験

的
な
不
死
性
と
は
、
そ
う
し
た
経
験
的
な
世
界
に
先
行
す
る
、
人
間
存
在
の
ア

プ
リ
オ
リ
な
構
造
と
し
て
理
解
さ
れ
る
不
死
性
で
あ
る
。

　
経
験
的
な
不
死
性
は
さ
ら
に
二
つ
の
段
階
へ
と
区
分
さ
れ
る
。
第
一
の
段
階

は
、「
不
死
の
名
誉
」（ebd,�S.�376

／
四
一
四
頁
）
と
し
て
語
ら
れ
る
不
死
性

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
人
物
が
な
し
た
偉
業
が
、
そ
の
人
物
の
死
後

も
共
同
体
の
内
部
で
語
り
継
が
れ
、
存
続
す
る
と
い
う
事
態
と
し
て
説
明
さ
れ

る
。
ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
名
誉
の
不
死
性
は
、「
古
代
に
お
い
て
最

高
の
も
の
と
評
価
さ
れ
、
高
潔
な
行
為
の
正
当
な
報
酬
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

高
潔
な
行
為
の
主
た
る
動
機
で
も
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
」（ebd,�S.�376

／
四
一
四
頁
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
政
治
的
公
共
性
」（ebd,�S.�376

／
四

一
四
頁
）
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
っ
た
。
ヨ
ナ
ス
が
直
接
言
及
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
彼
の
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
ハ
ン
ナ
・
ア

ー
レ
ン
ト
が
『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
論
じ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
に



責任と記憶　　192

お
け
る
不
死
性
概
念
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る）
1
（

。

　
し
か
し
、
ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
「
不
死
の
名
誉
」
は
今
日
に
お
い
て

は
も
は
や
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
名
誉
の
不
死
性
は
、「
私

た
ち
の
名
誉
を
語
り
継
ぐ
人
々
、
つ
ま
り
は
公
論
に
対
し
て
、
私
た
ち
が
理
性

的
な
仕
方
で
も
ち
う
る
信
頼
」（ebd,�S.�377

／
四
一
四
頁
）
を
前
提
と
す
る

が
、
全
体
主
義
国
家
に
お
け
る
歴
史
修
正
を
始
め
と
し
て
、
そ
う
し
た
信
頼
が

失
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
が
現
代
社
会
に
お
い
て
は
す
で
顕
在
化
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る）
2
（

。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
経
験
的
な
不
死
性
の
第
二
の
段
階
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

が
、「
影
響
の
不
死
性
」（ebd,�S.�378

／
四
一
六
頁
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
、
た
と
え
名
誉
が
語
り
継
が
れ
る
こ
と
が
な
い
の
だ
と
し
て
も
、
あ
る
人

間
の
行
為
の
影
響
が
存
続
し
続
け
る
な
ら
、
そ
こ
に
も
不
死
性
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
考
え
方
だ
。
影
響
の
不
死
性
は
、
そ
の
共
同
体
に

お
い
て
人
間
が
ど
の
よ
う
に
記
憶
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
に
成
立

す
る
た
め
、
名
誉
の
不
死
性
よ
り
も
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ

る
。

　
と
こ
ろ
が
、
影
響
の
不
死
性
も
十
分
な
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
核
戦
争
に
代
表
さ
れ
る
地
球
規
模
の
破
局
が
生
じ
れ
ば
、

「
人
間
の
文
化
と
い
う
、
行
為
の
影
響
を
保
管
す
る
も
の
そ
れ
自
体
が
、
滅
び

う
る
」（ebd,�S.�378

／
四
一
七
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
現

代
社
会
は
「
人
類
の
存
続
そ
れ
自
体
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
地
点

に
ま
で
い
た
っ
た
」（ebd,�S.�378

─379

／
四
一
七
頁
）
の
で
あ
り
、
影
響
の

不
死
性
が
前
提
と
す
る
共
同
体
そ
の
も
の
が
、
も
は
や
そ
の
前
提
と
し
て
機
能

す
る
だ
け
の
安
定
性
と
耐
久
性
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
、
影
響
の
不
死
性
だ
け
で
は
な
く
、
名
誉
の
不
死
性
を
も
成
り
立
た
せ
な

く
す
る
だ
ろ
う
。
名
誉
を
語
り
継
ぐ
人
間
が
全
員
死
ね
ば
、
名
誉
も
ま
た
失
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
験
的
な
不
死
性
は
今
日
に
お
い
て
ど
ち

ら
も
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
経
験
的
な
情
勢
の
変
化
に
左
右
さ
れ
な
い
不
死

性
と
し
て
語
ら
れ
る
の
が
、
超
経
験
的
な
不
死
性
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
は
そ
の
具

体
的
な
あ
り
方
と
し
て
「
来
世
と
し
て
の
未
来
に
お
け
る
人
格

0

0

の
存
続
」

（ebd,�S.�379

／
四
一
七
頁
）
を
挙
げ
る
。
こ
こ
で
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
る

の
は
、
カ
ン
ト
が
『
実
践
理
性
批
判
』
の
な
か
で
述
べ
た
、
実
践
理
性
の
要
請

と
し
て
の
霊
魂
の
不
滅
に
他
な
ら
な
い
。
ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
考
え
方
に

お
い
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
人
間
が
道
徳
的
主
体
と
い
う
形
而
上
学

的
身
分
を
そ
な
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
感
性
的
秩
序
に
く
わ
え
て
道
徳
的

な
い
し
叡
智
的
秩
序
に
属
し
て
い
る
」（ebd,�S.�379

／
四
一
八
頁
）
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
前
提
は
経
験
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
経

験
的
な
世
界
が
ど
の
よ
う
な
情
勢
に
陥
ろ
う
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
を
受

け
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
超
経
験
的
な
不
死
性
の
概
念
は
経

験
的
な
そ
れ
よ
り
も
よ
り
強
力
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
ヨ
ナ
ス
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
も
懐
疑
を
表
明
す
る
。
霊
魂
の
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不
滅
を
論
じ
る
カ
ン
ト
の
理
論
的
な
前
提
に
従
う
限
り
、
経
験
的
な
世
界
は
現

象
に
過
ぎ
ず
、
物
自
体
か
ら
区
別
さ
れ
た
仮
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

「
外
的
世
界
を
ま
る
で
劇
と
し
て
、
舞
台
上
の
お
芝
居
と
し
て
観
察
す
る
」

（ebd,�S.�380
／
四
一
九
頁
）
と
い
う
態
度
を
取
る
こ
と
に
等
し
い
。
し
か
し
、

ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
は
こ
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
こ

と
を
不
可
能
に
し
た
。

私
た
ち
が
ブ
ー
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
収
容
所
の
写
真
、
瘦
せ
こ
け
た
肉
体

と
そ
の
歪
ん
だ
表
情
、
肉
体
に
加
え
ら
れ
た
人
間
性
に
対
す
る
最
大

の
冒
涜
に
目
を
向
け
て
恐
れ
お
の
の
く
と
き
、
私
た
ち
は
こ
の
現
象

と
真
理
は
何
か
違
っ
た
も
の
だ
と
い
う
慰
め
を
拒
絶
す
る
。
私
た
ち

は
、
現
象
こ
そ
が
現
実
で
あ
り

0

0

0

、
こ
こ
で
現
象
し
て
い
る
も
の
よ
り

も
現
実
的
な
も
の
な
ど
な
い
と
い
う
恐
る
べ
き
真
理
を
、
ま
じ
ま
じ

と
見
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。（ebd,�S.�380

／
四
一
九
頁
）

　
霊
魂
の
不
滅
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
こ
の
世
界
が
仮
象
に
過

ぎ
ず
、
そ
の
背
後
に
物
自
体
と
し
て
の
「
真
理
」
の
領
域
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
強
制
収
容
所
の
惨
劇
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
き
、

そ
の
よ
う
な
考
え
は
「
拒
絶
」
さ
れ
、
こ
の
現
実
こ
そ
が
真
理
で
あ
る
、
と
考

え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
霊
魂
の
不
滅
を
期
待
す
る

こ
と
も
ま
た
拒
絶
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
超
経
験
的
な
不
死
性
も
ま
た
今
日
に
お
い
て
は
成
立
し
な
い
。

四
、
時
間
の
結
晶
化

　
以
上
の
よ
う
な
分
析
に
よ
っ
て
、
ヨ
ナ
ス
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
不
死
性

の
概
念
は
そ
も
そ
も
信
頼
を
失
っ
て
い
る
、
と
述
べ
た
上
で
、
右
の
い
ず
れ
に

も
分
類
さ
れ
な
い
別
の
不
死
性
概
念
の
可
能
性
を
提
示
す
る
。
こ
こ
で
彼
の
立

場
は
複
雑
だ
。
一
方
に
お
い
て
、
彼
は
現
代
社
会
が
も
は
や
不
死
性
の
概
念
を

求
め
て
い
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
彼
個
人
は
、
不

死
性
に
よ
っ
て
し
か
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
象
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
、

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
象
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
が
、
次
の

よ
う
な
体
験
で
あ
る
。

〈
い
ま
〉
と
〈
こ
こ
〉
の
も
つ
密
度
が
、
不
意
に
結
晶
が
生
じ
る
よ

う
な
具
合
に
、
決
定
的
な
地
点
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
と
き
お
り

あ
る
。
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
稀
で
、
ど
ん
な
に
束
の
間
の
も
の
で
あ
れ
、

時
間
的
な
も
の
が
永
遠
の
も
の
に
対
し
て
も
つ
そ
の
よ
う
な
透
明
な

関
係
が
何
ら
か
の
形
で
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
の

〈
出
来Sich-Ereigen

〉
の
機
会
と
あ
り
方
を
指
針
と
し
て
役
立
て

て
、
そ
れ
を
、
も
は
や
私
た
ち
の
自
我
と
い
う
実
体
で
は
な
い
に
し

ろ
、
私
た
ち
の
存
在
に
お
い
て
な
お
不
滅
の
も
の
へ
と
参
入
し
て
い

る
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
不
死
性
へ
の
私
た
ち
の
参
与
を
表
し
て
い
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る
も
の
へ
の
示
唆
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（ebd,�S.�381

─382

／

四
二
一
頁
）

　
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
説
明
は
極
め
て
抽
象
的
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を

指
し
て
い
る
の
か
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
理
解
し
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
内
容
は
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
人
間

は
「
時
間
的
な
も
の
」
の
「
結
晶
」
化
の
働
き
を
体
験
す
る
こ
と
が
あ
る
。
本

来
、「
時
間
的
な
も
の
」
は
滅
び
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
結

晶
化
は
、
滅
び
う
る
も
の
が
不
滅
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

人
間
が
そ
う
し
た
出
来
事
を
体
験
で
き
る
の
は
、
人
間
が
「
不
滅
の
も
の
へ
と

参
入
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
人
間
が
不
滅
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
滅
び
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
滅
び
ゆ
く
も
の
で
あ
る
人
間
が
、
不
滅
の
領
域
へ
と
関
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
人
間
は
、
自
ら
が
経
験
す
る
出
来
事
が
、

そ
の
不
滅
の
領
域
に
お
い
て
結
晶
化
す
る
こ
と
を
体
験
で
き
る
。
そ
う
し
た
も

の
と
し
て
し
か
説
明
の
で
き
な
い
体
験
が
人
間
に
は
あ
る
、
と
ヨ
ナ
ス
は
述
べ

る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
体
験
が
喚
起
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
時
だ
ろ
う

か
。
ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
私
た
ち
の
存
在
全
体
が
賭
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
決
断

0

0

の
瞬
間
」（ebd,�S.�382

／
四
二
二
頁
）
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ

の
典
型
例
は
、
前
述
の
よ
う
な
、
人
類
の
存
続
そ
の
も
の
が
左
右
さ
れ
る
危
機

的
な
事
態
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
態
に
立
ち
会
う
と
き
、
人
間
は
自
ら
の
「
決

断
」
が
決
し
て
時
間
の
経
過
と
と
も
に
薄
れ
て
い
く
も
の
で
は
な
く
、
ま
る
で

そ
の
瞬
間
に
結
晶
化
し
、
永
遠
に
保
存
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
。
ヨ
ナ
ス

は
こ
こ
に
、
経
験
的
不
死
性
と
も
超
経
験
的
不
死
性
と
も
異
な
る
別
の
新
し
い

不
死
性
の
可
能
性
を
洞
察
し
、
そ
れ
を
概
念
化
す
る
こ
と
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
不
死
性
の
概
念
化
は
、
人
間
が
「
永
遠
な
も
の
」
あ
る
い
は
「
不
滅
の

も
の
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
不

可
避
に
す
る
。
ヨ
ナ
ス
は
こ
の
問
題
を
神
学
的
な
問
い
と
し
て
扱
う
が
、
そ
の

一
方
で
、
神
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う

限
界
を
自
ら
に
課
す
。
時
間
の
結
晶
化
と
い
う
仕
方
で
体
験
さ
れ
る
不
死
性
を

説
明
す
る
た
め
に
は
、
神
の
概
念
を
召
喚
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
こ
の
不
死
性
を
理
解
可
能
に
す
る
た
め
で
し
か
な
い
。
こ
う
し

た
観
点
か
ら
ヨ
ナ
ス
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
物
語
と

し
て
、
実
験
的
に
神
話
を
創
作
す
る
と
い
う
反
時
代
的
な
手
法
を
採
用
す
る
の

で
あ
る
。五

、
ヨ
ナ
ス
の
神
話

　
ヨ
ナ
ス
は
道
徳
的
な
決
断
に
お
い
て
人
間
が
体
験
す
る
不
死
性
を
説
明
す
る

た
め
に
、
宇
宙
創
成
譚
と
い
う
形
で
、
神
話
を
創
作
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
目

的
を
満
た
す
た
め
に
、
こ
の
神
話
に
は
一
つ
の
条
件
が
課
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
そ
の
神
話
は
、
人
間
に
道
徳
的
な
決
断
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
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わ
ち
人
間
が
善
に
も
悪
に
も
開
か
れ
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
人
間
自
身
の

決
断
に
よ
っ
て
人
類
が
絶
滅
す
る
こ
と
も
起
こ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
と
両
立

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　
こ
の
条
件
は
、
単
純
に
神
を
全
知
全
能
の
存
在
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
を
不

可
能
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、　
も
し
も
全
知
全
能
の
神
が
存
在
す
る
な
ら
、
そ

の
神
は
こ
の
世
界
に
お
い
て
生
じ
う
る
悪
の
生
起
を
回
避
し
、
そ
う
し
た
悪
は

決
し
て
生
起
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、

人
間
に
は
そ
も
そ
も
悪
を
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
い
か
な
る
道
徳
的
な

決
断
に
も
開
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
前
述
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、「
ブ
ー
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
強
制
所
」
や
核
戦
争
の
脅
威
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
実
に
こ
の
世
界
に
は
悪
が
生
起
し
う
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ヨ
ナ
ス
は
、
こ
の
条
件
を
満
た
す
神
の
概
念
と
し
て
、
全
知

全
能
で
は
な
い
神
、
す
な
わ
ち
無
力
な
神
と
い
う
概
念
を
提
起
し
、
今
日
に
お

い
て
神
の
存
在
が
語
ら
れ
う
る
と
し
た
ら
、
そ
う
し
た
も
の
で
し
か
あ
り
え
な

い
と
考
え
る）
3
（

。
し
た
が
っ
て
、
神
が
こ
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
創
造
し
、
そ
し

て
な
ぜ
無
力
に
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
神
と
の
関
係
の
な
か
で
ど
の
よ
う

に
し
て
人
間
は
不
死
性
を
体
験
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
首
尾
一

貫
し
た
像
を
与
え
る
こ
と
が
、
神
話
に
は
期
待
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
条
件
を
満
た
す
た
め
に
、
ヨ
ナ
ス
は
神
に
よ
る
世
界
の
創
造
の
瞬

間
を
次
の
よ
う
に
描
き
出
す
。

始
ま
り
に
お
い
て
、
私
た
ち
に
は
知
り
よ
う
も
な
い
選
択
に
よ
っ
て
、

存
在
の
根
拠
で
あ
る
神
的
な
も
の
（göttlicher�G

rund�des�

Seins

）
は
、
生
成
と
い
う
偶
然
と
冒
険
と
無
限
の
多
様
性
に
身
を

委
ね
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
全
面
的
に
な
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
空
間
と
時
間
の
冒
険
へ
入
り
込
ん
だ
と
き
、
神
は
何
一

つ
自
分
の
要
素
を
残
し
て
お
か
な
か
っ
た
。（ebd,�S.�390

／
四
三

三
頁
）

　
神
は
あ
る
と
き
こ
の
世
界
が
創
造
す
る
こ
と
を
「
選
択
」
し
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
こ
の
世
界
が
誕
生
し
た
。
し
か
し
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
世
界
は
、

「
生
成
と
い
う
偶
然
と
冒
険
と
無
限
の
多
様
性
」
の
場
で
あ
り
、
神
は
そ
こ
に

自
ら
の
「
身
を
委
ね
た
」。
す
な
わ
ち
、
神
に
は
世
界
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

力
が
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
世
界
は
自
分
を
支
配
す
る
原
理
を
有
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
は
こ
の
世
界
を
創
造
し
た
が
、
し
か
し
創
造
さ
れ
た

世
界
は
、
ま
る
で
独
り
歩
き
す
る
か
の
よ
う
に
、
独
自
の
仕
方
で
生
成
し
て
い

く
。
神
は
そ
の
生
成
に
対
し
て
何
も
干
渉
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
世
界
に

「
何
一
つ
自
分
の
要
素
を
残
し
て
お
か
な
か
っ
た
」。
言
い
換
え
る
な
ら
神
は
世

界
に
対
し
て
働
き
か
け
る
力
を
す
べ
て
放
棄
し
た
の
で
あ
る）
4
（

。

　
た
だ
し
そ
れ
は
神
が
死
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
は
こ
の

世
界
に
身
を
委
ね
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
世
界
に
内
在
し
て
い

る
。
ヨ
ナ
ス
は
、
そ
の
よ
う
に
神
を
内
在
さ
せ
な
が
ら
、
独
自
の
生
成
を
遂
げ



責任と記憶　　196

る
世
界
を
「
神
の
像
」
と
も
呼
ぶ
。
神
は
世
界
が
こ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
て
い
く

か
を
知
ら
な
い
し
、
何
が
起
き
て
も
そ
れ
に
干
渉
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

世
界
は
や
は
り
神
が
作
り
出
し
た
も
の
な
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
出
来
事
は
神

の
像
を
刻
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）
5
（

。

　
途
方
も
な
い
時
間
の
な
か
で
、
あ
る
と
き
偶
然
に
地
球
が
誕
生
し
、
そ
し
て

そ
こ
に
生
命
が
出
現
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
単
調
で
あ
っ
た
宇
宙
に
新
し

い
可
能
性
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
り
、
神
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
出
来
事
だ
っ

た
。
生
命
は
長
い
時
間
を
か
け
て
進
化
し
、
多
様
な
生
物
種
が
、
こ
の
世
界
に

多
様
な
可
能
性
を
試
し
て
い
っ
た
。
ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「
進
化
が
も
た
ら
す

種
の
区
別
は
す
べ
て
、
元
来
の
可
能
性
に
感
覚
と
行
為
の
様
々
な
可
能
性
を
付

け
加
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
神
的
な
根
拠
が
行
う
自
己
経
験
を
豊
か
に
す
る
」

（ebd,�S.�392

／
四
三
六
頁
）。
こ
う
し
た
神
話
の
形
象
の
う
ち
に
は
、
ヨ
ナ
ス

が
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
継
承
し
て
き
た
、
創
造
説
と
生
命
の
神
聖
さ
と
い
う
観
念
が

色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
（W

iese�2008,�p.�172
）。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
生
命
の
進
化
は
あ
る
と
き
一
線
を
超
え
る
。
そ
れ
が
人

間
の
誕
生
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
は
そ
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

神
の
像
は
、
物
質
的
万
有
に
よ
っ
て
た
め
ら
い
が
ち
に
開
始
さ
れ
、

人
間
以
前
の
生
命
が
示
す
、
最
初
は
広
く
、
後
に
は
だ
ん
だ
ん
狭
く

な
っ
て
ゆ
く
螺
旋
状
の
姿
で
、
長
ら
く
、
未
決
定
な
ま
ま
で
形
作
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
神
の
像
は
、
こ
の
最
後
の
転
換
に
よ
っ
て
、
ま
た

劇
的
な
運
動
の
加
速
に
よ
っ
て
、
人
間
に
よ
る
不
確
か
な
管
理
の
も

と
へ
移
行
す
る
。
そ
の
結
果
、
神
の
像
は
、
人
間
が
自
分
と
世
界
に

関
し
て
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
─
─
救
わ
れ
る
形
で
、
も
し
く
は
台
無

し
に
さ
れ
る
形
で
─
─
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（Jonas�1997,�

S.�393

／
四
三
七
頁
）

　
な
ぜ
人
間
の
出
現
に
よ
っ
て
神
の
像
が
そ
の
「
不
確
か
な
管
理
」
の
も
と
に

置
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
間
が
、
自
由
な
意
志
に
よ
っ
て
行
為
で
き

る
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
善
と
悪
の
可
能
性
に
開
か
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
人
間
は
、
一
方
に
お
い
て
は
こ
の
世
界
で
善
良
な
行
為
を
す
る

こ
と
も
で
き
る
が
、
他
方
に
お
い
て
恐
る
べ
き
悪
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
で
き

る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
決
断
は
、
つ
ま
り
ど
ち
ら
を
選
択
し
た
の
か
と
い
う
こ

と
は
、
神
の
像
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
人
間
は
神
の
像
を

「
救
わ
れ
る
形
で
、
も
し
く
は
台
無
し
に
す
る
形
で
」
決
定
す
る
力
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
生
じ
た
破
局
は
そ
う
し
た
悪
の
一
つ
で
あ
る
。

神
が
そ
の
生
起
を
妨
げ
な
か
っ
た
の
は
、
神
が
世
界
の
創
造
に
よ
っ
て
す
べ
て

の
力
を
失
い
、
人
間
の
行
為
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

六
、
行
為
の
不
死
性
と
責
任

　
ヨ
ナ
ス
は
こ
こ
か
ら
、
前
述
の
よ
う
な
時
間
的
な
も
の
の
結
晶
化
と
し
て
の
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人
間
の
不
死
性
を
、
次
の
よ
う
に
導
き
出
す
。

私
た
ち
は
作
り
上
げ
る
こ
と
も
壊
す
こ
と
も
で
き
る
。
治
す
こ
と
も

傷
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
神
性
を
養
う
こ
と
も
放
棄
す
る
こ
と
も

で
き
る
。
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
も
歪
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
一

方
の
刻
印
に
よ
る
傷
跡
は
他
方
の
刻
印
に
よ
る
輝
き
と
同
じ
だ
け
後

世
に
残
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
の
行
為
の
不
死
性
（U
nster-

blichkeit�der�T
aten

）
は
虚
勢
に
満
ち
た
自
惚
れ
の
理
由
に
は
な

ら
な
い
。
む
し
ろ
私
た
ち
に
は
、
私
た
ち
の
行
為
の
大
多
数
が
い
か

な
る
傷
跡
も
残
さ
な
い
よ
う
に
と
望
む
理
由
の
ほ
う
が
た
っ
ぷ
り
と

あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
。
私
た
ち
の
行
為

は
実
際
に
描
線
を
引
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
残
る
の
で
あ
る
。

（ebd,�S.�394

／
四
三
九
頁
）

　
ヨ
ナ
ス
は
こ
こ
で
神
話
か
ら
説
明
さ
れ
る
人
間
の
不
死
性
を
「
行
為
の
不
死

性
」
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
世
界
が
「
神
の
像
」
で
あ
り
、
人

間
の
行
為
が
そ
の
像
に
描
線
を
刻
む
と
い
う
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
も
し
も
人

間
が
悪
を
生
起
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
像
に
は
「
傷
跡
」
が
残
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
一
度
引
か
れ
た
描
線
は
二
度
と
も
と
に
は
戻
ら
な
い
。
ヨ
ナ
ス

は
そ
こ
に
人
間
の
不
死
性
を
洞
察
す
る
の
で
あ
る
。

　
行
為
の
不
死
性
と
い
う
概
念
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
時
間
的
な
も
の

で
あ
る
は
ず
の
出
来
事
が
、
同
時
に
神
の
像
と
い
う
超
時
間
的
な
も
の
と
連
関

し
て
い
る
、
と
い
う
、
二
重
の
時
間
性
に
支
え
ら
れ
た
行
為
概
念
で
あ
る
。
こ

の
世
界
の
内
部
で
起
き
た
出
来
事
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
滅
び
、
忘
れ
去
ら

れ
て
い
く
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
は
神
の
像
に
刻
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
時
間

の
経
過
に
抵
抗
し
て
神
に
記
憶
さ
れ
続
け
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
道
徳
的
な
破
局

の
可
能
性
を
前
に
し
、
決
断
を
迫
ら
れ
る
と
き
、
人
間
は
あ
た
か
も
永
遠
に
参

与
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
、
時
間
的
な
も
の
の
結
晶
化
を
体
験
す
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
人
間
が
自
ら
の
行
為
に
対
し
て
引
き
受
け
る
べ
き
責
任
も
ま

た
、
二
重
の
時
間
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ヨ
ナ

ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
た
が
っ
て
、
紆
余
曲
折
を
経
た
私
た
ち
の
考
察
の
終
点
に
お
い
て
、

か
す
か
な
光
の
も
と
で
、
私
た
ち
は
人
間
の
二
種
類
の
責
任
を
区
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
地
上
の
因
果
性
の
尺
度
に

基
づ
く
責
任
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
行
為
は
近
い
未

来
な
い
し
遠
い
未
来
に
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
そ
の
未

来
の
う
ち
に
消
え
て
い
く
。
そ
れ
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
の
責
任
は
、

人
間
の
行
為
が
永
遠
の
領
域
に
参
入
す
る
と
い
う
尺
度
に
基
づ
く
責

任
で
あ
っ
て
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
人
間
の
行
為
は
決
し
て
消
え

去
り
は
し
な
い
。（ebd,�S.�396

─397

／
四
四
三
頁
）
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ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
責
任
は
、「
地
上
の
因
果
性
の
尺
度
に
基
づ
く
責
任
」
と
、

「
人
間
の
行
為
が
永
遠
の
領
域
に
参
入
す
る
と
い
う
尺
度
に
基
づ
く
責
任
」
と

に
区
分
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
前
者
を
時
間
的
責
任
、
後
者
を
形
而
上

学
的
責
任
と
呼
ぼ
う
。
時
間
的
責
任
は
、
あ
る
特
定
の
時
間
に
お
い
て
生
じ
る

責
任
で
あ
る
。
し
か
し
時
間
は
過
ぎ
去
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
責
任
も

ま
た
こ
の
世
界
か
ら
消
え
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
形
而
上
学
的
責

任
は
、
こ
う
し
た
時
間
の
経
過
に
対
し
て
抵
抗
し
、
永
遠
に
記
憶
さ
れ
続
け
る

責
任
で
あ
る
。

　
ヨ
ナ
ス
は
こ
う
し
た
人
間
の
責
任
の
二
重
性
か
ら
未
来
世
代
へ
の
責
任
を
次

の
よ
う
に
導
き
出
す
。

道
徳
的
責
任
の
二
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
瞬
間
の
形
而
上
学
的
責

任
と
未
来
へ
の
影
響
の
因
果
的
責
任
が
相
互
に
溶
け
合
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
、
人
類
自
身
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
こ
ん
に
ち
の

人
類
の
前
代
未
聞
の
状
況
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
未
来
全
体
が
危
機

に
曝
さ
れ
る
こ
と
で
、
未
来
の
純
然
た
る
物
理
的
な
保
護
が
形
而
上

学
的
な
関
心
の
次
元
に
突
如
と
し
て
押
し
上
げ
ら
れ
、
そ
の
保
護
に

注
意
深
く
賢
明
に
携
わ
る
こ
と
が
緊
急
の
超
越
的
な
義
務
と
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。（ebd,�S.�396

／
四
四
三
頁
）

　
人
類
の
存
続
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
未
来
全
体
が
危
機
に
曝
さ

れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
は
、
形
而
上
学
的
責
任
と
時
間
的

責
任
が
「
相
互
に
溶
け
合
っ
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
自
体
が
「
人
類

の
前
代
未
聞
の
状
況
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
人
類
は
こ
の
世
界
で
悪
を
犯
し

て
き
た
が
、
そ
う
し
た
悪
の
規
模
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
人
類
全
体
を
脅
か
す

ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
科
学
技
術
の
急
速
な
発
展
に
よ
っ
て
、

そ
の
悪
は
人
類
全
体
を
脅
か
す
ほ
ど
強
力
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態

が
技
術
的
に
可
能
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
形
而
上
学
的
責
任
が

現
実
の
道
徳
的
な
課
題
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
後
年
の
『
責
任
と
い
う
原
理
』
で
主
題
化
さ
れ
る
未
来
世
代
へ

の
責
任
が
、
こ
の
時
点
で
ヨ
ナ
ス
に
と
っ
て
す
で
に
重
要
な
問
題
関
心
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

七
、
む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
に
お
い
て
本
稿
は
、『
生
命
の
哲
学
』
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
ヨ
ナ
ス

の
行
為
の
不
死
性
と
い
う
概
念
の
構
造
を
検
討
し
て
き
た
。
同
書
に
お
い
て
論

じ
ら
れ
る
神
話
思
想
に
は
、
ヨ
ナ
ス
が
後
年
の
『
責
任
と
い
う
原
理
』
に
お
い

て
主
題
化
す
る
こ
と
に
な
る
、
未
来
世
代
へ
の
責
任
の
基
礎
づ
け
と
い
う
問
題

設
定
が
先
取
り
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
問
題
設
定
に
お
い
て
、
行
為

の
不
死
性
と
い
う
概
念
は
ど
の
よ
う
な
理
論
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
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ヨ
ナ
ス
は
行
為
の
不
死
性
を
、
経
験
的
不
死
性
お
よ
び
超
経
験
的
不
死
性
か

ら
区
別
す
る
。
経
験
的
不
死
性
は
、
そ
れ
を
保
証
す
る
共
同
体
の
存
続
を
前
提

と
す
る
が
、
共
同
体
は
不
死
性
を
持
た
な
い
た
め
に
不
完
全
で
あ
る
。
一
方
で

超
経
験
的
不
死
性
は
、
現
実
の
世
界
で
起
き
る
出
来
事
を
超
越
し
て
い
る
た
め

に
、
世
界
に
お
け
る
人
間
の
行
為
と
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ナ

ス
の
提
唱
す
る
行
為
の
不
死
性
は
、
世
界
に
お
け
る
人
間
の
行
為
と
連
関
し
な

が
ら
、
同
時
に
共
同
体
の
変
化
に
よ
っ
て
も
無
効
化
さ
れ
な
い
概
念
に
他
な
ら

な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
概
念
が
未
来
世
代
へ
の
責
任
を
説
明
す
る
上
で
果
た
す
役
割
と

は
、
忘
却
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、

未
来
世
代
が
自
分
た
ち
を
記
憶
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
考
え
る
こ
と

は
、
現
在
世
代
を
無
責
任
へ
と
誘
惑
す
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
、
現
在

世
代
は
未
来
世
代
を
脅
か
す
力
を
も
つ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
現
在
世
代
の
せ

い
で
苦
境
に
陥
っ
た
未
来
世
代
が
、
そ
の
責
任
が
現
在
世
代
に
あ
る
と
い
う
こ

と
を
記
憶
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
ま
で
保
証
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
未
来
世

代
は
、
自
分
た
ち
が
陥
っ
て
い
る
苦
境
が
先
行
世
代
に
起
因
す
る
こ
と
を
忘
却

し
、
決
し
て
先
行
世
代
の
責
任
を
追
及
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ

う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
未
来
世
代
を
脅
か
す
先
行
世
代
は
、
自
ら
の
責
任
を
回

避
す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
歴
史
を
改
ざ
ん
し
、
自
ら
の
行
為
の
影
響
が
後
世

に
残
ら
な
い
よ
う
働
き
か
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
無
責
任
さ
を
回
避

す
る
た
め
に
ま
ず
要
求
さ
れ
る
の
は
記
憶
の
継
承
で
あ
る
が
、
記
憶
は
共
同
体

を
前
提
と
し
、
そ
し
て
共
同
体
は
有
限
で
可
変
的
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

ヨ
ナ
ス
は
、
人
間
に
よ
る
記
憶
の
外
部
に
、
神
に
よ
る
永
遠
の
記
憶
を
想
定
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
忘
却
に
よ
る
無
責
任
さ
に
抗
う
た
め
の
足
掛
か
り
を
据
え
よ
う

と
し
た
の
だ
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
忘
却
の
脅
威
に
対
す
る
抵
抗
策
は
、
未

来
世
代
へ
の
責
任
を
基
礎
づ
け
る
上
で
不
可
欠
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
ヨ
ナ
ス
は
こ
う
し
た
行
為
の
不
死
性
の
概
念
を
、『
責
任
と
い
う

原
理
』
の
な
か
で
は
用
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
概
念
が
あ
く
ま
で
も
神
話
思

想
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
普
遍
的
な
妥
当
性
を
志
向
す
る
責

任
原
理
と
は
両
立
し
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
行
為
の
不
死
性
と
い
う
概
念
を

用
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
対
応
さ
れ
て
い
た
課
題
、

す
な
わ
ち
記
憶
と
忘
却
を
め
ぐ
る
問
題
に
再
び
直
面
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
、
ヨ
ナ
ス
は
責
任

原
理
の
思
想
の
な
か
で
明
示
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
な
い
。

　
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
こ
に
神
話
思
想
が
責
任
原
理
に
対
し
て
果
た
す

一
つ
の
補
完
的
な
機
能
が
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
神
話

思
想
で
語
ら
れ
る
行
為
の
不
死
性
の
概
念
を
、
責
任
原
理
の
問
題
系
へ
と
置
き

移
す
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
ま
た
そ
の
問
題
系
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
が
ど
の

よ
う
に
翻
訳
さ
れ
る
の
か
は
、
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
問
い
に
取
り
組

む
た
め
に
は
、
責
任
原
理
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
る
歴
史
概
念
を
解
明
し
、
そ

れ
が
神
話
思
想
と
整
合
し
う
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら

を
今
後
の
課
題
と
し
て
提
示
し
つ
つ
、
紙
幅
の
制
約
の
た
め
に
、
本
稿
は
こ
こ



責任と記憶　　200

で
筆
を
置
く
。

※
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費21K

12825

の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注※
引
用
は
原
則
と
し
て
原
典
か
ら
訳
出
し
て
い
る
が
、
邦
訳
が
存
在
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
そ
れ
を
参
照
し
て
い
る
。
ま
た
引
用
に
お
け
る
強
調
は
断
り
が
な
い
限
り
す
べ

て
原
文
に
基
づ
く
。

（
1
）　
な
お
、『
生
命
の
哲
学
』
の
英
語
版
で
は
同
論
考
の
冒
頭
に
「for�H

.�A
.

」
と

記
さ
れ
て
い
る
（Jonas�1966,�p.�262

）。

（
2
）　
ヨ
ナ
ス
は
『
哲
学
的
探
究
と
形
而
上
学
的
推
測
』
に
お
い
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
に

よ
っ
て
独
裁
さ
れ
て
い
た
時
期
の
ソ
連
に
お
い
て
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
に
関
す
る
記
録

が
こ
と
ご
と
く
抹
消
さ
れ
た
と
い
う
事
例
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
現
代
社
会
に
お
け

る
歴
史
へ
の
不
信
を
見
出
し
て
い
る
（vgl,�Jonas�1992,�S.�182
／
四
五
頁
）。

（
3
）　「
無
力
な
神
」
と
い
う
表
現
は
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
降
の
神
」
に
お
い
て

は
じ
め
て
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
発
想
は
基
本
的
に
は
「
不
死
性
と
今
日
の
実

存
」
に
お
い
て
す
で
に
表
れ
て
い
る
。

（
4
）　
ヨ
ナ
ス
が
こ
う
し
た
神
の
自
己
放
棄
の
概
念
を
着
想
し
た
源
の
一
つ
が
、
ゲ
ル

シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
思
想
で
あ
り
、
特
に
ル
リ
ア
の

カ
バ
ラ
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
る
。「
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
伝

承
は
神
の
至
高
性
に
つ
い
て
、
公
式
の
教
え
が
そ
う
み
え
る
ほ
ど
に
は
、
一
枚
岩

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
現
代
で
は
、
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
が
新
た
に

光
を
あ
て
た
カ
バ
ラ
の
強
力
な
底
流
は
、
神
が
世
界
を
生
成
す
る
と
同
時
に
ひ
き

い
れ
ら
れ
て
た
ど
る
こ
と
に
な
る
運
命
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
極

め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
、
し
か
も
正
統
か
ら
は
か
な
り
か
け
は
な
れ
た
思
弁
が
展
開

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
な
か
に
立
ち
混
じ
れ
ば
、
私
の
思
弁
は
ま
っ
た
く
孤
立
し
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
私
の
神
話
は
、
根
底
的
に
は
、

ル
リ
ア
の
カ
バ
ラ
の
な
か
の
宇
宙
論
の
中
心
概
念
で
あ
る
ツ
ィ
ム
ツ
ム
（Zim

-
zum

）
の
考
え
に
過
ぎ
な
い
。
ツ
ィ
ム
ツ
ム
と
は
、
収
縮
、
退
却
、
自
己
制
限
を

意
味
す
る
。
世
界
が
存
在
す
る
余
地
を
作
る
た
め
に
、
原
初
の
無
限
な
る
も
の
は
、

自
分
自
身
の
中
に
収
斂
し
、
自
分
の
外
部
に
、
空
虚
、
無
を
生
起
せ
し
め
、
そ
の

な
か
に
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
自
分
が
世
界
を
創
造
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ

る
」（Jonas�1992,�S.�206

／
二
七
頁
）。
こ
こ
で
ヨ
ナ
ス
は
、
一
六
世
紀
に
活

躍
し
た
イ
サ
ク
・
ル
リ
ア
の
カ
バ
ラ
に
お
け
る
「
ツ
ィ
ム
ツ
ム
」
を
自
ら
の
神
話

思
想
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヨ
ナ
ス
の
ツ
ィ
ム
ツ
ム
概
念
の
理
解
は

シ
ョ
ー
レ
ム
の
そ
れ
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ヴ
ィ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
シ
ョ

ー
レ
ム
は
ツ
ィ
ム
ツ
ム
を
「
神
が
人
間
の
世
界
の
事
象
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
含
む

も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
な
い
」
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
神
の
摂
理
へ
の
希
望
と

世
界
の
永
遠
の
再
創
造
と
再
生
へ
の
希
望
を
述
べ
る
も
の
と
見
な
し
て
い
る
」。

本
文
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
ヨ
ナ
ス
は
無
力
な
神
に
対
し
て
人
間
が
責
任
を
引
き

受
け
る
と
考
え
て
い
る
が
、「
シ
ョ
ー
レ
ム
は
こ
れ
を
ル
リ
ア
の
カ
バ
ラ
の
破
壊

で
あ
る
と
感
じ
た
だ
ろ
う
」（W

iese�2008,�p.�176

）。

（
5
）　
ク
ラ
ヴ
ィ
ア
は
、
神
が
自
己
放
棄
に
よ
っ
て
時
間
の
な
か
に
侵
入
し
た
、
と
い

う
ヨ
ナ
ス
の
学
説
に
、
次
の
よ
う
な
論
理
的
な
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
、

神
は
そ
う
し
た
自
己
放
棄
を
決
断
す
る
以
前
に
は
、
時
間
の
な
か
に
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
、
つ
ま
り
「
非
時
間
的
な
も
の
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
己

放
棄
の
決
断
は
神
を
非
時
間
的
な
も
の
か
ら
時
間
的
な
も
の
へ
と
変
え
る
の
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
変
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
変
化
は
時
間
を
前

提
に
し
な
け
れ
ば
起
こ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
非
時
間
的
な
も
の
か
ら
時
間
的
な
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も
の
へ
の
変
化
は
、
非
時
間
的
な
も
の
が
す
で
に
時
間
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
不

可
能
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
（cf,�Clavier�2011,�p.�311

）。
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grande influence sur le monde académique français de l’époque.
　Face à la séparation entre « le fini » et « l’infini », selon Wahl, Hegel affirme 
que la « souffrance » comme « conscience malheureuse » forme la force motrice 
du développement dialectique de la conscience de soi. Par rapport à cette inter-
prétation wahlienne, Lévinas lui-même considère la « séparation » comme rela-
tion entre « le fini » et « Infini » et la définit comme notion central de Totalité et 
Infini, bien qu’il critique à plusieurs reprises la dialectique hégélienne dans son 
œuvre.
　Toutefois, curieux que cela semble-t-il, dans son œuvre Lévinas garde le silence 
total sur cette interprétation wahlienne malgré l’affinité de leur pensée. Nous 
devrions donc creuser la cause de ce silence: Levinas n’aurait-il pas pris en 
compte de l’interprétation wahlienne ?
　Pour aborder cette question, nous nous focalisons sur l’analyse de la notion de 
la « séparation » dans Totalité et Infini par comparaison avec la « séparation » 
hégélienne révélée par Wahl dans Le Malheur de la conscience dans la philoso-
phie de Hegel. Après la comparaison de ces notions, nous tenterons de réévaluer 
l’impact de la lecture wahlienne de Hegel sur la genèse de Totalité et Infini, qui 
n’a jamais été mis en lumière jusqu’à présent.

Responsibility and Memory: On the Concept of Immortality 
 in Jonas’s Ethical Thought

Hiroshi TOYA

　The subject of this paper is to clarify the meaning of the concept of immortal-
ity in the ethical thought of Hans Jonas. Jonas is known for his work, The Im-
perative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age （Das 
Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation）, 
in which he founds the responsibility for future generations, but his problem-
setting is already evident in the mythological thought discussed in The Phenom-
enon of Life: Toward a Philosophical Biology（Das Prinzip Leben. Ansätze zu 
einer philosphischen Biologie）, where the concept of immortality is discussed as 
a central issue in such mythological thought. However, in previous studies, the 
role of immortality in Jonas’s ethical thought has not always been sufficiently 
discussed. From this point of view, this paper aims to elucidate the conceptual 
function of immortality in explaining the responsibility to future generations, 
referring mainly to The Phenomenon of Life, and thereby provide a more sys-
tematic interpretation of Jonas’s ethical thought.
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　In this paper, I will review previous studies on the concept of immortality to 
clarify the problem of this paper, and then confirm the background to the dis-
cussion of immortality in The Phenomenon of Life, where immortality is charac-
terized as the temporality of determination. Then, I will reconstruct the mythol-
ogy presented by Jonas to make such immortality comprehensible and clarify 
the conceptual link between immortality and responsibility derived from it. In 
conclusion, based on the above considerations, this paper will be shown that Jo-
nas’s concept of immortality, as presented by his mythological thought, func-
tions as a concept that explains resistance to oblivion in the foundation of re-
sponsibility to future generations.

The Unity of Virtue in Contemporary Virtue Ethics

Mayumi NISHINO

　The unity of virtue thesis, which states that the various virtues only hold dif-
ferent names for the same concept, has a long history of controversy and is 
among the most debated issues in contemporary virtue ethics. This idea, and es-
pecially when interpreted as implying that an individual cannot possess a virtue 
without possessing all the other virtues, sounds implausible from common expe-
riences. One dominant interpretation is that various virtues originate from the 
same state of soul, from a sort of perceptual capacity. McDowell, one of the 
leading advocates for the traditional Aristotelian formulation of the thesis, 
holds that each virtue is a form of reliable sensitivity to a certain sort of re-
quirement from situations.
　This article aims to explore the role of practical wisdom（phronesis）upon the 
unity of virtue（s）in contemporary discussions. By showing how the unity of 
virtue is compatible with the plurality and diversity of virtues under the direc-
tion of practical wisdom, I intend to clarify the issue surrounding the unity of 
virtue from a new perspective, thereby paving a way toward re-constructing a 
new foundation for moral education, focusing on moral virtues as an integrated 
entity, rather than as discrete dispositions.
　First, upon more closely examining the conundrums that the unity of virtue 
thesis poses for virtue ethics, I identify the problems which may put the feasibil-
ity of the virtuous person, the central feature of virtue ethics, at stake. Second, I 
examine the ideas of two main contemporary virtue-ethicists, Russell and An-
nas, focusing on their views of the nature of practical wisdom and its relation 
to the virtues as clusters. Third, I indicate the unity as a unified, open whole, in-


