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解
説
・
各
章
解
題 

伊
勢
田
哲
治

本
書
はB

ernard W
illiam

s 

︵1981

︶ M
oral L

uck: P
hilosophical P

apers 1973-1980. C
am

bridge U
niversity 

Press

の
全
訳
で
あ
る
︒
以
下
︑
本
書
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
概
観
し
た
あ
と
︑
各
章
の
解
題
を
行
う
︒
な
お
︑
本
解
説
・

解
題
の
記
述
に
お
い
て
は
︑Stanford E
ncyclopedia of Philosophy 

内
のS. G

. C
happell

に
よ
るB

ernard W
il-

liam
s

の
項
お
よ
びE

ncyclopedia B
ritannica

オ
ン
ラ
イ
ン
版
に
お
け
るT

hom
as N

agel

に
よ
るB

ernard W
il-

liam
s

の
項
な
ど
を
参
照
し
て
い
る
︒

https://plato.stanford.edu/entries/w
illiam

s-bernard/

https://w
w

w
.britannica.com

/biography/B
ernard-W

illiam
s/

︽
1
︾

ま
ず
著
者
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
つ
い
て
簡
単
な
伝
記
的
な
紹
介
を
行
う
︒
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
一
九
二
九
年

に
生
ま
れ
︑
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ベ
リ
オ
ー
ル
カ
レ
ッ
ジ
で
倫
理
学
者
の
R
・
M
・
ヘ
ア
を
チ
ュ
ー
タ
ー
と
し
て
ギ

リ
シ
ャ
古
典
学
や
現
代
哲
学
を
学
ん
だ
︒
ロ
ン
ド
ン
大
学
︑
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
︑
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オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
等
で
教
鞭
を
と
っ
た
︒
一
九
七
七
年
に
は
﹁
わ
い
せ
つ
と
映
画
検
閲
に
関
す
る
内
務
省
省
内
委
員

会
﹂︑
通
称
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
委
員
会
の
座
長
に
任
ぜ
ら
れ
︑
一
九
七
九
年
に
報
告
書
を
提
出
し
た
︒
こ
の
報
告
書
は
現
在
で

も
こ
の
テ
ー
マ
の
議
論
で
必
ず
参
照
さ
れ
る
︑
議
論
の
一
方
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
︒
一
九
九
九
年
に
は
ナ
イ
ト
の
爵
位

を
授
与
さ
れ
た
︒
二
〇
〇
三
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
︒

本
論
文
集
は
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
論
文
集
の
中
で
は
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
八
〇
年
ま
で
に
書
か
れ
た
論
文
を
収
録
し
た

第
二
論
文
集
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
︒
第
一
論
文
集P

roblem
s of the Self

︵C
am

bridge U
niversity Press, 1973

︶
は

五
六
年
か
ら
七
二
年
ま
で
の
論
文
を
カ
バ
ー
し
︑
第
三
論
文
集M

aking Sense of H
um

anities and O
ther P

hilosophi-

cal P
apers

︵C
am

bridge U
niversity Press, 1995

︶
は
八
二
年
か
ら
九
三
年
ま
で
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
︒
そ
の
他
︑
死
後
出

版
さ
れ
た
論
文
集
と
し
て
︑
哲
学
史
に
つ
い
て
の
論
文
を
あ
つ
め
たT

he Sense of the P
ast

︵Princeton U
niversity Press, 

2006

︶︑
政
治
哲
学
に
つ
い
て
の
未
公
刊
論
文
を
あ
つ
め
たIn the B

eginning W
as the D

eed: R
ealism

 and M
oralism

 

in P
olitical A

rgum
ent

︵Princeton U
niversity Press, 2005

︶︑
そ
れ
ま
で
の
論
文
集
か
ら
漏
れ
た
論
文
と
未
公
刊
論
文
を

あ
つ
め
たP

hilosophy as a H
um

anistic D
iscipline

︵Princeton U
niversity Press, 2006

︶
も
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

前
後
の
論
文
集
と
比
較
し
た
と
き
︑
本
論
文
集
の
特
徴
は
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
独
自
の
哲
学
的
な
視
点
を
発
展
さ
せ
つ
つ

あ
っ
た
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
倫
理
学
的
議
論
の
多
く
に
通
底
す
る
の
が
︑
功
利

主
義
や
カ
ン
ト
主
義
と
い
っ
た
体
系
的
倫
理
学
理
論
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
︒
幸
福
や
自
律
と
い
っ
た
一
元
的
価
値
を
提
示

す
る
倫
理
学
理
論
に
対
し
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
提
示
す
る
の
は
非
常
に
陰
影
に
富
ん
だ
我
々
の
倫
理
的
生
活
の
姿
で
あ
る
︒

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
そ
う
し
た
倫
理
の
姿
を
描
き
出
す
の
に
﹁
美
徳
﹂
や
﹁
性
格
﹂
と
い
っ
た
徳
倫
理
学
と
共
通
す
る
用
語
を
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使
い
︑
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
考
え
方
を
援
用
す
る
た
め
︑
同
じ
特
徴
を
持
つ
徳
倫
理
学
の
一
類
型
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
︒
し
か
し
︑
一
般
の
徳
倫
理
学
に
お
い
て
﹁
美
徳
﹂
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
種
客
観
的
な
要
請
と
し
て
外
か
ら
求

め
ら
れ
る
の
に
対
し
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
重
視
す
る
の
は
︑﹁
我
々
が
自
分
の
人
生
を
ど
う
生
き
た
い
か
﹂︑
と
い
う
自
分
自

身
の
価
値
基
準
や
プ
ラ
ン
で
あ
る
︒
こ
れ
は
た
と
え
ば
論
文
﹁
道
徳
的
な
運
﹂
に
お
い
て
は
﹁
よ
そ
か
ら

0

0

0

0

﹂
で
な
く
﹁
こ
こ

0

0

か
ら

0

0

﹂
の
視
点
︑
と
い
う
表
現
で
表
さ
れ
︑﹁
人
物
・
性
格
・
道
徳
性
﹂
で
は
﹁
基
盤
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
と
い
う
言
葉
で

表
さ
れ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
考
え
方
の
萌
芽
は
︑
第
一
論
文
集
に
お
さ
め
ら
れ
た
“Ethical consistency

”︵1965

︶
や
“A critique of utili-

tarianism

”︵J. J. C
. Sm

art

と
の
共
著U

tilitarianism
: For and A

gainst. C
am

bridge U
niversity Press, 1973 

の
後
半
部
︒
同

書
は
﹃
功
利
主
義
論
争
﹄
の
タ
イ
ト
ル
で
本
双
書
に
お
い
て
翻
訳
予
定
︶
に
表
れ
て
い
る
︒
特
に
︑
後
者
の
著
作
は
功
利
主
義
そ
の

も
の
に
つ
い
て
の
入
門
書
と
し
て
も
よ
く
参
照
さ
れ
る
本
で
あ
り
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
仕
事
の
中
で
も
と
り
わ
け
著
名
な
も

の
な
の
で
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
︒

こ
の
本
は
︑
功
利
主
義
を
擁
護
す
る
ス
マ
ー
ト
と
批
判
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
そ
れ
ぞ
れ
半
分
を
執
筆
し
︑
功
利
主
義
の

姿
を
両
面
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
︒
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
批
判
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
中
で

も
有
名
な
の
が
﹁
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
﹂
の
概
念
を
使
っ
た
論
点
で
あ
る
︒
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
︑
功
利
主
義
と
我
々
の
直
観
が

ず
れ
る
事
例
と
し
て
︑﹁
ジ
ョ
ー
ジ
﹂
と
﹁
ジ
ム
﹂
の
例
を
挙
げ
る
︵Sm

art and W
illiam

s

前
掲
書pp. 97 -9

︶︒

化
学
者
の
ジ
ョ
ー
ジ
は
家
族
を
養
う
た
め
に
職
を
探
し
て
い
て
︑
B
C
兵
器
の
開
発
の
仕
事
を
紹
介
さ
れ
る
︒
B
C
兵
器

の
開
発
は
彼
の
信
条
に
反
す
る
が
︑
彼
が
断
れ
ば
そ
の
仕
事
は
も
っ
と
喜
ん
で
兵
器
開
発
を
す
る
他
の
化
学
者
が
引
き
受
け
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る
こ
と
が
予
想
で
き
︑
か
え
っ
て
ひ
ど
い
結
果
と
な
る
と
思
わ
れ
る
︒

植
物
学
者
の
ジ
ム
は
南
米
の
旅
行
中
に
軍
に
誤
っ
て
捕
縛
さ
れ
た
︒
そ
の
部
隊
は
最
近
の
反
政
府
運
動
へ
の
見
せ
し
め
と

し
て
︑
ラ
ン
ダ
ム
に
捕
縛
し
た
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
二
〇
人
を
処
刑
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
︒
ジ
ム
は

部
隊
長
か
ら
︑
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
う
ち
ひ
と
り
を
殺
せ
ば
ジ
ム
本
人
と
あ
と
の
一
九
人
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ

リ
カ
ン
を
釈
放
し
よ
う
︑
と
い
う
提
案
を
受
け
る
︒
断
れ
ば
二
〇
人
が
殺
さ
れ
る
し
︑
反
抗
す
れ
ば
ジ
ム
本
人
ま
で
殺
さ
れ

る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
︒

結
果
だ
け
を
問
題
に
す
る
功
利
主
義
の
考
え
方
で
は
︑
ジ
ョ
ー
ジ
は
兵
器
開
発
の
職
の
オ
フ
ァ
ー
を
受
け
る
べ
き
だ
し
︑

ジ
ム
は
自
ら
無
実
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
を
殺
す
べ
き
だ
と
い
う
結
論
が
出
る
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
は
︑
前
者
に
つ
い
て
は
こ
の
結
論
は
お
そ
ら
く
間
違
い
だ
し
︑
後
者
に
つ
い
て
も
︑
こ
の
結
論
自
体
は
合
っ
て
い
る
と
し

て
も
︑
功
利
主
義
的
な
思
考
で
は
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
要
因
を
十
分
考
慮
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
︒
あ
る
人
の

行
為
や
決
定
は
︑﹁
彼
自
身
が
最
も
深
く
自
分
を
同
一
化
す
る
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
態
度
か
ら
流
れ
出
る
行
為
や
決
定

と
し
て
見
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂︵
同pp. 116 -7
︶
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
無
視
す
る
の
は
﹁
彼
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
へ
の

攻
撃
で
あ
る
﹂︵
同p. 117

︶︒
こ
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
は
﹁
全
一
性
﹂﹁
統
合
性
﹂
等
と
訳
さ
れ
る
︒
言
い
換
え

れ
ば
︑
自
分
が
ど
う
生
き
た
い
か
︑
自
分
の
人
生
を
ど
う
構
想
す
る
か
と
い
う
︑
人
生
の
選
択
に
忠
実
に
他
の
選
択
や
行
為

を
行
う
の
が
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
で
あ
り
︑
そ
の
観
点
か
ら
︑
単
純
に
最
善
の
結
果
に
な
ら
な
い
よ
う
な
選
択
を
す
る
こ
と
は

許
容
さ
れ
る
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
考
え
る
︒
そ
し
て
︑
功
利
主
義
は
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
重
要
性
を
認
識
し
な
い
︑
と
い
う

の
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
功
利
主
義
へ
の
批
判
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒︵﹁
統
合
性
﹂
等
の
日
本
語
で
は
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
十
分
に
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救
い
き
れ
な
い
と
考
え
︑
本
訳
書
で
は
カ
タ
カ
ナ
で
﹁
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
﹂
と
表
記
す
る
こ
と
と
し
た
︒︶

一
九
七
三
年
の
段
階
で
は
︑
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
は
孤
立
し
た
形
で
提
示
さ
れ
た
︒
そ
れ
が
よ
り
大
き
な
倫
理

観
へ
と
発
展
す
る
の
がE

thics and the L
im

its of P
hilosophy

︵H
arvard U

niversity Press, 1985, 

邦
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

﹃
生
き
方
に
つ
い
て
哲
学
は
何
が
言
え
る
か
﹄
森
際
康
友
・
下
川
潔
訳
︑
産
業
図
書
︑
一
九
九
三
︑
以
下
﹃
生
き
方
﹄
と
略
︶
で
あ
る
︒

こ
の
一
九
八
五
年
の
本
で
は
︑
近
代
の
倫
理
学
が
構
築
し
て
き
た
も
の
と
し
て
の
﹁
道
徳
性
﹂
と
よ
り
包
括
的
な
概
念
と
し

て
の
﹁
倫
理
的
な
も
の
﹂
が
対
比
さ
れ
︑
我
々
の
倫
理
生
活
を
捉
え
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
︑﹁
道
徳
性
﹂
は
非
常
に
特
異
で
︑

そ
れ
で
カ
バ
ー
で
き
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
の
だ
︑
と
論
じ
ら
れ
る
︒
そ
の
際
に
︑
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
問
題
設
定
や
諸
概
念

が
参
照
さ
れ
︑
非
常
に
入
り
組
ん
だ
独
特
の
相
対
主
義
的
立
場
が
提
示
さ
れ
る
︵
こ
れ
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
以
下
の
第
一
一

章
の
解
題
を
参
照
︶︒

本
論
文
集
は
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
ふ
た
つ
の
大
き
な
著
作
の
間
に
書
か
れ
た
諸
論
文
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
︑
初

期
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
ア
イ
デ
ア
が
﹁
運
﹂
や
﹁
正
義
﹂
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
を
巻
き
込
み
つ
つ
発
展
し
て
い
く
さ
ま
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

た
だ
︑
本
論
文
集
が
こ
の
双
書
に
加
え
ら
れ
た
最
大
の
理
由
は
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
思
考
の
発
展
を
追
う
上
で
重
要
だ
か

ら
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
本
論
文
集
の
収
録
論
文
の
う
ち
︑﹁
道
徳
的
な
運
﹂
と
﹁
内
的
理
由
と
外
的
理
由
﹂
の
二
本
は
︑

そ
れ
ぞ
れ
倫
理
学
の
中
に
ひ
と
つ
の
研
究
分
野
を
開
く
レ
ベ
ル
で
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
重
要
な
論
文
で
あ
り
︑
そ
れ
ら

を
紹
介
す
る
こ
と
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
詳
し
い
紹
介
は
あ
と
に
ま
わ
す
が
︑
簡
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の

イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
紹
介
す
る
︒
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﹁
道
徳
的
な
運
﹂
は
も
と
も
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
協
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル

が
登
壇
し
︑P

roceedings of the A
ristotelian Society

のSupplem
entary V

olum
e

に
収
録
さ
れ
た
講
演
が
基
礎
に
な

っ
て
い
る
︒
ネ
ー
ゲ
ル
側
の
論
文
は
︑
そ
の
後
ネ
ー
ゲ
ル
の
論
文
集T. N

agel, M
ortal Q

uestions

︵C
am

bridge U
niver-

sity Press, 1979, 

邦
訳
ネ
ー
ゲ
ル
﹃
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
﹄
永
井
均
訳
︑
勁
草
書
房
︑
一
九
八
九
︶
に
収
録
さ
れ

て
い
る
︵
第
三
章
﹁
道
徳
に
お
け
る
運
の
問
題
﹂︶
の
で
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
︒
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
ネ
ー
ゲ
ル
が
指
摘
し
た

の
は
︑
我
々
の
日
常
的
な
道
徳
的
直
観
の
中
に
大
き
な
亀
裂
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
一
方
で
我
々
は
︑
道
徳

的
な
非
難
や
称
賛
の
対
象
に
な
る
の
は
あ
る
人
が
自
分
の
意
図
で
行
っ
た
行
為
で
あ
り
︑
本
人
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い

事
情
に
よ
っ
て
非
難
し
た
り
称
賛
し
た
り
す
る
の
は
筋
が
通
ら
な
い
と
考
え
る
︒
し
か
し
他
方
︑
我
々
の
実
際
の
非
難
や
称

賛
に
お
い
て
は
︑
運
の
要
素
が
非
常
に
強
く
働
い
て
い
る
︵
た
と
え
ば
︑
本
人
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
範
囲
で
ま
っ
た
く
同
じ
行

動
を
と
っ
て
い
た
ふ
た
り
の
ド
ラ
イ
バ
ー
が
い
て
︑
一
方
が
事
故
を
起
こ
し
︑
他
方
が
事
故
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
と
し
た
場
合
︑
事
故
を
起

こ
し
た
方
に
対
す
る
非
難
の
方
が
大
き
く
な
る
︶︒
彼
ら
の
論
考
に
お
い
て
こ
の
亀
裂
に
つ
い
て
十
分
な
解
消
法
が
提
示
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
こ
の
問
題
は
そ
の
後
多
く
の
論
者
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
代
表
的
な
論

集
と
し
て
はD

. Statm
an ed., M

oral L
uck

︵State U
niversity of N

ew
 Y

ork Press, 1993

︶
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒

ま
た
︑
日
本
語
で
こ
の
論
争
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
論
文
を
解
説
し
た
本
と
し
て
古
田
徹
也
﹃
不
道
徳
的
倫
理
学
講
義
│
│
人

生
に
と
っ
て
運
と
は
何
か
﹄︵
ち
く
ま
新
書
︑
二
〇
一
九
︶
が
あ
る
︒

﹁
内
的
理
由
と
外
的
理
由
﹂
は
︑
現
在
ま
で
続
く
倫
理
学
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
行
為
の
理
由
﹂
の
概
念
分
析
の
嚆

矢
と
な
っ
た
論
文
で
あ
る
︒
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
道
徳
判
断
は
事
実
判
断
︵
信
念
︶
に
類
す
る
も
の
か
︑
欲
求
の
表
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明
に
類
す
る
も
の
か
と
い
う
︑
メ
タ
倫
理
学
に
お
け
る
認
知
主
義
対
非
認
知
主
義
の
論
争
で
あ
る
︒
前
者
の
立
場
へ
の
批
判

と
し
て
︑
道
徳
判
断
が
た
だ
の
事
実
判
断
だ
と
す
れ
ば
我
々
を
行
為
に
駆
り
立
て
る
力
を
持
た
な
い
で
は
な
い
か
︑
と
い
う

議
論
が
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
信
念
も
行
為
の
理
由
を
与
え
う
る
︑
と
い
う
主
張
が
一
九
七
〇
年
代
に
は
登
場
し
て
い
た
︒

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
立
場
は
︑
そ
う
し
た
議
論
に
再
反
論
す
る
︒
後
で
詳
し
く
紹
介
す
る
よ
う
に
︑
彼
は
理
由
と
い
う
も
の
は

広
い
意
味
で
の
本
人
の
動
機
に
根
拠
を
持
つ
は
ず
だ
︑
と
い
う
立
場
を
と
る
︒
こ
の
立
場
は
現
在
で
は
﹁
理
由
の
内
在
主

義
﹂
と
呼
ば
れ
て
お
り
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
こ
の
立
場
の
代
表
的
論
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
論
文
な
ど
が
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
︑
道
徳
判
断
と
は
何
か
︑
と
い
う
も
と
も
と
の
論
争
か
ら
あ
る
程
度

独
立
の
論
争
と
し
て
︑﹁
理
由
﹂
の
概
念
そ
の
も
の
を
め
ぐ
る
論
争
が
進
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
う
し
た
議
論
の
一
端

はM
ichael Sm

ith, T
he M

oral P
roblem
︵B

lackw
ell, 1994, 

邦
訳
ス
ミ
ス
﹃
道
徳
の
中
心
問
題
﹄
樫
則
章
監
訳
︑
ナ
カ
ニ
シ
ヤ

出
版
︑
二
〇
〇
六
︶
の
第
四
章
や
第
五
章
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
ス
ミ
ス
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
を
か
な
り
丁
寧
に
取
り

上
げ
︑
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
形
で
特
有
の
内
在
主
義
の
立
場
を
定
式
化
し
て
い
る
︵
と
い
っ
て
も
︑
ス
ミ
ス
の
整
理
と
本
書
を
読

み
比
べ
る
と
︑
ス
ミ
ス
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
実
際
に
書
い
て
い
る
こ
と
を
大
胆
に
整
理
し
て
再
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︶︒
二
一
世

紀
に
な
っ
て
こ
の
テ
ー
マ
は
一
種
の
流
行
の
様
相
を
呈
し
︑
そ
れ
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
再
評
価
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
よ

り
近
年
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑Stanford E

ncyclopedia of Philosophy

に
お
け
るS. Finlay and M

. Schroeder 

“Reasons for A
ction: Internal vs. E

xternal

”の
項
︵https://plato.stanford.edu/entries/reasons-internal-external/

︶

が
参
考
に
な
る
︒




