
 

Instructions for use

Title 坂井昭宏・柏葉武秀編『現代倫理学』

Author(s) 吉谷, 啓次

Citation 哲学, 46, 33(右)-37(右)

Issue Date 2010-03-21

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/45268

Type bulletin (article)

File Information aphhu.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


北海道大学哲学会『哲学j46号 (2010年2月)

《
書
評
》坂

井
昭
宏
@
楢
葉
武
秀
一
編

『
現
代
論
理
学
』

(
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
臓
、

二
O
O七
年
)

谷

啓

次

本
書
の
奥
村
を
見
る
か
ぎ
り
、
い
さ
さ
か
新
鮮
さ
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
い
う
感
じ
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
ま
、
ず
は
、
本

格
的
な
現
代
倫
理
学
の
教
科
書
が
誕
生
し
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。
倫
理
学
研
究
の
現
状
に
対
応
し
た
教
科
書
、

者
の
教
説
の
解
釈
、
再
解
釈
に
終
始
す
る

つ
ま
り
は
一
人
の
倫
理
学

今コヴコ

で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
)

(
こ
の
こ
と
じ
た
い
が
真
撃
な
倫
理
学
研
究
の
ひ
と
つ
の
ス
タ
イ
ル
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
抱
え
て
い
る
具
体
的
な
倫
理
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
の
倫
理
学

研
究
が
現
在
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
あ
る
程
度
の
見
通
し
を
与
え
て
く
れ
る
教
科
書
は
、
皆
無
と
は
言
わ
な
い
ま

で
も
、
そ
う
は
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
倫
理
学
と
い
う
一
言
葉
を
含
む
名
称
の
講
義
や
演
習
を

み
ず
か
ら
行
い
な
が
ら
、
あ
る
い
は
同
僚
た
ち
が
そ
れ
を
傍
ら
で
行
っ
て
い
る
の
を
見
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ど
う
感
じ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
こ
の
授
業
が
、
あ
る
い
は
そ
の
授
業
が
論
理
学
の
も
と
も
と
の
あ
り
か
た
と
は
到
底
一
一
一
一
口
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
違
和

感
を
も
っ
て
い
る
大
学
の
倫
理
学
な
い
し
哲
学
の
教
員
は
わ
り
あ
い
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
本
書
は
そ
う
し
た
違

和
感
を
か
な
り
の
程
度
や
わ
ら
げ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ひ
と
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
間
い
に
代
表

さ
れ
る
倫
理
学
の
問
題
、
あ
る
い
は
道
能
的
な
問
題
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
問
題



を
み
ず
か
ら
の
問
題
と
し
て
思
考
し
て
い
こ
う
と
す
る
読
者
の
た
め
に
、
過
去
の
倫
理
学
者
た
ち
の
思
考
の
軌
跡
や
現
在
の
研
究
者
た
ち

の
思
考
の
努
力
を
参
照
し
う
る
も
の
に
す
る
、
こ
れ
は
現
在
の
倫
理
学
者
の
重
要
な
仕
事
の
一
つ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
本
書
は
ま
さ
に
そ
の

仕
事
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
か
な
り
の
程
度
実
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
同
時
に
、
倫

理
学
の
問
題
が
そ
う
し
た
他
の
誰
で
も
な
い
私
と
い
う
個
人
に
か
か
わ
る
個
別
性
を
抱
え
る
も
の
で
あ
り
、
圧
倒
的
な
相
対
化
に
さ
ら
さ

れ
る
可
能
性
を
も
と
も
と
も
っ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
現
在
い
さ
さ
か
の
閉
塞
感
、
出
口
が
な
い
と
い
う
感
覚
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い

う
研
究
状
況
を
本
書
は
如
実
に
反
映
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
倫
理
学
排
究
の
臨
場
感
の
よ
う
な
も
の
は
、
読
者
に
倫
理
的
な
思
考
に
求
め

ら
れ
る
切
実
さ
と
大
胆
さ
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
際
に
行
う
こ
と
の
あ
る
種
の
喜
び
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
本
書
の
内
容
は
過
度
と
も
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
豊
か
で
あ
る
。
長
く
見
積
も
っ
て
も
過
去

1
0
0
年
ぐ
ら
い
ま
で
に
時
代

が
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
当
初
は
い
わ
ゆ
る
西
洋
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
、
次
第
に
世
界
全
体
を
巻
き
込
ん
で
い
く

現
代
倫
理
学
の
議
論
を
可
能
な
か
ぎ
り
積
み
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
本
書
は
、
「
ひ
と
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い

う
倫
理
的
な
問
い
が
た
ん
に
選
好
(
好
み
や
趣
味
)
を
問
、
つ
よ
う
な
無
意
味
な
間
い
な
の
で
は
な
く
、
倫
理
学
と
い
う
学
問
分
野
が
自
立

34-

牲
を
十
全
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る

(
坂
井
i
敬
称
略
、
以
下
向
様
)
作
業
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る
。

つ
い
で
、

ヘ
ア
に
は

じ
ま
る
メ
タ
倫
理
学
の
、
な
か
で
も
非
認
知
主
義
の
帰
趨
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
自
然
主
義
へ
の
転
冒
と
い
う
現
状
の
確
認
が
行
な
わ
れ

る

(
田
村
)
o

ま
た
、
影
響
力
を
現
在
で
も
も
ち
つ
、
づ
け
て
い
る
主
要
な
規
範
倫
理
学
で
あ
る
義
務
論
、
功
利
主
義
、
語
倫
理
学
の
現
状

を
概
観
し
た
う
え
で
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
「
ひ
と
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
間
い
と
か
か
わ
っ
て
い
く
か
を
明
確
化
す
る
(
都

築
)
o

さ
ら
に
、
共
同
体
の
構
成
と
い
う
政
治
哲
学
的
な
場
面
で
間
わ
れ
る
倫
理
学
的
な
問
題
を
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
リ

し
て
み
せ
る

ベ
ラ
リ
ズ
ム
/
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
い
う
対
立
軸
で
整
理
し
つ
つ
、
個
人
の
成
立
を
め
ぐ
る
議
論
が
お
か
れ
て
い
る
現
状
を
提
示

ア
メ
リ
カ
的
文
脈
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
現
代
の
倫
理
学
的
な
問
題

ヨ
ナ
ス
を
例
と
し
て
挙
げ
、
あ
え
て
筆
者
な
り

(
柏
葉
)
。

つ
い
で
、

が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、

リ
ク
l
ル
、

ハ
l
パ

l
マ
ス
、



に
ま
と
め
て
み
る
な
ら
、
道
徳
的
行
為
者
の
成
立
/
不
成
立
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
あ
る
場
合
に
は
高
度
化
し
す
ぎ
た
現
代
の
科
学
技
術
の

問
題
と
関
連
し
な
が
ら
行
な
わ
れ
、
そ
の
議
論
が
そ
の
じ
っ
ア
メ
リ
カ
的
文
脈
と
も
通
底
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る

大
小
田
、
屋

良
)
o

そ
し
て
、
生
命
倫
理
学
と
環
境
倫
理
学
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
応
用
倫
理
学
の
議
論
が
現
在
ど
こ
ま
で
を
解
決
し
、
ど
こ
か
ら
暖
味

な
ま
ま
に
放
置
し
て
い
る
の
か
、
何
に
眼
を
向
け
、
何
を
無
視
し
て
い
る
の
か
を
、
語
の
本
来
の
意
味
で
、
批
判
す
る
(
村
上
)
作
業
で
、

本
書
は
終
え
ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
読
者
は
ま
ず
も
っ
て
、
こ
れ
ま
で
思
考
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
豊
か
さ
に
、
思
考
す
べ
き
こ
と
の
多
さ

に
、
そ
し
て
そ
の
奥
深
さ
に
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
悪
い
兆
候
で
は
な
い
。
「
ひ
と
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い

う
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
一
言
う
な
ら
現
代
に
お
い
て
先
送
り
に
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
問
い
と
対
決
す
る
態
度
と
し
て
は
ま
っ
と
う
な
出
発
点

だ
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
問
い
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

本
書
が
一
不
す
倫
理
学
の
現
在
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
、
筆
者
の
感
想
め
い
た
こ
と
を
多
少
な
り
と
も
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
本

書
が
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
の
は
、
個
人
と
か
自
己
と
か
い
わ
れ
る
道
徳
的
行
為
者
の
概
念
的
で
も
実
質
的
で
も
あ
る
成
立
/
不
成
立
を

め
ぐ
っ
て
、
現
代
の
倫
理
学
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
西
洋
の
丈
化
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
(
と
だ
け
、
こ
こ
で
は
言
つ

35 

て
お
く
こ
と
に
す
る
)
あ
る
種
の
理
想
的
状
況
を
想
定
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
る
特
定
の
共
同
体
、
文
化
、
歴
史
と
い
っ
た

も
の
と
の
関
係
の
な
か
で
し
か
議
論
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
じ
つ
は
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
な

の
で
あ
る
が
、
事
実
上
も
、
研
究
上
も
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
善
い
も
の
で
あ
れ
悪
い
も
の
で
あ
れ
、

道
徳
的
行
為
者
が
ま
ず
も
っ
て
成
立
/
不
成
立
し
、
し
か
る
の
ち
に
共
同
体
の
構
成
が
な
さ
れ
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
採
用
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

メ
タ
倫
理
学
に
お
け
る
最
近
の
自
然
主
義
へ
の
転
回
は
、
倫
理
的
特
性
を
め
ぐ
っ
て
非
認
知
主
義
が
指
摘
し

て
い
た
、
道
徳
的
判
断
の
も
っ
て
い
る
行
為
遂
行
的
な
意
味
の
再
考
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
、
だ
ろ
う
(
表
出
主
義
に
し
て
も
表
出
さ
れ
て

い
る
の
は
、
当
該
の
行
為
に
対
し
て
道
徳
的
判
断
を
加
え
る
も
の
の
靖
緒
に
か
ぎ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
)
。
規
範
倫
理
学
に
お
い
て
も
、

徳
倫
理
学
が
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ



ぅ
。
既
存
の
共
同
体
、
文
化
、
歴
史
と
い
う
も
の
が
道
徳
的
行
為
者
を
つ
ね
に
す
で
に
巻
き
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
議
論
を
無
力

化
し
て
、
そ
う
し
た
も
の
の
い
わ
ば
色
の
付
い
て
い
な
い
行
為
者
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
は
理
論
上
も
無
理
が
あ
る
と
い
う
自
覚
が
共
有

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
政
治
哲
学
の
場
面
で
も
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
あ
る
種
の
後
退
(
こ
の
言
葉
は
ロ

l
ル
ズ

同
様
で
あ
る
)

の
転
屈
を
指
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
そ
う
呼
ん
で
よ
け
れ
ば
と
い
う
意
味
で
使
用
し
て
い
る
i
言
葉
の
使
用
に
関
し
て
は
以
前
も
以
後
も

は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
広
い
意
味
で
の
西
洋
的
な
文
化
と
い
う
背
景
か
ら
の
が
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
認
識
を
受
容

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
的
丈
脈
を
離
れ
た
哲
学
的
議
論
の
場
で
も
、
そ
れ
が
他
と
区
別
さ
れ
る
個
あ
る
い
は
己
で

つ
ね
に
同
一
で
あ
り
つ
づ
け
る
同
で
あ
れ
、
自
己
同
一
性
を
め
ぐ
る
あ
る
種
の
神
話
が
解
体
さ
れ
、
他
な
る
も
の
と
の
交
渉
の
な

か
で
し
か
道
徳
的
行
為
者
は
成
立
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
応
用
倫
理
学
の
現
代
的
な
状
況
に
つ
い
て
の
発

言
に
お
い
て
も
、
高
度
化
し
す
ぎ
た
科
学
技
術
と
い
う
現
代
特
有
の
状
況
か
ら
は
な
れ
て
安
直
に
自
己
決
定
や
個
人
の
欲
望
を
肯
定
/
否

定
す
る
議
論
の
欺
踊
が
、
文
字
通
り
、
指
弾
さ
れ
て
い
る
。

あ
れ
、

36 

「
ひ
と
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
間
い
は
、
も
は
や
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
「
私
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
間
い

と
は
き
り
は
な
し
え
ず
、
そ
の
「
私
」
は
共
同
体
、
文
化
、
歴
史
と
い
っ
た
、
か
つ
て
「
私
」
の
外
部
に
設
定
さ
れ
、
「
私
」

の
成
立
以

後
、
「
私
」
が
受
容
す
る
と
さ
れ
て
き
た
何
ご
と
か
と
の
関
係
の
な
か
で
し
か
成
立
し
え
な
い
こ
と
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
私
」
は
つ
ね
に
す
で
に
特
定
の
共
同
体
的
で
、
文
化
的
で
、
歴
史
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
現
代
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
、
簡
単
に
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
不
毛
な
文
化
相
対
主
義
の
よ
う
な
も
の
へ
の
撤
退
を
示
す
悪
い
兆
候
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

も
筆
者
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
原
理
と
し
て
の
丈
化
相
対
主
義
は
お
そ
ら
く
倫
理
学
的
な
思
考
の
努
力
の
い
っ
さ
い
を
歴
史
的
・
文
化
的

:
な
産
物
に
還
元
し
、
「
ひ
と
は
、
そ
し
て
私
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
間
い
を
さ
ほ
ど
意
味
を
も
た
な
い
、
た
と
え
ば
育

年
期
に
よ
く
見
ら
れ
る
間
い
の
一
つ
と
見
な
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
ひ
と
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
「
私
」
と
語
り
だ
さ
れ
る
も

の
と
は
何
か
と
い
う
聞
い
に
対
す
る
答
え
が
文
化
相
対
的
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
う
え
で
あ
ら
た
め
て
「
ひ
と
は
、
そ



し
て
私
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
間
い
を
問
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
倫
理
的
、
あ
る
い
は
道
徳
的
に
無
意
味
で
も
無
内
容
で

も
な
い
、
そ
う
本
書
は
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
あ
る
」
を
た
だ
受
け
入
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
な
お
も

「
あ
る
べ
き
」
を
聞
い
、
「
あ
る
べ
き
」
と

い
つ
、
、
つ
け
る
こ
と
こ
そ
が
倫
理
学
で
あ
る
と
い
う
き
わ
め
て
正
当
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
私
の
こ
れ
ま
で
の
感
触
で

は
わ
ず
か
な
金
銭
と
い
う
意
味
で
コ
ガ
ネ
に
し
か
な
ら
な
い
よ
う
な
気
す
ら
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
倫
理
学
的
な

間
い
を
立
て
、
そ
れ
を
真
撃
に
思
考
し
ぬ
こ
う
と
す
る
行
為
、

本
書
の
編
者
の
一
人
が
言
、
つ
よ
う
に
、
「
倫
理
学
は
カ
ネ
に
な
る
」

つ
ま
り
は
倫
理
学
を
研
究
す
る
こ
と
に
は
あ
る
確
実
で
明
確
な
意
義
が
あ

る
と
、
本
書
の
執
筆
者
た
ち
は
確
信
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
、
だ
か
ら
こ
そ
、
本
書
は
執
筆
さ
れ
、
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
の
根
本
的
な
了
解
を
確
認
す
る
た
め
に
、
本
書
冒
頭
の
一
文
は
物
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
の
執
筆
者
た
ち
の
、
わ
り

あ
い
と
無
邪
気
に
そ
れ
を
信
頼
す
る
す
が
た
を
確
認
す
る
と
き
、
筆
者
は
、
本
書
が
す
で
に
し
て
成
功
し
た
書
物
で
あ
り
、
倫
理
学
を
学

勺-今
コ

ぼ
う
と
す
る
、
倫
理
的
問
題
を
自
分
の
問
題
と
し
て
思
考
し
ぬ
こ
う
と
す
る
読
者
に
対
し
て
十
分
な
責
任
を
果
た
し
う
る
一
冊
で
あ
る
こ

と
を
信
じ
た
い
気
持
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。


