
E戸

書

評
佐
藤
岳
詩

『R

. 
ヘ
ア
の
道
徳
哲
学
』

M 
. 

本
書
は
R

・

M

・
ヘ
ア
の
道
徳
哲
学
を
新
た
な
視
点
で
読
み
な
お
そ
う

と
い
う
意
欲
に
満
ち
た
著
作
で
あ
る
。
と
り
わ
け
九

0
年
代
以
降
の
晩
年

の
へ
ア
の
著
作
を
中
心
に
、
ヘ
ア
の
立
場
を
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
読
み

解
こ
う
と
す
る
点
は
こ
れ
ま
で
の
へ
ア
研
究
に
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

以
下
、
ま
ず
本
舎
の
概
要
を
紹
介
し
た
あ
と
、
本
書
の
中
心
的
な
主
張
の

一
つ
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
検
討
を
行
い
た
い
。
な
お
、
簡
便
の
た
め
、
以

下
の
書
評
内
で
は
、
著
者
も
使
、
っ
記
号
法
に
も
と
つ
い
て
、
ヘ
ア
の
三
つ

の
主
張
を
そ
れ
ぞ
れ
L
M

（
『
道
徳
の
言
語
」
）
F
R

（
「
自
由
と
理
性
」
）M

T

（
『
道
徳
的
に
考
え
る
こ
と
ご
と
略
し
、
九
七
年
の
著
作
ω
0
2
E
m
O
E

回
E
B
は
S
E

と
略
す
。

第
一
章
で
は
、
ヘ
ア
の
九
0
年
代
の
著
作
を
中
心
に
、
ヘ
ア
の
道
徳
哲

学
の
全
体
像
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
章

に
お
け
る
目
立
つ
主
張
は
、
ヘ
ア
は
非
認
知
主
義
者
で
は
な
い
、
と
い
う

論
点
で
あ
る
6
・
回
以
下
）
。
非
認
知
主
義
の
定
義
に
よ
く
使
わ
れ
る
の

は
「
道
徳
判
断
は
真
理
値
を
持
た
な
い
」
と
い
う
特
徴
で
あ
る
が
、
ヘ
ア

効
草
書
一
房
、
二O
二
一
年

伊

勢

:t斤
a::t 

治

回

は
ず
っ
と
道
徳
判
断
に
は
記
述
的
側
面
が
あ
る
と
主
張
し
て
き
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
は
真
理
値
を
も
っ
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ア
を

非
認
知
主
義
と
分
類
す
る
の
は
誤
り
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
普
遍
的
指
令
主
義
か
ら
選
好
功
利
主
義
と
い
う
、
ヘ
ア
の

立
場
の
中
心
的
な
部
分
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
の
章
は
お
お
む
ね
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
な
ま
と
め
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
選
好
そ
の
も
の
が
重
要
で
あ
っ

て
選
好
充
足
は
あ
ま
り
重
視
し
て
い
な
い
、
と
い
う
視
点
か
ら
「
へ
ア
は

一
般
的
な
意
味
で
の
結
果
主
義
者
と
は
言
え
な
い
」
（
U
－
a
）
と
結
論
し

て
い
る
あ
た
り
が
目
を
引
く
。

第
三
章
で
は
選
好
功
利
主
義
が
規
範
倫
理
学
理
論
か
と
い
う
聞
い
が
考

察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
著
者
が
出
す
驚
く
べ
き
答
え
は
、
実
は
ヘ
ア
の
選

好
功
利
主
義
は
規
範
倫
理
学
理
論
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
要
点
を
ま
と
め
る
な
ら
、
選
好
功
利
主
義
は
、
合
理
的
な
判
断
に
つ
い

て
の
理
論
で
あ
り
、
個
々
の
規
範
倫
理
学
理
論
か
ら
中
立
に
調
停
を
行
う

た
め
の
理
論
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
選
好
功
利
主
義
そ
の
も
の
は
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規
範
倫
理
学
理
論
で
は
な
い
（
た
だ
し
合
理
性
に
つ
い
て
の
理
論
と
い
う
意

味
で
は
規
範
理
論
で
は
あ
る
）
、
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
選
好
功
利
主
義
の
導
出
の
議
論
が
検
討
さ
れ
、
実
質
的

な
原
理
と
し
て
の
普
遍
化
可
能
性
が
導
入
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ

と
も
あ
く
ま
で
規
範
倫
理
学
理
論
に
中
立
に
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
か

が
検
討
さ
れ
る
。
著
者
の
考
え
で
は
、
選
好
功
利
主
義
そ
の
も
の
は
実
質

的
な
道
徳
的
結
論
に
つ
な
が
ら
な
い
が
、
道
徳
的
選
好
（
優
越
的
な
選
好
）

に
つ
い
て
選
好
功
利
主
義
的
比
較
考
量
を
行
う
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
選
好

に
体
現
さ
れ
る
実
質
的
道
徳
的
前
提
の
お
か
げ
で
結
論
も
道
徳
的
結
論
に

な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（

U
－
z
－
）
。

第
五
章
で
は
優
越
性
の
概
念
が
分
析
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
L
M
に
お
い

て
、
道
徳
原
則
を
選
ぶ
際
に
は
「
私
は
ど
ん
な
種
類
の
人
間
に
な
ろ
う
と

す
べ
き
か
」
を
考
え
る
、
と
述
べ
て
い
る
箇
所
と

M
T
で
の
優
越
性
の
議

論
を
結
び
つ
け
、
へ
ア
に
と
っ
て
は
生
き
方
を
選
ぶ
の
が
道
徳
判
断
で
あ

る
と
分
析
し
て
い
る
あ
た
り

S
－
H
2
）
が
興
味
深
い
。

第
六
章
は
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
聞
い
を

扱
う
。
た
と
え
ば
、
普
遍
化
可
能
な
判
断
を
下
さ
な
い
無
道
徳
主
義
者
は
、

利
那
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
、
結
局
は
普
遍
化
可
能
な
判
断
を
下
し

た
方
が
得
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
な
ど
が
目
立
つ
（
。
・8N
）
。

第
七
章
で
は
道
徳
哲
学
の
役
割
と
機
能
を
考
え
る
、
と
い
う
趣
旨
で
、

二
層
理
論
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
目
を
引
く
主
張
と
し
て
は
、
道

徳
教
育
の
二
つ
の
モ

l

ド
と
し
て
、
情
緒
主
義
（
著
者
は
こ
れ
を
規
範
倫

理
学
の
目
的
は
不
合
理
な
説
得
を
行
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
と
解
し
て

い
る
o
p
N
N∞
）
と
合
理
主
義
が
お
互
い
に
補
い
合
う
、
と
い
う
考
え
方

（U
－
N
N也
）
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
通
常
の
ヘ
ア
解
釈
に
見
ら
れ
な
い
常
識
ゃ
ぶ
り
な
解

釈
を
次
々
に
繰
り
出
す
の
は
本
舎
の
魅
力
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
ら
の
議
論

が
説
得
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
ヘ
ア
解
釈
の
新
時
代
を
画
す
よ
う
な
書
物

と
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
今
の
と
こ
ろ
評
者
の
評
価
は
そ
こ
ま
で
肯
定
的

な
も
の
で
は
な
い
。

ま
ず
、
本
舎
の
基
本
的
方
針
で
あ
る
、
ヘ
ア
の
主
張
が
初
期
か
ら
晩
年

ま
で
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
立
場
か
ら
へ
ア
の
全
体
像
を

と
ら
え
よ
う
と
い
う
目
論
見
に
は
大
き
な
疑
問
が
あ
る
。
ヘ
ア
は
そ
の
生

涯
に
何
度
も
大
き
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
っ
て
き
て
い
る
。
普
遍
化

可
能
性
、
選
好
功
利
主
義
、
二
層
理
論
な
ど
、
ヘ
ア
の
議
論
を
彩
る
理
論

装
置
の
多
く
は
初
期
の
議
論
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
そ
う
し
た
概
念

が
途
中
で
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
ヘ
ア
の
立
場
に
な
ん
ら
か
の
変

遺
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
証
拠
が
あ

る
以
上
、
ヘ
ア
の
立
場
が
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ド
グ
マ
的
に
前

提
す
る
の
で
は
な
く
、

L
M
期
、
F
R

期
、
M
T
期
、
S
E

期
の
そ
れ
ぞ

れ
の
へ
ア
（
そ
し
て
必
要
に
応
じ
て
そ
の
中
間
の
重
要
な
論
文
）
を
丁
寧
に

読
み
比
べ
、
本
当
に
一
貫
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
や
は
り
変
遷
し
て

い
る
の
か
を
考
察
す
る
の
が
実
り
多
い
へ
ア
解
釈
の
態
度
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
少
し
具
体
的
に
検
討
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
著
者
が
指
摘
す
る
と

お
り
、
ヘ
ア
は
、
S
E

の
中
で
、
生
涯
ず
っ
と
認
知
主
義
者
だ
っ
た
（
つ
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ま
り
道
徳
言
明
に
真
理
値
を
認
め
て
い
た
）
と
言
、
っ
一
方
で
、
そ
の
真
理
の

理
論
は
ク
リ
ス
ピ
ン
・
ラ
イ
ト
の
九
二
年
の
本
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
。

し
か
し
こ
れ
は
普
通
に
考
え
れ
ば
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
へ
ア
の
主

張
割
り
引
い
て
考
え
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
者
は
額
面
ど
お
り
に

う
け
と
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
で
た
と
え
ば

L
M
の
議

論
へ
の
理
解
が
深
ま
る
の
な
ら
よ
い
が
、
著
者
は
自
分
の
解
釈
を
使
っ
て

L
M
を
読
み
な
お
そ
う
と
す
ら
し
て
い
な
い
（
こ
の
議
論
を
し
て
い
る
第
一

章
に
L
M
か
ら
の
引
用
は
ほ
と
ん
ど
な
い
）
。
結
果
と
し
て
、

L
M
に
お
け

る
非
認
知
主
義
的
な
発
言
を
単
に
無
視
す
る
と
い
う
、
解
釈
者
と
し
て
ど

の
程
度
本
気
な
の
か
を
は
な
は
だ
疑
わ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
第
五
章
で

M
T
の
優
越
性
の
概
念
に
つ
い
て
の
議
論
と
L
M
の

一
節
を
結
び
つ
け
て
い
る
箇
所
も
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
た
し
か
に

独
創
的
だ
と
い
え
な
く
は
な
い
が
、
ま
っ
た
く
関
係
な
い
箇
所
二
つ
を
結

び
つ
け
て
キ
メ
ラ
的
な
解
釈
を
で
っ
ち
上
げ
て
い
る
と
も
見
え
る
。

L
M

の
該
当
箇
所
（
也
・N節
）
は
ま
だ
へ
ア
が
優
越
性
と
い
う
概
念
に
た
ど
り

つ
く
前
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
著
者
の
紹
介
（
℃
－H
2
）
だ
け
を
読

ん
で
い
る
読
者
は
、

L
M
に
お
い
て
ヘ
ア
が
優
越
性
に
つ
い
て
明
示
的
に

語
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
、
つ
け
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
二
つ
の
箇
所
の

話
題
に
類
似
性
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
共
通
点
に
簡
単
に
と

び
つ
い
て
し
ま
わ
な
い
で
、
似
て
非
な
る
話
を
し
て
い
る
可
能
性
を
も
っ

と
慎
重
に
検
討
し
て
か
ら
話
を
す
す
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
に

は
少
な
く
と
も
、
「
あ
る
価
値
に
優
越
性
を
認
め
る
」
こ
と
と
「
生
き
方

を
選
ぶ
」
こ
と
は
ま
っ
た
く
独
立
の
一
一
つ
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
を

評書

同
一
視
す
る
こ
と
で
か
え
っ
て
頭
が
混
乱
し
て
し
ま
う
よ
う
に
し
か
思
え

な
し
。

次
に
気
に
な
る
の
は
、
著
者
の
独
創
的
な
解
釈
は
ど
の
程
度
テ
キ
ス
ト

上
の
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
二
章

の
へ
ア
は
結
果
主
義
者
で
は
な
い
と
い
う
主
猿
の
根
拠
と
し
て
、
ヘ
ア
が

問
題
に
し
た
の
は
「
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
く
判
断
で
あ
る
」

G
・
8
）

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ヘ
ア
が
行
為
な
ど
問
題
と
し
な
い

と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
箇
所
は
ま
っ
た
く
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に

言
え
ば
ヘ
ア
が
一
貫
し
て
指
令
主
義
者
で
あ
る
以
上
（
こ
れ
は
確
か
に
一

貫
性
を
み
と
め
て
よ
い
部
分
で
あ
る
）
、
判
断
と
行
為
の
聞
に
は
当
然
官
接

な
関
係
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
へ
ア
が
行
為
な
ど
問
題
に
し
な
い
と
い
う
主

張
に
対
し
て
は
証
拠
は
な
く
、
む
し
ろ
行
為
を
問
題
に
す
る
は
ず
だ
と
お

も
わ
れ
る
状
況
証
拠
が
あ
る
の
に
、
著
者
は
こ
う
い
う
主
張
を
す
る
わ
け

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
第
四
章
の
、
道
徳
的
選
好
を
扱
う
と
き
だ
け
選
好

功
利
主
義
が
道
徳
的
な
結
論
に
つ
な
が
る
と
い
う
主
張
も
典
拠
が
疑
わ
し

い
。
確
か
に
道
徳
的
選
好
に
類
す
る
概
念
は
M
T
に
出
て
く
る
が
、
そ
れ

は
第
一
O
章
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
「
道
徳
的
推
論
の
理
論
」
（
豆
、
円
℃
・

5
吋
・
邦
訳
。
・5H
）
を
組
み
立
て
て
い
る
と
へ
ア
自
身
が
一
一
白
う
第
六
章
で

は
選
好
一
般
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
は
っ
き
り
と
問
題
を
指
摘
で
き
る
箇
所
も
あ
る
。
普
遍
化
可
能

な
判
断
を
下
さ
な
い
無
道
徳
主
義
者
は
、
利
那
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
第
六
章
の
議
論
で
参
照
さ
れ
て
い
る
へ
ア
の
テ
キ
ス
ト
を
見
る
と
、

無
道
徳
主
義
で
は
な
く
、
一
見
自
明
の
規
則
に
従
う
必
要
が
あ
る
か
ど
う
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か
を
論
じ
て
い
る
部
分
で
、
ま
っ
た
く
無
道
徳
主
義
と
は
関
係
な
い

（
玄
→
匂
・
5
N
・
邦
訳
匂
－N句
。
な
お
、

U
－
N
D
Nの
引
用
の
ス
タ
イ
ル
も
、
ヘ
ア
自

身
が
こ
の
箇
所
で
無
道
徳
主
義
者
と
い
う
言
葉
を
出
し
て
論
じ
て
い
る
か
の
よ

う
に
読
者
を
ミ
ス
リ
ー
ド
す
る
も
の
で
、
非
常
に
問
題
が
あ
る
）
。
一
見
自
明

の
原
則
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
は
、
ヘ
ア
の
用
語
で
言
え
ば
、
普
遍
的
な

判
断
を
す
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
一
般
的
（
m
g
2
さ
な
判
断
を
す
る

か
ど
う
か
に
関
わ
る
話
で
あ
る
（
こ
の
区
別
に
つ
い
て
は
玄
→
－

M・S
・
邦
訳

3

・
S
1
8
参
照
）
。
著
者
の
議
論
は
「
普
遍
的
」
と
「
一
般
的
」
の
区
別

が
う
ま
く
使
い
こ
な
せ
て
い
な
い
た
め
に
混
乱
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
も
し
本
当
に
そ
の
レ
ベ
ル
の
誤
解
を
し
て
い
る
の
な
ら
、
著
者
が
へ

ア
を
ど
の
程
度
理
解
で
き
て
い
る
の
か
心
も
と
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

第
三
に
、
通
常
の
倫
理
学
用
語
と
著
者
の
用
語
法
の
ず
れ
が
気
に
な
る
。

具
体
的
に
は
、
第
七
章
で
情
緒
主
義
を
道
徳
の
言
語
に
つ
い
て
の
理
論
で

は
な
く
道
徳
の
目
的
に
つ
い
て
の
理
論
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
点
や
、
第

三
章
で
ヘ
ア
に
お
い
て
は
功
利
主
義
が
規
範
倫
理
学
理
論
で
は
な
い
、
と

簡
単
に
結
論
し
て
し
ま
っ
て
い
る
あ
た
り
な
ど
で
あ
る
。
仮
に
十
分
な
理

由
が
あ
っ
て
そ
う
し
た
用
語
法
を
選
ん
で
い
る
に
せ
よ
、
定
着
し
た
用
法

の
あ
る
言
葉
を
意
味
を
ず
ら
し
て
使
う
の
は
、
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け

で
何
も
よ
い
こ
と
は
な
い
。

さ
て
、
い
ろ
い
ろ
細
か
い
議
論
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
本
書

の
最
も
目
を
引
く
主
張
で
あ
る
、
「
選
好
功
利
主
義
は
規
範
倫
理
学
理
論

で
は
な
い
」
（
U
・
8
）
と
い
う
テ
！
ゼ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
十
分

説
得
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
本
書
は
な
お
十
分
に
意
義
が
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
て
、
し
か
し
本
稿
で
評
者
に
与
え
ら
れ
た
紙
数
は

っ
き
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
評
者
の
プ
ロ
グ
（
宮
晋
＼
＼σz
m－

E
包
8

ユ
匂
＼2
0
E
m
g＼
m
R
E
〈
2
＼
口
宏
印S
・Z
5
）
で
詳
細
を
検
討
し
た
が
、

結
論
だ
け
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
へ
ア
自
身
の
テ
キ
ス
ト
上
に
根
拠

の
と
ぼ
し
い
、
思
い
込
み
の
連
鎖
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
解
釈
で
あ
る

と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。

以
上
、
大
変
厳
し
い
言
葉
の
な
ら
ぷ
書
評
と
な
っ
た
が
、
著
者
が
将
来

有
望
な
意
欲
あ
る
若
手
研
究
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
本
書
で
の
そ
の
意
欲
の
発
榔
さ
れ
方
に
は
危
う
い
も
の
を

感
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
こ
の
意
欲
を
持
ち
続
け
る
な
ら
、
き
っ
と

大
き
な
仕
事
を
し
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
す
る
。

（
い
せ
だ
て
つ
じ
・
京
都
大
学
）




