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出

来
な
い

の

で

あ
る

。

そ
し
て

こ

の

よ

う
な
理

性
に

は

愛
が

対
置
さ
れ

る
。

理
性
は

探
し
求
め

、

愛
は
探
す
こ

と
な
し
に

見
出
す
の

で

あ
る

。

し

か
し
理
性
の

死
は
理

性
の

放
棄
を
意
味
し
な
い

。

そ

れ
は
主

従
関
係
の

逆

転
と

し
て

理
解
さ
れ
る

。

理

性
に

従
う
と
は

感
覚
経
験
に

盲
従
し
て

生
き

る
こ

と
で

あ
る
が、

愛
が

支
配
す
る

よ

う
に

な
っ

た

魂
で

は
、

感
覚
認
識

能

力
と
し
て

の

理

性
が

放
棄
さ

れ
る

わ

け
で

は
な

く
、

感

覚
認
識
能
力
と

し
て

の

理

性
が
純
粋
な

奴
隷
と
し
て

魂
に

従
う
よ

う
に

な
る

の

で

あ
る

。

　

理
性
が
こ

の

世
に

関
わ
る

限
定
的
能

力
で

あ
る

こ

と
、

そ
し

て

道
徳
的

社
会
規
範
と
で

も

呼
ぶ

べ

き
も
の

で

あ
る

こ

と
は

両
者
に

共
通
す
る

点
で

あ
る

が
、

ハ

デ

ウ
ェ

イ

ヒ

が

魂
の

完
成
の

過
程
に

お
い

て

理
性
と

愛
と
の

相
互

補
完
的
な

関
係
を
理

想
と
し

て

い

る

の

に

対
し
て

、

ポ

レ

ー

ト
が

理

性
と

魂
の

主

従
関
係
の

逆

転
と

い

う
独
自
の

モ

チ

ー

フ

を

展
開
し
て

い

る

点
に
、

両
者
の

決
定
的
な

相
違
が

あ
る

と

言
え
る

。

ス

ピ

ノ

ザ
に

お

け

る

無
知
と
し
て

の

奇
跡

　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

大
野

　
岳
史

　
ス

ピ
ノ

ザ
は

『

神
学
・

政
治
論
』

の

中
で

迷
信
を
批
判
す
る

立
場
の

も

と

新
し
い

聖
書
解
釈
を
提
示
し
よ

う
と

す
る

の

だ

が、

こ

の

著
作
は

神
の

啓

示
を
批

判
す
る

書
と

思
わ

れ

て

し
ま

う。

そ
の

理

由
の
一

つ

に

「

奇

跡
」

に
つ

い

て

の

見
解
が
あ
る

。

聖
書
解
釈
に

つ

い

て

論
じ
る

前
に
第
六

章
「

奇
跡
に
つ

い

て
」

が
あ
り、

ス

ピ
ノ

ザ
は

奇
跡
を
迷
信
と

考
え
て

い

た
と
考
え
る
こ

と

が
で

き
る

．

し

か
し

『

神
学
・

政
治

論
』

の

中
で

は

奇

跡
と
迷
信
が
結
び

つ

け
ら
れ
て
い

る
箇
所
は
一

つ

も
な
い

。

そ

れ
で

は

ス

ピ
ノ

ザ
に

と
っ

て

奇
跡
と

は
い

か

な
る

も
の

な
の

か
。

　

迷
信
と

は
恐
怖
か
ら
生
じ
る

も
の

で

あ
り、

奇
跡
と
は

そ
の

出
来
事
の

自
然

的
原
因
を

説
明
で

き
な
い

場
合
に

「

神
の

業
」

と

呼
ぶ

習
慣
か
ら

く

る

も
の

で

あ
る
。

迷
信
の

も
と
で

あ
る

恐
怖
か

ら

免
れ
る
た
め

に

人
間
は

奇
跡
に

頼
っ

て

し
ま
う
。

ま
た

ス

ピ
ノ

ザ
に

よ

れ

ば

迷
信
は
人
間
に
自
然

と
理

性
と
を

軽
蔑
す
る

こ

と

を
教
え
る

た

め
、

「

自

然
と

理

性
に

矛
盾
す

る

こ

と
」

即
ち
自

然
を

超
え
て

い

る

こ

と

を

奇

跡
と

見
做

す
の

で

あ

れ

ば
、

迷
信
が
奇
跡
を
生
み

出
す
と

考
え

る
こ

と

も
で

き
る

。

　
ス

ピ
ノ

ザ
に
お
い

て

「

奇
跡
」

と

「

迷
信
」

が
と

も
に

関
わ
る

言
葉
に

「

無

知
」

が
あ
る

。

オ
ル

デ

ン

ブ

ル

ク

宛
の

書
簡
で

ス

ピ

ノ

ザ

は

「

奇
跡

即
ち
あ
ら

ゆ
る
悪
の

源
泉
で

あ
る

無
知
」

（

「

書
簡
七
三
」

）

と．
言
っ

て

お

り、

ま
た

『

神
学
・

政
治
論
」

で

奇
跡
を
「

そ
の

自
然
的

原
因
を

説
明
で

き
な
い

こ

と
」

と
し
て

い

る

た

め
、

奇
跡
は

無
知
と

同
じ
こ

と
を
意

味
し

て

い

る
と

思
わ
れ
る

。

こ

こ

で

自
然
的
原
因
と

は

実
質
的
に

も
の

の

存
在

や
働
き
を
決

定
す
る
原
因
を

指
し

て

お
り、

目
的

因
を

念
頭
に

置
い

て

い

る

わ

け
で

は
な
い

。

む
し
ろ

『

エ

チ
カ
』

第
一

部
附
録
に

見
ら
れ
る
通
り、

自
然
的
事
物
が
目
的
因
に

よ

っ

て

存
在
と
働

き
が

決
定
さ

れ

る

と
い

う
考

え
は

迷
信
で

あ
る

。

す
な
わ

ち
目
的
因
と
は
人

聞
の

空
想
し
た

も
の

に

過

ぎ
ず、

特
に

ス

ピ

ノ

ザ
が
目
的
因
と
し
て

挙

げ
る

の

は

「

神
の

意
志
」

で

あ
る

。

し
か
し
ス

ピ
ノ

ザ
は

「

神
の

意
志
」

を
批

判
し
て

い

る

の

で

は

な

く、

自
然
的
原

因
が

分
か
ら
な
い

か
ら
と
い

っ

て

同
じ
く
把
握
す
る

こ

と

が
で

き
な
い

神
の

意
志
に

依
存
し
て

し
ま

う
こ

と

に
苦
言
を
呈
し
て

い

る

に

過
ぎ
な
い

。

だ
か
ら

こ

そ
こ

こ

で

の

神
の

意
志
は

「

無
知
と
い

う
避
難

場

所
」

に

他
な
ら

な
い

。

無
知
を
基
礎
と
し
て

も
宗
教
を

打
ち
立

て

る

こ

と

な
ど
で

き

ず
、

む
し

ろ

信
仰
を

迷

信
へ

と

変
え
か

ね

な
い

か

ら
で

あ

る
。

つ

ま
り

無
知
は

迷

信
の

き
っ

か
け
と
な
る

。

　

無
知
が

迷

信
を
生
み

出

す
こ

と
に

つ

い

て

は
、

無
知
が

恐
怖
を
か

き
立

174（896）
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て

る

こ

と

か
ら

明
ら
か
で

あ
る

。

『

エ

チ

カ
』

第
三

部
定
理
一

八

備
考
二

と

第
三

部
諸
感
情
の

定
義

＝
二

で

「

恐

怖
」

の

定
義
が

示
さ

れ
て

い

る

の

だ

が、

そ
こ

で

恐
怖
は

疑
わ

し
い

も
の

の

像
か

ら
生
じ

る

変
わ

り
や

す
い

悲
し

み

と
さ

れ
て

い

る
。

し
た

が
っ

て

明
晰

に

は

知
っ

て

い

な

い

こ

と

に

対
面
す
る

こ

と

で

恐

怖
が
か

き
立
て

ら
れ

る

の

だ
。

ま
た

「

像

（

巨
帥
ゆqo

こ

も

認
識
の

不

確
か
さ
に

通
じ
る

言
葉
で

あ
り

、

な
ぜ

な
ら
人

間
が

誤
謬
に

陥
る

認
識
は
「

想
像
力
（

巨
帥

瞭
口
 
什

δ）
」

に

よ
る

認

識
の

他
に
は

あ
り
え

な
い

か
ら
で

あ
る

。

　

自
然
的
原
因
に

つ

い

て

の

無
知
が
人
々

の

精
神
の

う
ち
で

恐
怖
を
か
き

立

て、

そ

の

恐
怖
か

ら
免
れ
る
た

め
に

目
的
因
を
空
想
し

て

し

ま
う

。

こ

の

場
合、

人
間
は

迷
信
に

囚
わ

れ
て

い

る
と

見
做
さ
れ

る
。

そ
し
て

白
然

的
原
因
が

分
か

ら

な
い

出
来
事
を
神
の

業
と

し
神
の

意
志
に

よ

る

結
果
で

あ
る
と
空

想
し

た

と

き、

人
間
は

そ
の

出
来
事
を
「

奇
跡
」

と

呼
ぶ

。

こ

の

と

き
、

無
知
に

は

自
然
的
原
因
に
対
す
る
無
知
と

目

的

因
と

し
て

の

神

の

意
志
に

対
す
る

無
知
が

あ
る

。

前
者
に
よ

っ

て

人
間
は

恐
怖
を
か

き
立

て

ら

れ

迷

信
に

囚
わ
れ

て

し
ま
う

。

そ
し
て

こ

の

無
知
を

き
っ

か
け
と

し

て
、

後
者
の

無

知
に

惑
わ

さ
れ
た

人
は

説
明
で

き
な

い

出

来
事
を

奇
跡
と

呼
ぶ

。

奇

跡
は
自

然
的
原

因
に

対
す
る

無
知
を
神
の

意
志
と
い

う
別
の

知

ら

な
い

こ

と
で

補
お

う
と

す
る

空

想
で

あ
る

。

し
た

が
っ

て

人

問
は

そ
の

把
握
力
の

限
界
に

よ

り
無
知
か

ら

免
れ

る
こ

と

は

で

き
な
い

が
、

安
易
な

想

像
に

よ
っ

て

判
断
し

な

け
れ

ば

「

無
知
と

し
て

の

奇
跡
」

と
い

う
誤
り

に

陥
る

こ

と
は
な
い

。

デ
ウ
ス

か

ら
ナ
ト
ゥ

ー

ラ
ヘ

　
　

　
ス

ピ
ノ

ザ
と

十
七

世
紀
の

改
革
派
神
学

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
加
藤

　
喜
之

　
な
ぜ
今、

ス

ピ

ノ

ザ
を

問
う
の

か
。

こ

れ
は

、

十
七
世

紀
の

過

ぎ
去
り

し

初
期
啓
蒙
の

問
題
で

は

な
い

の

だ

ろ

う
か

。

そ
し

て、

啓
蒙
の

問
題

は
、

ポ
ス

ト
モ

ダ
ン

哲
学
に

よ
っ

て
、

超
克
さ

れ
た

古
く
さ
い

も
の

で

は

な
い

の

だ

ろ

う
か

。

現
代
の

思
想

家
や
歴
史

家
た
ち
は、

こ

れ
ら
の

問
い

に

否
と

答
え
る

。

ポ
ス

ト
モ

ダ
ン

と

呼
ば
れ
る

知

的
潮
流
が
ゆ

る

や
か

に

な
っ

た
い

ま、

通
奏
低
音
と

し
て

十
七

世
紀

末
以

降、

現

代
ま
で

響
き
渡

る

「

近
代
」

と

い

う
も
の

の

問
い

な
お
し
が
な
さ
れ

て

い

る
。

歴

史
家
た

ち
に

よ

る

「

ラ
デ
ィ

カ

ル

な
啓
蒙
主

義
」

と
い

う

知
的
試
み
も
そ
の
一

環

で

あ
る

。

こ

れ
は
、

ス

ピ
ノ

ザ
の

思
想
が
フ

ラ

ン

ス

革
命
に
つ

な
が
る

徹

底
的
な
デ

モ

ク
ラ

シ

ー

運

動
の

理

論
的
支
柱
で

あ
っ

た
と

論
じ
る

も
の

で

あ
る

。

　
ま
た、

哲
学
の

分
野
に
お

い

て

も
、

ア

ル

チ
ュ

セ

ー

ル

や
ド
ル

ゥ

ー

ズ

以
降、

マ

テ

リ
ア

リ
ス

ト
と

し
て

の

ス

ピ
ノ

ザ
へ

の

注
目
が
あ
り

、

乗
り

越
え
ら
れ

る
べ

き
重
要
な
問
題
と

し
て

ス

ラ

ヴ
ォ

イ
・

ジ

ジ
ェ

ク

や
ア

ラ

ン
・

バ

デ

ゥ

ウ
な
ど

も、

論
駁
を
試
み
て

い

る
。

英
米
の

分
析
哲

学
の

分

野
に

お
い

て

も
注
目
を

集
め

て

お

り
、

脳
科
学
と

ス

ピ
ノ

ザ
の

形

而
上
学

を
調
和
さ
せ

る

試
み
な
ど

も
み
ら
れ
る

。

　
こ

の

よ

う
な
一

連
の

流
れ

は
、

ポ
ス

ト
モ

ダ
ニ

ス

ト
た

ち
が
豪

語
し

た

よ

う
な
近
代
の

超
克
が
、

そ
れ
ほ

ど
簡
単
に
は
、

成
し
遂
げ
ら
れ
て

い

な

い

こ

と

を

示
し
て

い

る
。

教
科
書
的
な
時
代
区
分
を
超
え
た
重
要
な

問
題

が、

十
七

世
紀
に
デ
カ

ル

ト

や
ス

ピ
ノ

ザ
に
よ

っ

て

は

じ
め
ら
れ
た
プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
は
、

実
は
、

ま

だ
残
っ

て
い

る
の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。
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