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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

。

（897）175

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　for 　Religious 　Studies

第 2部会『宗教研究』86巻 4 輯 （2013年）

　
ま

た、

宗
教
学
や

神
学
の

分
野
に

お
い

て

も
、

ス

ピ

ノ

ザ
は

あ
る

意

味、

大
き
な

分
水
嶺
で

あ
る

。

人
間
理

性
に

理

解
不
可
能
な
分
野
を
な

く

し、

神
の

知
識
を
質
的
で

は
な

く
量
的
な

問
題
に

変
換
す
る

こ

と

に

成

功

し
た

。

つ

ま
り、

無
限
な
神
の

存

在
は

、

前
近

代
ま
で

の

よ

う
に
、

ま
っ

た
く
も
っ

て

人
間
理
性
に
は

把
握
で

き
な
い

事
象
で

は

な
く、

時
間
と

絶

え
間
な
い

努
力
に
よ
っ

て
、

そ
の

知
識
を
増
や

し
て

い

く
こ

と

が
可
能
と

な
っ

た
。

非
合
理
的
な

事
象
は

、

合
理

的
な

説
明
が

可
能
と

な
り、

い

っ

さ
い

の

存
在
は

人
間
知
性
の

う
ち
に

と

り
こ

ま
れ

る

こ

と

に

な
っ

た
。

こ

の

よ

う
な

思
考
的
方
法
論
の

大
き
な

基
を

創
出

し
た

の

は
、

ス

ピ

ノ

ザ
で

あ
る
。

　
も

う
ひ

と

つ

の

「

何
故
」

も
い

ま

問
わ
れ

る

べ

き
で

あ
ろ

う
。

で

は
、

何
故、

十
七
世
紀
の

改
革
派
神
学
な
の

だ
ろ

う
か

。

本
研
究
の

目
的
は
、

古
く
さ
い

神
学
的
正
統
主
義
を、

復
活
さ
せ

る

こ

と
で

は

な
い

。

デ

カ

ル

ト

や
ス

ピ
ノ

ザ
が
提
唱
し
た

人
間
理
性
に
よ

っ

て

理
解
可
能
に

な
っ

た

自

然
と

も
呼
ば
れ
る

神
は

、

近
代
以

前
の

キ

リ

ス

ト
教
的
神
論
に

依
る

と
こ

ろ

が

大
き
く、

単
純
な
る
回
帰
は

近
代
思
想
が

指
摘
し
た
問
題
点
を

い

っ

さ
い

無
視
す
る

こ

と
に

な
り、

知
的
な

真
剣
味
に
か

け
る

。

　

む
し
ろ
、

十
七
世

紀
の

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

主

義
の
一

翼
で

あ
っ

た

改
革

派
神
学
を
鑑
み

る

理
由
は

、

デ

カ

ル

ト

や
ス

ピ

ノ

ザ
の

思
想
が、

ネ
ー

デ

ル

ラ

ン

ト
の

改

革
派
の

人
々

に、

最
初
に
熱
意
を
持
っ

て

読
ま
れ、

同
時

に、

こ

の

新
し
い

哲
学
の

最
初
の

反
対
者
と

な
っ

た

か
ら
で

あ
る

。

そ

し

て、

同
時

代
人
で

あ
る

か
ら
ゆ

え
に、

近
代
的
思

考
が
自
明
の

理
に

な

る

に
つ

れ
て

、

覆
い

隠
さ

れ
て

し
ま
っ

た

問
題
を
、

こ

の

神
学
・

哲
学
者
た

ち
は

見
い

だ
し

て

い

た

か
ら

で

あ
る

。

彼
ら
の

解
答
は

、

現
代
的
に

は

使

え
な
い

も
の

で

あ
る
。

し

か

し
、

彼
ら

の

問
い

か
け
は

、

歴
史
的
に

み

て

も
、

思

想
的
に

み
て

も
興
味
深
い

も
の

が
あ
る

。

ゆ
え
に
、

本
研
究
で

は
、

改
革
派
哲
学
者
で

あ
る

ゲ
ル

ハ

ル

ト
・

デ
・

フ

リ
ー

ス

の

デ

カ

ル

ト
・

ス

ピ

ノ

ザ
主

義
へ

の

反
駁

を
み
な

が
ら

、

彼
の

提
示
し
た

近

代
の

問
題
点

と
、

い

っ

さ
い

を

超
越
す
る

神
を

思
考
す
る

可
能
性
を
探
っ

て

い

く
。

　

第
一

部
で

は
、

ス

ピ

ノ

ザ
の

神
概
念
に

つ

い

て
論
じ
て
い

く
。

第
二

部

で

は
、

デ
・

フ

リ

ー

ス

の

デ
カ

ル

ト
・

ス

ピ
ノ

ザ
哲
学
に
対
す
る

反
駁
を

論
じ
て

い

く
。

そ
し

て、

最
後
に
、

神
に

関

す
る

近

代
的
思

考
の

限

界

と
、

そ
れ

を

超
え

て
い

く
可
能
性
を
、

ジ

ャ

ン

ーー

リ
ュ

ッ

ク
・

マ

リ

オ
ン

の

『

存
在
な

き
神
』

と

初
期
力

ー

ル
・

バ

ル

ト

の

『
ロ

ー
マ

書

講
解
』

を

用
い

て
、

示
し
て

い

く
。

カ

ン

ト

哲
学
に

お

け
る

信
仰
の

概
念

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

南

　
翔
一

朗

　
カ

ン

ト
は

『

純
粋
理
性
批
判
』

の

第
二

部
第
二

章
第
三

節
「

臆
見

、

知

識、

信
仰
に

つ

い

て
」

と
題
さ
れ

た

部
分
に
お
い

て、

信
仰
と
そ
の

意

味

に

つ

い

て
、

確
信
（
d
σ

奠
N
Φ

口
oq

毒
Φq）

や

思
い

込
み

（
d
σ
Φ

旨
Φ

α
⊆
昌
oQ）
、

ま
た

臆
見
（

ζ
 

ぎ
Φ

戸

ζ
Φ

冒

巨
m毎）

お
よ

び

知
識
（

朝
冨
Φ

p
）

と
の

関

係
か
ら
考
察
す
る

の

で

あ
る
が、

こ

こ

の

部
分
に

は
概
念

定
義
上、

少
々

の

問
題
が

含
ま
れ
て

い

る
。

　

そ
の

問
題
と
は

、

カ

ン

ト
が

又

真
と

み

な

す
こ

と
V

（
岡

穹
毛

魯
跨
巴
−

9
昌
）

が

理

性
を

も
つ

す
べ

て

の

人
に

妥
当
す
る

な
ら
、

そ
の

A

真
と

み

な
す
こ

と
〉

の

根
拠
は
客

観
的
に

十

分
で

あ
り、

そ
の

場
合

、

〈

真
と

み

な
す
こ

と
〉

は

確
信
（
q
げ

霞
N
 

轟
巨
印q
）

と

呼
ば
れ
る

。

〈

真
と
み

な
す
こ

と
〉

が
た

ん

に

主

体
の

特
別
な
性

質
の

中
に
の

み
そ
の

根
拠
を

持
っ

て

い

る

な
ら、

そ
れ

は

思
い

込
み

（
d
σ
 

睡
 

O
‘
ロ
ゆq）

と

呼
ば
れ

る
」

と
述
べ
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