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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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て

い

る

に

も
か

か

わ
ら

ず
、

そ

の

少
し
後
の

部
分
で

「

主

観
的
に

十
分
で

あ
る
こ

と
は

（

わ
た

し

自

身
に
と
っ

て

の
）

確
信
（
O
σ
Φ

話
2
瞬

篝
αq
）

と

呼
ば

れ、

客
観
的

に
十

分
で

あ
る
こ

と

は

（

す
べ

て

の

人

に
と
っ

て

の
）

確

実
性
（

Ω
 

三
ゆ
げ
Φ

ε

と

呼
ば
れ
る
」

と
述
べ
、

「

確
信
」

が
は

た

し
て

客
観
的
に

十

分
な

も
の

な
の

か
、

あ
る

い

は

不
十
分
な
も
の

な
の

か
が

不
明
瞭
で

あ
り

、

一

見
す
る

と

矛
盾
し
て

い

る

よ

う
に

読
め
て

し
ま

う
と
い

う
も
の

で

あ
る

。

こ

れ
に
対
応

し
て、

「

主

観
的
に

の

み

十
分
で

あ

り
、

同
時
に

客
観
的
に

は

不
十
分
な
」

〈

真
と
み

な
す
こ

と
〉

で

あ
る

「

信
仰
」

の

主

観
的
お
よ
び

客
観
的
の

意
味
も

不
明
な
ま
ま
に

と
ど

ま
る

こ

と
と
な
る

。

　
こ

の

よ

う
な
問
題
に

対
し
て

、

本
発
表
で

は

こ

れ

ら
の

記
述
の

前
後
の

文
脈
か
ら、

「

客
観
的
」

と
い

う
言

葉
の

意

味
を
二

つ

の

観
点

に
分
け
て

理

解
す
る

こ

と
に

よ
っ

て

整
合

的
に

解
釈
す
る

方
策
を

提
案
し

た
。

そ
う

す
る
こ

と

に

よ

っ

て
、

確

信
が

思
い

込
み
と
の

関

係
に
お

い

て

「

客
観

的
」

で

あ
る

と
い

う
の

は
、

確
信
が

「

理

性
を

持
つ

す
べ

て

の

人
に

妥
当

す
る
」

と
い

う
性
質
を
備
え
て

い

る

と
い

う
意
味
で

あ

り
、

こ

れ
に

対
し

て

確
信
が

確
実
性
と
の

関

係
に

お
い

て

「

客
観
的」

で

は
な
い

と
い

う
の

は、

理

論
的

関
係
に

お
い

て
、

す
な
わ
ち

直
接
的
に

客
体
を

把
握
す
る

と

い

う
契
機
を
欠
い

て

い

る

と
い

う
意
味
に

お

い

て
、

客
観
的
で

は
な
い

と

い

う
こ

と
を

意
味
し
て

い

る

と
理

解
す
る

こ

と
が

で

き
る

。

　
こ

の

よ
う
に

、

「

客

観
的
」

を
「

理

性
を
持
つ

す
べ

て

の

人

に
妥

当
す

る
」

と
い

う
意
味
で

の

「

客
観
的
」

と
、

「

理

論
的
な
意

味
、

す
な
わ
ち

直
接
的
に

対

象
を
も
つ
」

と
い

う
意
味
で

の

「

客
観
的
」

に

区
別
す
る

こ

と
で

、

信
仰
が

「

客

観
的
に

不
十
分
」

と

言
わ

れ

る

場
合
の

「

客
観
的
」

も

理
論

的
な

意
味
に

お
い

て

用
い

ら

れ
て

い

る

と
い

う
こ

と
、

さ
ら
に

「

理
性
を

持
つ

す
べ

て

の

人
に

妥
当

す
る
」

と

い

う
意
味
で

の

客
観

性
は

な
お
も
保

持
し
て

い

る

と
い

う
こ

と
が
推
察
さ
れ
る

。

　

信
仰
が
こ

の

よ

う
に

「

理
性
を
も
つ

す
べ

て

の

人
に

妥
当
す
る
」

と
い

う
意

味
で

の

客
観
性
を

保
持
し

う
る

の

も
、

そ
れ
が

実
践
的
な

関
係、

す

な
わ
ち
す
べ

て

の

理

性
的

存
在
者
に

必
然
的
に

妥
当
す
る

道
徳
お

よ
び
そ

れ
に

も
と
つ

く
最
高
善
と
の

関
係
を
持
っ

て

い

る

か

ら

に

ほ

か

な
ら
な

い

が、

こ

れ
ら
の

こ

と
に

依
拠
し

つ

つ
、

カ

ン

ト
は

道
徳
に

も
と
つ

く
限
り

で

の

信
仰
に

つ

い

て
、

「

私
が
私
の

道

徳
的
な

心
構
え
を

失
う
と

い

う
危

険
を

冒
す
こ

と
も
な

け
れ

ば
、

私
か
ら
神
と

来
世
へ

の

信
仰
が

い

つ

の

目

か

奪
わ
れ
る

か
も
し

れ

な
い

と
心

配
す
る

こ

と
も

な
い
」

と

言
う
。

こ

う

し
て

、

カ

ン

ト
は

道

徳
と

宗
教
（
神
の

現
存

在
お
よ

び
魂
の

不
死
）

を

結

び
つ

け
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

そ

れ
ら
に

対
す
る

信
仰
を

確
固
と
し

た

揺
る

ぎ
な
い

も
の

と
し

て

提
示
す
る

こ

と
が
で

き
た
と

考
え
て

お
り、

信
仰
の

基
盤
に

道

徳
を

据
え
る

自
己
の

立

場
に

絶
対
の

自
信
を

持
っ

て

い

る
。

カ

ン

ト
に

と
っ

て
、

神
の

現
存
在
や

魂
の

不
死
と
い

っ

た

形
而
上

学
的
対
象

へ

の

信
仰
は

、

理
性
を

持
つ

が

ゆ

え
に

道
徳

的
存
在
者
で

も
あ
る

人

間
の

自
然
本
性
に

根
ざ
し

て

お

り、

人

間
は

自
ら
が

道
徳
的
に

生

き
る

こ

と
、

ま
た

そ
れ

に

応
じ

て

最
高
善
が

実
現
す
る

こ

と
を

願
う
か

ぎ
り、

そ
れ

ら

を

信
ぜ
ざ
る

を
え
な
い

の

で

あ
る

。

美
的
仮
象
と

遊
戯
　
　
シ

ラ

ー

に

お

け
る
相
互
主
観

性
の

問
題

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

田
口

　
博
子

　
ハ

ン

ス
・

ゲ
オ

ル

グ
・

ガ

ダ

マ

ー

は

『

真
理
と

方
法
』

で
、

遊
び
の

概

念
に

つ

い

て

論
究

し
て

い

る
。

遊
び

の

概
念
を
ガ

ダ

マ

ー

が

選
ん

だ
の

は
、

近
代
の

美
学
と

人
間
学
に
支
配
的
な

潮
流

、

主
観
的
な
意
味
の

強
調
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