
〔最
終
講
義
〕

ス
ピ

ノ
ザ

に
お

け

る

■
哲
学

」

と

■
政

治

」

加

藤

浄
口
「

ん
艮

ス ピノザにおける 「哲学」 と 「政治」

は

じ
め

に
ー

ス
ピ

ノ
ザ
と
私

本

日
は
、
お
忙
し
い
中
、
私
の
最
終
講
義
に
お
い
で
下
さ
い
ま
し
て
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
第

一
期
生
を
始
め
と
す
る
ゼ
ミ
の
教
え
子

の
皆

さ
ん
や
、
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、

一
別
以
来
久
し
く
お
会
い
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
方
々
が
い
ろ
い
ろ
な
場
所
か
ら
わ

ざ
わ
ざ
来
て
下
さ
り
、
大
変
嬉
し
く
思

っ
て
お
り
ま
す
。

正
直
に
申
し
ま
し
て
、
講
義
の
主
題
を
何
に
す
る
か
大
変
に
悩
み
ま
し
た
。
最
終
講
義
の
最
終
と
い
う
言
葉
の
重

み
を
感
じ
ざ
る
を
え

な
か

っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
何
人
か
の
友
人
の
意
見
を
聞
い
た
り
し
な
が
ら
あ
れ
こ
れ
思
い
あ
ぐ
ね
た
結
果
、

こ
れ
ま
で
公
の
場
で

は
殆
ど
語
る
こ
と
が
な
か

っ
た

一
人
の
思
想
家
に

つ
い
て
お
話
し
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
十
七
世
紀

の
オ
ラ
ン
ダ
に
生
き

た
・
ピ
・
ザ

(・d
…

ワ
餌
・
ω
旨

量

①・.ド
一①
刈
刈)
・
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
煮

私
に
ー

ま
し
て
嫉

出
A
ム
っ
て
以
来

あ
た
か
も

聞

初
恋

の
相
手

の
よ
う
に
念
頭
を
去
る
こ
と
が
な
か

っ
た
思
想
家

で
す
。
私
事
に
わ
た

っ
て
恐
縮

で
す
が
、
最
初
に
、
私

の
場
合
、

ス
ピ
ノ
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ザ
が
な
ぜ
忘
れ
ら
れ
な
い
思
想
家
で
あ
る
か
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に

関
す

る
論
文

で
生
れ
て
初
め
て
原
稿
料
と
い
う
も
の
を
い
た
だ
い
た
と
い
っ
た
現
実
的
な
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

私
が

ス
ピ

ノ
ザ
を
忘
れ
ら
れ
な
い
で
き
た
主
た
る
理
由
は
や
は
り
思
想
的
な
も

の
で
し
た
。
そ
れ
は
三

つ
あ
り
ま
す
。

第

一
の
理
由
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
方

に
は
失
礼
な
言
い
方
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
私
が
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
対

し
て
、
キ
リ
ス
ト
教

の
重
圧
か
ら
精
神
を
解
放
し
て
く
れ
た
恩
義
を
感
じ
続
け
て
き
た
こ
と
で
し
た
。
私
は
、
特

に
ア
ン
ド
レ

・
ジ
イ
ド
か
ら
う
け
た
影
響
も

あ
り
ま
し
て
、
高
校
生

の
頃
か
ら
、
長

い
間
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
共
感
と
反
発
と
が
な
い
ま
ぜ
に
な

っ
た
複
雑

な
感
情
の
中

で
も
が

い
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
私
に
と
り
ま
し
て
、
大
学
院
生
時
代

の
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
出
会

い
は
決
定
的
な
出
来
事

に
な
り
ま
し
た
。
聖

書
を
、
絶
対
的
な
神
の
言
葉
か
ら
相
対
的
な
人
間
の
言
葉

へ
と
大
胆
に
還
元
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の

『神
学
政
治
論
』
と
い
う
作
品
を
読
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
私
は
、
自
分

の
精
神
を
、
信
仰
を
も
人
間
事
象

の

一
つ
と
し
て
客
観
化
す
る
よ
う
な
自
由
な
思
考

へ
と
解
き
放

つ
こ
と
が

で
き
た
か
ら
で
す
。

ス
ピ
ノ
ザ
を
忘
れ
ら
れ
な
い
で
き
た
第
二
の
理
由
は
、
私
が
、

ス
ピ
ノ
ザ
を
、
も
の
を
考
え
る
人
間
が
自
分
を
映

し
て
自
ら
の
姿
勢
を

正
す

べ
き
鏡

の
よ
う
な
存
在
と
し
て
深
く
敬
愛
し
て
き
た
こ
と

で
し
た
。

一
切

の
世
俗
的
な
価
値
関
心
か
ら
自
己
を
隔
絶
し
て
、
人
間
に

お
け

る

「最
高
善
」

へ
の
途
を
ま

っ
す
ぐ
に
思
索
し
続
け
た

ス
ピ
ノ
ザ
の
潔
癖
な
姿
に
対
す
る
敬
愛
の
念
が
、
安
易

さ
に
流
れ
が
ち
な
私

自
身

の
思
考

へ
の
態
度
を
反
省
さ
せ
る
役
割
を
常
に
は
た
し
て
く
れ
た
か
ら
で
す
。
事
実
、
も
の
を
思
想
的

に
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
以

来
、

そ
れ
が
ど
ん
な
に
困
難
な
道
で
あ

っ
て
も
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
に
考
え
な
が
ら
生
き
た
い
と
い
う
の
が
私
の
密

か
な
願
い
で
あ
り
続

け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

私
が

ス
ピ
ノ
ザ
を
忘
れ
ら
れ
な
い
で
き
た
第
三
の
理
由
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
に
ど
う
接
近
し
て
も
、
ど
こ
か
謎

め
い
た
も
の
が
残
る
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こ
と

で
し

た
。

私

に
と

り

ま

し

て
、

ス
ピ

ノ
ザ

と

い

う

人

は
、

そ

の
思

想

を

あ

る

程

度

は

理
解

で
き

る

も

の

の
、

そ

の
理

解

に

ど

こ

か

確

信

を

も

て

な

い

で
き

た

思

想

家

だ

っ
た

か

ら

で
す

。

し

か

も

、

そ

の
理

由

は
明

白

で
し

た
。

私

が

、

ス
ピ

ノ
ザ

を

、

ヨ

ー

ロ

ッ
パ
近

代

の

キ

リ

ス

ト
教

思

想

史

の
文

脈

の
な

か

で
解

釈

し

、

ス
ピ

ノ
ザ

の

ユ
ダ

ヤ
的

背

景

に
ま

で
十

分

な

目

配

り

を

し

て

こ

な

か

っ
た

こ
と

が

そ

の

理
由

だ

っ
た

か

ら

で
す

。

そ

う

し

た
背

景

の
問

題

を

も

含

め

ま

し

て
、

私

に

は

、

ス

ピ

ノ
ザ

は

、

こ
れ

ま

で
、

謎

め

い

た

面

を

も

つ
が

ゆ

え

に
絶

え

ず
歴

史

的

実

像

へ
の
問

い
を

促

す

思

想

家

で
あ

り

続

け

て
ま

い

り

ま

し

た

。

こ

の

よ

う

に
、

私

に

と

り

ま

し

て
、

ス
ピ

ノ

ザ

は
、

自

分

の
精

神

を

自

由

に

し

て
く

れ

た

恩

義

を

覚

え
、

思

考

す

る

人

間

の
鏡

と

し

て

心

か

ら

敬

愛

で
き

る
存

在

で
あ

り

な

が

ら

、

今

な

お
多

く

の
解

ら

な

い
点

を

残

す

思

想

家

に

と

ど

ま

っ
て
お

り

ま

す

。

従

い
ま

し

て
、

こ

れ

か

ら

お

話

し

す

る

こ

と

も

、

長

い
間

考

え

続

け

て

き

て
、

ま

ず
大

き

な

間

違

い
は

な

い

と

思

う

に
至

っ
て

い

る
も

の

で
は

あ

り

ま

す

が

、

百

パ

ー

セ

ン
ト

の
確

信

が

あ

る

ス

ピ

ノ
ザ

論

と

い

う

も

の

で

は

な

く

、

ス

ピ

ノ
ザ

に
関

す

る

一
つ
の
試

論

に
す

ぎ

ま

せ

ん

。

そ

の
程

度

の

も

の

で
あ

る

と

は

い
え

、

こ
れ

か

ら

の
私

の
報

告

が
、

ス
ピ

ノ

ザ

と

い
う

著

名

で
は

あ

っ
て

も

、

読

ま

れ

る

こ
と

の
多

く

な

い
思

想

家

へ

の
皆

様

の
関

心

を

少

し

で
も

掻

き

た

て
る

も

の
と

な

っ
て
く

れ

る

こ
と

を

願

い

な

が

ら

、

少

し

ず

つ
本

論

に
入

っ

て
行

く

こ
と

に

い

た

し

ま

す

。

ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
世
界
-
二
つ
の
系
譜

ス
ピ

ノ

ザ

に

つ
い

て
知

っ
て

い

た
だ

く

た

め

に
、

ま

ず

、

ス
ピ

ノ
ザ

が

書

い

た

作

品

に

つ
い

て
見

て

お

き

た

い

と
思

い
ま

す

。

ス
ピ

ノ

ザ

は

、

四

十

五

年

間

の
生

涯

の
な

か

で
、

二

つ
の
学

問

ジ

ャ

ン

ル

に
大

別

で
き

る

五

冊

の
書

物

を

遺

し

ま

し

た

。

『
神

、

人

間

お

よ

び

人

間

の
幸

福

に
関

す

る
短

論

文

』

・

『
知

性

改

善

論

』

・

『
エ
チ

カ
』

と

い

う
倫

理

学

に
属

す

る

も

の
と

、

「
神

学

政

治

論

』

・

『
政

治

論

」
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と
い
う
政
治
学

に
属
す
る
も
の
と
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
作
品
群
か
ら
成
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
世
界
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
点
が
三

つ
ご
ざ
い
ま

す
。

第

一
点
は
、
人
間

の
幸
福
や
善
の
問
題
を
直
接

の
主
題
と
す
る
ス
ピ

ノ
ザ
の
倫
理
学
の
な
か
に
、
人
間
の
認
識
能
力
を
扱
う

『知
性

改
善
論
」
と
い
う
作
品
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
第
二
点
は
、

ス
ピ

ノ
ザ
の
場
合
、
倫
理
学
に
属
す
る
も
の
の
大
半
が
政
治
学

に
属

す
る
も
の
よ
り
も
前
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
精
神

の
運
動
が
倫
理
学
か
ら
政
治
学

へ
と
た
ど
ら
れ
た
こ
と
を

暗
示
し
て
お
り
ま
す
。
第
三
点
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
学
問
体
系
が
倫
理
学
と
政
治
学
と
い
う
二

つ
の
系
譜
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
以
上
、
両

者

の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
の
鍵
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
三
点

に
つ
き
ま
し
て
は

後

で
改
め
て
ふ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
ど
う
か
頭
の
片
隅

に
留
め
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

考

察
の
順
序
と
し
て
、
ま
ず
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
、
ど
の
よ
う
な
体
験
を
通
し
て
倫
理
と
政
治
と
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に

自
ら

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
い
だ
す
思
想
家
に
な

っ
た
か
を
見

て
お
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

二

「
破
門
」
体
験
-
思
想
家

へ
の
定
位

御

存

じ

の
方

も

多

い
か

と

思

い

ま

す

が

、

ス
ピ

ノ

ザ

は

、

一
六

五

六

年

、

二

四
才

の
若

さ

で
、

「
恐

る

べ
き

異

端

の
説

」

の
持

ち

主

と

し

て
、

レ

ン
ブ

ラ

ン

ト

の
家

か

ら

ほ

ど

近

い

ア

ム

ス

テ

ル
ダ

ム

の

ユ
ダ

ヤ
教

会

か

ら

「
破

門

」
、

そ

れ

も

ユ
ダ

ヤ
教

徒

と

の
接

触

を
永

久

に
禁

じ

る

「
大

破

門

」

と

い
う

も

っ
と

も

重

い
処

分

を

受

け

ま

し

た
。

ス
ピ

ノ
ザ
を

、

宗

教

に
根

差

す

ユ
ダ

ヤ

人
共

同

体

か

ら

、

カ

ル
ヴ

ァ

ン
派

を

多

数

派

と

す

る

キ

リ

ス

ト
教

徒

の
世

界

へ
と
完

全

に
追

放

し

た

こ

の

「
破

門

」

は
、

ス
ピ

ノ

ザ

に

と

っ
て
決

定

的

な

意

味

を

も

つ

体

験

に

な

り

ま

し

た
。

そ

れ

は

、

「
破

門

」

が

、

ス
ピ

ノ
ザ

を

、

確

実

な
真

理

に

つ
い

て
自

ら

思

索

す

る

こ
と

に
自

己

の

ア
イ

デ

ン

テ

ィ
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テ
ィ
を
見

い
だ
す
し
か
な
い
思
想
家

へ
と
定
位
さ
せ
た
こ
と
で
し
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
、
「
破
門
」

に
よ

っ
て
、

ユ
ダ

ヤ
教
共
同
体
と
の

一

体
化

へ
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
以
上
、
彼
は
、
自
ら
が
思
索
を
通
し
て
発
見
す
る
真
理
の
う
ち
に
し
か
自
分

の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
を

探
り
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
く
な

っ
た
か
ら
で
す
。

そ

の
場
合
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
ま
ず
取
り
組
む
こ
と
を
迫
ら
れ
た
の
が
、
人
間
は
何
を
目
的
と
し
て
生
き
る
べ
き
か
を
探
究
す
る
倫
理
学

で

し
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「破
門
」

に
よ

っ
て
、

ユ
ダ
ヤ
教
共
同
体
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
以
外

の
生
の
目
的
を
自
ら
確
認
す
る
こ
と
を
強

い
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
、
「
破
門
」
か
ら
あ
ま
り
時
間
を
置
か
ず
に
自
分

の
体
験
を
振
り
返
り
な
が
ら
書
い
た

『
知
性
改
善

論
』
冒
頭

の
次
の

一
節
が
、

そ
の
経
緯
を
暗
示
し
て
お
り
ま
す
。
コ

般
生
活
に
お
い
て
通
常
見
ら
れ
る
も
の
の
す

べ
て
が
空
虚
で
無
価

値

で
あ
る
こ
と
を
経
験
に
よ

っ
て
教
え
ら
れ
…
た
と
き
、
私
は
、
我

々
の
あ
ず
か
り
う
る
真

の
善
で
…
最
高

の
喜
び
を
永
遠
に
享
受

で
き

る
よ
う
な
あ
る
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
を
探
究
し
て
み
よ
う
と

つ
い
に
決
心
し
た
」
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
「破
門
」
を
契
機
に
し
て
、
人
間
の
生

の
目
的
を

「真

の
善
」
の
獲
得
に
定
め
る
倫
理
学
の
折
口学
的
な
探
究

に
自
ら
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
い
だ
す
思
想
家
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
決
意
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
精
神

の
軌
跡
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

上

の

一
文
中
の

「
つ
い
に
決
心
し
た
」
と
い
う
言
葉
は
そ
れ
を
暗
示
し

て
お
り
ま
す
。
事
実
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「破

門
」
か
ら
ほ
ど
な
く

し
て
、
『
神
、
人
間
お
よ
び
人
間
の
幸
福

に
関
す
る
短
論
文
』
と

い
う
作
品
を
書
く

こ
と
で
倫
理
学

へ
の
歩
み
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

倫
理
問
題
の
他
に
、
「
破
門
」
体
験
に
よ

っ
て
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
考
え
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
も
う

一
つ
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
真
理
の
自
由
な
探
究
を
抑
圧
す
る
共
同
体
の
権
力
作
用
と
し
て
現
れ
る

「
政
治
的
な
る
も
の
」
に

つ
い
て
で
し
た
。
自
ら
を
思
想
的

な

「
異
端
」
と
し
て

「破
門
」
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
共
同
体

に
ス
ピ

ノ
ザ
の
見
た
も

の
が
、
何
が
真
理
で
あ
る
か
を
決
定

し
強
制
す
る

「
政
治
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的
な
」
権
力
体
と
し
て
の
姿
以
外

の
何
も

の
で
も
な
か

っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が

つ
く
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味

で
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
、

「破
門

」
体
験
を
通
じ
て
、
何
が
人
間
に

「最
高

の
喜
び
」
を
与
え
る

「真

の
善
」

で
あ
る
か
の
哲
学
的
探
究
に
取
り
組
む
倫
理
学
者

へ

の
歩

み
を
始
め
る
と
同
時
に
、
人
間
の
共
同
生
活
に
お
い
て
生
じ
る
普
遍
的
な
真
理

へ
の

「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
重
圧
、
折
口学
と
政
治

と
の
間
に
潜
む
緊
張
関
係

へ
の
鋭
い
感
覚
を
も

つ
政
治
学
者
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
も
、
そ
の
場
合
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
と

っ
て
、
哲
学
と
政
治
と
の
緊
張
関
係
は
放
置
で
き
な
い
も
の
で
し
た
。
そ
れ
が
放
置
さ
れ
る
限

り
、
政
治

の
力
に
よ

っ
て
、
「真

の
善
」
を
探
究
す
る
哲
学
的
真
理

へ
の
途
も
閉
ざ
さ
れ
る
危
険
性
が
あ

っ
た
か
ら

で
す
。
そ
の
点

で
、

「破
門

」
体
験
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
対
し
て
、
哲
学
と
政
治
、
倫
理
学
と
政
治
学
と
の
対
立
関
係
を
解
消
し
、
人
間

の
共
同
生
活
の
た
だ
な

か
に
お
い
て
両
者
の
和
解
を
図
る
と
い
う
畢
生
の
思
想
的
課
題
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
従
い
ま
し
て
、
問
題
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
、

そ
の
畢
生
の
課
題
を
、
倫
理
学
と
政
治
学
と
の
展
開
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
解
決
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
初
に
述

べ
ま
し

た
よ
う
に
、

こ
れ
が

ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の
核
心
を
な
す
問
題
で
す
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
考
え
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
な
る
二

つ
の
点
を
予
備

的

に
考
察
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ス
ピ
ノ
ザ
が

「学
の
目
的
」
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
か
が

一
つ
で
あ
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
ど

の
よ
う
な
も
の
の
考
え
方
を
す
る
思
想
家
だ

っ
た
か
が
も
う

一
つ
で
す
。

三

予
備
的
考
察
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1

.

ス
ピ

ノ

ザ

に

お

け

る

「
学

の
目

的

」

ス
ピ

ノ

ザ

と

い
う

人

は
、

迫

害

を

恐

れ

て
、

著

述

に
さ

ま

ざ

ま

な

技

巧

を

こ

ら

し

た

デ

カ

ル

ト

や

ロ

ッ
ク

と

い

っ
た

同

時

代

人

と

は

異

な

り

ま

し

て
、

自

分

の
考

え

て

い

る

こ

と

を

正

面

か

ら

ス

ト

レ
ー

ト

に
語

る
思

想

家

で

し

た
。

例

え

ば

、

聖

書

解

釈

を

め

ぐ

っ
て
、

ホ

ッ
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ブ
ス
が
、
親
し
い
友
人
に

「
自
分
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
に
大
胆
に
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
も
ら
し
た
事
実
は
、

そ
れ
を
裏
書
き
し
て

い
ま
す
。

「
学
の
目
的
」

に
つ
い
て
も
同
様

で
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
知
性
改
善
論
』
に
お
い
て
、
極
め

て
率
直
に
次
の
よ
う

に
述

べ
て
い
ま
す
。

「各
人

は
、
私
が
、
す

べ
て
の
学
を
、
た
だ

一
つ
の
目
的
に
、
す
な
わ
ち
…
人
間
と
し
て
の
最
高
完
全
性

へ
と
到
達
す
る
こ
と
に
向
け
よ

う
と
し

て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
。

ス
ピ

ノ
ザ
の
こ
の
言
明
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
解
釈

の
核
心
を
な
す
倫
理
学
と
政
治

学
と

の
関
係
を
考
え
る
に
当
た

っ
て
、
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
ま
す
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
学

の
唯

一
の
目
的
を

「人
間
と

し
て
の
最
高
完
全
性

へ
の
到
達
」
に
向
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
表
明
さ
れ
た
彼

の
意
図

に
忠
実
に
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
学
問
体

系
を
構
成
す
る
倫
理
学
と
政
治
学
と
は
、
そ
の
目
的
を
媒
介
項
と
し
て
内
的
に
関
連
し
て
い
た
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
で
す
。

そ

の
関
係
を
具
体
的
に
た
ど
る
た
め
の
方
法
を
示
唆
し
て
く
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
特
有
の
も
の

の
考
え
方
、

つ
ま
り

思
考
様
式
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

2
.

ス
ピ
ノ
ザ
の
思
考
様
式
-
双
方
向
性

ス
ピ
ノ
ザ
に
は
、

一
つ
の
個
性
的
な
思
考
様
式
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

一
見
親
和
し
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
二

つ
の
項
目
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
が
他
の
項
目

に
向
け
て
必
然
的
に
接
近
し
て
行
く
過
程
を
双
方
向
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
二

つ

の
項
目
が
相
互
に
関
連
し
あ

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
考
え
方
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
思
考
様
式
は
、
『神
、
人
間
お
よ

び
人
間
の
幸
福

に
関
す
る
短
論
文
』
と

『
エ
チ
カ
』
と
い
う
二

つ
の
作
品
に
お
い
て
典
型
的
な
形
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
で
も
う
少
し

詳
し
く
申
し
上
げ
ま
す
が
、

ス
ピ

ノ
ザ
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
伝
統
的

に
対
極
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
神
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と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
万
物
の
原
因
と
し
て
の
神
が
自
然

に
内
在
化
し
て
い
く
過
程
と
、
逆
に
自
然
が
神
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
く

過
程
と
を
双
方
向
的
に
辿
る
こ
と
で
、
神
と
自
然
と
が

一
致
す
る
世
界
像
を
提
示
し
た
か
ら
で
す
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
双
方
向
的
な
思
考
様
式
の
持
ち
主

で
し
た
。
そ
う
だ
と
い
た
し
ま
す
と
、

そ
の
思
考
様
式
は
、
倫
理
学

と
政
治
学
と
を
、
「人
間
と
し

て
の
最
高
完
全
性

へ
の
到
達
」
と
い
う

「学
の
唯

一
の
目
的
」

の
な
か
で
結
び

つ
け
る
論
理
と
し
て
も
同

じ
よ

う
に
貫
か
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
き
わ
め
て
自
然
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
事
実
、

ス
ピ
ノ
ザ

に
お
い
て
、
そ
の

「学

の
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
倫
理
学
は
政
治
学
の
展
開
を
不
可
避
的

に
要
請
し
、
政
治
学
も
ま
た
倫
理
学

に
向
け
て
自
ら
を
開

い
て
行
く
と
い
う
形
で
、
両
者
は
内
的

に
関
連
し
合

っ
て
お
り
ま
し
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の
核
心
を
な
す
そ
の
経
緯
を

で
き
る
だ
け
簡
潔

に
た
ど

っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

四

倫
理
学
か
ら
政
治
学

へ
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1
。
倫
理
学
の
構
造

ス
ピ

ノ
ザ
の
倫
理
学

は
次

の
三

つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「実
体
」
と
し
て
の

「
神
」
と
人
間
を
含
む

「個
物
」
か
ら
な
る

「
自
然
」
と
の
同

一
性
を
論
証
し
、
「神
即
自
然
」
と
い
う
命
題
に
集
約
さ
れ
る
汎
神
論
的
世
界
像
を
描
い
た
存
在
論
、

「感
覚

」
か
ら

「
理
性
」
、
「理
性
」
か
ら

「直
観
」

へ
の
人
間
の

「知
性
改
善
」
の
過
程
を

「
神
即
自
然
」
の
認
識

過
程
と
し
て
跡
づ
け

た
認
識
論
、
最
高
次
の
知
的
能
力
で
あ
る

「
直
観
」
を
媒
介
と
し
た

「神
即
自
然
」
の
認
識

に
よ
る

「神

の
知
的
愛
」

の
獲
得
に
人
間
の

「最
高
善
」
と

「最
高
完
全
性
」
と

へ
の
到
達
を
見
る
価
値
論
と
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
構
成
が
示
し
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
学
は
、
存
在
論
と
認
識
論
と
を
結
び

つ
け
て
価
値
論
を
導
く
こ
と
に



よ

っ
て
、
「神
即
自
然
」
の
認
識
に
よ
る
倫
理
的
完
成

へ
と
人
間
を
導

こ
う
と
す
る
実
践
倫
理
の
学

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ス ピノザにおける 「哲学」 と 「政治」

2
.
倫
理
学
の
問
題
性

以
上
の
よ
う
な
構
造
を
も

つ
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
学

に
は
、

一
つ
の
大
き
な
特
質
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
人
間
に
よ
る

「
最
高
善
」
と
い
う

価
値

の
実
現
を
、
「神
即
自
然
」

に
対
す
る
認
識

の
深
化
に

一
元
的

に
実
体
化
し
た
こ
と
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
従

い
ま
し
て
、

ス
ピ
ノ

ザ
の
倫
理
学
は
、
「神
即
自
然
」
を
認
識
し
て

「
最
高
善
」

に
到
達
し
う
る
人
間
の
知
性
能
力

の
改
善
と
純
化
と
を
前
提
し
て
初
め
て
、

人
間
を

「
最
高
完
全
性
」

へ
と
導
く
実
践
倫
理
の
学

に
な
り
う
る
も
の
だ

っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
『
知
性
改
善

論
』

に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
が
、
「
最
高
善
」

に
到
達
す
る
た
め
の
条
件
を
論
じ
て

「
ま
ず
何
よ
り
も
先
に
、
知
性
を
矯
正
し
、
で
き
る
だ

け
始
め
に
こ
れ
を
浄
化
し
て
、
そ
の
結
果
、
…
知
性
が
も
の
を
…
で
き
る
だ
け
正
確
に
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
方
法
を
考
案
し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
」
と
述

べ
て
い
る
点
に
あ
き
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初

に
、
「
知
性
改
善
論
」
と
い
う
作
品
が
ス
ピ

ノ
ザ
の
倫
理
学

に

属
す

る
こ
と
に
注
意
し
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
人
間
の
知
性
改
善
能
力
に
個
人
的
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
と

っ
て
も
紛
れ
も
な
い
現
実

で
し
た
。
そ
の
点

で
、

ス
ピ

ノ
ザ
の
倫
理
学
は
、
困
難
な
知
性
改
善
作
業

に
耐
え
て
高
次

の
認
識
能
力
を
獲
得
し
た
少
数
の

「賢
者
」
に
対

し
て
の
み

「最
高
善
」

と
し

て
の

「神

の
知
的
愛
」

へ
の
到
達
可
能
性
を
開
く
実
質
的
な
閉
鎖
性
を
秘
め
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
、

「賢
者
」

へ
の
途
は

「
瞼
し
い
」
と
し
た
上
で
、
『
エ
チ
カ
』
を

「
す
べ
て
高
貴
な
も
の
は
稀

で
あ
る
と
と
も
に
困
難

で
あ
る
」
と
い
う
有

名
な
言
葉
で
結
ん
だ
理
由
も
そ
れ
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
学
が
、

宗
教
改
革
の
余
波
を
受
け
て
信
仰
が
人
間
を
引
き
裂

い
て
い
た
十
七
世
紀
の
現
実
を
克
服
す
る
た
め
に
、
人
間
の
属
性
と
し
て
の
知
性

の
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普
遍
性
に
賭
け
る
も
の
で
あ

っ
た
限
り
、
そ
れ
は
、
万
人
を
倫
理
的
完
成

へ
と
導
く
開
放
性

へ
の
要
請
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
こ
と

で
す
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
、
『
知
性
改
善
論
」
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
、
「私
の
志
す
目
的
は
…
多
く
の
人
々
に

(人
間
と
し
て
の
)
完
全
性
を

獲
得
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
で
あ
る
」
と
告
白
し
て
い
る
事
実
が
そ
れ
を
示
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
学
は
、
万
人
を

「
最
高
善
」

へ
と
導
く
開
放
性

へ
の
要
請
と
、
そ
れ

へ
の
到
達
可
能
性
を
少
数

の

「賢
者

」
に
局
限
す
る
実
質
的
な
閉
鎖
性
と
の
矛
盾
を
孕
ん
で
お
り
ま
し
た
。
し
か
も
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
、

こ
の
矛
盾

を
倫
理
学
の
中

で
解

決
す

る
こ
と
は
不
可
能

で
し
た
。
そ
の
矛
盾
は
、
人
間
の
知
性

の
目
的
を

「神
即
自
然
」
の
認
識
に
よ
る

「最
高
善
」

の
獲
得

へ
と

一
元

的

に
実
体
化
し
た
ス
ピ

ノ
ザ
倫
理
学
そ
の
も
の
の
特
質

に
由
来
す
る
も
の
だ

っ
た
か
ら
で
す
。

78-130

 

3
.
知
性
改
善

の
方
法
的
転
換
-
政
治
学
へ
の
通
路

し
か
し
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
は
、
倫
理
学

に
含
ま
れ
る
矛
盾
を
解
決
し
て
、
倫
理
学
に
要
請
さ
れ
る
万
人

へ
の
開
放
性
を
貫
く
可
能
性
が
残

さ
れ

て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
知
性
改
善
の
方
法

の
転
換
、
す
な
わ
ち
、
個
々
人
に
よ
る
孤
独
な
知
性
改
善
の
努
力
か
ら
、
個
人
相
互

の
協
同
に
よ
る
知
性
の
相
互
陶
冶

へ
の
転
換
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
は
、
そ
う
し
た
転
換
を
支
え
る
重
要
な
視
点

が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

ス
ピ

ノ
ザ
が

「政
治
論
』

で
提
示
し
た
視
点
、
す
な
わ
ち
、
「人
間
の
精
神
は
…
協
議

し
、
傾
聴
し
、
討
論

す
る

こ
と
に
よ

っ
て
鋭
く
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
従

っ
て
、
「相
互
の
援
助
と
協
力
と
な
し

に
人
間
の
精
神
の
陶

冶
は
あ
り
え
な
い
」

と
す

る
視
点

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

協
議
や
討
論

に
よ
る
知
性

の
相
互
陶
冶

の
必
要
性
を
説
く

ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
う
し
た
視
点
に

つ
い
て
、
二

つ
重
要
な
点
が
あ
り
ま
す
。

一

つ
は
、
そ
の
視
点
が
ど

こ
か
ら
来
た
か
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
点

に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
が
、

ユ
ダ
ヤ
教
会
か
ら

の
破
門
の
後
、

ス
ピ
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ノ
ザ
が
交
わ

っ
た

コ
レ
ギ
ア
ン
ト
派
と
呼
ば
れ
る
穏
健
な
カ
ル
ヴ

ァ
ン
派
の
友
人
た
ち
と
の
知
的
な
交
流
や
、
往
復
書
簡
に
よ
る
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
よ
う
な
知
識
人
と
の
対
話
が
お
そ
ら
く
原
体
験
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
よ
り
も
重
要
な
第
二
の
点
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
知
性

の
相
互
陶
冶
を
求
め
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
視
点
が

『政
治
論
」
の
な
か
で
提

示
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
学
が
、
知
性
改
善
の
方
法
的
転
換
を
果
た
す
こ
と
を
通
し
て
倫

理
学
に
求
め
ら
れ
る

万
人

へ
の
開
放
性
を
実
現
す
る
た
め
に
政
治
学
の
展
開
を
必
然
的

に
要
請
し
た
こ
と
、
最
初

に
注
意
し
た
よ
う
に
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
精
神

の

運
動
が
倫
理
学
か
ら
政
治
学

へ
と
移
行
し
て
行

っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
お
り
ま
す
。
事
実
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
学
は
、
倫
理
学
と
の
そ
う

し
た
関
連

の
う
ち

に
、
協
議
、
傾
聴
、
討
論

に
よ
る
知
性
の
相
互
陶
冶
を
保
障
す
る
政
治
社
会
、
『
知
性
改
善
論
』

で
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
言

葉
を
使
い
ま
す
と
、
「
可
能
な
限
り
多
く
の
人
々
が
可
能
な
限
り
容
易
か

つ
確
実
に
そ
の

(「精
神
と
全
自
然
と
の
合

一
性
の
認
識
」
と
い

う
)
目
的

へ
と
到
達
す
る
の
に
適
合
的

に
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(政
治
)
社
会
」

の
構
想
を
課
題
と
し

て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
次
に
、

こ
こ
で
も
で
き
る
だ
け
簡
潔

に
、
そ
の
展
開

の
跡
を
政
治
学
が
倫
理
学

に
対
し

て
自
ら
を
開

い
て
行

っ
た
過
程
と

し
て
た
ど

っ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

五

政
治
学
か
ら
倫
理
学
へ

1
.
政
治
学
の
構
成

ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
学
は
、
大
別
し
て
三

つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
契
約
論
に
立

っ
て
主
権
国
家

一

般

の
成
立
過
程
を
弧翻
証
し
た
部
蒙

そ
の
主
権
国
家

の
目
的
が

「生
活
の
平
和
と
安
全
」
お
よ
び

「自
由
」

の
実
現

に
あ
る
・
と
を
弁
証

脚

し
た
部
分
、
そ
う
し
た
国
家
目
的
が
最
大
限
に
保
障
さ
れ
る
政
治
機
構
を
君
主
政
、
貴
族
政
、
民
主
政
と
い
う
伝
統
的
な
三
政
体
そ
れ
ぞ
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れ
に

つ
い
て
構
想
し
た
部
分
が
そ
れ

で
あ
り
ま
す
。
倫
理
学
と

の
関
連
に
注
意
し
な
が
ら
、

の
部
分
を
中
心
に
見
て
行
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

こ
れ

ら

三

つ
の
部

分

の

う

ち

、

第

一
、

第

二

2
。
政
治
社
会

の
成
立
過
程

自
然
状
態

契
約

・
合
意

国
家
状
態
と
い
う
社
会
契
約
説
特
有

の
理
論
形
式
に
依
拠
し
て
主
権
国
家
と
し
て
の
政
治
社
会
の
成
立
過

程
を
論
証
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
政
治
学
の
第

一
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
二

つ
の
特
質
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第

一
は
、
そ
れ
が
、
ホ
ッ

ブ
ス
の
強
い
影
響
を
受
け
て
構
想
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、

い
ず
れ
も

『
政
治
論
』
で
示
さ
れ
た
次

の
三
点
に
顕
著
に
表
れ
て
お
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
、
第

一
に
、
自
然
と
し
て
の
人
間
が
も

つ
生
存
あ
る
い
は
自
己
保
存

へ
の
欲
求
を
人
間
の
自
然
権
と
み

な
し
た
こ
と

(「人
間

の
自
然
権
は
…
人
間
を
行
動

へ
駆
り
、
自
己
保
存
に
努
力
さ
せ
る
欲
求
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
」
こ
と
)、
第
二
に
、

人
間

の
自
然
状
態
を
自
然
権

の
主
体
と
し
て
の
人
間
が
対
立
し
あ
う
相
互
敵
対
の
状
態
と
し
て
描
い
た
こ
と

(「人

間
は
、
本
性
上
、
相

互

に
敵

で
あ
る
」

こ
と
)
、
第
三
に
、
し
た
が

っ
て
、
自
然
状
態

に
お
け
る
人
間
の
自
然
権
を
確
実
な
保
障
を
も
た
な
い
無
力
な
も
の
と

み
な
し
た
こ
と

(「人
間
の
自
然
権

は
、
そ
れ
が
単

に
各
人
き
り
の
も
の
で
あ
り
、
各
人

の
力

に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る

(自
然
状
態

の
)

間
は
無
に
等
し
い
」
こ
と
)

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

そ

こ
か
ら
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
契
約
説
の
第
二
の
特
質
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
、
契
約
あ
る
い
は
同
意
に
よ
る
自
然
状

態
か

ら
国
家
状
態

へ
の
人
間

の
移
行
を
、
「
人
間
に
固
有
の
も
の
と
し
て
の
自
然
権
」
が
確
立
さ
れ
る
過
程
と
し

て
描

い
た
こ
と
で
す
。

詳
細

は
省
き
ま
す
が
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「共
同

の
同
意
」
に
も
と
つ
く

「権
利
の
共
有
関
係
」
と
し
て
の
国
家
状
態

へ
の
移
行

に
よ

っ
て
、

人
間

は
、
敵
対
す
る
他
者
に
よ

っ
て
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
る
自
然
状
態
で
の
自
然
権

の
無
力
性
を
克
服
し
、
「本
来

の
意
味

の
人
間
的
自
然

78-132
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権
」

の
主
体
と
し

て
自
立

で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
「
人
間
に
固
有
の
も
の
と
し
て
の
自
然
権

は
、
人
間
が
土
ハ
同
の
権
利
を
も
ち
…

全

て
の
人
々
の
協
同
の
意
志

に
し
た
が

っ
て
生
活
し
う
る

(国
家
状
態
の
)
場
合
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
」
と

の

『
政
治
論
」

に
お

け
る

一
文
が
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。

政
治
社
会

の
成
立
過
程
に
関
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
う
し
た
考
え
方

に
関
連
し
て
、
も

っ
と
も
注
目
す

べ
き
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

ス
ピ

ノ
ザ
が
、
政
治
社
会

の
成
立
過
程
を
人
間
的
自
然
権
の
確
立
過
程
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
人
間
の
倫
理
的
生
活

は
政
治
社
会
に
お
い

て
の
み
可
能

に
な
る
と
い
う
自
分
の
理
念
を
弁
証
し
た
こ
と
で
す
。

ス
ピ

ノ
ザ
は
、
権
利
の
共
有
関
係
と
し
て
の
国
家
状
態
に
お
い
て
確

立
さ
れ
る
人
間

の
自
然
権
を

「徳
の
第

一
か

つ
唯

一
の
基
礎
」
と
み
な
し
、
「自
己
保
存
の
原
理
な
し
に
い
か
な
る
徳
も
考
え
ら
れ
な
い
」

と
考

え
て
い
た
か
ら
で
す

(『
エ
チ
カ
』)。
善
く
生
き
る
た
め
に
は
、
ま
ず
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
の
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
信
念
だ

っ

た
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味

で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
学
は
、
国
家

一
般

の
成
立
過
程
を

「徳
の
唯

一
の
基
礎
」

で
あ
る
人
間
的
自
然
権

の
確

立
過
程
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
政
治
社
会
の
う
ち
に

「最
高
善
」

へ
の
到
達
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
人
間

の
倫
理
的
生
活
が
展

開
さ
れ
る
条
件
を
見
い
だ
し
、
そ
こ
に
、
倫
理
学
と
の
関
連
に
お
い
て
政
治
社
会
固
有
の
価
値
を
認
め
た
と
言

っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
も
詳
細
は
省
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
当
時
の
あ
る
俗
流

マ
キ
ャ
ベ
リ
ス
ト
の
書
い
た
本
、
す
な
わ
ち
、
政
治
と
倫
理
と
を
切
り
離
し

た
上

で
、
「最
高
善
」
を
世
俗
的
な

「富
と
名
誉
」

に
求
め
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
手
段
と
し
て

「
外
面
的
な
」
信
仰
や
偽
善

の
利
用
を
勧

め
る

『政
治
的
人
間
』
と
い
う
本
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
鋭
い
批
判
と
重
な
る
も
の
で
し
た
。

し
か
も
、

ス
ピ
ノ
ザ

の
政
治
学
に
は
、
更
に
積
極
的

に
倫
理
学

に
向
け
て
開
か
れ
て
行
く
領
域
が
あ
り
ま
し
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
政
治
学

の

第
二

の
部
分

に
当
た
る
国
家

の
目
的
に

つ
い
て
論
じ
た
領
域
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

78-133
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3
.
国
家
の
目
的
-
哲
学
と
政
治
と
の
和
解

嗣

前
述

し
ま
し
た
よ
う
に
、

ス
ピ

ノ
ザ
は
、
国
家
の
目
的
と
し

て

「生
活
の
平
和
と
安
全
」
お
よ
び

「自
由
」
を
挙
げ

て
お
り
ま
す
。

こ

除

こ
に
は
、
政
治
社
会
を
構
成
す
る
人
間
の
力
と
権
利
と
を
合
法
的
に
糾
合
し
て
成
立
す
る
国
家
主
権
を
目
的
に
よ

っ
て
制
約
し
て

「専
制
」

を
回
避
し
よ
う
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
視
点
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
点
よ
り
も
重
要
な
の
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
挙
げ
る
国
家
の
目
的

が
、
倫
理
学
と
の
密
接
な
関
係
を
秘
め
て
い
た
こ
と
で
す
。

ま
ず
、
「生
活

の
平
和
と
安
全
」

に

つ
い
て
で
す
が
、
こ
こ
で
は
次

の
二
点

に
注
意
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

一
つ
は
、
そ
れ
が
、
人

間
の
自
然
状
態
を
、
自
然
権
を
無
力
な
も
の
に
す
る
相
互
敵
対
状
況
と
考
え
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
視
点
か
ら
の
必
然
的
な
帰
結
だ

っ
た
こ
と
で

す
。

そ
う
考
え
る
ス
ピ

ノ
ザ
が
、
国
家
主
権
が
制
定
す
る
法
に
よ

っ
て

「身
体

の
存
在
と
活
動
」

へ
の
自
然
権
に
対
す
る
侵
害
を
阻
止
す

る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る

「
生
活
の
平
和
と
安
全
」
を
国
家
の
目
的

に
据
え
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
だ

っ
た
か
ら

で
す
。

注
意
す
べ
き
も
う

一
つ
の
点
は
、
心
身
並
行
論
に
立

つ
ス
ピ

ノ
ザ
に
と

っ
て
、
政
治
社
会
が
目
的
と
し
て
保
障
す

る

「生
活
の
平
和
と

安
全
」
が
、
人
間
の
倫
理
的
完
成
の
た
め
の
必
要
条
件
だ

っ
た
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
国
家
主
権
が

「平
和

で
安
全
な
生
活
」
を
保

障
す

る
政
治
社
会
に
お
い
て

「徳
の
第

一
の
基
礎
」
を
な
す

「身
体

の
存
在
と
活
動
」

へ
の
自
然
権
を
確
保
し
た

ス
ピ
ノ
ザ
の
人
間
は
、

心
身

の
並
行
関
係

の
ゆ
え
に
身
体
の

「
安
全
」
が
導
く
精
神
の

「
平
穏
さ
」

の
な
か
で
、
「最
高
善
」
と
し
て
の

「
神
の
知
的
愛
」
を
安

ん
じ

て
め
ざ
し
う
る
地
点

に
到
達
し
た
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
「
平
和
で
安
全
」
な
政
治
社
会
は
、
人
間
の
倫
理
的
完
成

の
必
要
条
件

で
は
あ

っ
て
も
、
そ
の
十
分
条

件
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し

た
。

ス
ピ

ノ
ザ
の
人
間

に
と
り
ま
し
て
、
「神
即
自
然
」
の
認
識

に
よ
る
倫
理
的
完
成
が
知
性
の
改
善
作
業

の
成
功
に
か
か

っ
て
い

た
以
上
、
平
和

で
安
全
な
政
治
社
会
は
、
更
に
、
知
性

の
陶
冶
を
可
能
に
す
る
精
神
的
契
機
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
か
ら
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で
す
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
そ
こ
に
お
い
て
提
示
す
る
も
の
こ
そ
、
「
各
人
が
思
考
し
、
か

つ
そ
れ
を
語
る
」
精
神
の
自
由

で
あ

っ
て
、

ス
ピ
ノ

ザ
は
、
そ
れ
を
国
家
の
第
二
の
目
的
と
い
た
し
ま
し
た
。

そ

の
場
合
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
極
め
て
原
理
的
な
視
点

に
立

っ
て
、
精
神
の
自
由
を
国
家
が
保
障
す
べ
き
目
的
と
し

て
要
求
い
た
し
ま
し

た
。

彼
は
、
『神
学
政
治
論
』
に
お
い
て
、
ま
ず
、
精
神

の
自
由
が
人
間

の
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
然
権
で
あ
る

こ
と

(「各
人
は
最
高

の
自
然
権
に
基
づ
い
て
自
己
の
思
惟
の
主
人
公
で
あ
る
」
こ
と
)
を
確
認
し
、
次
い
で
、
人
間
は
国
家
状
態

へ
の
移
行

に
当
た

っ
て
思
考

す
る
権
利
を
放
棄
し
た
の
で
は
な
い

(「
各
人
は
国
家
状
態

へ
の
移
行

に
際
し
て
自
己
自
身
の
決
定
に
し
た
が

っ
て
行
動
す
る
権
利
だ
け

を
放
棄
し
た
の
で
あ

っ
て
、
思
惟
し
判
断
す
る
権
利
ま
で
放
棄
し
た
の
で
は
な
い
」
)
と
し
て
、
国
家
主
権
か
ら
自

然
権
と
し
て
の
精
神

の
自
由
に
介
入
す
る
根
拠
を
奪

っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
も
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
、
「国
家
の
目
的
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
た

「思
惟
し
、

か

つ
そ
れ
を
語
る
」
精
神

の
自
由
は
、
人
間
を
政
治
社
会
の
た
だ
な
か
に
お
い
て

「最
高
善
」

へ
と
導
く
た
め
の
決
定
的
な
機
能
を
、
す

な
わ
ち
、
「協
議
し
、
傾
聴
し
、
討
論
す
る
」
機
会
を
提
供
し
て
人
間
の
知
性

の
相
互
陶
冶
を
図
る
機
能
を
帯
び

て
お
り
ま
し
た
。

こ
こ

に
お

い
て
、
政
治
社
会
に
生
き
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
人
間
は
、
相
互
陶
冶
を
通
し
て

「
鋭
く
」
さ
れ
た
知
性
を
実
践
的
に
使
用
し
て
、
「神
即

自
然
」
を
認
識
し
、
「
神
の
知
的
愛
」
に
与
り
、
倫
理
的
完
成

へ
と
至
る
た
め
の
基
本
的
な
条
件
を
獲
得
し
た
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
、
精
神

の
自
由
を

「
哲
学
す
る
自
由
」
と
呼
ん
だ
理
由
も
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
人
間

の
倫
理
的
完
成

に
不
可
欠
な

「生
活
の
平
和
と
安
全
」
お
よ
び

「自
由
」
を
目
的
と
し
て
保
障
す

る
国
家
を

「理
性
と
真
の
精
神
の
徳
と
真
の
精
神
生
活
と
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
」
る

「最
善

の
国
家
」
と
呼
び
ま
し

た

(「
政
治
論
」
)
。

そ
し

て
、
「最
善
の
国
家
」
に
行
き

つ
い
た
こ
の
地
点
で
、

ス
ピ

ノ
ザ
の
政
治
学
は
、
倫
理
学
と
の
関
係
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の

「
最
善
の
国
家
」
と
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
学
が
要
請
し
た

「可
能
な
限
り
多
く
の
人
間
が
可
能
な
限

り
容
易
か

つ
確
実

に
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(
「
精

神

と

自

然

と

の
合

一
性

の
認

識

」

と

い
う

)

目
的

へ
と

到

達

す

る

の

に
適

合

的

に
形

成

さ

れ

る

べ

き

(
政

治

)

社

会

」

以

外

の

何

も

の

で
も

な

か

っ
た

か

ら

で
す

。

こ

こ

で
、

ス
ピ

ノ
ザ

の
政

治

学

の
第

三

の
部

分

、

つ
ま

り

、

君

主

政

、

貴

族

政

、

民

主

政

と

い
う

伝

統

的

な

三

政

体

に

つ
い

て
論

じ

た

部

分

に

関

連

す

る

二

つ
の
点

に

ふ

れ

て
お

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

第

一
点

は
、

ス
ピ

ノ

ザ

が

、

そ

れ

ら

三

政

体

の

そ

れ

ぞ

れ

を

上

述

の

「
最

善

の
国

家

」

に
す

る

た

め

の
機

構

論

を

展

開

し

て

い

る

こ
と

で
す

。

そ

の

点

で
、

ス
ピ

ノ
ザ

の
政

治

学

は
、

地

上

に
存

在

す

る

あ

ら

ゆ

る

国

家

を
、

人

間

を

「
最

高

善

」

に
導

く

条

件

を
備

え

た

も

の

へ
と

転

換

さ

せ

よ

う

と

す

る

作

為

性

を
秘

め

て

い

た

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん
。

第

二
点

は
、

ス
ピ

ノ
ザ

に
お

け

る

「
デ

モ

ク

ラ

テ

ィ

ア
」

と

い

う

概

念

が

二

つ
の
意

味

を

も

っ
て

い

た

こ
と

に
注

意

す

べ

き

だ

と

い

う

こ
と

で
す

。

ま

ず

、

ス
ピ

ノ
ザ

は
、

三

政

体

に
分

類

で
き

る
全

て

の
国

家

の

最
高

権

力

11
主

権

が

、

政

治

社

会

を

構

成

し

よ

う

と

す

る

「
デ

モ

ス
」

あ

る

い

は

「
ム

ル

テ

ィ

チ

ュ
ー

ド
」

の

も

つ

「
力

(
ク

ラ

テ

ィ

ア
)
」

の
集

合

体

で
あ

る

こ
と

を

指

示

す

る

用

語

と

し

て

「
デ

モ

ク

ラ

テ

ィ

ア
」

と

い
う

言

葉

を

使

い

ま

し

た

(『
神
学

政

治

論

」
)
。

し

た

が

い
ま

し

て
、

こ

の
場

合

に

は
、

「
デ

モ
ク

ラ

テ

ィ

ア
」

を

民

主

政

と

訳

し

て

は

な

ら

ず

、

「
デ

モ

ス

の

(
集

合

的

な

)

力

」

と

訳

さ

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

他

方

で
、

や

や

こ
し

い

こ
と

に
、

ス
ピ

ノ
ザ

は

、

三

政

体

の
う

ち

「
デ

モ

ス

の

(集

合

的

な

)

力

」

と

し

て

の
主

権

を

「
多

数

者

」

が
握

る
政

体

を

「
デ

モ

ク

ラ

テ

ィ

ア
」

と

呼

ん

で

い
ま

す

(『
政

治

論

』
)
。

こ

の
場

合

に

は
、

「
デ

モ
ク

ラ

テ

ィ

ア
」

は

、

プ

ラ

ト

ン
以

来

の
伝

統

に
沿

っ
て
明

確

に

民

主

政

体

を

指

し

て
お

り

ま

す

。

そ

の
点

に

も

関

連

し

て
第

三

に
指

摘

し

て
お

き

た

い

の

は

、

ス
ピ

ノ
ザ

に

と

っ
て
、

「
デ

モ

ク

ラ

テ

ィ

ア
」

が

「
多

数

者

の
力

」

と

し

て

の
主

権

を

「
多

数

者

」

が

所

有

す

る

点

で

「
も

っ
と

も

自

然

な

」

政

体

だ

っ
た

こ
と

で

す
。

そ

れ

は

、

ス
ピ

ノ

ザ

が

デ

モ

ク

ラ

ッ
ト
だ

っ
た

か

ら

で

は

な

く

、

単

純

に
論

理

的

な
結

論

だ

っ
た

こ
と

に
注

意

し

た

い
と

思

い
ま

す

。

詳

細

に
論

じ

る

こ
と

は

い
た

し

ま

せ

ん

が

、

ス
ピ

ノ
ザ

の

デ

モ
ク

ラ

シ

ー
論

を

論

じ

る
場

合

に

は
、

以

上

の

よ

う

な

事

情

に
、

注

意

す

る
必

要

が

あ

る

こ

と

を
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指

摘

し

て

お

き

た

い
と

思

い
ま

す

。

お
わ
り
に

ス ピノザにおける 「哲学」 と 「政治」

以
上
見
て
ま
い
り
ま
し
た
よ
う
に
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
倫
理
学
と
政
治
学
と
は
、
双
方
か
ら
歩
み
寄
る
形
で
緊
密

に
織
り
合
わ
さ
れ

て

一
体
的
な
構
造
を
な
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
ま
た
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
哲
学
と
政
治
と
の
和
解

の
構
造
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
学
問
は
、
万
人
に
開
か
れ
た
普
遍
的
真
理

へ
の
途
を
求
め
て
政
治
学

の
展
開
を
要
請
し
、
そ
れ
に
よ

っ

て
哲
学
の
側
か
ら
政
治
と
の
和
解
を
図

っ
た
倫
理
学

の
論
理
と
、
万
人
に
よ
る

「
神
即
自
然
」

の
認
識
を
助
長
す
る
政
治
社
会
を
構
想
し
、

そ
れ

に
よ

っ
て
政
治
の
側
か
ら
哲
学
と
の
和
解
を
図

っ
た
政
治
学

の
論
理
と
が
接
合
す
る
形

で
成
り
立

っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

そ
れ
は
、
哲
学
と
政
治
と
の
和
解
の
途
を
哲
人
王

の
理
想
に
求
め
た
プ
ラ
ト
ン
の
試
み
を
、
例
え
ば
ホ

ッ
ブ
ス
が

「
無
知
」
を
帰
し
た

「民
衆

b
①O
覧
①」
、

ス
ピ
ノ
ザ
自
身
も

「
暴
徒
」

に
な
る
危
険
性
を
否
定
し
な
か

っ
た

「民
衆
日
巳
葺

&
O
」
が
歴
史

の
主
体
と
し
て
登
場

し
た
近
代
に
お
い
て
遂
行
し
よ
う
と
す
る
壮
大
な
、
し
か
し
、
最
初
か
ら
困
難
や
失
敗
が
予
想
さ
れ
る
企

て
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

政
治

の
世
界
が
権
力
に
不
都
合
な
哲
学
的
真
理
を
抑
圧
す
る
要
素
を
常
に
秘
め
て
い
る
限
り
、
支
配

被
支
配
の
統
治
関
係
を
含
む
政
治

社
会

の
目
的

に
高
々
と

「哲
学
す
る
自
由
」
を
掲
げ
る
こ
と
で
哲
学
と
政
治
と
が
和
解
す
る
途
を
求
め
続
け
た
ス
ピ

ノ
ザ
の
試
み
に
は
、

今
な
お
振
り
返
る
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
を
結
び
と
い
た
し
ま
し
て
、
私

の
講
義
を
終
わ
り
に

し
た

い
と
思

い
ま
す
。
本
日
来
て
下
さ

っ
た
多
く
の
皆
さ
ん
に
は
、

こ
れ
ま
で
、
長
い
間
、
公
私
に
わ
た

っ
て
親
し
く
お

つ
き
あ
い
い
た

だ
き
ま
し
た
。
長
年
に
わ
た
る
御
交
誼
、
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

*
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*
本
稿
は
、
本
年

の

一
月
十
二
日
に
行

っ
た
私

の
最
終
講
義

の
原
稿
に
若
干
の
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
当

日
、
講
義
に
参
加
し

て
下
さ

っ
た
多
く
の
方
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
配
慮
を
し
て
下
さ

っ
た
成
瞑
大
学
法
学
会

の
皆
様
に
あ
ら
た
め

て
心
か
ら
の
謝
意
を
表

し
た
い
と
思
う
。
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