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『
エ
チ
カ
』
で
ス
ピ
ノ
ザ
が
作
用
因
と
結
果
の
因
果
律
に
よ
る
決

定
論
的
考
察
を
極
限
ま
で
推
し
進
め
、
目
的
論
と
自
由
意
志
の
存
在

を
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
否
定
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
本

書
は
英
語
圏
の
研
究
、
と
り
わ
け
分
析
形
而
上
学
の
切
り
口
か
ら
ス

ピ
ノ
ザ
哲
学
の
骨
格
で
あ
る
因
果
律
を
論
じ
る
こ
と
（
第
Ⅰ
部
）
を

経
糸
と
し
、
因
果
の
連
鎖
に
現
れ
る
個
物
の
存
在
と
行
為
を
基
礎
づ

け
る
力
の
あ
り
方
の
考
察
（
第
Ⅱ
部
～
第
Ⅳ
部
）
を
緯
糸
と
し
て
編

ま
れ
て
い
る
の
が
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。
力
の
概
念
を
論
じ
た
哲
学

者
は
も
ち
ろ
ん
ス
ピ
ノ
ザ
だ
け
で
は
な
い
が
、
本
書
で
は
ス
ピ
ノ
ザ

が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
可
能
態
や
目
的
論
に
お
い
て
で
は
な

く
、
常
に
必
然
的
か
つ
「
現
動
的
」
な
も
の
と
し
て
力
を
考
え
て
い

た
こ
と
が
最
も
重
点
的
か
つ
重
層
的
に
考
察
さ
れ
、
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学

を
「
力
の
形
而
上
学
」
と
し
て
考
え
る
た
め
の
独
自
な
分
析
を
幾
重

に
も
積
み
上
げ
た
、き
わ
め
て
意
欲
的
な
研
究
成
果
が
展
開
さ
れ
る
。

　

第
Ⅰ
部
で
は
、
英
語
圏
の
先
行
研
究
と
の
豊
富
な
比
較
検
討
に

よ
っ
て
、
内
在
的
因
果
と
他
動
的
因
果
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
ス

ピ
ノ
ザ
の
因
果
律
を
、
結
果
に
対
し
て
「
何
か
を
行
う
も
の
」
と
い

う
意
味
で
の
「
行
為
者
因
果
」
と
し
て
解
釈
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に

と
っ
て
、
実
体
と
は
神
と
い
う
一
存
在
者
の
み
に
当
て
は
ま
る
概
念

な
の
で
「
実
体
因
果
」
の
用
語
は
適
切
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
目

的
論
や
自
由
意
志
論
を
ス
ピ
ノ
ザ
が
徹
底
的
に
排
除
し
た
こ
と
に
基

づ
き
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
因
果
律
を
現
代
の
「
行
為
者
因
果
説
」
を
適
用

し
て
分
析
し
た
こ
と
に
、
本
書
の
方
法
論
的
な
独
自
性
が
ま
ず
見
ら

れ
る
。

　

こ
の
解
釈
に
基
づ
き
、
因
果
律
に
現
れ
る
個
物
の
存
在
を
支
え
る

力conatus
や
傾
向
性determ

inatio

は
、
神
の
力
の
現
れ
で
あ
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る
以
上
は
、
抽
象
的
あ
る
い
は
可
能
的
な
本
質
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
存
在
と
行
為
に
お
い
て
現
実
的
か
つ
必
然
的（
さ
ら
に
は
現
動
的
）

に
顕
現
す
る
本
質
で
あ
る
、
と
い
う
本
書
の
主
張
の
核
を
成
す
考
察

が
第
Ⅱ
部
以
降
で
展
開
す
る
。
広
範
な
文
献
の
読
解
に
支
え
ら
れ
、

縦
横
無
尽
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
く
こ
れ
ら
の
考
察
に
は
著
者
の
独

自
な
議
論
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
、
本
書
の
白
眉
と
言
え
る
内
容
に

な
っ
て
い
る
。
分
析
形
而
上
学
と
い
う
、
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の
本
流
と

は
言
い
難
い
研
究
成
果
を
大
胆
に
取
り
入
れ
つ
つ
、
独
自
の
解
釈
を

次
々
と
提
示
す
る
本
書
は
著
者
渾
身
の
一
作
で
あ
り
、
そ
の
斬
新
な

主
張
の
数
々
に
は
著
者
の
魂
の
力
そ
の
も
の
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
大
胆
な
解
釈
を
提
示
す
る
研
究
に
は
議
論
を
喚
起
す
る

力
が
必
然
的
に
伴
う
が
、
本
書
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
読
み
進
め

る
う
ち
に
多
く
の
疑
問
が
生
じ
た
の
で
、い
く
つ
か
を
下
記
し
た
い
。

　

ま
ず
方
法
論
に
つ
い
て
。
現
代
分
析
哲
学
の
「
行
為
者
因
果
」
説

の
適
用
が
筆
者
独
自
の
方
法
論
だ
が
、
そ
の
意
義
が
評
者
に
は
充

分
に
了
解
で
き
な
か
っ
た
。
筆
者
自
身
も
述
べ
る
よ
う
に
（p. 130; 

p. 167

）、
原
因
と
は
「
結
果
に
働
き
か
け
る
原
因
」
で
あ
る
作
用
因

に
他
な
ら
な
か
っ
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
因
果
律
に
は
、
単
に
「
作
用
因
に

よ
る
因
果
」
の
考
え
を
適
用
し
た
ほ
う
が
見
通
し
が
よ
い
の
で
は
な

い
か
。「
行
為
者
因
果
」
の
概
念
を
ス
ピ
ノ
ザ
に
適
用
す
る
こ
と
の

可
否
に
疑
問
が
残
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
用
語
の
使
用
は
か
え
っ
て

問
題
の
複
雑
化
を
招
来
し
か
ね
な
い
の
で
は
、
と
の
懸
念
が
拭
い
き

れ
な
か
っ
た
。

　

個
体
が
諸
原
因
と
協
働
し
て
産
出
す
る
結
果
が
「
個
体
の
形
相
」

で
あ
り
「
高
階
の
変
状
」
で
あ
る
（
例
え
ば
人
間
の
歩
行
と
い
っ

た
行
為
は
人
間
の
形
相
に
相
当
す
る
）
と
い
う
筆
者
の
主
張
（pp.  

75 -77

）
も
理
解
が
困
難
で
あ
っ
た
。
人
間
の
歩
行
は
人
間
身
体
が

変
状
し
た
結
果
と
し
て
の
身
体
の
様
態
で
あ
っ
て
、
形
相
と
は
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
（E2A

4 &
 A
5, etc.

）。

　

コ
ナ
ト
ゥ
ス
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
自
然
法
則
に
お
け
る
慣
性
概
念

と
関
連
づ
け
た
考
察
で
は
（
第
六
章
）、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
結
び
つ

け
る
意
義
に
つ
い
て
疑
問
が
残
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ニ
ュ
ー
ト

ン
の
慣
性
概
念
の
源
が
デ
カ
ル
ト
の
自
然
法
則
で
あ
っ
た
よ
う
に

（p. 144

）、
ス
ピ
ノ
ザ
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
概
念
に
お
け
る
慣
性
的
な
考

え
の
源
も
、
お
そ
ら
く
デ
カ
ル
ト
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
（
ス
ピ
ノ
ザ
が
註
釈
を
施
し
た
デ
カ
ル
ト
の
『
哲
学
原
理
』
に

コ
ナ
ト
ゥ
ス
の
語
は
頻
出
す
る［
第
二
部
二
六
項；

第
三
部
五
六
項
、

五
七
項etc.

］）。

　

ま
た
、「
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
最
も
基
礎
的
な
レ

ベ
ル
で
決
定
し
て
い
る
の
は
、
慣
性
運
動
と
不
規
則
な
衝
突
を
際

限
な
く
繰
り
広
げ
る
、
無
限
に
多
く
の
最
単
純
物
体
の
集
合
体
」

（p. 165
）
と
い
う
記
述
で
は
、
第
一
に
こ
こ
で
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」

の
意
味
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
第
二
に
作
用
因
に
よ
る
必
然
的
世
界
を

「
慣
性
運
動
と
衝
突
に
よ
る
物
体
の
集
合
体
」
に
還
元
す
る
こ
と
が
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果
た
し
て
適
切
な
の
か
、
と
の
疑
問
が
残
っ
た
。
事
物res

に
は
当

然
な
が
ら
精
神
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
個
物
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
の
発
現
で
あ
る
自
己
保
存
に
お
い

て
、
著
者
は
「
限
定
的
」
と
付
言
し
て
は
い
る
も
の
の
、
ス
ピ
ノ
ザ

が
神
の
み
に
（
し
た
が
っ
て
実
体
の
み
に
）
厳
密
に
帰
す
自
己
原
因

の
概
念
を
適
用
し
て
い
る
が
（pp. 181 -182

）、
こ
れ
は
多
く
の
ス

ピ
ノ
ザ
研
究
者
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
解
釈
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

個
物
の
自
己
保
存
を
「
限
定
的
な
自
己
原
因
」
と
言
う
こ
と
が
可
能

な
ら
、
実
体
の
様
態
で
あ
る
個
物
は
「
限
定
的
な
実
体
」（
さ
ら
に

は
「
限
定
的
な
神
」）
と
ま
で
言
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

コ
ナ
ト
ゥ
ス
は
た
し
か
に
個
物
の
現
実
的
本
質
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
「
自
己
の
有
に
固
執
す
る
力
」「
行
為
へ
の
力
」
で
あ

る
以
上
、
個
物
を
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
そ
の
も
の
」（p. 197
）
と
同
一
視

す
る
の
も
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
。
力
と
主
体
を
同
一
視
す
る
ス
ピ

ノ
ザ
の
論
拠
と
し
て
『
形
而
上
学
的
思
想
』II, 12

を
筆
者
は
挙
げ

る
が
、
そ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
精
神
を
意
志
と
同
一
視
し
、
精
神

は
「
考
え
る
も
の
…
す
な
わ
ち
肯
定
し
否
定
す
る
も
の
」
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
肯
定
し
否
定
す
る
等
し
い
力
を
も
つ
」
と
言
明
す
る
。
精

神
は
力
ま
た
は
本
質
を
そ
の
内
に
あ
く
ま
で
「
も
つ
」
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
と
同
一
視
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
偶
然
的
と
可
能
的
の
定
義
（E4D

3 &
 4

）
に
基
づ
き
、

こ
れ
を
筆
者
の
言
う
「
可
能
的
な
力
」
概
念
に
適
用
し
て
分
析
す
る

こ
と
（
第
十
・
十
一
章
）
の
妥
当
性
に
も
疑
問
が
生
じ
た
。
上
述
の

ス
ピ
ノ
ザ
の
定
義
は
、
両
者
の
内
容
の
相
違
が
も
た
ら
す
人
間
感
情

の
強
さ
の
相
違
を
説
明
す
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
（
可
能
的
な
事
物
は
、
事
物
の
未
来
の
存
在
を
定
立
す

る
事
柄
を
表
象
す
る
た
め
、
偶
然
的
な
表
象
が
惹
起
す
る
感
情
よ
り

も
激
し
い
感
情
（
期
待
あ
る
い
は
恐
れ
）
を
惹
起
す
る
［E4P12

］）。

『
エ
チ
カ
』
第
四
部
は
感
情
の
力
が
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
分

析
形
而
上
学
の
手
法
で
「
可
能
的
な
力
」
な
い
し
「
可
能
な
行
為
」

（p. 223 sq.

）と
し
て
読
解
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
の
か（
さ

ら
に
は
第
十
章
（
特
に
第
四
節
）
の
解
釈
そ
の
も
の
が
成
立
し
て
い

る
の
か
）
と
の
疑
問
が
払
拭
で
き
な
か
っ
た
。

　

最
後
に
、
本
書
の
題
名
で
あ
る
「
自
然
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
定

義
が
不
明
確
な
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
の
が
き
わ
め
て
残
念
だ
っ
た
。

自
由
意
志
と
目
的
論
を
排
除
し
た
必
然
主
義
が
「
自
然
主
義
」
を
意

味
す
る
こ
と
は
自
明
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
説
明
の
た
め
に

は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
自
然
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
詳
細
に

論
じ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
不
充
分
な
ま
ま
終
わ
っ
た
（「
神

あ
る
い
は
自
然
」「
自
然
の
共
通
秩
序
」
と
い
っ
た
語
は
現
れ
る
が
、

主
眼
は
あ
く
ま
で
そ
の
中
の
個
物
と
力
の
説
明
に
あ
る
）
本
書
の
題

名
は
、
副
題
の
「
力
の
形
而
上
学
」
の
ほ
う
が
内
容
を
適
切
に
表
す

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
の
議
論
に
は
難
解
な
箇
所
が
多
く
、
以
上
の
諸
疑
問
は
評
者
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の
読
解
不
足
や
誤
解
に
よ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
の
斬
新
な
分

析
ゆ
え
の
議
論
喚
起
力
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
疑
問
に
よ
っ
て
本
書
の
独
自
な
考
察
の
価
値
が
貶
め
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
書
は
今
後
の
ス
ピ
ノ

ザ
研
究
の
一
層
の
活
性
化
に
資
す
る
重
要
な
成
果
で
あ
る
こ
と
を
最

後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。


