
デ

カ

ル

ト

の

懐

疑

に

つ

い

て

『省
察
』

の

「
反
論
と
答
弁

」
を
資

料
と

し
て
ー

安

藤

正

人
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本

論
は

、
デ
カ

ル
ト

の

い
わ

ゆ

る

「
懐

疑
」
に

つ

い
て
、
『
省
察

』

の

「
反
論

と
答

弁
」
を
資

料
と

す

る
限

り

に
お

い

て
議

論

し
よ

う
と

す

る
も

の
で
あ

る
。
け

つ
し

て
、
デ
カ

ル
ト

の

「
懐

疑

」
に

つ
い
て

の
全

面

的
な
議
論

を
企

て
る
も

の
で
は

な

い
。
こ

の
意

味

に
お

い
て

は
、
予
備

的
な

い
し

は
資

料

的
な
論

文
と

解

し

て
頂

い
て
差

し
支
え

な

い
。
デ
カ

ル
ト

の
よ
う

に
、
議

論
な

い
し
は
推

論

の
精

密

さ
を

眼

目
と
す

る
哲
学

者

の
思
想
を

論
ず

る
際

に
は

、
緻
密

な
議

論
を

展
開

し
よ
う

と
す

れ
ば
す

る

ほ
ど
、
え

て
し

て
そ

の
哲

学

の
内

的

な
連

関

を
正
確

に
理

解
し

よ
う
と

す
る

、
内
在

的

な
視
点

を
採

ら
ざ

る
を

え

な

く
な

る
。
『
省
察
』
の
本

文

で
は
な

く
、
そ

の

「
反
論

と
答

弁
」
を

資
料

と
す

る

こ
と

の
意
味

は
、
通
常
忘

れ

ら
れ

が
ち
な

外

か
ら

の
視

点

、
つ
ま
り

『省

察

』
に
対

す

る
反
論

者

の
視

点

が
議

論

を
導

い
て

く

れ

る
と

い
う

点

に
あ

る

。
当

然

な
が

ら
、
デ

カ

ル
ト

の

「
懐

疑

」

の
具
体
的

な
内

容
や

そ

の
推
移

を
十
分

に
議
論

す

る
こ
と

は
で
き

な

い
が
、
「
懐

疑

」
を

外
か

ら
見

た
と

き

の
そ

の
全

体

と

し

て

の
姿

は

、

む

し

ろ

「
反
論

と

答
弁

」
を

資

料
と

し

て
論

じ
た

方

が
、
よ
り

明
確

に
な

る
と

期
待

さ
れ

る

の
で
あ

る

。

さ

て
、
「
反
論

と
答

弁

」
に
お

い
て
実
際

に

「
懐

疑

」

に
関

し

て

議

論

さ
れ

て

い
る
事

柄
を

整
理

す

る
と

、
大

き

く
分

類

し

て
三

つ
の

内

容

が

取
り

出

さ

れ
る
よ

う

に
思

わ
れ

る

。
第

一
は
、
「
懐
疑

」

の

虚

構

性

な

い
し

は
作

為
性

に
関
す

る
問

題

で
あ

る

。
第

二

は
、
特

に

「
第

一
省

察

」
だ

け

で

は
な

く
、
明
証

性

が
不

可
疑

性

で
も

あ

る

限



り

に
お

い
て
、
『省

察
』
全
体

に
常

に
付
随

し

て

い
る

と
考
え

ら

れ

る
意

味

で

の

「
懐

疑
」
に
関
わ

る
問
題

で
あ

る
。
第

三
は

、
い
わ

ゆ

る

「
懐
疑

の
射

程
」
の
問
題

、
す

な
わ

ち

「
懐

疑

」
に

お

い
て
疑

わ

れ

て

い
な

い
も

の
の
問
題

で
あ

る
。
こ
れ

ら

の
内
、
第

二

の
問
題

と

第
三

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ

ど
多

く

議
論

さ

れ
て

い
る
わ

け

で
は
な

い
。
し
た

が

つ
て
、
こ
れ

ら

の
問

題

に
関

し

て
は
、
問
題

の

端
緒

を
明

確

に
す

る
程
度

の
こ
と
し

か

で
き
な

い
で
あ

ろ
う

。
「
反

論
と

答
弁

」

に

お

い
て
、

量
的

に
最

も
多

く

議

論

さ
れ

て

い
る

の

は
、
第

一
の
問
題

で
あ

る
。
で
は
以

下

に
、
そ
れ

ぞ
れ

の
問

題
を

逐

次
議

論

し

て
ゆ
く

こ
と

に
し
よ
う

。

一

「
懐
疑
」

の
虚
構
性

に

つ
い
て

第

二
反

論

で
は
、
「
第

一
省

察
」

の

「
懐

疑
」

に
関
連

し

て
次

の

よ
う

に
述

べ
ら
れ

て

い
る
。

も

の

…
貴

下
が
も

つ
ば

ら
思

惟
す

る
事
物

で
あ

る
と

い
う

こ

と

を
結

論

し
よ
う

と
し

て
、
す

べ
て

の
物
体

の

〔観
念

が

あ

た

か
も
〕
幻

像

〔
で
あ

る
か

の
よ
う

に

、

こ
れ
〕

を
極

力

貴

下

は
拒
斥

な

さ

っ
て
お

い
で

で
す

が
、

そ
れ

は

、

現

実

的

に

(9・
9
儒
)
し

て
実

際

に

(『o
《
。
旨
)、
と

い
う

わ

け

な

の

で
は

な
く

、
心

の
擬

制

(暫
巳
目
寛

蒼

δ
犀

)
と

し

て

に
す
ぎ

な

か

っ
た

、
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
て
、
[そ
の
こ
と
を
思

い
出

し

て
く
だ

さ
る
よ
う

に
と
申
し
ま
す
の
も
、
]
後

に
な

っ
て

か

ら

も

し
か

し

て
貴

下

が
、
貴

下

は
実

際

に
精
神

、

も

し
く

は

思
惟

、

な

い
し

は
思

惟
す

る
事

物

、

よ
り

ほ

か

の
何

も

の

で
も

な

い
、
と

い
う

こ
と

が

結
論

さ

れ
う

る
と

、

お
信

じ

に

な

っ
て

お

い
で
だ
と

い
け

な

い
か
ら

で
す

。

に

こ
こ

で

「
現

実

的

に

(碧
ヨ
)」

で
も

「
実
際

に

(冨
く
。
冨
)」

で
も

な
く

「
心

の
擬

制

(9
巳
自

鵠
o
鼠
8

0
)」
で
あ

る
と

言

わ
れ

て

い
る

の

は
、
厳
密

に
言

え
ば

「
懐
疑

」
そ

の
も

の
で
は

な
く

、
「
第

一
省
察

」

の
中

で

デ
カ

ル
ト

が
、
疑

わ
し

く
思

わ

れ
る
も

の
を

偽
と

看
倣

す

箇

所

に

つ

い
て
で
あ

る
が
、
「
擬

制

(津
o
鼠
o
)」
と

い
う
表

現

に

、
デ
カ

ル

ト

の

「
第

一
省

察
」
全

体

に
対
す

る
虚

構

的

・
作
為

的

で
あ

る
と

い
う

非

難
が

感

じ
取

れ

る

で
あ

ろ
う

。
と

こ
ろ

で
、
こ

の
反
論

の
主

旨

は
、
単

に
疑

わ

し

い
と

い
う

こ
と

か

ら

は
、
い
か

な

る
肯
定

も

否

定

も

結

論

さ
れ

な

い
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
こ

の
反
論

に
対

す

る
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デ
カ

ル
ト

の
答

弁

は
明
確

な
も

の
で
あ

っ
て
、
第

二
答

弁

で
は
次

の

よ
う

に
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

そ

の
間

の
事
情

を
十

分

に
私

が
憶
え

て

い
た

と

い
う

こ

と

、
そ

の

こ
と

を
す

で
に
私
は

第

二
省
察

の
う

ち

で
、
「
お

そ

ら
く

は

[実
は
]
し
か

し
、
私

に
識

ら
れ

て

い
な

い
か

ら

と

い
う

の

で
、
無

で
あ

る
と

私

の
想

定

す

る

こ
れ

ら

の
も

も
の

の
そ

の
も

の
が
、
事

物

の
真

理

に
お

い
て
は

し

か
し

[
そ
れ

で
も
]
、
私

が
識

っ
て

い
る
私

、
そ

の
私

と

相
異

な

っ
て
は

い
な

い
、
と

い
う
事

態

が
起

こ

る
の

で
は

な

い
で
あ

ろ
う

か
。
私

は

〔
そ
れ

に

つ
い
て
何
も
〕

知

ら

な

い
、

が
、

そ

の
点

に

つ

い
て

は
今

は

討
究

し

な

い
、

云

々
」

と
述

べ
た

と

こ

ろ
に

よ

っ
て
、
立

証

い
た

し
て
お

り
ま

し

て
、

に

す

な
わ

ち
、
デ

カ

ル
ト

は
、
「
懐

疑
」
は
単

に
疑
わ

し

い
と

い
う

こ
と

で
あ

つ
て
、
そ

の
こ
と

か
ら
直

ち

に
何

事

か
が
否

定

さ
れ

た
り

肯
定

さ

れ
た
り
す

る

こ
と
は

な

い
、
と

い
う

反
論

を
当

然

の

こ
と

と

し
て
認

め

て

い
る
。
し

か
し

、
お

そ
ら
く

デ
カ

ル
ト

は
、
こ

の
反
論

か
ら

、
「
そ
れ

故
、
第

一
省

察

は
無

益

で
あ
る

」
と

い
う
結

論

を
何

と

な

く
感

じ
取

っ
た

の
で
あ

ろ
う

。
続

け

て
デ

カ

ル
ト

は
、
「
第

一

省

察

」

の
意

味

を
、

次

の
よ
う

に
説

明

す

る

の
で
あ

る

。

も

の

そ
う

い
う

次

第

で
、
何

に
も

ま

し

て
事
物

の
確

固
た

る

認

識

に
達

す

る

の
に
利

す

る
と

こ

ろ

の
あ

る

の
は
、

ま
ず

も

の

も

の

も

っ
て
す

べ
て

の
事

物

、
と

り
わ

け

物
体

的

な
事

物

に

つ

い

て
疑

う

習
慣

を
身

に

つ
け

る

と

い
う

こ
と

、

な

の
で

あ

り

ま

す

か
ら

、

こ

の
こ
と

に

つ

い
て

ア
カ

デ

ミ
ー
学

派

や

懐

疑

学
派

の
人

々
に

よ

っ
て
書

か

れ
た

幾
多

の
書
物

を

久

し

く
前

に
私

は
見

た

こ
と

が
あ

り
、

そ
う

し
た

お
古

の
や

き

な

お

し
を

す

る
こ
と

に
私

の
潔

し

と

は

し
な

い
も

の
が

あ

っ
た
と

は

い
え

、
私

は

し
か

し
省

察

〔
の

一
つ
を
〕

全

部

そ

の
こ
と

に
費

や

さ
ざ

る
を
え

な

か

っ
た

の
で

あ
り

ま

し

て
、
私

は
読

者

が
、
こ
の
省
察

[
一
つ
]
を

ひ
も

と
く

の

に
要

す

る
短

い
時

間
ば

か
り

で
は
な

く

て
、

幾

月
も

、

あ

る

い
は
少

な

く
と

も
数

週

間
は

、
そ

れ

以
外

の
と

こ

ろ

へ

と

進

み

ゆ
く

に
先

立

っ
て
、
そ

こ

に
取

り
扱

わ

れ

て

い
る

も

の
を
考

察

す

る

の
に
専
心

す

る

よ
う

に

、
し

て

ほ
し

い

　ヨ
　

と

思

っ
た

の

で
す

。
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同
様

の
主

張

は
、
「
第

二
答

弁
」
に
続

く

「
神

の
存
在

と

霊
魂

の

身

体

か
ら

の
区

別
と
を

証
明
す

る
、
幾
何
学

的

な
様
式

で
配

列

さ
れ

た
諸
根

拠

」

の
第

一
の

「
要
請

」

に
も
見

ら

れ
る

。

私

は
第

一
に
は
、

読
者

が
、
自

分

の
感

覚

に
従
来

は

信

を
寄

せ

て

こ
ら
れ

た

そ
の
根

拠

の

い
か

に
脆

弱

な
も

の

で

あ

る
か

㍉
そ

し

て
、
か

か

る
感
覚

の
上

に
積

み
重

ね

て

こ

ら

れ
た
す

べ
て

の
判

断

の

い
か

に
不
確

実

な
も

の

で
あ

る

か
、

に
気

づ

か
れ

て
、

そ

の
こ
と

を
長

く

か

つ
し
ば

し
ば

読

者
自

ら

の
う

ち

に
お

い
て
熟

考

し
、

つ

い
に
は
か

く

て

も

は
や
感
覚

を

あ
ま

り
信

用

し
な

い
習

慣
を

獲
得

さ

れ
る

よ
う

、
要
請

す

る
。
と

い
う

の
は
、
こ

の
こ
と

が
私

は

、
形

よ
り

の

而
上
学
的
な
事
物
の
確
実
性
を
知
得
す
る
の
に
は
肝
要
で

　
　

り

あ

る
、
と
判

断

す

る
か
ら

で
あ

る
。

す

な
わ

ち

、
懐

疑
す

る

こ
と

か
ら

直
接

的

に
何

ら

か

の
否
定

な

い
し
肯

定
が

得

ら
れ

る
わ

け

で
は

な

い
と

し

て
も
、

「
第

一
省
察

」

の

「
懐

疑
」
は

、
「
擬
制

(識
o
鼠
o
)」
と

い
う

語

の
響

き

が
暗

示

し

て

い
る

よ
う

な
単

に
レ

ト
リ

カ

ル
で
無
用

な

も

の

で
は

な
く

、
「
す

べ

も

の

も

の

て
の
事

物
、
と
り

わ

け
物

体

的
な
事

物

に

つ

い
て
疑

う

習
慣

を
身

に

つ
け

る
」
た

め

に
、
す

な
わ

ち

「
確

固

た
る

認
識

に
達
す

る

」
た

め

に

必
要

不

可
欠

な
も

の
と
し

て
書

か
れ

た

の

で
あ

る
。

と

こ

ろ

で

、

「
第

二
答

弁

」

に

お

い
て

デ

カ

ル

ト

は

、

「
擬

制

(諌
。
二
〇
)」
と

い
う

表

現

に
関
し

て
は

何
も

言

っ
て

い
な

い
。
よ

く

デ

カ

ル
ト

の

「
懐

疑

」
は

、
「
誇

張

的
」
「
方
法

的

」
等

の
表

現

に
よ

っ

て
形

容

さ

れ
る

。
デ
カ

ル
ト

の

「
懐

疑
」
に
、
何

か

し
ら

作

為
的

な

も

の
が

感

じ
ら

れ

る

の
は
事

実

で
あ

ろ
う

。
で

は
、
デ

カ

ル
ト

は
、

こ

の
点

に

関
し

て
ど

の
よ
う

に
考
え

て

い
る

の
で
あ

ろ
う

か

。
「
第

四
反

論

」
は
、
次

の
よ
う

に

デ
カ

ル
ト

の

「
懐

疑
」
の
危

険

性
を

忠

告

し

て

い
る
。

第

一
に

、
私

は
、

そ
れ

に
よ

っ
て
す

べ

て
が
懐

疑

に
導

か

れ

て
し

ま
う

と

い
う

、
相
当

自
由

な

こ

の
哲

学

の
仕
方

が

、
あ

る

人

々
を

つ
ま
ず

か

せ

る

の
で
は

な

い
か

と

、
危

惧

す

る

の
で
す

。
そ

し

て
、
ま

さ

し
く

、
著

者
自

身

も

、
こ

の

[哲
学
の
]
方

途

は
凡

庸
な

精
神

に
と

っ
て

は
き

わ

め

て

危
険

で
あ

る
と

、
『方

法
序

説
』
の
中

で
認

め

て

い
ら

れ

る
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の

で
す

が
、
し

か

し
な

が
ら
、

こ
の
惧

れ

は
、
「
概
要

」
に

お

い

て
は
少

な
く

な

っ
て

い
る

こ
と
を

私

は
認

め

る
も

の

で
す

。
と

は
申

し
ま

す
も

の
の
、
な

ん
ら

か

の
小
序

言

が

こ
の

『
省

察
』

に
あ

ら

か

じ

め
付

せ

ら
れ

て
、

そ

の
小

序

言

に

よ

っ
て
、
次

の
点
が

〔読

者

に
〕
注

意

さ

れ
る

べ
き

で
は

も
の

な

い
で
し

ょ
う

か
、

す

な
わ

ち
、

そ
れ

ら

の
事

物

は
心

の

底

か
ら

(。。
o
ユ
o
)
疑
わ

れ

る

べ
き

な

の
で
は
な

く

、
著

者
自

身

も

他

の
箇
所

で
言

っ
て
お
ら

れ

る
よ
う

に
、
[疑
う

の
は
]

「
す

こ

し
で
も

そ
し

て
誇

張

に
よ

っ
て

(ξ

唱
o
ひ
o
ぎ

暫巳
)
も

疑
う

余

地

」
が

残

っ
て

い
る

も

の
を

一
時
取

り

除

い
て
、

ど

の
よ
う

に
頑

固
な

人
も

そ

れ

に

つ
い
て

は
僅
少

の
疑

い

さ
え

許

さ
れ

な

い
よ
う

な
、
強

固

で
確

実

な
あ

る
も

の
が

見
出

さ

れ
う

る
た

め
な

の
だ

、
と
。
で
す

か
ら

ま
た

、
「
私

は
私

の
起

源

の
創
作

者
を

識

ら
な

い
で

い
た
(茜
昌
o
冨
器
旦

の
で
あ

る
か
ら

」
と

い
う

言
葉

の
代

わ
り

に
、
「
[私
は
私
の

起

源

の
創
作
者
を
]

識

ら
な

い

で

い
る

と
仮

想

し

て

い
た

(諮
昌
o
『
碧
o
目
o
㌦
言
。q
。
器
旦

[
の
で
あ
る
か
ら
]
」

と

[
い
う
言

ハ　
　

葉
を
]
置

く

べ
き

だ
と

私

は
考
え

る

の
で
す

。

す

な
わ

ち

、
「
第

四

反
論
」
の
筆

者

で
あ

る

ア

ル
ノ

ー
は

、
「
凡

庸

な
精

神

(目
o
巳
o
o話

貯
oqo
巳
ロ
目
)」

に
よ

っ
て

「
懐

疑

」
が

「
心

の
底

か
ら

(。。o
ま

)
」
の
も

の

で
あ

る
と
誤

解

さ

れ
る
と

極

め

て
危
険

で
あ

る
か

ら

、
こ

の

「
懐

疑

」
が

「
心

の
底

か

ら
」
の
も

の

で
は

な

い
こ

と

を
明

記
す

べ
き

で
あ

る
と
主

張
し

て

い
る

の
で
あ

る

。
こ
の
忠

告

に
対

し

て

デ

カ

ル
ト
は

、
ど

の
よ
う

に
答

え

て

い
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

…

「
第

一
省
察

」
な

ら
び

に
ま

た

そ
れ

以
外

の
と

こ
ろ

に
含

ま

れ

て

い
る
事

柄

が
、

ど

の
よ

う
な

知
能

の
持
主

の

理
解

に
も
適

す

る
も

の
で
は

な

い
と

い
う

こ
と

を

、
全

面

的

に
私

は
承

認

す

る

の
で
あ

り
ま

し

て
、

そ

の

こ
と
を

私

は

、
機

会

あ

る
度

ご
と

に
証

言

し

て
ま

い
り

ま

し

た

し
、

か

つ
ま

た

、
今
後

も

証

言
す

る

で
あ

り
ま

し

ょ
う

。

そ

し

て
、

そ

の
こ
と

こ

そ
、

こ
れ

ら

の
事

柄
を

私

が
な

ぜ

フ
ラ

ン
ス
語

で
書

か
れ
た

『方

法
序

説

』

に
お

い
て
は

論
ず

る

こ
と

な

く

、
有
能

で
博

識

な

人

々
に

の
み

読
ま

れ

る

べ
き

で
あ

る
と
前

も

っ
て
私

の
警
告

い
た

し
ま

し

た

こ

の

『
省

察
』

の
た

め

に
保
留

し

て
お

い
た

の
か
、

と

い
う

そ

の
唯
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一
つ
の
理
由

な

の

で
す
。

そ
れ

に
、

私
と

し

て
は
、

非
常

に
多

く

の
人

々
が
そ

れ
を

読
む

の
を
差

し
控

え
ね

ば

な
ら

ぬ
事

柄

を
書

く

こ
と
を

、
私

が
差

し
控

え

た

と
し

た

な
ら

ば

、
そ

の
ほ
う

が

い

っ
そ
う

正

し

い
こ

と
を

し

た

こ
と

に

な

っ
て

い
た

で
あ

ろ
う

、
と

言
わ

れ

て

は
な

ら
な

い
の

で

あ

り
ま

し

て
、
と

申

し
ま
す

の
は
、

そ

れ
ら

の
事

柄

を
私

は

、
必

要
な

こ

と
と
看

倣

し

て
お
り

、

そ
れ

ら
な

く

し

て

は

堅
固

で
不

動

な
何
も

の
も

哲
学

に
お

い
て
確

立

す

る

こ

と

が
け

っ
し

て
で
き

な

い
、
と
確

信

し

て

い
る

の
で
す

。

そ

れ

に
、
火
と

鉄

と

は
、
無

思
慮

な
人

々
も

し
く

は

子
供

た
ち

に
よ

っ
て
取

り
扱

わ

れ
る
と

き

に

は
危

険

が

と
も

な

う

に
し
ま

し

て
も

、

し
か

し
生
活

に
と

っ
て
有

用

な

も

の

で
す

か

ら
、
危

険

が
あ

る

ゆ
え

に
な
く

て
よ

い
と
考

え

る

ユ
な

者

は
、
誰

も

お
り
ま

せ

ん
。

デ

カ

ル
ト

は
、
ア

ル
ノ

ー

の
忠
告

を
全

面

的

に
認

め

て

い
る
。
注

意

し

て
お

か

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
が
、

デ

カ

ル
ト

の

「
懐

疑
」

が

「
凡
庸

な
精

神
」

に
と

っ
て
危

険

で
あ

る

の
は
、

そ
れ

が

「
心

の
底

か
ら
」

の

「
懐

疑
」

で
あ

る
と

誤
解

さ

れ

る
惧

れ

が
あ

る

か

ら

で

あ

っ
た

。
す

な

わ

ち

デ
カ

ル
ト

は
、
間
接

的

に

で
は

あ

る
が

、
「
懐

疑

」
が

「
心

の
底

か

ら
」
の
も

の
で
は

な

い
こ

と
を

認

め

て

い
る

こ

と

に
な

る

。
む
し

ろ
、
「
懐

疑

」
は

「
心

の
底

か

ら
」
の
も

の
で

あ

っ

て
は

な

ら
な

い
の

で
あ

る
。
し
か

し

、
同

時

に

デ
カ

ル
ト

は

、
「
懐

疑

」
に
関

し

て
、
「
そ

れ
ら

な
く

し

て
は
堅

固

で
不
動

な

何

も

の
も

哲

学

に
お

い
て
確
立

す

る
こ
と

が
け

っ
し

て
で
き

な

い
、
と

確
信

し

て

い
る

の

で
す

」
と
述

べ
て

い
る

.
こ

れ
ら

二

つ
の
事

は
、
デ

カ

ル

ト

に

お

い
て
は
矛

盾

し

て

い
な

い
と

考
え

ね

ば

な
ら

な

い
。
「
心

の

も
の

底

か

ら
」

の
も

の
で

は
な

い

「
懐
疑

」
が

、
「
す

べ

て

の
事

物

、
と

も

の

り

わ
け

物
体

的

な
事
物

に

つ
い
て
疑
う

習
慣

を
身

に

つ
け

る
」
た

め

に
、
ま

た

そ
う

す

る

こ
と

を
通

し

て

「
堅
固

で
不

動

な
」
哲

学

を

打

ち

立

て

る
た

め

に
、
必
要

不

可
欠

な

の
で

あ
る

。
そ
し

て
、
「
心

の

底

か

ら
」
の
も

の
で
は

な

い

「
懐
疑

」
に
、
「
こ

の
省

察

=

つ
]
を

ひ

も
と

く

の
に
要

す

る
短

い
時

間
ば

か
り

で
は
な

く

て
、
幾

月
も

、

あ

る

い
は
少

な
く

と
も

数
週

間

は
、
そ
れ
以

外

の
と

こ

ろ

へ
と
進

み

ゆ
く

に
先
立

っ
て
、
そ

こ
に
取
り

扱
わ

れ

て

い
る
も

の
を

考

察
す

る

の
に
専

心

す

る
」
こ
と

を

デ
カ

ル
ト

は

要
求

す

る

の
で
あ

る

。
こ

の

よ
う

な

デ

カ

ル
ト

の
立

場

は
、

い
か
に

し

て
可

能

な

の

で
あ

ろ
う

か

。
や

や
粗

雑

な

「
反
論
」

で

は
あ

る
が

、
「
第

五
反
論

」
を

手

掛
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か
り

と
す

る

こ
と

に
し
よ

う

。

第

一
省

察

に
関

し

て
は
、

そ

こ
に

い
つ
ま

で
も

ふ
み
と

ど

ま

っ
て
議

論
す

る
必

要

は
あ
り

ま

せ

ん
。
と

い
う

の
は
、

あ

な

た

の
精

神
を

一
切

の
偏

見

か

ら
解

き
放

す

こ
と

を
欲

し
た
あ

な

た

の
意
図

に
は

、
私

も

同
意

致

し
ま
す

。

た
だ

次

の

一
つ
の

こ
と
だ

け

が

私

に

は
よ

く

分

か
り

ま

せ

ん

。

そ

れ
は
、
真

で
あ

る
こ
と

が
見

き

わ
め

ら

れ

る
よ
う

に
な

る
も

の
を

あ
な

た
が

そ

の
あ
と

で
選
び

出

す

た
め

に
、
簡

単

に
わ
ず

か

の
言
葉

で
あ

な

た

が
以
前

に
知

っ
た

こ
と

は

不
確

実

で
あ

る
と
言

明

さ

れ
る

ほ
う

が
、

一
切

の
も

の
を

偽

で
あ

る
と

見
倣
す

こ
と

に
よ

っ
て
、
古

い
偏

見

を
取

り

除

く
ど

こ

ろ
か
、

か
え

っ
て
新

た
な
偏

見

を
受

け

容

れ
る

こ
と

に
な

る
よ
り

、

い

っ
そ
う
望

ま

し

い
と
考

え

ら

れ
な

か

っ
た

の
は
な

に
ゆ
え

で
あ

る

の
か

と

い
う

点

で
す

。
か

く

て
、
ご
ら

ん
な

さ

い
、
[そ

の
こ
と
を
]
あ

な

た

が
あ

な
た

自

身

で
確

信
す

る
た

め

に
、
欺
隔

者

で
あ

る
神
を

、
あ

る

い
は

わ

れ
わ
れ
を

惑

わ
す

何

か
知

ら
れ

な

い
悪

し
き

霊
を

仮
想

す

る
こ
と

が
必

要

に
な

っ
て
し
ま

っ
た

の
で
す

。
と

こ
ろ

が
実

際

に

は
、

人
間

の
精

神

の
蒙

昧

さ
、

ま
た

は

人

間

の
本

性

の
脆
弱

さ

の
み

を
理

由

と
し

て
挙

げ

れ
ば

十

分

で
あ

る
と

思

わ

れ
た

の

で
す

が
。
更

に
あ
な

た

は

一
切

を

疑

い
に
引

き

入

れ
る

た
め

に

、
そ

し

て
生
起

す

る
ど

の
よ

う

な

も

の
ご

と
を

も
錯

覚

で
あ

る

と
見

倣
す

た

め

に
、

あ

な

た

は
夢

を

見

て

い
る

の
だ

と
仮

想

さ
れ
ま

す

。

け

れ
ど

も

そ

の
こ
と

に

よ

っ
て
、

あ

な
た

は
自

ら
を

強

い
て
、

自

分

は

目
覚

め

て

い
な

い
と

信

じ
、

あ
な

た

の
眼

の
前

に
存

在

し
あ

る

い
は

く
り

ひ

ろ
げ

ら

れ

て

い
る

こ
と

が

ら

は
、

不
確

実

で

あ

り

虚

偽

で
あ

る
と

見

倣

す

よ
う

に

な

る

で

し

ょ
う

か

。
あ

な
た

が

た
と

え
何

を

言
わ

れ

よ
う

と

、
あ

な

た
が

認

識
し

て
き

た
も

の

の

い
か

な

る
も

の
も

真

で

は

な

い
と

い
う

こ
と
、

ま

た
あ

な

た

の
感
覚

や
夢

や
神

や

悪

し
き

霊

が
絶

え

ず
あ

な

た
を

欺

い
て
き

た
と

い
う

こ
と
を

あ

な
た

が
確

信

し

て

い
る
と

は

、
誰

も
納

得

さ

せ
ら

れ

は

し

な

い
で
し

ょ
う

。

[あ
な
た

の
や
り
方

は
]

作

為

に

は

し

り

、
幻

想

を
追

い
求

め
、
娩

曲

な
言

い
方

を

好

ん

で
用

い

る

[
に
ひ
と
し
い
]
と

ひ
と

に
非

難

さ
れ

る
か

も
知

れ
ま

せ

ん
が
、

そ
れ

よ
り

も

、

こ
と
が

ら

を
あ

り

の
ま

ま

に
真

面
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目

に
か

つ
単

純

に
述

べ

る
こ
と

の
ほ
う

が
、

は

る
か

に
哲

学

的

公
明
性

と

真
理

へ
の
愛

と

に
相

応

し

い
こ

と

で
あ

っ

た

で
し

ょ
う

に
。
し

か
し

な

が
ら
、

あ

な

た
は

こ

の
よ
う

な

や
り
方

を
と

る
こ
と
を

よ

い
と

思
わ

れ
た

の
で
す

か
ら
、

　セ
　

私

は

こ
れ

以
上

と

や
か
、く

言
お
う

と

は
思

い
ま

せ

ん

。

す

な

わ
ち

、
第

五
反
論
者

ガ

ッ
サ

ン
デ

ィ
は
、
「
精
神

を

一
切

の

偏
見

か

ら
解
き

放
す
」
と

い
う

デ
カ

ル
ト

の
目

的

に
は

同
意

し

て

い

る

。
し
か

し

、
そ

の
た
め

に
デ

カ

ル
ト
が
採

用

し
た

「
懐

疑
」
と

い

う
方

法

に
対

し

て
は

、
「
作
為

に

は
し
り

、
幻

想

を
追

い
求

め
、
娩

曲

な
言

い
方

を
好

ん

で
用

い
る
」

も

の
と

し

て
批
判

す

る

の
で

あ

る
。

ガ

ッ
サ

ン
デ

イ

に
よ

れ
ば
、

デ
カ

ル
ト

が

い
く

ら

「
夢

」

や

「
悪
し

き
霊

」
な

ど

の
懐
疑

理
由

を
持

ち
出

し

た
所

で
、
誰
も

自

分

が

こ

の
よ
う
な

も

の
に
欺

か
れ

て
き

た
な

ど
と

は
納

得

し
な

い
。
す

な

わ
ち

、

デ

カ

ル
ト

の

「
懐

疑
」

は
作

為

的

な

の

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、
大

袈

裟

で
作
為

的
な

「懐

疑

」
を

行

う

よ
り

も
、

「
簡
単

に
わ
ず
か

の
言
葉

で
あ

な
た
が

以
前

に
知

つ
た

こ
と

は
不
確

実

で
あ

る
と
言

明
」
す

る
ほ
う

が
、
「
哲

学
的

公
明
性

と

真

理

へ
の
愛

と

に

相

応

し

い
」
と
思

わ

れ
る

こ
と

に
な

る
。
し

か

し
な

が
ら

、
先

に
見

た
よ

う

に
、

デ

カ

ル
ト
は

、
「
懐
疑

」

が

「
心

の
底

か
ら
」

の
も

の

で
は

な

い
こ
と

、
む

し

ろ

「
心

の
底

か

ら
」
の
も

の

で
あ

っ
て
は
な

ら
な

い
こ
と

を
主

張

し
な

が

ら
、
同
時

に

そ

の

「
懐

疑
」
が

必
要

不

可
欠

で
あ
り

、

そ

の

「
懐
疑

」

に

長
く

留

ま

る

こ
と

を
求

め

て

い

た
。
デ

カ

ル
ト

は
、
ど

の
よ
う

な
仕

方

で
ガ

ッ
サ

ン
デ

ィ

に
答
え

る

の

で
あ

ろ
う

か

。
「
第

五
答

弁
」

を

見

て

み
よ
う

。

あ

な

た

は

「
精

神

を
偏

見

か
ら
解

き

放

そ
う

」
と

私

が

努

め

た
そ

の

「
目
論

見

に
は
賛

同

す

る
」
、
か

か

る
目

論
見

を
非

難

す

べ
し
と
思

う
者

は

誰

ひ
と

り
あ

り
え

な

い
が

ゆ

え

に
、
と
言

つ
て
お

ら
れ

ま
す

。
し

か

し
あ

な
た

は

、
「
簡

単

に

、

わ
ず

か

の
言

葉

だ
け

で
」

言

い
か
え

る

な

ら
ば

、

ご

く
粗

略

に

の
み

こ

の
こ
と

を

私
が
成

し

遂
げ

て
し
ま

っ

た

ほ
う

が

よ

か

っ
た

の
に
、

と
思

っ
て
お

ら

れ

る
よ
う

で

す

。
そ

れ

は
実

は
、
[あ
な
た
が
]
あ

た

か
も

、
幼

少

の
時

か

ら

わ

れ
わ

れ

に
染

み

つ

い
て
き

て

い
る
す

べ
て

の
過
誤

か

ら
自

分
を

解

放

す

る

こ
と

が

、

は
な

は

だ

容

易

で
あ

り

、

ま

た
為

さ

る

べ
き

で
あ

る
こ

と
を

否
定

す

る
者

の
誰

ひ
と

り

い
な

い
と

こ
ろ

の
も

の
が

あ
ま

り

に
も
事

細

か

く
為

さ
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れ
え

て

い
る
か

の
よ
う

に

[お
思

い
に
な

っ
て

い
る
、
と

い
う

こ
と
]
、
で
は

あ
り

ま
せ

ん

か
。
し
か

し

な
が

ら
、

つ
ま
り

あ

な

た
が

示
唆

し
た

く
思

っ
て
お

ら
れ

た

の
は

、
多

く

の

ぐ

人

間

が
言
葉

の
う
え

で
だ

け
偏

見

を
避

け

る

べ
き

で
あ

る

と

な

る

ほ
ど
認

め

て
は

お
り
ま

す

が
、

し

か
し

け

っ
し

て

そ

れ
を
彼

ら

は
避
け

て
は

い
な

い
の
で
あ

っ
て
、

そ
れ
と

い
う

の
も

、
彼

ら

が

こ
の

こ
と

に

い
か

な

る
熱

意
も

努
力

も

は
ら

お
う
と

は

し
な

い
し

、
彼

ら

が

一
度

真

な

る
も

の

と

し

て
受

け

入
れ

た
も

の
の
う

ち

に

は
何

一
つ
偏

見
と

見

倣

さ

る

べ
き

も

の
は
な

い
と

彼

ら
が
思

い
な

し

て

い
る
か

ら

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

で
す

。
あ

な
た

は
確

か

に
こ

こ

で
そ

れ
ら

の
人
び

と

の
役
割

を

み
ご

と

に
演

じ

て
お
ら

れ

る

の
で
し

て
、
彼

ら

に
よ

っ
て
言
わ

れ
う

る

で
も

あ

ろ
う

と

こ
ろ

の
も

の
の
う

ち
、

あ
な

た
が

お
省

き

の
も

の
は
何

も
あ

り
ま

せ

ん
。
し

か

し
、
そ

の
際

に
あ
な

た

は
哲
学

者

ら
し

さ
を

感

じ
さ

せ
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
も

の
は
何

も
提

示

し

て
お
ら

れ
ま

せ
ん

。
と

い
う

の
は
、
「
神

を

欺
肺
者

と

仮
想

す

る

こ
と

」
も

、
「
わ

れ
わ

れ

は
夢
を

見

て

い
る
」
こ

と

も
、
そ
れ

に
類

し
た

こ
と
も

[想
定
す
る
]
必

要

は
な

い

と

あ

な
た

が

言
わ

れ

て

い
る
そ

の
箇
所

で
、
哲

学

者

な
ら

、

そ

れ

ら

の
も

の
に
疑

い
を

さ
し

は

さ
む

こ
と

は

で
き

な

い

の
は

な
ぜ

か

、
そ

の
理

由
を
自

ら

[
の
そ
う

い
う
提
言
]
に

付

け

加

え

る

べ
き

で
あ

る

と
考

え

た

こ
と

で

し

ょ
う

し

、

あ

る

い
は
、
彼

が

い
か
な

る
理
由

を

も

も

た
な

か

っ
た
と

し
た

な

ら
ば

、
実

際

の
と

こ

ろ
何

ら

の
理
由

も

あ

り

は
し

な

い

の
で
す

が

、
そ

の
よ

う

に
言

い
は

し

な

か

っ
た

こ
と

ハさ

で
し

ょ
う

か

ら

。

こ

の

「
答

弁

」
に

お

い

て
、
デ
カ

ル
ト

は
、
「
精

神

を

偏
見

か

ら

解

き
放

」
す

た

め

に
は

「
簡

単

に
、
わ
ず

か

の
言
葉

だ

け

で
」
よ

い

と

す

る
ガ

ッ
サ

ン
デ

イ
に
対

し
て
、
「
多

く

の
人

間

が
言

葉

の
う

え

で
だ
け
偏

見
を

避
け

る

べ
き

で
あ
る
と

な

る
ほ
ど
認

め

て
は
お

り
ま

す

が

、
し
か

し
け

つ
し

て
そ

れ
を
彼

ら

は
避

け

て

は

い
な

い
」
と

述

べ

て

い
る
。
そ
し

て
さ
ら

に
、
デ

カ

ル
ト

の
目
論

見

に
は
賛

意

を
示

し

て

い
た
ガ

ッ
サ

ン
デ

ィ
に
対

し

て
、
「
あ

な

た
は

確

か

に

こ
こ

で

そ

れ
ら

の
人
び

と

の
役

割

を

み
ご

と

に
演

じ

て

お
ら

れ

る

の
で
し

て
、
彼

ら
に

よ

っ
て
言

わ
れ
う

る

で
も
あ

ろ
う

と

こ

ろ

の
も

の

の
う

ち

、
あ

な

た
が

お
省

き

の
も

の
は
何
も

あ
り

ま

せ

ん
」
と

述

べ

て

い
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る
。
ガ

ッ
サ

ン
デ

ィ
は

、

い
か

な

る
点

に
お

い
て
、
「
幼
少

の
時

か

ら
わ

れ
わ

れ

に
染

み

つ
い
て
き

て
い
る
す

べ
て

の
過

誤
か
ら
自

分
を

解

放

」
で
き

て

い
な

い
の
で
あ

ろ
う

か

。
ガ

ッ
サ

ン

デ
イ
は

、
「
夢

」

や

「
悪

し
き
霊
」
な

ど

の
懐

疑

理
由

が

「
心

の
底

か
ら

」
の

「
懐
疑

」

を
引
き

起

こ
さ
な

い
こ
と

を
も

っ
て
、
デ

カ

ル
ト
批
判

の
理

由
と

し

て

い
た

。
そ
れ
故

に
こ
そ
、
デ
カ

ル
ト

の

「
懐

疑
」
は

作
為

的
と

言

わ
れ

た

の

で
あ

る
。

デ

カ
ル
ト

が

ガ

ッ
サ

ン

デ

ィ
を

批

判
す

る

の

は
、
ま
さ

に

こ

の
点

に

お

い
て

で
あ

る
と

思

わ

れ
る
。
す

な
わ

ち
、

デ

カ

ル
ト

の

「
懐

疑
」
が

作
為

的

で
あ

る
、
あ

る

い
は

「
心

の
底

か

ら
」

の

「懐

疑

」
で
は
な

い
、
と

い
う

批

判

は
、
裏

を

返

せ
ば
、
真

で
あ

る
と

い
う
実
感

が
伴
う
も

の
を
真

と
す

る
態
度

の
現
わ

れ
に
他

な
ら

な

い
。
感

覚

に
対
す

る
信

頼

に
代
表

さ

れ

る
よ
う

な
、
「
幼

少

の
時

か
ら
わ

れ
わ

れ

に
染

み

つ
い
て
き

て

い
る
」
習
慣

は
極

め

て
堅

固

で
あ

っ
て
、
確

か

に

「
夢
」
や

「
悪

し
き

霊
」
な
ど

の
懐

疑
理

由

を
持

ち
出

し

て
も
、
「
疑

わ

し

い
」
と

い
う

実

感

は
な

か
な

か
沸

い

て
は

こ
な

い
。
し
か

し
、
こ

の
こ
と

を
理
由

に
感
覚

の
示
す

も

の
を

真

理
と

し

て
受

け

入
れ

る
と
す

れ
ば
、
そ

の
こ
と

こ
そ

正

に
デ
カ

ル

ト
が
第

一
省
察

で
打

ち
壊

そ
う

と
し

て

い
る
偏

見
に
従
う

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。
今

問
題

な

の
は
、
懐
疑

理
由

が

「
疑
わ

し

い
」
と

い

う

「
心

の
底

か
ら
」
の
実
感

を
生

む

か
否

か

で
は

な

い
。
懐

疑

理
由

が

有

る

か
否

か

で
あ

る
。
デ
カ

ル
ト

は

こ
の
点

を

、
「
哲
学

者

ら

し

さ

(勺
げ
=
o
ωo
嘗

ロ
B

器
臣
9
0
門o
)」

「
哲
学

者

(噌
三
δ
。。o
筈
話

)」
と

い
う

表

現
を

用

い
て
主

張
し

て

い
る

。
「
哲
学

者
」

は
、
理

由
な

く

判
断

し

て

は
な

ら
な

い

の
で
あ

る
。
こ

の
よ
う

な

「
哲

学

者

」
の
思
考

様

式

の
中

へ
、
す

な
わ

ち
す

べ
て

の

「
省

察
」
が

そ

こ

に
お

い
て
語

ら

れ

る
場

の
中

へ
、
読
者

を
導

く

こ
と

こ
そ
、
「
第

一
省

察
」

の

「
懐

疑

」

に
課

せ

ら
れ

た
大
き

な
役

割

な

の
で
あ

る
。

デ
カ

ル

ト

に
と

っ
て
、
「
第

一
省
察

」

の

「
懐

疑

」
は

「
心

の
底

か

ら
」
の
も

の

で
あ

る
必
要

は

な

い
。
す

な

わ
ち

、
「
疑

わ

し

い
」
と

い
う
実

感

が
伴

う

か
否

か

は
問

題
と

な

ら

な

い
。

「
凡

庸

な
精

神

」

に
対

し

て
は

、
む

し
ろ

そ

の
よ

う
な

実
感

が
伴
う

こ
と

は
危
険

で
す

ら

あ

る
。
デ

カ

ル
ト

は
、
「
私

は
夢

を
見

て

い
る

の
だ

」
と

言

っ
て

高

い
崖
か

ら
飛
び
降

り
る

よ
う

な

こ
と
を
望

ん

で

い
る
わ

け

で
は
毛

頭

な

い
か

ら

で
あ

る
。
「
懐
疑

」
は

「
心

の
底

か
ら
」
の
も

の
で

あ

っ

て

は
な

ら
な

い
、
と

い
う

ア
ル

ノ
!

の
主

張
を

デ

カ

ル
ト
が

認

め

て

い
た

の
は
、

こ

の
意

味

に
お

い
て
で
あ

る
。
し

か
し

、
「
懐

疑

」
が

「
心

の
底

か

ら
(。。o
ユ
o
)」
の
も

の

で
な
く

て
も

よ

い
と

い
う

こ
と

は
、

デ

カ

ル
ト

が
真
蟄

(。。9

0
)
で

な

い
と

い
う

こ
と

を
意

味

し

て

い
る
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わ

け

で
は

な

い
。

「
疑
わ

し

い
」

と

い
う
実

感

の
よ
う

な

も

の
は

、

幼

い
頃

か
ら

の
習
慣

に
根
差

し

て

い
る
と

、
デ

カ
ル
ト

は
考

え

て

い

る

の
で
あ

る
。
し
た

が

っ
て
、
「
第

一
省

察
」

に
長

く
留

ま

る

よ
う

に
と

い
う

デ
カ

ル
ト

の
勧

め
は

、
理
由

を
あ

げ

て
判

断

す

る

「
哲

学

者

」
の
思
考

様
式

を
新

た

な
習
慣

と

す
る

こ
と

、
そ
し

て

そ

の
こ
と

を

通

し

て

「
懐

疑

」
を

別

の
意

味

で

「
心

の
底

か
ら

」
の
も

の
と
す

る
よ
う

に
と

い
う
勧

め
と
考

え

ら
れ

る
で
あ

ろ
う

。
こ

の
意

味

に
お

い
て
、
デ

カ
ル
ト

の

「
懐

疑
」
は
虚
構

で
も

作
為

で
も

な
く

、
極
め

て
真

摯

な
も

の
な

の

で
あ

る

。

二

懐
疑
と
明
証
性

最

初

に
述

べ
た
よ

う

に
、
「
反
論

と
答
弁

」
に

お

い
て

、
「
懐

疑
」

に
関
し

て
質

量

共

に
最
も
多

く

議

論
さ

れ

て

い
る

の
は

、

「
懐

疑
」

の
虚
構

性

に
関

し
て

で
あ

る
。
し
か

し
、
「
虚

構

性
」
と

い
う

論

点

に
は
収

ま
り

き

れ
な

い
内
容

も
、
い
く

つ
か
散
見

さ
れ

る
。
そ
れ

ら

の
内
容

に
関

し

て
は

、
資
料

が
少

な

い
た
め

に
十
分

に
議

論
す

る
こ

と

は
で
き

な

い
が
、
問
題

を
整

理

・
提

起
す

る
こ
と

に
し

よ
う

。
ま

ず
、

「
第

三
反
論

・
答
弁

」

の

「
反
論

一
」

に
は

、
次

の
よ
う

に
述

べ
ら

れ

て

い
る

。

こ

の

「
[第

二

省

察
」

に
お

い
て
述

べ
ら

れ

た
こ

と

に

よ
り

、
わ

れ

わ

れ

の
夢

が
覚
醒

や
真

な
る
感

覚

〔的

知

覚
〕

か
ら

識
別

さ
れ

る
よ
う

な
、

い
か

な

る

《
標
識

》

も
存

し

な

い
と

い
う

こ
と

は

、
十

分

に
明
白

で
す

。
し

た

が

っ
て
、

目
覚

め

て

い

て
感

覚

す

る
と

き

に
わ

れ

わ

れ

の
有

す

る

も

の

〔事
物

の
〕
表

像

が

、
外

的

な
対
象

に
帰

属
す

る
属

性

で

は

な

い
の
で
あ

っ
て
、

そ

の

よ
う

な
外

的
対

象

の
お
よ

そ
存

在
す

る

こ
と

を

示

す

証
拠

に
な

ら

な

い
と

い
う

こ
と

は

、

十
分

に
明
白

で
す
。

ま

た

そ
れ

ゆ
え

、
わ

れ

わ

れ
が

他

の

〔
い
か

な

る
〕
推

理

に
も

訴
え

る
こ
と

な

く
自

ら

の
感

覚

に

〔
の
み
〕
従

う

の
だ

と

す

れ
ば
、
何

か
或

る
も

の
が
存

在
す

る

か
否

か
を
疑

っ
て
み

る
だ

け

の
価

値

は
あ

る
わ

け

で
す

。

そ
う

で
あ

る
な

ら
ば

、

こ

の

「
[第

二

省
察

」

の
真

理

性

を

わ

れ
わ

れ

は
認
知

し
ま

す

。
し

か
し

、
感

覚

的
事

物

に

具

わ

る

こ

の
不
確
実

性

に

つ

い
て
は
、

プ

ラ
ト

ン
や
古

代ゆ
め

の
他
の
哲
学
者
た
ち
が
論
じ
た
わ
け
で
す
し
、
覚
醒
を
夢

ま
ぼ
ろ
し

幻

か

ら
識

別

す

る
こ

と

の
困

難
は

普
通

に
見

ら

れ

る

こ
と
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な

の
で
す

か
ら

、
新

し

い
理
論

の

い
と
も

優

れ

た
創

作
者

が
そ

の
よ
う

な
陳
腐

な
事

柄
を
吹

聴
す

る
よ
う

な

こ
と
は

、

ハ　
　

差

し
控

え

て

い
た
だ
き

た

い
と

思
う

の
で
す

。

す

な
わ

ち

、
「
第

三

反
論
」

の
要
点

は
、
感
覚

の
存

在

を
根

拠

と

し

て
、
外
的

対
象

に
し
か

じ
か

の
属
性

を
帰

属

さ

せ
た

り
、
し
か

じ

か

の
外
的
対

象

の
存

在
を
結
論

す
る

こ
と

が

で
き

な

い
と

い
う

こ
と

は
、
夢
と

い
う

懐
疑

理
由

に

よ

っ
て

「
十
分

に
明
白

で

あ

る

(。。魯
【房

o
o
霧
舅

)
」
か

ら
、
「
第

一
省
察

」
は
誤

っ
て
は

い
な

い
が

、
同
様

の

こ
と

が
す

で
に
プ

ラ
ト

ン
や
古

代

の
哲
学

者
達

に
よ

っ
て
す

で

に
論

じ

ら
れ

て

い
る
以
上

、
何

ら
新

し

い
主

張

を
含

ん

で

お
ら
ず

、
陳

腐

で
あ

る
、
と

い
う
も

の
で
あ

る
。
こ

の
反

論

に
対

す

る

デ
カ

ル
ト

の

答
弁

を
見

て
み
よ
う

。

こ

こ
で

こ
の
哲

学
者

に
よ

っ
て
真

な

る
も

の
と
し

て
受

け
入

れ
ら

れ

て

い
る
懐

疑

理
由

を
、

私

は
、
単

に

い
わ
ば

真

ら
し

き
も

の
と

し

て
提

示

し

て

い
る

に
す

ぎ

ま

せ

ん

。

そ

れ
に
、

私
が

こ
れ

を
用

い
た

の
は
、
新

し

い
も

の
と

し

て
言

い
ふ
ら

さ

ん
が

た

め

で
は
な

く
て

、

一
部

は
、

読
者

も

の

の
心
を
し
て
知
性
的
な
事
物
を
考
察
し
、

こ
れ
を
物
体
的

も

の

な
事

物

か

ら

区
別

す

る
よ

う

に
準
備

さ

せ

る
た

め

で
あ

り

ー

そ

の
た

め

に

は
、

こ

の
懐

疑

理
由

は

お

よ

そ
不

可
欠

で
あ

る
と

私

に

は
思

わ

れ
ま
す

ー

、

一
部

は
、

そ

の
よ

う

な
理

由

そ

の
も

の
に
対

し

て
以

下

の
諸

「
省
察

」

に
お

い
て
答

え

る

た

め

で
あ

り

、

そ
し

て
ま

た

一
部

は
、

そ

の

あ

と

で
私

が

提

示
す

る
真

理

が

い
か

に
堅

固
な

も

の

で
あ

る
か
1

何

と

な

れ
ば

、

そ
れ

ら

の
真
理

は

そ

の

よ
う

な

形

而

上
学

的

〔
か
く

も
全

般
的

か

つ
異
常

な
る
〕

懐

疑

に

よ

っ
て
も

動

揺

さ
せ

ら

れ
え

な

い
わ
け

な

の

で
す

か
ら

l

I

を

示

す

た
め

で
も

あ
り

ま

し

た
。

そ
れ

で
す

か

ら

、

そ

の
よ

う

な
検

討

の
も

と

に
私

は

い
か

な
る
賛

辞

を

も
得

よ

う

と

し
た

の

で
は

な

か

っ
た

の
で
あ

り

ま

し

て

、
私

は
、

あ

た

か

も
医

術

を
論

ず

る
者

が
病

の
治

療

法
を

教

え

た

い

と
思

え

ば

、
当

の
病

に

つ

い
て
の
叙

述
を

省
く

こ
と

が

で

き
な

い
の
と

同
じ

よ
う

に
、

右

の
検

討
を

私

が
省

く

わ

け

　
コ

　

に

は

ゆ
か

な

か

っ
た
、

と
考

え

ま
す

。

デ

カ

ル
ト

は
、
ま

ず
、
夢

と

い
う
懐

疑
理

由

は

「
第

三

反

論
」
が
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主
張

す

る
よ
う

に
明

白
な
真

理

な

の
で

は
な
く

、
単

に

「
真

ら

し
き

も

の

(<
o
募

巨

ぎ

。。)」

で
あ

っ
て
、
そ
れ

故

こ

の

「
懐

疑

」
か

ら
は

何
も

結
論

で
き

な

い
こ
と
を

確

認
し

た
後

に
、
「
懐

疑

」
の
三

つ
の

役
割

を
述

べ
て

い
る
。
す

な
わ

ち
、

も
の

も
の

ω
物

体

的
な
事

物

か

ら
知
性

的

な
事

物

を
区

別

し

て
考

察
す

る

準
備

を

さ
せ

る
た

め
。

②
懐

疑

理
由

に

つ

い
て

「
第

二
省

察
」
以

降

の

「
省
察

」
に
お

い

て
答

え

る
た

め
。

㈹

真
理

が
形

而
上

学
的

な
懐

疑

に
よ

っ
て
も

動
揺

し
な

い
こ
と

を

確

認
し

て
、

そ

の
真

理

の
堅
固

さ

を
示

す

た
め

。

の
三

つ
で
あ

る
。
こ
れ

ら

の
役
割

の
う
ち

、
ω
は
す

で
に

「
懐

疑

の
虚

構

性
」

に
関
連

し

て
議

論

し

た
も

の

で
あ

る

。

こ
れ

に
対

し

て
、
②
と

㈹
は
、
「
第

一
省

察
」

に
お

い
て
提

出

さ

れ

た
懐

疑

理
由

に

つ

い
て

「
第

二
省
察
」
以
降

で
考

察

し
、
そ

の
懐
疑

理
由

の
解
消

な

い
し

は
無
効
性

の
証

明

に
よ

っ
て
堅
固

な
真

理

の
認
識

に
至

る
、

と

い
う

『省

察
』
全
体

の
構

成

に
関
連

す
る

も

の

で
あ

る
。
す

な
わ

ち

、

「懐

疑

」
か
ら

は
、
単

に

「
疑

わ
し

い
」
と

い
う

結

果

し
か
得

ら

れ
ず

、
い
か
な

る
肯
定

も

否
定

も
積
極

的

に

は
何
も

結
論

で
き

な

い
の

で
あ

る
が

、
懐

疑

理
由

が
解

消

さ
れ

た
り

、
そ

の
無

効

性

が
証

明

さ
れ

る
な

ら
ば

、
堅

固
な

真
理

が
認
識

さ

れ

る
と

デ
カ

ル
ト

は
考

え

て

い
る

の

で
あ

る
。
こ

の
意

味

に
お

け

る

「懐

疑

」
は

、
「
第

一

省

察

」

に

の
み
関

わ

る

の
で

は

な

い
。

つ
ま

り
、

明

証

的
な

認

識

は

、
そ

の
背

後

に
常

に

「
不

可
疑
性

」
と

し

て

「
懐

疑

」
を
従

え

て

い
る

の

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、
こ

の
意
味

で
の

「
懐

疑

」
は
、
『省

つ

コ
　

察
』

の
あ
ら

ゆ
る
部

分

に
随
伴

し

て

い
る

こ
と

に

な
る

。

し

か

し
、
こ

こ

で

一
つ
問

題

が
提
起

さ

れ

る
よ
う

に
思
わ

れ

る

。

「
第

一
省

察

」
に

お
け

る
懐

疑

理
由

は
、
確

か
に

デ
カ

ル
ト

が

主
張

し

て

い
る

よ
う

に
、
真

な
る

懐
疑

理
由

で
は
な

か

っ
た

。
そ

れ
故

に

こ

そ
、

「
第

一
省

察
」

の

「
懐

疑

」
か
ら

は

、
肯

定

は

勿
論

の
こ
と

と

し

て
否
定

す

ら
何

一
つ
結

論

で
き

な
か

っ
た

の
で
あ

る

。
で

は
、

こ

の
よ
う

な
懐

疑

理
由

の
解

消

や
そ

の
無
効

性

の
証
明

が

、
本
当

に

デ

カ

ル
ト
が
主

張

す

る
よ
う

に
、
明
証
的

な
真
理

認
識

を
も

た

ら
す

の
で
あ

ろ
う

か

。
条

件

が

一
つ
必

要

で
あ

る

よ
う

に
思

わ

れ

る
。
そ

れ

は
、
「
疑

わ
れ

得
な

い
(ω
。
臼
げ
診
母
。
昌
o
昌
で
o
器
。
)」
と

言
う

際

の
、

「
得

な

い

(昌
o
昌
喝
o
。・
。。。
)」

の
部

分

で
あ

る

。
こ

の
不

可
能

性

が
、
当

の
懐

疑

理
由

の
解
消

や
そ

の
無

効
性

の
証
明

の
必
然
性

を
示

す
だ

け
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で
あ

る
な

ら

ば
、

そ

れ

で
は

不
十
分

で

あ

る
と

言
わ

ざ

る

を
え

な

い
。
な
ぜ

な

ら
、
当

の
懐

疑
理

由

は
、
そ

の
真

理
性

が

保
証

さ

れ

て

い
な

か

っ
た
だ

け

で
は

な
く
、
そ
れ
が

唯

一
可
能

な
懐

疑
理

由

で
あ

る

か
否

か
も
ま

た
保

証

さ
れ

て

い
な

か

っ
た
か

ら

で
あ

る

。
も

し
、

或

る
懐
疑

理
由

の
解

消

や
そ
の
無
効
性

の
証
明

が
何

ら
か

の
明

証
的

な
真

理
認

識

の
獲
得

と
結

び

つ
く
と

す

れ
ば
、
そ

れ
は

、
そ

の
懐

疑

理
由

が
唯

一
の
懐

疑
理
由

で
あ

る
限
り

に
お

い
て

で
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
。
こ

の
点

が

明
確

に

さ
れ
な

い
限

り
、
デ

カ

ル
ト

の
㈲

の
主

張

も
、
単

に
レ
ト

リ
カ

ル
な
手
段

と
看
倣

さ

れ
る
危
険

を

孕

ん

で

い
る

こ
と

に

な

る
。
こ

の
懐

疑
理

由

の

「
唯

一
性

」
と

い
う

問

題

は
、
今

日
ま

で
あ
ま
り

デ
カ

ル
ト

に

つ
い
て
議

論
さ
れ

て

こ
な
か

っ
た
よ
う

に

思
わ

れ

る
。
よ

く
、

「
明
晰

・
判
明
」

と

い
う

デ

カ
ル

ト

の
真
理

基
準

に
対

し
て
、
そ

れ
は
単

に
心
理
的

な
基

準

に
す
ぎ

な

い
と

い
う

批

判
が

な

さ
れ
る

が
、

こ
う

し

た
問
題

は
、

「
懐
疑

」

の

「
不

可
能

性

」
を

巡
る
議

論
と

し

て
、
よ
り
明

確
な

形

で
議
論

す

る

こ
と

は

で

き

な

い

の
で
あ

ろ
う

か

。

三

懐
疑

の
射
程

最

後

に
、

「
第

六

反
論

」
を

取

り
上

げ

る

こ
と

に
し

よ
う

。

ま
ず

第

一
の
疑

問

は
、
私

た
ち

が

思
惟

す

る
と

い
う

こ

と

か

ら

し

て
、
私

た

ち

の
存

在

す

る

こ
と

が

そ
れ

ほ
ど

確

実

に
な

る
と

は
思

わ

れ
な

い
と

い
う

こ
と

で
す

。
と

い
う

の
は

、
あ

な

た

は
、
自

分

が
思

惟

す

る
と

い
う

こ
と

を

確

知

す

る

た
め

に

は
、

思
惟

す

る

こ
と
、

な

い
し

、
思

惟

と

は
何

で
あ

る

の
か
、
ま

た

、
あ

な

た

の
存

在

と

は
何

で
あ

る

の
か
を

、
〔あ

ら
か

じ
め

〕
知

っ
て

い
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
か

ら

で
す

。
も

し

、
ま

だ
、

あ

な
た

が
、

そ

れ
ら

が

何

で
あ

る

か
を

知

ら
な

い
と

き
、

ど
う

し

て
あ

な

た

は
、

自

分

が

思
惟

し

、
あ

る

い
は
存

在

す

る

こ
と
を

識

り
う

る

の

で
し

ょ
う

か

。
そ
う

と

す

れ
ば

、
「
私

は
思

惟
す

る
」
と

言

い

つ
つ
も

、

あ
な

た

は
自

分

の
言

っ
て

い
る

こ
と
を

知

っ

て
お

い
で

で
は
な

い
の

で
あ

り

、
ま

た
、
「
だ

か

ら
私

は

あ

る
」

と
付

け

加

え

つ

つ
も

、

あ

な

た

は

や

は
り

自

分

の

言

っ
て

い
る
こ
と

を
知

っ
て
お

い
で

で
は

な

い

こ
と

に
な
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る

の
で
は

な

い
で
し

ょ
う

か
。

そ
れ

ど

こ

ろ
か
、

あ
な

た

は
、
自

分

が
な

に

ご
と
か
を

言

っ
た

り

、
あ

る

い
は
思

惟

し
た

り
す

る

こ
と
を
知

っ
て
す

ら

お

い
で

に
な

ら
な

い
の

で
す

。
な
ぜ

か
と

言
う

に
、
そ

の
た
め

に
は

、
あ

な
た

は
、

自
分

が
言

っ
て

い
る
こ
と

を
自

分

が
知

っ
て

い
る
こ
と

を

知

つ
て

い
る
と

い
う

こ
と

が
必

要

で
あ

る
と

思

わ
れ

、

さ

ら

に
ま

た
、
あ
な

た

は
、
自

分

の
言

っ
て

い
る

こ
と

を

、
自

分

が
知

っ
て

い
る
こ
と
を

、
知

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と
を

識

る

こ
と
も

必
要

と
な

り
、

か
く

し

て
無

限

に
至
る

と
思

わ

れ
ま

す
か

ら
、

あ
な

た
が
存

在

す

る
か

ど
う

か
、

あ

る

い
は
ま

た
、

思
惟

す

る
か
ど
う

か

を
知

り
え

な

い
こ
と

は

こ

ニ
　

確

か

で
す
。

こ

の
反

論

は
、
直

接

的

に
は

い
わ

ゆ
る

コ
ギ

ト

の
命

題

に
対

す

る
反
論

で
あ

る

が
、
デ
カ

ル
ト

が
言
語

(観
念

)
に
対

す

る
懐
疑

を

怠

っ
て

い
る
と

い
う

反
論

と

し

て
解
釈

す

る

こ
と

も

可
能

で
あ

ろ

う

。

い
わ

ゆ
る

「
懐

疑

の
射
程

」
の
問
題

で
あ

る
。
す
な

わ

ち
、
す

べ

て
を

疑
う
と

い
う

こ
と

は
原
理
的

に
不

可
能

で
あ

っ
て
、
何

か
を

前
提

に

し
な
け

れ
ば

、
「
懐

疑
」
と

い
う
活

動
自

体

が

成
立

し
な

い

と

い
う

批

判

で
あ

る

。
「
懐

疑

」
に
お

い

て
疑

わ

れ

て

い
な

い

の
は

何

な

の
か
、
場
合

に

よ

っ
て
は

デ
カ

ル
ト

の
議
論

の
全

体

が
論

点
先

取

に
脱

し

て
し
ま

う
と

い
う

問
題

で
あ

る
。
こ
の
よ
う

な

反
論

に
対

し

て
、

デ
カ

ル
ト

は
次

の
よ
う

に
答
え

て

い
る
。

1

な
る

ほ
ど

、

〔
あ

ら
か

じ
め
〕

「
思

惟

と

は
何

で
あ

る

か

、

ま

た

、

存

在

と

は
何

で
あ

る

か
と

い
う

こ

と

を

知

っ
て

い
る

の

で
な
け

れ
ば

、
何

び

と
も

、
自

分

が
思

惟

し

て

い
る
こ
と

も

、
ま

た

、
自
分

が
存

在

し

て

い
る

こ
と

も

確
知

し

え

な

い
、
」
と

い
う

こ
と

は
真

実

で
す

。
が

、
だ

か

ら
と

い

っ
て
、
こ

の
た

め

に
は
反

省

さ
れ

た

(円o
=
。
x
9
)
、

あ

る

い
は

論

証

に

よ

っ
て

獲

得

さ

れ

た

(
喝
自

α
。
-

目
o
昌
。。冨

ρδ
昌
。
目

き
ρ
巳
。。
一ε

知
識

(。・
9
窪

蕾

)
が

要
求

さ

れ

る
、

と

い
う

わ
け

で
は
あ

り
ま

せ

ん

し
、
ま

し

て

や
自

分

が
知

る

と

い
う

こ
と
を

知

る

た
め

の
、

さ

ら

に
は

、
自

分

が
知

る

と

い
う

こ
と

を
自

分

が
知

る
と

い
う

こ
と

を
知

る

た
め

の
、
か

く

し

て
無

限
に
至

る
と

こ
ろ

の
、

反
省

さ
れ

た
知

識

に

つ
い

て
の
知

識

が

要
求

さ
れ

る

こ

と

は

な
く

、

も

の

そ
も

そ

も

、
そ

の
よ
う

な
知

識

は
、

い
か

な

る
事

物

に

つ

デ カル トの懐疑 について/40



い
て
も
け

っ
し

て
も

つ
こ
と

は
で
き

ま
せ

ん

。

そ
う

で

は

な
く

て
、
そ

の
こ
と

を
、
反

省

さ
れ

た

〔獲

得

さ

れ
た
〕
知

識

に
常

に

先

行

す

る

と

こ

ろ

の
、

あ

の
内

的

な

認

識

コ
ニ

(o
o
o。
巳
昌
o
言
ε
B
"
)
に
よ

っ
て
知

れ
ば

、

そ
れ

で
事

足

り

る

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
内

的
な

認
識

た

る

や
、
思

惟

に

つ

い
て

も
存

在

に

つ

い

て
も

、

す

べ
て

の
人

間

に

本

有

的

(言
宗

邑

で
あ

り

、
も

し

か
し

て
先
入

見

に
よ

っ
て
覆

わ

れ

て
し

ま

っ
て
い
て
、
言
葉

の
意

味

に
よ
り

は
言

葉

〔
の
音

〕

に

い
っ
そ
う
多

く
注

意
を

払
う

と
き

に

は
、
自

分

た

ち

は

そ

れ
を
も

っ
て

い
な

い
と

仮
想

す

る
と

い
う

こ
と

が

、
わ

れ
わ

れ

に
は
あ

り
う

る

に
し

て
も

、
し

か
し

実

際

に
も

っ

て

い
な

い
と

い
う
.こ
と

は
あ
り

え

な

い
、

と

い
う

ほ
ど

の

も

の
な

の

で
す

。

そ
れ

で
す

か
ら

、
誰

か
が

、
自

分

が
思

惟

し

て

い
る

こ
と

に
気
づ

き
、

か
く

し

て

そ
こ

か
ら

、
自

分

が
存
在

す

る
と

い
う

こ
と

が
帰
結

さ

れ

る
こ

と

に
気

づ

く
と

い
う

場
合

に

は
、
も

し

か
す

る
と
以

前

に

そ

の
人
が

、

思
惟

と

は
何

で
あ

る
か

、
ま

た
、
存

在
と

は
何

で
あ

る

か

を
、
か

つ
て
全

く
探

求

し
た

こ
と

が
な

か

っ
た

に
し

て
も

、

そ

の
人

は
し

か
し

、

こ
の
両
者

を

、
そ

の
点

に
お

い
て
自

ら
満

足

す

る

に
足

る
ほ

ど
十

分

に
識

ら
な

い
、

つ

　
　

と

は
あ

り
え

な

い
の
で

す

。

と

い
う

こ

す

な

わ

ち

、

デ

カ

ル
ト

は
、

「
反

省

さ

れ

た
知

識

(
。。
o
一
〇
昌
二
9

お
h
一窪

9。
ご

「
論

証

に
よ

っ
て
獲

得

さ

れ

た
知

識

(
。。
9
。
巳

冨

冒
自

畠
o
目
8

。。
富

且
o
需
日

薗
β

∈
邑

阿層
)」
に
対

し

て
、
そ
れ

ら

に
常

に
先

行

す

る

「
内
的

な

認
識

(8

。。
旦

δ

巨

。
ヨ
ε
」
を
定

立

し
、

こ

の

「
内

的

な

認
識

」
が

す

べ

て

の
人

間

に

「
本

有
的

(冒
§

雷
)」

で
あ

る
と

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
反
論

に
答
え

て

い
る

の
で
あ

る
。
こ

の
見

方

か
ら

す

れ
ば

、

『省

察
』

全
体

は
、

こ
の

「
内

的

な
認

識
」

の
自

己

検

証
過

程
と

し

て
捉
え

ら
れ

る

こ
と

に
な
る

が
、
議

論

の
余

地

は
多

く
残

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

。
同

様

の
問

題
は

、
「
神

の
存

在

と

霊
魂

の
身

体

か
ら

の
区

別
と

を

証
明

す
る

、
幾
何

学
的

な
様

式

で

配
列

さ

れ
た
諸

根

拠

」

の
第

三

の

「
要

請

」

に
も
認

め

ら
れ

る

。

第

三

に

は
、
読

者

が

、
読
者

自

ら

の
う
ち

に
お

い

て
見

つ
け
出

す
と

こ

ろ

の
、
「
同

じ

一
つ

の
も

の
が
同
時

に
あ

り

か

つ
あ

ら

ぬ

こ
と

は

で
き

な

い
」
と

か

、
「
無

は

い
か
な

る

も
の

事

物

の
作

動

因

で
あ

る

こ
と
も

で
き

ぬ
」
と

か

、
な

ら

び
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に
こ
れ

に
類

す

る
よ
う

な
、
自

ず

か
ら

に
識

ら
れ

る
命

題

を

、
入

念

に
考

量
さ

れ
る

よ
う
、
か

く
し

て
、
自

然

に

よ

っ

て
自

分

に

植
え

こ
ま

れ

た
、

け

れ
ど

も

感

覚

の
表

象

に

よ

つ
て

い
や
が
う
え

に
も
混

乱

せ
し

め
ら

れ

不
明

瞭

に
さ

れ
て

い
る

の
が
常

で
あ

る
、
知

性

の
そ
う

い
う

分
明

性
を

、

純

粋

で
し

か
も
感

覚

の
表
象

か

ら
解
放

さ

れ

た
姿

で
行

使

さ
れ

る
よ
う

、
要

請
す

る
。

と

い
う

の
は

、

か
よ

う

に
す

れ
ば
以

下

[に
後
述
]

の
公
理

[ど
も
]

の
真

理

は
読
者

に

ハリニ

は
容
易

に
明

ら

か
と
な

る

で
あ

ろ
う

か
ら

。

す

な
わ

ち
、
こ

の
要
請

で

は
、
「
内
的

な
認

識

」
に
相

当

す

る
と

思

わ

れ
る
も

の
が

、
具
体

的

な
命
題

の
形

で
言

及
さ

れ

て

い
る
。
こ

の
よ
う

な
命

題

の
真

理
性

が

懐
疑

を
免

れ

て

い
る
と

考
え

る
な

ら

ば

、
当

然
な

が

ら
、
数

学
的

な
命

題

に
対

す

る
懐

疑

と

の
関

係
が

問

題
と

な

っ
て
く

る

で
あ

ろ
う

。
こ

の
よ
う

に
、
「
懐
疑

の
射
程

」
と

い
う

問
題

に
関

し

て
は
、
「
反
論

と
答
弁

」

の
中

に

い
く

つ
か

の
議

論

の
端

緒

を
見
出

す

こ
と

が

で
き

る
と

は

い
え

、
『
省

察
』
本
文

に

言
及

す

る
こ
と

な
く
十

分

に
議
論

す

る
こ
と

は

で
き

な

い
。

註
(
一
)
〉
月
.旨
悼'ミ
山
一.
引
用
箇

所

に

つ
い
て
は
、
ア
ダ

ン

・
タ

ヌ
リ
版
第

七
巻

の
頁

数
と
行

数
を

示
す

。
ま

た
、
日
本

語
訳

に

つ

い
て
は
、
白

水

社
刊

「デ

カ

ル
ト
著
作
集

』
第

2
巻

の
訳

を
引
用

さ
せ

て
頂

い
た
。

(二
)
〉
日
旨
P
一P
一タ

(三
)
〉
↓
.お
ρ
旨
-悼9

(四
)
〉
月
』
ひN
狛
や
P
ρ

(五
)
〉
日
P
一心
b
刈
山
一い
レ
斜

(六
)
〉
目
.睾
メ
◎◎
-Nω
.

(七
)
〉
↓
.P
い8
8

山
鵠
』
P

(八
)
〉
目
.ω
畠
』
令
ω
轟ρ
ひ
.

(九
V
>
門
.一"
一婆

一◎

(
一
〇
)

〉
↓
.一刈
仁

o◎
-一謬

り一ρ

(
一

一
)

一
つ
の
例

と
し

て
、
「神

の
存
在
と

霊
魂

の
身
体

か
ら

の
区
別

と
を

証

明

す

る
、
幾

何

学

的

な
様
式

で
配

列
さ

れ

た
諸
根

拠

」

の
第

二
の

「
要
請

」

(〉
一『.一ひ
P
.N
一ー悼寸
)
を

挙

げ
る

こ
と
が

で
き
る

。

第

二

に
は
、
読
者

が
、
自

ら
に
具
わ

る
精
神

を
、
そ

し

て
そ

の
属

性

の
全
部
を

そ
れ

ら

に
つ

い
て
は
、
自

分

の
感

覚

に
よ

っ
て
か

つ
て
受

け
取

っ
た
も

の
す

べ
て
を

偽

で
あ

る
と
想

定

す

る

〔と

し

た
〕

に
し

て
も

、
疑

う

こ
と

が
で
き

ぬ

(。・。
曾

互
耳

。
昌
o
コ
署

。・ロo)
と

思
い
当
た
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
・了

を
考
察
さ
れ
る
よ
う
、
か
つ

ま
た

、
精
神

を
明

晰
に
知

得
す

る
、
そ
し

て
精
神

が
あ

ら
ゆ

る
物
体

的
な
事

物

よ
り

も
認
識

す

る
に

い

っ
そ
う

容
易

で
あ

る
と

信
ず

る
、

そ
う

い
う
作

法

が
身

に

つ
く

よ
う

に
な
る
よ
り

も
前

に
、
精
神

を
考

察
す

る

こ
と
を

拗
棄

さ
れ

る
こ
と

の
な

い
よ
う

、
要
請

す

る
。

(
一
二
)
〉
↓
・凸

ω
b
山
一■

(
=
二
)
『デ

カ

ル
ト
著
作

集
一
の
訳

で
は

「内

的
な
思

惟
」
と

な

っ
て

い
る

が
、

デ
カ

ル
ト

の

テ
ク

ス
ト

に
合
わ

せ

て

「内
的

な

認
識
」

と
改

め

さ
せ

て
頂

い
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た

。
(
一
四

)

(
一
五

)

〉
↓
.轟
P
P
ひ
,悼
P

>
目
.一
ひ
P
N
甲

一
ひ
ω
刈
■

こ
の
論
文
は
、
一
九
九
七
年
度

科
学
研
究
費
補
助
金

(基
礎
研
究
A
)

「
デ
カ

ル
ト

『省
察
一
「反
論
と
答
弁
」
に
関
す
る
問
題
論
的
研
究
と

「
第
七
反
論

・
答

弁
」
の
翻
訳

の
検
討
」
の
助
成
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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         Der Mensch „als ein Seil" 
- Die Problematik des Menschen and der Gemeinschaft unter 

           nihilistischen Umstanden -

Yasuo YOSHIKAWA

  Diese Abhandlung versucht, die gegenwartigen Umstande des Menschen and der 

Gemeinschaft unter dem Gesichtspunkt des Nihilismus zu begreifen. Der Anhalt dafur 
wird bei Nietzsches Einsichten in den Nihilismus gesucht. Aber es wird in Frage gestelit, 
daB er daran festhielt, den Nihilismus als etwas aufzufassen, das uberwunden werden 
muB. Meiner Ansicht nach ist der Nihilismus ein neuer Horizont, der als naturliche Folge 

davon eroffnet wi rd, dal3 rich das menschliche Denkvermogen and Erkenntnis ungewohnlich 
entwickelt hat. Daher ist der Nihilismus eine Wirklichkeit, die man in semen Gesichtskreis 
aufnehmen soil; er zwingt den Menschen zu einer Daseinsform wie die ,eines Seiles", 
wie sie Nietzsche in ,Zarathustra" aufzeigte. Wir Heutigen and unsere Gemeinschaft 

setzen sich damit einem unerhorten Wagnis aus, welches sowohl gefahrlich als auch 
entwicklungsfahig ist. Das ist jedoch eine notwendige Folge davon, daB unsere Ahnen 

von den Baumen herabgestiegen waren.

        Le Doute Cartesien 
d'apres les Objections et Reponses des Meditations

Masato ANDO

  Qu'est-ce qu'on peut avancer sur le doute cartesien d'apres les Objection et Reponses 
des Meditations? Nous pouvons soulever trois problemes. 1) Est-ce que le doute cartesien 

est artificiel? 2) Est-ce que la dissipation d'un douse nous permet d'acquerir une verite 
evidente? 3) Descartes, a-t-ii tout doute dans la I r Meditation? 

  1) Dans les 41'"`s Objections, avertit Amauld que le doute cartesien est dangereux pour 
les faibles esprits, et que nous ne devons pas douter serieusement. Descartes accepte ses 
conseils. Mais ailleurs it dit egalement que le doute est utile pour parvenir a une ferme et 

assuree connaissance des choses, et espere que nous employons quelques moil, ou du 
moms quelques semaines, pour lire la I ̀  Meditation. Le doute n'a-il pas besoin d'etre 
serieux pour etre valable? 

  2) Dans Ia Reponse aux Ps Objections, eclaircit Descartes la utilite des raisons de 
douter: it s'en est servi en partie pour y repondre dans les Meditations suivantes. C'est-a-dire, 

pour parvenir a la verite evidente, Descartes projette de dissiper les raisons de douter. 
Etre evident, c'est etre indubitable. Mais ce projet est-il valide sans conditions? 

  3) Nous recueillons des materiaux pour discuter sur la portee du doute cartesien. Dans 

les 22in" et 6- ' Reponses, rend Descartes compte des choses qui ne sont jamais doutees.


