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デ

カ
ル

ト

に

お

け
る

｢

実
体
の

表
現
+

の

問
題

-
ヘ

ン

リ

ィ
.

･

モ

ア

と

の

往
復
書
簡
に

関
連
し
七

-

福

純

( 1 ) デ カ ル ト に お け る ｢ 実体 の 表 現+ の 問題

∴
ア

カ

ル

ト

は

｢

実
体
(

岩
b
∽
t

呂
t

F
)

+

を
､

｢

現

存
す

る

(

e

汁

堅
汀

･

0
1

e
)

た

め
に

他
の

い

か

な
る

事
物
(

1

e

∽
)

を

も

必

要
と

し

な
い

よ

(

1
)

う
な

仕
方
で

､

現
存
す
る

事
物
+

､

と

定
義
し

た

後
で

､

そ

ゐ

実

体
の

認
識
に

関
し
て

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

｢

実
体
は

､

そ

れ

が

現

存
す
る

事
物
で

あ

る

と
い

う
こ

と

だ

け
で

､

ヽ

ヽ

ヽ

直
ち
に

気
づ

か

れ

う
る

わ

け
で

は

な
い

｡

と
い

う
の

は
､

た

だ

そ

れ

だ

け
で

は

わ

れ

わ

れ

を

触
発
す
る

(

p

β
忌
【

①
)

こ

と
が

な
い

′
か

ら
で

あ

る
｡

そ

う

で

ほ

な

く
て

､

わ

れ

わ

れ

は
､

無
に

は

い

か

な

る

属
性
(

p
{

t

ユ
b

已
亡

m
)

も
い

か

な
る

固
有
性
(

p

岩
勺
ユ
¢
t

p

且

ま

た

は

性

質
(
▲

盲
巴
訂
P
∽

)

も
な

い

と

い

う
､

あ
の

共

通

知
見
(

c

O

m
･

m
日

日
e
∽

ロ
O
t
-

○

ロ
e

研

)

に

よ
っ

て
､

実
体
を

そ

の

何
ら
か

の

属
性
を

ヽ

ヽ

ヽ

通

し
て

容
易
に

認

知
す
る

(
m

品
n
O
S

C

e

【

e
)

の

で

あ

る
｡

と
い

う
の

も
､

わ

れ

わ
れ

は
､

或
る

属
性
が

現
に

在
る

(

邑
0

溜
e
)

と

知
覚

す
る

こ

と
か

ら
､

そ

の

属
性
が

帰

属
さ

せ

ら
れ

う
る

と
こ

ち
の

､

現

存
す
る

事
物

､

い

う
な

ら

実
体

､

摘

ま
た

必

然
的
に

現
に

在
る

､

(

2
)

･

と

結
論
す

る

の

だ

か

ら
で

あ

る
+

､

と
〔

傍
点

は

引
用
者
〕

｡

こ

の

よ

う
な

デ
カ

ル

ト

の

所
説
の

う
ち
に

､

そ

の

実
体

論
に

と

.

っ

て

最
大
の

難
点
と

な
る

《

属
性
の

自
存
性
》

の

問
題
が

提
示
さ

れ

て

い

る

こ

と

ほ
､

容
易
に

洞
察
さ

れ

る

と
こ

ろ
で

あ

ろ

う
｡

こ
･

の

問
題
ほ

単
に

､

《

実
体

は

そ

の

属

性
を

通

し
て

認

識
さ

れ

る
》

と

い

わ

れ

る

と

き
に

心

当
の

属
性
は

そ

の

実
体
と

同
一

視
さ

れ

う
る
･

の

か

香
か

､

′
を

問
う
こ

と
の
〟
み

に

あ

る

の

で

ほ

な
い

｡

そ

れ
は

更

､
㍑
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に
､
･

そ
の

よ

う
に

し

て

認

識
さ

れ

る

実
体
が

《

わ

れ

わ

れ

を

触
発

す
る

こ

と
の

な
い

､

現

存
す
る

事
物
と
い

う
だ

け

の

も
の
》

と

し

て

の

《

実
体

そ

の

も

の
》

と

同
一

視
さ

れ

う
る

の

か

香
か

､

を

も

問
わ

し

め
る

の

で

あ

る
｡

デ

カ

ル

ト

は

厳
密
な

意
味
で

の

属
性
を

定

義
し

て
､

｢

各
々

の

実
体
の

本

性
(

n
p
t

亡

⊇
)

お

よ

び

本
質
(

O
S
･

S

①

n
t
-

p
)

を

構
成
す
る

､

び

と

つ

の

主

要
な

固
有
性
+

と

し

て

い

(

3
)

る
｡

そ

う
だ

と

す
れ

ば
､

右
の

問
題

ほ

次
の

よ

う
に

い

い

直
す
こ

と

も

で

き

る
｡

す

な
わ

ち
､

属
性
が

実
体

の

｢

本

質
を

構

成

す

る
+

と
い

う
こ

と

は
､

実
体
の

《

現

存
在
(

e

払
∽
t

e

n
t

F
)

を

開
示

(

4
)

す
る
》

と

い

う
こ

と

を

意
味
す

る

の

か

香
か

､

と

問
う
こ

と

で

あ

る
｡

周

知
の

よ

う
に

､

デ
カ

ル

ト

ほ

｢

神
+

に

加
え

て

｢

精
神
+

と

｢

物
体
+

を
も

実
体

に

数
え

い

れ

た
｡

厳
密
な

意
味
で

の

実

体

は

(

5
)

神
の

み

で

あ
る

が
､

精
神
せ

物
体

も
､

た

だ

｢

神
の

協
力
+

を

要

す
る

と
い

う
こ

と

だ

け
を

別
に

す
れ

ば
､

自
ら
が

現

存
す
る

た

め

に

他
の

い

か

な
る

事
物
を

も

必

要
と

し

な
い

が

ゆ

え
に

､

実
体

と

(

6
)

さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

そ

う
だ

と

す
れ

ば
､

精
神
と

物
体
と

を

実
体

と

し

て

区

別

す

る

と

い

う
こ

と
､

い

い

換
え

れ

ば
､

精
神
の

現

存

在
と

物
体
の

現

存
在
と
の

差

異
を

肯
定
す

る

と
い

う
こ

と

は
､

先

の

《

属
性
の

自
存
性
》

の

問
題
と

必

然
的
に

結
び

つ

く
こ

と

に

な

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

精
神
の

属
性
と

さ

れ

る

｢

思
惟

(

8

嘗
邑
｡
)

+

㍑

(

7
)

.

と

物
体

の

属
性
と

さ

れ
､

る

｢

延

長
(

e

邑
e

邑
○
)

+

と

が

各
々

構
神

と

物
体
と
の

｢

本
質
を

構
成

す
る
+

に

し

て

も
､

そ
の

こ

と

が

同

時
に

そ

れ

ら
の

《

現

存
在
を

開
示

す
る
》

の

で

な

け
れ

ば
､

両

実
体

は

唯
一

の

実
体

に

還
元

さ

れ

る

こ

と

に

も

な

り
か

ね

な
い

か

ら

で

あ
る

｡

か

し

そ

う
な
る

と
､

《

神
は

物
体
で

あ

る
》

と
い

う
こ

と

も

(

8
)

あ
り

う
る

わ

け
で

あ
る

｡

し
か

し

ま
た

､

属
性
の

自
存
性
を

肯
定

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

両

実
体
を

そ

の

各
々

の

属

性
に

同

化
し

ょ

う
と

す
る

な

ら

ば
､

今
度
は

《

物
体
ほ

神
で

あ
る
》

と
い

う
こ

と

(

9
)

に

も

な
り

う
る

わ

け
で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

デ
カ

ル

ト

の

実
体

論
は

､

或
は

神
を

不

要
な

ら

し
め

る

か
､

或
ほ

神
に

何
ら
か

の

仕
方
で

物
体

性
を

容
認
す
る

か
､

と
い

う
重

大

な

困

難
に

逢
着

す
る

｡

し

か

も
､

こ

の

困

難
が

真
に

困

難
で

あ

る

の

は
､

そ

れ

が

右
の

よ

う
に

神
と

延
長
と
の

関
係
の

問
題
と

し

て
､

専
ら

《

延

長

の

自
存
性
》

と
い

う

側
面
で

顕
在
化
さ

れ

て
､

《

思

惟
の

自
存
性
》

の

側
面
が

背
後
に

沈
め

ら

れ

浅
か

に

み

え
る

､

と

い

う
点
に

あ

る
｡

《

神
は

物
体
で

あ
る
》

､

或
は

《

物
体
は

神
で

あ

る
》

と
い

う
こ

と

の

可
能
性
が

問
題
に

な

る

の

で

あ

れ

ば
､

そ

れ

と

同
じ

程
度
に

､

《

神
は

精
神
で

あ
る
》

､

或
は

《

精
神
は

神
で

あ

る
》

と

い

う
こ

と

の

可

能
性
も
ま

た

問
題
に

な

る

は

ず
で

あ
る

｡

何
故
わ

れ

わ

れ

は
､

ネ

⊥

/
｢
L
.

ト
ナ

虹

■

り

サ

ー

恥

k

叫

如

叫

.

心

♯
一

←

什
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( 3 ) デ カ ル ト に お け る ｢ 実体 の 表現+ の 問題

神
と

の

か

か

わ

㌢

に

お

い

て
､

精
神
と

物
体
と
の

間
に

或
る

序
列

を

引
き

い

れ

よ

う
と

す

る

の

か
｡

何

故
デ

カ

ル

ト

は
｢

自
ら
の

哲

学
を

《

世

界
》

よ

り

も

む

し

ろ

《

自
我
》

か

ら

出
発
さ

せ

る

の

か
｡

デ
カ

ル

ト

に

お

け

る

こ

の

絶
対

的
始

元

の

問

題
こ

そ

ほ
､

あ

の

《

重

大
な

困

難
》

の

注
釈
へ

と

多
く
の

哲
学
者
を

招
き

い

れ

た

の

で

あ

る
か

そ

の

よ

う

な

哲
学

者
の

中
で

､

わ

れ

わ

れ

は

こ

こ

に

ヘ

ン

リ

ィ

･

モ

ア

(

H
e

n
H

y

呂
○
【

e
､

ラ

テ

ン

名
で

H
e

ロ
r
i

c

己

玩

E
?

2
且

に

注
目

し

よ

う
と

思
う

｡

モ

ア

ほ

《

延

長
の

自

存
性
》

の

問

題
に

反

省
を

加
え

て

物
体
と

空

間
と

を

分

離
し

､

近

世
に

お

け
る

空

間
概
念
の

確
立
に

寄
与

し

た

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

よ

う
な

反

省

を

め

ぐ
っ

て

の

デ
カ

ル

ト

と

の

応
接
は

､

あ
の

《

絶
対

的
始
元
》

の

問
題
を

分

析
す
る

上
で

､

貴
重
な

示

唆
を

も

た

ら

す

も
の

と

思

わ

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

〓

モ

ア

の

批

判
ほ

ま

ず
｢

物
体
+

の

定

義
に

向

け
ら

れ

る
｡

物
体

は

デ

カ

ル

ト

の

主

張
す
る

よ

う
に
｢

延

長
的
事
物
(

r
e

s

①

已
e

n
∽

p
)

+

な
の

で

は

な
い

｡

｢

延

長
+

と
は

｢

事
物
の

絶
対

的

本

質
+

と

同

じ

境
界
内

に

あ
る

も
打

で

あ
っ

て
､

当
の

本
質
自
体
が

多
様
で

あ

る

の

に

応
じ
て

延

長
も

多
様
に

な

り

う
る

も
の

の

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

｢

自
ら

自
身
に

よ
サ

て

存
続
し
て

い

る

事
物
(
r

e

s

p
e

r

s

e

s

一

計
s
i

s

t

e

n
∽
)

+

は

す
ぺ

て
､

神
や

天

使
で

す

ら

も
､

｢

延

長

的
事
物
+

な
の

で

あ
る

｡

そ

う
だ

と

す

れ

ば
､

延

長
を

独

り

物

体
の

み

に

帰
属
さ

せ

る

デ

カ

ル

ト

の

定
義
は

一

般
的
す
ぎ

て

曖
昧

で

あ

り
､

詭
弁
の

観
す
ら

あ

る
｡

物
体
は

､

た

と

え

可
感
的
性
質

を

欠
く

と

き
で

も

何
ら

か

の

形
状
を

帯
び

る

の

で

あ

る

か

ら
､

必

然
的
に

｢

可

感
的
(

∽

e

ロ
S

旨
E
∽
)

+

な

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

ゆ

え

わ

れ

わ

れ

の

｢

感
覚
(
s

①

n
S

亡
∽

)

+

と

の

関
係
で

定

義
さ

れ

る

ぺ

き

で

あ

る
｡

そ

れ

が

厭
だ

と
い

う
の

で

あ
れ

ば
､

デ
カ

ル

ト

は
一

切

の

感
覚
を

｢

触
覚
(

t

胃
t

亡
S

)

+

に

依
拠
せ

し
め

る

の

で

か

る

か

ら
､

こ

の

｢

触
覚
+

を
よ

り
一

般
的
に

《

物
体

間
の

相
互

接
触

(

c

O

ロ
･

t

g
t

岳
)

お

よ

び

接
触
能
力
》

の

意
味
に

解
し

て
､

｢

可

触

知

性

(

t

賀
爪

音
-

-

計
s

)

+

な
い

し

｢

不

可

透
入

性
(

昌
･

p
e

n
e

t
r

p

g
臣
s

)

+

.

(

∽
)

に

よ
っ

て

定

義
す
べ

き

で

あ
っ

た
､

と
い

う
わ

け
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な
モ

ア

の

批

判
に

対

す
る

デ
カ

ル

ト

の

返

答
は

お

よ

そ

次
の

通

り
で

あ
っ

た
｡

物
体

を

｢

可

感
的
実
体
+

と

定

義
す
る

の

で

あ

れ

ば
､

そ

の

場
合
に

は

物
体
の

｢

固
有
性
+

の

び

と
つ

し

か

説
明
せ

ず
､

そ

の

｢

本

性
全

体
(

ど
t

e

雫
p

n

p
t

已
P
)

+

を

語
り

明
か

し
て

い
･
な

い
｡

｢

可

触
知
性
+

と
か

｢

不

可

透
入

性
+

と

か

は

物
体
の

｢

本
質
的
種
差
+

(

す
な

わ

ち

延

長
)

で

は

な

く

て
､

㍑
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そ
の

固
有
性
に

ほ

か

な

ら

ず
､

そ

れ

ゆ

え

当
の

本
質
的
種
差
か

ら

帰
結
す
る

も
の

に

す

ぎ
な
い

｡

こ

の

こ
､

L
は

､

そ

れ

ら
の

固
有
性

が

物
体
の

部
分
と

関
係
を

も
っ

て

い

て
､

｢

分

割
(

d
小

く
i

巴
○
)

+

或

ほ

｢

境
界
づ

け
(

t

¢
【

m
5

.

p
t
-

○
)

+

と
い

う
観
念
を

前
提
す
る

と
い

う
こ

と
か

ら

明
ら

か

で

あ

る
｡

こ

れ

に

対
し

て
､

｢

無

限

定

の

大

き

さ

を

以
て

連
続
す
る

､

い

う
な

ら

無
際
限
の

､

物
体
+

は
､

そ

の

う
ち
に

た

だ

｢

延

長
+

の

み

を

考
察
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

概

(

]
)

念
さ

れ

う
る

の

で

あ

る
｡

物
体
の

定

義
を

め

ぐ
る

こ

の

よ

う
な

論
議
に

お

い

て

問
題
に

な

を

の

は
､

デ
カ

ル

ト

に

あ
っ

て

は

定
義
項
が

被
定

義
項
よ

り

も

広

す
ぎ

､

モ

ア

に

あ
っ

.
て

は

狭
す
ぎ
る

､

と
い

う
点
で

あ

る
｡

そ

し

て

モ

ア

の

考
え

で

は
､

広
す

ぎ
る

よ

り

は

狭
す
ぎ

る

方

が

ま

だ

よ

い
｡

･
な
ぜ

な

ら
､

一

切
の

事
物
の

｢

娘
渡
(
【

P

d

訂
)

+

と

｢

本

質
+

と
は

永
遠
の

闇
に

包

ま

れ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

事
物
す

な

わ

ち

実
体
の

定
義
は

､

当
の

事
物
間
の

関
係
に

ほ

か

な

ら
ぬ

｢

固
有
性
+

(

坦
)

に

よ
っ

て

行
な

う
以

外
に

方

法
が

な
い

の

だ
､

と
い

う
の

で

あ
る

｡

そ

う
だ

と

す
れ

ば
､

デ

カ

ル

ト

の

主

張
す
る

《

物
体
の

本
性
全

体

を

語
り

明
か

す
》

と
い

う
こ

と
は

､

い

か

な

る

意
味
に

解
す
べ

き

で

あ

ろ

う
か

｡

デ
カ

ル

十

に

お

い

て
､

｢

本
質
的

種
差
+

と

は

《

厳

密

な

意

味

(

泊
)

で

の

属
性
》

の

こ

と
で

あ
る

｡

と
こ

ろ

で
､

デ
カ

ル
■
ト

は

そ

打

よ

由
っ

∂

う
な

属
性
と

実
体
■
と
の

区

別

を

｢

観

点

上

の

区

別

(

d

賢
F

昆
○

(

叫
)

【

p
t

ど
ロ
ト

s

)

+

と

み

な

す
｡

こ

れ

は

同
一

の

事
物
を

｢

知

性

訂
t

e

r

-

e

c

t

宏
)

の

外
部
に

在
る

も
の
+

と

し
て

み

る

か
､

｢

知
性
の

内
部

に

対

象
的
に

〔

観

念
内

的
に
〕

在
る

も

の
+

と

し

て

み

る

か
､

と

(

ぴ
)

(

1 6
)

い

う
区

別

で

あ
っ

て
､

単
な

る

《

思
惟
操
作
上
の

区

別
》

の

こ

と

で

あ

る
｡

実
体
の

属
性
は

実
体
そ

の

も
の

と

｢

ま

さ

に

同
じ

も
の

と

し

て

概
念
さ

れ

る
べ

き

(

n

O

幹

巴
芹
e

r

g
n
計
p

ト

d

¢

訂
→

①
)

+

で

あ
っ

て
､

そ
の

よ

う
に

し
て

初
め

て
､

わ

れ

わ

れ

は

当
の

実
体
を

(

打
)

明

噺
か

つ

判
明
に

｢

知
解
す
る

(

ど
t

e
-

1

首
0
り

e
)

+

-
い

う
な

ら
､

(

1 8
)

当
の

実
体
に
.つ
い

て

の

明

晰
か

つ

判
明

な

｢

観
念
を

形
成

す
る
+

■

-
こ

と
が

可
能
に

な
る

､

′
と
い

う
の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

｢

観
点

上
の

区

別
+

の

根
拠

､

つ

ま

り

実
体
と

そ

の

属

性
と

が

全

ヽ

ヽ

く
の

同
一

事
物
と

し
て

概

念
さ

れ

る
ぺ

き

理

由
と

し
て

､

デ

カ

ル

ト

は

次
の

二

つ

を

指
摘
す
る

｡

第
一

は
､

実
体
の

知
見
を

そ

の

属

性
の

知
見
か

ら

｢

引
き

離

す

(

P

訂
t

⊇
F
①

r

e
)

+

に

は

｢

或
る

困

難
+

が

伴
な

う
の

で

あ
っ

て
､

そ

の

よ

う
に

属
性
を

捨
象
し

た

実

体

そ

の

も
の

を

知
解
す
る

よ

り

も
､

両

者
を

同
じ
び

と
つ

の

も
の

と

し

て

知
解
す
る

方
が

｢

よ

り

容
易
+

で

あ
る

､

と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

第
二

は
､

そ

の

結
果
と

し

て

わ

れ
.
わ

れ

の

概
念
が

｢

よ

り

一

人
L

ヤ
′
｢

㍉

十

払
町

か
･

卜
･

が

担

一

″

仲

良

頂

屯

中

ト

み

h

わ

`
F
ト

ト

が

ー

叫

軒
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( 5 ) デ カ ′り に お け る ｢ 実体 の 表現+ の 問題

判
明
+

に

な

る

の

で

あ

る

が
､

■
そ

れ

は

当
の

概
念
の

う
ち
に

包

括

さ

れ

る

も

の

が
､

よ

り

少
な

く

な
る

か

ら

で

は
な

く
て

､

他
の

す

べ

て

の

も
の

か

ら

｢

厳
密
に

区

別
さ

れ

る
+

か

ら

だ
､

と

い

う
こ

(

汐
)

と
で

あ

る
｡

そ

う
だ

と

す
れ

ば
､

ま

ず
右
の

第
一

の

理

由
か

ら

次
の

こ

と

が

明

ら
か

に

な
る

｡

す
な

わ

ち
､

《

属
性
を

通

し

て

実
体

を

認

識

す

る
》

と

は
､

《

実
体
の

現

存
在
を

語
り

明
か

す
》

こ

と

を

意

味

す

る

の

で

は

な

く
､

却
っ

て

《

実
体

を

そ

の

属
性
に

還
元
す

る
》

こ

と

を

意
味
す

る
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

実
体
か

ら

そ

の

属
性
を

《

捨
象
す
る
》

と

い

う
こ

と

は

当
の

実
体

を

《

抽
象

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

化

す
る
》

こ

と

に

も

な

り
か

ね

な
い

が

ゆ
え

に
､

実
体
は

《

具

体

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

的
な

形
》

で

し
か

捉
え

ざ

る

を

え

な

く
な

る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

こ

で

《

実
体
を

抽
象
化
す
る

こ

と

に

も

な
り

か

ね

な
い
》

と
い

う
の

は
､

,
実
体

を

そ

れ

自
体
と

し

て

把

捉

す
る

こ

と

に

は

単
に

｢

或
る

困

難
+

が

伴
な

う

1
｢

よ

り

容
易
+

で

は

な
い

-
と

い

う
だ

け
の

こ

と
で

あ
っ

て
､

そ

れ

が

《

不

可

能
事
》

と

さ

れ
て

い

る

わ

け
で

は

な
い

か

ら

で

あ

る
｡

そ

し

て

そ

れ

ゆ

え
に

こ

そ
､

実
体
の

《

抽
象
化
》

の

危
険
を

速
け
る

か

の

よ

う
に

し
て

行
な

わ

れ

る

実

体
の

《

具
体

化
》

も
､

い

わ

ば

強
い

ら
れ

た

事
態
で

あ
っ

て
､

か

く

て

ひ

と

つ

の

抽
象
化
な
の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

事
鰻
が

｢

観
点

上
の

区

別
+

の

第
二

の

理

由
を

構

成

す

る
｡

す
な

わ

ち
､

概

念
の

《

判
明

性
(

d

賢
ど
c

t

且
》

が

増
大

す
る

と

き
､

そ

れ

が

内
包
の

単
純
化

を

意
味
し

な

い

こ

と

に

よ
っ

て

《

具
体

性
》

を

語
り

､

他
の

一

切
の

内

包
か

ら

厳
密
に

区

別

芋

れ

る

と
い
■
う
こ

と
に

よ

っ

て

《

抽
象
性
》

を

語
る

の

で

あ

る
｡

デ

カ

ル

ト

は

｢

観
点

上
の

区

別
+

を

｢

知
性
の

抽
象
に

よ

る
+

区

別

と

も

表

現
し

て
､

当
の

区

別
の

叔
本
的
抽
象
性
を

提
示

す
る

の

で

(

2 0
)

あ
る

｡

或
る

書
簡
の

中
の

次
の

一

静
ほ

そ

の

こ

と

を

明

確
に

述
べ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

｢

私
の

外
部
に

在
る

も

の

に

つ

い

て

偲
､

私

が

そ

れ

に

関
し
て

私
の

内

部
で

得
た

観
念
の

仲
介
に

よ

る

の

で

な

け

れ

ば
､

い

か

な
る

認

識
を

も

も

ち

え

な
い

こ

と

は

確
か

で

あ

り

ま

す
か

ら
､

私
は

私
の

判
断
を

直
接
的
に

事
物
に

帰
.
着
さ

せ

ぬ

よ

う
に

､

そ

し
て

､

事
物
の

観
念
の

内
に

予

め

気
づ

く
の

で

な

け

れ

ば

何
ひ

と
つ

積
極
的
な

も
の

を

当
の

事
物
に

帰
属
さ

せ

ぬ

よ

う
に

､

気
を

つ

け
ま

す
｡

し

か

し
､

私
は

卦

た
､

当
の

観
念
の

内
に

見
い

だ

さ

れ

る

も

の

は

す
べ

て

必

然
的
に

事
物
の

内
に

も

在
る

､

と

も

考
え

ま

す
｡

こ

う
し

て
､

私
の

観
念
が

私
の

精
神
の

或
る

抽
象
に

よ
っ

て

非
十

全
的

《

ロ

O

n

C

O

ヨ
勺

-

ぎ
e

)

な
い

し

非
安

当

的
(

ぎ
･

一

己
p

ぷ
亡

巳
且

な

も
の

に

さ

れ

る

の

で

は

な
い

か

ど

う
か

､

と
い

う

こ

と

を

知
る

た

め
に

は
､

私
は

唯
た

だ
､

当
の

私
の

観
念
を

､

私

㍑
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の

外

部
に

在
る

い

っ

そ

う
十

全
な

或
る

事
物
か

ら

引
き

だ

し

た
の

で

は

な

く
て

､

私
の

内

部
に

在
る

い

っ

そ

う
豊

か

な
(

p

m
甘
e
)

或

は

い

っ

そ

う
十

全

な

別
の

或
る

観
念
か

ら

引
き

出
し

た

の

で

は

な

か
っ

た

か

ど

う
か

､

と
い

う
こ

と

だ

け

を

検
討
い

た

し

ま

す
｡

し

か

も
､

そ

の

《

い

っ

そ

う
豊
か

な

或
は

い

っ

そ

う
十

全
な

別
の

或

る

観
念
か

ら

引

き
だ

す
》

と
い

う
こ

と

は
､

知
性
の

抽

象
に

よ

っ

て
(

p
e
r

a

訂
t

r

胃
t
i

O

ロ
e

m

訂
t

e
-
】

e

c

t

岳
)

行
な

わ

れ

る

の

で

あ

り
､

い

い

換
え
れ

ば
､

こ

の

い

っ

そ

う
豊
か

な

観
念
の

内
に

包

括
さ

れ

る

も
の

の

或
る

部
分

か

ら

私
の

思

惟
を

過
せ

る

こ

と
に

よ

っ

て
､

当
の

思

惟
を

他
の

部
分
に

そ

れ

だ

け
い

っ

そ

う

専
念
さ

せ
､

そ

れ

だ

け
い

っ

そ

う

注

意
深
く
さ

せ

る

よ

う
に

し
て

行
な
わ

れ

る

の

で

す
+

､

と
｡

そ

う
だ

と

す
れ

ば
､

こ

の

｢

観
点
上
の

区

別
+

は
､

そ

の

《

具

ヽ

ヽ

ヽ

体

化
》

と

い

う
機
能
の

も

と
で

は

実
体
の

本
性
を

語
り

明
か

す

わ

け
で

あ
る

が
､

そ

の

根
本

的

抽
象
性
と

い

う

点
か

ら

み

れ

ば

実
体

そ

の

も
の

を
､

モ

ア

の

主

張
と

同

様
に

､

永
遠
の

闇
の

中
に

残
し

ヽ

ヽ

て

お

く
わ

け

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

《

実

体
の

本
性
全

体
を

-

ヽ

ヽ

ヽ

い

う
な

ら
､

本

性
を

完
壁
に

-
語
り

明
か

す
》

と

い

う
こ

と
の

た

め
に

は
､

更
に

別
の

区

別
が

問
題
と

な

ろ

う
｡

実
際

､

デ
カ

ル

イ

は

右
に

引
用
し

た

書
簡
の

一

節
が

直
感
か

か

わ
っ

て

い

る

『

省

察
に

付
さ

れ

た

第
一

答
弁
』

の

中
で

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

た
｡

畑
{

J

す
な

わ

ち
､

｢

事
物
を

非
妥
当
的
に

概
念
す
る

知
性
の

抽

象
に

よ

っ

て

或
る

事
物
が

他
の

事
物
か

ら

判
明
に

別
々

に

概

念
さ

れ

る

た

め
に

は
､

た

し
か

に

形
相

的
区

別
(

d

訂
t

ぎ

昆
○

訂
r

m
巴

且

だ

け

で

十

分

な
の

で

あ

り

ま

す
が

､

し
か

し
､

各
々

の

事
物
を

自
ら

自

身
に

よ
っ

て

在
る

も
■

の

(

e

n
Ⅵ

p
O

:
e

)

､

か

く
て

他
の

す
べ

て

の

も
の

と

は

別

個
の

も

の

と

し

て

在
る

も
の

､

の

如
く

に

わ

れ

わ

れ

が

知
解

す
る

と

い

う
ほ

ど

ま
で

に

判
明
に

別
々

に

概
念
さ

れ

る

た

め
に

は
､

形
相

的
区

別
だ

け
で

は

十

分
で

な

く
､

お

よ

そ

そ

の

た

め
･
に

は

実
在
的
区

別

(

d
i

s

t
-

n
c

t
小

○

岩
巴

且

が

要
求
さ

れ
る

の

で

(

2 1
)

す
+

､

と
｡

そ

こ

で

ま

ず
､

｢

形

相

的
区

別
+

で

あ

る

が
､

こ

れ

は

｢

様

態

(

㌶
)

的
区

別

(

d
-

∽

E
n

星
O

m
O

d

巴

且
+

と

同

義
と

さ

れ

て

は

い

る

も

の

の
､

｢

観
点

上
の

区

別
+

を

も

含
意
し
て

い

た

こ

と

が

後
に

『

哲

(

2 3
)

草
原
理
』

の

中
で

指
摘
さ

れ

て

い

る
｡

｢

様
態
(

∋
O

d

宏
)

+

は
｢

属

性
+

や

｢

性
質
+

と

全

く

同

じ

も
の

を

意
味
す

る

が
､

厳
密
に

は
､

｢

属
性
+

が

た

だ

実
体
に

｢

内

存
す
る

(
-

n

O
∽

S

e

)

+

と

の

み

解
さ

れ

る

場
合
を
い

う
の

に

対

し
て

､

｢

様
態
+

は

実

体

が

よ
っ

て

以

て

｢

触
発
さ

れ

或
は

多
様
化
さ

れ

る

(

p

琵

♀

孟
-

く

邑
邑
)

+

も

(

2 4
)

の

と

解
さ

れ

る

湯
合
を

い

う
｡

た

と

え
ば

､

｢

思

惟

約

実

体
+

に

去
▲

L
､

斗
･
･ノ

‥

屯
1

¢

虹
町
村

r

仁

一

少

仙

崎

･妙

､

小

.

¢

P

わ

_
r

キ

琳
一

卜

叫
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( 7 ) デ カ ル ト に お け る ｢ 実 体 の 表 現+ の 問題

対

し

て

｢

思

惟
+

は

｢

属
性
+

で

あ

る

が
､

そ

の

思

惟
が

む
し

ろ

｢

種
々

様
々

の

(

d

才
e
r
s

且
+

状
態

1
知
解
す
る

､

想

像
す

る
､

想

起
す
る

､

等
々

の

作
用

-
-
と

し

て

当
の

実
体
に

内

存
す
る

場

合
に

は

｢

様
態
+

と

呼
ば

れ

る

の

で

あ

る
｡

同

様
に

｢

延

長
的

実

体
+

に

関
し

て

も
､

｢

延

長
+

な

る

属
性
に

対

し

て

｢

運

軌
+

や

(

2 5
)

｢

形
状
+

は

様
態
と

呼
ぶ

こ

と

が

で

き

る
｡

と

こ

ろ
で

､

｢

様
態

的

区

別
+

と

は
､

そ

の

よ

う
な

厳
密
な

意
味
で

の

様
態
と

そ

れ

が

内

存
す
る

と
こ

ろ
の

実
体

と

の

区

別
､

も

し
く

は
､

同
一

実
体
に

内

存
す
る

二

つ

の

様
態
の

問
の

区

別
､

と

さ

れ

る
｡

そ

し

て

そ

の

区

別
の

根
拠
は

､

前

者
の

場
合
に

は
､

実
体
は

そ

の

様
態
が

な

く
て

も

明

晰
に

知
覚
さ

れ

う
る

が
､

逆
に

実
体

な

し
に

は

当
の

様
態
は

知
解
さ

れ

え
ぬ

､

と
い

う
こ

と

に

あ

り
､

ま
た

後
者
の

場
合
に

は
､

問
題
の

二

つ

の

様
態
は

互
い

に
一

方
が

他
方

な

し
に

認
知
さ

れ

う

る

が
､

そ

れ

が

内

存
す

る

と

こ

ろ
の

実
体
な

し
に

は

い

ず
れ

も

認

(

2 6
)

知
さ

れ

え
ぬ

､

と
い

う
こ

と

に

あ

る

と

さ

れ

る
｡

そ

う
だ

と

す
れ

ば
､

｢

様
態
的
区

別
+

は
､

専
ら

そ

の

第
一

の

場
合
が

注

目

さ

れ

る

よ

う
に

し

て
､

各
々

の

様
態
を

《

多
様

化

さ

れ

た

同
一

の

属

(

2 7
)

性
》

と

解
す
る

か

ぎ

り

で

の

み
､

｢

観
点

上
の

区

別
+

に

同

化

さ

れ

え
よ

う
｡

そ

し

て
､

こ

の

よ

う
な

同

化
の

も

と

に

こ

そ

第
二

の

易
合
は

説
明
さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

し
か

も

そ

の

こ

と

が

蔑
二

の

場
合
を

い

わ

ば

説
明

し

返

す
こ

と

に

な

る
｡

す
な

わ

ち
､

二

つ

の

様
態
が

相
互

に

区

別

さ

れ
､

か

つ

そ

の
一

方

が

他

方

な

し
に

認

知

さ

れ

う
る

と
い

う
こ

と

ほ
､

｢

び

と
つ

の

共

通
の

観
点

の

も

と

に

(

お
)

(

岩
b

ロ

n

p

g
ヨ
m
亡

n
-

岩
t

ぎ
ロ
e

)

+

の

み

い

わ

れ

う
る

の

で

あ
っ

て
､

こ

の

｢

共

通
の

観
点
+

を

無
視
す
る

な
ら

ば
､

各
々

の

様
態

は

｢

自

存
的
な

事
物
(

1
e

∽

S
一

旨
s
i

s

t

e

n
s

)

+

と

み

な
さ

れ
､

か

く

(

2 9
)

て

様
態
の

観
念
と

実
価
の

観
念
と

が

混

同

さ

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

各
々

の

様
態
の

《

自
存
性
》

が

斥
け

ら
れ

て

こ

そ
､

第
一

の

場
合
に

お

け
る

《

様
態
は

そ

れ

が

内

存
す
る

と
こ

ろ
の

実

体
な

し

に

ほ

知
解
さ

れ

ぬ
》

と

い

う
こ

と

が

顕
在
化

さ

れ

る
｡

第

一

の

場
合
は

第
二

の

場
合
を

説
明
し

つ

つ

自
ら

自

身
を

説
明

す
る

の

で

あ

っ

て
､

後
者
ほ

前
者
の

顕
在
化
に

と
っ

て

不

可
欠
の

契
機

ヽ

ヽ

ヽ

を

な

す
｡

各
々

の

様
態

は
､

《

属
性
の

種
々

様
々

な

様

態
》

で

あ

ヽ

ヽ

ヽ

る

の

だ

が
､

《

そ

れ

が

内

存
す
る

と
こ

ろ
の

実
体
の

様
態
》

と
の

み

(

苅
)

み

な

さ

れ

る

場
合
に

｢

も
っ

と

も

よ

く

知
覚
さ

れ

る
+

の

で

あ

る
｡

い

い

換
え
る

な

ら
､

｢

様

態
的
区

別
+

は

｢

観
点

上

の

区

別
+

の

有
す
る

《

具
体

化
》

の

機
能
を

第
二

の

場
合
に

よ

っ

て

明
ら

か

に

し
､

ま

た

当
の

《

具
体

化
》

の

機
能
が

引
き
い

れ

て

い

る

《

抽
象

性
》

を

第
一

の

場
合
に

よ

っ

て

明
ら

か

に

す
る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

▲7

ゆ

え
､

｢

観
点

上
の

区

別
+

に

お

け

る

｢

観

点
(

岩

昏
)

+

も

ま

朗



一 棟論叢 第八 十 五巻 第 三 号 ( 8 )

た

二

重
の

意
味
を

有
し
て

い

る
｡

す

な

わ

ち
(

知
性
の

外
部
と

内

部
と

を
､

い

う

な
ら

実
体
そ

れ

自
体

と

執
念
内

的
実
体
と

を

区

別

し
っ

っ

い

わ

ば

重
ね

あ

わ

せ

る

観
点

と
､

観
念
内
的
実
体
の

多

様

性
を

基
礎
づ

け
つ

つ

い

わ

ば

統
一

す
る

観
点
と

で

あ

る
｡

そ

う

だ

と

す
れ

ば
､

デ
カ

ル

ト

が

実
体
の

定

義
に

関
す

る
モ

ア

の

見
解
を

容
認
し

え

な
い

の

は
､

モ

ア

に

お

い

て

は

右
の

第
二

の

観
点

が

欠

け
て

い

て
､

そ

の

結
果

､

一

方
で

は
､

第
一

の

観
点
が

絶
対

化
さ

れ

て

実
体

そ

れ

自

体
の

認

識
が

《

単
な
る

困

難
事
》

で

は

な

く

《

絶
対

的
不

可
能
事
》

と

み

な

さ

れ

る

こ

と

に

な
る

た

め

で

あ

り
､

他

方
で

は
､

様
態
の

自
存
在
が

肯
定
さ

れ

て

当
の

様
態
が

実
体
と

混

同
さ

れ

る

慣
れ

が

生

ず
る

た

め
で

あ
る

｡

デ
カ

ル

ト

は

こ

の

よ

う
な

事
態
を

ス

コ

ラ

的
な

形

式
論
理
に

お

け
る

《

類
》

と

《

種
》

と
の

関

係
の

う
ち
に

み

て
.い

た

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

ほ

｢

実

体
+

が

ま
た

｢

基
体
(

岩
g
e

C
t

亡

且
+

と

し
て

も

定

義
さ

れ

て

い

(

3 1
)

た
こ

と
か

ら

明
ら
か

で

あ
る

｡

類
は

程
な

く

し

て

も

概
念
さ

れ

う

る

が
､

逆
に

種
は

類
な

く

し
て

は

概
念
さ

れ

え

ぬ

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

は

《

種
差
》

が

本

質
的
な

も
の

と

し

て

-
い

う
な

ら

《

属

性
》

の

観
点
の

も
と

で

-
考
察
さ

れ

ぬ

と
い

う
こ

と
に

由
因
す

る
｡

つ

ま

り
､

種
か

ら

種
差
を

捨
象
す

る

こ

と

に

よ
っ

て

類
を

概

念
す
る

､

と
い

わ
れ

る

と

き
､

当
の

《

捨

象
さ

れ

る

種
差
》

の

帰

属
す
べ

き
■

《

基
本
》

と

し
■
で

町

《

哲
の

問
題
が

主

題
化
さ

れ

て

∽

い

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

主
題
化
こ

そ

は

右
の

第
二

の

観
点
に

よ

っ

て

担
わ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

《

基
体
》

は

《

種
と
い

う
観
点
》

か

ら

句

類
》

と

し

て

概
念
さ

れ

て

は

な

ら

す
､

｢

実
体

と
い

う
観
点
+

(

3 2
)

か

ら

《

属
性
を

通

し
て
》

の

み

知
解
さ

れ

う
る

の

で

あ
る

｡

も

し

も
そ

の

よ

う

な

デ
カ

ル

ト

的
｢

属
性
+

が

主

題
化
さ

れ

る

こ

と

な

く
､

｢

実
体
+

が

専
ら

｢

様
態
+

(

モ

ア

の

い

う
｢

固
有
性
+

)

と

の

関
係
で

語
ら
れ

る

な

ら

ば
､

｢

実

体
+

と

｢

属

性
+

と

は

《

観

点
の

上
で

(
【

P
t
i

O

n
①
)

す

ら

区

別
さ

れ

る

こ

と

な

く
》

､

《

絶
対

的

に

同
一

視
さ

れ

る
》

こ

と
に

な

ろ

う
｡

そ

れ

な

ら

ば
､

モ

ア

は

実

体

を

永
遠
の

閤
の

中
に

残
し
て

お

く
よ

り

も
､

む

し

ろ

白
日

の

光

の

中
に

引

き
だ

し

て

語
る

べ

き

で

は

な

か

っ

た

の

か
｡

･
こ

こ

■
に

｢

神
+

と

｢

延

長
+

と

の

関
係
を

め

ぐ
る

複
薙
な

議
論
が

生

ま
.

れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

は

悉
く

あ

の

第
二

の

観
点
の

問
題
に

端
を

発
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

う
し
て

､

こ

の

第
二

の

観
点
の

問
題
を

余
す
と

こ

ろ
な

く

展
開
す
る

た

め
に

ほ
､

必

然
的

に

｢

実
在
的
区

別
+

の

考
察
が

要
求
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

三

｢

実
在
的
区

別
+

と

は

二

つ

も
し

く
は

多
数
の

実
体

の

間
■
の

区

ヰ

ん

斗

七
.

サ

L

弘
町
･ぜ

.

サ

ト

ー

■㍉

一

転

斗

b

恥

ト

≠

P

中

線
V

､

㌢

ト
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( 9 ) デ カ ル ト に お け る ｢ 実 体 の 表現+ の 問題

(

お
)

別

を
い

い
､

し

た

が
っ

て
､

｢

そ

れ

ら
の

実
体
の

い

ず
れ

か
一

方

(

糾
)

が

他

方
に

倹
つ

こ

と

な

し
に

現

存
し

う
る

場
合
+

と

定

義
さ

れ

る
｡

そ

し
て

､

そ

の

よ

う
な

区

別
の

根
拠
は

唯
た

だ
､

そ

れ

ら
の

実
体

の

一

方
を

他
方
に

倹
つ

こ

と

な

し
に

明

噺
か

つ

判
明
に

知
解
し

う

(

3 5
)

る

と

い

う
こ

と
の

み

に

あ
る

､

と

さ

れ

る
｡

し
か

し
､

こ

の

《

区

別
の

根
拠
》

は

慎
重

な

解
釈
を

要
す
る

｡

《

区

別
そ

の

も

の
》

､

い

う
な

ら
《

実
体
の

現
存
在
》

ほ

あ

く

ま
で

も
《

認
識
》

を

通

し
て

明

ら
か

に

さ

れ

る

の

で

あ

る

に

も

せ

よ
､

そ

の

よ

う

な

《

認

識
》

が

可

能
な
の

は

《

す
で

に

区

別
そ

の

も
の

が

存
し

て

い

る
》

か

ら

に

(

3 6
)

ほ

か

な

ら
ぬ

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ
え

､

《

区
側
の

認
識
》

は
､

《

す

で

に

存
す
る

区

別
》

に

よ
っ

て

可

能
と

な

る

に

も

せ

よ
､

そ

れ

自

体
と

し
て

支

持
さ

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

の

だ

と

す

れ

ば
､

前

者
〔

区

別

の

認

識
〕

は

後

者
〔

す

で

に

存

す
る

区

別
〕

の

単
な

る

《

説

明
》

と

し
て

提
示
さ

れ

る

の

で

は

な

く
､

後
者
が

前
者
の

う
ち
で

い

わ

ば

《

基
礎
づ

け

ら

れ

ね

ば

な

ら
ぬ
》

わ

け

で

あ

る
｡

い

い

換
え

れ

ば
､

｢

い

か

に

し

て

(

q

⊆
ロ

勺
p

C
t

O
)

《

私
は

ひ

と
つ

の

実
体

を

他
の

実

体
に

倹
つ

こ

と

な

く

明

噺
か

つ

判
明
に

知
解
す
る

と
い

う
こ

と

だ

け
か

ら
､

び

と

つ

の

実
体
が

他
の

実
体
か

ら

排
除
さ

れ

る

と
い

う

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(

3 7
)

こ

と

を

確
知
す
る
》

の

か
､

が

い

わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
+

〔

傍

点

は

引

用
者
〕

の

で

あ
る

｡

そ

う
だ

と

す

れ

ば
､

こ

の

｢

実
在
的
区

別
+

は

｢

観
点

上
の

区

別
+

に

対

し
て

､

あ

七

か

も

当
の

｢

観
点

上
の

区

別
+

が

｢

様
態

的
区

別
+

に

対

し
で

有
し

た

の

と

同

じ
よ

う
な

関
係
を

示

す

わ

け

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

｢

実

在
的
区

別
+

は
､

《

実
体
そ

の

も
の

を

認

識
を

通
し

て

明

ら
か

に
■
す
る
》

と
い

う
こ

と
を

ひ

と
つ

の

基
礎
と

す
る

点
で

｢

観
点

上
の

区

別
+

を

引

き
い

れ
､

そ

の

よ

う
な

認

識

町

《

い

か

に

し
て
》

を

問
う
と
い

う
こ

と

を

も

う
ひ

と
つ

の
■
基

礎

と

す
る

点
で

｢

観
点

上
の

区

別
+

を

超
え

る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

《

い

か

に

し

て
》

ほ
､

｢

観
点
上
の

区

別
+

と

｢

様
態
的
区

別
+

と

の

関
係
に

お

い

て

も

問
わ

れ

た

の

で

あ
っ

た

が
､

そ

れ

ほ

｢

知
性

の

内
部
+

で
､

い

わ

ば

《

存
在
的
》

に

問
わ
れ

た

に

す
ぎ

な

か
っ

た
｡

い

い

換
え

れ

ば
､

｢

観
点

上
の

区

別
+

が

包

含
す

る

二

つ

の

｢

観
点
+

の
■

う
ち

､

第
一

の

観
点

が

第
二

の

観

点

に

よ

っ

て

《

予

想
》

せ

ら

れ

或

は

《

説

明
づ

け
》

ら

れ
た

に

す

ぎ
な

か

っ

た
｡

こ

の

｢

観
点
上
の

区

別
+

を

担
う

｢

知
性
の

抽
象
+

が

む
し

ろ

｢

単

(

3 8
)

な
る

虚
構

(

s

O
-

P

出

ト
t
-

○
)

+

と

い

わ

れ

る

所
以
で

あ

る
｡

｢

実

在
､

的
区

別
+

に

か

か

わ

る

《

い

か

に

し

て
》

の

問
い

は

《

知
性
の

内

部
と

外

部
と
の

関
係
》

と

し
て

､

い

わ

ば

《

存
在
論
的
》

に

展

開

さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

こ

に

あ

の

第
一

の

観
点
こ

そ

は

主

題
化

9

さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

そ

う
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

何
故
モ

ア

に

朗
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お

い

て

は

そ

の

よ

う
な

主

題
化
を

拒
む

よ

う
に

し
て

当
の

観
点

が

絶
対

化
さ

れ

た

の

か
､

と

い

う
こ

と

も

ま
た

明
ら

か

に

な

る

は

ず

で

あ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

デ
カ

ル

ト

は

先
に

引
用

し
た

『

第
一

答
弁
』

の

中

で
､

｢

形

相

的

区
別
+

と

｢

実
在
的
区

別
+

と
の

関

係
に

触

れ

た

す
ぐ

後
に

､

次
の

よ

う
な

説
明

を

加
え

て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

｢

私

は
､

物
体
の

何
で

あ

る

か

と
い

う
こ

と

を
､

唯
た

だ

そ

れ

が

延
長

的
､

形
状
的

､

可

動
的

､

等
々

で

あ

る

と
の

み

考
え

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

そ

し
て

当
の

物
体
に

つ

い

て
､

精
神
の

本
性
に

属
す
る

す
べ

て

の

も
の

を

香
定
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

十

全

的
に

知
解
し

ま

す
｡

ま

た

そ

れ

と
は

逆
に

､

私
は

､

精
神
の

う
ち
に

は

物
体
の

観
念
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

う
ち

に

含
ま
れ

る

も

の

の

何
か

が

あ

る

こ

と

を

香
定
す

る

に

し
て

い
､

当
の

精
神
は

疑
い

､

知
解
し

､

意
志

す
る

､

等
々

の

十

全

的

な

事
物
で

あ
る

と

い

う
こ

と

を
､

知
解
し

ま

す
｡

お

よ

そ

こ

の

こ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

と

は
､

精
神
と

物
体
と

の

間
に

実
在
的
区

別
が

な
い

と

し

た

な

ら
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

＼

(

3 9
)

生

じ

え

ぬ

こ

と

な
の

で

す
+

〔

傍
点

ほ

引

用

者
〕
､

と
｡

こ

の

説

明

が

｢

観
点

上
の

区

別
+

の

第
二

の

理

由
〔

概

念
の

判
明

性

の

増
大
〕

に

含
ま

れ
た

二

つ

の

側

申
〔

具

体

性

と

抽
象
性
〕

に

対

応
す
る

七

と

は

明
ら
か

で

あ
る

｡

し
か

し
､

そ

の

二

つ

の

側
面
は

｢

実
在
的

区

別
+

と
の

関
係
に

お

い

て

ほ
､

抽
象
性
が

具

体

性
に

い

わ

ば

先

行

す
る

､

と

い

う
或
る

序
列
を

提
示

す
る

の

で

あ

り
､

し
か

も

そ

れ

淵

が

｢

精
神
+

の

概
念
に

お

い

て

は

明

示
さ

れ
､

｢

物

体
+

の

概

念

に

お

い

て

は

両

側
面
ほ

む

し

ろ

並

置
さ

れ

て

い

る

こ

と

に

注

意
す

べ

き
で

あ

る
｡

抽
象
性
が

具
体

性
に

《

い

わ
ば

先

行
す
る
》

と
い

う
と

き

に

ほ
､

当
の

抽
象
性
の

も

と
に

《

実
体

或
は

事
物
の

あ

ら

ゆ
る

具
体

的
規

(

仰
)

定
は

､

肯
定
的
な

も
の

上

し
て

の

香
定
で

あ

る
》

と
い

う
事
態
が

意
味
さ

れ

て

い

る
｡

わ

れ

わ

れ

は

そ

の

よ

う
な

《

事
物
(

r

O
S
)

の

肯
定

的

性
質
》

を

｢

実
在
性
+

(
り

e
S

性
と

し
て

の

岩
巴
小

t

p
∽
)

と

呼
ぶ

の

で

あ
っ

で
､

こ

の

｢

実
在
性
+

は

種
々

の

｢

度
(

雫
邑
宏
)

+

(

4 1
)

を

以
て

現
わ

れ

る

の

が

普
通
で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

事
物
の

肯
定

ほ
一

挙
に

果
さ

れ

る

よ

り
も

､

様
々

な

観
点
か

ら
い

わ

ば

部
分

的

に

行
な

わ

れ

る

方

が

《

よ

り

容
易
》

だ

か

ら

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ
え

､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

実
在
性
の

背
後
に

は

常
に

ー
い

わ

ば

先

行
的
に

-
同
じ

び

と

つ

の

否
定
が

存
す
る

の

で

あ

る

か

ら
､

肯
定
が

よ

り

容
易
で

あ

れ

ば
そ

れ

だ

け

実
在
性
の

度
は

小
さ

く
な

る

(

す

な

わ

ち
､

よ

り

小

さ

な

部
分
し

か

肯
定

し

な
い
一)

の

で

あ

り
､

逆
に

､

肯
定
が

よ

り

困
難
で

あ

れ

ば

そ

れ

だ

け

実
在
性
の

度
は

大
き

く

な
る

｡

か

く
し

て
､

肯
定
が

一

挙
に

全

面

的
に

行
な
わ

れ

て

実
在
性
が

最
高
度
に

達
す
る

場
合
に

ほ
､

却
っ

て

わ
れ

わ

れ

は

失

神
さ

せ

ち

れ

る

よ

う

ヰ

も

ヰ

¢

赴
肝

町
せ

ド

㌣

〆

㌢

一

也

ゃ

わ

ド

胡

け

ト

血

■
V

}

､

k
′

k

叫

√
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( 1 1 ) デ カ ル ト に お け る､ ｢実体 の 表 現+ の 問題

に

し
て

､

背
後
の

否
定

も
ま

た

全

面

的
に

姿
を

現
わ

す
よ

う
な

事

態

に

な

る

の

で

あ

る
｡

そ

う

だ

と

す

れ

ば
､

実
在
魔
の

増
大
に

伴

な

う

肯
定
の

困

難
度
の

増
大

は
､

究
極
に

お

い

て

現
わ

れ

る

あ

の

《

同

じ
ひ

と

つ

の

香
定
》

を
い

わ

ば

部
分

的
に

増
大
さ

せ

な

が

ら

表
現

す

る

働
き
で

も

あ

る
｡

こ

の

部
分

的
に

表
現
さ

れ

る

香
定
こ

そ

は

《

他
の

肯
定
を

予

想
さ

せ

る

も
の
》

に

ほ

か

な

ら
ぬ

の

で

あ

っ

て
､

そ

の

よ

う
な

事
態
が

《

区

別
》

と

し
て

表
現

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

な
ぜ

な
ら

､

当
の

《

他
の

肯
定
》

と

は

た

だ

《

予

想
さ

れ

る
》

の

み

で

あ

る

が

ゆ

え
に

､

そ

の

実

在
度
は

積
極
的
に

表
現

さ

れ

ず
､

却
っ

て
《

香
定
》

と

し
て

表
現
さ

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

《

或
る

も
の

A
》

の

肯
定
の

困

難
が

包

含
す
る

香
定
は
《

別

の

或
る

も
の
》

を

予

想
さ

せ

る

の

で

あ
る

が
､

当
の

《

別
の

或
る

も
の
》

の

《

何
で

あ

る

か
》

(

実
在
性
)

が

規
定

さ

れ

え

ぬ

か

ぎ

り
に

お

い

て
､

当
の

《

別
の

或
る

も
の
》

は

却
っ

て
《

A

の

香
定
》

と

し

て

惜
足
さ

れ

る
｡

《

区

別
》

と

は
､

そ

れ

が

《

実

在

的
》

で

ヽ

ヽ

ヽ

あ
る

か

ぎ
り

は
､

艶
T

に

自
ら
の

傍
ら
に

自
ら

と

は

別
の

或
る

も

の

を

並

直
す
る

と
い

う
こ

と
で

は

な

く
､

自
ら

を

肯
定
す
る

こ

と

を

な
の

で

あ

る
｡

こ

う

し

て
､

実
体
を

そ

の

属
性
と

同
一

の

も
の

と

し
て

把

捉
す

る

方
が

｢

よ

り

容
易
+

と
い

わ

れ
､

当
の

属
性
を

捨

象
し

て

実
体

そ

の

も
の

を

把
捉
し
ょ

う
と

す

る

方

が

《

よ

り

困

難
》

■
と
い

わ

れ

た

と

き
に

は
､

実
は

《

実

在
性
の

度
》

が

語
ら

れ

て

い

た

の

で

あ

り
､

そ

れ

ゆ
え

､

｢

観
点
上

の

区

別
+

を

｢

単
な

る

虚
構
+

と

し

て

斥
け
よ

う
と

す
る

｢

実

在
的

区

別
+

が

語
ら

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

《

実
在

性
》

と

は

｢

知
性
の

内

部
+

そ

の

も

の

の

表
現

で

あ

り
､

こ

の

実
在
度
を

昇
っ

て

ゆ

く

方

向
か

ら

み

ら

れ

た

｢

知
性
の

外

部
+

は
､

む
し

ろ

《

別
の

或
る

実
在
性
》

と

し

て
､

《

知
性
の

内
部
な

る

実
在
性
》

を

全
面
的
に

否
定

す

る

の

で

あ

る
｡

い

い

換
え
る

な
ら

､

｢

観
点

上
の

区

別
+

の

も

と

に

実

体

と

そ

の

属
性
と

の

結
合
の

必

然
性
が

絶
対

化
さ

れ

る

ま

さ

に

そ

の

と

き
､

当
の

実
体

を
そ

の

属
性
に

還

元

す
る

こ

と

を

拒
否
す
る

か

の

よ

う
に

､

当
の

属
性
は

無
化
さ

れ

て
､

実
体
そ

の

も
の

が

措
定

さ

れ

る

と
い

ヶ
わ

け
で

あ

る
｡

し
か

し
､

依
然
と

し

て

困

難
は

残
っ

て

い

る
｡

｢

実
在
的
区

別
+

に

よ
っ

て

語
ら
れ

る

各
々

の

実
体
は

､

互
い

に

他
の

実
体
の

自
己

通

し
て

自
ら

を

全

面
的
に

否

定

す
る

1
い

う

な

ら
､

自
ら
の

肯

定
が

自
ら

の

香
定
に

よ
っ

て

全

面

的
に

貫
か

れ

る
､

或
は

､

自
ら

の
･
否
定
が

自
ら
の

肯
定
の

本
質
的
規
定
を

成
す

-
-
と

い

う
こ

と

香
定

と

し
て

間
接
的
七

の

み

措
定

さ

れ

る

も
の

で

あ

る

以

上
､

な

(

胡
)

お

混

同
さ

れ

る

慣
れ

が

あ

る

か

ら
で

あ
る

｡

た

と

え

ば
､

わ
れ

わ

一

l
一

れ
の

蒋
神
ほ

物
体

的
で

あ

る

と

主
張
す
る

者
が

い

る

と

し
て

も
､

.彪
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そ

う
だ

か

ら

と
い

っ

て

そ

の

昔
は

す
ぺ

て

の

物
体

が

精
神
だ
と

考

え
て

い

る

わ

け
で

は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

そ

う
だ

と

す

れ

ば
､

物
体

は

精
神
に

対

し

て
､

あ

た

か

も

類
が

種
に

対

す

る

の

と

同
じ
ょ

う

な

関
係
に

あ

る

わ

け
で

あ
っ

て
､

か

く

て

《

物
体
に

つ

い

て
､

精

神
の

本
性
に

属
す

る

す
べ

て

の

も

の

を

香
定
す
る

こ

と

に

よ

っ

て
､

当
の

物
体
の

何
で

あ

る

か

を

知
解
す
る
》

と
い

う
デ
カ

ル

ト

の

主

(

4 3
)

張
は

意
味
を

な

さ

ぬ

の

で

は

な
い

か
｡

こ

の

よ

う
な

疑
問
に

対

し
て

デ
カ

ル

ト

は
､

｢

妥
当

的
(

p

計
r

?

▲

召
邑
p
)

+

認

識
と

｢

十

全

的

(

c

O

ヨ
p

-

①
t

p
)

+

認

識
と

を

区

別

し

て
､

｢

実
在
的
区

別
+

に

お

い

て

認

識
の

妥
当

性
は

要

求
さ

れ

な

い
､

と

答
え

､
る

｡

事
物
の

認

識
が

｢

妥

当

的
+

-
す
な

わ

ち

｢

全

面
的
か

つ

完
全

(

e

n
t

賢
e

2

t

勺

胃
f

巴
t

e
)

+

-
で

あ

る

と

い

う
こ

と

は
､

当
の

認
識
の

う
ち

に
､

認
識
さ

れ

る

事
物
の

う
ち

に

あ

る

お

よ

そ

す
べ

て

の

固

有
性
が

含
ま

れ

て

い

る

場
合
で

あ
っ

て
､

こ

れ
は

､

わ
れ

わ

れ

が

事
物
を

妥
当

的
に

認

識
す
る

｢

と

同

時
に
+

､

当
の

認
識
が

妥
当
的
で

あ
る

こ

と

を

知
っ

て

い

る
､

と

い

う
場
合
に

か

ぎ

ら
れ

る
｡

し

か

し
こ

の

た

め
に

ほ
､

■
わ

れ

わ

れ

の

知
性
の

認

識
力

が

｢

神
の

無
限
の

カ
+

に

｢

妥
当
す
る
(

邑
琵

･

β
萱
P
【

e
)

+

-
す

な
わ

ち
､

全
面

的
か

つ

完
全
に

一

致
す
る

-

必

要
が

あ

り
､

そ

の

よ

う
な
こ

と

は

知
性
に

対

す
る

神
の

特
別
の

(

叫
)

啓
示
が

な

け

れ

ば

木
可

能
で

あ

る
｡

こ

れ

に

対
し

て
､

事
物
の

認

.
朋β

識
が

｢

十

全
的
+

で

あ

る

と
い

う

場
合

は
､

知

性
の

認

識

力

が

｢

事
物
に

妥
当
す

る
+

と
い

う

だ

け
で

十

分
で

あ
っ

て
､

そ

れ

ゆ

え
､

認

識
が

《

積
極
的
に

妥
当
的
》

で

あ
る

こ

と

を

要
求
す
る

の

で

は

な

く
､

｢

わ

れ

わ

れ

に

対

し
て

当
の

認
識
が

知
性
の

抽

象
に

ょ
っ

て

非
妥
当

的
な
も
の

に

さ

れ
て

は

い

な

い
､

と

知
覚
さ

れ

る

(

4 5
)

と
い

う

程
度
に

ま
で

妥
当

的
+

で

あ

れ

ば
よ
い

の

で

あ

る

∵
ァ

ヵ

ル

ト

が

先
に

引
用
し
た

『

第
+

､
答
弁
』

の

中
で

､

｢

十

全

的
に

知

解
す
る
+

こ

と

と

｢

十

全

的
な

事
物
■で
あ

る

と
い

う
こ

と

を

知
解

す

る
+

こ

と

と

を

同
じ

意
味
に

用
い

て

い

た
の

も
､

そ

の

た

め
で

あ

る
｡

｢

十

全

的
な

事
物
+

と

は
､

｢

そ

の

も
の

が

実
体
で

あ

る

と

私
に

認

知
さ

せ

る

に

十

分
な

だ

け
の

形

相
な
い

し

属
性
を

ま
と
っ

ヽ

ヽ

ヽ

て

い

る

実
体
+

打

こ

と

に

ほ

か

な

ら
な
い

｡

そ

れ

ゆ

え
､

一

方
で

ヽ

ヽ

ヽ

実
体
を

そ

の

属
性
と

同
一

視
し

な
が

ら
､

他

方
で

実

体
か

ら

そ
の

属

性
を

剥
ぎ
と
っ

て

語
る

な

ら
､

わ

れ

わ

れ

は

当
の

実
体
に

つ

い

(

4 6
)

■て
の

知
識
を

す
べ

て

破

壊
す
る

こ

と

に

な

ろ

う
｡

実
体
は

そ

の

属

性
と

同

じ
ひ

と
つ

の

も
の

と

し
て

把
捉
さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

し

か

も
そ

の

こ

と

を

通
し
て

の

み
､

当
の

属
性
は

香
定
さ

れ

う
る

｡

こ

の

よ

う
な

仕
方
で

の

《

属

性
の

香
定
》

は
､

と

り

わ

け

《

実

体

を

そ

の

属
性
に

還
元

す

る

こ

と

の

拒
香
》

を

意
味
す

る

の

で

あ

る

抵
r

＼

叫

や

払
肝
1

す

ド

㌣

■い

.や

如

晦

ヽ

′

担

-

1 抑

鞍

山

_
デ

ー

サ

k

叫

才
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が
､

《

拒
否
》

･
が

ま

さ

し

く

《

拒
香
》

と

し
て

否
定

的

な

働
き

で

あ

る

が

ゆ

え

に
､

当
の

実
体

そ

の

も
の

を

開
示

す
る

よ

り

も

む

し

ろ
､

当
の

実
体
の

属
性
を

香
足
し

ょ

う
と

す
る

《

別
の

或
る

実

体
》

を

予

想
さ

せ

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

こ

に

こ

そ

《

区

別
》

を

語
る

ひ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

と
つ

の

根
拠
が

あ

る
｡

当
の

《

拒
香
》

が

何
か

積
極
的
な

働
き

と

解
さ

れ

る

な

ら
､

少
な

く

と

も

《

区

別
》

は

支

持
さ

れ

え

な
い

｡

実
体
の

《

表

現
》

ほ
､

実
体

《

そ

の

も
の
》

で

は

な
い

が

ゆ

え
に

当
の

実
体
に

よ

っ

て

香
定
さ

れ

る
べ

き

も
の

で

あ

る

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

当
の

《

香
定
》

の

働
き

が

《

別
の

或
る
■
実
体
》

に

よ
っ

て

担
わ

れ

る

と

解
さ

れ

る

が

ゆ

え
に

こ

そ
､

意
味
を

も
つ

｡

デ
カ

ル

ト

が
､

《

わ

れ

わ

れ

は

実
体
に

つ

い

て

何
ら

か

の

言

葉

を

用
い

る

こ

と

は

で

き
る

が
､

そ

の

言
葉
の

意
味
を

明

噺
か

つ

判
明
に

知

覚

(

4 7
)

す
る

こ

と

ほ

で

き
ぬ
》

と

語
る

の

も
､

そ

の

た

め

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

み

て

く
る

と
､

デ
カ

ル

ト

的
定
義
に

対

す
る

モ

ア

の

批
判
は

､

｢

観
点
上
の

区

別
+

-
と

り

わ

け

属
性
の

特

異

性

-
を

見

扱
い

､

そ

の

た

め

に

優
れ

た

意
味
で

の

《

区

別
》

で

あ

る

｢

実
在
的

区

別
+

を

支
持
し

え

な
か

っ

た
､

と

い

う
こ

と
に

由

来
す
る

こ

と
が

明

ら
か

に

な

る
｡

そ

こ

か

ら

帰

結
し

た

こ

と

は

と

い

え

ば
､

モ

ア

が

実
体
そ

の

も
の

の

表
現

を

不

可

能
と

み

な

し

た

め

に

対

し

て
､

デ
カ

ル

ト

ほ

そ

れ

を
■
可
能
と

し
な

が

ら

も
､

な

お

本
居

只

的
な

曖
昧
さ

か

ら

逃
れ

え

ぬ

こ

と

を

認
め
た

､

と

い

う
こ

と

で

あ

っ

た
｡

両

者
の

主

張
の

差
異
は

極
め

て

僅
か

で

あ
る

よ

う
に

み

え

る

が
､

そ

れ

が

い

か

に

大

き
な

対

立
へ

と

導
か

れ

た

か

を
､

以

下
に

検
討
し

て

み

よ

う
｡

デ
カ

ル

ト

ほ

空
間
と

空

間
を

占
め

る

物
体
的

実
体

と

を
､

単
に

｢

わ

れ

わ

れ

の

習

慣
と

な
っ

て

い

格

概
念
の

仕
方

の

上

で
+

異
な

る

も
ゐ

で

し
か

な

く
､

｢

事
物
の

も

と

で

(
i

n

H

e
)

+

ほ

同
一

の

も

(

嶋
)

の

で

あ
る

と

み

な

し

た
｡

ま

ず
､

空

間
と

物

体

と

の

同
一

性
は

｢

観
点

上
の

区

別
+

に

訴

え
る

も
の

で

あ

る
､

と

い

う
こ

と

に

注

目

せ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

と
い

う
の

は
､

｢

空

間
の

本

性
+

と

｢

物

(

4 9
)

体
の

本
性
+

と

ほ

《

同
じ

延
長
》

で

あ

る

か

ら
､

空

間
も

物
体

も

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

共
に

《

延

長
的
な
》

《

事
物
》

な
の

で

あ
っ

て
､

か

く

て

｢

事
物

の

も
と

で
+

は

同
じ

も
の

と
い

わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

上
こ

ろ
が

､

､

《

空

間
が

あ
っ

て

そ

れ

を

物
体
が

占
め
る
》

と

考
え

る

の

が

わ

れ

わ

れ
の

習
慣
で

あ
っ

て
､

そ

れ

ゆ
え

､

《

空

間
を

占
め

る

物

体

が

変
わ
っ

て

も

空

間
の

延
長
は

変
わ

ら

な
い
》

と

み

な

さ

れ

る

の

が

普
通
で

あ

る
｡

そ

の

際
に

は
､

延

長
は

｢

顆
の

も

と

で

(

訂

g

?

n

焉
)

+
､

つ

ま

り
･
｢

単
に

類
的
で

あ
る

に

す

ぎ
ぬ

竺
健
+

を

以

淵
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(

翌

て
､

概
念
さ

れ

て

い

る

わ

け
で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

レ
て

､

空

間

と

物
体

と
は

､

｢

観
点

上
の

区

別
+

の

解

釈
を

め

ぐ
っ

て
､

一

方

で

は

実
体

と
い

う
観
点
か

ら

同
一

視
さ

れ
､

他

方
で

は

類
･

種
の

観
点
か

ら

区

別

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ
る

｡

す
で

に

指
摘
し

た

よ

う
に

､

モ

ア

は

｢

延

長
+

を
あ

ら

ゆ
る

事

物
に

帰
属
さ

せ

る

こ

と
に

よ

っ

て
､

｢

実
体
と

い

う

観

点
+

に

背

を

向

け
た

｡

そ

の

結
果

､

必

然
的
に

､

空
間
の

延

長
と

物
体
の

延

長
と

を

区

別

す
る

こ

と
に

な
る
｡

す
な

わ

ち
､

可

触
知
性
と

不

可

透
入

性
と
を

伴
な

う
デ

カ

ル

ト

的
な

延

長
概
念
は

物
体

的
事
物
に

の

み

留
保
し
て

､

そ

れ

と

は

別

個
の

延

長
を

非
物
体

的

事
物
に

つ

い

て

も

概
念
す
る

の

で

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

神
も

ま
た

そ

れ

な

り

の

仕
方

で

｢

兵
な
る

延

長
+

を

有
す

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

延
長

は

神
の

意
志
に

従
っ

て

多
様

化
さ

れ

境
界
づ

け

ら
れ

る

こ

と

が

可

能
で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

神
が

到
る

と
こ

ろ
に

現

前
し
て

い

て
､

宇

宙
全

体
お

よ

び

そ

の

あ

ら

ゆ
る

部
分
と

緊
密
に

結
合
し

充
た

し

て

い

る
､

と
い

う
こ

と

か

ら

明

ら
か

で

あ

る
｡

デ
カ

ル

ト

の

主

張
す

る

よ

う
に

物

質
に

運
動
を

伝
え
る

の

が

神
で

あ

る

と

す

れ

ば
､

そ

の

神
は

物
質
に

最
近

接
的
に

触
れ

て

い

る

か
､

少
な

く

と

も
か

つ

て

ほ

触
れ

て

い

た

の

で

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

わ

け
で

あ
っ

て
､

当

然

の

こ

と

な

が

ら

神
は

延

長
的

事
物
と

み

な
さ

れ

る

べ

き

で

あ

る
､

と

い

う
の

で

訟
｡

へ

謝

し
か

し
､

デ
カ

ル

ト

は

す
で

に
､

空

間
の

本
性
を

な

す

延
長
と

物
体
の

本
性
を

な

す

延

長
と

が

相
互
に

異
な

ら

な
い

の

は
､

あ

た

か

も

類
や

種
の

本
性
が

個
体
の

本
性
と

異
な

ら

な
い

の

と

同

然
で

(

5 2
)

あ

る

と

述
べ

て
､

空

間
に

つ

い

て

の

知
見
は

類
･

種
と

い

う
観
点

か

ら
で

は

な

く
､

実
体

と
い

う
観
点
の

も
と

で

展
開
さ

れ

る
ぺ

き

こ

と

を

主

張
し
て

い

た
｡

そ

れ

ゆ

え
､

右
の

如
き
モ

ア

の

批
判
に

答
え

る

た

め
に

は
､

実
体
に

つ

い

て

の

知
見
が

い

っ

そ

う

厳
密
な

形
で

導
入

さ

れ

る

こ

と

に

な

ろ

う
｡

す

な

わ

ち
､

神
は

そ

の

《

遍

ヽ

ヽ

ヽ

在
性
》

の

ゆ
え

に

《

い

わ
ば

延
長
的
》

で

あ

る
､

と
い
>

+

の

な

ら

そ

れ

で

も
よ

い

が
､

し

か

し

神
に

｢

異
な

る

延
長
+

を

容
認

す
る

ヽ

ヽ

ヽ

の

で

あ

れ
ば

､

そ

の

神
は

《

端
的
に

延

長
的
》

な

も
の

､

い

う
な

ら

｢

延

長
的
存
在
者

(

e

ロ
S

e

已
e

訃
亡

且
+

と

み

な

さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

て
､

こ

れ

は

｢

実
体
の

知
見
と

延

長
的

事
物
の

知
見
と

を

(

5 3
)

混
同

す

る
+

も
の

に

ほ

か

な

ら
ぬ

､

と
｡

実
際

､

｢

実
体
の

知
見
+

は

｢

実
在
的
区

別
+

の

も

と

で

こ

そ

明

確
に

さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

｢

延

長
的
事
物
+

が
｢

実
体
+

と
い

わ

れ

う
る

の

は
､

当
の

｢

事
物
+

が

｢

延

長
+

を

香
足

す
る

よ

う
に

し

て

《

自
ら
と

は

別
の

事
物
》

を

措
定
し

､

そ

の

七

う
に

し
て

自
ら
が

当
の

《

別
の

事
物
》

と

区

別
さ

れ

る

か

ぎ

り

に

お

い

て

の

こ

と

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

ゆ

え
､

神

ネ

.

ト

叫

ザ

払

_
-

ザ

.

軒

F

γ

㌔

恥

k

叫

L

ト

ド

､
伽

.め

ふ

ー

町

-

ド

k

-
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メ

ヰ

｡

Y

d
¶

†

一

｡

叫

叫
､

叫

〟､

叫

〆

れ

叫

､

叫

専

一

_
+

､

1

1

ノ

バ

は

｢

自
ら

を

延

長
的
事
物
に

通
用

し

な
が

ら
も

､

し

か

し

自
ら

は

ヽ

ヽ

ヽ

延

長
的
で

な
い
+

と
い

う

仕

方
で

､

《

い

わ

ば

延
長
的
》

で

あ

る
､

(

5 4
)

と

い

わ

れ

う
る

に

す
ぎ
な
い

の

で

あ
る

｡

モ

ア

の

よ

う
に

｢

延

長

的
事
物
+

と

｢

延
長

的
存
在
者
+

と

を

混

同

す

る

の

は
､

｢

同

時

に

可

想
像
的
(

訂
2

品
-

n

p

g
且
で

も

あ
る

の

で

な

け

れ

ば
､

何
も

の

も

現

存
し
え

ず
､

或
は

可
知
静
的
(

F
t

e
-
-

]
杏
b

E
s

)

た

り

え

な

い
+

と

考
え

る

｢

偽
な
る

偏
見
+

に

由
因

す

る
｡

実

際
､

｢

延

長

的
存
在
者
+

の

も

と
に

｢

通

常
+

理

解
さ

れ

て

い

る

の

は

｢

可

想

像
的
な

或
る

も
の
+

で

あ
っ

て
､

当
の

存
在
者
の

う
ち
に

は

限

定

さ

れ

た

大
き

さ

と

形
状
と

を

も
っ

た

様
々

の

部

分

-
い

う

な

ら

｢

部
分
の

外

部
な
る

部
分

(

p

賀
t

e

S

¢

已
r

p

勺
p

ユ
①

且
+

-
が

(

5 5
)

｢

想
像
+

に

よ

っ

て

区

別
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

と
こ

ろ
で

､

デ
カ

ル

ト

は

｢

空

間
+

と

｢

場
所
+

と

を

次
の

よ

う
に

《

観
点
の

上
で
》

区

別
し

て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

空
間
は

常

に
､

無
限

定
の

大

き
さ

と

形

状
と

を

も
っ

た

延

長
と

解
さ

れ

る

の

に

対

し

て
､

そ

の

よ

う
な

大
き

さ

や

形
状
を

限

定

す
る

こ

と

に

よ

っ

て

当
の

大

き
さ

や

形

状
よ

り

も

位
置
に

注
目

す
る

と

せ
､

空

間

(

5 6
)

は

む

し

ろ

場
所
と

い

わ

れ

る
､

と
｡

そ

れ

ゆ

え
､

わ

れ

わ

れ

は

通

常
は

､

.
正

確
に

同

じ

大
き

さ

や

形
状
の

も
の

で

な

く
て

も
､

或
る

も
の

が

他
の

も
の

の

《

場
所
を

占
め
る
》

と

い

っ

て

《

空

間
を

占

め
る
》

と

は

い

わ

な
い

し
､

ま
た

そ

の

《

位
置
が

変
わ

る
》

と

き

に

は
､

た

と

え

大

き

さ

や

形
状
が

同
じ

ま

ま
で

あ
っ

て

も
､

《

場
所

(

5 7
)

が

変
わ
る
》

と
い

っ

て

《

空

間
が

変
わ

る
》

と

は

い

わ

な
い

｡

そ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

し
て

デ
カ
.ル

ト

は
､

そ

の

よ

う
に

《

空

間
を

占

め

る
､

と
は

い

わ

か
い
》

と

か

《

空

間

が

変
わ
る

､

と

は

い

わ

な
い
》

と
さ

れ

な
が

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ら
も
《

い

わ

れ

て

い

る

空

間
》

を
｢

内
的
場
所
(
-

O
C

岳

F
t

e
r

ロ

戻
)

+

と

し
､

そ

れ
に

対

し
て

《

本
来
的
に

い

わ
ヽ

ヽ

れ

る

場
所
》

を

｢

外

的

(

5 8
)

場
所
(
-

O
C

岳
e

已
e

⊇
亡
の

)

+

と

解
す
る

｡

そ

う

だ

と

す
れ

ば
､

デ
(

汐
)

カ

ル

ト

が

空

間
を

内
的
場
所
と

｢

全

く

同

じ

も
の
+

と

規
定

す
る

と

き

に

は
､

当
の

空

間
は

両

義
的
に

解
さ

れ

ね

ば

な
ら

な
い

｡

つ

ま

り
､

空

間
は

《

内

的
》

な

場
所
で

あ

る

か

ぎ

り
､

延

長
的

事
物

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

た

る

物
体
か

ら
は

単
に

観
点
の

上

で

し
か

区

別
さ

れ

て

は

な

ら
ぬ

､

と

同
時
に

､

内

的
な

《

場
所
》

で

あ

る

か

ぎ

り
で

は
､

そ

の

よ

う

な

物
体
か

ら

観
点
の

上

で

常
に

す
で

に

区

別
さ

れ

て

い

る
､

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

そ

れ

ゆ

え

デ
カ

ル

ト

は
モ

ア

に

答

え

て
､

｢

延

長
的
事
物
+

よ

り

も
､

む

し

ろ

限

定

さ

れ

た

大
き

さ

と

形

状
と
の

も
と

に

捉
え
ら

れ

る

｢

延

長
的

存
在

者
+

の

方

を
､

｢

空

間
+

と

(

朗
)

規
定

す
る

の

で

あ

る
｡

こ

う
し

て
､

｢

部
分
の

外

部
な

る

部
分
+

と

い

う

表

現

に

お

け

る

《

外

部
性
》

は

｢

外

的
場
所
+

と
い

う
表
現
に

お

け
る

《

外
部

淵
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性
》

と

解
さ

れ
る

ぺ

■
き
こ

と

が

明
ら

か

に

な

る
｡

デ

カ

ル

ト

ほ

｢

外

的
易
所
+

の

も

と
に

｢

場
所
に

位
置
す
る

も
の

.

を

最
近

接
的

に

囲
ん

で

い

る

表
面
+

を
理

解
し

､

し

か

も
.､

そ

の

｢

表
面
+

と

は

｢

囲
ん

で

い

る

物
体
の

部
分
+

の

こ

と

で

ほ

な

く

て
､

｢

囲
ん

で

い

る

物
体

と

囲

ま

れ

て

い

る

物
体

と

の

中

間
で

あ

る

境

界

(

t
e

r

H

已
n

岳
)

+

､

つ

ま

り

｢

様
態
+

に

ほ

か

な

ら
ぬ

も

の

の

こ

と

で

あ

る
､

と

注

意
す
る

｡

い

い

換
え

れ

ば
､

そ

れ

ほ

｢

共
通

的
な

も
の

と

し

て

の

表
面
+

を

意
味
す
る

の

で

あ
っ

て
､

囲
ま
れ

て

い

る

物
体
の

部
分
で

す

ら

な

く
､

同

じ

大
き

さ

と

形
状
と

を

保
持
す

(

6 1
)

る

か

ぎ
り

常
に

同
じ

も
の

と

み

な

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ
え

､

問
題
と

な
っ

て

い

る

《

外

部
性
》

を

理

解
す

る

た

め

に

は
､

｢

内

的
場
所
+

と

し

て

の

｢

空
間
+

が

包

含
す
る

あ

の

《

両

義
性
》

が

い

わ
ば

同

時
に

引
き

う

け

ら

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

と
い

う
こ

と
に

な
る

｡

｢

空

間
+

と
い

う
い

い

方
が

な

さ

れ

る

と

き
に

は
､

わ

れ

わ

れ

は

(

成
)

む

し

ろ

｢

大
き

さ

や

形
状
に

注

目

し

て

い

る
+

､

と
い

わ

れ

る

の

は
､

そ

の

‡
つ

な

｢

注
目
+

に
.
お

い

て

は

当
の

大

き

さ

や

形
状
の

《

い

か

ほ

ど
で

あ
る

か
》

が

却
っ

て
.
無
視
さ

れ

て

い

る

-
い

う

な

ら
､

そ

の

よ

う
な

《

い

か

ほ

ど
で

あ

る

か
》

は

《

類
的
な

単
一

性
と

し
て

の

延

長
》

の

中
に

埋

め

ら
れ

る

こ

と

に

な

る

-
か

ら

で

あ

る
｡

逆
に

､

｢

場
所
+

と

い

う
い

い

方
が

な

さ

れ

る

と

き

に

は
､

わ

れ

わ

れ

は

む

し

ろ

大

き
ざ

や

形
状
よ

り

も

｢

位
置
を

は

っ

が

(

璧

3

き

り
と

指
示

す
る
+

､

と

い

わ

れ

る

の

は
､

当
の

大

き

さ
や

形

状

の

《

い

か

ほ

ど
で

あ

る

か
》

に

関
心
が

向

け

ら
れ

る

よ

う
に

し
て

､

当
の

大

き
さ

や

形
状
に

､

そ

れ

ら

を

《

境
界
ヴ

け
る
》

よ

う
な

別

の

或
る

大
き
さ

や

形
状
が

対

置
さ

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

う
し

て
､

空

間
の

知

覚
に

お

け
る

《

大
き

さ

や

形
状
へ

の

注

目
》

は
､

却
っ

て

場
所
の

知
覚
に

お

け

る

《

位
置
の

明

白
な

指
示
》

と

し

て

顕
在

化
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ
え

､

｢

部
分
の

外
部

な

る

部
分
+

(

糾
)

と

い

う
観
念
は

｢

互
い

に

区

別
さ

れ

た

諸

部
分
+

な
い

し

《

相

互

に

対

置
せ

ら

れ

た

部
分
》

を

意
味
す
る

の

で

あ
っ

て
､

｢

不

可

透

入

性
+

と

｢

可
触
知
性
+

と

の

表
徴
に

ほ
一
か

な

ら

な
い

｡

デ
九

ル

ト

が
､

こ

れ

ら
二

つ

の

特
性
は

｢

分

割
+

な
い

し

｢

境
界
づ

け
+

と

い

う
観
念
を

前
捷
す
る

が

ゆ
え

に

物
体
の

本

質
的
種
差
で

は

な

く
て

そ

の

固
有

性
に

す

ぎ
ぬ

､

と

み

な

し

て
､

モ

ア

の

主

張
す
る

物
体
の

定
義
を

斥
け
た

の

は

右
の

よ

う
な

理

由
に

よ

る

も
の

で

あ

っ

た
｡

そ

う
だ

と

す

れ

ば

し
か

し
､

も

し

も

｢

部

分

の

外

部
な

る
■
部

分
+

の

観
念
が

専
ら

｢

内
的
場
所
+

の

相
の

も

と
に

捉
え

ら
れ

る

な

ら
､

そ

れ

ら
の

｢

部
分
+

は

対

置
せ

ら

れ

る

こ

と

な

く
､

む
し

ろ

《

可

透
入

性
》

を

示

す
こ

と
に

な
る

の

で

ほ

な
.い

か
｡

｢

部

分

ず

人

叫

､
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( 1 7 ) デ カ ル トに お け る ｢ 実体 の 表現+ の 問題

の

外

部
な
る

部
分
+

の

も

と

に

｢

部
分
の

外
部
に

出
で

立
つ

(

e

甲

t

賀
e

買
t

r

p

勺
p

ユ
e
s

)

+

部

分

を

理

解
す
る

な

ら
､

｢

実
在
的
存
在

者
(

e

n
∽

r

e

巴
0
)

+

と

し

て

の

部
分
の

外
に

そ

れ

ら

の

部

分

を

踵

て

る

部
分
と

し
て

の

｢

非
存
在
者

(

n

呂
ふ
n
S

)

+

を

想
定
す

る

こ

と

が

可

能
で

は

な
い

の

か
｡

そ

し

て

そ

れ

は

本

来
の

意

味
で

の

(

6 5
)

｢

可

触
知
性
+

を

破

壊
す

る

こ

と
で

ほ

な

い

の

か
｡

香
､

そ

う
で

は

な
い

｡

右
の

如
き
モ

ア

の

庚

間
は

､

｢

内

的

場

所
+

と

し

て

の

｢

空

間
+

の

包
含
す
る

あ
の

《

両

義
性
》

を

同
時

に

引
き

う
け
ぬ

こ

と

に

由
因
す
る

｡

つ

ま
り

､

｢

部
分

の

外

部
なヽ

る

部
分
+

の

観
念
を

専
ら

｢

内
的
場
所
+

の

み

に

つ

い

て

理

解
し

ヽ

ヽ

ヽ

た

後
で

､

実
は

当
の

観
念
を

｢

外
的
場
所
+

に

つ

い

て

展
開

し
て

い

る

の

で

あ
る

｡

｢

内
的
場
所
+

と

｢

外
的
場
所
+

と

の

そ

の

よ

ヽ

ヽ

ヽ

う
な

分
離
は

､

前
者
を

後
者
の

い

わ

ば

背
後
に

位
置
せ

し
め

て
､

空

間
の

観
念

-
-

三

次

元

的
延

長

-
に

或
る

｢

深
み
+

を

も

た

ら

す
こ

と
に

な

ろ

う
｡

デ
カ

ル

ト

が

｢

外
的
場

所
+

切

定
義
に

際

し
.

て

｢

表
面
+

な

る

語
を

用
い

､

更
に

そ

れ

を

｢

様
態
+

と

い

い

換
え
た

の

は
､

そ

の

よ

う
な

｢

一

切
の

深
み

を

物
体
に

対

し
て

拒

(

砧
)

香
す
る
+

た

め

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

ゆ

え
､

｢

可

触

知

性
+

と

《

触

覚
の

可

感
性
(
s

¢

n
S
-

E
-

-

t

監
)

》

と

を

混
同

し
て

は

な

ら

な
い

｡

後

者
ほ

単
な
る

｢

外

面

的
な

命
名

(

d
e

ロ
○

邑
嘗
t
i

O

O

昏
首

写
じ

や
)

+

で

あ
っ

て
､

物
体

そ

の

も
の

に

は

｢

安

当
〔

完
全
に

一

致
〕

+

せ

ず
､

触
れ

ら
れ

る

物
体
の

表
面
の

背
後
に

或
る

深
み

を

想
定

さ

せ

る

の

に

対
し

て
､

前
者
は

物
体
に

｢

内
在
す

る

異
な
る

固
有
性

(

去
声

p
r

O

勺
【
-

毘
p
s

ぎ
t

ユ
口

笛

2
)

+

と

し
て

､

そ

の

よ

う
な

深
み

を

排
除

(

6 7
)

す

る

観
念
な

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

モ

ア

が

神
の

《

遍
在
性
》

を

楯
に

と
っ

て

そ

の

よ

う
な

深
み

を

語
る

の

で

あ

れ

ば
､

デ
カ

ル

ト

と

し
て

は

当
の

《

遍
在
性
》

を

香
認
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

(

朗
)

神
の

本

質
は

｢

易
所
+

と

は

無
関
係
だ

か

ら
で

あ

る
｡

か

く

て
､

《

深
み
》

を

想
定
す

る

こ

と

な

く

《

遍
在
性
》

を

理

解
す

る

と

す

れ

ば
､

モ

ア

と
は

逆
に

､

｢

内
的
場
所
+

と

し

て

の

｢

空

間
+

の

包

含
す
る

両
義

性
を

同

時
に

引
き

う
け
つ

つ
､

し

か

も

｢

部
分
の

外

部
な

る

部
分
+

の

観
念
を
た

だ

｢

内

的
場
所
+

の

み

に

つ

い

て

展
開
す
る

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

《

遍
在
》

と

し
て

の

場

所
､

い

う
な

ら

《

到
る

と

こ

ろ
》

と
い

う

観
念
は

､

《

多
様
な

場

席
の

総

体
》

で

あ

る

よ

り

も
､

む
し

ろ

《

多
様
な

場
所
の

総
体
と
い

う

概
念
を

拒
否
す
る

よ

う

な

無
限
に

多
様
な

場
所
》

を

意
味
す
る

の

で

あ
っ

て
､

い

う
な

ら
ば

､

｢

延

長
的
事
物
+

と

し

て

の

空

間
が

｢

延

長

的
存
在
者
+

へ

と

移
行
す
る

自
然
の

傾
向
へ

の

拒
香
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

こ

の

よ

う

な

《

自
ら
を

延

長
的
事

物
に

適
用

し

な
が

ら

も
､

自
ち
ほ

延

長
的
で

な
い

よ

う

な

働

き
》

を
､

デ

カ

ル

ト

ほ

→

カ

膠
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(

ま
¢
‥

く
訂
t

亡
∽

一

句
｡

訂
n
t

且
+

の

概

念
を

以
て

説

明

し
､

非

物

体

的
実
体
に

つ

い

て

語
ら

れ
･
る

延

長
を

｢

カ
の

延

長
+

と

解
す
る

と

と

も
に

､

当
の

｢

カ
+

を

単
に

｢

そ

れ

が

適
用
さ

れ
る

延

長
的
事

物
の

様
態
+

に

す

ぎ
ぬ

も
の

と

し

て

非
物
体

的
実
体
に

は

帰
属
さ

(

餌
)

せ

ず
､

か

く

て

あ
の

｢

深
み
+

を

拒
否

す
る

の

で

あ

る
｡

デ
カ

ル

ト

が

｢

哲
学
的

意
味
で

の

空

虚
(

く
p
C

喜

且
+

の

存
在

(

7 0
)

を

香
定

し
た

の

は
､

ま

さ

し

く

右
の

よ

う

な

見
地

か

ら

で

あ
っ

た
｡

(

7 1
)

た

し
か

に
､

《

す
べ

て

の

感
覚
は

触
覚
か

ら

生

ず
る
》

と

い

う
こ

と

ほ
モ

ア

の

指
摘
し
た

通
り

で

あ

る
｡

し
か

し
､

ま

さ

し

く

そ

れ

ゆ

え
に

わ

れ

わ

れ

は
､

専
ら

感

覚
に

支
配
さ

れ

て

い

た

幼
時
の

習

慣
に

よ
っ

て
､

｢

何
も
の

も

感
覚
さ

れ
ぬ

易
所
は

す
ぺ

て

空

虚
で

あ

る
+

と

判
断
す
る

の

で

あ

だ
て
. ｢

そ

れ

こ

そ

は

実
体
の

知
見
と

延

長
的
事
物
の

知
見
と

を

混

同

す
る

あ

の

｢

偽
な

る

偏

見
+

､

い

う
な

ら
､

｢

内
的

易
所
+

の

観
念
を

無
視
し
七

､

そ

れ

と

ほ

独

立

に

専
ら

｢

外

的

場
所
+

の

観
念
の

み

に

依
拠
し

ょ

う

と

す
る

偏
見

､

(

乃
)

に

ほ

か

な
ら

な
い

｡

な

る

ほ

ど
､

た

と

え

ば

容
器
と

そ

の

ヰ
に

あ

る

特
殊
な

物
体
と
の

間
に

は

｢

い

か

な

る

結
び

つ

き

も

な
い
+

の

で

あ

る

が
､

し
か

し
､

容
器
に

具
わ

る

凹
形

と

そ

こ

に

含
ま
れ

る

は

ず
の

｢

類
と

し
て

解
さ

れ

た

延

長
+

と
の

間
に

は

｢

こ

の

上

も

な

く

大
き

な
､

お

よ

そ

必

然
的
な

結
び

つ

き

が

あ
る
+

の

で

あ
っ

て
､

か

く
て

､

当
の

凹

所
を

そ
こ

に

含
ま
れ

る

延

長
な

し
に

､

或

淵

は

当
の

延

長
を

延

長
的
実
体

な

し
に

知
解
す
る

こ

と

は
､

あ
た

か

(

7 3
)

む

山

を

谷

な

し
に

概
念
す
る

の

に

劣
ら

ず
矛

盾
な
の

で

あ
る

｡

た

七
か

に
､

｢

山
+

の

観
念
は

｢

谷
+

の

観
念
を

捨
象
す

る

知

性
の

抽
象
作
用
に

よ

っ

て

得
ら

れ

る

の

で

は

あ

る

が
､

し
か

し

ま
さ

し

く
そ

れ

ゆ
え

に
､

そ

れ

ら
二

つ

の

観
念
は

分

離
さ

れ

る

こ

と

な

く

(

舛
)

同

時
に

考
察
さ

れ

な

け
れ

ば

｢

十

全

的
た

り

え

な

い
+

｡

容
器
が

そ
の

内

容
物
を

除
か

れ

て

｢

空
+

に

な
っ

た

と

い

わ

れ

る

と

き

に

は
､

《

空

虚
な

空

間
》

が

意
味
さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

く
て

､

《

あ

る

は

ず
の

物
体
が

無
い

､

か

く

て

別
の

物
体
が

充
た

し
て

い

る
､

場
所
》

を

意
味
す
る

の

で

あ

っ

て
､

そ

れ

ゆ

え
､

当
の

《

別
の

物

体
》

が

容
器
に

入

り
こ

む
こ

と

を

妨
げ

ら

れ

る

と

す
れ

ぼ
､

容
器

(

7 5
)

の

壁
は

互
い

に

｢

触
れ

る
+

で

あ

ろ

う
｡

｢

触

覚
+

は

《

た

だ

表

(

花
)

面
の

み

に

お

け
る

相
互

接
触
》

の

感
覚
で

あ

る

が
､

そ

の

際
､

《

表

面
》

は

専
ら

｢

外

的
場
所
+

の

み

の

観
点
か

ら

捉
え

ら
れ

る

の

が

し

ば

し

ば
で

あ
る

｡

そ

れ

ゆ

え
､

た

と

え

ば
わ

れ

わ

れ

が

或
る

物

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

体
に

触
れ

る

と

き
に

は
､

《

私
が

物
体
に

触
れ

る
》

と

も

《

物
体

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

が

私
に

触
れ

る
》

と

も

感
ず
を

の

と

同

じ

よ

う
に

､

《

容
器
が

内

容
物
に

触
れ

る
》

と

も

《

内

容
物
が

容
器
に

触
れ

る
》

と

も

み

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

こ

に

お

い

て

特

徴
的

な
こ

と

は

何
ら

か

の

物
体

山

千

.

ヘ

ヰ

ず

･

弘
一

左

ト

ド

y

々

一

晩

価

已

如

け

小

.触

←

掛
F

ト

■叩

k

れ
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1

可

叫
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1

､

ノ

バ

一1
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一

.一

山

｢

小

竹

J

一

h

(

7 7
)

が

固
定

さ

れ

て

｢

動
き

え
ぬ

(
i

m
m
〇

一

邑
-

s

)

も
の

と

み

な
さ

れ

る
+

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

そ

こ

で
､

《

容
器
が

内
容

物
に

触

れ

る
》

と

同
時
に

《

内

容
物
が

容
器
に

触
れ

る
》

瞬
間
に

お

け

る

《

相

互

接
触
》

そ

の

も
の

は
､

あ
の

｢

動
き

え
ぬ

と

み

な
さ

れ

る
+

固
定

点

が

同
時
的
に

措
定
さ

れ

る

こ

と
に

よ
っ

て

互
い

に

否
定
し

あ

う

よ

う
に

し
て

､

或
る

｢

真
に

不

動
な

(

く
e

岩
-

∋
m
O
t

岳
)

+

固

定

(

7 8
)

点

を

要
請
す
る

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

い

わ

ば

絶
対

的
な

固
定
点
の

も

( 1 9 ) デ カ ′レ ト に お け る ｢ 実体 の 表現+ の 問題

と

で

ほ

い

か

な
る

相
互

接
触
も

絶
対

的
に

偶
然
的
と

み

な

さ

れ

る

わ

け
で

あ
っ

て
､

か

く

て
､

空
に

な
っ

た

容
器
の

壁
は

､

そ

こ

に

別
の

物
体
が

入
っ

て

こ

な

く

て

も
､

必

ず
し

も

相
互

に

接
触
せ

ね

ば

な

ら
ぬ

と

い

う
わ

け
で

は

な

く

な

る

で

あ

ろ

う
｡

そ

の

よ

う

な

《

必

然
性
》

は

｢

絶
対

的
+

な

も
の

で

は

な

く
､

｢

自
然
的
+

傾
向

に

す
ぎ
ぬ

と

み

な
さ

れ

よ

う
｡

絶
対

的
空

虚
の

香
定
を

容
認
せ

ぬ

モ

ア
が

､

そ

の

よ

う
な

《

真
に

不

動
な

固
定

点
》

の

も

と
に

｢

神

(

7 9
)

ヽ

ヽ

ヽ

的
延

長
+

を

理

僻
し

､

デ
カ

ル

ト

の

い

う

｢

神
の

カ
+

を

神
白
身

ヽ

(

8 0
)

の

様
態
と

み

な

し
た

の

は
､

自
ら
の

立

場
が

｢

内
的
場
所
+

か

ら

分

離
せ

ら

れ

た

｢

外

的
場
所
+

の

観
念
に

依
拠
し
て

い

る

こ

と

を

示

す
も
の

に

ほ

か

な

ら
ぬ

の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

デ
カ

ル

ト

は

空

虚
を

香

足

す

る

こ

と

に

ょ
っ

て
､

｢

神
の

力
+

に

制
限
を

加
え

た

わ

け
で

は

な
い

｡

《

自
ら

に

と
っ

て

は

何
が

知
覚
し

う

る

も
の

で

何
が

知
覚
し

え
ぬ

も
の

で

あ

る

か
､

と

い

う
こ

と
の

み

を

考
察
し

､

か

く
て

､

自
ら
の

い

か

な
る

判
.

断

も

知
覚
か

ら

離
れ

る

こ

と

の

な
い

よ

う
に

注
意
す
る
》

と

い
.
う
の

が

デ
カ

ル

ト

の

立

場
で

あ
っ

た
｡

そ

れ

ゆ

え

デ

カ

ル

ト

は
､

《

神

は
､

可

能
で

あ

る

と

私
が

知
覚
す
る

一

切

を
､

為
し

う
る
》

と

敢

え
て

断
言
す

る

が
､

し
か

し

逆
に

､

《

神
は

､

私
の

概

念
す

る

と

こ

ろ
に

矛
盾
す

る

こ

と

を
､

為
し

う
る
》

と
い

う
こ

と

は

敢
え

て

香

定
し

な
い

の

で

あ
っ

て
､

た

だ

《

そ

の

よ

う
な
こ

と

は

私
に

と

っ

て

は

矛

盾
を

含
意
す
る
》

と

い

う
に

と

ど

め
る

の

で

あ

る
｡

か

く

し
て

､

デ
カ

ル

ト

が

《

空

虚
を

香

定
す

る
》

場

合

に

は
､

《

神

が

空

虚
を

生

ぜ

し

め

う
る

こ

と

を

敢
え
て

香
定
は

し

な
い

が
､

そ

の

よ

う
な
土

と

は

私
に

と

っ

て

は

矛

盾
で

あ
る
》

と

い

う
こ

と

を

(

飢
)

意
味
す

る

の

で

あ
る

｡

当
の

《

矛

盾
》

は

《

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

の

矛

盾
》

で

あ
っ

て
､

そ

の

よ

う
に

わ

れ

わ

れ

の

思
い

描
く

矛
盾

を

そ

の

ま

ま

神
の

う
ち
に

持
ち
こ

む
こ

と

こ

そ
､

却
っ

て

｢

神
の

カ
+

を

制
限
す

る

こ

と

に

な
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

《

矛

盾
性
》

は
､

属
性
の

特
異
性
ゆ

え
に

実
体
の

表

現
に

含
ま

れ

る

本
質
的
曖
昧
さ

と

し
て

､

す
で

に

わ

れ

わ

れ

の

考
察
し

た

と
こ

ろ
で

あ

り
､

そ

れ

は

ま

た

と

り

わ

け
､

事
物
の

認

識
の

《

妥
当
性
》

と

区

別
さ

れ

る

《

十

全
性
》

と

し
て

展
開
さ

れ

て

淵
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い

た
｡

《

十

全
性
》

は
､

■
《

認

識
が

妥

当
的
で

あ

り

な

が

ら
､

そ
の

こ

と

が

同

時
に

知
ら

れ

ず
､

■
か

く
て

ど
こ

ま
で

も

妥
当
的
で

あ

り

続
け

よ

う
と

す
る
》

と
い

う
こ

と
､

い

い

換
え

れ

ば
､

《

認

識
が

事
物
そ

の

も
の

に
､

直
接
的
に

は

達
し
え

ず
､

予

想
さ

れ

る

他
の

事
物
の

媒
介
を

通
し

て
､

す

な

わ

ち

｢

実
在
的
区

別
+

を

通

し
て

初
め
て

､

到
達
し

う
る
》

と

い

う
こ

と
､

を

示

す
も
の

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

ゆ

え
､

デ

カ

ル

ト

は

｢

実
在
的
区

別
+

を

語
る

と

き
に

は
､

(

8 2
)

常
に

｢

神
の

協
力
+

を

援
用

す
る

の

で

あ

る

が
､

し
か

し
､

そ
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

｢

神
の

協
力
+

と
い

う
こ

と

は
､

《

認

識
の

非
妥

当

性
が

ま

ず
わ

れ

通
り

《

実
体
と
い

う

観
点
》

か

ら

理

解
き

れ

る
ぺ

き
で

あ
る

｡

そ

劫
っ

J

れ

ゆ
え

､

､
《

認
識
の
■
非
妥

当

性
》

と
い

う
人

間
的
本
質
に

か

か

わ

る

事
態
が

除
去
さ

れ

る

な

ら
､

｢

神
の

協
力
+

と
い

う
こ

と

も

廃

棄
さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

か

ぎ

り

で

の

み
､

｢

神
の

協

力
+

と

い

う
こ

と

は

禰
と

被
造

物
と

を

混

同
す
る
こ

丁
と

な

く

援
用
さ

れ

う
る

の

で

あ

る
｡

わ

れ

人

間
に

と

っ

て

の

本

質
的
事
態
で

あ

る
》

､

と

い

う

こ

と

を

意
味
す
る

も
の

と

解
さ

れ

ね

ば

な

ら
な

い
｡

な

ぜ

な

ら
､

.｢
神
の

協
力
+

が

絶
対

的
に

措
定

さ

れ

る

な

ら
､

神
と

人

間
と
の

関

係
を

あ
打

《

類
･

種
の

関

係
》

-
神
は

人

間
な

く

し

て

も

あ

り

う
る

が
､

人

間
は

神
な

く

し
て

は

あ

り

え

な
い

､

と
い

う

関
係

-
と

し
て

把
捉
す
る

こ

と
に

な
る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

う

な

る

と
､

｢

実

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

在
的
区

別
+

の

も

と
に

ほ

区

別
さ

れ

た

事
物
の

実
在
性
が

直
接
的

に

肯
定
さ

れ

る

こ

と
に

な
っ

て
､

一

方
で

は

神
と

思
惟
的
事
物
と

を

混
同
し

､

他

方
で

は

神
と

延

長
的
事
物
と

を

混

同

し
､

そ

の

よ

う
に

し
て

結
局

は

神
を

精
神
と

物
体

と
の

合
成

体
と

み

な

し
て

し

ま

う
事
態
に

陥

る

の

で

あ

る
｡

禅
的
実
体

と

磯
追

突
体
と
は

文

字

以
上
の

よ

う

な

考
察
か

ら
､

デ

カ

ル

ト

が

《

空

虚
の

香
定
》

に

加
え

て

《

原
子
の

香
定
》

を

語
っ

た
こ

と
の

意
味
が

明
ら

か
.
に

な

る
｡

｢

原

子
､

い

う
な

ら

そ

の

本
性
上
不

可
分

剖
的
な

物
質
部
分
+

の

否
定
も

ま
た

､

《

認

識
の

非
妥
当

性
な
い

し

十

全

性
》

と

い

う

考
え

方
に

よ
っ

て

基
礎
づ

け

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

物

質
の

部
分

は
､

そ

れ

が

い

か

に

小

さ

な

も

の

で

あ

る

と

｢

仮
粕
卿

(

幹
n
g
e

岩
)

+

さ

れ

よ

う
と

も
､

必

ず
延

長
的
な

も
の

で

あ

る

以

上

ほ
､

｢

思
惟
に

よ
っ

て

(

c

O

惣
t

巳
-

O

n

e
)

+

な

お

分
割
さ

れ

う
る

の

で

あ

ぺ

し
か

も
そ

の

よ

う
に

思

惟
に

よ

る

分

割
が

可

能
な
の

ほ

当
の

物
質
部
分
が

可

分

剖
的
な

も
の

で

あ

る

こ

と

を

認
識
し

て

い

(

郎
)

る

か

ら
で

あ

る
､

と
｡

原
子
の

存
在
ほ

､

｢

神
の

カ
+

そ

の

か

の

と

の

関
係
に

お

い

て

香
定
さ

れ

る

の

で

は

太

く
､

｢

延

長

的
で

同

や

人

ヰ

.ゝ

†

鮎

事
′

噂

ア

ド

が

J

ド

k

恨

も

ト

∵

軒

k

ト

一

F

け

抑

k

●

州
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さ

〝

′

1

止
■

-

･ ｡

軍

1

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

時
に

不

可

分

部
的
で

あ

る

こ

と
+

が

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

ほ

矛

盾

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(

糾
)

と

思
わ

れ

る

が

ゆ

え
に

否
定
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

《

物

質
部
分
が

無

限
に

分

割
さ

れ
■
る
》

と

い

う
こ

と

ほ

｢

其
+

と

し

て

知
覚
さ

れ
る

が
､

し

か

し

｢

そ

れ

が

い

か

に

し
て

生

ず
る

か
+

と

い

う
こ

と

は

｢

了

解
〔

包

括
的

に

理

解
〕

(

c

O

ヨ
p

岩
F
e

n
年
O

r
e

)

+

さ

(

鮎
)

れ

え

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

事
態
を

､

デ

カ

ル

ト

ほ

｢

無

限
(

ぎ
P

ロ
ー

t

岳
)

+

と

区

別

し
て

｢

無
際

限
(

旨
d
e

幹
口

許
亡

且
+

と

形

(

8 6
)

容
す

る
｡

｢

無
際
限
+

と

は

｢

或
る

視
点
の

も

と
で

は

い

か

な

る

終
極
(

P

ロ
i

∽
)

も

見
出
せ

ぬ

も
の
+

に

つ

い

て

い
･■
わ

れ
､

こ

れ

に

対
し

て

→

無
限
+

と

は
､

そ

の

よ

う
に

単
に

｢

消
極
的
+

な

意
味

で

｢

限

界
(
-
-

m
e

s

)

を

認
め

な
い
+

と
い

う

だ

け
で

な

く
､

｢

積

極
的
な

意
味
で

い

か

な
る

限

界
も
な
い

と

知
解
さ

れ

る
+

場
合
を

い

う
｡

｢

無
際
限
+

に

つ

い

て

｢

或
る

視
点
の

も
と

で

(

芸
才

巴
ナ

β
仁

p

S
ロ
巴
d
e

;
t

訂
ロ
e
)

+

と

い

わ

れ

た

の

ほ

｢

わ

れ

わ

れ

た

と
っ

て

ほ

(

n

O

許
1

:
e

∽

p
e

O
t

且
+

と

い

う

意
味
で

あ
っ

て
､

そ

の

か

ぎ

り
､

｢

無
際

限
+

は

す
で

に

｢

無
限
+

と

い

わ

ば

重

な

り

あ
っ

て

(

野
)

い

る
｡

た

だ
､

｢

無
限
+

と

は

神
の

み

に

留
保
さ

れ

る

特

性
で

あ

(

岱
)

っ

て
､

そ

の

｢

無
限
+

■
そ
の

も
の

に

つ

い

て
､

た

と

え
∴

｢

了

解
す

る
+

の

だ
と

は

い

え
､

そ

の

よ

う
に

し
て

｢

い

わ

ば
終

極
を

設
け

(

8 9
)

る

(

♪
七
p

巴

P

2 .

岩
)

+

■こ

と

は
､

や

ほ

り

不

条
理

で

あ

ろ

う
｡

そ
｡

′

小

一

｡

叫

｡

句
く

外

｡

一

れ

ゆ

え
､

わ

れ

わ

れ
ほ

｢

無
限
+

そ

の

も
の

を
､

｢

了

解
せ

ず
+

､

(

卯
)

か

く

て

｢

無
際
限
と

し
て

了

解
す

る
+

の

で

あ

る
｡

そ
>

}

だ

と

す

れ

ば
､

《

わ

れ

わ

れ

に

よ
っ

て

は

了

解
さ

れ
な
い
》

と

い

う

こ

と

(

91
)

が

｢

無
限

な

る

も
の

の

根
拠
+

っ

に

帰

属

す

る

わ

け

で

あ
っ

て
､

■

｢

無
限
+

は

｢

有
限
の

香
定
+

に

よ
っ

て

知
覚
さ

れ

て

は

な

ら

な

(

形
)

い
｡

そ

の

よ

う

な

知

覚
の

仕
方
ほ

｢

無
限
+

を

. 《

類
》

と

し

て

捉

え
る

も
の

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

無
限
は

自
ら
の

ゝ

つ

ち
に

有
限
を

或

る

仕
方
で

含
む
こ

と
に

よ
っ

て

無
限
た

り

う

る

の

で

あ
っ

て
､

無

ヽ

ヽ

ヽ

限
の

知
覚
が

有
限
の

知
覚
に

対

し
て
｢

い

わ

ば

先
な

る

も
の

(

p
】

ナ

0
1

♪

与
0
(

F

ヨ
m
O

d

O
)

と

し
て

私
の

う
ち

に

あ

る
+

〔

傍
点

は

引

用

(

9 3
)

,

､

,

者
〕

と
い

わ

れ
､

《

端
的
に

先
な

る

も
の

と

し
て

私
の

う

ち

に

あ

る
》

と
い

わ
れ

な

い

の

は
､

そ

の

た

め
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

｢

無
際
限
の

分

割
+

は

｢

無

限

の

分

割
+

か

ら
､

単
に

｢

観
点
の

上

で
+

し

か

区

別
さ

れ

七

ほ

な

ら
ぬ

と
と

も
に

､

｢

観
点
の

上

で
+

ほ

常
に

す
で

に

区
別

さ

れ

て

い

る
､

と

い

う
こ

と

が

理

解
さ

れ

る
｡

分
割
が

｢

無
際
限
+

で

あ

る

と
い

う

こ

と

ほ
､

い

か

な
る

分

割
の

も

と
に

も

更
な
る

分

割
を

思
惟
し

う

る

と
い

う
こ

と

で

あ

っ

て
､

常
に

す
で

に

《

未
だ

分

割
さ

れ

て

い

な
い

或
る

部
分
》

を

予

恕
さ

せ

る

の

で

あ

る

が
､

そ

の
.
よ

う

に

《

予

想
さ

れ

る

に

す
ぎ

な
い

宋
分

割
的
部
分
》

の

実
在

性
を

積

極

㍊
･
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的
に

肯
定
す
る

こ

と
に

よ
. っ

て

《

不

可
分

剖
者
》

を

措
定
い

で

か

ヽ

ヽ

ヽ

な

ら
ぬ

の

で

あ

る
｡

か

く
て

デ
カ

ル

ト

は
､

当
の

分

割
の

い

わ

ば

対

象
を

な

す

｢

世

界
(

ヨ
亡

ロ

d

岳
)

､

い

う
な

ら

物
体

的
実
体
の

稔

(

舛
)

体
(

亡

n
ぃ

く
e
r
S
i

t

監
)

+

を

も

｢

無
際
限
+

と

み

な

す
こ

と

に

な

る
｡

す

な
わ

ち
､

｢

世

界
+

は

無

際
限
に

延

長
的
で

あ
っ

て
､

そ

の

終

極
を

も
た

な
い

｡

わ

れ

わ

れ

は

た

と

え

そ

の

終

極
を

｢

仮

想
す

る
+

場
合
で

も
､

常
に

｢

当
の

終
極
の

外
に

無
際
限
に

延

長
し

て

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

い

る

諸
々

の

空

間
+

を
､

｢

単
に

想
像
す
る

と

い

う
だ

け
で

な

く
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ま
た

そ

れ

ら

が

真
に

可

想
像
的

､

い

う
な

ら

実
在
的
で

あ

る

と

知

(

9 5
)

覚
し

も

す
る
+

〔

傍
点

は

引

用

者
〕
､

と
い

う
の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

･
《

単
に

想
像
の

対

象
と

な

る

だ

け
の

空

間
》

､

い

う
な
ら

｢

想

像
上
の

空

間

(

の
S

p
p

宝
∽

-

m
爪

晶
訂
巴
r

e
s

)

+

も
､

あ

の

ス

コ

ラ

的

な

空

間

-
《

有
限

と

み

な
さ

れ

た

実
在
的

空

間
》

の

彼
方
に

あ

っ

て
､

そ

れ

と

は

異
質
の

も
の

と

さ

れ

る

《

無
限

空

間
》

-
を

(

9 6
)

意
味
す
る

の

で

は

な

く
､

《

実
在
的
空

間
》

そ

の

も

の

で

あ
っ

て
､

(

9 7
)

か

く
て

世

界
は

唯
ひ

と
つ

し
か

存
さ

な
い

こ

と
が

理

解
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

こ

う
し
て

､

｢

想
像
+

と
い

う
能
力
の

う

ち

に

は
､

単
に

｢

観

点
の

上
+

で

し
か

無
限

性
と

区

別
さ

れ

な
い

無
際
限

性
を

担ゝ
㌢

働

き

と
､

無
際
限

催
を

燕
限

健
か

ら

分

離
し

て

有
限
催
と

み

な
し

､

以

て

当
の

有
限

性
の

香
定
に

よ
っ

て

無
限

性
を

凄
現
し
.よ

う
と

す

湖
･

る

働
き
と

が

対
立

さ

せ

ら

れ

る
｡

前
者
は

対

象
の

《

実

在

性
》

を

《

可

想
像
性
》

に

よ
っ

て

顕
在
化
す
る

の

に

対

し
､

後
者
は

当

の

《

実
在
性
》

を

《

可
感
性
》

と

し
て

顕
在
化
す

る

で

あ

ろ

う
ぺ

わ

れ

わ

れ

は

｢

可
感
性
+

が

｢

外

面

的
な

命
名
+

と

さ

れ

た

こ

と

を

す
で

に

み

た

が
､

こ

の

｢

外

面

的
な

命
名
+

と

は

事
物
が

｢

知

性
の

働
き
を

対

象
と
い

う
形
で

境
界
づ

け
る
+

こ

と
で

あ
っ

て
､

か

く
て

そ

の

際
に

は

｢

知
性
の

外
部
に

措
定
さ

れ

た

も
の

と

し
て

(

錦
)

の

事
物
そ

の

も
の

が

注

目

さ

れ

て

い

る
+

わ

け

で

あ
る

｡

つ

ま

り
､

知
性
の

働
き

と

し

て

の

｢

想

像
+

は

そ

の

《

無
際

限

性
》

の

ゆ
え

に

｢

境
界
づ

け
+

ら

れ

る

よ

う
に

し
て

無
化
さ

れ
､

そ

の

よ
>

}

に

無
化
さ

れ

る

働
き
に

代
っ

て
､

事
物
の

実

衣
性
が

直
接
的
に

-
1

い

う
な

ら

事
物
そ

の

も
の

が

知
性
の

外

部
に

1
措

定
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

そ

し

て
､

当
の

《

働
き
の

無
化
》

は
､

｢

無

際

限
の

分

割
+

に

お

け
る

個
々

の

働
き

を
､

い

わ

ば

等
質
化

す

る

か

の

よ

う

に

或
る

絶
対

的
固
定
点
に

収

赦
さ

せ

る

こ

と
に

よ
っ

て

果
さ

れ

る

の

で

あ

り
､

こ

の

《

等
質
化
さ

れ

て

無
化
さ

れ

た

働
き
》

が

｢

表

面
+

の

感
覚
を

構
成
し

､

ま

た

《

そ

の

よ

う
な

働
き
に

代
っ

て

措

定

さ

れ

る

事
物
そ

の

も
の
》

が

｢

深
み
+

の

感
覚
を

膚
成

す
る

こ

と

に

売
る

｡

山

r

L
､

ム

ド

弘
一

卜

や

ト

′

ド

㌧

頒

ト

作

中

ゝ

ト

血

F

ト

打

切

ト
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1

+

′

､

一

事
ー

1

争

1

へ
γ

｡

.ノ

淡

1

､

イ

1

句

-

ノ1

｡

し

一

こ

れ

に

対

し
て

､

《

事
物
の

実
在
性
を

可
想

像
性
と

し

て

顕

在

化

す
る
》

と
い

う

場
合
に

は
､

当
の

事
物

は

｢

思

惟
さ

れ

た

事

物
+

す

な

わ

ち

｢

観
念
+

と

し
て

､

｢

知
性
の

内
部
に

対

象

的
に

(

卵
)

在
る
+

わ

け
で

あ
っ

て
､

そ

の

か

ぎ

り
で

の

対

象
と

し

て

の

事
物

は
､

｢

無
際
限
の

分

割
+

に

お

け
る

個
々

の

働
き
の

具

体

性

な

い

ヽ

ヽ

ヽ

し

固
有
性
を

支

持
す
る

よ

う
に

し
て

､

む

し

ろ

｢

観
念
の

対

象
的

ヽな

〔

観

念
内

的

な
〕

実
在
性
+

〔

傍
点

は

引

用

者
〕

と

し
て

表
わ

さ

れ

る
｡

こ

れ

は

観
念
が

自
ら
の

対

象
を

表
現

な
い

し

志
向

す
る

性
格

(

100
)

の

こ

と
で

あ
り

､

そ

れ

ゆ

え
､

或
は

｢

実
在
性
+

が

む

し

ろ

｢

存

(

M
)

在
着

任
(

①

屈

性
と

し
て

の

e

邑
ト

t

p
s

)

+

と

呼
ば

れ
､

或
は

ま
た

｢

観
念
の

う
ち
に

､

た

だ

対

象
的
に

の

み
､

つ

ま

り
い

ぉ
ば

影

像

(

102
)

の

も

と
で

(
t

甲
n

q

仁

P

m
-

ロ

ト

m
P

g

F
e
)

+

と

い

う
表
現
か

ら

も

察

せ

ら

れ

る

よ

う
に

､

｢

観
念
の

対

象
的
実
在
性
+

と
は

､

｢

延

長

的

事
物
+

を

具
体

的
に

表
現
す

る

｢

部
分
の

外

部
な

る

部
分
+

に

お

け

る

各
々

の

部
分
が

《

可

想
像
的
存
在
者
》

と

し

て

語
ら

れ

た

こ

と
に

符
合
す
る

概
念
で

あ

る
｡

こ

う

し

て
､

想

像
は

今

度
は

､

｢

無
際
限
の

分

割
+

に

お

け
る

個
々

の

働
き
の

固

有
性

を

《

志

向

性
》

と

し
て

支
持
す
る

よ

う
に

し
て

､

そ

れ

ら

の

働
き

を

収
赦
さ

せ

る

よ

う
な
い

か

な

る

絶
対

的
固
定
点
の

措
定
を

も

禁
じ

､

以
て

事
物
か

ら
一

切
の

｢

深
み
+

.
を

排
除
す
る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で

デ
カ

ル

ト

は
､

｢

た

だ

思
惟
に

よ

る

の

み
+

の

分

割

か

ら

は

い

か

な
る

変
化

も
生

ま

れ

ず
､

物
体
に

お

け
る

あ

ら

ゆ
る

(

103
)

大
き

さ

や

形
状
の

差
異
は

｢

運

動
+

に

依
拠
す
る

､

と

述
べ

る
｡

そ

の

｢

運

動
+

と

は

｢

何
か

自
存
的
な

事
物
+

で

は

な

く

て
､

物

体
の

単
な

る

｢

様
態
+

に

す

ぎ

ず
､

か

く
て

常
に

｢

動
か

さ

れ

る

も
の
+

の

う
ち
に

あ
っ

て

｢

動
か

す
も
の
+

の

う
ち
に

は

な

く
､

｢

移
動
+

で

あ
っ

て

｢

移
動
せ

し

め
る

力

な
い

し

作

用
+

で

は

な

(

山
)

い
｡

そ

う

だ

と

す

れ

ば
､

｢

想

像
+

と

し

て

の

知
性
の

働
き

は
､

あ

た

か

も

｢

延

長
的
事
物
+

に

対

す

る

｢

神
の

力
+

と

同

様
に

､

当
の

延

長
的
事
物
の

様
態
と

解
さ

れ

る
ぺ

き
で

あ
っ

て
. ､

知
性
そ

(

1 05
)

の

も

の

に

内
属
す
る

様
態
と

み

な

さ

れ

て

は

な

ら
ぬ

こ

と
に

な

る
｡

観
念
に

具
わ

る

《

志
向

性
》

は

事
物
の

様
々

な

《

実
在
度
》

と

対

応
す
る

が
､

し
か

し

《

実
在
度
》

は

実
在
性
が

引

き

入
れ

る

根
本

的
香
定
に

よ
っ

て

基
礎
づ

け

ら
れ

て

い

た

こ

と
か

ら

も

明
ら

か

な

よ

う
に

､

当
の

《

志

向

性
》

を

知
性
の

積
極
的
な

特
性
と

解
す
る

こ

と

は

禁
じ

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

う
し
て

､

《

異
な

る

可

想

像

性
》

は

｢

実
在
性
+

と

同

嵐
と

さ

れ

る

こ

と
に

よ

っ

て
､

知
性
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

働
き
の

対

象
に

関
係
づ

け
ら

れ

る

｢

可

触
知
性
+

の

別

名
に

ほ

か

な

ら
ぬ

こ

と

が

明

ら
か

に

な

る

の

で

あ
る

｡

3

こ

の

よ

う
に

し
て

､

｢

可

感
性
+

の

も

と

に

語
ら

れ

た

事

物
の

朗
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｢

深
み
+

と
い

う
観
念
は

､

■
《

知
性
の

者
極
的
特

性
と

み

な
さ

れ

た

志
向
性
》

-
い

う
な

ら
､

観
念
が

自
ら

の

対

象
と

直
接
的
に

結

合
し
ょ

う
と

す
る

ま
で

に

積
極
的
な

志
向

性

-
に

対

応
す
る

の

で

あ
っ

▼
て

､

そ

の

よ

う
な

志

向

性
が

虚
偽
な

る

も
の

と

し
て

斥
け

ら
れ

た

の

で

あ

る
｡

そ

う
だ

と

す
れ

ば
､

｢

可

触

知

性
+

の

も

と

に

顕
在
化
さ

れ

た

志

向

性
と
は

､

｢

可

感
性
+

に

関
連

し

て

斥

け

ら
れ

た

志
向

性
の

《

虚

偽
性
》

を
､

当
の

志
向

性
が

《

決
し
て

完

結
し
え

ぬ
､

そ

れ

ゆ

え

無
際
限
な
》

働
き

で

あ

る

こ

上
を

示

す
こ

(

106
)

と

に

よ

っ

て
､

語
る

も
の

に

ほ

か

な

ら
な
い

｡

｢

可

触

知

性
+

の

も
と

に

こ

そ

｢

想
像
+

の

本
質
は

明

ら
か

に

さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

た

と

え

ば

｢

千

角
形
を

想
像
す
る
+

と
い

う

易

合
､

｢

可

感

性
+

の

も
と

で

は

｢

す
べ

て

の

辺

を

同
時
に

包
括
し
+

よ

う
と

す
る

こ

と

〔

知
性
の

積

極
的

な

志

向

性
〕

に

よ
っ

て
､

却
っ

て

当
の

｢

千

角

(

M
)

形
を

不

分
明
に

想

像
す
る
+

こ

と

に

な
■っ

て

し

ま

う
が

､

｢

可

触

知
性
+

の

も

と

で

は

個
々

の

辺
に

注

目
す

る

よ

う
に

し
て

､

却
っ

(

108
)

て

｢

心

の

或
る

特

殊
な

緊
張
+

の
.

も

と

に

そ

れ

ら

個
々

の

辺

を

｢

捉
え

る

よ

り

も
そ

れ

ら
に

よ
っ

て

据
え

ら
れ
+

､

か

く
て

《

明

噺

(

加
)

,

､

か

つ

判
明
に

想
像
す
る
》

の

で

あ

る
｡

｢

想

像
+

は
､

そ

の

完
結

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

七
た

働
き

と

し

七
は

《

働
き
と

七
て

の

前
景
を

無
化
す
る

よ

う
に

し
て

､

対

象
と

し
て

の

背
景
を

浮
か

び

上

ら

せ

る

働
き
》

.
で

あ
っ

て
､

｢

可

感
性
+

の

も
と

に

る
っ

と
も
明

既
に

理

解
溝

れ

る

の

で

肋

あ

る

が
､

.
働
き

そ
の

も
の

と

し

て

は

《

当
の

働
き

が

対

象
の

様
態

に

す

ぎ
ぬ

か

ぎ
り

で

の
》

働
き
で

あ
っ

て
､

｢

可

触

知
性
+

の

も

と

に

こ

そ

明

示
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に
､

デ
カ

ル

ト

が

｢

無
際
限
の

分

割
+

か
一
ら

そ

の

対

象
を

な

す

｢

無
際
限
に

延

長
的
な

世

界
+

を

結
論
し
た

こ

と
の

重

要
な

意
味
が

明

ら
か

に

な
る

｡

分

割
に

お
い

て

無
限

性
が

有
限

性
の

香

定
に

よ
っ

て

概
念
さ

れ

る

こ

と

を

禁
じ

た

の

は
､

■

そ

の

よ

う

な

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

《

分

割
の

有
限

性
》

を

説

明

す
べ

き

《

対

象
の

無
限

性
》

の

要
請

を

禁
ず
る

た

め
で

あ
っ

た
｡

そ

の

よ

う
に

し
て

､

《

分

割
の

無

際

限

性
》

は
､

ま

ず
自
ら

が

《

有
限
性
》

と

混

同
さ

れ

る

こ

と

を

禁

じ
､

か

く
七

《

分

割
の

無
限
性
》

と
こ

そ

相
即
し
て

い

る

こ

と

を

明
か

す
の

で

あ
る

｡

《

対

象
の

影
像
》

と

《

対

象
の

現

存
在
の

影

像
》

と

を

混

同

し
.
て

ほ

な

ら

な
い

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

よ

う

な

混

同

は
､

■
後
者
の

も
と

に

｢

想
像
+

を

《

知
性
の

積
極
的
な

働
き
》

と

み

な

す

錯
誤
で

あ

り
､

し

た

が

っ

て

ま
た

､

対

象
の

実
在
性
を

当
の

対

象
に

直

接
的
に

帰
属
さ

せ

る

誤
謬
な
の

で

あ

る
｡

そ

う

だ

と

す
れ

ば
､

デ

カ

ル

ト

は

こ

の

｢

無
際
限
の

分

割
+

と

い

う
観
念
の

も
と

に
､

｢

思
惟
+

を

｢

想

像
+

か

ら

純

化

し
､

以

ヽ

ヽ

て

｢

思
惟
+

の

み

を

知
性
の

積
極
的
な

働
き

と

し

て

提
示

し

ょ

う

_
〔

岬
】

.

一

灼

J

一

弘
一
冊

r

｢

蛸

卜

占

r

鴨

仰

L

ト

吟

ト

ミ

ー

血

F

一

甥

◆

■Y
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ゝ

′

.バ

ネ

1

¶̀

～

一

､

加

一

{

､

ノ

斗

1

｡

イ

1

旬
刊

叫

軸

一

と

し
て

い

た

わ

け
で

あ
る

｡

実
際

､

｢

無
際
限
の

分

割
+

は

物

質

(

M
)

の

本
性
か

ら
の

必

然
的

帰
結
と

し

て
､

｢

思

惟
に

よ

っ

て
+

基

礎

づ

け
ら

れ

て

い

た
｡

《

思
惟
に

ょ

る

分

割
》

は
､

い

か

な

る

変

化

を

も
生

ぜ

し

め

な
い

に

せ

よ
､

ま

さ

し

く

そ

れ

ゆ

え

に

《

想
像
に

ょ
る

分

割
》

に

対

し
て

《

い

わ
ば

先
な

る

も
の
》

で

あ
っ

て
､

そ

の

か

ぎ

り
で

は

独

り

｢

思
惟
+

の

み

は

｢

無
限
の

分

割
+

に

か

か

わ
っ

て

い

る

と

解
さ

れ

ね

ば

な
る

ま

い
｡

そ

う
だ

と

す

れ

ば
､

｢

無
限
の

分
割
+

は

観
念
に

具
わ

る

志
向

性
を

無
化

す

る

相
の

も

と
で

展
開
さ

れ

る

こ

と

に

な

ろ

う
｡

そ

し
て

ま

た
､

そ

の

よ

う

な

《

志

向

性
の

無
化
》

と
は

｢

実
在
性
+

が

自
ら
の

本

質
的

規
定

と

し

て

包

含
し
て

い

た

《

香
定
》

を

主
題
化

す
る

こ

と

に

ほ

か

な

ら

ぬ

か

ら
､

｢

無
限
の

分
割
+

ほ

｢

実
在
的
区

別
+

の

究
極

的
な

表

現
と
い

う
こ

と
に

な

ろ

与
｡

デ

カ

ル

ト

は

｢

想

像
の

う
ち
に

描
か

れ

た

単
な

る

影

像
+

を
､

そ

れ

が

｢

物
〔

身
〕

体

的

な

想

像

-
-

つ

ま

り

脳
の

或
る

部
分

-
の

う
ち
に

描
か

れ

た

か

ぎ

り
で

は
+

｢

観
念
+

と

呼
ば

ず
､

唯
た

だ

そ

れ

が

｢

脳
の

当
の

部

分

に

向

け

ら
れ

た

滞
神
そ

の

も
の

を

形

成

す
る

〔

棉
神
そ

の

も
の

に

形
相

を

付

与

す
る
〕

(

ヨ
e

n
t
e

m

首
∽

p

ヨ
一

己
O
H

m
胃
①
)

か

ぎ

や
で
+

〔

傍
点

は

(

u
)

引

用

者
〕

の

み

｢

観
念
+

と

呼
ぶ

､
･

と

述
べ

て

い

る

よ

う
に

､

観

念
に

具
わ
る

志
向

性
そ

の
■
も
の

が

問
題
な
の

で

ほ

な

ぐ

て
､

当
の

志
向
性
を

通

し
て

の

｢

実
在
的
区

別
+

､

い

う
な

ら

《

志

向

性
の

無
化
》

が

問

題
な
の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

｢

観

念
+

は

｢

任

意

の

思
惟
の

形
相
+

と
定

義
さ

れ

る

と

と

も
に

､

そ

の

定

義
ほ

｢

そ

の

よ

う
な

形
相
の

無
媒
介
的
知
覚
に

よ
っ

て
､

当
の

思

惟
そ

の

も

(

112
)

の

を

私
は

意

識
す
る
+

と
い

う
規
定
を

含
め
る

の

で

あ

る
｡

ま

ず
､

ヽ

ヽ

ヽ

｢

任

意
の

思
惟
の

形

相
+

と
い

う
概
念
は

､

､
様
々

な

思

惟

的
｢

様

態
+

が

｢

ひ

と
つ

の

共

通
の

観
点
+

か

ら

捉
え

ら
れ

る
､

と
い

う

こ

と

を

理

解
さ

せ

る

も
の

で

あ
っ

て
､

す
で

に

考
察
し
た

｢

形
相

的
区

別
+

-
｢

観
点

上
の

区

別
+

を

も

含
意
す
る

｢

様
態
的
区

別
+

-
を

語
る

も
の

に

ほ

か

な

ら
な
い

｡

そ

れ

ゆ

え
､

｢

実

在

的

区

別
+

の

方
は

こ

の

定

義
に

付

加
さ

れ

た

規
定
の

も

と
に

語
ら

ヽ

ヽ

ヽ

れ

る

は

ず
で

あ

る

が
､

そ

の

際
注

意
す
.

べ

き

は

｢

形

相
の

無
媒
介

ヽ的

(

ぎ
ヨ
e

d
-

p
t

p
)

知
覚
+

と

い

わ

れ

て

い

る

点
で

あ

る
｡

こ

の

《

無
媒
介
性
》

は
､

区

別
さ

れ

る

事
物
の

｢

実
在

性
+

を

そ

の

昔

定

性
の

面
か

ら
で

ほ

な

く

香
定
性
の

面
か

ら

表
現

す
る

､

と

い

う

こ

と

を

示

す

も
の

で

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

は

こ

れ

ま

で
､

｢

実
在
性
+

を

専
ら

そ

の

昔
定

的
側
面
か

ら

説
明

し
て

き
た

｡

す
な

わ

ち
､

実

体
は

そ

の

属
性
を

通

し
て

知
解
さ

れ

る

と

い

わ
れ

る

と

き
､

当
の

属
性
を

香
定

す
る

よ

う
に

し

て

実
体
が

措
定

さ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

-

ヘ
リ

そ

れ

は

そ

の

よ

う
な

《

香
定
》

の

働
き

を

担
う
べ

く
予

想
さ

れ

る

お
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《

別
の

或
る

実
体
》

の

措
定
と

し

て

表
わ

さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

こ

に

《

区

別
》

が

語

ら
れ

る

び

と
つ

の

根
拠
が

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

こ

の

意
味
で

の

《

区

別
》

こ

そ

は
､

｢

無
際

限

の

分

割
+

が

自
ら
の

対

象
と

し
て

｢

無

際

限
に

延

長
的
な

世

界
+

を

必

然
的
に

伴
な
わ

せ

る

と
い

う
､

あ
の

事
態
に

対

応
す
る

も
の

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

或
る

実
体
が

自
ら
を

措
定

す
る

た

め
の

《

媒
介
》

と

し

て

予

想
さ

れ

る

別
の

或
る

実
体

と

は
､

《

自
ら
の

〔

自
ら
に

対

す
る
〕

他

者
》

と

し

て
､

い

わ

ば

《

内

部
に

お

け

る

外
部
》

､

つ

ま
り
《

形

式
》

-
専
ら

媒
介
性
の

相
の

も

と

に

み

ら
れ

た

《

形
相
》

-

を

意
味
す
る

の

で

あ
る

｡

そ

う
だ

と

す

れ

ば
､

｢

実

在

性
+

を

そ

ヽ

ヽ

ヽ

の

香
定
的
側

面
か

ら

表
現

す
る

と
い

う
こ

と
は

､

香
定
を

香
克
と

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

し
て

表
わ

す
こ

と
､

い

う
な

ら

あ

の

《

自
ら
の

他

者
》

を

同

時
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ま
た

《

自
ら
に

即

し
た

〔

自
ら

に

重
な

り

あ

う
〕

他
者
》

と

も
し

て

ー
い

わ

ば

《

内

部
に

お

け
る

内
部
》

と

し
て

-
措
定

す
る

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

《

無
媒
介
性
》

は

或
る

も

の

を

《

直

接

的

に

香
定
す
る

こ

と
》

と

と

も
に

､

当
の

或
る

も
の

と

の

《

媒
介
性

を
･
香
定
す
る

こ

と
》

を

も
､

本
質
的
英
機
と

し
て

含
ん

で

い

る
｡

実
在
性
の

否

定
的
側
面
が

そ

の

肯
定

的
側
面
か

ら

分

離
し

て

語
ら

れ

る

な

う

有
限
の

香
定
に

よ

っ

て

無
限
が

措
定
さ

れ
る

こ

と

に

な

ろ

う
｡

有
限

は
､

無
際
限
に

よ

っ

て

支
持
さ

れ

る

か

ぎ
や

で

の

み
､

同

時
に

無
限
に

よ
っ

て

否
定
さ

れ

て
､

真
に

有
限
た

り

う
る

朗3

の

で

あ
る

｡

こ

う
し

て
､

｢

無
限
の

分

割
+

は

実
在
性
に

具
わ

る

否
定

性
を

自
体

的
に

支
持
す
る

こ

と

に

よ

っ

て
､

｢

実
在
的

区

別
+

を

完
成

す
る

の

で

あ

る
｡

六

こ

の

よ

う
に

し

て
､

わ

れ

わ

れ

は

よ

う
や

く
+

何

故
デ
カ

ル

ト

は

《

世

界
》

よ

り

も

む

し

ろ

《

自
我
》

か

ら

出
発
す

る

の

か
､

と

い

う

問
い

に

答
え

う
る

と
こ

ろ

に

き

た
｡

デ

カ

ル

ト

は

《

コ

ギ

ト
》

の

事
実
の

う

ち
に

､

思

惟
と

思

惟
的

実
体

と
の

結
合
に

お
.

け

る

あ
の

《

無
媒
介
性
》

の

典
型

を

み

る

の

で

あ

る
ひ

《

思

惟
》

ほ

単
に

《

思
惟
的
実
体
》

を

語
る

の

で

は

な

く
､

《

思

惟

的

実

体

の

現

存
在
》

を

明
か

す
の

で

あ
っ

て
､

か

く

て

｢

私

自

身
の

現

存

在
+

･
は

､

｢

い

か

な
る

原

因
の

系
列
に

も

依

拠
せ

ず
､

何

も

の

も

そ

れ

以

上
に

知
ら

れ

て

い

る

も
の

は

あ

り

え

ぬ

ほ

ど
に

､

私
に

知

(

出
)

ら

れ

て

い

る
+

と
い

う
わ

け
で

あ
る

｡

そ

し
て

こ

こ

に
､

《

コ

ギ

ト
》

の

事
実
は

､

実
体

と

そ

の

属
性
と

の

結
合
の

《

無
媒
介
性
》

が

《

現

存
在
の

原
因
》

の

考
察
を

通

し
て

具
体

化
さ

れ

る
､

と

い

う
こ

と

を

教
え

る

の

で

あ

る
｡

原
因
性
を

《

生

成
に

閲
し

で
》

で

は

な

く

《

現

存
在
に

閲

し

サ

ム

人

r

恥
町

r

ト

げ

ト

ノl

一

也

ぶ

V

ト

担

◆
･

～

戸
･

肝

≠

舛

.

叫

◆

→
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叫

､

J

⊥

｡

〔̀

1

1

も

1

一

1

｡

一

1

､

寸

J

巾

11

加

.り一

一

て
》

尋
ね

る

-
い

う
な

ら
､

《

私

を
か

つ

て

産
出
し

た

原

因
》

で

は

な

く

《

私
を

現
に

今
維
持
し

て

い

る

原
因
》

を

問
う

1
と

き
､

デ
カ

ル

ト

は

｢

作
用

原

因
(

〔

p

宏
P

①

許
2 .

e

n
S

)

+

の

特

性
に

注
目

す
る

｡

そ

れ

は

字
義
通
り

､

原
因
は

｢

結
果
を

産
出
し
つ

つ

あ
る

か

ぎ

り
で

の

み
+

原

因
た

り

う
る

､

と

い

う
こ

と

を

理

解
さ

(

山
)

せ

る

概
念
だ

か

ら

で

あ

る
｡

､
た

し
か

に
､

原

因
は

｢

結
果
に

対

し

て

時
間
的
に

先
な

る

(

t

e

ヨ
勺

O
r

e

p

ユ
b
r

)

も
の
+

で

あ

り
､

｢

結

(

115
)

果
と

は

別

個
の

(

d
i

く
e

r
S

岳
)

も

の
+

で

あ

る
｡

し
か

し
､

こ

れ

ら
二

つ

の

条
件
を

混

同
し

て
､

後
者
を

前
者
に

よ

っ

て

説
明

し
て

ヽ

ヽ

ヽ

は

な

ら
な
い

｡

｢

作
用

原

因
+

は

原
因
と

結

果
と

が

い

わ
ば

同

時

的
に

存
す
る

こ

と
.

を

主

張
す
る

わ

け
で

あ

る

か

ら
､

少

な

く
と

も

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

第
一

の

条
件
を

斥
け

る

こ

と
は

で

き
よ

う
が

､

し

か

し

そ
の

こ

と

が

第
二

の

条
件
ま

で

も

斥
け
る

こ

と

に

は

な

り

え

な
い

の

で

あ

る
｡

と
い

う
の

は
､

原

因
が

結
果
に

対

し

て

｢

時

間

的
に

先

な

る

も

の
+

と

い

わ

れ

る

場
合
に

は
､

一
そ

の

よ

う
な

結
果
を

《

か

つ

て

産

出
し
た

原
因
》

が

尋
ね

ら
れ

る

こ

と

に

な

る

が
､

.
そ

の

探
求
は

原

因
の

系
列
を

無
際
限
に

淵
行
し
て

､

究
極
の

｢

第
一

原

因
+

に

は

(

耶
)

決
し

て

到
達
し

え
ぬ

で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て
､

.

そ

の

よ

う
な

事
態
は

原
図
と

結

果
と

を

《

同

じ

秩
序
》

の

も
の

と

し

て

概

念
し

､

｢

別

個
の

も

の
+

と
は

解
さ

ぬ

こ

と
に

由
因
す
る

の

で

あ
っ

て
､

か

く

て

第
一

の

条
件
は

第
二

の

条
件
か

ら

区

別
さ

れ

ね

ば

な

ち
ぬ

の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

を

第
二

の

条
件
に

つ

い

て

理

解
す
る

な

ら
､

原

因
と

結
果
と

が

《

い

わ

ば

同

時
的
に

存
す
る
》

と
い

う
こ

と

は

当

の

両

者
が

｢

別

個
の

も
の
+

で

あ

る

と
い

う
こ

と

と

相

即

し
た

事

態
で

か

る
､

.
と
い

う
こ

と
に

な
る

｡

第
一

の

条

件
の

も

と

で

の

《

原

因
の

探
求
》

が

究

極
の

原

因
に

到

達
し
え

ぬ

と

い

う
事
鰻
は

た

だ

｢

無
原

因

(

ロ

已
-

p

c

呂
∽

且
+

と
の

み

静
さ

れ

る

が
､

第
二

の

条
件
の

満

と

で

の

原

因
は

｢

作
用

的
自
己

原

因
(

c

呂
夢
e

琵
?

i

e

n
s

s

已
)

+

と

し
て

捉
え
ら

れ

る

べ

き
で

あ
る

｡

後
者
も

ま

た

消

極
的
に

､

専
ら

前
者
と

同

義
的
に

解
さ

れ

る

の

が

常
で

あ

る

が
､

｢

作
用

原

因
+

は

む

し

ろ

積
極
的
に

､

｢

自
ら

に

由
因
し
て

(

p

s

且
+

(

M
)

の

意
味
に

解
さ

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

の

で

あ
る

｡

な
ぜ

な

ら
､

そ

の

よ

う
な

｢

本
来
的
意
味
で

の

作
用

原

因
+

と

｢

無
原
因
+

と
の

問
に

は
､

或
る

中
間
者
と

し

て

｢

事
物
の

積
極
的

な

本
質
+

が

存
し

､

当
の

｢

作
用
原

因
+

は

そ

の

よ

う
な

中
間
者
に

ま

で

拡
張
さ

れ

う

る

か

ら
で

あ
っ

て
､

そ

れ

は

あ
た

か

も

幾
何
学
に

お

い

て
､

想
像

し

ぅ
る

か

ぎ
り

大
き

な

円

形
の

線
の

概
念
を

直

線
の

概
念
に

ま
で

拡
張
し

､

ま

た
､

無
際
限
に

多
く
の

辺
か

ら

な
る

多

角
形
の

概
念

(

118
)

を

円
の

概
念
に

ま

で

拡
張
す
る

の

が

常
で

あ

る

の

と

同

様
で

あ
る

｡

そ

れ

ゆ

え
､

第
一

の

条
件
の

も
と

で

は
､

原
因
の

探
求
ほ

､

原
因

∬
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と

結
果
上

を

隔
て

る

時
間
を

無
際
限
た

多
く
の

瞬
間
的
部
分
に

分

割
し

､

そ

れ

ら
の

瞬
間
的
部
分
を

同
じ

秩
序
の

も
の

ー
い

う
な

ら

類
的
に

単
一

な

延

長

-
と

み

な

す
の

に

対

し
て

､

第
二

の

条

件
の

も

と
で

は
､

当
の

瞬
間
的
部
分

を

相

互
に

｢

別

個
の

も
の
+

(

119
)

と

し
て

-
い

う
な

ら

《

瞬
間
》

と
い

え

ど

も

《

時
間
》

と

し

て

ー
知
解
す

る

の

で

あ
る

｡

こ

う
し

て
､

却
っ

て

第
二

の

条
件
こ

そ

は

第
一

の

条
件
に

ま
で

拡
張
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

｢

時

ヽ

ヽ

ヽ

問
的
に

先
立
つ
+

と
は

､

時
間
の

《

秩
序
》

に

つ

い

て

い

わ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

時
間
の

《

経

過
》

1
い

う
な

ら

｢

抽
象
的
に

考
(

120
)

え

ら

れ

た

《

時
間
の

諸

部
分
の

間
に

あ

る

連
続
継
起
の

必

然
性
》

+

-
に

つ

い

て

い

わ

れ
る

の

で

は

な
い

の

で

あ

る
｡

そ

う
だ

と

す
れ

ば
+

時
間
の

相
の

も

七

で

は

《

運
動
》

な
い

し

《

変
化
》

ほ

む

し

ろ

《

本

質
的
な

差

異
(

d
-

く
｡

邑
t

且
》

L

七
て

知

(

払
)

解
さ
れ

ね

ば

な

ら
ぬ

わ

け
で

あ
■
る

｡

こ

こ

に
､

先
に

《

た

だ

思

惟

に

よ

る

の

み

の

分
割
か

ら
は

い

か

な

る

変
化
も

生

じ

な
い
》

と

い

わ

れ

た

こ

と
の

意
味
が

い

っ

そ

う
明
ら

か

に

な

る
っ

｢

無

際
版
の

分

割
+

は

第
一

の

条
件
に

､

｢

無
限
の

分

割
+

ほ

第
二

の

条

件
に

対

応
す

る

か

ら
で

あ
る

｡

｢

自
ら
に

由
因
し
て
+

.
あ

る

こ

と

が

消

極
的
に

む
し

ろ

. ｢

無
原

因
+

と

解
さ

れ

る

よ

う

に
､

《

差

異
》

は

《

運

動
な
い

し

変
化
の

欠
如
》

の

も

と
に

理

解
さ

れ

る

の

が

常
で

あ

る

が
､

そ
め

与
フ

な

消
極
的
な

理

解
の

仕
方
は

｢

た

だ

人

間
的

淵

.
知
性
の

不

完
全

性
め

み

に

由
因
す

る
+

の

で

あ
っ

て
､

｢

事

物
+

そ
の

も
の

の

う

ち
に

基
礎
を

も
つ

事
態
で

侶

な

く
､

《

わ

れ

わ

れ

(

12Z
)

に

と
っ

て

の

事
態
》

を

語
る

も
の

に

ほ

か

な
ら

な

い
｡

｢

結

果

を

産
出
し
つ

つ

あ

る

か

ぎ

り

で

の

み
+

の

原

因
ほ

《

当
の

結
果
に

先

立
つ

も
の

で

あ

り

な

が

ら
､

当
の

結
果
と

い

わ

ば

同
時
的
に

存
し

､

当
の

結
果
と

い

わ

ば

同
一

的
で

あ
る
》

と

解
さ

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

わ

け

で

あ
っ

て
､

そ

の

こ

と

が

《

わ

れ

わ
れ

に

と
っ

一て
ほ

矛

盾
と

み

え

る
》

の

で

あ
る

｡

そ

れ

ゆ

え
､

《

事
物
そ

の

も

の
》

の

原

因

性

に

関
し
て

は
､

｢

自
ら
に

由
因
し
て
+

と
い

う
こ

と

の

《

積

極

的

な

理

解
》

の

可

能
性
を

､

■
少
な

く

と

も

香
足

す
る

こ

と

が

で

き

な

ヽ

ヽ

い
｡

つ

ま
り

､

｢

作
用
原

因
+

に

よ

る

原
因
と

結

果

と

の

《

或
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

意
味
で

の

同
時
性
な

い

し

同
一

性
》

を

《

端
的
な

同
時
性
な
い

し

同
一

性
》

と

解
す
る

よ

う
に

し

て
､

当
の

｢

作
用
原
因
+

そ

の

も

の

を

拒
斥
す
る

よ

う
な

存
在
者
の

現

存
す
る

こ

と

を
､

わ

れ

わ

れ

と

し
て

は

香
足
し

え
ぬ

の

で

あ

る
｡

･

デ
カ

ル

ト

は
､

こ

の

よ

う
な

｢

作
用

原

因
+

の

考
察
の

靖
初
を

《

コ

ギ

ト
》

の

事

実
の

う

ち
に

見
出
し

た

こ

と
に

よ
っ

て
､

｢

何

故

現

存
す
る

の

か

の

原
因
が

尋
ね

ら

れ

な
い

よ

う

な
､

い

か

な

る

事

(

12 3
)

物
も

現

存
し

な
い
+

と
い

う
こ

と

を

公
理
と

し
て

立

て

た
｡

そ

れ

鞍
′

九

ふ

ド

恥
1‥
r

ト

ガ

ト

オ

r

晦

ゝ

-

ト

ド

ト

ト

血
町

◆

代

叫

◆

1



( 2 9 ) デ カ ′レ一 に お け る ｢ 実 体 の 表現+ の 問題
句

ノ

ム

ー

一

■

1

.

｡

七

.

1

､

一

∵

七
+

一

群

‥

一

ゆ
え

､

《

も

し

作
用
原
因
を

必

要
と

せ

ぬ

事
物
が

あ

る

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

何
故
で

あ

る

か
》

と

い

う
こ

と

も

尋
ね

ら

れ

ね

ば

な

ら

な

(

也
)

い
｡

｢

作
用

原

因
+

の

考

察
は

本

質
的
に

､

｢

形

相

原

因
(

c

巴
-

∽

p

訂
→

m
巴

且
+

の

考
察
を

要
請
す
る

の

で

あ

る
｡

そ
の

よ

う
に

し
て

､

《

積
極
的
な

無
限
》

す
な

か

ち

《

神
》

が

《

有
限
に

い

わ

ば

先

立

つ

も

の

と

し
て
》

､

い

う
な

ら

《

有
限

を

通
し
て

､

し

か

も

積

極

的
に
》

､

更
に

い

う
な

ら

《

無
際
限

を

通

し
て
》

知
解
さ

れ

る

こ

(

切
)

と

に

な

る
｡

い

か

な
る

事
物
も

｢

自
ら

に

由
因
し

て
+

あ

る

か
､

そ

れ

と

も

｢

他
に

由
因
し
て

(

P

J

巴
-

○
)

+

あ

る

か

が

尋
ね

ら

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

｢

他
に

由

因
し
て
+

あ

る

も
の

は

｢

い

わ

ば

作

用
原

因
に

由
因
す
る

よ

う
に

し
て

､

他
に

由
因
し
て
+

あ

り
､

ま

た

｢

自
ら
に

由

因
し
て
+

あ
る

も
の

は

｢

い

わ

ば

形

相

原
因
に

由

因
す
る

よ

う
に

し
て
+

-
-
-

い

う
な

ら
､

｢

作
用

原

因
を

必

要
と

せ

ぬ

こ

と
の

原

因
な
い

し

理

由
に

依
拠
す
る

よ

う
に

し
て

-
あ

(

126
)

る
､

と
い

わ

れ

る

の

で

あ
る

｡

し
か

し
､

こ

の

よ

う
な

｢

作
用

原
因
+

の

考
察
に

お

い

て

重

要

な
こ

と

は
､

原
因
と

結
果
と
の

《

或
る

意

味
で

の

同

時

性
》

を

《

無

媒
介
性
》

と

し
て

示

す

《

コ

ギ

ト
》

の

事
実
で

あ

る
｡

物

体

的
実
体
に

お

い

て

は

そ

の

よ

う
な

《

無
媒
介
性
》

せ

示

す

事
実
が

見
出
さ

れ

な
い

の

で

あ

る
｡

或
る

物
体
の

｢

自
ら
に

由
因
し
て
+

(

脚
)

あ
る

こ

と

ほ
､

常
に

｢

無
原

因
+

と

し
て

の

み

捉
え

ら

れ

る

の

で

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

あ
っ

て
､

か

く

て

｢

実

在
的
区

別
+

に

お

け

る

《

他
の

実
体
に

倹

つ

こ

と

な

し

に

知
解
さ

れ

る
》

と
い

う
事
態
は

､

物
体
に

関
す
る

か

ぎ
り

こ

の

｢

無
原

因
+

と
い

う
こ

と
の

主
張
に

す

ぎ

な
い

｡

そ

れ

ゆ
え

､

《

精
神
か

ら

実
在
的
に

区

別
さ

れ

る

物
体
》

と

は
､

《

棉

神
な

く
し

て

完
全
に

説

明
さ

れ

う
る

よ

う
に

み

え
る

物
体
》

を

示

す
の

み

で
■

あ
っ

て
､

そ

の

こ

と

は

却
っ

て
､

《

あ

た

か

も

当
の

精

神
が

､

物
体

を

か

つ

て

産
出
し

た

原
因
で

あ
る

か

の

よ

う
に

､

当

の

物
体
の

説
明

主
体
と

し

て

措
定
さ

れ
､

か

つ
､

そ

の

よ

う
な

精

神
に

当
の

物
体
が

完
全
に

従

属
す
る
》

と
い
■

う

逆
説
的
事
態
を

意

味
す
る

の

で

あ
る
バ

そ

し

て
､

こ

こ

に

世

界
の

機
械
論
的
説
明
の

根
拠
が

認

め

ら

れ

よ

う
｡

こ

れ

に

対

し
て

､

《

物
体
か

ら

夷
在

的

に

区

別
さ

れ
る

棉
神
》

に

つ

い

て

は
､

物
体
の

場
合
と

同
じ

よ

う

に

は

語
れ

な
い

｡

す

な
わ

ち
､

物
体

は
､

精
神
の

《

生

成
因
》

と

み

な

さ

れ

る

よ

う
に

し
て

《

無
化
さ

れ

る
》

-
い

う
な

ら

《

無

な

る

原
因
と
さ

れ

る
》

･

-
の

で

は
. な

く
､

そ

の

よ

う
な

《

無
な

る

原
因
》

を

尋
ね

て

渦

行

す
る

際
の

《

原

因
の

系
列
》

そ

の

も
の

を

無
化
す

る

よ

う
に

し
て

香
定
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ
こ

に

串
い

て

わ

れ

わ

れ

は
､

あ

の

《

無
媒
介
性
》

の

含
む

《

媒
介
任
そ

の

も

の

を

も

香
定
す
る
》

と
い

う
契
機
の

働
き

を

み

る

の

で

あ
っ

て
､

淵
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こ

れ

こ

そ

は

｢

本
来
の

意
味
で

の

作
用

原
因
+

が

｢

事
物
の

横
極

的
本
質
+

に

ま
で

拡
張
さ

れ

た

事
態
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

物
体
は

､

現

存
在
か

ら

完
全
に

分

離
さ

れ
た

い

わ

ば

《

消
極
的
本

質
》

の

も

と

に
､

《

現

存
在
の

無
》

■と
し

て

無
化

さ

れ

る

の

で

は

な

く

て
､

い

わ

ば

《

現

存
在
化
さ

れ

た

本
質
》

と

し

て

の

｢

積
極
的
本

質
+

の

も
と

に
､

《

本
質
の

無
》

と

し

て

無
化
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

し

か

も
､

《

本

質
を

現
存
在
化
す

る
》

と
い

う
こ

の

事

態

は
､

精

神

が

｢

或
る

完
全

性
に

触
れ

る
+

-
い

う
な

ら
､

そ
の

現

存
在
が

そ
の

本
質
と

ま
っ

た

く

区

別
さ

れ

ぬ

よ

う

な

存

在

者
に

気
づ

く

ー
ー
と

い

う
こ

と

と

同

時
に

､

そ

の

よ

う
に

本
質
を

現

存
在
化

す

る

｢

力
+

を

精

神
が

当
の

完
全

な

存
在
者
か

ら

受
け

と
っ

た

と

い

(

128
)

う
こ

と

を
､

示

す

も
の

な
の
･
で

あ
る

｡

こ

う
し

て
､

精
神
が

《

物

体
に

倹
つ

こ

と

な

し

に
》

知
解
さ

れ

る

と

い

う
こ

と

は
､

精
神
が

《

い

わ
ば

作
用

原

因
に

由
因
す
る

い

ヽ

ヽ

ヽ

か

さ

れ

る

よ

う
に

み

え

る

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

ら
二

つ

の

現

存
在

脚

の

間
に

は

《

本

質
的
な

差

異
》

1
一

方
で

は

本
質
か

ら

の

分
離

､

他
方
で

は

本
質
と

の

絶
対

的
一

致

1
が

存
す
る

の

で

あ
っ

て
､

両

者
の

混
同

ほ

厳
と

し
て

斥
け

ら

れ

る
｡

そ

の

よ

う
な

《

物
体
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

現

存
在
》

ほ

む

し

ろ
､

そ

れ

を

語
り

明
か

す

知
性
の

働
き

そ

の

も

の

と

し

て

の

｢

想
像
+

の

成
り

た

ち
を

説
明

す
る

も
の

で

あ
っ

て
､

(

130
)

｢

た

だ

蓋

然
的
に

の

み
+

示
さ

れ

て

い

る

の

に

す

ぎ

な

い
｡

物
体

の

現

存
在
を

｢

必

然
的
に
+

明
か

す
の

は

完
結
し
た

働
き

と

し

て

ヽ

の

想

像
､

い

う

な

ら

｢

感
覚
+

で

あ

る

が
､

そ

の

と
き

に

は

当
の

(

131
)

現

存
在
は

却
っ

て

｢

不

明

瞭
か

つ

不

分

明
に
+

し
か

示
さ

れ

な
い

｡

そ

の

よ

う

な

不

明

瞭
性
な
い

し

不

分
明

性
に

堪
え

え
ぬ

か

の

よ

う

う
に

し
て

､

自
ら

に

由
因
し

て

あ
る

と

こ

ろ

の

他
の

も
の

に

由
因

(

切
)

し
て

､

あ

る
》

と

知
解
さ

れ

る

こ

と
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

精
神
は

､

あ

た

か

も

物
体
の

現

存
在
を

語
り

明
か

す
か

の

よ

う
に

し

て
､

当

の

物
体
と

《

完
全
に
》

区

別

さ

れ

る

に

到
る

の

で

あ

る

が
､

そ
の

ヽ

ヽ

こ

と

は

実
ほ

神
の

現

存
在
を

語
り

明
か

す
こ

と

な

の

で

あ

る
｡

物

体
の

現

存
在
と

神
の

現

存
在
と

は

そ

の

よ

う
に

同

時
的
に

語
り

明

に

当
の

現

存
在
を

斥
け
よ

う
と

す
る

な

ら

は
､

逆
に

一

挙
に

､

物

体
は

《

現

存
在
の

無
と

し
て

の

本
質
》

の

も

と
に

語
ら
れ

る

こ

と

に

な

ろ

う
｡

そ

の

と

き
､

物
体
は

《

感

覚
さ

れ

る
》

よ

り
も

む
し

(

以
)

ろ
《

意
味
さ

れ

る
》

の

で

あ
っ

て
､

《

意
味
》

と

は

《

可

感
性
》

の

別

名
に

ほ

か

な

ら
ぬ

の

で

あ

る
｡

モ

ア

の

主

張
に

み

ら

れ

た

よ

う

な

《

物
体
の

｢

可
感
性
+

を

わ

れ

わ

れ

の

｢

感

覚
+

に

積
極
的
に

結
び

つ

け

る
》

､

と

い

っ

た

事
態
は

禁
じ

ら
れ

ね

ば

な

ら

な

い
｡

こ

の

《

一

挙
に

な

さ

れ

る

逆
転
》

こ

そ

は

精
神
と

物
体

と
の

《

合

一

》

の

事
実
を

説
明

す

る

も
の

に

ほ

か

な

ら

な
い

が
､

そ

の

よ

う

撃

ヘ

ム

久

一
L

r

ト

吋

ト

′

ド

■鞍

､少

ト

㌔

ト

k

▲
肝
r

◆

.触

叫

←
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ノ

A

斗

一
▼

1

1

†

1

.

⇒

+
｢

､

列

島
り

一

一ハ

J

.

一

な

《

逆
転
》

と
は

《

あ

く
ま

で

も

否
定
さ

れ

る

ぺ

ぎ
で

か
ヶ

だ

事

実
》

な
の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

当
の

.
《

合
一

》

ほ

む
し

ろ

《

精

神
の

受
動
》

と

し

て

概
念
さ

れ

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

逆
転
の

事
実

の

《

否

定
さ

れ

る
べ

き
で

あ
っ

た
》

と
い

う

事
態
を

明
か

す

も
の

こ

そ

は

《

言
語
》

で

あ
る

｡

言

語
の

真
の

本
性
は

｢

自
分

は

考
え

て

も

の

を

言
っ

て

い

る

の

だ

と
い

う
こ

と

を

証

拠
だ

て

な
が

ら

語

(

蜘
)

る
+

と
い

う
こ

と
に

あ

っ

て
､

言

語
と
は

｢

物
〔

身
〕

体
の

う
ち

{

雌
)

に

ひ

そ

む

思

惟
の

確
か

な

し

る

し
+

な
の

で

あ

る
｡

物
体

的
運

動

の

原
理

と

思
惟
的
運
動
の

原
理

と

ほ

厳
密
に

区

別
さ

れ

る

べ

き

で

あ

り
､

そ
れ

ゆ

え
､

動
物
が

自
ら
の

自
然
的
衝
動
を
こ

の

上

な

く

巧

み

に

表
現

す
る

と
い

う

事
実
の

う
ち
に

た

と

え

言
語
行
為
を

想

定
す
る

に

し
て

も
､

そ

れ

は

唯
た

だ
､

《
｢

動
物
の

う

ち
に

何
ら
か

の

思
惟
が

存
す
る

こ

と

は

証

明
さ

れ

え
ぬ

と
い

う
こ

と

は

論
証
さ

れ
た
+

と

み

な

し

う
る

に

し
て

も
､

｢

動
物
の

う
ち
に

い

か

な

る

思
惟
も

存
さ

ぬ

と
い

う
こ

と
が

証

明

さ

れ

う

る
+

と

は

い

え

な

(

135
)

い
》

､

と

い

う
か

ぎ

り
で

の

こ

と

で

あ
る
｡

あ
の

《

逆
転
》

の

《

事

実
性
》

に

目

を

奪
わ

れ

る

よ

う
に

し

て
､

精
神
と

物
体
と

の

《

合

一

》

を

直
接
的
に

ー
｢

実
在
的
区

別
+

を

介
す

る

こ

と

な

く

一
骨
定
し
て

は

な

ら
ぬ

の

で

あ
っ

て
､

そ
の

よ

う
な

事
態
を

言

語
の

存
在
こ

そ

は

明
か

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

言
語
は

本

来
｢

実

(

別
)

体
+

の

表
現
に

か

か

わ

る
べ

き

も
の

で

あ

る

が

ゆ
え
に

､

本

質
的

な

曖
昧
さ

を

露
呈

す

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

は

｢

実
在
的
区

別
+

の

も
つ

根
本

的
な

逆
説

的

構
造
に

よ

っ

て

明
ら

か

に

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡デ

カ

ル

ト

の

著
作
ほ

､

《

(

M
ま
e
ヽ

訣

乳
Q

b
民

芸
a
九

戸

瓜

d
.

A
几

F
m

･

T

呂
ロ
e

【

y
-

-

-

t

O

ヨ
e
∽

こ
宗
谷

ー
一

等
斗

.

く
ユ
n
》

か

ら

引

用
し

､

そ

の

巻
数
と
ペ

ー

ジ

数

と

を

付

し

た
｡

(

1
)

守
軋

営

骨
中

山

盲
丸

訂
尽
空

き
ヽ

､

払

卜

(

t
･

く
H

-
-

-
-

.

ワ
N
人

こ

〔

以

下
､

専
軋

空
母
訂

と

略
記

す
る

｡

〕

(

2
)

守
賢

愚
Y

ぎ
､

･

串
(
t

･

≦
H

I

⊥
･

p
･

､
N

h

)

(

3
)

や
丸

誉
母

ぎ

ヽ
､

串
(

t
･

く
H

H

I

-
-

.

p
.

N

8

(

4
)

注

(

2
)

の

引

用

文
の

目
頭
は

､

仏
語

訳

原

典

(
t

.

H

舛

-
N

､

p
･

毛
)

で

ほ

次
の

よ

う
に

補

足
さ

れ
て

い

る
｡

｢

こ

れ

ら

の

実

体
の

ぅ

ち
の

ど

れ

が

真
実
現

存
す
る

の

か
､

す

な
わ

ち

世

界
の

中

に

現
に

今

在
る

の

か
､

と
い

う
こ

と

を

知
る

こ

と

が

問
題
の

場
合

に

は
､

わ

れ

わ

れ

が

当
の

実
体
に

気
づ

く
よ

う
に

さ

せ

る

た

め

に

は
､

そ

れ
が

そ

の

よ

う

に

現

存
す
る

と
い

う
だ

け
で

は

十

分
で

な
い

｡

+

(

5
)

勺
3 .

莞

骨
声
■
ト
h

戸

(
t

･

く
H
l

-

1
-

.

p
.

N

丘

(

6
)

や
叫

莞
母

ざ
ト

､

訟
･

(
t

･

く
H

-

1

-
-

.

p
.

N

h

)

(

7
)

勺
3 .

空
母

叫

声

♪

串
(
t

∵

≦
H
I

-
-

､

p
･

N

h
)

(

8
)

こ

れ

ほ

《

神
ほ

一

切

で

あ

る
》

と
い

う
､

万

有
在
神
論
(

p

覧
T

O

ロ
t

F

監
m

m
e

)

の

表
現
で

あ

る
｡

一
∫

▲

(

9
)

こ

れ

は

《

一

切

は

神
で

あ
る
》

と
い

う
､

汎
神

論

p

呂
t

F

卦
･

誕
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