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フ
ー
コ
ー
の
デ
カ
ル
ト
読
解

藤
田

公
二
郎

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
『
狂
気
の
歴
史
』
で
、
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
を
た
い
へ
ん
独
特
な
仕
方
で
読
解
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
古
典
的
哲
学
書
の
な
か
で
、
方
法
的
懐
疑
に
よ
り
絶
対
的
真
理
の
コ
ギ
ト
を
導
き
だ
す
際
に
、
そ
う
し
た
思

考
作
業
か
ら
狂
気
を
不
当
に
排
除
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
読
解
に
対
し
て
は
、
後
に
Ｊ
・
デ
リ
ダ
が
批
判
を
し
、

一
連
の
論
争
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
難
解
な
論
争
を
解
き
ほ
ぐ
し
つ
つ
、
フ
ー
コ
ー
の
デ
カ
ル
ト
読
解
に

つ
い
て
そ
の
読
解
内
容
と
近
代
哲
学
批
判
を
平
明
に
解
き
あ
か
す
こ
と
に
あ
る
。
ま
ず
デ
カ
ル
ト
は
、
方
法
的
懐
疑
の
な
か
で
、
狂

気
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
自
分
が
狂
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
は
懐
疑
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
狂
気
が
思
考
の
不
可
能
性
の
条
件
と
し
て
排
除
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
デ
リ
ダ
の
批
判
に
よ
れ
ば
、

狂
気
に
つ
い
て
懐
疑
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
後
の
夢
の
問
題
に
同
化
吸
収
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
は
夢
を
見
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
懐
疑
し
た
方
が
、
世
界
全
体
が
よ
り
疑
わ
し
く
な
り
、
懐
疑
の
度
合
が
深
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
指
摘

を
受
け
た
フ
ー
コ
ー
は
、
狂
気
の
状
態
を
指
し
示
す
ラ
テ
ン
語
の
原
語
、
dem
ensに
注
意
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
語
は
、
真
理
を
述

べ
る
法
的
資
格
の
剥
奪
さ
れ
た
状
態
を
も
含
意
し
て
い
た
と
言
う
。
つ
ま
り
、
自
分
が
狂
っ
た
主
体
で
あ
る
と
認
め
れ
ば
、
真
理
を

フーコーのデカルト読解

211



省
察
す
る
資
格
ま
で
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事
態
へ
の
た
ん
な
る
恐
怖
の
感
情
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
不
当
に
も

狂
気
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
が
こ
う
し
た
狂
気
の
排
除
を
読
み
と
れ
な
い
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
彼
自
身
の
哲
学
が
、
そ
の

狂
気
の
排
除
と
い
う
歴
史
的
出
来
事
に
由
来
し
て
い
る
か
ら
だ
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
近
代
哲
学
は
デ
カ
ル
ト
以
来
、
狂
気
の
排

除
に
よ
り
成
立
し
た
理
性
的
主
体
を
伝
統
的
に
受
け
継
い
で
き
た
。
デ
リ
ダ
も
ま
た
そ
れ
を
ひ
そ
か
に
受
け
継
ぐ
こ
と
で
、
狂
気
の

排
除
を
自
身
の
「
恥
ず
べ
き
由
来
」
と
し
て
無
意
識
的
に
隠
蔽
し
、
近
代
哲
学
の
伝
統
を
正
当
化
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
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Foucault’s reading of Descartes
Kojiro Fujita

In History of Madness, Michel Foucault reads Descartes’
Meditations on First Philosophy in a quite unique way: While
Descartes was reaching for the absolute truth, the cogito, by the
methodic doubt in the philosophical classic, he has unreasonably
excluded madness from that work of thought. Against this reading, J.
Derrida makes a criticism, which develops into a series of disputes.
This article’s purpose is to elucidate clearly, through the disentangle-
ment of these difficult disputes, the content of Foucault’s reading of
Descartes and its criticism of modern philosophy. First, although
Descartes mentioned a problem of madness in the methodic doubt,
he didn’t doubt, in practice, whether he was mad or not. According to
Foucault, that is because madness has been excluded as a condition
of the impossibility for thought. However, according to Derrida’s
criticism, the reason why Descartes didn’t doubt anything about the
problem of madness is because it would be assimilated and absorbed
to the next problem of the dream: When he doubts whether he
doesn’t dream, the whole world becomes more doubtful, and the
degree of doubt becomes deeper. Receiving this criticism from
Derrida, Foucault urges him to pay attention to the original Latin
word demens which indicates the state of madness. He says that this
word implicates also the state of deprivation of the right to tell the
truth. After all, if Descartes has recognized himself to be a mad
subject, he would have been deprived of the right to meditate the
truth, and consequently because of the mere feelings of fear of that
situation, he has excluded the madness unreasonably. One can say
that the reason why Derrida can’t read this exclusion of madness is,
in reality, because his own philosophy originates in the historical
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event of that exclusion of madness. To sum up, modern philosophy
has inherited, traditionally since Descartes, the rational subject that
was formed by the exclusion of madness. Derrida, probably having
inherited it secretly too, unconsciously covered up the exclusion of
madness as his own pudenda origo (shameful origin) and justified
the tradition of modern philosophy.
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