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ガ

ッ

サ

ン

デ
ィ

の

デ

カ

ル

ト

批
判

福

居

純

-

十
七

世
紀
の

前
半

､

フ

ラ
ン

ス

に

お

い

て
､

デ

カ

ル

ト

(

河
e

ロ

か

ロ
e

?

β
ユ
e
∽

小

-

笠
仇

～
-

巴
○

)

と

共
に

中
世
ス

コ

ラ

哲
学
を

批
判
し
っ

つ

自
己

の

哲
学
説
を

展
開
し
た

思
想
家
の

中

に

ガ

ッ

サ
ン

デ
ィ

(

勺
-

e

∃
e

(

訂
?

芳
口

巴

こ
治
N

～
-

巴
∽

)

が

い

る
｡

ガ

ッ

サ
ン

デ
ィ

は

既
に

一

六
二

四

年
､

『

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

学
派
に

反
対

す
る

逆
説
的
論
考
』

(

E
担
叩

岩
小

t

邑
-

O
n
e

∽

p
P

岩
d

O

已
○

琵

賢
r

く
¢

誌

宏

A
ユ
賢
O
t

2
-

e

O
払

)

を

著
わ

し
､

近

世
の

新
し

い

自
然
観
を

樹
立

す
る
の

に

貢
献
し
た

｡

し
か

し

な
が

ら
､

彼
は

デ
カ

ル

ト
の

『

省
察
録
』

(

呂
乱
芹
m

巨
O

n
e
切

d
e

七

ヰ
止

す
P

勺

E
-

｡
S

｡

廿

E
且

に

対

す

る

『

第
五

論
駁
』

を

書
き

､

そ
の

形
而
上

学
説
の

殆
ん

ど

全
て

の

部
分
に

反
対

し

て

デ
カ

ル

ト

の

最
大
の

論
敵
で

も

あ
っ

た
｡

彼
の

デ
カ

ル

ト

批
判

は

そ
の

『

論
駁
』

に

対

す

る

デ

カ

ル

ト
の

『

答

弁
』

へ

の

『

再
論

駁
』

(
l

n
∽
t

牢
ロ
t
小

琵
)

と

共
に

一

著
作
に

ま
と

め

ら

れ
､

一

六

四

四

年
､

『

形
而

上

学
的
探
究

､

或
は

デ
カ

ル

ト

の

形
而
上

学
並

び

に

答
弁
に

反
対

す
る

疑

問
と

再
論
駁
』

(

ロ
ー

ぷ
已
堅

い

ー

○

呂
e
t

a

サ
F

忘
ど
p

】

仏

e

仁

じ
已
)

打
a
t
-

O

n
e
仏

e
t

H

づ

賢
払

う
t

訂
巾

P

包

づ
川

→
S

悪

声
の

ロ

賢
}

C
p

ユ

領
ユ

岩
e

旨
勺

F
)

､

巴
O

P

日
の
{

河
e

?

ち
宏
ヱ

と

し

て

出
仮
さ
れ

た
｡

ガ

プ

サ

ン

デ
ィ

の

哲
学
体
系
は

彼
の

死

後
､

即
ち

一

六

五

六

年
に

出
版
さ
れ

た

大
著

､

『

哲
学
集
成
』

(

S
y

芝

品
目
P

勺
F

若
君

甘
訂
β

且
に

お
.

い

て

展
開
さ

れ

る
が

､

そ

の

要
旨
は

右
の

『

形

而
上

学
的
探
究
』

に

お

い

て

十
分
に

論
じ

ら
れ

て

い

る

と
い

っ

て

も

過
言

で

な
い

｡

そ
こ

で

わ

れ

わ

れ

は
､

《

論
駁
》

と

い

う
形
式
故
に

却
っ

て

そ

の

内
的
論
理
に

生

彩
を

与
え

て

い

る
こ

の

貴
重

な

記
録
を

以

下

に

粗
描
し

て
､

そ
こ

か

ら

何
を

学
び

得
る

か

を

考
察
し
て

み

た

い

｡

二

ガ
プ

サ

ン

デ
ィ

は

先

ず
デ

カ

ル

ト

の

《

懐
疑
の

方
法
》

を

批
判
す

る
こ

と

か

ら

始
め
て

､

そ
れ

に

基
い

て

自
説
を

敢
行
し

て

ゆ

く
｡

即
ち

､

わ

れ

わ

れ
の

｢

精
神
+

(

ヨ
e

n
∽
)

を
あ

ら
ゆ

る

偏
見
か

ら

意
志
的
に

引
離
す
こ

と

に

異
論
は

な
い

が
､

そ
の

為
に

一

切

を

｢

幻

覚
+

或
は

｢

夢
+

と

考
え

た

り
､

或
は

｢

欺
く

神
+

と
か

｢

悪
し

き

霊
+

と

か
い

っ

た

大
袈
裟
な

技

巧
に

訴
え

て

全
て

の

も
の

を

｢

偽
+

と

看
倣
そ

う
と

し
た

り

す
る

必

要
は

な

く
､

そ

れ

は
い

わ

ば

｢

古
い

偏
見
を

脱
す
る

よ

り

も

む

し
ろ

新
し

い

偏

見
を

引
受
け

る
+

よ

う
な

も
の

で

あ
る

｡

わ

れ

わ

れ

は

唯
｢

人
間
の

精
神

の

光
の

弱
さ
+

だ

け

を

考
え

て
､

｢

単
純
に

且
つ

少
し
の

言
葉
で
+

､

既
得

の

知
識
を

｢

不

確
実
+

な

も
の

と

看
倣
し
､

そ

れ

を

｢

兵
+

と

認
め
ら

れ

る

も
の

か

ら

区

別
す
る

だ

け

で

十
分
な
の

で

あ

り
､

大
切

な
こ

と

は

事
物

を

｢

在
る
が

ま

ま
に

､

卒
直
且
つ

単
純
に

語
る
こ

と
+

(

亡
t

岩

訂
訂

阜

e
t

b
O
n

p

f
i

n

訂

琶

乳

白
色
ど
芹
e

→

e

ロ

〔

n
O
一

覧
e
)

な
の

で

あ

る
｡

(
]

芦
H

〉

P
I

･
こ

れ

は

《

芳
旨
邑
○

Ⅰ
》

に

対

す

る

《

P
b

蔓
ど

H

》

の

略
｡

7

尚
､

そ

れ

に

対

す
る

《

押
e

00

勺
○

ゴ

巴
O

l

》

ほ

《

声
H

)

河
･

i

》

の

如
く

略

舶
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記
す
る

｡

)

従
っ

て
､

デ
カ

ル

ト

が

《

戎
の

存
在
》

を

結
論
す
る
の

に

用
い

た

｢

か

く

も

大
袈
裟
な

装
置
+

は

必

要
な

く
､

こ

の

結
論
な

ら
他
の

如
何

な

る

行

為
か

ら
で

も

引
出
し

得
る

｡

｢

行
為
す

る

も
の

は

全
て

存
在
す

る
+

(

空
-

訂
空
←
i

a

a

的

ぎ
e

篭
e

)
､

と
い

う
こ

と

は

自
然
の

光
に

よ
っ

て

明

ら
か

だ

か

ら
で

あ

る
｡

+

(
]

芦
l

I
}

D
.

H
)

し
か

し

な
が

ら
､

《

我
の

存
在
》

は
こ

の

よ

う
に

し

て

十
分
証
明

さ
れ

る

が
､

そ
の

《

本
性
》

に

つ

い

て

は

何
も

証
明
さ
れ

ぬ
｡

例
え

ば
《

蜜
蟻
》

に

関
す
る

デ

カ

ル

ト
の

演

繹
は

｢

精
神
の

本
性
の

知
覚
+

で

は

な

く
､

唯

単
に

｢

精
神
の

存
在
の

知
覚
+

を

示

す
に

す
ぎ

ぬ
｡

わ

れ

わ

れ
の

知
る
べ

き

所
は

､

｢

精
神
は

何
で

な
い

か

で

は

な

く

何
で

あ

る

か
+

(

β

已
d

n
O

ロ

S

阜

琵
d

q

已
打

t

P

2
e

2

巴
且

､

と

い

う
こ

と

に

あ

る
｡

デ
カ

ル

ト

は

精

神
を

精
々

｢

思
惟
す
る

も
の
+

(

岩
の

0

0
g

芹
甲
声

且

と

述
べ

る

に

止
っ

て

い

る

が
､

こ

の

｢

も
の
+

(

り

2

且

と

は

｢

何
ら

知
ら

れ

て

な
い

も
の
+

(

2 .

巳
-

日
O
t

ロ

m
)

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

言
葉
は

｢

一

般
的
で

､

無
規
定
的

で
､

漠
然
と

し
て

い

て
､

世
界
の

裡
に

あ
る

如
何
な

る

対

象
に

も

純
粋
の

無
で

は

な
い

一

切
の

も
の

に

も

ふ

さ

わ
ぬ

用
語
+

で

あ

る
｡

(
]

芦
H

H
､

P

く
H
H

I
)

重

要
な
の

は

｢

積
極
的

･

肯
定
的
+

認
識
な
の

で

あ
っ

て
､

精
神

は

｢

延

長
せ

る

も

の
+

(

詔
切

2

巴
e

ロ
の

p
)

で

は

な
い

と
い

っ

て

も
､

そ

れ

が

直
ち
に

｢

思
惟
す
る

も
の
+

で

あ

る

と

い

う
証
明
に

は

な

ら

ぬ

の

で

あ

る
｡

(

声

く
H

-

P
I

く
)

従
っ

て
､

精
神
の

本
性
は

栴
々

｢

い

わ
ば

臆
測

に

よ
っ

て
+

(

β

ロ

P

巴

8

豊
臣
e

n
d
O
)

知
ら

れ

る

だ

け

で

あ

る

か

ら
､

(

巳
･

I
H

･

P

く
H
H

)

精
神
が

｢

非
物
体
的
霊
魂
+

(

巴
-

一

日
P

F
8
→

官
記
P
)

だ

と

は

直
ち

に

結
論
で

き

ず
､

そ

れ

は

尚
､

｢

精
気

､

気
息

､

或
は

何
か

他

の

微
細
な

物

体
+

(

名

E
t

ロ

グ

言
邑
岳
}

b

巨
t

P

亡
ロ

ー

C

O

ぢ
岳
t

e

n

仁
¢
)

､

(

軍

記
}

P
I
H

)

つ

ま

り

｢

感
官
の

仲
介
に

よ
っ

て

働
く
よ

う
な

微
細
な

侶J
T

物
体
+

だ

と
い

う
こ

と

も

あ

り

得
る

｡

香
む

し

ろ
､

精
神
は

感
覚
的
物
体

的
作
用
か

ら

切

離
さ

れ
る

ぺ

き
で

は

な
い

の

で

あ

る
｡

確
か

に
､

精
神
が

｢

思
惟
す

る
+

と
い

う
こ

と

は

否
め

ぬ

が
､

そ
の

｢

思
惟

す
る

力
+

(

ユ
s

0

0

監
t

P

n

d
-

)

が
､

微
細
な

物
体
も

思
惟
し

得
る

よ

う
な

｢

素
質
+

(

巴
竿

竹

O
S

E
O

)

を

も

ち

得
ぬ

ほ

ど

ま

で

に
､

そ

れ

ほ

ど

｢

物
体
的
本
性
+

に

優

っ

て

い

る

と
は

思
え
ぬ

｡

(
]

芦

H
I

-

P
I

I
H

)

精
神
は

単
純
で

ほ

な

く
､

所

謂
｢

感
覚
的
或
は

植
物

的
霊
魂
+

(

牢
ロ
ー

日
P

器
口

賢
-

く

p

仏
e

声

≦
U

慧
t

甲

t

才
P
)

と

｢

理

性
的
霊
魂
+

(

早
口
一

日
P

冒
t
-

O

n

巴
-

且

と

か

ら

成
る

も
の

で

あ
っ

て
､

そ

の

両
者
の

諸

機
能
は

互
い

に

依
存
し

合
っ

て

い

る
と

考
え
ら

れ

る
ぺ

き

で

あ

る
｡

(

芦
l
H

}

D
.

Ⅰ

く
)

か

く
し

て
､

デ

カ

ル

ト

の

所
謂
《

物
心
二

元

論
》

が

香
足
さ

れ

る

以

上
､

精
神
は

物
体
よ

り

も

明

晰
判
明
に

認
識
さ

れ

る

と

は
い

え

な

く
な

る
｡

精

神
は

､

丁

度
目

が

自
分
で

自
分
を

見
る
こ

と

が

で

き
ぬ

の

と

同

様
､

自
分

で

自
分
を

知
覚
す
る

こ

と

が

で

き

ぬ
｡

そ

れ

故
､

目
は

鏡
の

中
で

自
分
を

見
る
こ

と
が

で

き

る

よ

う
に

､

精
神
も

一

種
の

鏡

を

介
し

て
､

自

ら

を

｢

直
接
的
に

で

ほ

な

く
､

反
省
さ

れ

た

意
識
に

よ
っ

て
+

(

ロ
○
ロ

巴
詔
O
t

p

モ
ー

己
e

m

忘
e

み

岩
ロ
e

M

p

t

P

日
e

ロ

C

O
g

n
l▲

巨
○

ロ
e
)

知
覚
せ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

(
]

芦
H

I

H
}

P

く
H
)

換
言
す
れ

ば
､

わ

れ

わ

れ
の

全
て

の

認
識
は

そ
の

源
を

｢

感
覚
+

(

芳
日
払

岳
)

に

有
す
る

よ

う
に

思
わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

わ

れ

わ
れ

は
､

｢

悟
性
の

裡
に

存
す
る

も
の

は

先
ず
感

覚
の

裡

に

存
せ

ね

ば

な

ら
ぬ
+

(

名
言
已
打

(

邑
-

n

巨
e

亡
e

O

ぎ

宅
P

籍
玩
∽

e

d
e

訂
→

e

-

ロ

(

1
)

焉
ゴ
∽
一

こ
､

と
い

う
こ

と
を

異
な

る
一

般
的
規
則
と

し

て

立

て

ね

ば

な

ら
ぬ

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

わ

れ

わ

れ
の

認
識
は

必

ず
し

も

｢

偶
然
に

よ
っ

て
+
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(

甘

昌

邑
〇

ロ
e
)

為
さ

れ

る
の

で

は

な

い

に

し

て

も
､

や

ほ

り
､

｢

類
比
+

､

｢

複
合
+

､

｢

分
割
+

､

｢

増
大
+

､

｢

縮
少
+

等
々

の

操
作
に

よ
っ

て

実
現
さ

れ
る

の

で

あ

る
｡

(

芦
H

H
-

P

く
)

従
っ

て

又
､

デ

カ

ル

ト

が

｢

全
く

異
る

二

つ

の

作
用
の

仕
方
+

と

し
て

区

別
し
た

｢

純
粋
悟
性
作
用
+

(

ぎ
t
e

亡
e
O
{

5
.

セ
ロ
→

且

と

｢

想
像
+

(

片
口

甲

g

ど

邑
○
)

と
の

間
に

は

｢

程
度
の

差
以

上
の

重

要
性
が

な
い

+

こ

と

に

な

る
｡

わ

れ

わ
れ

は

《

千
角
形
》

と

い

う
｢

名
+

(

β
0

2
2

n
)

の

許
に

千
の

角
を

有
す

る

形
状
が

示
さ

れ
る

こ

と

を

理

解
す

る

が
､

そ

れ
は

唯
々

｢

名

前
の

力
+

(

5 .

の

ロ
O
一

己
n

且
に

拠
っ

て

い

る

に

す
ぎ
ぬ

｡

そ

し
て

､

そ

れ

だ

か

ら

と
い

っ

て
､

そ
の

形
状
の

許
に

､

千
の

角
を
｢

想
像
す
る
+

(
叶

ヨ
甲

g
-

n

賀
-

)

以

上
に

｢

純
粋
悟
性
に

よ

り

理

解
す
る
+

(
-

n
t

e
-

-

好
e

→
e

)

と
い

う
わ

け

で

は

な
い

｡

む

し

ろ
､

こ

の

区

別
が

見
失
わ

れ

て
､

徐
々

に

不

分

明

度
が

増
す
こ

と

に

注
目
せ

ね

ば

な

ら

ぬ
｡

そ

し

て

そ
の

場
合

､

わ

れ

わ

れ

は

｢

過
度
の

精
神
の

緊
張
を

自
ら
に

強
い

る

こ

と

を

怠
る
+

の

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

デ
カ

ル

ト

は

想
像
を

｢

注
意
+

と

｢

明
晰
+

に

よ
っ

て
､

又

悟
性
作
用
を

｢

怠

慢
+

と

｢

不

分
明
+

に

よ
っ

て
､

特

徴
付

け
る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る
｡

(

芦

く
Ⅰ

}

P
H

)

か

く
し

て
､

霊
魂
が

想
像
し

､

感
覚
す
る

も
の

で

あ

る

以

上
､

そ
れ

の

本
性
は

｢

物
体
的
+

(

苫
→

官
記
且

､

或
は

少
く

と

も
｢

準
物
体

的
+

(

q

G

邑

8
→

p
O
H
e

p
)

で

あ

る
と

結
論
せ

ね

ば

な

ら
ぬ

■(
]

芦

く
H

､

D
･

Ⅰ

)

と

共
に

､

動
物
に

も

霊
魂
を

付
与
す

､

､へ

き
で

あ
る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

動
物
の

裡
に

も

感
覚
を

完
成
す
る

｢

認
識
す
る

原
理
+

(

唱
-

ゴ
○

首
ど
2
0

0

g

臼
○
仏

C
e

ロ
S
)

が

あ

る
｡

人
間
は

た

と

え

動
物
の

裡
で

最
も

完
全
な

も

の

で

あ

る

と

は
い

い

得
て

も

動
物
の

埼
外
に

あ

る
の

で

は

な

く
､

他
方

､

動
物
も

固

有
の

理

性
を

有
し

､

固
有
の

言
葉
で

語
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

だ
か

ら
､

動
物
の

動
き

を

｢

衝
動
+

(

F
ロ
p
e
t

宏
)

に

帰

す
べ

き

で

は

な

い

｡

(

声
H

H
〉

P

く
}

盲
f

.

芦
i
I

〉

P
H

I
H

)

｢

理

性
は

感
覚
の

衝
動
と

一

致
す
る

｡

+

理

性
が

わ

れ

わ

れ

を
､

わ

れ

わ

れ

が

｢

自
然
に

よ
っ

て
+

向
か

う

多
く
の

事
物
か

ら

過
せ

る

と

し
て

も
､

そ

れ

ほ

｢

現
象
+

の

真
理

性
を

排
除
す
る

も
の

で

な
い

｡

(

芦
ノ

コ
〉

ロ
ー

H
)

｢

現
わ

れ

は

各
々

に

現
わ

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

+

(

P

勺
p

寛
e

蒜

声

β

喜
P

〔

已
β

莞

名
p

賀
2
t

)

明
断
に

知
覚
さ

れ

る

も
の

が

そ

れ

自
体
真
で

あ
る

の

で

は

な

く
､

か

か

る

事
物
が

明

晰
に

知
覚
さ

れ

る

と
い

う
こ

と

だ

け
が

異
な
の

で

あ

る
｡

然
々

の

命
題
の

認
識
は

兵
で

あ

る

と

い

い

得
て

も
､

そ

れ
が

直
ち
に

そ
の

命
題
の

異
な

る

こ

と

を

意
味
す

る
の

で

ほ

な
い

の

で

あ

る
｡

(

芦
H
I

H
-

P
l

)

従
っ

て
､

デ

カ

ル

ト

の

《

観
念
生

臭
説
》

は

否
定
さ
れ

､

全
て

の

｢

観

念
+

(
-

d
e

P
)

は

｢

外

来

的
+

(

邑
く
e

n
t

-

t

主
な

も
の

で

あ
っ

て
､

精
神
か

ら

独

立

し
て

存
在
し

､

わ
れ

わ

れ

の

感
覚
の

及
ぶ

所
に

あ

る

事
物
に

由
来

す
る

と

考
え
ね

ば

な

ら

ぬ
｡

(

芦
l
l

l
)

P
I

I

)

従
っ

て

又
､

悟
性
が

事
物
を
そ

れ

が

そ

れ

自
体
と

し
て

在
る

の

と

ほ

別

様
に

把
捉
す
る

と

き
､

誤
謬
が

生

ず
る

こ

と

に

な

る
｡

｢

誤
謬
の

形
相
+

(

f

O
→

日
P

e

ヨ
○
-

汝
)

は

デ

カ

ル

ト
の

述
べ

る

如
く
に

｢

自
由
意
志
を
正

し

く

用
い

ぬ

こ

と
+

に

あ

る
の

で

は

な

く
､

判
断
と

判
断
さ

れ

る

も
の

と

の

不
一

致
に

存
す
る

の

で

あ

る
｡

｢

意
志
が

悟
性
の

限
界
を

越
え

る
+

か

の

如
/
＼

に

思
わ

れ

る

の

は
､

悟
性
が

正

し

く

理

解
せ

ぬ

が

故
に

意
志
が

正

し

く
判

断
せ

ぬ

こ

と

に

由
来
す

る
の

で

あ
っ

て
､

悟
性
と

意
志
と
の

こ

の

二

っ

の

能
力
は

少
/
＼

と

も

等
し
い

拡
が

り

を
､

吏
に

い

え

ば
､

前

者
は

後
者

9

よ

り

も

大
き

な

拡
が

り
を

有
す
る

と

考
え

る
べ

き
で

あ

る
｡

し

か

し
､

意

舶
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志
の

判
断
は

､

実
際
に

ほ

そ
れ

が

真
で

あ

ろ

う
と

偽
で

あ

ろ

与
と

､

｢

賂

合
に

よ
っ

て
+

(

p
→

｡

t

e

2
p
｡

且
そ
の

逆
よ

り

も

兵
で

あ

る
と

看
倣
さ

れ

る
｡

そ

れ

故
､

わ

れ

わ

れ

は

｢

誤
謬
を

避
け

る
+

よ

り

も

｢

誤
謬
を

続
け

ぬ
+

よ

う
に

す
る
こ

と
､

つ

ま

り
､

自
由
意
志
を

制
す
る

よ

り

も

悟
性
を

正

し

く

導
く
こ

と
､

換
言
す
れ

ば

正

し

く

想
像
す
る

こ

と
､

が

肝
要
な
の

で

あ

る
｡

(

芦
Ⅰ

く
ー

P
H
I

H
)

そ
こ

で
､

も

し

｢

真
理
+

が

判
断
と

判
断

さ

れ
る

も
の

と

の
一

致
に

存
す

る

と

す
れ

ば
､

真
理

と

は

或
る

｢

関
係
+

(

邑
邑
○
)

で

あ

り
､

従
っ

て
､

真
理
ほ

相
互

に

関
係
さ
せ

ら

れ

る

事
物

と

そ

れ

の

観
念
と

か

ら

決
し
て

切

離
せ

ぬ
｡

換
言
す

れ

ば
､

兵
理
は

事
物

の

観
念
自
体

と

同
一

の

も
の

と

な

り
､

そ

れ

故
に

真
理
の

観
念
は

事
物
の

観
念
と

､

そ
れ

が

或
る

事
物
に

一

致
す
る

限
り
に

お

い

て
､

或
は

､

事
物

そ
の

も
の

を
そ

れ

が

在
る

が

ま

ま

に

表
象
す
る

限

り
に

お

い

て
､

異
る

も

の

で

な
い

｡

従
っ

て
､

事
物
の

観
念
が

外
来
的
で

あ

る

な

ら

ば
､

兵
理
の

観
念
も

｢

外
来
的
+

で

あ
っ

て

｢

生

具
的
+

(

ど
ロ
P
t

P
)

で

は

な
い

､

と
い

ぅ
こ

と

に

な

ろ

う
｡

そ

し

て
､

こ

の

こ

と

が

個
別

的
真
理
の

各
々

に

関
し

て

理

解
さ

れ

る

な

ら

ば
､

そ
の

観
念
が

個
別
的
真
理
の

観
念
か

ら

引
出
さ

れ

る

所
の

真
理

一

般
に

関
し
て

も

同
じ

こ

と

が

い

わ

れ

得
よ

う
｡

(

芦

I

H
H

-

P
H
I

)

唯
々

､

｢

経
験
が

証
明

し
､

そ

し
て

､

経
験
に

基
い

た

理

性

が

確
証
す
る
+

の

で

あ

る
｡

(

芦
H

H

H
〉

ロ

己
H

)

以

上
の

如
き
ガ

ッ

サ
ン

デ
ィ

の

感
覚
的
経
験
を

強
調

し

た

論
駁
は

デ
カ

ル

ト

に

と
っ

て

単
に

｢

つ

ぶ

や

き
+

以

外
の

何
も

の

で

も

な

か
っ

た
で

あ

ろ

う
｡

(

芦
H

H
-

戸

5
デ
カ

ル

ト

は
､

或
る

事
物
が

よ

り

多
く
の

人
々

に

と
っ

て
.
真
で

あ

る

よ

う
に

見
え

る

か

ら

と
い

っ

て

そ

れ
が

他
の

事
物
よ

り
も

正

し

く
諷
致
さ
れ

る

と

ほ

紆
静
で

き

ぬ

こ

と
､

(

芦

く
〉

甲
l
-
Ⅰ

)

柑

｢

実
生

活
上
の

行
動
と

真
理
の

探
究
と
の

間
に

設

け

る

よ

う

勧
め

た

区

4

別
+

を

守
る
べ

き
こ

と
､

(

声
H

H
)

河
･

H

)

現
在
問
題
に

し

て

い

る

｢

形

而
上

学
的
確
実
性
+

に

関
す
る

限
り

､

わ

れ

わ

れ

の

行
為
の

裡
､

｢

私
の

思
惟
+

を

除
い

て

は

何
も
の

に

も

絶
対

的
に

信
を

置
き

得
ぬ

こ

と
､

(

声

Ⅰ
-

､

戸

H

)

そ

し

て
､

｢

観
念
+

は

｢

想
像
の

裡
に

描
か

れ

た

映
像
+

(

片
口

品
-

ロ
e

仏

-

n

p

F

賀
什

邑
P

計
甘
O

t

監
)

な

ど

で

は

決
し
て

な
い

こ

と
､

(

声
Ⅰ

I

H
}

戸
-

H
H

)

を

強
調
し

､

遂
に

は
､

｢

精
神
が

理

解
す
る

も

の

ほ

全
て

､

又

精
神
の

裡
に

存
せ

ね

ば

な

ら

ぬ
､

な

ど

と

貴
下
は

一

体
ど
こ

か

ら

引
出
し

て

く
る
の

か
+

､

と

憤
慨
す
る

の

で

あ

る
｡

(
]

芦

く
H

〉

河
一

く
)

わ

れ

わ

れ

は

右
の

ガ

ッ

サ
ン

デ
ィ

の

論
駁
の

裡
に

､

通

常
用
い

ら

れ
る

か

な

り

曖
昧
な

用
語
に

従
っ

て
､

唯
物
論

､

懐
疑
論

､

経
験
論

､

感
覚
論

､

現
象
論

､

蓋
然
論

､

自
然
主
義

､

実
証
主
義

､

等
を

垣

間
見

る

で

あ

ろ

ぅ
｡

し

か

し
､

そ
の

よ

う

な

多
様
性
に

も

拘
ら

ず
､

こ

の

論
駁
の

裡
に

認

め

ら
れ

る
一

貫
し

た

流
れ

は

《

唯
名
論
》

的
傾
向

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

傾
向

は
､

ガ
ッ

サ
ン

デ
ィ

が

概
念
構
成
を

専
ら

｢

想
像
+

に

拠
っ

て

基
礎
付
け

て

い

た

所
に

最
も

よ

く

現
わ

れ

て

い

る
｡

こ

の

点
を

更
に

具
体

的
に

示

す

為
に

､

わ

れ

わ

れ

ほ
ガ
ッ

サ
ン

デ
ィ

の

『

論
駁
』

に

も

う
少
し

注
目

し

て

み

た
い

｡

三

ガ
･

ッ

サ
ン

デ
ィ

の

感
覚
論
か

ら
の

当
然
の

帰
結
で

あ

る

が
､

｢

実
体
に

関
す
る

兵
な

る

観
念
+

は

否
定
さ

れ

る
｡

｢

実
体
+

(

2
訂
t

呂
t

且
の

観
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念
ほ

｢

偶
有
性
+

(

琶
0
-

計

邑
p
)

に

拠
っ

て
､

又
そ
の

似

姿
に

倣
っ

て
､

形
成
さ

れ
る

｡

(

声
H
H
H

)

ロ
･

H

く
)

同
様
に

し

て
､

｢

神
の

観
念
+

は

事

物
或
は

事
物
の

も
つ

諸
々

の

完
全
性
か

ら

引
出
さ

れ

る
｡

(

芦
Ⅰ

Ⅰ
Ⅰ

}

ロ
･

Ⅰ

5
し

か

し
､

如
何
な

る

事
物
に

お

い

て

も

｢

存
在
(

e

彊
r

賢
n
t

且
は

完
全
性
(

官
H

計
c
t

互
で

は

な

い

+
｡

完
全

性
そ

れ

自
体
は

､

至
る

所
同

じ

仕
方
で

､

又

そ
の

存
在
の

仕
方
に

応
じ

て

各
々

の

事
物
に

､

帰
さ

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

存
在
し

諸
々

の

完
全

性
を

有
す
る

も
の

は

存
在

を
､

他
の

完
全
性
の

中
の

二
刀

全
性
と

考
え

ら

れ

る

特
殊
的
完
全
性
と

し

て

有
す
る
の

で

は

な

く
､

事
物
そ

れ

自
体
と

そ

れ
の

完
全
性
と

を

存
在
せ

し

め
､

そ

れ

な

く

し
て

は

事
物
が

完
全
性
を

有
す
る
こ

と

に

つ

い

て

も
､

完
全
性
が

事

物
に

属
す
る
こ

と

に

つ

い

て

も
､

語
り

得
ぬ

所
の

《

条
件
》

と

し

て

有
す

る
の

で

あ

る
｡

そ

れ

故
､

存
在
は

完
全
性
の

形
で

事
物
の

裡

に

存
す
る

と

も
､

又

事
物
が

存
在
を

欠
く

場
合
ほ

そ
の

事
物
は

不

完
全
で

あ

る

と
も

､

い

い

得
ぬ

の

で

あ

る
｡

か

く
し

て
､

｢

三

角
形
+

と
｢

神
+

と

に

お
い

て
､

そ
の

｢

本
質
+

(

e

琵
の
H

巨
且

と

｢

本
質
+

と

を

此

較
す
る

の

は

正

し
い

が
､

｢

存
在
+

と

｢

存
在
+

､

｢

固
有
催
+

(

唱
○

甘
e
t

且
と
｢

固

有
性
+

と

を

比

較
せ

ず
､

｢

存
在
+

と

｢

固
有
性
+

と
を

比

較

す
る

の

は

誤
り
で

あ

り
､

従
っ

て
､

｢

三

角
形
+

に

お

け

る

と

同
様
に

｢

神
+

に

お

い

て

も
､

そ

の

｢

完
全
性
+

か

ら
そ

の

｢

存
在
+

は

結
論
さ

れ

得
ぬ

の

で

あ

る
｡

(

呂
一

く
ー

P
I
l

)

ガ
ッ

サ
ン

デ
ィ

は

右
と

同
エ

の

考
え

方
を

因
果
関
係
に

も

適
用
す
る

｡

デ

カ

ル

ト

が

｢

結
果
の

裡
に

は

原

因
の

裡
に

な
い

よ

う
な

も
の

は

何
も

な

い

+

と

述
べ

る

と

き
､

そ

れ

は

｢

動
力

因
+

(

c

呂
払

P

e

琵
○

訂
n

且

よ

り

も

｢

質
料
因
+

(

C

呂
旨
-

ゴ

P

昏
巨
吾
に

関
し
て

理

解
さ

れ

る
べ

き

で

あ

る
｡

結
果
の

裡
に

あ

る

実
在
性
は

必

ず
し

も

動
力

因
の

裡
に

あ

る

そ

れ

と

は

限
ら

ず
､

他
所
に

由
来
す

る

実
在
性
で

も

あ

り

得
る

｡

(

芦
I
l

I
-

P

5
例
え

ば

わ

れ

わ

れ
の

《

現
在
の

存
在
》

が
《

そ

れ

に

先
立
つ

存
在
》

か

ら

結
論
さ

れ

得
ぬ

と

し

て

も
､

そ

れ

は

わ

れ
わ

れ

を

｢

新
た

に

創
造
し

直

す
+

原
因
が

要
求
さ

れ
る

か

ら

で

は

な

く
､

わ
れ

わ
れ

を

破
壊
し

て

し

ま

う
よ

う
な

原

因
が

存
せ

ぬ

と

か
､

或
は

､

わ

れ

わ

れ
が

結
局
は

自
分
を

滅

ぼ
し

て

し

ま

う
よ

う
な

弱
さ

を

有
さ

ぬ

と

か
､

が

考
え

ら
れ

る

か

ら

で

あ

る
｡

し
か

し
､

そ

れ

が

｢

必

然
的
或
は

不

可

疑
の

仕
方
で

兵
で

あ

る
+

と

い

う
の

で

は

な

い
｡

従
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

が

｢

他

の

実
有
+

(

巴

官
&

e

且
に

依
存
し

て

い

る

と
い

う
の

は

正

し
い

が
､

そ

れ

ほ
､

わ

れ

わ

れ

が

｢

そ
の

実
有
に

よ
っ

て

新
た

に

産
出
さ
れ

る

如
く
に

在
る
+

と
い

う
の

で

ほ

な

く
､

｢

そ
の

実
有
に

よ
っ

て

か
つ

て

産
出
さ

れ

た

も

の

と

し
て

在

る
+

と

い

う

意
味
に

お
い

て

で

あ

る
｡

(

芦
i

I
I

}

P
I

舛
)

か

く
し

て
､

個
々

の

事
物
は

そ

の

固
有
の

本

質
を

有
し
て

存
在
す

る
｡

換
言
す
れ

ば
､

各
事
物
は

そ
の

｢

形
相
的
実
在
性
+

(

1

邑
i

t

監

冒
日
已

旦

を

成
す

或
る

｢

本
質
存
在
+

(

e

n
t

ぎ
∽
)

を

有
し
て

い

る
｡

(

声
H
I

I
Y

P

-

5
本

質
と

存
在
と

は

不

可
分
の

も
の

な
の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

｢

普
遍

的
本
性
或
は

本
質
+

は
そ

れ

ら

個
々

の

事
物
に

｢

類
似
の

本
質
か

ら

抽
象

さ

れ

る
+

が
､

そ
の

抽
象
的
本
質
が

個
々

の

事
物
の

存
在
す
る

以

前
に

お

い

て

普
遍
的
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

ほ

説
明
で

き
ぬ

こ

と

で

あ

る
｡

(

芦

く
ー

ロ
ー

)

神
に

付
与
さ

れ

る
の

が

常
で

あ

る

｢

無
限
+

(
小

已

巨
t

仁

且

と
い

う

概
念
も
か

か

る

《

名
目
》

に

す
ぎ

ぬ
｡

そ

れ

は

｢

把
捉
さ

れ

ぬ

事

物
に

理

解
さ

れ
ぬ

名
前
を

付

与

し
た

も
の
+

で

あ

る
｡

(

芦
Ⅰ
Ⅰ

→
〉

P
I

ノ

J

上

か

く
し

て
､

｢

無
限
実
体
+

と

し

て

の

神
の

観
念
は

｢

一

瞬
の

裡
に

完
全

ガ
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に
+

知
覚
さ

れ

る
の

で

は

な

く
､

(

声
H

I

H
〉

ロ
.

舛
)

人

間
及
び

他
の

被
造

物
の

裡
に

認
め

ら

れ

る

諸
々

の

完
全
性
の

｢

合
成
と

拡
大
と
に

拠
っ

て
+

(

告
2
p
O
n
e

n

阜
P

日
】

昔
P

n

d
｡

宅
e

)
､

即
ち

､

｢

有
限
の

否
定
に

拠
っ

て
+

(

官
→

莞
g
m

巨
O

n
e

ヨ

f
-

n

E
)

､

更
に

換
言

す
れ
ば

､

｢

単
に

名
前
だ

け
に

拠
っ

て
+

(

ロ
○

日

計
e

t

e

n

岳
)

知
覚
さ

れ

る

に

す
ぎ

ぬ

の

で

あ

る
｡

(

芦

H
H

I
-

P

く
と
)

右
の

如
き

ガ
プ

サ
ン

デ
ィ

の

論
駁
に

対
し

て

デ

カ

ル

ト

は
や

は

り

多
く

を

語
ら

ず
､

唯
､

｢

観
念
+

は

｢

事
物
の

本
質
+

を

表
現
し

､

｢

事
物
の

本

質
+

は

｢

分
割
で

き
ぬ
+

も
の

で

あ

り
､

そ
の

観
念
の

知
覚
は

い

わ

ば
一

瞬
の

裡
に

､

｢

全
体
同
時
に
+

(
t

O
t

p

巴

日
已
)
､

実
現
さ

れ

る

こ

と

を

強

調
す
る

｡

(

芦

I
H

I
)

戸

舛
)

従
っ

て
､

ガ
タ

サ
ン

デ
ィ

の

｢

抽
象
的
に

考
え

ら

れ

た

時
間
+

(
t

e

日

胃
己
n

旨
∽

キ

邑
｡

8

邑
d
e

→

呂
丘
が

問
題

な
の

で

は

な

く
､

｢

持
続
す

る

も
の

そ
れ

自
体
の

時
間
或
は

持
続
+

(
t

e

m
･

p

琵

琶
ロ

ト

亡

⊇
t
-

○

邑
d

宍
P

已

且
が

問
題
な
の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

故

に

又
､

単
に

《

生

成
の

因
》

(

蒜
○

亡

已
亡

m

ロ
e
r
-

)

だ

け

で

な

く
､

《

存
在

の

因
》

(
∽

e

C

牢
ロ
〔

F
m
e

詮
e
)

に

目
を

向
け
ね

ば

な

ら
ぬ

の

で

あ

る
｡

(

芦

H

I
H

)

戸
l

舛
)

そ

し
て

そ
の

時
､

こ

の

持
続
の

直
観
は

《

存
在
の

因
》

た

る

神
の

存
在
の

直
観
と

一
体
を

成
す
の

で

あ

る
｡

四

こ

こ

に

至
っ

て

わ

れ

わ

れ

は
､

デ
カ

ル

ト

の

《

実
念
論
》

的
傾
向
に

は

言
及

す
る

必

要
が

な

い

ほ

ど

ま
で

に
､

ガ

タ

サ
ン

デ
ィ

に

お

け
る

《

唯
名

論
》

的
傾
向
が

明

確
に

浮
彫
さ
れ

る

の

を

見
る
の

で

あ
る

｡

《

直
接
所
与
》

は

デ
カ

ル

ト

に

と
っ

て

は

｢

コ

ギ

ト
+

で

あ
っ

た

が
､

ガ
プ

サ
ン

デ
ィ

に

詔

と
り

て

は

｢

感

覚
+

で

あ
る

｡

ガ
ァ

サ
ン

デ
ィ

の

哲
学
的
認
識
の

基
礎
ほ

4

個
別
的
感
覚
的

経

験
に

あ

る
｡

そ

し

て
､

普
遍
概
念
或
は

一

般
的
観
念

は
､

そ
の

個
別

的
経
験
か

ら

独
立
の

も
の

で

な

く
､

個
別

的
経
験
か

ら

導

出
さ

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

そ
こ

で

は

《

哲
学
》

ほ

先

ず
《

神
学
》

か

ら

切

離
さ
れ

て

い

る
｡

を

汲
ん

で

い

る
｡

の

異
な

る

観
念
+

わ

け

で

は

な
い

｡

こ

の

点
で

は
ガ

γ

サ
ン

デ
ィ

は

オ
γ

カ

ム

主
義
の

流
れ

従
っ

て
､

ガ

プ

サ
ン

デ
ィ

ほ

デ
カ

ル

ト

の

持
出
す
｢

神

を

否
定
し
た

け
れ

ど

も

《

神
の

存
在
証
明
》

を

諦
め

た

ガ
ッ

サ
ン

デ
ィ

の

依
拠

す

る

証
明

は
､

｢

秩
序
付
け
る

も

の

な

く

し
て

秩
序
は

な

い

+

(

n
O

ロ

e

∽

冷
○

邑
F
e

日

巴
ロ
e

O

a
-

ロ

牢
ロ
t

e
.

《

S
)

皇
品
ヨ
P

勺
F

〓
○

写
甘
F
-

○

仁

2
‥

吋
F

忘
i

旨
〉

S
e

邑
O

H
､

E
b
e

→

H

く
ー

C

名
已
H
l

》

)
､

と

い

う
所
謂
《

自
然
神
学
的
証
明
》

で

あ

る
｡

こ

れ

は

デ

カ

ル

ト

が

｢

自
然
学
+

(

勺
F
y

巴
O

p
)

の

探
究
に

お
い

て

｢

目

的
因
+

(
c

呂
功

P

f
-

n

巴
-

且

の

使
用
を

排
し
た

こ

と

に

対

す
る

ガ
プ

サ
ン

デ
ィ

の

批
判
が

示

す
所
で

あ

る
｡

(

声
H

く
)

P
H

)

ガ
γ

サ
ン

デ
ィ

は
､

神
は

人

間
に

本
来

の

意
味
で

不

完
全
な

役
割
を

賦
与
す
る
の

で

は

な

く

完
全
な

役
割
の

中
で

最
も

小

さ

な

役
割
を

演
ぜ

し

め

れ

ば

十
分
で

は

な

い

の

か
､

と

語
る
と

き
､

(

声

Ⅰ

く
)

ロ

+
H

)

デ

カ

ル

ト

が

｢

被
造

物
に

お

け

る

よ

り

大
な
る

完
全
性
を

否
定
+

し
た

の

に

対

し

て
､

逆
に

そ

の

《

積
極
的
完
全
性
》

(

胃
箕
-

く
P

屈
託
e

c
t
-

○
)

を

主

張
す
る
の

で

あ

る
｡

(

芦
H

く
〉

戸
H

l
)

カ

ン

ト
は

そ

の

《

神
の

存
在
証
明
》

に

お
い

て

ガ
ッ

サ
ン

デ
ィ

の

｢

存
在
は

(

2
)

完
全
性
で

ほ

な
い
+

と
い

う
命
題
を

援
用
す

る
で

あ

ろ

う
が

､

カ

ン

ト

を

待
つ

ま

で

も

な

く
､

ガ
プ

サ
ン

デ
ィ

が

右
の

如
く

普
遍
的
目

的
性
或
は

目

的
論
的
必

然
性
に

目

を

向

け
る

と

き
､

そ

れ

は

個
物
の

｢

本
質
存
在
+

の
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ト

主
張
に

依
拠
し

て
､

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

的
意
味
で

の

｢

神
学
+

と

し

て

の

《

形
而
上

学
》

を

も

《

哲
学
》

の

領
域
か

ら

切

離
す
こ

と

を

意
味
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

翻
っ

て

考

え

れ

ば
､

｢

動
力
因
+

を

示

す

自
然
学
的
法
則
の

偶
然
性
が

｢

目

的
因
+

の

表
現
で

あ

る

形
而
上

学
的
秩

序
を

示

す
こ

と
､

し

か

も
､

こ

の

形
而
上

学
的
秩
序
は

単
に

生

物
学
的
目

的
性
だ

け

で

な

く

更
に

は

生

命
論
的
目
的
性
を

も

理

解
さ
せ

る
､

と

い

う

こ

と

に

他
な

ら

な
い

｡

一

体
､

デ

カ

ル

ト

に

お

い

て

も

ガ
プ

サ
ン

デ
ィ

に

お
い

て

も
､

そ

の

哲

学
の

新
し

さ

は

数
学
的
自
然
学
を

摂
取

す
る

こ

と

に

あ
っ

た
｡

そ
の

場

合
､

自
然
学
の

与
え
る

知
識
が

現
象
の

背
後
に

あ

る

実
在
的
な

原
因
に

関

す
る

も
の

で

あ
る

か
､

或
は

実
在
と
の

妥
当
性
に

は

関
係
な

く

単
に

現
象

(

3
)

の

法
則
を

示

す
の

み

で

あ

る

か
､

と
い

う
問
題
が

生

ず
る

｡

前
者
の

立

易

を

と

り
､

法
則
の

表
現
を

実
在
的
原
因
と

同
一

視
す
る

も
の

を

《

科
学
的

実
念
論
》

と

呼
ぶ

な

ら

ば
､

法
則
を
か

か

る

原
因
か

ら

分

離
し

て

現
象
的

に

の

み

解
す
る

後
者
の

立

場
は

《

科
学
的
唯
名
論
》

と

呼
ぶ
こ

と
が

で

き

ょ

ぅ
｡

そ

し

て

そ
の

場
合

､

前
者
の

立
場
に

近
し

い

デ

カ

ル

ト

が
｢

悟
性
+

を

認
識
の

最
高
の

見
地
に

置
く
と

き
､

目
的
性
は

動
力
因
の

必

然
的
秩
序

の

内
的
再
現
に

す
ぎ
ぬ

と

考
え
ら

れ

る

こ

と

に

な

ろ

う
｡

し
か

し
､

後
者

の

立

場
に

近

し
い

ガ

プ

サ
ン

デ
ィ

は

観
察
や

実
験
を

重
ん

ず
る

こ

と

に

よ

っ

て
､

《

偶
然
性
》

を

認
め
る

立

場
を

基
礎
付
け

る
こ

と

に

な

ろ

う
｡

即

ち
､

自
然
に

お

け
る

数
学
的
《

必

然

性
》

の

役
割
を

受
入
れ
つ

つ

も

そ
の

意
義
を

制
限
し

､

自
然
の

《

法
則
》

の

裡
に

多
少
と

も

人

為
的

､

主
観

的

な
､

つ

ま

り

《

名
目
的
》

な

要
素
を

認
め

､

他
方

､

自
然
《

そ

れ

自
体
》

の

裡
に

ほ

内
的
自
発
性
と

し

て

の

独
自
の

生

命
を

認
め

よ

う
と

す
る
の

で

あ

る
｡

そ
こ

に

お
い

て
､

科
学
が

作
り

出
す
自

然
に

対

す
る

法
則
の

関
係

は
､

《

自
然
主
義
》

的
目
的
性
に

支
え

ら

れ

て
､

《

確
実
な

予
測
》

を

許
容

す
る

｡

そ

れ

は

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

に

お

け

る

質
的
関
係
で

も

な

け

れ

ば
､

デ

カ

ル

ト
に

お

け
る

量
的
関
係

で

も

な
い

｡

共
に

粒
子

説
を

採
り

な

が

ら
､

デ
カ

ル

ト

は

物
質
の

無
限
可
分

剖
性
を

認
め
る

が
､

ガ

γ

サ
ン

デ
ィ

は

究
極
に

､

幾
何
学
的
に

は

可
分
割
的
で

あ

る
が

物
理

的
に

は

分

割
不

可

能
な

《

原
子
》

を

認
め

る
の

で

あ

る
｡

そ
れ

は

何
よ

り

も
､

言
葉
の

本
来

(

4
)

の

意
味
を

失
う
こ

と

な

く

《

実
証
的
》

(

官
川

き
ー

ヨ
一

皿

)

な

関
係

を

示

す
も

の

で

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

ほ

そ
こ

か

ら

後
の

科
学
実
証
主
義

､

更
に

ほ

唯
心

論
､

尚
又
プ

ラ

グ
マ

テ
ィ

ズ
ム

ヘ

の

見
透
し

を

得
る

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

こ

れ

ら

の

世
界
観
は

決
し
て

一

義
的
な

も
の

で

は

な
い

｡

わ

れ

わ

れ

は

デ
カ

ル

ト

と
ガ

ッ

サ
ン

デ
ィ

の

デ
カ

ル

ト

批
判
と

を

併
せ

て

考
察
す
る

こ

と

に

よ

り
､

先
に

挙
げ
た

諸
々

の

世
界
観
の

表
現
と

共
に

､

こ

れ

ら

の

表
現
の

も
つ

多
義
性
を

､

よ

り

単
純
な

図

式
の

許
に

示
し

得
る

手
掛
を

与

え

ら

れ

る
の

で

は

な
い

で

あ

ろ

う
か

｡

(

1
)

こ

れ

は

デ

カ

ル

ト

も

《

口
許

8
声

芸

d
e

-

p

呂
か
t

F
O

d
e

}

号

p
a

声
》

に

お

い

て

取
上

げ

て

香
認

す
る

有

名

な

命
題
で

あ
る

が
､

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

所

説
(
《

A
ロ

巴
y
t
-

O

p

p
U

賢
e

コ.

〇

昌
-

H
-

-

00

》

去
ロ
e

A
2 .

員
p

-

H
H

H

忘
》
)

に

拠
っ

て

作
ら

れ

た
ス

コ

ラ

の

椿

率
で

あ

ろ

1

つ
0

(

2
)

内
P

ロ
t
‥

《

ロ
e
l

e
-

ロ
N

好

日
か

g
-
-

○

訂
田
e

弓
e
-

品
コ
旨
か

聖
-

e

訂
e

【

ロ
e

日
○

ロ
の
t

岩
t
-

0

ロ

n
わ
¢

U

覧
e

訂
∽

G
O
t

t

e

蔓
《

内

蔓
芹
n

わ
→

→
e

訂
e

ロ

く
e

H
ロ

β

已
t

》

(

3
)

｡

汁

担

官
吉
宗
粥
‥

《

宮
-

≡
邑
F
粥
e

岩
e

d

望
-

○

訂

告

抑
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ー

P

β

賢
已
e

》

(

野
田

又
夫

訳
･

解
､

創
元

社
)

(

4
)

こ

の

語
の

原

意
は

｢

神

或
は

人

間
の

意
志
に

よ
っ

て

設

定
さ

れ

た
+

と
い

う
こ

と

で

あ
っ

て
､

《

ロ
P
t

∈
+

巴
i

豊

に

対

す
る

も
の

で

あ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る
｡

例
え

ば

｢

自
然
神

学
+

､

｢

自
然
法
+

に

対

す
る

｢

実
証

神

学
+

､

ヽ

ヽ

｢

実
定

法
+

が

こ

れ

に

当

る
｡

又

認

識
に

お

い

て

は
､

｢

経

験
に

よ

っ

て

事
実
と

し

て

与

え

ら

れ

た
+

と

い

う

意
味

で

あ

る
｡

そ

の

場

合
､

神
の

意
志
の

表
現

と

し

て

の

自

然
迭

則
の

性
樽
に

鑑
み

て
､

そ

の

事
実
の

存
在
理

由
の

理

解
は

問
題

に

な

ら

な
い

｡

し
か

し

後
に

か

か

る

立

法

的

観

念
が

消

失
し

て
､

純

粋
に

論
理

的
な

意
味
で

､

｢

事
実

的
+

､

｢

現

実
的
+

､

更
に

は

｢

実
効

あ

る
+

等
の

意

味

に

用
い

ら

れ

る

よ

う
に

な
る

｡

(

0
れ

.

A
.

F

巴
巴
-

d
e

‥

《

<
O
C

p
b

已
巴
蒜
t

e
O

F

ロ

首
ロ
e

e
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O

ユ
t
i

q

仁
e

(

訂
-

p

匂

E
-

○
払

○

匂

F
6

.

》

)

付

記

ガ

ァ

サ

ン

デ
ィ

に

関

す
る

引

用
は

次
の

テ

ク

ス

ト

に

拠
っ

た
｡

勺
輯
→
河
q
S

G
A
S

S

肖
Z
ロ
Ⅰ
‥

○
勺
E
声
A

O

呂
Z
H

A
〉

句
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召
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巴
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ロ
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ヨ
i
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→

E

F
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e
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戸
口

g

召
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→
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-

O

G
→

e

的
○
→

y
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-

若
ゃ

(

句
ユ
宍
-
･

ユ
久
F

せ
イ
○

日
日
P

n
ロ

く
e

ユ

品
)

尚
､

次
の

テ

ク

ス

ト

も

参
照

し

た
｡

吋
Ⅰ

田
河
声
E

G
A
S

S

H
2
ロ
ー

‥

ロ
Ⅰ

∽

め

亡
-

∽
l
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i
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E
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e
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岩
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?
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▲

の

F

阜
-

宗
N

(

l
一

く
好
一

Z
)

主
な

参
考
文
献
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F
O

日
臣

‥

F
P

廿

E
【
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○

サ
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岩
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e
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∞
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唱
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首
β
β

､
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｢
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N
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や
N
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旨
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蒜
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訂
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巨
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守
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空
n
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d
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J
e

-

旨
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【
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雨
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･
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夫
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カ
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