
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

『方法序説』のコギトと『省察』のコギト

下村, 英視

https://doi.org/10.15017/1397686

出版情報：哲学論文集. 20, pp.45-63, 1984-09-20. 九州大学哲学会
バージョン：
権利関係：



1

『
方

法

序

説

』

の

コ

ギ

ト

デ

カ
ル

ト

の
明
証

知

の
規

則

(「
明

晰

か

つ
判
明

に
私

が
認

識

し

て

い
る
も

の

一
切

は
真

で
あ
る
」
)
と
呼
ば

れ

る
も

の
は
、
『
方
法

序

説

』
第

四

部

及
び

『
省
察

』

第

三
省

察

に
見
出

さ
れ

る
。
両

著

作

と
も

に
、
明

証
知

の
規

則

は

コ
ギ

ト
命

題

か
ら
演

繹

さ
れ

、

コ
ギ

ト
命

題

は
懐
疑

に
よ

っ

て
導

か
れ

る
。

し
か

し

な
が

ら
、

こ
の
よ

う

に

一
見

等

し

い
構

造

を
も

つ
よ

う

に
思

わ
れ

る
両
著
作

に
お

い
て
も

、
直

ち

に
、
懐

疑
、

コ
ギ

ト
、

明

証
知

の
規
則

の
意
味

を

同

じ
も

の
だ

と
断

定

す

る
こ

と
は

で

き
な

い
よ

う

に
思

わ

れ

る
。
む

し
ろ
私

た
ち
は
逆

に
、
両
著

作

に

お

い
て
は
、

そ

れ
ら

の
意
味

が
異

な

っ
て

い
る

と
考

え

る
。

そ

こ

で
ま
ず

、

『方

法
序

説

』

か
ら
検

討
を
進

め

て
ゆ

く
。

『方

法

序
説

』

で
は

、
感
覚

に
対

す

る
疑

い
、
幾
何

学

の
論
証

に
対

す
る
疑

い
、
覚
醒

に
お

い
て
も
幻
影

を
見

て

い
る

の
で
は

な

い
の
か

と

い

う
疑

い
が
挙

げ
ら

れ

る
。

そ

の
理

由

は

、
感

覚

は

と
き

お

り
私

た

ち
を
欺

き

、
幾
何

学

の
単
純

な
事
柄

に

つ
い

て
も

私

た
ち

は
証

明

を
誤

る

こ
と

下

村

英

視

『
方

法

序

説

』

の

コ
ギ

ト

と

『
省

察
』

の

コ
ギ

ト



が

あ

り
、
最

後

に
、
夢

と
覚

醒

の
区
別

を
明
確

に

す

る
規

準

を
私

た

ち
は
持

た
な

い
、

と

い
う

こ
と

に
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら

、

こ

の
よ
う

に

一

切

を
虚

偽

だ

と
考

え

つ
つ
も

、

そ

の
よ

う

に
考

え
る
私

は
何

か

で
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と
か

ら

、
「
私

は
思

惟

す

る

、

ゆ
え

に
私

は
あ

る
」

と
結

論

さ

れ
る

。

こ

こ
で
重
要

な

の

は
、

こ
の
よ

う

に
結

論

さ

れ
た

コ
ギ

ト
命

題

の
確
実

性

が
何

に
も

と
つ

く

の
か
問

わ

れ

る
と
き

、
デ

カ

ル
ト

は
、

こ
の
命

題

の
内

に

「
思
惟

す

る

た
め

に

は
存

在

す
る
必

要

が
あ

る
」

と

い
う

こ
と
を

き
わ

め

て
明

晰

か

つ
判

明

に
見

る
、

と
し

か
言

わ

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る

。

つ
ま

り

、

コ
ギ

ト
命

題

の
確
実

性

を
保
証

す

る
も

の
は

「
思
惟

す

る
た

め

に
は
存

在

す

る
必
要

が

あ
る
」

と

い
・ス

叩

題

に
表

現

さ
れ

て

い
る
思
惟

と
存

在

の
必
然

的

結
合

の
認

識

で
し

か
な

い
、

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ

の
必
然

的
結

合

の
認
識

が
、
他

の
諸

々

の
判

断

の
真
理

性

の
規

準

と

な

る

ゆ
え

に
、

コ
ギ

ト
命

題

は

「
第

一
の
原

理

」

と
さ
れ

る
、

と

い
う

の
が

『方

法
序

説
』

の
基

本
的

な
構

造

で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な

『
方

法
序

説

』

の
思

索

は

、
『
規

則

論

』

の

そ
れ

と
基

本

的

に

一
致

し

て
い
る
と
思

わ
れ

る
。
『方

法

序
説

』

の
立
場

を

よ
り

明
ら

か

に
す

る
た

め
に

『
規
則

論

』
を

し
ば

ら

く
見

て
ゆ

く

こ
と

に

す
る
。
『
規

則
論

』
は

、
直
観

の
対
象

と

し

て
、
単

純
本

性

、
単
純

本
性

の
必
然
的

ω

結
合

、
知
性

自
身

あ
る

い
は
想

像

の
内

に

あ
る

と
知
性

が
経
験

す

る

一
切

、

を
認

め

て

い
る
。
私

た

ち
は

、

こ
こ

で
、
単

純
本

性

の
必
然

的

結
合

が

直
観

の
対

象

で

あ
る
点

に
、
注
意

し

た

い
。

ま

た

『
規
則
論

』

が

、
私

た

ち

の
知
性

に
関

し

て
単

純

と

い
わ

れ
る
も

の
と
し

て
、
純

粋

に
知

的

②

な
も

の
　

、
純

粋

に
物

質

的

な
も

の
　

、
共

通

な
も

の
　

、
を
挙

げ

る
場

合

、
私

た
ち
は
最

後

の
も

の
に
注

目

し
た

い
。
な

ぜ

な
ら

、

こ
れ

に
は

、
存

在

、

一
、
持
続

等

の
他

に
、
共
通

概
念

(
公
理

)
も
含

ま

れ

て
お
り
、

こ
の
共
通

概
念

と

は
、
他

の
単

純

本
性

を
相

互

に
結

び

つ
け
る
紐
　

の

よ

う
な
も

の

で
、
私

た
ち

の
推

論

に
よ

っ
て
結
論

さ
れ

る

こ
と
は

、
す

べ

て
そ

の
共

通
概
念

の

み

明

証
性

に
依

拠

し

て

い
る
、

と
さ
れ

る
か

ら

で
あ

樹
。

明
ら

か

に
、
共

通
概

念

は
、
単

純

本
性

同

志

を
結

び

つ
け

る
紐

と

し

て
、
言

い
か
え
れ

ば

単

純
本

性

の
必
然

的
結

合

そ

の
も

の
を
表

わ

す

や

は
り

そ
れ
自

身

ひ
と

つ
の
単
純

本
性

と
し

て
、
直
観

さ

れ

て
い
る
わ

け

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
以
上

か
ら

コ
ギ

ト
命

題

を

と
ら

え
る

と

、
次

の
よ

う

に
な

る
。

な

る
ほ
ど

、

一
方

で
は

、

コ
ギ

ト
命

題

は
、
思

惟

か
ら
存

在
を

結
論

す
る
推

論

だ

と
言

わ

れ

る
。

し

か
し

、

こ
の
推

論

と

い
う

こ
と

の
意

味

は

、
次

の
よ

う

な
も

の
で

あ
る
。

つ
ま
り

、
私

は
思
惟

し

て
お
り
、



そ

の
限

り

に

お

い
て
、
私

は

あ

る
と
推

論

さ

れ
る

と
言

わ

れ

て
よ

い
が

、

そ
れ

は
、
思

惟

と

い
う
単

純
本

性

と
存

在

と

い
う
単

純
本

性

の
必
然

的

結
合

を

、
「
思
惟

す

る
た

め

に
は
存

在

す

る
必
要

が

あ
る

」
と

い
う
共
通

概
念

の
も

と

に
直
観

し

て
い
る
か

ら
に
他

な

ら
な

い
、
と

い
う

こ
と

で
し

か
な

い
。
「
コ
ギ

ト

・
エ
ル
ゴ

・
ス
ム
」

の

「
エ
ル
ゴ
」

に
該

当

す

る

の
が

、
単
純

本
性

を
結

び

つ
け

る
紐

の
よ

う
な
役
割

を

す

る

「
思

惟

す
る

た

め

に
は
存

在

す

る
必
要

が

あ

る
」
と

い
う
共

通

概
念

な

の

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
『規

則
論

』

に
従

う
か

ぎ
り

、
私

が
思

惟

し

て

い
る
と

い
う

こ

と

の
も

と

に
、

そ

の
存

在

を

言

い
表

わ
す

こ
と

が

で
き

る
の

は
、
単

純
本

性

の
必
然

的
結
合

を
明

ら
か

に
す

る
共

通
概

念

が
、

直
観

さ
れ

て

い
る

か
ら

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

『規
則

論
』

第

十

二
規

則

は
、
も

の

の
認

識

『
　

に

つ
い
て
考
察

す

べ
き
も

の
と

し

て
、

二

つ
挙

げ

て
い
る
。

す

な
わ

ち
、
認

働

識

す

る
私

た
ち

と
認

識

さ

れ

る

べ
き
も

の
と

で
あ

る
。

デ

カ

ル

ト

の
言

お

う
と

す
る

と

こ
ろ
は
、
認

識

す

る
主

観

を
分
析

吟
味

す

る

こ
と

に
よ

っ

て
、
知
性

、
想

像

、
感
覚

、
記
憶

を

四

つ
の
能
力

と

し

て
認

め

た
う

え
で

、

た
だ

ひ
と

つ
真

理
を
把

握

し
う

る
知

性

を
他

の
三

つ
の
能
力

が

い
か

⑤

に
助

け
る

か
が
考
察

さ
れ

、
他
方

、

も

の

の
側

、

つ
ま

り
認

識

さ
れ

る
対

象

を
分
析

吟

味

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
単

純
本

性

と
そ

の
必
然

的
結
合

㈲

及

び
偶
然

的
結

合

か
ら

、
対
象

の
世

界

、

つ
ま

り
全

客
観

的

世

界

を

と
ら

え
よ

う

と
す

る
展

望
が

、
開

か
れ
る
。

そ

こ
で
、
「真

理

の
確
実

な
認

識

働

に
達

す

る

た
め

に
は
、

明
証

的

な
直

観

と
必

然
的

な
演

繹
以

外

の
道

は
な

い
」

と
結

論

さ
れ
る

の
で

あ
る
。

こ
の
よ

う

に
、

デ

カ

ル
ト

は
、
私

た

ち

の
認
識

に

つ
い
て

、
主
観

と
客

観

と

い
う

二

つ
の
秩

序

を
設
定

し
て

い
る
。

そ

し

て
、

そ
れ

は

、
客

観

的
世

界

を
必
然

の
相

の
下

に
と

ら

え
よ

う

と
す

る

と
き

、

ま
ず

認
識

主
観

の
能

力

を
吟

味

し
、
同
時

に
客

観
的
世

界

を
可
能

な
限

り
単
純

な
も

の

か
ら
な

る
複
合

と
し

て
と

ら

え
よ

う
と

す

る
、

デ

カ

ル
ト

の
方

法

の
理
念

の
も

と

に
成

り

た

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

し

か

し
な
が

ら
ま

た
、

こ
の

二

つ
の
秩

序

の
設
定

は
、

こ

の
よ

う
な

理
念

に
貫

ぬ

か
れ

て

い
な

が
ら

、
他

方

、
必
然

的

な
要

請

に
よ

る
も

の

で
も

あ

る
。

そ
れ

は
、

「私

た

ち

の
認

識

に
関

す

る
秩
序

に
従

っ
て
各

々

の
も

の
を
考
察

す
る

こ
と

に
お

い

て
は
、
各

々
の
も

の
が
実
際

に
存

在

す

る

と
お
り

㈹

に
そ

の
各

々

の
も

の
に

つ
い
て
、
私

た

ち
が

語

る

と

い
う
場
合

と

は
、
別

の
仕

方

で
処

理

す
る
必
要

が

あ
る
」
か
ら

に
他

な
ら

な

い
。
例

え
ば

、
延



長
的

で
形

を
有

し

て

い
る
物
体

8

壱
器

に

つ
い
て
も

、
①

そ
れ
自

身

に

お

い
て
は

、

一
な

る
単

純

な
も

の
で
あ

る
が

、
②

私

た

ち

の
知

性

に
関

し
て
は

、
物
体

、
延

長

、
形

態

と

い
う
三

つ
の
単

純

本

性

が
各

々
甥

々

に
と
ら

え
ら

れ

た
う

え
で
、
こ
れ

ら
三

つ
が

ひ
と

つ
の
同

じ
基

体
　

の
中

に
同

時

に
見
出

さ
れ

る
と

、
私

た

ち

は
判
断

す

る

が

、
前
者

(①

)

で
は

そ

の
よ

う

な
把

握

や
判

断

は
介

在

し
な

い
。

し
か

し
、
私

た
ち
が

認
識

し
始

め
る
と

き
、
私

た
ち

の
知
性

に
関

し
て
単

純

な
も

の
を
、

ま
ず

私

た

ち
は
直
観

す

る

の
で
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え

、
認

識

主
観

と
認

識
対

象

と

の
聞

に

は
、
「単
純

」

と

い
う

こ
と

に

つ
い
て

の
差

異

が

あ

る

こ
と

に
な

る
。

そ

し

て
、
こ
の
差

異

が

、
私

た
ち

の
認
識

の
秩
序

(主
観

の
秩
序

)

と
も

の
そ

の
も

の
の
秩
序

(客

観

の
秩

序

)

と
を

分

裂

さ

せ

る
原

因

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、

こ
こ
に
、

も

の
そ

の
も

の

の
秩
序

に

一
致

し
な

い

誤

っ
た
認

識

が
生

じ

る

こ
と

に
な

る
。
そ

れ

ゆ
え

ま

た

、
『規

則
論

』

で
は
、
誤

謬

は
知

性

自
身

が
複
合

す

る
本

性

に

の
み
あ

り
、
単

純
本

性

の
直

働

観

に

は
決

し

て
誤

謬
が

な

い
、

と
言

わ

れ

る

の
で

あ

る
。

し
た

が

っ
て
、
『
規
則

論

』
は

、
認

識

の
秩

序

と

も

の

の
秩

序

と

の
断
絶

に
生

じ

る
誤

っ
た
判
断

(知
性

が
行

う
単

純
本

性

の
複

合

)

を

一
掃

す

べ
く

、
「
人
間
理
性

は

い
か
な

る
も

の
を

認
識

し

う
る

の
か
」
に

つ
い
て
、
あ

る

い
は

「
人

間

の
認

識

と

は
何

か

、
そ
し

て
そ

れ
は
ど

こ
ま

で
広

が

っ
て

い
る

の
か
」
を

、
様

々
な
も

の
の
個

別
的

な
認

識

に
先
立

っ
て
、
コ

生

に

一
度

は
」
注

意
深

く
吟
味

す
る
必
要

が

あ

る

こ
と
を

、
主

張

す
る

⑯

の
で
あ

る
。

結

局
、
『
規
則

論

』

は
、
人
間

の
認

識

全

体

の
妥

当
性

を
、
認

識

の
主
観

と
客
観

の
両

側
面

か
ら

の
検
討

の
も

之
に
も

た

ら
し

、
そ
れ

に
よ

っ
て
、

の

　

精

神

を
正

し

く
導

く

こ
と
を
可

能

と

す

る
よ

う

な
方

法

を
、
教

え

る

こ
と
を
目

的

と
し

た
書
物

だ

、
と
言

う

こ
と
が

で

き
る
。

デ

カ

ル
ト
が
次

の

よ

う

に
言

う
所

以

で
あ

る
。
「
真
理

に
反

す

る
誤

謬

に
陥

ら

な

い
た
め

に
、
精
神

の
直

観

を
ど

の
よ

う

に
用

い
る
必
要

が

あ
る

の
か

と

い
う

こ
と

、

及
び

一
切

の
も

の
の
認

識

に
到

達

す

る

た

め

に
は
、

い
か

に
演

繹
を
行

う
必
要

が

あ

る

の
か
と

い
う

こ
と
を
、
も

し
方

法

が
正

し
く
説

明

す

る
の

で
あ
れ
ば

、

さ
き

に
述

べ
た
よ

う

に
、

い
か
な

る
知
識

も
精

神

の
直
観

あ

る

い
は
演

繹

に
よ

っ
て
し
か
獲
得

さ

れ
な

い
の
で
す

か
ら

、
方
法

が
完

全

で
あ

る

こ
と
以
外

に
は
何

も

要
求

さ

れ

る

こ
と
は

な

い
、

と
私

に
は
思

わ

れ
ま

す
雌



こ

の
よ

う

な

『規

則

論

』

の
関

心

が

、
『方

法
序

説

』

へ
受

け
継

が
れ

て

い

っ
た
と

、
私

た
ち
は
考

え

た

い
。

『方

法
序
説

』

の
正

式

な
題

名

は
、

『
自
分

の
理
性

を
正

し
く
導

き
、
諸

学

に
お

い
て
真

理

を
探
求

す

る
た

め

の
方

法

に

つ
い
て
の
序

説
』
と

い
う
も

の

で
あ
る
。

『方

法
序

説
』
第

二

部

の
四

つ
の
規
則

、
す
な

わ
ち

、
明
証

知

の
規

則

、
分
析

の
規

則

、
総
合

の
規

則
、
枚
挙

の
規

則

は
、
「論

理
学

が
構

成

さ
れ

て
い
る
多

く

の
教

則
」

働

の
か
わ
り

に
、

し

っ
か
り

と
守

り

さ

え
す

れ
ば

「
そ

れ
だ

け

で
十
分

」
だ

と
し

て
と

り
あ
げ

ら
れ

た
も

の

で
あ
る
。

と

こ
ろ

で
、
明

証
知

の
規
則

を
除

い
た
他

の
三

つ
は

、
全

く
技
術

的

な
も

の

で
あ

る

か
ら
問

題

は
な

い
が
、

し
か

し
当

の
明
証
知

の
規

則

に

つ
い
て
は
、
何

を
規

準

と

し
て
明

証

性

を
判

断

し

て
よ

い
の

か
私

た
ち

に

は
わ

か
ら

な

い
。
ま

た
、
「
明
晰

判

明
」

が
規
準

だ

と

い
わ
れ

て
も

、
な

ぜ

そ
う

な

の
か
、
さ
ら

に
ど

の
よ

う

な
も

の
が
明

晰
判

明

な

の
か
、

少

な
く

と

も

テ

キ

ス
ト

の
該

当
部

分

を
読

む
限

り

で

は
、
示

さ
れ

て

い
な

い
。

そ
れ

ゆ
え

、

こ
れ

に
答

え

る

の
が

、
第

四
部

の

コ
ギ

ト
命

題

で
あ

っ
た

わ

け
で
あ

る
。

明
証
知

の
規
則

を

、

一
般

的
規

則

と
し

て
根
拠

づ

け
る

の
が
、
『
方
法
序

説

』

の

コ
ギ

ト
命

題

だ

と
言

う

こ
と
が

で
き

る
。

つ
ま
り

、
デ
カ

ル
ト
は

、

コ
ギ

ト
命

題

を

た

て
た
後

、

ひ
と

つ
の
命

題

が
真

で

あ

り
確

実

で
あ

る
た
め

の
条
件

一
般

を
考
察

す

る

に
あ

た

っ
て
、
今
見
出

さ
れ

た
ば

か
り

の

コ
ギ

ト
命

題

の
確
実

性

が
何

に
も

と

つ

い
て

い
る

の

か
を

、
考

え

る
の

で
あ

る
。
そ

し

て
、
す

で

に
明
ら

か

に
し
た

よ

う

に
、
「思

惟

す

る
た

め
に

は
存
在

す

る
必
要

が

あ

る
」

と

い
う
共

通
概
念

(公

理
)

に
、
そ

の
確
実
性

が
依
存

し

て

い
る

こ
と
が
知

ら

れ
る

の
で

あ
る
。

し

た
が

っ
て
、

コ
ギ

ト
命

題
以

外

の
判
断

に

つ
い

て
も

、

そ
の
よ

う
な

共
通
概

念

の
論

理
的

明
証

性

に
匹

敵

す

る
よ

う

な
認

識

が

得

ら

れ

て

い
れ

ば

、
す

べ
て
真
だ

と

さ
れ

て
よ

い
わ

け
で
あ

る
。
そ
れ

ゆ

え
、
『方

法
序

説
』

の
明

証
知

の
規

則

は
、

明
晰

判

明

な
認
識

と

い
う
条

件

を
満

た
し

て

い
る
判

断

に

つ
い
て
は
、

そ
れ
を
真

だ

と
言

う

こ
と
が

で
き

る

こ
と
を

、

保
証

す

る
。

し
た
が

っ
て
、
重
要

な

の
は

、
私

た

ち
が

明
晰

判
明

な
認
識

を

持

つ
か
持

た
な

い
か

、
と

い
う

こ
と
だ

け
で

あ
る
。

し

か
し
、

そ
れ

で
も
問

題

は
残

っ
て

い
る

の
で
あ

り
、
私

た
ち

の
持

っ
て

い
る
認

識

が

明
晰

判
明

で
あ

る
か
ど

う

か

の
判
定

に
は
、

や
は
り
困

難

が

と
も
な

う

こ
と

は
認

め

ざ

る
を
得

な

い
の
で
あ

る
。
デ

カ

ル
ト
自

身

、
次

の
よ

う

に
言

う
所

以

で
あ

る
。
「
し
か

し
、
私

た
ち

が
判
明

に
認
識

す
る

と

こ
ろ

の
も

の
が

、

い

個

か

な
る
も

の
で
あ

る
か

を
十
分

に
見

き

わ

め
る

た

め

に
は
、
多

少

の
困

難

が

あ

る
と
、
私

は
判
断

い
た

し
ま
し

た
凶

そ
れ

で
も
、

も

し
明
晰
判

明



な
認

識

が
得

ら

れ

て

い
れ
ば

、
そ

れ

に
も

と
つ

く
判

断

は
必

ず

貞

な

の
で

あ
る

。
そ

し

て
、

こ
の
よ
う

な
認
識

を
得

る
た

め

の
方
法

が

、
分
析

、

総
合

、
枚

挙

で

あ
り
、
『
規
則

論

』
同

様

に
デ

カ

ル
ト

が

『方

法

序
説

』

で
強

調

す

る

の
は
、
む

し
ろ

こ
の
よ
う

な
側
面

で
あ

る
。
そ
れ

ゆ

え
ま

た
、

『方

法
序

説

』

の

コ
ギ

ト
命

題

は

、
か

法

と

し

て

の
明

証
知

の
規
則

を
導

く
原
理

的

な
判
断

で
あ

っ
た
、

と
言

わ

れ

て
よ

い
。

そ

こ
で
は

、
論

理

的

な
明

証
性

の

み
が
問

題

な

の

で
あ

る
。

し

た
が

っ

て
、
『方

法
序

説

』

は

、
『規

則

論

』

の
理
想

を
正
確

に
受

け
継

い
で

い
る
、

と
言

う

こ
と
が

で

き
る

の
で

あ
る
。

H

『
省

察

』

の

コ

ギ

ト

『
省

察

』

は

、
世

界

の
存

在

及

び
私

の
存

在

を
疑

う
。

そ

し

て
、
ま
ず

懐

疑

の
真

直

中

に
あ

っ
て
、
私

が
存

在

す

る

こ
と
が
認

識

さ

れ
る

。

こ

の
こ
と

に
も

と
つ

い
て
、
私

は
思

惟

す

る
も

の

で
あ

る

こ
と

が

、
続

い
て

と
ら

え

ら
れ

る
。

そ

こ
で

は
じ

め

て
、
私

は

「思
惟

す

る
も

の
」

器

ω
8

讐

き
ω

と

し
て
存

在

す

る

こ
と
が

明
ら

か

に
な

る
が

、
他

の
も

の

一
切
が
存

在

す

る
か
ど

う
か

は
、
ま
だ

わ

か
ら

な

い
。
そ
れ

ゆ

え

㎝第

三
省
察

』
以

降

は
、
私

以
外

の
も

の

が
存

在

し

て

い
る

か
ど

う

か

に

つ
い

て
、
検

討

し

て
ゆ

か
ね
ば

な
ら

な

か

っ
た

の

で
あ
る
。

と

こ
ろ
が

、

こ

の
よ

う
な

『
省
察

』

の
基
本

的

な
歩

み

は
、
『
方
法

序

説

』

に

は
全

く
見

ら
れ

な

い
。
私

た
ち

は
、
少

な
く

と
も

、

こ
れ
ら

二

つ
の
著

作

の
間

に

は

構

造
上

の
差

異

が

あ
る

こ
と

を
認

め
ざ

る
を
得

な

い
。

そ
し

て
、

こ
の

こ
と

は
、
両
著

作

に
お

い
て
は
た

し

て
同

じ

こ
と

が
問
題

と

さ
れ

て

い
た

の
か
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て

の
疑

問

を
も

た
ら
す

。

こ

こ
で
私

た
ち

は
、
『
省
察

』

に
付

さ

れ

た

『
読

者

へ
の
序

文

』

を
取

り

挙
げ

た

い
。
と

い
う

の
も
、
こ

の
中

で
き

わ

め

て
重
要

な
見

解

が
明
ら

か

に
さ

れ

て

い
る
と
考

え

る
か

ら

で
あ

る
。
そ
れ

は

、
「
自
分

自

身

に
振

り
向

け

ら
れ

た
人
間

精
神

が
、
自

分
を
思

惟

す

る
も

の
以
外

の
何

も

の
で

も

な

い
と
認

識

す

る

と

い
う

こ
の

こ
と

か
ら

、

そ

の
本
性

す
な

わ

ち
本
質

が

、

た
だ
思
惟

す
る

こ
と

に
し
か

な
り

た

っ
て

い
な

い
と

い
う

こ
と
は
、

帰
結

し
な

い
。
言

わ
ば

、
『
た
だ

…

…

で

し
か

な

い
』
と

い
う
語

が
魂

の
本

性

に
属

し

て

い
る
と
恐

ら
く

は
ま

た
言

わ
れ
得

る

一
切

の
他

の
も

の
を



qの

排

除

し
て

い
る

と

い
う

こ

と
は

、
帰
結

し

な

い
」

と

い
う

『
方
法
序

説

』

に

よ

せ
ら
れ

た
批
判

に
、

デ

カ
ル
ト
が
答

え

て

い
る
部

分

で

あ
る
。

そ

れ

に
よ
れ

ば

、
『
方

法

序
説

』

で

は

、
「
も

の

の
真

理

そ

の
も

の

に
関

す

る
秩

序

」

に
お

い
て
議
論

し

て

お
ら
ず

、
そ

れ
ゆ

え
、

そ

の
秩
序

に
従

っ

て

一
切

の
も

の
を
排
除

し
た

と

い
う

わ

け

で
は

な

く

、
た
だ

単

に

「私

の
認

識

に
関

す

る
秩
序

」

に
従

っ
て

一
切

の
も

の
を
排

除

し

た
、

と
デ

カ

⑮

ル
ト
は
述

べ
て

い
る
。
『
方

法
序

説

』

で

は
、
「
私

の
認

識

の
秩

序

」

に
の

み
従

っ
て
議
論

さ
れ

た
と

い
う

こ
と

は
、
端

的

に
言

っ
て
、
『
方

法
序

説

』

に
は

、

こ

の
よ

う

な

二

つ
の
秩

序

の
区

別

な
ど

も

と
も

と

な

か

っ
た

、

あ
る

い
は

そ
れ
ら

の

一
致

が
問
題

と
さ
れ

る

こ
と
な

く

前
提

さ
れ

て

い
た
、
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

し

か
し

な
が

ら
、
私

た
ち

は
す

で

に

、
『
方

法

序

説

』

が
正

確

に
そ

の
理

念

を
受

け
継

い
だ

と
思
わ

れ

る

『
規
則

論

』

に

お
い

て
は
、

や
は
り

「認

識

の
秩
序

」

と

「
も

の
の
秩

序

」

と

い
う

二

つ
の
秩

序

が
設

け
ら
れ

て

い
た

こ
と
を

、
見

て

い
る
。

そ
こ

で
は

、
私

た
ち

の
判

断

か
ら
誤

謬

を
排

除

す

る

た
め

の
方

法

の
理
念

に
貫

か
れ

て
、
ま
ず

人

間

の
認

識

の
成

立

に
か
か

わ

る
問
題
が

、
検
討

さ

れ

て

い
た
。

そ
れ

に
も

か
か
わ

ら
ず

、

今

デ

カ

ル
ト

は
、
『方

法
序

説

』

で

は

「認

識

の
秩
序

」

に

の
み
従

っ
た

と
言

う

の
だ

か
ら
、
『
省

察

』

の
デ

カ

ル
ト
が
問

題

と
し

て

い
る

こ
と
は

、

『
規
則

論
』

や

『
方
法

序
説

』

で
の

そ
れ

と

明
ら

か

に
異

な

っ
て

い
る

の
で

は
な

い
か
と
考

え
ら

れ

る
。
確

か

に

『
規
則

論
』

で
も
、

二

つ
の
秩

序

が
設

定

さ
れ

て

い
る
が

、
し

か

し
、
こ

の

こ
と

に
よ

っ
て
デ

カ

ル
ト
が
解

明

し

て
ゆ

こ
う

と
し
た

こ
と

は
、
『省

察

』

の
デ

カ
ル
ト
が

目
ざ

し

て

い
る

こ
と
と
違

っ
て

い
な
け

れ
ば

な

ら

な

い
は
ず

で
あ

る
。

『方

法
序

説

』

で
は

、

コ
ギ

ト
命

題

に
続

い
て

、
私

が
思

惟
実

体

で
あ

る

こ
と
、
身

体

と
実
在

的

に
区
別

さ
れ

る

こ
と
が

、
直

ち

に
明
ら

か

に

な

る
。

私

の
認
識

の
秩

序

に
の

み
従

っ
て

い
る

『
方

法
序

説

』

で

は
、
明

晰
判

明

に
認

識

さ
れ

た
も

の
は
、

そ

の
と

お
り

の
も

の
と

し

て
存
在

し

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。
こ
れ

に
対

し

て
、
『
省

察

』

で

は
そ

う

は

い
か
な

い
。

い
く
ら
私

の
認
識

の
秩

序

に
お

い
て
明
証

性

が

と
ら

え
ら

れ

て
い
よ

う

と
も
、

そ

の
よ

う

に
と
ら

え
ら

れ

た
も

の
が

、
現
実

に
そ

の
通

り

の
も

の
と
し

て
あ

る
、

と
直

ち

に
言

う

こ
と
は

で
き

な

い
。

そ
れ

ゆ

え
デ

カ

ル

ト
は

、
「他

の
い
か
な
る
も

の
も

私

の
本

質

に
属

し

て

い
な

い
と

い
う
こ

と
を
私

が
認
識

す

る

こ
と
か
ら

、
他

の
何

も

の
も

ま

た
実

際

に
私

の
本

質

に
属

し

て

い
な

い
と

い
う

こ
と
が
帰

結

す

る
の

は

、

い
か

に
し

て
か
」

を

、
『省

察

』

本
文

で
示

す

こ
と
を

、
『読
者

へ
の
序
文

』

で
約
束

す
る



⑱

の
で
あ

る
。

結

局

、
『省

察
㎏

の
問

題

は

、
二

つ
の
秩

序

、

つ
ま

り

「私

の
認

識

の
秩
序

し

と

「
も

の
の
真

理

そ

の
も

の
の
秩

序

」

が
、
ど

の
よ

う

に
し

て

一

致

す
る

の
か

を
、
正

確

な
議
論

の
も

と

に
示

す

こ
と

で

し
か

な

い
。
護

い
か

え
れ
ば

、
私

が
明
蜥
判

明

に
認

識

し
た
も

の
が
、

そ

の
と

お
り

の
も

の
す
な

わ

ち
実

在

門
の
。。
と
し

て
あ
る

と
「、肖
え

る

の
か

ど

う

か
、

そ
し

て
も

し
言

え
る

と
す

れ
ば

、
ど

の
よ

う
な
根
拠

の
も

と

に
そ
う
言

え
る

の
か
、

こ
れ

に
答

え
る

の
が

『省

察

』

の
形
而

上

学

で
あ
る

。
私

た

ち

は
、

通
常

、
認
識

さ
れ

る
も

の
の
存

在

を
疑

わ

な

い
。

し
か
し

、
デ

カ

ル
ト
は

、

そ
れ

を
疑

う

こ
と

に
よ

っ
て
、
『省

察

』

を
始

め
る

。

㈱

こ

の
よ
う

な

『省
察

』

の
問
題

を

「
形

而
h

学

的
確

実
性

」

の
探
求

と
し

て
特
色

づ

け
る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

こ
の
確

実

性

は
、
通

常

の
確

実

性

つ
ま

り

二

つ
の
秩

序

を
分

け

な

い
で

そ
れ

ら

の

一
致

を
暗

黙

の
了
解

の
内

に
信

じ

て

い
る
場
合

の
確

実
性

と
対

比

さ
れ

る
。
普

通

に
は
、
す

べ

⑱

て

の
も

の
は
私

の
認

識

の
秩
序

に
お

い
て
あ

る
の

と
同

じ
仕
方

で
も

の
の
真

理

の
秩
序

に

お

い
て
あ
る

と
、
考

え
ら
れ

て
い
る
。
と

こ
ろ
が

、
『省

察
』

の
懐

疑

は
、

ま
ず

こ
れ

ら

二

つ
の
秩

序

を

、
決
定

的

に
断
絶

さ

せ
る
。

そ

し
て
、

二

つ
の
秩
序

の

一
致

が

い
か

に
し

て
語

ら
れ

う

る
の
か
を

、

探
求

す

る
。
そ
れ

ゆ
え
、

コ
ギ

ト
命

題

の
直

後

に
心
身

の
実

在

的
区

別

が
語

ら
れ

る

『方

法
序
説

』

と
異

な

っ
て

、
『
省
察

』

で
は

、
『第

二
省

察
』

の

コ
ギ

ト

に
続

く

、
『第

三
、
四

、
五
省

察

』

に
お

け
る

「
神

と
真

理

と

に

つ
い
て
」

の
議
論

の
結

果

、
は

じ
め

て

『第

六
省

察
』

で
心
身

の
実
在

鱒

的

区
別

が
論
証

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

し

か
も

、

こ
の
と

き

の
私

の
認
識

は
、
も

の
の
真
理

の
秩
序

に
お

い
て
も
妥

当
性

を
持

つ
こ

と
が
保
証

さ
れ

て
お
り

、

こ

こ
に
形

而

上
学

的
確

実
性

を
備

え

た
認

識

が
持

た
れ

る

こ
と

に
な
る
。

『方
法

序
説

』

で
は

、
明

晰
判

明

に
認
識

さ

れ

た
も

の

は
、
そ

の
通

り

に
現
実

に
存

在

し

て

い
る

の
だ

か
ら
、
「
明

晰
判

明
」

と

い
う
条

件

を
満

た
す

よ
う

な
認

識

を
得

る

こ

と
が

問

題

で

あ
り

、
そ
の

た
め

の
方
法

が
示

さ
れ

れ
ば

、
そ
れ

で
よ

か

っ
た
。
し
か

し
、
『
省
察

』

で
は

、

い
く
ら
明

蜥
判

明

に
認
識

し
た

と

し
て
も

、

そ

の
認

識

は
、
私

の
認
識

の
秩

序

に
お

い

て
そ
う

で
あ

る
に
す
ぎ

な

い
。
私

に
明

晰
判
明

に
認
識

さ
れ

た
も

の

鱒

が
、
現

実

に
そ

の
よ

う

に
存

在

し

て

い
る

と
言

う

こ

と
は

、
私

の
認
識

す

る

能

力

か
ら

だ

け

で
は

、
不

可

能

で

あ
麹
。

だ

か
ら

、
『
省

察

㎏

の
デ

カ

ル
ト
は

、
『第

三
省

察

』
以
降

、
認
識

の
秩
序

と
も

の
の
真

理

の
秩
序

が

い
か

に
し

て

一
致

し
う
る

の
か
を

、
明

ら

か

に
し

て
ゆ
か

ね
ば

な
ら

な



い
の
で
あ

る
。
そ
し

て
今

、
こ

の
よ

う
な

問

題
を

か

か

え

て

い
る

こ
と
が
明

ら

か

と
な

っ
た

『省

察

』
に

お

い
て
、
纂
ギ

ト
命

題

の
蔵
ハ
の
意
味

が
聞

わ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
。

そ

の
役
割

は
何

か
、

そ

し

て
そ

も

そ
も

こ

の
命
題

は

い
か

に
し

て
た

て
ら

れ

う

る
の
か
、

と
。

常

軌

を
逸

し
た
懐
疑

に
よ

っ
て
、
私

は
な

い
の

で
は

な

い
か

と
疑

わ
れ

て
も

、
か

く
疑

う
私
は

あ

る
と
言
わ

れ

る
と

き
、
私

の
存

在

の
明
証
性

の

み
は
拒

ま
れ

え
な

い
仕

方

で
得

ら

れ

て

い
る
。

疑

い
思

惟

し

て

い
る
限

り

、

そ

の
よ
う

に
思
惟

す
る
私

の
存

在

の
明
証
性

は
、
私

の
意

識

に

つ

ね

に
と
ら

え
ら

れ

て

い
る
。

私

の
存

在

の
明
証

性

は

、

そ
れ

を
拒

む

こ
と

が

で
き
な

い
仕

方

で
、
思

惟

す
る
私

に
与

え

ら
れ

て
い
る
。

し
か

し
、

こ
の
と
き

に
は

ま
だ
私

の
本

質

は
明

ら

か

に
さ

れ

て

い
な

い
。

デ
カ

ル
ト

の
推
論

は
続

い
て
、
存

在

す

る

こ
と

が
確

信

さ
れ

た

こ
の
私
が

何

で
あ

る

の
か
を
求

め

る
。

そ
し

て
、

こ

の
と

き

の
探

求

方
法

も
懐
疑

で
あ

り
、
思

惟

を
除

い
た

一
切

は
否

定

さ
れ
、

最
後

に

「
思
惟

の
み
は
私

か
ら
切

⑳

り
離

さ
れ

え
な

い
」

こ
と
か
ら

「
私

は
思

惟

す

る
も

の
」

で
し

か
な

い
と
結

論

さ
れ

る
。

⑳

「
私

は
思

惟
す

る
も

の
で
あ

る

」

と

い
う
本
質

の
明

証

性

は
、
「
私

は
あ

る

と

い
う

こ
と

と
同

じ

ほ
ど

に
真

」

と

い
う

こ
と

か
ら
得
ら

れ

る
。

「
私

は
思
惟

す
る
も

の
で
あ

る
」

と

い
う

こ
と
を
拒

む

こ

と
は

、
門私

は

あ

る
」
と

い
う

こ
と
を
拒

む

こ
と
に
等

し

い
。
し

か

し
、
私

の
存

在

の
明

証

性

は
決

し

て
拒

ま
れ
得

な

か

っ
た

。

こ

の
存

在

の
明

証
性

に
基

礎

づ
け

ら

れ

て
本
質

の
明
証

性

は
得

ら
れ

る
。

そ
れ

ゆ

え
、
存
在

の
明
証
性

は

本

質

の
明

証
性

に
先

立

ち
、
後
者

が

語

ら

れ

る
場

を
開

い
て

い
る
。

し
た
が

っ
て

『
省
察

臨

で
、
「
私

は
思

惟

す
る
も

の
で
あ

る
」

と

い
う

こ
と
が

確

信

さ

れ

る
た
め

に
要

求

さ
れ

る

こ
と

と

し

て
私

が
確

信

し

て

い
る
も

の

の

「
明
蜥

か

つ
判

開

な
認

識

」
以
外

の

い
か
な
る

も

の
で
も

な

い
と

い

う

こ
と

か
ら
、

明
証
知

の
規
則

が

た

て
ら

れ
る
場

合

、

そ

の
基

礎

を

な
し

て

い
る

の
は

や
は
り

、
私

の
存

在

の
明
証
性

で
あ

る
.

私

の
存

在

の
明
証
性

が

得

ら
れ

る

と

き
、

思
惟

す

る

こ
と
、

あ
る

い
は

よ

り
具

体
的

に
は
疑

う

こ
と

に
お

い
て
、

そ

の
明
証

性

が
意

識

に
と
ら

え
ら

れ

る

の
で
あ

っ
た
。
こ

の
と

き
、

デ

カ

ル
ト
は

思
惟

の
主

体

と

し

て
の
私

を
端
的

に
立

て
て

「
私

は
あ

る
」

と
す

る
が

、
こ
の
根
拠

は

「
『思

惟

す

る
私

』
を
思

惟

す
る

」
と

い
う
構

造

を

も

つ
よ

う
な
反

省

的

な
思
惟

に
求

め
ら
れ

る
わ

け

で
は

な

い
。

「私

は
思

惟

す

る
」

と

い
う

こ
と
は
自

分

の
思

惟

の
対
象

と
は

さ
れ
ず

、

「思

惟

し

て

い
る
し

と
思
惟

さ

れ
た
私

は

、
思
惟

し

て

い
る
私

に
他

な

ら
な

い
。
む

し
ろ

デ
カ

ル
ト

に
お

い
て
は
、



一
切

の
思

惟

は

は
じ
め

か

ら
根

源
的

に
反
省

的

で
あ

り
、
決

し

て
非

反
省

的

な
思
惟

と

い
う
よ
う

な
も

の
は
な

い
。

こ
れ
は

『第

七
答

弁

』
が

明

⑳

ら

か

に
す

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、
ま

た

『省

察

撫
本

文

で
も

、
「
見

て
い
る
」

と

い
う

こ
と

は

「
『
児

て

い
る
』
と
思

っ
て
い
る
」

こ
と
と
異

な
ら

な

⑳

い
と
語

ら
れ

る
よ

う

に
、

す

べ
て

の
思

惟

は
反
省

的

で

あ
り

、
そ

の
透

明

さ

の
構
造

の
中

で
私

に
意
識

さ
れ

て

い
る
。

し

た
が

っ
て
、

こ

の
構

造

の
中

で
、
私

は
、
「
私

は
思
惟

す

る
」

の
不

可
避

的

な

あ

ら
わ

れ
を

経
験

し

て
い
る
。
あ
る

い
は
意
識

さ
れ

る

と
も

認
識

さ
れ

る
と
も

言
わ

れ

て
よ

い
が
、

こ

の
あ
ら

わ
れ

は

一
種

の
発

見

と

し

て
私

た

ち

に
は
受

け
取

ら
れ

て

い
る
と

い
う

こ
と
が
重
要

で
あ
る

。

そ

の
こ
と

の
意

味

は

、
私

た
ち

は
存

在

を
自
分

の
力

で

つ
く
る

こ
と
が

で

き

な

い
と

い
う

こ
と
、

た
だ

あ
ら

わ
れ

て

い
る
存
在

を
前

に
し

て
そ

の
こ
と
を
承

認

す

る
以
外

に
は
な

い

こ
と
、

こ
れ
が

『
省
察

』

に
お
け

る

私

の
存

在

の
発

兇

で

あ
り
経

験
だ

、

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

㈱

と

こ
ろ

で
、
思
惟

か
ら
存
在

へ
と

い
う
移

行

を
論

拠

づ

け

る

こ
と

に
お

い

て
、
デ

カ

ル
ト
を

「
近
代

観
念
論

の
正
統

的
綱

始
者

」

と

し

て
描

き

出

す

ア
ム

ラ

ン
に
よ
れ

ば

、
「
思

惟

は
思

惟

す

る
主

体

を
含

む

。
そ
し

て
、
私

は
そ

の

こ
と
を
自
分

の
内

に
見

る

の
だ

か
ら

、
私

に
は
自

分

が
存
在

し

て
い
る

こ
と
が

わ

か
る

の

で
あ

る
。

…
…

し
た

が

っ
て
推

論

は
も

は

や
、
思

惟

の
存
在

か
ら
、
思
惟

す

る
主

体

の
存

在

を

と
き
は

な

つ
こ
と

し

か
必
要

と

し
な

い
。
…

…

コ
ギ

ト
は

思

惟

か
ら
存

在

へ
の
運

動

で

あ
り
、
歩

み
な

の

で
あ

る
。
他

方

、
思
惟

か
ら
出

発

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

コ

㈱

ギ

ト
が
到
達

す

る
存

在

は
、
指

向

的

で

あ

り
、
当

然

、

思
惟

に
内

属

す

る
存

在

で
し

か
あ
り

え
な

い
雌

し
か
し

、
私

た
ち

は
、

こ

の
よ

う
な
主
張

を
退

け
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

な
ぜ

な

ら

、

コ
ギ

ト

に
よ

っ
て
到

達

さ

れ
る
存

在

は
、
思

惟

に
内

属

す

る
よ
う

な
存
在

で
あ

っ
て
は

な
ら

な

い
か

ら

で
あ

る
。

そ

こ
で
私

た

ち
は

、
『
第

二
省

察

』

で
得

ら

れ

た

と

し
た

「私

の
存

在

の
明

証
性

」
が
語

る
存
在

に

つ
い
て
の
考
察

を
深

め
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

右

の
問
題

に
答

え

て
お
く
必
要

が

あ
る

だ

ろ

う
。

な

る

ほ
ど

、
開
証

性

一
切

は

、
私

の
意

識

に
と

ら
え
ら

れ
な

い
限

り
、
私

に
は
わ

か
ら

な

い
。

だ

か
ら

、

そ

の
明

証
性

が

、

た
と
え

ど

の
よ

う
な

も

の
で
あ

っ
て
も

、
意
識

に
と
ら

え
ら

れ
ね
ば

な
ら

な

い
以
上

、
私

の
存

在

の
明

証
性

と

い
え

ど

も
、
観

念

と

し

て
と
ら

え
ら

れ

て

い
る

と
言

わ

れ

る

こ
と
が

で
き
る
。

し

か
し
こ

の

こ
と
は
、
私

の
存
在

が
私

の
思

惟

の
内

に
閉
ざ

さ
れ

て

い

る
と

い
う

こ
と
を

、
直

ち

に
言

う
も

の

で
は

な

い
。
私

は
疑

い
思
惟

し

て

い
る
。

そ

の
限

り
、
私

が
疑

い
思

惟

し

て

い
る
こ

と
は
、
私

の
意

識

に



と
ら

え
ら

れ

て

い
る
。

私

の
思

惟

の
諸
活

動

一
切

は

、
私

に
意
識

さ
れ
ず

に
は

お
か
な

い
。

し
た
が

っ
て
、
思

惟

す

る

こ
と

に
お

い
て

「
私

の
存

在
」

が
観

念

と
し

て
私

の
意
識

に

と
ら

え
ら

れ

る

と

い
う

こ
と

は

、
私

の
意

識

に
私

の
意
識

の
存
在

が

と

ら
え
ら

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と
、
あ

る

い
は
私

の
意
識

の
存

在

が
意

識

に
あ

ら

わ

れ

て

い
る

こ
と
以

外

の
何

も

の
も

意
味

し
な

い
。

と

こ
ろ

で
、
『哲

学
原

理

』

に

よ
れ
ば

、
実

体

と

そ

の
属
性

間

に
あ
る
区

別

は
理
論

的

区
別
　

で
し

か
な

い
。
理
論

的

区
別

の

の

ゆ
ゆ

ゆ
ゆ

と
は
、
実

体

間

の
区
別

を
言

う
実

在

的

区
別
　

、
様

態
間

の
区
別

を

吾
う
様
態

的
区

別
　

と
異

な

っ
て
、

29

「
そ
れ

な

し

に
は
実
体

そ

の
も

の
が

理
解

さ
れ

え

な

い
よ

う

な
属

性

と

そ

の
実

体

と

の
間

に
あ
る
」
区
別

で
あ

る
。
と

こ
ろ
が

、
「
実

体

か
ら

そ
の

⑳

属
性

を
排

除

し

て
し
ま

う

と
寸

そ

の
実
体

の
明
晰

判

明

な
観
念

を
形

成
す

る

こ

と
が

私

た
ち

に
は

で
き
な

い
」

と
語

ら
れ

る
よ

う

に
、
私

た
ち

が

実

体
を

知

り

う
る

の
は
、

そ

の
属

性

を
介

し

て
だ

け

で
あ

る

。
し

た
が

っ
て
、
理
論

的

区
別

と
は

、
単

に
私

た
ち

の
思

惟

に

お

い
て

の
み
あ

る
区

別

に
す
ぎ

な

い
こ
と

に
な
る
。
私

た

ち

は
、

そ

の
属

性

に
よ

っ
て
そ

の
も

の
を
知

る

の

で
あ

っ
て
、
自

己

の
思
惟

を

通
じ

て
思
惟

す
る
も

の
で
あ

⑳

る
私

の
存

在

を
知

る
し

か
な

い
。

そ
れ

ゆ

え
ま

た

、
デ

カ

ル
ト

に
と

っ
て

は
、
思
惟

の
内

に
閉

ざ

さ
れ

て

い
る
存

在

な
ど
考

え
ら

れ

て
い
な

い
。

　

　

こ
の
よ

う

に
し

て
、
思
惟

す
る
私

が
意

識

さ
れ

て
い
る

と

い
う

こ
と
は
、
思

惟

す
る
私

が
意
識

さ
れ

て
あ
る

と

い
う

こ
と
と
区

別

さ
れ

な

い
。

こ

こ
で
は

じ
め

て
、
自

明

と

い
う
言

葉

が
使

わ

れ

る

こ
と

が

で
き

る
。
私

は
、

た
だ

思

惟

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
私

の
存
在

の
自

明
性

を

と
ら

え

る
。

そ
し

て
、

こ

の
よ
う

に
自

明

な
私

の
存

在

の
明

証

性

こ
そ
が

、
他

の

一
切

の
明
証
性

に
先

立

っ
て
独
自

に
明

ら

か

に
さ
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

他

の
明

証
性

に

つ
い

て
検

討

さ
れ

る

こ
と

が

で
き

る
場

が

開

か
れ

る
。
事

実

、
私

の
本
質

の
明

証
性

に

つ
い
て
も

そ

の
例
外

で
は

な

い
こ
と

は
、

す

で
に
見
ら

れ

た
通

り

で
あ

る
。

私

た
ち

は
、
自

明
性

と

い
う

こ
と
を

提
出

で
き

る
唯

一
の
も

の
と

し

て
、
私

の
存

在

の
明
証

性
を
位

置

づ
け

る

こ
と

が

で
き

る

と
考

え

る
が

、

こ

の
点

の
考
察

を

さ

ら

に
深

め
た

い
。

ま
ず

、

こ

の
議

論

の
要

点

は

、
私

の
存
在

の
明
証
性

が
私

の
本
質

の
明
証

性

に
先

立

つ
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

、
『
第

一
答

弁

』

は
、

こ
れ

と
逆

の

こ
と
を

「真

の
論

理

学

の
法
則

」

に

つ
い
て
語

っ
て

い
る
よ

う

に
思
わ

れ

る
。
「真

の
論

理
学



の
法
則

に
従

え
ば

、

あ
ら

か
じ

め
そ

れ
が

何

で
あ

る

の
か
が
知

翼

Φ
欝
σq
o
奉

ら

れ

て

い
な

け
れ
ば

、
そ

れ
が

あ
る

の

か
ど

う

か
問

わ

れ
る

べ
き

で

働

は
な

い
…

…
Q
」

し

か
し

な
が

ら
、

こ
の

こ
と
が
語

ら

れ

る

の
は

、
神

の
存

在

証

明

に
関

す

る
部

分

で
あ

り
、
デ

カ

ル
ト
は
、
神

の
存

在
証

明

に

つ
い
て
も

、
意

識

に
と
ら

え
ら

れ

て

い
る
観

念

を
唯

一
の
手

が

か
り

と

し

て
証

開

を
展

閥

す

る

の
で
あ

る
か
ら

、
右

の
デ

カ
ル

ト

の
主
張

は

あ
ま

り

に
当

然

で
あ

る
。
意

識

に

と
ら
え

ら
れ

て

い
る
諸

観

念

に

つ

い
て
、

そ

う

い
う
諸

観
念

が
表

象

す

る
何

か
が

、
私

の
外

に
存
在

し

て

い
る

の
か

ど
う

か
を
検
討

し

て
ゆ
く

以
上

、
「
そ

の
何

で

あ

る
か
」
が
私

に
知

ら

れ

て

い
な

い
よ
う

な
も

の
に

つ
い

て
は
、
そ
れ
が
存

在

し

て

い
る

の
か
ど

う
か
を
検

討

し
よ

う

と
す

る

こ
と
は

、
本
来

的

に
不
可

能

で
あ

る

こ
と

は
明

ら

か

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
「貞

の
論
理

学

の
法
則

」

は
、
私

の
意

識

に
と
ら

え
ら
れ

て
い

る
諸

々
の
観

念

ひ
と

つ
ひ
と

つ
に

つ

い
て
適

用

さ
れ

る

の
で

あ

っ
て
、
私

の
存

在

そ

の
も

の
に

つ
い

て
は
明

ら

か

に
適
用

さ
れ
得

な

い
。

私

の
存

在

の
明
証

性

は
、
「
私

の
何

で
あ

る

か
」

が
知

ら

れ

る
に
先
立

っ
て
獲

得

さ
れ

て

い
た
。
し
た
が

っ
て
、
は

っ
き

り
と
主

張

す

べ
き
は

、

『省

察
』

の

コ
ギ

ト
は
特
権

的

だ

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ
れ

は
、
「
真

の
論

理
学

の
法
則

」
が
適

用

さ
れ

な

い
唯

一
の
も

の

で
あ
る

と

い
う

こ
と

で
あ
り

、
さ
ら

に
言

え
ば

、
「真

の
論

理

学

の
法

則

」
が

適
用

さ
れ

る
場

を

設

け

る
と

い
う
意
味

に

お

い
て

で
あ

る
。

つ
ま
り

、

3
ギ

ト
が
特
権

的

鍛

で
あ

る

の
は
、
本
質

か
ら
存

在

が

た

て
ら

れ

る
か

ら

で

は
な

惣
。
私

の
存

在

が
明

ら

か

に
さ
れ

た
と
き

に
は
、
私

の
本

質

は
ま
だ

知

ら

れ

て
い
な

い
。

そ
う

で
は

な
く

て
、

そ

の
特

権

的

で
あ

る

こ
と

の
意

味

は
、
独

自

に
自

分

の
存

在

の
明
証

性

を
ま
ず
獲

得

す
%

こ
と
が

で
き
、

さ
ら

に
そ

の

上

で
、
自

分

の
本

質

の
明
証

性

を
獲

得

し
え

、
そ

れ

に

よ

っ
て

「
思
惟

す

る
も

の
」

と
し

て

の
自
分

の
存
在

を

、

一
切

の
も

の

に
先

立

っ
て
、
、百

い
あ

ら
わ

す

こ
と
が

で
き

た

、
と

い
う
点

に
求

め

ら

れ

ね
ば

な
ら

な

い
。

そ

し
て
、

こ
れ

に
よ

っ
て
、
私

以
外

の
他

の

一
切

の
も

の

に

つ
い
て
、

そ
れ

ら

の
観

念

が
私

に
と

ら

え
ら

れ

て

い
る
限

り

に
お

い
て
、

つ
ま

り

「
そ

の
何

で
あ

る
か
」
が
知

ら

れ

て
い
る
も

の
に

つ
い

て
そ

の
限

り

、
そ

れ
ら

が
存

在

し

て
い
る

の
か
ど

う

か
を
検

討

す

る
場

さ

え
も

、

灘
ギ

ト
は
設

け

て

い
る
。
諾

い
か
え

れ
ば

、
「曳

の
論
理

学

の
法
則

」
が
適

堀

さ
れ

る
場

を
設

け

て

い
る

の
で
あ

る
。

私

と

い
う
思

惟

す
る
も

の
の
存

在
が

確

保

さ
れ

る

こ
と

、
そ
れ

は

、
思
惟

の
地
平

が

開

か
れ

る
と

い
う

こ
と
を
意
味

す
る
。

こ
の
よ

う
な
思

惟



の
地
平

が
開

か
れ

た
後

に
、
は

じ

め

て

「真

の
論

理

学

の
法

則

」

は
適

用

可
能

と
な

る
。

こ

こ
で

こ
そ
、
私

は

、
思
惟

の
地

平

に
宿

る

一
切

の
観

念

ひ
と

つ
ひ
と

つ
に

つ
い
て
、

そ
れ
ら

の
観

念

が
表

象

す
る
も

の
が
現
実

に
存

在

す

る

の
か
ど

う
か
、
閤

う

こ
と

が

で
き
る
。

そ

し

て
こ

の
具
体

的

な
検

討

が

、
『
第

三
省

察
』

の
歩

み

で
あ

り
、

そ

こ

で
は

、

こ

の
歩

み
の
最

後

に
お

い
て
、
神

の
存
在

が
発

見

さ
れ

る
は
ず

で
あ

る
。

班

『
省

察

』

の

明

証

知

の

規

則

朔第
三
省
塞

の
議
論
鷹
・
馨

の
実
在
嵐
の
原
因
藻

求
す
る
こ
と
を
、
論
点
と
す
る
。
デ
カ
ル
ト
に
議

ば
、
雰

§

が
観
念
と
し
て

知
性

の
内

に
あ

る

こ
の

あ
り
方
　

は

、
ど

ん
な

に
不
完

全

で
あ

ろ

う
と
も
、
無

で
は
な

い
。
私

の
思

惟

に
と

ら

え
ら
れ

て

い
る
諸
観

念

に

つ

い
て
、

そ

の
実

在

性

の
原

因

を

な
す

も

の
が

、
私

の
外

に
求

め
ら
れ

れ
ば

、
私

以
外

に
存
在

す
る

も

の
が

あ
る

こ
と

に
な

る
。

と

こ
ろ
が

、

す

で
に

「
思

惟

す

る
も

の
」

と

し

て
現

実

に
存

在

す

る
私

に
は
、

そ
れ

な
り

の
実

在
性

が
認

め
ら

れ

る
か
ら

、
観
念

の
原
因

が

こ
の

私

の
実

在
性

と
等

し

い
か
あ

る

い
は

そ
れ

よ

り
も
劣

っ
て

い
る

と

い
う
場

合

に
は
、

そ

の
観
念

の
原

因

は
私

に
求

め
ら

れ
る

こ
と
が

で
き

、

し
た

が

っ
て
・
私

と
は
別

の
存

在
者

を

た

て
る

こ
と
は

不
可

能

に
な

る
。

こ
の
よ

う
な
観
点

に
従

っ
て
、
諸
観
念

を
検

討

す

る

こ
と

に
よ
り

、
神

の
観

念

を
除

い
た
他

の

一
切

の
観
念

の
原

因

は
私

に
求

め

ら
れ
得

る

と

い
う

こ
と

が
、
結
論

さ

れ

る
。

た
だ
神

の
観
念

の
実
在
性

に

つ
い

て
は
、
私

を

お

原
因

と
す

る

こ
と
は

で
き

な

い
。

私

は

・
無
限

な

実
体

の
観
念

の
原
因

た
り

え
な

鞠
。

そ
れ

ゆ
え
、

そ

の
よ
う
な
原

因

と

し

て
の
神

が

、
必
然

的

に
存

在

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
く

な

る
。

こ
う

し

て
、
諸

観

念

の
吟

味

か
ら

、
神

の
現
実

的
存

在

が
論
証

さ
れ
る
。

そ

し

て
・

こ
の

こ
と
は

、
前
章

に

お
け

る
私

た

ち

の
主

張

と

正
確

に

一
致

す

る
。

つ
ま
り

コ
ギ

ト
が
開

く
思
惟

の
地

平

に
宿

る
諸
観
念

に

つ
い

て
そ

の
実

在

性

を
検

討

す

る

こ
と

に
よ

っ
て

し
か

、

そ
れ
ら

の
観

念

が
表

象

す

る
も

の

の
存
在
言

い
か

え
れ
ば
観
念

の
現
実

的

な
原
因

の
存

在
を

問

う

こ

と
が

で
き

な

い
と

い
う

こ
と
、

し
た
が

っ
て

、
な

に
よ
り

も
ま
ず

思

惟

の
地
平

が
開

か
れ

る

こ
と
が
必
要

だ

と

い
う

こ
と
、

で

あ
る
。

そ

し

て
、

こ

の
と
き

、
思

惟

の
地
平

を
開

く
原

動

力

を

な
す

も

の

と
し

て
、
私

の
存

在

の
明
証
性

に
支

え

ら
れ

た

コ
ギ

ト
の
特
権
性

が

、
再

び
想

い



起

こ
さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
。

そ
れ

は
ま

た
、

デ

カ

ル
ト

が

『窮

、二
省

察
』

で
展

開

す

る
も

う
ひ
と

つ
の
神

の
存
在

証

開

、

つ
ま
り
私
自

身

の
存
在

を

惟
論

の
根

拠

と

し
て
神

の
存

在

を
論

証

し

よ
う

と

す

る
証
明

に

つ
い

て
も

、

灘
ギ

ト

の
特
権
性

が
根

本

的
な
役

割

を
果

し

て

い
る

こ
と
を

、
意

味

す

る
。
私

は

、
「
思
惟

す

る
も

の
」
と

し

て
現
実

に
存

蕉

し

て

い
る

こ
と
が

、
自
己
完

結
的

に
懐

疑

と

い
う
操
作

に

お

い
て
と
ら

え
ら

れ

て

い
る

か
ら

こ
そ
、
神

の
存

在

を
証

明

す

る
髭

論

の
基
礎

と

な
り

う
る

の
で
あ

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
、
『
第

一
答

弁

』

は
、
「
い
か

な
る
原
因

の
系

列

に
も

依

拠

せ
ず

、

い
か

な
る
も

の
も

そ
れ
以
上

に
知

ら

れ

て

い
る
も

の
は

あ
り

え

な

い
ほ
ど

に
私

に
知

ら
れ

て
い
る
と

こ
ろ

の
、
私

自
身

の
存

在

を
使

㈱

用

す

る

こ
と
を

、
む

し

ろ
選
ん

だ

」

と
語

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
れ
ま

で

の
議

論

に

よ

っ
て
、

そ

の
存
在

が

明

ら

か

に
さ
れ

た

の
は
、
私

と
神

の

み
で
あ

る
。

し
か

し
、
観
念

の
実

在
性

を
検

討

の
主

題

と
す

る
考

察

に
よ

っ
て

は
、
そ

の
存

在

が
疑

わ

れ
た

ま
ま

で

あ

っ
た
他

の
存

在
者

一
切

に

つ
い
て
も

、
『
第

六
省

察
』

で
、
す

で

に

『第

三

省

察

』

で
存

在

が
証

明

さ
れ

た
神

の
誠
実

に
訴

え

て

、
存

在

証

明
が
行

な
わ

れ

、
外
部

の
世

界

(物
体

世

界
)

も

そ
の
存

在

が
同
復

さ
れ

る
。

こ

れ

に

つ
い
て
は
、
今
論

じ

る

こ
と
は

で

き

な

い
が

、

し
か

し

こ

の
点

の
考
察

を

省
略

せ
ざ

る
を
得

な

い
と

し

て
も

、
デ

カ

ル
ト

に
お

い
て

一
切

の

存

在
者

が
語

ら
れ

る

の
は

、
思

惟

の
地
平

に
宿

る
諸

観

念

を
介

し

て

で
あ
り

、

こ
の
よ

う

な
場

を
提
出

す

る
も

の
と

し

て
、
思
惟

す

る
も

の

で
あ

る
私

の
存

在

が
ま
ず

第

一
に
た

て
ら

れ

ね
ば

な
ら

な

か

っ
た

、

と

い
う

こ
と

は
変

わ
ら

な

い
。

こ
の
点

を
確
認

し

て
お

い
て
、
次

に
私

た
ち
は

、

明
証

知

の
規
則

に
戻

り
、
明

晰
判

明

な
観

念

あ
る

い
は
認
識

の
位
置

づ

け
を
行

な
お
う

。

明

証
知

の
規

則

は
、
「私

は
思
惟

す

る

も

の

で
あ

る
」
と

い
う

こ
と

を
確
信

す
る

た
め

に
何

が
要
求

さ
れ

る
の
か

を
考

え

た
場

合

、
そ

の
明

漸
判

明

な
認
識

以
外

に
は

な

い
と

い
う

こ

と

か
ら

、
『
第

三
省

察
』

で

た

て
ら

れ
た

。
し
か
し
、
私
が
明

晰
判

萌

に
認
識

し
た
も

の
が
偽

で
あ

る
と

い
う

㈱

こ
と
が

一
度

で
も
生

じ

え
た

と
す

れ
ば

、

明

蜥
判

明

な
認

識

と

い
え
ど

、
私

に
確

信
を

も

た
ら
す

こ
と

は
で
き

な

い
。
前
章

で
私

た
ち
が
見

た

よ

う

に
、
「私

の
認
識

の
秩

序

」
と

「
も

の

の
真

理

の
秩

序

」

が
切

り
離

さ
れ

て

い
る

『
省
察

』

で
は
、
明

晰
判
明

な
認

識

が
、
直

ち

に
も

の

の
真
理

に

つ
い
て
私

を
確

信

さ

せ
る

こ
と

は

、

で
き

な

い

の

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、

デ
カ

ル

ト
は
、
誤
謬

が
ど

こ
に
成

り
立

つ
の
か
を
検
討

し
、
明

晰

判

明

な
認
識

を
両

秩
序

と

の
関
係

の
中

で
位
置

づ

け
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
明
誕

知

の
規
則

を
根
拠

づ

け

る
。
『第

三
省

察
』
蟹

頭

で
提

示

さ
れ

る
明



証

知

の
規
則

が

、
結
局

そ

の
妥

当
性

を
得

る

の
は

、
『
第

四
省

察
』

の
末

尾

で
あ
る
。

こ

の
根

拠

づ
け

の
議
論

に

つ

い
て
、

そ

の
結
論

の
み
を
言

う

と
、
誤

謬

の
原
因

は
、
私

の
自

由
意
志

の
誤
用

、

つ
ま

り
明

晰
判

明

に
認

識

し

て

い
な

い
場
合

に

は
、
判

断

を

さ

し

ひ
か

え
る

べ
き

で
あ

る

に
も

か

か
わ
ら
ず

、
肯

定

す

る
か
否
定

す

る
か
す

る

こ
と

に
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
明

晰
判

明

な
認
識

そ

の
も

の
に
誤

謬

を
語

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

し

た
が

っ
て
、
明
晰
判

明

な
認

識

に
の

み
同
意

し

て

い
れ
ば

、
誤

る

こ
と

は
な

い
。

そ
れ

な
ら
ば

、
明

晰
判

明

な
認
識

と
は

、
も

の
の
真

理

の
秩
序

に
お

い
て
も
妥

当
性

を
も

っ
て

い
る

こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
、

デ

カ

ル
ト
も

、

そ

う
結

論

す

る

こ
と

に
な

る

の
だ

が

、
そ

れ

に

つ

い
て
言

及

す

る
前

に
、
『第

三
省
察

』
で

と
り
あ
げ

ら
れ

る
観

念

の

「
質
料

的
虚

偽

」

の
問
題

を
考

え

た

い
。

そ

こ
で

は
、
も

の
で
は

な

い
も

の
を

も

の

で
あ

る

か

の

ご
と
く
　

表
象

し

て
い
る

と
と
ら

え
ら

れ

る
観

念

が
、

ロ

質

料
的

虚
偽

で
あ

る
と

さ
れ

偽
。

デ

カ

ル
ト

の

こ
の
議

論

は

、
実
在

性

を
根

本

の
問
題

と
す

る

。
私

の
認

識

が

、
も

の
す

な

わ
ち

実

在

で
満

た

さ

れ

て

い
な

い
に
も
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
よ

う
な
認

識

に
同

意

す

る
な

ら
ば

、
「
も

の

の
真
理

の
秩
序

」

に
無
関

係

な

、
誤

っ
た
判
断

が
生

じ

る
。

そ

こ
で
・
デ

カ

ル
ト
は
・
は

っ
き

り
と
言

う
。
「
明

晰
判

明

な
認

識

は
何

か
　

(仏
訳

は
　

)

で

㈹

あ
る
」
、
「
明
晰

判
明

な
認
識

は
作
者

と
し

て
神

を

必
然

的

に
も

た
ね
ば

な

ら

な

い
」
、

し
た
が

っ
て

「
明
晰
判
明

な
認

識

は
真

で
あ

る
感

こ
の
よ

う

に
・
明
晰

判

明

な
認

識

は
神

の
創

造

に
な

る
も

の
と

さ
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
私

の
認
識

の
秩
序

と
も

の

の
真

理

の
秩
序

は
完

全

に

一
致

す
る

か
ら

・
明
証

知

の
規

則

は

そ

の
妥

当
性

を

得

る

こ

と

に
な

る
。

明

晰
判

明
な
認

識

が
疑

わ

れ
る

こ
と

が

で
き
な

い
の
は
、
神

の
創

造

に

な
る
も

の

冨

の
だ

か
ら

で
あ

り
・

こ
の

こ
と
が
意

味

す

る
の

は
、
明

晰
判

明

な
認
識

と
は

、

つ
ね

に

一
切

の
実

在

の
根

拠

で

あ
る
神

に
結

び

つ
け

ら

れ

て
そ

の
妥

当
性

を
保
持

し

て

い
る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

N

結

び

こ
れ

ま

で
何

度

も
繰

り
返

え

さ
れ

た

よ

う

に
、
私

の
認

識

の
秩
序

と
も

の

の
真
理

の
秩
序

と
を
分

け

、
か

つ
そ

れ
ら

の
関

係
を

明

ら

か

に
す
る



こ
と

に
よ

り
、
私

の
認
識

一
切

は
、
『
省

察

』

の
存

在
論

の
構
図

の
中

で
位

置

づ

け
ら

れ

る
。
こ
れ

に
よ

っ
て
明
証

知

の
規

則
は

、

二

つ
の
秩

序

の

一
致

に

み
ら
れ

る
形
而

上
学

的

確
実

性

を
備

え

た
認
識

と
は
何

か
を
、
教

え
る
。
『
省
察

』

の
明
証

知

の
規
則

が
語

る
確

実
性

は

、
二
秩
序

の

一
致

を
根
拠

と

し

て

い
る
。

し
た
が

っ
て
、

こ

の
確

実
性

は

、
共

通
概
念

(
公
理

)

が
意
味

す

る
必
然

的
結

合

と

い
う
論

理
性

を
根

拠

と
す

る

『方

法

序

説
』

の
確

実
性

と
異

な

っ
て

い
る

の
は
、
八
,
で

は
明

ら

か

で
あ
る
。

ま

た
、
『
省
察

』

で
は
、
私

の
存

在

の
明

証

性

あ

る

い
は
自

明
性

が

、

一
切

の
議
論

を
切

り
開
く
。

こ
れ

に
支

え
ら
れ

て
、

私

の
本

質

の
明
証

性

が

と
ら

え
ら
れ

る
。

こ

こ
で
は
、

二

つ
の
明

証
性

は
、

明
ら

か

に
異

っ
た

レ
ベ

ル
に
属

す
。
私

た
ち

は
、

そ
の
特

質
を

、
存

在

の
明
証
性

の
優

越

ω

と
語

る

こ
と

が

で
き
よ

う
。
し
た

が

っ
て
、
『
省

察

』

で
は
、
『
第

三
省
察

』

の
論
述

ど

お
飯

、
明
証

知

の
規
則

の
原

理
的

判
断

を

な
す

の
は

、
「私

は
思
惟

す

る
も

の
で
あ

る
」

に
求

め

ら

れ

ね
ば

な

ら
ず

、

こ
れ

に
、
件

の

二
秩

序

の

一
致

、

あ
る

い
は
存

在

の
明
証
性

に
基

礎

づ

け
ら
れ

た
私

た

ち
の
明
晰

判
明

な
認

識

の
原

型
を

見

る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
れ

に
対

し

て

『方

法
序

説

』

で
は
、

一
切

の
明
証
性

は
同

じ

レ
ベ

ル
に
あ

る
か
ら

、

みる

　
コ

基
礎

づ
け

の
関
係

は
見

ら
れ

な

い
。

そ

こ
で

は
、
共

通

概
念

の
明
証

性

に
等

し

い
明
証
性

を

、
方

法

の
理
念

に
基

づ

い
て
得

よ

う

と
す

る

こ
と
だ

け
が
問
題

で
あ

る
。
こ
の

こ
と

は
、
『
規

則
論

』

が

、
長

い
推

論

の
連

鎖
を

単
純

本
性

及

び

そ
れ
ら

の
必
然
的

結
合

の
直

観

に
還
元

す
る

こ
と

に
よ

姻

っ
て
、
明
証
性

が
得
ら

れ

る
と
考

え

た
方

法

の
理
念
ど

、
ど

れ

ほ
ど
異

っ
て

い
る
だ

ろ
う

か
。
だ

か
ら

、
す

で

に
第

一
章

で
見

ら

れ
た

よ
う

に
、

『方

法
序

説

』
の
明
証
知

の
規

則

の
原

理

的

判
断

を

な
す

の

は
、
「
思
惟

す

る

た
め

に
は
存

在

す

る
必
要

が
あ

る
」
と

い
う
共
通
概

念

の
明
証

性

を

そ
な

え
た

「
私

は
思
惟

す

る
、
故

に
私

は
あ

る
」

で
あ

っ
た
わ

け

で
あ
る
。

『方

法
序

説
』

の

コ
ギ

ト
命

題

は

、
論

理
的

必

然
性

に
成

り
立

つ
真
理

の
規
準

と

な

る
も

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、
『省
察

』

の

コ
ギ

ト
命

題

は
、
件

の
二

つ
の
秩

序

の
断
絶

に
も

か

か
わ
ら

ず

、
独

自

に
妥

当
性

を
得

る

こ
と
の

で
き
る
も

の
で
あ

る
と
同
時

に
、

こ
れ

に
よ

っ
て
人

間

の

認

識

の
妥
当

性

を
基
礎

づ
け

る
場
面

を

開

く
原

理

的

判
断

な

の
で
あ

る
。
以

上

の
こ
と
を
確
認

し

て
、
私

た
ち
は

こ
の
考

察

を
終

え
た

い
。
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論
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論
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㈱

形
而
上
学
的
確

実
性
と

い
う
言
葉

は
、
『哲
学
原
理
』
第

一
部

十

二
節

の
仏
語
版
、
及
び
第
四
部

二
百
六
節
か
ら
借
屠

し
た
。

⑱

「
(
そ
れ
ゆ
え
)
も

し
私
が
、
通
常

の
確
実
性
以
上

の
確
実
性
を
求
め
た
の
で
な
け
れ
ば

、
『第

二
省
察
』

に
お

い
て
、
精
神

に
は
物
体

に
属

す
る
よ
う

な
な

に
も

の
も
帰

さ
れ
る

こ
と
が
な

い
と
し
て
も
、
精
神

は
現
存
す
る
も

の
　

と
知
解
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
と
は
逆

に
、

た
と
え
身
体

に
は
精
神

に
属

す
る
よ
う
な
な
に
も

の
も
帰

さ
れ
る

こ
と
が
な

い
と
し
て
も

、
身
体
も
実
際

に
現
存
す
る
も

の
と
し

て
知
解
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
、
以
上

を
示

し
た
こ
と
で
満
足

し
た
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

そ
し
て
、
精
神

が
身
体

か
ら
実
在
的

に
　

区
別

さ
れ
る
と

い
う
こ
と
を
論
証
す
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る
た
め
に
、
そ
れ
以
上

は
何
も

つ
け
糠

え
な
か

っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
普
通
に
は
、
す

べ
て
の
も
の
が
、
私
た
ち
の
認
識

の
秩
序

に
お

い
て
あ
る
の
と
同
じ
仕
方

で
、
奥

理
そ
の
も

の
の
秩
序

に
お
い
て
あ
る
、
と
私
た
ち
は
縄
断
す
る
か
ら

で
す
已

『第
四
答
弁
』
　

㈱

『第

四
答
弁
　

な
お
、
心
身

の
実
花
的
区
別
が

『第

六
省
察
幅
ま
で
保
留
　さ
れ

て
い
る
こ
と
を
萌
紀
す
る
テ
キ

ス
ト
と
し
て
、
他

に

『省
察
』
概
.要
　

、
『
第

.
一答
弁

』
　

及
び
　

、
『第
三
答
弁
』
　

及
び
　

、
『第
五
答
弁
』

　
⑳

『第

三
省
察
』
　

⑳

『第

二
省
察
』
　

㈱

『第

二
雀
察
』
　

23

『第

七
答
弁
』
　

㈱

『第

二
省
察
』
　
　

　
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
ア
ム
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、

コ
ギ

ト
の
実
体
化

は
そ
の
虚
当
な
範
躍

を
逸

脱

し
た
も

の
と
断
定
さ
れ
る
。

㈱

『哲
学
原
理
蔓

第

一
部
編ハ
○
槽即
　

㈱

『哲
学
一原
柵埋
瞼
鱗
用
一
部
山ハ
↓
慾即
　

O

㈲

『折
口
学
原

理
』
第

一
部
ムハ
ニ
笛
卯
　

編㈹

『哲
学
原
理
』
第

一
部

山ハ
ニ
節
　

㈹

『哲
学
原

理
』
第

一
部

五
二
節

で
は
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ

て
い
る
。
「
実
体
は
、
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
の
こ
と
だ
け
か
ら

は
、

す
ぐ
に
は
気
づ
か
れ
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在

し
て

い
る
も

の
と
い
う

こ
の
こ
と
だ
け
で
は
、
そ
れ
自
体

に
よ

っ
て
私

た
ち
に
働

き
か
け
る

こ
と
は
な

い
か
ら
で
す
。
(
中
略
)
何
ら

か
の
属
性

が
現

に
あ
る
と
私
た
ち
が
認
識
す
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
そ
う
い
う
属
性
が
帰

さ
れ
う
る
何
ら

か
の
存
在

し
て
い

る
も

の
、
す
な
わ
ち
実
体

が
必
然
的

に
ま
た
現

に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
私

た
ち
は
結
論

す
る
か
ら
で
す
凶
　

㈱

『第

一
答
弁
』
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鮒

ブ

ラ
ン
シ

ュ
ヴ
ィ

ッ
ク
は
、
基
本

的

に

「本
質

か
ら
存
在

へ
」
の
図
式
を
受
け
入
れ
て

い
る
。
「精
神

は
こ
の
本
質

そ
の
も

の
に
お
い
て
存
在

に
到
達

す

る
　

岡

デ

カ
ル
ト
の
用
語

で
は
、
客
観
的
実
在
　

鱒

『
第
三
省
察
葱
　

侶⑤

門
私
は
有
限
な

の
だ

か
ら
、
無
限

な
実
体

の
観
念

は
、
実
際

に
無
限
な
実
体
か
ら
生

じ
た
と

い
う
の
で
な
け
れ
ば

、
私

の
内

に
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
]

『第

三
省
察
』
　

㈱

『
第

一
答
弁
』
　

岡

『第

三
省
察
』
　

㈹

『第

三
省
察
』
　

㈹

『
第
四
省
察
』
　

ω

『
第
三
省
察
』
　

働

と

こ
ろ
が
、
『
方

法
序
説

』
第

四
部

に
お

い
て
、
「
形
而
上
学
的
確
実
性
」
と

い
・2
君
葉
が
見
出
さ
れ
、
そ

こ
で
は
明
証
知

の
規
則
は
神

の
誠
実

の
保
証

　

　

を
受

け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と

い
う
議
論

が
展
開

さ
れ

る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
観
念
が

「
明
噺
判
明
」

で
あ
れ
ば
観
念

は
実
在
的
な
も
の

つ
ま
り
神

の
創

り

の

造

に
な
る
も

の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
真

で
あ
ら
ず

に
は
お
か
な

い
　

)。

デ
カ
ル
ト
に
は
、
「永

遠
真
理

の
創
造
説

」

と
い
う
考

え
方

が
あ
り
、
『方
法
序
説
』
執
筆

(
一
六
三

七
年
)

に
先

立

つ
、

一
六
三
〇
年
の
書
簡

二
通

(
い
ず
れ
も

メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
)
に
す
で
に
見
ら
れ
る
(
ア
ル
キ

ェ
編

の

リ

デ
カ

ル
ト
作
品
集
第

一
巻
　

)。
し

た
が

っ
て
、
明
噺
判
開
な
観
念

す
な
わ
ち
真
理
、
本
質
は
、
神

の
創
造

に
よ

る
も

の
だ

と
い
う
点

に

つ

い
て
は
、

一
六
三
〇
年
当
時

か
ら

一
貫

し
て
保
た
れ
て

い
た
こ
と
は
、
問
違

い
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
『方
法
序
説
』
の

罰
ギ
ト
命
題
が

語

ら
れ
る
場
面
で
は
、
全
く
議
論

に
介

入
し

て
い
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、

コ
ギ
ト
命
題
を
基
礎

と
し
て
、
形
而
上

学
的

確
実
性
を
探
求

し
よ
う
と
す
る
形
而

ヒ
学

は
、
『
方
法
序
説
』

に
は
な

い
。

㈹

『規
則
論

』
第

八
規
期
　

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
倫
理
学
)
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