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普
遍
言
語
・
普
通
エ
ク
リ
チ
ュ

J
ル

ア
ダ
ム
の
言
葉

当
時
の
ヨ

i
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
言
語
の
問
題
は
大
き
な
知
的
関
心
を
も
た
れ
た
も
の
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

そ
の
な
か
で
、

一
方
に
は
過
去
へ
朔
ヲ
て
原
初
の
自
然
言
語

〈
ア
ダ
ム
の
言
語
〉
を
求
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
他
方
に
は
未
来
へ
向
か
っ
て
、
代
数
学
の
発
展
と
も
併
行
し
て
人
為
的
な
普
通
言
語
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
動

き
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
両
者
は
げ
世
紀
に
お
い
て
微
妙
に
交
錯
す
る
。

言
語
の
問
題
は
西
洋
で
は
古
代
以
来
、
哲
学
の
中
心
課
題
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
「
知
性
」
や
「
思
考
」
の
明
断
さ
を
曇
ら
せ
、
綬
昧
に
し
て
し
ま
う
っ
言
語
」
に
つ
い
て

は
、
古
代
ギ
リ
シ
に
お
い
て
も
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
提
起
が
み
ら
れ
る
が、

日

l
u世
紀
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
盛
ん
に
み
ら
れ
る
普
通
言
語
の

探
求
は
歴
史
的
文
化
的
さ
ら
に
は
哲
学
的
な
地
殻
変
動
が
根
底
に
あ
る
。

コ
ロ
ン
ブ
ス
の
新
大
陸
発
見
や
新
し
い
宇
宙
観
の
浸
透
に
と
も
な
わ
れ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
も
は

や
宇
宙
の
中
心
で
は
な
く
な
る
。
無
限
な
ほ
ど
古
い
中
患
や
、
全
く
新
し
い
未
聞
の
ア
メ
リ
カ

・
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
と
い
う
よ
う
な
、
他
者
の
存
在
も
露
わ
に
な
り
、
根
本

的
に
異
質
な
エ
ク
リ
チ
ュ

l

ル
を
も
っ
古
い
国
と

エ
ク
リ
チ
ュ

1
ル
の
な
い
新
し
い
未
開
の
民
族
の
存
在
は
、

言
語
の
次
元
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
衝
撃
を
与
え
、

ニL

ト
ピ
ア
一一一一塁間
や
普
遍
言
語
の
探
求
が
具
体
的
な
か
た
ち
を
と
っ
て
く
る
。
ま
ず
ル
、
不
ッ
サ
ン
ス
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説
の
な
か
で
諸
々
の
ユ

i
ト
ピ
ア
言
語
の
考
案
が
み
ら

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
八
号

四



デ
カ
ル
ト
と
言
語

四

れ
る
が
、

そ
れ
ら
は
現
存
す
る
言
語
を
も
と
に
し
た
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
シ
ス

・
ペ
イ
コ
ン
の
『
ニ
ュ

l
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
』

で
も
、

そ
こ
で

の
言
語
は
古
代
へ
ブ
ラ
イ
語
や
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
や
ス
ペ
イ
ン
語
で
あ
っ
て
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
や
ト
マ
ス

・
モ

ア
の
作
品
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
普
遍
性
を
表

現
し
う
る
言
語
は
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
文
化
を
土
台
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

η
世
紀
に
な
る
と
言
語
の
探
求
は
様
相
を
変
え
る
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
者
た
ち
は
一
言
語

を
新
し
く
「
発
明
」
す
る
こ
と
を
考
え
る
。
〈
ア
ダ
ム
の
言
葉
V

を
求
め
る
動
き
も
、
新
し
い
科
学
の
影
響
を
被
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
換
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

さ
ら
に

数
学
を
モ
デ
ル
に
と
っ
た
人
工
的
な
普
遍
言
語
も
夢
見
ら
れ
る
。
普
遍
の
哲
学
言
語
の
発
想
は
、

フ
ラ
ン
シ

ス
・
ベ
イ
コ

ン
が
『
学
問
の
進
歩
』

で
述
べ
て
い
る
「
実
在

記
号
」
門

grm戸門戸のけ
R
に
み
ら
れ
る
。

J
v〈
{
子
や
誌
で
は
な
く
て
、
事
物
と
観
念
」
を
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
記
号
で
あ
る
。

ベ
イ
コ
ン
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
言
語
の
次
元
で

は
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
発
想
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
寸
実
在
記
号
」
の
考
え
か
た
は
口
世
紀
の
普
通
言
語
探
求
の
出
発
点
を
な
す
と
い
え
る
。

一
事
物
の
本
質
や
観
念
そ
の
も
の
を
表
す
哲
学
的
普
通
言
語
の
探
求
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
多
く
の
試
み
が
み
ら
れ
る
。
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
や
シ
ラ
ノ

・
ド
・

ベ

ル
ジ

ュ
ラ
ッ

ク
は
地
球
の
外
の
月
世
界
に
一
種
の
理
想
言
語
を
考
え
る
が
、
そ
れ
に
は
中
国
の
影
響
や
音
楽
性
の
特
徴
が
あ
り
、
〈
ア
ダ
ム
の
言
葉
〉
の
よ
う
に
「
事
物
の

本
性
」
を
そ
の
ま
ま
表
そ
う
と
い
う
思
潮
が
根
底
に
あ
る
。

フ
ォ

ワ
ニ
イ
の
小
説
の
南
方
大
陸
の
住
人
た
ち
の
一
言
語
は
、
事
物
の
本
性
を
示
す
名
辞
以
外
は
許
さ
れ
な
い

し
、
ダ
ル
ガ

l
/
や
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
は
と
の
方
向
で
の
合
理
的
な
哲
学
言
語
を
求
め
て
い
く
。

さ
て
〈
ア
ダ
ム
の
言
葉
〉
と
は
、

ア
ダ
ム
が
原
罪
を
犯
し
て
エ
デ
ン
の
閤
を
負
わ
れ
る
以
前
に
、
こ
の
楽
関
で
「
す
べ
て
の
生
き
物
に
与
え
る
名
が
そ
の
名
と
な
る
」

ヤ
コ
ブ
・
べ
!
メ
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
「
自

然
の
と
と
ば
」
佳
作

Z
M広三
lω
匂
辺
各
ぬ
と
も
よ
び
、
ハ
ア
ダ
ム
の
言
葉
〉
F
g
m門
戸
山
〉
江
山
吉
宵
戸
と
い
う
呼
称
は
、
べ

l
メ
や
神
秘
主
義
者
た
ち
が
名
づ
け
た
も
の
だ
と
い
う
。

ヘ
『

H
U
世
己

2

J

f

b

首
相
せ
ニ
ニ
ロ
』

2

2

L
よ
う
な
言
諮
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
人
間
の
原
初
的
な
自
然
言
語
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
古
く
バ
ベ
ル
の
塔
以
来
混
乱
し
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
諸
毘
認
に
つ
い
て
、
そ
の
起
源
と
系
列
を
探
り
、
原
初
の
純
粋
な
自
然
言
語
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、

(
G
)
 

へ
プ
ラ
イ
一
説
明
の
訪
問
源
研
究
な
ど
と
も
関
連
し
て
、
多
く
の
論
議
を
よ
ん
で
い
た
。

デ
カ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
に
ア
ダ
ム
の
原
初
に
、
測
っ
て
諸
国
語
の
系
列
関
係
を
求
め
て
行
く
考
え
方
を
、
否
定
し
て
い
る
よ
う
だ
。

一
六
三

O
年
一
月
の
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛

書
簡
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ご
・
・
神
と
い
う
名
辞
を
、

口I
l

マ
人
が
へ
プ
ラ
イ
の
単
語
か
ら
引
き
出
し
、

ド
イ
ツ
人
が
ア
ラ
ブ
の
単
語
か
ら
引
き
出
し
た
、

な
ど
と
い
う
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
」
。

そ
れ
は
ま
る
で
諸
国
認
を
作
っ
た
民
族
が
、

言
語
学
者
の
夢
に
従
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
り
、
「
子
供
じ
み
た
こ



と
だ
」
(
〉
・
吋
・
戸
口
N
)

口
そ
の
後
の

3
丹

4
日
付
け
の
書
館
で
も
、
原
初
の
自
然
言
語
の
完
全
さ
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
「
子
供
た
ち
は
・
・
・
自
分
た
ち
だ
け
で
話
す
の

を
覚
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
自
分
た
ち
で
発
明
で
き
る
よ
う
な
単
語
は
い
く
つ
か
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
は
私
た
ち
の
言
葉
と
比
べ
て
、

よ
り
良
い
も
の
で

は
な
い
し
、
適
切
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
反
対
に
私
た
ち
の
言
葉
は
、
初
め
に
そ
の
よ
う
に
発
明
さ
れ
て
以
来
、
用
法
己

g
m
2に
よ
っ
て
日
々
修
正
さ
れ
磨
か
れ
て
き

た」

(
F
E
・
お
凸
)
。
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
は
、
当
時
あ
る
人
々
の
言
う
よ
う
に
ア
ダ
ム
の
一
言
葉
か
ら
段
々
と
堕
落
し
て
き
た
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
、
各
々
の
民
族
に
よ
っ
て

高
め
ら
れ
、
統
御
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
口
思
考
や
観
念
と
必
然
的
な
つ
な
が
り
を
も
た
な
い
、
音
声
や
文
字
な
ど
の
物
質
性
の
所
産
で
あ
る
各
個
語
か
ら
、
完
全
さ
を

も
つ
原
初
の
言
語
で
あ
る
ア
ダ
ム
の
言
語
を
求
め
て
い
く
こ
と
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
原
初
の
自
然
言
語
は
、

そ
の
意
味
す
る
事
物
の
あ
い
だ
の
類
似
性
を
前
提
す
る
乙
と
に
な
り
、

そ
れ
は
先
に
本
論
文
日
章
で
み
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
が
否
定
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

2 

普
遍
言
語
の
探
求
と
デ
カ
ル
ト

普
通
言
語
の
発
想
は
、
当
時
ひ
ろ
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
中
国
の
紹
介
と
と
も
に
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
の
存
在
が
知
ら
れ
た
乙
と
も
刺
激
と
な
り
、
「
書
き
言
葉
」
と
「
思

考
」
の
一
致
を
も
と
め
る
か
た
ち
で
の
普
通
言
語
の
企
て
が
関
心
を
よ
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
怪
し
げ
な
も
の
で
あ
る
話
し
言
葉
の
媒
介
な
し
に
思
想
の
伝
達
を
可
能
と

す
る
よ
う
な
、
理
性
的
記
号
体
系
、
す
な
わ
ち
至
上
の
哲
学
言
語
を
作
り
出
す
試
み
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

異
な
っ
た
国
語
を
も
っ
人
々
の
あ
い
だ
で
も
普
遍
的
コ

ミ
ュ
ニ
ケ

i
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
新
し
い
言
語
を
作
る
乙
と
だ
っ
た
。

そ
れ
は
ま
た
、

ヴ
ィ
エ
ト
以
後
の
代
数
学
の
発
展
に
と
も
な
い
、

の
ち
の
ラ
イ
プ
ニ
ツ

ツ
な
ど
に
も
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
数
学
的
モ
デ
ル
に
よ
る
記
号
体
系
が
夢
見
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

(
日
)

フ
ォ
ワ
ニ
ィ
の
小
説
か
ら
却
年
あ
ま
り
後
の
テ
ィ
ソ
・
ド
・
パ
ト
の
小
説
に
出
て
く
る
よ
う
な
簡
略
で
規
則
化
さ
れ
た
数
学
的
言
語
や
、

そ
の
他
、
象
徴
論
理
や
数
学

を
モ
デ
ル
に
と
っ
て
多
く
の
人
工
言
語
の
考
案
が
試
み
ら
れ
る
口
数
字
を
用
い
た
人
工
言
語
の
よ
う
な
も
の
は
口
世
紀
に
百
花
線
乱
と
案
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
概
念

(
川
)

の
論
理
的
類
型
化
に
も
と
づ
い
て
い
て
も
内
容
は
単
語
が
数
字
と
結
び
つ
い
た
だ
け
の
辞
書
と
い
う
よ
う
な
馬
鹿
々
々
し
い
も
の
が
多
か
っ
た
口

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
形
成
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
っ
普
遍
の
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
」
を
夢
見
る
思
想
的
流
れ
は
つ
づ
い
て
い
た
。
そ
の
企
て
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

他
方

の
中
心
部
で
形
成
さ
れ
て
い
た
。
中
世
の
写
本
の
ス
タ
イ
ル
が

に
よ
る
切
り
離
さ
れ
た
文
字
と
な
り
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
な
か
に
純
粋
に
視
覚
的
な
単
位
を
出
現

さ
せ
、

そ
乙
に
へ
プ
ラ
イ
文
字
に
お
け
る
と
同
じ
ほ
ど
の
意
味
を

l
l
i
神
秘
と
ま
で
は
い
か
な
い
と
し
て
も

l
i
i
見
い
だ
せ
る
と
信
じ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
想
像

'Y

一
、
、
K
H
r
ニてヌココザ

1
¥
王

宮
正
づ
・
思
想
出
mM外
貨
J
i
-
/
号

川日



デ
カ
ル
ト
と
一
一
一
一
塁
間

四
四

的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
!
ル
は
言
語
と
な
り
う
る
の
か
?

或
る
者
た
ち
は
そ
う
思
っ
た
。
た
と
え
ば
ベ
イ
コ
ン
は
そ
れ
を
望
み
、

ヒ
エ
ロ
グ
リ
ア
の
探
求
を
と
も
な
っ
て
そ

れ
を
呼
び
出
そ
う
と
し
た
。
ウ
ィ
ル
キ
ン
ス
の
場
合
は
そ
こ
か
ら
、
万
人
の
諮
り
う
る
新
し
い
言
語
の
諸
原
理
を
演
'
縛
し
よ
う
と
考
え
た
。

さ
て
当
時
流
布
し
て
い
た
多
く
の
普
遍
言
語
、
特
に
普
遍
的
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
を
作
ろ
う
と
い
う
企
て
の
ひ
と
つ
に
つ
い
て
、
メ
ル
セ
シ
ヌ
が
デ
カ
ル
ト
に
意
見
を
求
め

て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
一
六
二
九
年
十
一
月
二
十
日
付
け
の
返
事
で
、
メ
ル
セ
ン
ヌ
が
伝
え
た
文
書
の

6
点
を
検
討
し
て
、
こ
の
企
て
が
実
現
不
可
能
だ
と
み
な
し
て
い

f
a
l∞N
)

。
こ
れ
以
後
、
デ
カ
ル
ト
が
普
遍
一
一
一
一
同
語
に
つ
い

て
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
だ
。
デ
カ
ル
ト
は
ま
ず
、
こ
う

る
(
〉
'
、
吋

し
た
普
通
一
言
語
の
も
つ
障
害
を
指
摘
す
る
。

ひ
と
つ
は
シ
ラ
ブ
ル
の
ぶ
つ
か
り
合
い
に
よ
る
音
声
的
不
快
感
の
生
じ
る
こ
と
、

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
発
音
し

や
す
く
不
快
で
な
い
も
の
が
、

ド
イ
ツ
人
に
は
耳
障
り
で
耐
え
難
い
と
い
う
よ
う
に
、
各
国
語
の
用
法
に
よ
っ
て
不
快
感
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
次
は
ヴ
ォ
キ
ャ
プ
ラ

リ
ー
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
「
自
国
語
の
諾
し
を
基
本
語
と
し
な
け
れ
ば
、
寸
す
べ
て
の
語
」
を
辞
書
で
ひ
か
ね
ば
な
ら
ず
、
あ
ま
り
に
も
手
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
。
た
だ
、

エ
ク
リ
チ
ユ

l
ル

そ
れ
は
「
書
き
言
葉
し
で
、
「
綴
り
字
に
で
は
な
く
意
味
に
対
応
す
る
共
通
の
文
字
」
が
発
明
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

ひ
と
つ
だ
け
有
用
な
や
り
方
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

し
か
し
こ
れ
も
、
す
べ
て
の
文
字
を
辞
書
で
ひ
く
こ
と
に
な
り
、
実
際
的
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
普
通
言
語
の
発
明
は
、
結
局
は
勺
真
の
哲
学
L

に
依
存
す
る
。
「
数
の
閲
に
打
ち
建
て
ら
れ
る
秩
序
が
あ
る
よ
う
に
、
人
間
精
神
の
中
に
入
っ
て

来
得
る
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
間
に
ひ
と
つ
の
秩
序
を
打
ち
建
て
る
こ
と
L

に
よ
っ
て
、

そ
の

J
一
一
一
口
語
の
基
本
語
と
と
も
に
そ
の
表
意
文
字
」
を
な
す
普
通
言
語
が
初
め
て
可

能
と
な
る
。
げ
れ
ど
も
そ
の
た
め
に
は
、
「
人
間
の
想
像
力
の
な
か
に
あ
る
単
純
観
念
」
が
何
で
あ
る
か
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
の
よ
う
な
単
純
観
念
か
ら
「
人
間
の

考
え
る
こ
と
す
べ
て
が
構
成
さ
れ
」
「
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
」
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
き
わ
め
て
容
易
に
党
え
、
発
音

し
、
書
く
こ
と
が
で
き
・
・
・
あ

r

ら
ゆ
る
事
物
を
判
明
に
表
象
し
て
、

判
断
を
助
け
る
」
普
遍
言
語
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
。

デ
カ
ル
ト
は
、
「
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
思
考
を
枚
挙
し
、
秩
序
づ
け
・
・
・
思
考
を
明
断
判
明
に
弁
別
」
で
き
る
哲
学
に
よ
る
、
「
一
切
の
事
物
を
見
誤
る
と
と
の
な
い
よ

う
判
明
に
提
示
」
す
る
こ
と
の
で
き
る
普
遍
言
語
の
夢
想
を
諮
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
言
語
に
よ
れ
ば
、
「
幽
炭
夫
で
さ
え
現
在
の
哲
学
者
た
ち
よ
り
事
物
の
真
理
を
よ
く

判
断
で
き
る
L

。
け
れ
ど
も
現
実
に
は
そ
の
よ
う
な
言
語
は
期
待
で
き
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
そ
の
た
め
に
は
、
寸
事
物
の
大
い
な
る
変
革
」
が
前
提
さ
れ
、
寸
全
世
界
が
地
上

に
な
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
小
説
の
世
界
し
で
し
か
可
能
で
な
い
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

の
楽
園
」



こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
は
普
遍
言
語
お
よ
び
そ
の
基
礎
と
な
る
哲
学

l

l
万
人
の
理
解
し
う
る
ー
ー
の
可
能
性
は
認
め
る
の
だ
が
、

い
し
普
遍
的
エ
ク
リ
チ
ユ
|

ル
の
笑
現
は
不
可
能
で
あ
り
、

そ
の
構
想
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
と
ど
ま
る
。
デ
カ
ル
ト
は
後
に
「
普
遍
」
を
、
「
・
・
・
何
ら
か
の
関
連
す
る
、

い
く
つ
か
の
個
別
的
事
柄
を

考
え
る
た
め
に
、
同
一
の
観
念
を
用
い
る
こ
と
か
ら
の
み
形
成
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
(
『
哲
学
原
理
』

i
l
印
)
。
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
人
憶
の
精
神
に
属
す
る
。
こ
れ
に
対

し
て
コ
一
一
一
岳
山
」
は
、
本
論
文
日
章
で
み
た
よ
う
に
、
各
国
語
と
し
て
の
個
別
性
・
窓
意
性
・
物
質
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
普
通
」

の
「
一
一
一
口
訪
問
」
を
作

と
d

?

}

、ノ
7

」斗也、

と斗
/
ρ
O
L可

l
y

ま
ず
精
神
の
側
で
、
「
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
間
に
ひ
と
つ
の
秩
序
」
を
打
ち
建
て
、
「
真
の
哲
学
」
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
学
問
の
全
国

的
な
変
革
、

そ
し
て
「
事
物
の
秩
序
の
大
い
な
る
変
革
」
な
く
し
て
は
、
実
現
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
精
神
や
哲
学
の
側
に
属
す
る
「
普
遍
」
と
、
物
質
の
側

ア
ル
キ
エ
版
テ
ク
ス
ト
の
注
釈
も
指

(
日
)

摘
す
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
権
利
的
に
は
普
遍
言
語
の
可
能
性
を
み
と
め
る
が
、
事
実
的
に
は
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
カ
ッ
シ

l
ラ
ー
は
こ
の
デ

に
つ
な
が
る

と
が
、
別
々
に
捉
え
ら
れ
、
観
念
の
側
で
は
可
能
で
も
、
現
実
の
言
語
に
お
い
て
は
断
念
せ
ざ
を
え
な
い
。

カ
ル
ト
の
書
簡
を
と
り
あ
げ
、
数
学
的
な
「
普
通
学
」
宗
丘
町
。
ω
Z
C
Eぐ
2
5
r
へ
の
要
求
と
向
一
質
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
多
く
の
異
な
っ
た
対
象
に
適
用
さ
れ

ょ
う
と
も
常
に
同
一
で
あ
り
つ
づ
け
る
よ
う
な
知
の
統
一
の
理
想
が
根
底
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
構
想
の
実
現
が
断
念
さ
れ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
、
次
の

よ
う
に
付
け
加
え
る
|
|
i
す
ぐ
次
の
世
代
は
、
こ
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
の
批
判
的
慎
重
さ
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
人
工
的
な
普
通
一
一
一
一
口
語
の
多
様
な
体
系

(
日
山
)

が
続
々
と
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

(
1
)
〉
宮
古
勺
(
)
門
戸
ω
w
F
m出
一
山
口
mcmωω

一B
b
m
E
m円一円。
ω
(一戸門戸
ω
一g
己
0
1
2
己
め
て
山
町
σ
の一戸
ωω
片
言

F

E
一
町
立
た
へ
刊
誌
、

m52iω
め門
)
R
S
E・σ
円。忍

(
2
)
勺
0
5
い
z
p
・
た
だ
し
ベ
イ
コ
ン
J

自
身
は
、
ヒ
エ
ロ
グ
リ
ブ
の
具
体
的
探
求
に
向
か
う
な
ど
、
問
題
の
方
向
は
異
な
る
こ
と
に
も
な
る
o
h
同

2
門、
mw門門日
ω
一一
ω
こ
即
日
2ωσ
ヨ
ヨ
広
江
σgmw
門戸内山
ω
〉コ(リぽコ
ωtm戸
門
戸
内
三
市
立
my
一口
-

M

ハ〈一一応え
hr，
~
F
門戸田戸印∞・

5
∞∞

(
3
)
ゴ
ド
ワ
イ
ン
叶
月
世
界
の
人
」
{
小
説
、
シ
ラ
/
・
ド
・
ベ
ル
ジ
ュ
ラ
ッ
ク
『
月
世
界
旅
行
記
』

5
S、
『
太
陽
世
界
旅
行
記
』
円
。
ωω

(
4
)
フ
ォ
ワ
ニ
イ
叶
ジ
ャ
ッ
ク
・
サ
ド
ゥ
i

ル
の
南
方
大
陸
発
見
冒
険
旅
行
記
』
広
三
、
グ
ル
ガ
l

ノ
『
記
号
術
』
広
合
、
ウ
ィ
ル
キ
ン
ス
叫
絶
対
記
号
に
向
け
て
の
試
論
』

5
8、

コ
メ
ニ
ウ
ス
『
光
の
道
』

E
S。
な
お
コ
メ
ニ
ケ
ス
と
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
は
ベ
ラ
ヴ
ァ
ル
の
次
の
小
論
が
あ
る
i
h
2
3
2一5
の「
X
Z
5
母
C
2
3円・
5
p
z
…h
R
P
E
S
へた

~
u
b
止。針。も」志向唱け
-

h

H

吋ゆ(い蜘

ω
ゆ一一戸市山∞品

(
5
)
[
w
g
ω
門
(
U
2
5・号
"
~
u
芝
守
的
も
も
た
ね
え
ミ
・
師
、
、
E
b
o
h
R
P
S
3
ミ足首

N

・
F
・5
0
h
g
ω
ご・
2
ぐ

gtmNu
切
の
ユ
ピ
f
S
N
ω
u
∞円一[ゆ

ω
・
c
c
・
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象
徴
形
式
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哲
学
』
生
松
他
訳
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竹
内

書
応
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木
町
一
冗
訳
、
岩
波
文
庫

7
¥
門戸ぺの匂
C

日付戸ぺ。一{困同十円広「
cm{vdyぬ
ω

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
八
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れ
が
無
意
識
的
想
起
を
も
ち
う
る
と
も
考
え
る
。
そ
し
て
他
方
、

た
進
歩
す
る
の
で
あ
る
L

。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
デ
カ
ル
ト
と
奥
な
っ
て
、
可
知
的
世
界
が
ア
ダ
ム
の
言
葉
の
な
か
で
表
さ
れ
う
る
と
し
、
ア
ダ
ム
の
言
葉
に
つ
い
て
わ
れ
わ

そ
の
よ
う
な
可
知
的
世
界
を
、
人
間
精
神
の
「
進
歩
」
つ
ま
り
は
ハ
歴
史
〉
と
切
り
離
す
こ
と
を
し
な
い
。

さ
き
ほ
ど
の
書
簡
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
の
、
当
時
の
普
遍
エ
ク
リ
チ
ュ
!
ル
の
主
張
に
対
す
る
批
判
は
、
主
要
な
次
の

2
点
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
普
遍

的
エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル
を
少
な
く
と
も
考
え
方
と
し
て
受
け
入
れ
る
な
ら
、

そ
れ
に
関
わ
る
言
語
の
各
語
を
示
す
膨
大
な
辞
書
を
作
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
、
こ
の

普
通
の
エ
ク
リ
チ
ュ
!
ル
が

の
哲
学
L

に
よ
っ
て
創
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。
問
題
は
、
「
人
間
の
思
考
す
べ
て
を
枚
挙
し
、

そ
れ
ら
を
秩
序
づ
け
る
と
と
」
で

あ
り
、

さ
ら
に
な
お

i
i
ー
し
か
も
何
よ
り
も
ま
ず

|
|
「
そ
れ
ら
が
明
断
か
つ
単
純
に
な
る
よ
う
弁
別
す
る
こ
と
」
な
の
だ
か
ら
。

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、

言
語
と
エ
ク
リ
チ
ュ

1
ル
に
関
す
る
普
通
的
で
豊
か
な
発
想
を
表
現
す
る
に
い
た
る
。

そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
観
念
の
明
証
で
は
な
く
て
、
観
念
の
表
出
だ
、
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
言
う
。
「
観
念
は
内
的
な
「直
接
的
対
象
で
あ
り
、
そ
の
対
象
と
は
事
物
の
本
性

な
い
し
性
質
の
表
出
L
(
Z
H
W
・
H
?
ケ

{
)
で
あ
る
。
観
念
の
表
出
は
、
諸
実
体
|

|

書
か
れ
た
言
葉
ー
ー
に
依
存
す
る
が
、
表
出
そ
の
も
の
は
、
定
義
の
内
部
で
そ

れ
ら
を
結
び
つ
け
る
秩
序
に
よ
る
よ
り
も
決
定
度
が
少
な
い
口
こ
う
し
た
定
義
は
他
方
、
各
言
語
の
本
性
[
自
然
]
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
創
始
者
に
よ
っ
て
採
ら
れ

と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
言
う
。

た
視
点
の
多
様
性
に
も
よ
る
の
で
あ

っ
て
、

そ
れ
ゆ
え
可
変
的
な
は
ず
だ
、

彼
は
書
き
言
葉
を
、
話
し
言
葉
と
は
独
立
の
表
出
様
式
と
し
て
捉
え
う
る
と
考
え
る
。
「
話
す
こ
と
は
、
文
節
音
に
よ
っ
て
思
考
に
記
号
を
あ
た
え
る
こ
と
。
書
く
こ
と

(
l
}
 

は
、
そ
れ
を
媒
体
に
基
づ
い
て
、
恒
久
的
な
表
記
で
為
す
こ
と
。

ζ

の
よ
う
な
表
現
法
は
、
中
国
の
文
字
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
音
に
関
連
づ
け
る
必
要
は
な
い
」
。
こ
の

シ
λ
'
T
ム

よ
う
な
体
系
の
利
点
は
、
そ
れ
が
幾
つ
も
の
言
語
で
解
釈
さ
れ
う
る
こ
と
だ
。
中
国
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
普
遍
記
号
と
な
っ
て

い
く
こ
と
を
知
る
者
た
ち
は
正

し
い
。
そ
れ
の
警
か
れ
る
形
は
世
界
中
で
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

あ
る
文
字
に
よ

っ
て
あ
る
事
物
を
指
示
す
る
こ
と
で
全
世
界
の
人
々

の
同
意
か
得
ら
れ
れ
ば
、

あ
る
民

族
は
別
の
民
族
と
違
っ
た
よ
う
に
こ
れ
を
発
音
で
き
る
。
彼
は
そ
の
よ
う
に
強
調
す
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
普
通
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
で
優
先
す
る
の
は
口
述
へ
の
透
明
さ

で
は
な
く
、
記
号
の
物
質
的
現
前
と
、
記
号
の
価
値
の
複
合
性
で
あ
る
。

そ
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
も
ま
た
、

言
説
の
そ
れ
を
単
広
反
映
し
た
も
の
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
体
系

シ
ス
テ
ム
と
そ
の
媒
体
が
直
接
的
に
産
み
出
す
も
の
で
あ
る

D

そ
れ
は
終
局
的
に
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
よ
う
な
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
理
性
を
そ
な
え
た
「
、
主
体
」
を
内

{
5
)
 

蔵
し
て
は
お
ら
ず
、
あ
る
意
味
で
〈
歴
史
〉
の
な
か
に
刻
ま
れ
た
も
の
と
な
る
。

哲
学

・
思
想
論
集
第
十
八
号
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デ
カ
ル
ト
と
一
一
一
一
向
罰
則

四
J¥ 

だ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
と
の
分
析
を
そ
れ
以
上
に
進
め
る
こ
と
、

エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
の
諸
記
号
を
機
能
的
異
質
性
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
を
断
念
す
る
。

お
そ
ら
く

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、

そ
の
理
論
的
宇
宙
の
網
目
が
多
様
な
本
性
を
も
つ
こ
と
を
認
め
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
各
々
を
構
造
化
す
る
方
式
が
不
確
実
・
不
安
定
と
い
う
こ

と
は
認
め
な
か
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
構
想
は
、

そ
の
笑
現
困
難
さ
と
彼
自
身
の
多
忙
の
ゆ
え
も
あ
り
、
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
普
遍
記
号
法
に
つ
い
て

の
論
文
『
普
遍
記
号
法
』
の
山
門
戸
わ
門
2ιω
門{
g
C
E〈
mw
円

ω丘
町
で
も
、
記
号
数
の
体
系
は
い
ま
だ
に
発
明
し
て
い
な
い
と
告
白
し
て
い
る
。
記
号
に
関
し
て
は
、
モ
デ
ル
と
し

て
、
万
物
の
う
ち
で
最
も
純
粋
で
最
も
抽
象
的
な
も
の
、
代
数
学
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
高
位
の
モ
ナ
ド
は
、
純
粋
記
号
の
体
系
シ
ス
テ
ム
を
不
完
全
な
記
号

の
諸
体
系
と
調
和
さ
せ
る
と
と
を
担
っ
て
い
た

D

そ
れ
は
宇
宙
の
絶
対
的
な
統
括
者
で
あ
っ
て
、
宇
宙
の
多
様
性
を
注
意
深
く
読
み
解
く
読
者
で
は
な
い
。

ラ
イ
プ
ニ
ツ

ツ
は
普
遍
記
号
の
問
題
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
よ
り
も
1

ー
ー
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
を
お
そ
ら
く
出
発
点
と
し
て
ー
ー
ー
さ
ら
に
広
大
で
現
実
的
な
理
性
の
仕
事
を
体
系
化
し
、

〈
論
理
計
算
〉
の
記
号
論
理
学
的
方
向
を
生
一
み
だ
し
、
ま
た
一
般
記
号
学
の
先
駆
と
し
て
も
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
デ
カ
ル
ト
と
同
様
に
、
宇
宙
の
多
様
で
巽

一
質
な
現
実
を
読
み
解
く
読
者
と
な
る
の
で
は
な
く
、
情
築
さ
れ
た
体
系
は
や
は
り
あ
る
意
味
で
、

理
性
中
心
主
義
・
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
の
哲
学
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ア
ダ
ム
の
言
葉
に
た
い
し
て
も
同
様
の
構
図
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
言
及
は
『
人
間
知
性
新
論
』

E
I
N--
に
も
み
ら
れ
る
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
明

艇
な
考
え
は
、
『
普
通
的
記
口
寸
法
』
の
一
節
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

D

ご
・
・
人
々
は
ピ
ュ
グ
ゴ
ラ
ス
以
来
、
数
に
大
い
な
る
神
秘
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
確
信
し
て
き
た

0

・・・

し
か
し
と
の
神
秘
の
鍵
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
好
奇
心
が
人
一
倍
強
い
者
た
ち
は
無
意
味
な
こ
と
や
迷
信
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た

0

・
・
・
そ
の
閉
そ
の
神
秘
は
、
数
に

よ
っ
て
、
あ
る
い
は
記
号
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
あ
る
人
達
が
ア
ダ
ム
の
言
語
と
よ
ぴ
、

ヤ
コ
ブ
・
べ
!
メ
が
自
然
の
言
語
と
よ
ぶ
新
し
い
言
語
に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
う
る
と
い
う
傾
向
が
・
・
・
植
え
付
け
ら
れ
た
。
し
か
し
私
は
、
死
す
べ
き
人
間
の
う
ち
誰
か
が
今
ま
で
に
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
記
号
数
を
割
り
当

て
う
る
と
い
う
真
の
恨
拠
の
洞
察
に
至
っ
た
と
は
知
ら
な
い
・
・
・
そ
し
て
あ
る
卓
越
し
た
人
た
ち
が
以
前
に
あ
る
種
の
言
語
な
い
し
普
通
的
記
号
を
思
い
つ
き
、

そ
れ

に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
概
念
と
事
物
が
見
事
に
秩
序
づ
け
ら
れ
、

そ
の
助
け
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
国
々
が
自
分
た
ち
の
考
え
を
伝
え
る
乙
と
が
で
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の

者
が
他
国
で
甜
一
日
か
れ
た
も
の
を
自
分
の
言
語
で
読
む
乙
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
し
か
し
、
同
時
に
発
見
術
と
判
断
術
と
含
む
言
語
な
い
し
一
記
号
法
、

す
な
わ
ち
そ
の
表
現
な
い
し
記
号
が
、
数
論
上
の
表
記
が
数
に
関
し
て
、
ま
た
代
数
学
上
の
表
記
が
抽
象
的
に
扱
わ
れ
る
量
に
関
し
て
果
た
す
の
と
同
じ
役
割
を
な
す
よ

(7) 

う
な
一
一
一
一
同
誌
な
い
し
記
号
法
を
手
掛
け
よ
う
と
し
た
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
」
。
ま
ず
っ
無
意
味
な
乙
と
や
迷
信
」
、
「
通
俗
的
」
な
説
に
対
す
る
批
判
が
あ
り
、
次
い
で
「
あ

る
卓
越
し
た
人
た
ち
」
お
そ
ら
く
は
ダ
ル
ガ

l
/
や
ウ
ィ
ル
キ
ン
ス
の
普
通
一
一一
一
口
諮
問
論
が
あ
る
程
度
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
さ
ら
に
、
発
見
術
や
判
断
術



を
含
め
、
一
数
論
や
代
数
学
を
基
に
し
た
記
号
法
を
高
位
の
も
の
と
し
、
探
求
を
進
め
る
の
で
あ
り
、

ア
ダ
ム
の
一
一
言
葉
を
人
類
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
的
過
去
に
置
き
も
ど
す
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。

2 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
デ
カ
ル
ト

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
か
た
は
、
二
元
論
に
基
礎
を
お
く
デ
カ
ル
ト
の
一
一
一
一
口
語
論
と
対
照
的
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
精
神
と
言
葉
が
話
離
し
、
記
号
と
観
念
が
区

別
さ
れ
、
両
者
の
結
び
つ
き
は
習
慣
や
制
度
な
ど
に
よ
り
、
窓
意
的
・
任
意
的
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
言
語
は
「
精
神
の
最
良
の
鏡
」
(
『
人
間
知
性
新
論
』

以
下
Z
.
肘
・
と
略
す
、

[

[

{

w

ぐ
円
ケ
士
、
「
理
性
の
真
の
鏡
」
で
あ
り
、
寸
語
の
意
味
の
厳
密
な
分
析
は
知
性
の
働
き
を
、
他
の
何
よ
り
も
能
く
わ
れ
わ
れ
に
認
識
さ
せ
る
」

(
g
E
.

{
戸
ぐ
に
唱
。
)
。
文
法
的
言
説
は
論
理
的
言
説
を
表
現
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
諸
言
語
の
比
較
は
、
「
名
辞
が
し
ば
し
ば
事
物
の
固
有
性
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
か
ら
(
さ
ま

ざ
ま
な
民
族
に
お
け
る
植
物
の
名
称
で
も
わ
か
る
よ
う
に
)
、
事
物
の
認
識
に
た
い
へ
ん
役
立
ち
、
私
た
ち
の
精
神
の
認
識
と
精
神
の
働
き
の
驚
嘆
す
べ
き
多
様
性
の
認
識

に
も
役
立
つ
」
(
日
立
仏
・
一
戸
ω

i

U

)

。
各
国
一
訪
問
は
歴
史
へ
の
つ
ひ
と
つ
の
視
点
」
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
、
「
し
っ
か
り
し
た
語
源
学
を
介
し
て
」
民
族
の
起
源
や
移
住
や
系

統
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
ワ
ル
!
ン

バ
ス
ク
担
問
・
ス
ラ
ヴ
訪
問
・
ブ
ィ
ン

-
ト
ル
コ
語
・
ペ
ル
シ
ャ
語
・
ア
ル
メ
ニ
ア
誇
・
グ
ル
ジ
ア
語
や
そ

の
他
の
言
葉
:
:
:
の
聞
に
も
っ
と
謂
和
を
見
出
せ
ば
、
諸
国
の
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
:
:
:
特
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
」

(
Z
ー
何
・
[
戸
交
w

u

l

竺

F
H
)
。
各
国
語
は

同
時
に
ま
た
、
普
遍
理
性
へ
の
ひ
と
つ
の
視
点
で
も
あ
る
。
言
語
に
は
こ
の
よ
う
に
、
〈
涯
史
〉
と
〈
普
遍
理
性
〉

へ
の
視
点
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
意
味
に
は
そ
の
理
由
が
あ
り
う
る
i

「
言
葉
の
意
味
は
窓
意
的
(
制
度
的
)
と

な
る
と
こ
ろ
で
言
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
:
:
:
だ
が
、
偶

然
が
関
わ
る
と
乙
ろ
で
は
自
然
的
理
由
、
選
択
が
関
わ
る
と
こ
ろ
で
は
道
徳
的
理
由
」
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
(
忌
一
子
一
f

H

)

口

J
腕
の
痕
跡
と
、
純
粋
知
性

E
Z
F丘一
C
戸

甘
口
門
め
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
間
に
は
、
何
も
の
も
理
由
な
し
に
は
生
じ
な
い
。
何
ら
か
の
自
然
的
関
連
が
あ
り
」
(
ブ

i
シ
ェ
宛
広
∞
0

・
ヤ
戸
℃
・
ω
∞N
)

、
名
辞
と
こ
れ
ら

Z
R戸。丘一
C
ロ

の
問
に
は
何
ら
か
の
自
然
的
関
連
が
あ
る
は
ず
だ
。
一
一
一
一
同
語
や
数
字
の
記
号
の
よ
う
に
対
象
と
相
似
性
を
も
た
な
い
任
意
の
記
号
も
、
記
号
相
互
の
関
係
に
よ
っ
て
つ
く
り

だ
さ
れ
る
秩
序
が
、

な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
事
態
の
秩
序
と
類
比
的
で
あ
り
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
や
秩
序
は
、
倍
々
の
単
語

(
日
}

の
う
ち
に
は
な
く
と
も
、
単
語
の
組
み
合
わ
せ
や
語
形
変
化
の
う
ち
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
記
号
の
使
用
と
結
合
は
任
意
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
言
語
や
数
学
の
記
号
の
よ

う
に
、
対
象
と
の
栴
似
性
・
類
比
性
を
も
た
な
い
任
意
的
記
号
で
も
、
次
心
意
性
を
拘
束
す
る
社
会
的
規
約
と
、
記
号
相
互
の
関
係
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
秩
序
が
、
何
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一
ア
カ
ル

五。

ら
か
の
形
で
事
態
の
秩
序
と
類
比
的
で
あ
り
、
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
言
語
や
数
学
的
記
号
の
よ
う
に
、
記
号
を
推
論
に
も
ち
い
う
る
な
ら
ば
、

号
群
の
う
ち
に
は
、
事
物
の
秩
序
に
適
合
す
る
あ
る
種
の
複
合
し
た
相
互
関
係
な
い
し
秩
序
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
や
秩
序
は
、
個
々
の
単
一
誌
や

記
号
の
う
ち
に
は
な
く
と
も
、
単
語
の
組
み
合
わ
せ
や
語
形
変
化
の
う
ち
に
存
在
し
う
る

D

ま
た
、
記
号
群
の
事
物
に
対
す
る
関
係
に
は
一
定
の
類
比
が
見
い
だ
さ
れ
得

る
の
で
あ
り
、

た
と
え
ば
日
進
法
を
使
っ
て
も
ロ
進
法
を
使
っ
て
も
、
同
じ
よ
う
に
問
題
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
異
な
っ
た
計
算
法
で
計
算
し
た
結
果
を
、

実
際
の
数
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
物
に
あ
て
は
め
れ
ば
需
じ
答
え
を
得
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
々
の
記
号
は
そ
れ
自
体
は
窓
意
的
・
任
一
意
的
で
も
、
記
号
の
使
用
や

記
号
間
の
結
合
は
そ
う
で
な
い
の
で
あ
る
口
戸
ず
の
数
と
刊
の
記
号
、
無
と

0
の
聞
に
は
何
ら
の
相
似
性
が
な
い
。

ζ

の
場
合
、
記
号
は
全
く
任
意
的
な
も
の
と
な
る
。
し

か
し
両
者
の
間
に
は
関
係
す
な
わ
ち
秩
序
(
門
丘
一
o
包
括
O

丘
O
)

が
存
し
、
対
応
し
て
い
る

0

・
:
:
・
向
様
に
推
論
や
証
明
に
お
い
て
も
、
記
号
の
結
合
に
そ
れ
に
対
応
し

た
秩
序
が
存
す
れ
ば
、
記
号
法
が
異
な
っ
て
も
、
同
一
も
し
く
は
等
価
の
結
論
が
得
ら
れ
る
。
:
:
:
記
号
は
任
意
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
使
用
や
そ
の
間
の
結
合
は
、
窓
意

的
で
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
記
号
と
事
物
の
間
の
比
例
関
係
や
河
じ
も
の
を
表
す
異
な
る
記
号
問
の
相
互
の
関
係
を
含
ん
で
い
る
」
(
『
対
話
』
匂
・
芸
・

5N)
口

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
二
十
歳
の
と
き
以
来
、
人
間
の
思
考
す
べ
て
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
結
合
法
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
の
構
想
は
ま
ず
基
本
コ
ン
セ
プ
ド
を
抽
出
し
、

数
学
化
さ
れ
た
記
号
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
複
合
概
念
の
形
成
へ
進
む
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
結
合
法
は
発
見
の
論
理
学
に
も
適
用
さ
れ
る
が
、
彼
が
め
ざ
し
た
の
は
あ
る
意

味
で
、
表
層
の
表
現
が
も
っ
真
の
論
理
的
意
味
を
発
見
す
る
た
め
に
そ
れ
を
表
層
か
ら
た
ど
り
う
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
論
理
的
手
続
き
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
が
哲
学
的
思
索
の
出
発
点
と
し
た
「
結
合
法
」
の
理
念
は
、
人
間
の
思
考
を
分
析
し
て
そ
の
究
極
的
要
素
を
発
見
し
、

そ
れ
ら
の
可
能
的
結
合
を
探
求
し
、
既
知

の
認
識
の
論
証
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
認
識
を
発
見
す
る
乙
と
を
も
め
ざ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
出
発
点
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
と
の
対
比
は
著
し
い
。
自
己
意
識
の
分
析

か
ら
出
発
し
て
、
明
証
後
の
直
視
を
方
法
と
す
る
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
概
念
の
分
析
か
ら
出
発
し
て
「
思
考
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
を
求
め
る
の
で

あ
る
。ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
青
年
期
の
「
結
合
法
」
や
コ
記
号
法
」
の
構
想
か
ら
始
ま
っ
て
、
記
号
的
認
識
は
デ
カ
ル
ト
よ
り
も
積
極
的
な
意
味
を
も
ち
、
普
通
記
号
学
の
展
開

も
デ
カ
ル
ト
よ
り
も
豊
か
な
展
開
を
示
し
、

そ
の
言
語
観
も
、
精
神
と
一
一
一
一
口
語
を
連
続
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
記
号
的
認
識
は
初
め
の
う
ち
は
、
諸
観
念
の
非
記
号
的
認

誠
、
直
観
的
認
識
に
到
達
す
る
た
め
の
、

い
わ
ば
技
術
的
手
段
と
考
え
ら
れ
た
り
、
推
論
の
効
果
を
増
大
す
る
た
め
の
心
理
技
術
的
補
助
手
段
と
さ
れ
た
り
、
推
論
と
切



(

阿

川

}

り
蹴
せ
な
い
構
成
要
素
と
考
え
ら
れ
た
り
・
・
・
で
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
歩
み
は
一
様
で
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
概
念
を
構
成
す
る
も
ろ
も
ろ
の
単
純
観
念
を
同
時
に
連
続
す
る
能
力
に
お
け
る
、
人
間
知
性
の
本
質
的
限
界
を
考
え
る
に
つ
れ
て
、
十

全
か
つ
直
観
的
認
識
を
あ
く
ま
で
究
極
の
理
想
と
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
は
J

伸
の
み
に
固
有
で
あ
り
、

人
間
知
性
に
お
い
て
は
記
号
的
認
識
が
実
際
の
認
識
様
式
に
な
る
と

さ
せ
る
も
の
と
な
る
。
「
観
念
と
は
何
か
』
(
広
寸
∞
)

そ
こ
で
記
号
的
認
識
は
消
極
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
神
の
知
性
の
内
容
を
一
定
の
仕
方
で
つ
表
出
」
し
、
神
の
知
性
と
人
間
の
知
性
と
を
連
続

(
日
)

は
、
ス
己
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
』
定
義
4
の
影
響
を
う
け
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
観
念
を
ま
ず
、

す
る
。
だ
が
、

「
脳
に
刻
印
さ
れ
た
痕
跡
」
と
す
る
。
観
念
は
「
痕
跡
」
な
ど
と
い
う
物
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
観
念
は
思
考
で
あ
る
が
、
「
観
念
は

定
の
思
考
の
現
実
的
働
き
で
は

な
く
、
思
考
の
能
力
で
あ
り
・
・
・
た
と
え
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
思
考
し
て
い
な
く
と
も
、
与
え
ら
れ
た
機
会
に
そ
れ
に
つ
い
て
思
考
で
き
さ
え
す
れ
ば
、

わ
れ

わ
れ
は
そ
の
事
物
の
観
念
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
」
(
ヤ
ヨ
ア

NS)
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
っ
私
の
う
ち
に
は
、
事
物
へ
と
導
く
だ
け
で
な
く
、
事

物
を
表
出
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L
O

「
向
か
或
る
も
の
を
表
出
す
る
と
は
、
表
出
さ
れ
る
べ
き
事
物
の
内
に
あ
る
諸
関
係
に
対
応
す
る
諸
関
係
を
自
分
の
う
ち

そ
こ
で
表
出
の
様
々
の
例
が
あ
げ
ら
れ
(
器
械
の
模
型
と
器
械
、
発
一
一
一
一
向
と
思
考
・
真
理
、
数
字
と
数
、
代
数
方
程
式

と
図
形
2
p
)
、
表
出
に
は
一
事
物
そ
の
も
の
と
の
類
似
は
必
要
で
な
く
、
関
係
の
類
比
が
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
が
わ
か
る
。

に
も
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
」
(
円

ze。

『
形
市
上
学
叙
説
』
で
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
人
間
の
精
神
の
う
ち
に
は
、
「
神
と
宇
宙
を
表
出
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
本
質
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
現

実
存
在
を
表
出
す
る
」
た
め
の
観
念
が
、
生
得
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る

(問、

お
)
。
人
間
の
精
神
の
本
質
と
は
、

J
仰
の
本
質
、
思
考
、
意
志
、

お
よ
び
そ
ζ

に
含
ま
れ

て
い
る
あ
ら
ゆ
る
観
念
の
一
定
の
表
出
、
模
倣
あ
る
い
は
似
姿
」
で
あ
る

(
同
お
)
。
人
間
の
精
神
は
、

J
仰
の
鏡
、
あ
る
い
は
全
宇
宙
の
鏡
」
で
あ
る

(同

9
)
。
っ
神
の

も
つ
観
念
と
私
た
ち
の
も
つ
観
念
の
間
に
は
、
完
全
性
と
拡
が
り
に
関
し
て
無
限
の
差
異
が
あ
る
と
は
い
え
、
同
一
の
関
係
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

(
2
・

何
回
{
戸
山
)
人
間
は
神
の
よ
う
に
、
宇
宙
全
体
、
歴
史
全
体
を
構
成
す
る
要
素
を
す
べ
て
一

に
直
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
自
ら
の
う
ち
に
石
す
る
観

念
を
足
場
と
し
て
、

よ
っ
て
神
と
宇
宙
を
表
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
記
号
的
認
識
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
観
念
と
観
念
が
表

出
す
る
対
象
と
の
間
の
類
型
的
・
構
造
的
関
係
を
}
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
寸
観
念
が
含
む
関
係
」
と
っ
表
出
さ
れ
る
対
象
が
含
む
関
係
」
の
間
の
対
応
と
い
え

ょ
う
(
『
観
念
と
は
何
か
』

勺・〈一一∞。
ω)
。

哲
学
・
忠
惣
論
集
第
十
八
号

五



デ
カ
ル
ト
と
一
言
語

五

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
二
十
代
後
半
の
パ
リ
、
滞
在
期
に
デ
カ
ル
ト
の
手
稿
や
著
作
に
接
し
、
多
く
を
デ
カ
ル
ト
か
ら
学
ん
だ
。
デ
カ
ル
ト
の
体
系
、
著
作
、

そ
し
て
手
稿
に

至
る
ま
で
を
十
分
に
深
く
検
討
し
批
判
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
考
察
に
吸
収
し
、
あ
る
意
味
で
そ
の
方
法
概
念
を
考
察
の
土
台
に
し
て
い
っ
た
。
『
結
合
法
論
』
の
序
文
で

デ
カ
ル
ト
を
記
号
的
解
析
の
創
始
者
と
し
て
認
め
、
方
法
論
一
般
に
お
い
て
も
、
あ
る
意
味
で
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
『
知
恵
に
つ
い
て
』
と
い
う
青

年
期
初
期
の
論
文
に
は
デ
カ
ル
ト
特
有
の
方
法
概
念
に
特
有
な
事
柄
(
分
類
・
総
合
・
枚
挙
)
が
忠
実
に
提
示
さ
れ
て
い
る

D

し
か
し
す
で
に
こ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、

明
証
的
知
識
を
獲
得
で
き
る
「
確
信
に
達
し
得
る
手
段
の
な
い
と
き
は
蓋
然
性
で
満
足
す
べ
き
だ
」
と
い
い
、
分
析
に
つ
い
て
も
「
デ
カ
ル
ト
主
義
者
は
・
・
・
困
難
を

分
割
す
る
術
を
教
え
て
い
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
単
純
な
思
想
の
目
録
を
手
に
入
れ
る
と
、
〔
思
考
を
〕
・
・
・
ア
プ
リ
オ
リ
に
始
め
、
事
物
の
起
源
を
源
泉
か
ら
、

完
全
な
順
序
と
完
盤
な
ま
で
に
遂
行
さ
れ
た
結
合
な
い
し
総
合
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
(
句

〈
口
・
∞
h
F
)

と
い
う
。
分
析
を
推
し
進
め
て
単
純
な

思
惣
の
自
録
を
構
成
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
事
物
の
生
成
を
結
合
や
総
合
で
説
明
し
よ
う
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
方
法
概
念
の
核
心
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
数
年

は
っ
き
り
異
議
を
唱
え
、
「
い
か
な
る
言
葉
も
、
定
義
(
説
明
)
な
し
に
は
受
け
入
れ
な
い
こ
と
。

(
山
川
)

論
証
な
し
に
は
受
ザ
入
れ
な
い
こ
と
」
と
い
う
規
則
を
対
置
す
る
。

後
に
は
デ
カ
ル
ト
の
明
証
性
の
規
則
に
対
し
て
も
、

い
か
な
る
命
題
も

デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は

神
の
無
限
の
知
性
と
人
間
の
知
性
と
の
間
に
は
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
断
絶
が
あ
っ
た

D

ま
た
デ
カ
ル
ト
的
理
性
は
、

そ
の
直
観
主
義
的

性
質
の
ゆ
え
に
、
「
無
限
」
の
問
題
に
対
し
て
、
越
え
が
た
い
限
界
に
ぶ
つ
か
る
の
で
あ
っ
た
。
無
限
な
る
神
の
知
性
と
有
限
な
人
間
の
知
性
の
間
に
は
絶
対
的
な
深
淵
が

あ
り
、
両
者
の
関
係
は
ま
っ
た
く
非
連
続
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
無
限
な
る
神
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、

わ
れ
わ
れ
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
同
一
次
元
の
も
の
で
は
な
く
、
神
が
我
々
に

理
性
を
賦
与
し
た
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
内
に
生
得
観
念
を
刻
ん
だ
の
だ

Q

神
が
欺
く
も
の
で
な
く
誠
実
で
あ
る
ゆ
え
に
、
と
れ
ら
生
得
観
念
は
、
創
造
さ
れ
た
世
界
に

対
応
し
う
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
の
論
理
も
、
世
界
と
同
様
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
絶
対
者
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
、
言
語
は

も
は
や
絶
対
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
達
す
る
こ
と
は
な
く
、
記
号
も
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
に
と
っ
て
外
在
的
な
関
係
し
か
も
ち
得
な
い
の
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
、

直
倒
的
認
識
と
記
号
的
認
識
が
対
置
さ
れ
る
。
直
観
的
認
識
と
は
、
概
念
の
あ
ら
ゆ
る
原
初
的
成
分
を
一
度
に
し
か
も
判
明
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
に

は
稀
で
あ
り
、

と
く
に
偶
然
的
真
理
の
無
限
に
至
る
分
析
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る

(
『
形
而
上
学
叙
説
』

μ)
ロ
そ
ζ

で
人
間
に
お
い
て
こ
れ
に
代
わ
る
役
割
を
は
た

「
記
号
的
認
識
」

g
m
E
止
。
ミ

ggrω
で
あ
る
(
『
認
識
、
真
理
、
観
念
に
つ
い
て
の
省
察
』
)
。
記
号
的
認
識
は
、

直
観
的
認
識
に
限
界
を
も
っ

す
と
考
え
ら
れ
る
の
が

人
間
知
性
の
実
質
的
な
認
識
様
式
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、

ラ
イ
プ
ニ

γ
ツ
は
そ
れ
を
、
神
の
知
性
と
人
間
知
性
を
連
続
さ
せ
る
も
の
と
捉
え
て
い
く
。

そ
れ
が
先
に
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mieux que les l21ngues trac1itionnelles， 121 verite c1es choses， et cl'21ssmer ainsi. une mei1leure 

communic21tion entre les hommes. Bref， c1es 1色vesc1'"ecritme universelle'ヘCetteecriture 

imaginai了epouvait-elle remplaceJ司1alangue? Bacon ]'appelait c1e ses vぽ ux，¥iVilkins pensait en 

d色duireles principes d'une l21ngue nouvelJe， qui serait par1ee p21r tous， etc. D21ns une lettre a 

Mel司sennec1u 20 novembre 1629， Desc21rtes un de ces projets SUl凋c1euxpoints princij)aux: 

l'ob1igation仁l'et21b1ir¥.111 nombre iゎcroyablec1e dictionnaires mot 主motpour cb21que langue 

concernee， et d21ns ce c21s une telle l'invention c1邑pendrait"de 121 vraie Philosophie“，Ie prob-

!色meetant c1e "denombrer toutes les pensees des bommes， et de les mettre en ordl・e"，de "les 

distinguer en sorte qu'eJ1es soient claires et simples“. 

C'est en discut21nt cette que Leibniz est amene a formuler ses idees a pl・oposde l' 

ecriture universelle. Pour Leibniz， ce qui importe en 121 m21ti邑ren'est p21s l'evic1ence c1e j'id邑e，

mais ]'expression de cette id色e: elle repose sur c1es substances - les mots ecτits -， mais qui 

sont moins decisifs par eux-memes que p21r l'orclre qui les a unit a J'interieur de definitions. D' 

21utre part， ces d色finitionsc10ivent etre v21riables，邑tantfonction de 121 nature de chaque l21ngue 

mais aussi de 1a diversite des points c1e vue. Chaque 121ngue est "U11 point c1e vue“sm l'Histoir縄e，

et ai11si "les毛tymologiesbien entendues seraient curieuses et de c011sequence“， qui nous 

renseigneraient sur 1'0rigine， les rnigr21tio11s， les fili21tiions cles peuples(N.E.lIl，ii，l); en 

meme temps qu'un point c1e Vlle sm la raison llniverselle. 

Pour Leibniz， la langue est "le meiJleur miroir de l'esprit humain"， "Je vr21i miroir de la 

raisoη" Et rien n'21 lieu s21ns raison: 1a signification des mots doit avoir ses r21isons(N .E. III， 

ii，l) ， a101's que Descartes ne voyait que contiguite entre signe et signifie. 
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Descartes et la question de langage au XVIIe si色cle

一一一 dualisme，langue universelle， Leibni乞 (II ) 

哲
学 Takako TANICA'vVA 

'1三lblec1es mati色res

1 . La po比ionc1u langage chez Descartes~à la limite clu mecanisme 

1. La clifference entre 1'homme et la bete 

2. La linguistique cartesienne cle Chomsky 

11. Le duahsme clans Ja question du Jangage 

1. L'inqui色tuclesur le langage 

2. Les mots et Jes cboses 

3. L'union clu l'ame et clu CQrps 

4. Le langage comme causes c1es erreurs et l'intuition 

5. Leibniz 

1II. La langue universelle et la Jangue aclamique au XVlle si色cJe

1. La langue aclamique 

2. Les projets cle langue universelle et Descartes 

lV. Leibniz， critique de Descartes， clans la theorie clu 1angage 

1. Leibniz et l'ecriture universelle 

2. Leibniz Cl・itiquecle Descartes 

* * * 

Suite cle notre premi色repartie qui cOlltient Jes chapitres 1 et II， nous abordons ici a la 

question cle la langue universelle. La congruence des mots et cles choses clevient problematique， 

et， Bacon， avec son mot cl'orclre cle retour aux choses memes，propose une reforme clans les mots 

et clans Jes usages CJui font ecran aux choses. Dans!' Advω'lCωnenl 01 Learning， se trollvent ses 

remarCjues sur les "caract色resreels“qlli permettraient clJexprimer "llon cles Jettlモset des 

mots， mais cles choses et des notions"， qui servuont cle point cle clepart allX recherches dll XVlle 

si色clesnr le langage universel. A la nostalgie cle 1a langlle aclamique Cjui beneficiait cle J' 

五日onomath色seclivine"， s'ajoute des facteurs clynamiques sous ]'influence cle la nouvel1e science 

五 Accol11pagnes11)色mecles recherches etymologiques， par exemple de J'hebreu， sont cherchees la 

filiation des !angues et la Jangue naturelle cle l'origine 

Pour Descares， nos Jangues sont Je perfectionnement， par le peuple et !'usage， de balblltie-

ments primitifs， plutot Cjlle des corruptions d'une langue adamique. Une langue adamique ou 

naturelle supposerait quelCjue ressemblance de 110S paroles avec les choses qu'elles signifient. 

Descartes a souligne que nos pensees sont inclependantes cles mots. Le cluaJisme cartesien range 

toujours clu cote cle l'ame les pensees et les idees， clu cot色cle1a mati色reles mots. 

A cette epoque il y a la tentative de construIl勾ecles langues artificiel1es capables cl'exprimer， 
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