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思
考
と
は
課
題
解
決
の
過
程
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
解
決
過
程
の
種
々
の
水
準
が
あ
る
。
知
覚
的
水
準
の
解
決
、
イ
メ
ー
ジ
の
水
準
に
よ

　
　
る
解
決
、
さ
ら
に
、
記
号
の
操
作
に
よ
る
解
決
と
い
う
よ
う
な
過
程
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
別
の
見
方
か
ら
す
れ
ぽ
、
解
決
の

　
　
ル
ー
ル
を
、
被
験
者
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
問
題
の
構
造
替
え
を
必
要
と
し
、
新
し
い
方
法
に
よ
っ
て
初
め
て
解
決
可

　
　
能
と
な
る
場
合
な
ど
の
水
準
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
過
程
を
通
じ
て
、
言
語
を
使
用
し
な
い
解
決
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
が
本
稿
の
目

　
　
的
で
あ
っ
た
。

　
　
　
前
編
に
お
い
て
は
、
と
く
に
、
概
念
作
用
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
。
そ
し
て
、
「
も
の
」
の
成
立
、
「
も
の
と
も
の
と
の
関
係
」
の
成
立

　
　
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
環
境
を
認
知
す
る
と
い
う
課
題
解
決
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
関
係
と
は
何

　
　
か
、
抽
象
的
関
係
へ
の
反
応
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
問
わ
れ
る
に
到
っ
た
。

　
　
　
そ
れ
を
解
く
た
め
の
実
験
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
、
継
時
的
刺
激
呈
示
法
と
同
時
的
刺
激
量
示
法
の
2
種
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ

　
　
は
ま
ず
刺
激
A
を
呈
示
し
、
そ
の
後
、
再
び
刺
激
A
を
呈
示
し
、
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
。
A
の
同
定
が
な
さ
れ
て
の
ち
、
鋼
の

　
　
課
題
を
用
意
す
る
。
す
な
わ
ち
、
刺
激
B
を
呈
示
し
、
そ
の
後
、
再
び
刺
激
B
を
呈
示
す
る
。
も
し
A
の
と
き
に
「
同
じ
」
と
い
う
概

働
念
が
成
立
し
て
い
る
な
ら
ぽ
、
B
課
題
で
も
「
同
じ
」
と
同
定
し
容
易
に
解
決
さ
れ
る
と
霜
心
さ
れ
る
。
他
の
方
法
は
、
A
と
余
同
時
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に
量
示
さ
れ
、
そ
れ
に
「
岡
じ
」
i
動
物
の
場
合
に
は
「
同
じ
」
を
意
味
す
る
何
ら
か
の
記
号
に
反
応
す
る
。
そ
の
後
、
刺
激
B
と
B

を
同
時
に
呈
示
す
る
。
A
l
A
の
問
に
「
同
じ
」
と
い
う
概
念
が
成
立
し
て
い
る
な
ら
ぽ
容
易
に
B
課
題
に
も
「
同
じ
」
と
反
応
す
る
で

　
　
（
9
）

あ
ろ
う
。

四

継
時
的
刺
激
呈
示
法
に
よ
る
同
定

　
ま
ず
前
者
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
関
し
て
行
わ
れ
て
き
た
知
見
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
こ
れ
は
、
見
本
合
わ
せ
法
と
い
う
手
続
き
に
よ
り
施

行
さ
れ
る
。
三
つ
の
窓
が
星
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
被
験
者
が
指
で
ふ
れ
た
り
、
ハ
ト
の
場
合
、
く
ち
ぼ
し
で
つ
つ
く
と
い
う
反
感
が
行
わ

れ
る
。
ま
ず
、
見
本
と
な
る
図
形
が
中
央
の
窓
に
呈
示
さ
れ
る
。
被
験
者
が
そ
の
見
本
に
ふ
れ
る
と
、
そ
の
見
本
の
両
側
に
あ
る
他
の
二

つ
の
窓
に
刺
激
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
刺
激
は
見
本
と
合
致
す
る
。
他
の
一
つ
は
合
致
し
な
い
。
見
本
に
対
応
し
た
刺
激

に
ふ
れ
る
と
、
強
化
が
与
え
ら
れ
る
。
も
し
、
対
応
し
な
い
刺
激
に
ふ
れ
る
と
両
側
の
刺
激
は
消
え
る
。
対
応
し
な
い
選
択
を
し
た
と
き
、

し
ぼ
ら
く
の
間
装
置
は
暗
く
な
り
、
動
物
は
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
動
物
に
遅
延
を
強
い
る
。
こ
の
手
続
き
は
、

動
物
に
対
す
る
罰
と
も
な
り
得
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
つ
の
見
本
刺
激
と
二
つ
の
比
較
刺
激
が
被
験
者
の
遂
行
を
統
制
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
こ
の
手
続
き
に
よ
る
「
同
じ
」
と
い
う
概
念
の
習
得
の
実
験
に
つ
い
て
、
次
に
述
べ
よ
う
。
こ
れ
は
、
ゼ
ン
タ
ル
ら
に
よ
っ
て
強
力
に

す
x
め
ら
れ
た
。

　
彼
ら
は
被
験
動
物
と
し
て
ハ
ト
を
用
い
る
。
方
法
は
さ
き
に
述
べ
た
見
本
合
せ
法
で
あ
る
。
刺
激
と
し
て
は
、
赤
と
緑
が
用
い
ら
れ
る
。

同
定
（
一
価
Φ
ご
諏
け
《
）
課
題
で
は
、
見
本
に
赤
が
用
い
ら
れ
た
と
き
は
、
比
較
刺
激
の
赤
と
緑
の
う
ち
、
赤
の
選
択
を
正
答
と
す
る
。
見
本
刺

激
と
同
じ
で
な
い
も
の
を
選
ぶ
孤
立
（
o
象
ξ
）
課
題
で
は
、
見
本
と
し
て
赤
が
用
い
ら
れ
た
と
き
は
、
比
較
刺
激
の
う
ち
緑
の
選
択
を

正
答
と
す
る
。
見
本
と
し
て
は
、
同
定
、
孤
立
、
い
ず
れ
の
課
題
に
お
い
て
も
、
赤
と
緑
が
用
い
ら
れ
、
比
較
刺
激
の
う
ち
、
そ
の
課
題

に
癒
じ
た
選
択
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
群
は
同
定
の
課
題
、
他
の
一
群
は
孤
立
課
題
を
学
習
し
、
完
成
後
、
も
と



　
　
の
学
習
で
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
青
と
黄
を
用
い
た
見
本
合
せ
法
に
よ
る
学
習
の
転
移
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
場
合
、
二
種
の
転
移
が
考
え

　
　
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
と
同
じ
課
題
が
与
え
ら
れ
た
場
合
－
同
定
課
題
か
ら
同
定
課
題
へ
の
転
移
、
孤
立
課
題
か
ら
孤
立
課
題
へ

　
　
の
転
移
一
と
、
も
と
と
相
異
す
る
課
題
が
与
え
ら
れ
た
場
合
一
同
定
課
題
か
ら
孤
立
課
題
へ
の
転
移
、
孤
立
課
題
か
ら
同
定
丁
張
へ

　
　
の
転
移
1
で
あ
る
。
前
老
を
無
変
化
条
件
、
後
者
を
変
化
条
件
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
結
果
、
も
と
の
学
習
に
お
い
て
は
孤
立
条

　
　
件
の
成
績
が
よ
い
が
訓
練
が
進
む
に
つ
れ
て
、
孤
立
、
同
定
、
の
両
群
に
差
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
本
実
験
の
目
的
で
あ
る
転
移
の
効

　
　
果
に
つ
い
て
は
、
転
移
学
習
に
お
い
て
変
化
条
件
群
の
成
績
が
無
変
化
条
件
群
に
比
べ
て
悪
い
。
こ
の
事
実
は
、
同
定
、
も
し
く
は
孤
立

　
　
と
い
う
学
習
の
ル
ー
ル
が
、
原
学
習
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　
　
　
同
様
の
方
法
を
用
い
て
、
原
学
習
に
お
い
て
、
円
と
＋
字
形
の
刺
激
が
用
い
ら
れ
、
転
移
学
習
に
お
い
て
、
も
と
の
学
習
に
用
い
ら
れ

　
　
た
形
の
刺
激
次
元
と
相
違
す
る
色
の
次
元
、
す
な
わ
ち
赤
と
緑
の
刺
激
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
同
次
元
の
刺
激
を
用
い
た
さ
き
の

　
　
実
験
結
果
と
同
じ
く
、
変
化
条
件
群
の
成
績
が
無
変
化
条
件
群
に
比
べ
て
悪
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
。

　
　
　
「
同
じ
」
あ
る
い
は
「
異
な
る
」
と
い
う
概
念
を
ハ
ト
が
学
習
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
示
さ
れ
た
。
し
か
し
見
本
合
せ
学
習

　
　
の
問
に
、
果
し
て
何
が
学
習
さ
れ
て
い
る
の
か
。
「
異
な
る
」
と
い
う
場
合
、
「
同
じ
」
刺
激
を
手
が
か
り
と
し
て
反
応
し
て
い
る
の
か
も

　
　
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
「
同
じ
」
と
い
う
場
合
、
「
異
な
る
」
刺
激
を
手
が
か
り
と
し
て
反
応
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
同
じ
」
「
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
な
る
」
と
い
う
が
、
実
際
に
そ
の
連
合
が
生
じ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
見
本
合
せ
法
を
用
い
、
見
本
と
し
て
は
赤
、
比
較
刺
激
と
し
て
赤
と
緑
が
呈
さ
れ
る
。
「
岡
じ
」
概
念
を
習
得
す
る
と
き
は
赤
を
、
「
異

　
　
な
る
」
概
念
を
習
得
す
る
と
き
は
緑
を
選
択
す
る
よ
う
に
訓
練
す
る
。
「
同
じ
」
条
件
の
場
合
、
緑
の
か
わ
り
に
新
し
い
刺
激
と
し
て
青

　
　
を
使
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
比
較
刺
激
は
赤
と
青
と
な
る
。
「
異
な
る
」
条
件
の
場
合
、
赤
の
か
わ
り
に
新
し
い
刺
激
と
し
て
黄
を
使
用

　
　
す
る
。
し
た
が
っ
て
比
較
刺
激
は
黄
と
緑
と
な
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
誤
り
と
な
る
刺
激
が
代
置
さ
れ
た
。
ま
た
別

伽
の
条
件
と
し
て
、
「
同
じ
」
条
件
の
面
食
赤
の
見
本
の
と
き
、
比
較
刺
激
の
赤
と
緑
の
う
ち
、
赤
を
新
し
い
刺
激
、
黄
に
か
え
、
黄
と

1　
　
　
　
　
　
沈
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完
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緑
と
す
る
。
「
異
な
る
」
条
件
の
場
合
、
比
較
刺
激
の
赤
と
緑
の
う
ち
、
緑
を
新
し
い
刺
激
、
青
に
か
え
、
赤
と
青
と
す
る
。
い
ず
れ
の

場
合
も
、
正
し
い
と
さ
れ
る
刺
激
が
代
置
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
「
同
じ
」
条
件
の
と
き
、
そ
の
成
績
は
悪
く
な
っ
た
。
他
方
、
「
異
な
る

」
条
件
の
と
き
、
そ
の
成
績
は
変
化
し
な
か
っ
た
。
色
の
般
化
に
よ
る
影
響
を
考
慮
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
使
用
す
る
色
を
分
化
し
て
、
同

様
の
手
続
き
に
よ
っ
て
実
験
を
行
っ
た
結
果
、
置
き
換
え
の
効
果
は
さ
ら
に
い
ち
じ
る
し
く
見
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
事
実
は
、
「
同
じ
」
、

「
異
な
る
」
い
ず
れ
の
課
題
に
お
い
て
も
、
見
本
刺
激
と
比
較
刺
激
の
う
ち
見
本
刺
激
と
同
じ
も
の
と
の
間
に
連
合
が
生
じ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
同
じ
」
課
題
の
と
き
は
、
見
本
刺
激
と
正
の
比
較
刺
激
と
の
問
に
、
「
異
な
る
」
課
題
の
と
き
は
、
見
本
刺
激
と
負

の
比
較
刺
激
と
の
間
に
連
合
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
彼
等
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
見
本
合
せ
が
、
ハ
ト
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
で
い
う
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
意
味

は
、
内
容
的
に
は
、
条
件
性
見
本
合
せ
法
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
実
験
は
強
化
の
媒
介
作
用
を
明
示
し
た
つ
ぎ
の
実
験
に
お
、

い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
エ
ド
ワ
ー
ズ
ら
に
よ
れ
ば
、
強
化
刺
激
の
共
通
性
を
媒
介
と
し
て
、
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
刺
激
項
が
「
同
じ
も
の
」
と
し
て
互
い
に
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

合
さ
れ
る
と
い
う
。
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
、
反
応
の
共
通
性
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
刺
激
が
「
同
じ
」
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
を

も
と
に
ク
ラ
ス
分
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
ら
の
研
究
は
、
強
化
刺
激
の
共
通
性
を
用
い
た
こ
と
、
加
え
て
、
見
本

合
せ
法
に
よ
っ
た
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
実
験
と
相
違
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
砂
場
は
、
被
悪
報
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
ラ
ッ
ト
を
用
い
た
の
に

対
し
、
彼
等
は
ハ
ト
を
使
用
し
た
点
で
あ
る
。

　
見
本
刺
激
と
し
て
＋
字
形
図
形
、
比
較
刺
激
と
し
て
＋
字
形
と
門
が
使
用
さ
れ
＋
へ
の
反
応
が
正
答
と
さ
れ
た
。
強
化
刺
激
と
し
て
コ

ー
ン
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
見
本
刺
激
と
し
て
円
が
与
え
ら
れ
た
と
き
は
、
比
較
刺
激
円
へ
の
反
応
が
正
答
と
さ
れ
強
化
刺
激
と
し
て
小

麦
が
与
え
ら
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
同
様
に
、
見
本
刺
激
を
同
定
す
る
課
題
に
お
い
て
、
比
較
刺
激
と
し
て
赤
と
緑
が
使
用
さ
れ
、
赤
が
見
本

刺
激
の
と
き
は
コ
ー
ン
を
強
化
刺
激
と
し
、
緑
が
見
本
刺
激
の
と
き
は
小
菱
を
強
化
刺
激
と
し
た
ρ
強
化
の
共
通
性
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ



　
　
の
刺
激
間
に
連
合
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
コ
ー
ン
の
強
化
刺
激
の
共
通
性
に
よ
っ
て
、
＋
字
形
と
赤
の
連
合
が
、
小
麦
の
強
化
刺
激
の
共

　
　
通
性
に
よ
っ
て
円
と
緑
の
連
合
が
生
じ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
検
証
す
る
た
め
に
転
移
学
習
と
し
て
彼
等
の
い
う
シ
ン
ポ

　
　
リ
ッ
ク
見
本
合
せ
法
が
、
つ
ぎ
に
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
見
本
刺
激
と
し
て
＋
字
形
が
呈
示
さ
れ
、
比
較
刺
激
と
し
て
緑
と
赤
と
が
呈
示

　
　
さ
れ
、
緑
を
選
べ
ば
コ
ー
ン
の
強
化
が
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
見
本
刺
激
と
し
て
円
が
呈
示
さ
れ
、
比
較
刺
激
と
し
て
緑
と
赤
が
提
示
さ
れ
、

　
　
そ
の
う
ち
赤
を
選
べ
ば
小
麦
の
強
化
が
与
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
比
較
刺
激
と
し
て
円
と
＋
字
形
が
与
え
ら
れ
、
見
本
刺
激
が
赤
の
場
合

　
　
に
は
コ
ー
ン
が
、
緑
の
と
き
に
は
小
麦
が
強
化
刺
激
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
見
本
と
し
て
与
え
ら
れ
た
刺
激
、
た

　
　
と
え
ば
＋
字
形
は
比
較
刺
激
中
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
同
定
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
＋
字
形
な
ら
ば
赤
が
正
答
で
あ
る
と
い

　
　
う
こ
と
を
動
物
が
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
課
題
が
達
成
さ
れ
る
。
条
件
性
見
本
合
せ
法
と
呼
ば
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
と
の

　
　
学
習
に
お
い
て
、
コ
ー
ン
強
化
刺
激
に
よ
っ
て
÷
字
形
と
赤
の
間
に
、
小
麦
の
強
化
刺
激
に
よ
っ
て
円
と
緑
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
連
合
が

　
　
生
じ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
転
移
学
習
は
、
も
と
の
学
習
に
お
い
て
、
コ
ー
ン
、
小
麦
、
の
区
別
な
く
で
た
ら
め

　
　
に
強
化
を
与
え
る
統
欄
条
件
に
比
べ
て
、
学
習
は
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
以
上
の
条
件
を
正
の
転
移
条
件
と
呼
ぶ
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
以
下
の
条
件
を
負
の
転
移
条
件
と
よ
ぶ
。
赤
と
緑
の
比
較
刺
激
で
、
＋
字
形
の
見
本
刺
激
の
場
合
、
緑
の
選
択
を
正

　
　
答
と
し
、
小
麦
の
強
化
刺
激
が
与
え
ら
れ
、
円
の
見
本
刺
激
の
場
合
、
赤
の
選
択
を
正
答
と
し
、
コ
ー
ン
の
強
化
刺
激
が
与
え
ら
れ
た
。

　
　
同
様
に
比
較
刺
激
と
し
て
十
宇
形
と
円
、
見
本
刺
激
と
し
て
赤
の
場
合
に
は
円
が
、
緑
の
場
合
に
は
十
字
形
が
正
答
と
さ
れ
、
前
者
に
は

　
　
コ
ー
ン
、
後
者
に
は
小
麦
の
強
化
刺
激
が
与
え
ら
れ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
冤
本
刺
激
と
比
較
刺
激
と
の
間
に
は
、
連
合
は
存
在
し

　
　
な
い
。
既
存
の
＋
字
形
と
赤
の
連
合
、
あ
る
い
は
円
と
緑
の
連
合
を
消
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
負
の
転
移
条
件
と
呼
ぶ
。

　
　
　
も
と
の
学
習
を
完
成
し
て
の
ち
、
被
験
動
物
は
二
群
に
わ
け
ら
れ
、
　
一
群
は
正
の
転
移
条
件
に
よ
っ
て
、
他
の
一
群
は
負
の
転
移
条
件

　
　
に
よ
っ
て
学
習
が
行
わ
れ
た
。
な
お
、
統
制
条
件
に
お
い
て
は
、
も
と
の
学
習
に
お
い
て
連
合
を
生
じ
な
い
よ
う
に
、
コ
ー
ン
と
小
麦
の

25
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強
化
刺
激
の
与
、
兄
方
を
で
た
ら
め
に
し
た
以
外
は
、
正
と
負
の
転
移
条
件
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
予
想
通
り
統
制
条
件
を
中
に
は
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さ
ん
で
、
正
の
転
移
条
件
の
成
績
は
よ
く
、
負
の
転
移
条
件
の
成
績
は
劣
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
強
化
刺
激
の
共
通
性
に

　
　
よ
っ
て
刺
激
の
連
合
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
う
ら
づ
け
る
。
さ
き
に
、
わ
れ
わ
れ
が
、
反
応
の
共
通
性
に
よ
っ
て
刺
激
の
連
合
を
可
能
に
し

　
　
た
こ
と
を
さ
ら
に
共
通
の
強
化
の
共
通
性
を
用
い
て
同
様
の
結
果
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

五
　
同
時
的
刺
激
呈
示
法
に
よ
る
同
定

　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
プ
リ
マ
ヅ
ク
に
よ
れ
ば
同
時
的
刺
激
法
こ
そ
が
、
関
係
の
関
係
を
明
示
す
る
も
の
だ
と
い
う
。
A
！
A
と
い
う
関
係
が
つ
ぎ
の
B
－
B

と
い
う
関
係
と
同
じ
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
、
さ
ら
に
は
、
A
I
ん
の
関
係
が
B
l
P
と
し
て
問
わ
れ
、
類
推
に
よ
っ
て
P
に
被
験
体
が
答

え
る
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
る
関
係
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
類
人
猿
以
上
に
み
ら
れ
る
高
等
精
神
作
用
で
あ
る

と
い
う
。
し
か
し
単
な
る
関
係
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
ネ
ズ
、
ミ
で
も
、
刺
激
の
関
係
的
な
も
の
と
、
石
心
的
な
も
の
と
の
両
方
に
反
応
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
証
拠
が
幾
つ
か
の
実
験
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ト
も
ま
た
ネ
ズ
ミ
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
類
人
猿
と
ハ
ト
と
が
相
違
す
る
と
す
れ
ば
、
類
人
猿
の
場
合
関
係
的
要
因
に
、
よ
り
重
み
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
類
人
猿

と
人
間
と
の
間
に
差
異
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヒ
ト
が
、
意
図
的
に
一
つ
の
要
因
に
注
意
を
集
中
し
他
を
無
視
す
る
こ
と
が
可
能
な
点
に
あ

る
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
主
張
に
は
筆
者
は
疑
い
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
か
つ
て
関
係
把
握
の
問
題
に
お
い
て
、

絶
対
反
応
か
相
対
反
応
か
が
問
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
条
件
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
ア
イ
ド
ル
な
問
題
で
あ
る
か
ら
で

　
（
1
4
）

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
注
目
さ
れ
る
の
は
プ
リ
マ
ヅ
ク
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
実
験
事
実
で
あ
る
。
関
係
と
し
て
も
っ
と
も
簡
単
な
の
は
、
外
見
的
に
似
て
い

る
場
合
で
あ
る
。
一
つ
の
バ
ナ
ナ
と
他
の
バ
ナ
ナ
の
関
係
は
一
つ
の
リ
ン
ゴ
と
他
の
リ
ン
ゴ
と
の
関
係
に
等
し
い
。
一
つ
の
バ
ナ
ナ
と
半

分
の
バ
ナ
ナ
と
の
関
係
は
一
つ
の
リ
ン
ゴ
と
半
分
の
リ
ン
ゴ
の
関
係
に
等
し
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
視
覚
的
に
容
易
に
解
く
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ぎ
に
難
し
い
も
の
と
し
て
、
種
々
の
属
性
を
も
つ
が
、
そ
の
一
点
に
着
目
し
て
そ
れ
を
関
係
的
に
と
ら
え
る
問
題
が
あ
る
。
プ
リ



　
　
マ
ッ
ク
の
チ
ン
パ
ソ
ジ
イ
は
そ
れ
を
容
易
に
解
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
機
能
的
な
関
係
に
よ
っ
て
解
決
す
る
問
題
も
可
能
で
あ
っ

　
　
た
。
例
え
ば
、
カ
ギ
と
錠
、
カ
ン
と
カ
ン
切
り
と
の
関
係
は
外
見
だ
け
で
は
関
係
の
類
似
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
機

　
　
能
的
関
係
を
、
ナ
ン
キ
ン
錠
、
紙
、
接
着
剤
の
チ
ュ
ー
ブ
、
ク
レ
ヨ
ン
、
ナ
イ
フ
、
ペ
イ
ン
ト
ブ
ラ
ッ
シ
、
等
≧
に
つ
い
て
機
能
的
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
を
見
出
し
て
解
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
機
能
的
般
化
が
行
わ
れ
た
結
果
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
問
題
は
、
機
能
的
般

　
　
化
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ネ
ズ
ミ
、
ハ
ト
の
よ
う
な
動
物
で
は
、
こ
れ
ら
の
実
験
で
用
い
ら
れ
た
雛

　
　
具
に
つ
い
て
の
知
識
を
求
め
る
こ
と
も
、
教
え
る
こ
と
も
恐
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
行
動
の
レ
バ
ー
ト
リ
イ
が
類
人
猿
に
比
べ
て
驚
く

　
　
程
少
な
い
た
め
で
あ
る
。
ネ
ズ
ミ
や
ハ
ト
は
、
道
具
の
使
用
の
点
に
お
い
て
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
課

　
　
題
を
与
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
類
人
猿
と
ハ
ト
や
ネ
ズ
ミ
の
聞
に
越
え
が
た
い
溝
を
設
け
る
こ

　
　
と
に
は
同
意
し
か
ね
る
。
知
覚
的
類
似
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
、
類
人
猿
の
関
係
把
握
の
原
初
的
な
も
の
が
、
ハ
ト
や
ネ
ズ

　
　
、
・
・
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
ゼ
ン
タ
ル
ら
の
実
験
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
差
は
、

　
　
類
人
猿
が
こ
の
種
の
課
題
を
極
め
て
速
や
か
に
習
得
で
き
る
の
に
比
べ
て
、
ゼ
ン
タ
ル
の
ハ
ト
は
長
時
間
を
必
要
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
同
様
の
こ
と
は
天
井
か
ら
吊
り
下
げ
ら
れ
た
バ
ナ
ナ
を
、
ふ
み
台
を
使
用
し
て
容
易
に
手
に
入
れ
た
チ
ン
パ
ン
ジ
イ
と
数
か
月
の
シ
ェ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
ビ
ン
グ
を
行
っ
て
や
っ
と
間
様
の
行
動
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
ハ
ト
の
例
に
も
み
ら
れ
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
イ
や
ヒ
ト
が
一
瞬
に
し
て

　
　
読
み
と
る
解
決
が
、
ハ
ト
の
場
合
、
数
か
月
の
シ
ェ
ー
ビ
ン
グ
を
必
要
と
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
課
題
へ
の
達
成
が
量
的
（
時
間

　
　
的
）
に
は
相
違
し
て
い
る
が
、
質
的
に
は
同
じ
解
決
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
は
聴
く
べ
き
点
が
あ
る
。

　
　
　
チ
ン
パ
ン
ジ
イ
が
、
言
語
（
あ
る
い
は
言
語
に
近
い
も
の
と
い
う
の
が
正
確
で
あ
ろ
う
）
を
習
得
す
る
た
め
に
は
、
曲
芸
を
学
ぶ
動
物

　
　
と
同
じ
く
長
時
間
を
必
要
と
す
る
。
だ
か
ら
、
チ
ン
パ
ン
ジ
イ
の
言
語
習
得
と
ヒ
ト
の
言
語
習
得
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判

　
　
が
あ
る
。
し
か
し
人
問
の
幼
児
が
言
語
を
学
ぶ
た
め
に
、
ど
れ
程
多
く
の
努
力
と
時
間
を
必
要
と
す
る
か
を
思
え
ば
、
こ
の
批
判
は
誤
っ

27
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「
て
い
る
。
ハ
ト
が
箱
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
は
、
ヒ
ト
が
綱
を
渡
る
ぐ
ら
い
難
し
い
と
も
想
像
さ
れ
る
。
数
か
月
を
要
し
た
と
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し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
が
あ
る
。
手
を
自
由
に
使
用
で
き
る
チ
ン
パ
ン
ジ
イ
は
そ
れ
に
応

　
　
じ
て
多
く
の
も
の
を
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
彼
等
の
操
作
対
象
は
豊
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ハ
ト
や
ネ
ズ
、
・
・
の
操
作
対
象
は
貧
し

　
　
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
無
視
し
て
行
わ
れ
た
実
験
結
果
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
理
解
で
き
よ
う
。

　
　
　
と
い
っ
て
、
チ
ン
パ
ン
ジ
イ
や
、
さ
ら
に
は
ヒ
ト
の
概
念
行
動
が
、
ネ
ズ
ミ
や
ハ
ト
と
同
程
度
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
は
な

　
　
い
。
概
念
行
動
の
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
、
ハ
ト
も
ネ
ズ
ミ
も
可
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
ヒ
ト
に
至
る

　
　
ま
で
連
続
的
で
あ
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
他
方
、
ヒ
ト
は
言
語
を
も
ち
、
他
の
生
物
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
文
化
を
も
っ
て
い
る
。
類
人
猿
も
ま
た
道
具
を
製
作
し
、
ネ
ズ
ミ
や
、

　
　
ハ
ト
の
生
活
環
境
と
は
比
較
を
絶
し
て
い
る
。

　
　
　
行
動
を
統
制
す
る
刺
激
の
多
寡
は
、
自
ず
か
ら
刺
激
間
の
関
係
の
複
雑
さ
の
問
題
を
派
生
す
る
。
複
雑
な
刺
激
を
単
純
化
す
る
機
能
こ

　
　
そ
概
念
化
の
働
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
条
件
的
刺
激
統
制
、
一
つ
の
概
念
の
多
重
的
機
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TIHE　OUTLINES　OF　THE　MAIN
　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The・U彦伽θげ5痂〃Z　ar彦icle　as　aPPeai・5勿ノπ・re漉〃Z・ne　nZtnzber・f　this

maga2ine　is　to　be　given　together　xvith　the　last　instalment　of　the　article．

Thinking　without　Language

by　Ryoji　Motoyoshi

Professor　of　Psychology，

Faculty　of　Letters，

Kyoto　University

　　It　is　not　possible　to　1〈now　directly　what　animals　think　because　they

cannot　speak　to　us　about　it．　We　must　therefore　infer　their　thought

f；orn　their　behavior．　From　a　behavioral　point　of　view，　thinlcing　is　a

problem　so｝ving　behavior　itself．

　　What　is　the　nature　of　animal　thought　without　language？　As　an

answer　to　this　question，　the　behavior　of　identifying　a　stimulus　has

been　investigated　in　matching－to－sarnple　experiments．　Pigeons　can　make

a　same－different　judgement　for　a　single　stimulus　in　the　transfer　test　of’

a　matching－to－samp！e　performance，　but　they　cannot　make　the　same－dif－

ferent　judgement　for　the　relation　between　stimuli　in　a　pair．　According

to　Premack　（1983），　a　language　trained　chimpanzee　（Sarah）　was　capable

of　doing　this　kind　of　same－different　judgement　while　chimpanzees

without　language　training　were　not．　The　author　does　not　approve　ef

his　view　that　the　success　of　relational　judgement　is　due　to　language．
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Because　animals　may　perceive　a　pair　of　stirnuli　as　a　symmetric　or

asymmetric　pattern　instead　of　as　a　same－different　relation．　Furthermore，

he　reported　that　Sarah・was　capable　of　solving　analogy　of　stimulus

relations　（A／A’＝B／？）　while　chimpanzees　without　language　training

were　not．　But　these　problems　may　be　solved　by　functiorial　generalization；

that　is，　lower　animals，　such　as　rats　and　pigeons，　may　be　abie　to　solve

such　problems　as　well．

　　Therefore，　as　far　as　the　same－different　judgement　is　concerned，　qualita－

tive　difference　can　be　found　extremely　little　between　primates　and

non　primates　in　the　previous　data．

Reason　and　Passion　in　Hume

by　Kunio　Toki

Associate　Professor　of　History

of　Philosophy，

Faculty　of　Letters，

Okayama　University

　　In　this　paper　we　have　tried　to　throw　some　light　on　the　relation

between　reason　and　passion　in　Hume’s　moral　theory．　The　argument

falls　into　two　parts．

　　In　the　first　section　we　scrutinize　the　distinction　between　reason　and

passion，　and　then　the　role　of　reason　in　Hume’s　thoughts　of　morals．　He

emphasizes　that　the　principle　which　opposes　our　passion　cannot　be

reason　so　that　there　can　be　no　combat　of　passion　and　reason．　Eliminating

reason　as　an　opponent　of　passion，　he　asserts　that　only　passions　move

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2


