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は
じ
め
に 

　
　

　
　

　

本
書
は
、
批
判
的
思
考
（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
）
と
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
す
る
53
個
の
基
本
ワ
ー
ド
の
解

説
を
通
し
て
、
21
世
紀
を
生
き
る
市
民
の
た
め
の
マ
ッ
プ
を
描
い
た
も
の
で
す
。

　

ま
ず
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
二
つ
の
ワ
ー
ド
「
批
判
的
思
考
」
と
「
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
マ
ッ
プ
の
定
点
と

す
る
た
め
に
説
明
し
ま
す
。

　
「
批
判
的
思
考
」
は
、「
相
手
を
非
難
す
る
こ
と
」
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
本
質

は
、
証
拠
に
基
づ
い
て
論
理
的
に
考
え
た
り
、
自
分
の
考
え
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
振
り
返
り
、
立
ち
止
ま
っ
て

考
え
た
り
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
相
手
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
出
発
点
で
あ
り
、
協
同
し

て
よ
り
良
い
決
定
や
問
題
解
決
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
相
手
を
攻
撃
す
る
た
め
だ

け
の
批
判
は
、
批
判
的
思
考
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
も
の
で
す
。

　
「
リ
テ
ラ
シ
ー
」
は
批
判
的
思
考
を
用
い
て
情
報
を
読
み
解
く
能
力
で
す
。
私
た
ち
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
か
ら
膨
大
な
情
報
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
信
頼
性
が
低
い
情
報
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
そ
う
し
た
情
報
の
中
か
ら
、
私
た
ち
に
は
、
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
健
康
、
法
律
、
科
学
な
ど
の

情
報
を
取
捨
選
択
し
、
自
ら
考
え
、
判
断
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
が
、
市
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民
リ
テ
ラ
シ
ー
で
す
。

　

本
書
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
定
点
と
な
る
ワ
ー
ド
か
ら
、
以
下
の
三
点
を
目
的
地
と
し
て
マ
ッ
プ
を
描
き
ま

す
。

　
　

　

 

①　

21
世
紀
の
市
民
に
と
っ
て
、
情
報
を
読
み
解
く
リ
テ
ラ
シ
ー
の
重
要
性
を
伝
え
、
そ
れ
を
支
え
る
批
判
的
思
考
の

し
く
み
・
理
論
に
つ
い
て
、
哲
学
、
心
理
学
、
神
経
科
学
、
教
育
学
な
ど
と
、
実
践
に
関
わ
る
関
連
分
野
の
諸
研
究
に

基
づ
い
て
解
説
す
る
。
批
判
的
思
考
や
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
、
疑
問
を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
に
、
理
論
そ
し
て
教
育

運
動
の
歴
史
的
な
系
譜
や
関
連
事
項
を
踏
ま
え
て
理
解
が
で
き
る
本
を
め
ざ
す
。

　

 

②　

批
判
的
思
考
力
を
育
成
す
る
た
め
の
教
育
に
つ
い
て
、
小
学
校
か
ら
大
学
に
お
け
る
各
教
科
お
よ
び
、
教
科
を
越

え
た
実
践
と
理
論
に
つ
い
て
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
や
21
世
紀
型
学
力
な
ど
最
新
の
教
育
界
の
動
向
を
踏
ま
え
て
解

説
す
る
。
教
育
の
改
善
・
改
革
を
め
ざ
す
教
育
関
係
者
や
関
心
の
あ
る
人
に
役
立
つ
も
の
を
め
ざ
す
。

　

 

③　

21
世
紀
の
社
会
に
お
け
る
批
判
的
思
考
の
応
用
に
つ
い
て
、
放
射
線
リ
ス
ク
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
代
替
医
療

な
ど
の
具
体
的
な
社
会
的
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
読
み
解
き
解
決
す
る
た
め
の
リ
テ
ラ
シ
ー
と
批
判

的
思
考
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
こ
れ
か
ら
社
会
に
出
る
若
者
、
社
会
を
支
え
て
い
る
人
た
ち
が
、
自
分
と
社
会
、
さ
ら

に
両
者
の
関
わ
り
を
熟
考
し
、
問
題
解
決
に
向
か
う
た
め
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
本
を
め
ざ
す
。

　
　

　

そ
こ
で
、
本
書
は
図
１
に
示
す
よ
う
に
、
三
つ
の
マ
ッ
プ
が
重
な
り
合
う
３
部
構
成
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　

第
１
部
は
「
批
判
的
思
考
と
は
な
に
か
」
を
描
く
マ
ッ
プ
で
、
本
書
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
大
き
な
マ
ッ
プ
で
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す
。
出
発
点
と
し
て
、
第
一
に
、
批
判
的
思
考
に
関
す
る
哲
学
、
科
学
論
に
基
づ
く
歴
史
的
な
解
説
と
、
情
動
や

知
的
徳
に
関
し
て
述
べ
ま
す
。
第
二
は
、
心
理
学
的
な
視
点
に
基
づ
く
マ
ッ
プ
で
、
研
究
の
理
論
的
基
盤
と
、
基

本
的
概
念
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
と
く
に
、
批
判
的
思
考
を
支
え
る
認
知
、
ス
キ
ル
、
知
識
、
態
度
、
神
経
科

学
的
基
盤
と
そ
れ
ら
の
測
定
、
問
題
解
決
、
叡
智
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
や
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
な
ど
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
バ
イ
ア
ス
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
た
め
、
第
３
部
に
も
関

わ
り
ま
す
。

　

第
２
部
は
「
批
判
的
思
考
の
教
育
」
を
描
く
マ
ッ
プ
で
、
図
１
の
左
中
央
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
第
１

部
の
「
心
理
学
」
の
マ
ッ
プ
を
拡
張
す
る
形
で
、
批
判
的
思
考
教
育
を
支
え
る
思
考
の
発
達
、
論
理
的
思
考
、
創

造
的
思
考
が
入
っ
て
い
ま
す
。
つ
ぎ
に
、
批
判
的
思
考
の
教
育
運
動
の
系
譜
と
主
な
教
育
技
法
、
さ
ら
に
経
営
改

革
手
法
に
基
づ
く
Ｔ
Ｏ
Ｃ
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
そ
し
て
、
初
等
・
中
等
教
育
の
各
教
科
に
お
け
る
批
判
的
思
考

の
実
践
に
つ
い
て
、
教
育
改
革
動
向
を
踏
ま
え
て
解
説
し
ま
す
。
つ
づ
い
て
、
大
学
教
育
に
お
け
る
批
判
的
思
考

に
つ
い
て
、
初
年
次
、
教
養
教
育
か
ら
、
専
門
教
育
、
さ
ら
に
看
護
教
育
、
そ
し
て
他
の
国
に
お
け
る
教
育
の
特

徴
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

　

第
３
部
は
「
社
会
に
生
き
る
批
判
的
思
考
」
を
描
く
マ
ッ
プ
で
、
21
世
紀
に
生
き
る
市
民
を
育
成
す
る
た
め
の

教
育
に
お
い
て
育
成
さ
れ
る
能
力
と
し
て
、
第
２
部
の
教
育
の
マ
ッ
プ
と
重
な
る
形
で
図
１
の
中
心
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
科
学
・
技
術
リ
テ
ラ
シ
ー
、
ヘ
ル
ス
リ
テ
ラ
シ
ー
な
ど
の
市
民
の
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て

述
べ
て
い
ま
す
。
市
民
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
教
育
に
お
い
て
育
成
さ
れ
る
リ
テ
ラ
シ
ー
で
あ
る
と
と
も
に
、
社
会
に

発
信
し
、
ま
た
、
社
会
か
ら
受
信
す
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
で
も
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あ
り
、
右
側
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
マ
ッ
プ
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
関
わ
る
ト
ラ
ン
ス
サ
イ
エ
ン
ス
や
疑
似
科
学
、
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
流
言
や
風
評
被

害
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
最
後
の
マ
ッ
プ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
集
合
知
を
活
用
し
た
、
批
判
的

思
考
を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
で
あ
り
、
図
１
の
右
下
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
マ
ッ
プ
に
重
な
り
ま

す
。

　
　

　

こ
こ
で
本
書
の
訳
語
の
方
針
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
こ
れ
は
、
本
書
の
著
者
の
多
く
が
執
筆
し
て
い
る
『
批
判

的
思
考
力
を
育
む
：
学
士
力
と
社
会
人
基
礎
力
の
基
盤
形
成
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
）
に
し
た
が
っ
て
い
ま

す
。
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
批
判
的
思
考
」
は
、
西
欧
流
の
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
」
で
は
な
く
、
日
本
の

文
化
に
根
ざ
し
た
「
批
判
的
思
考
」
と
い
う
こ
と
ば
を
定
着
さ
せ
た
い
と
い
う
意
図
で
「
批
判
的
思
考
」
に
統
一

し
て
使
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
批
判
的
思
考
に
含
ま
れ
る
自
己
の
考
え
を
振
り
返
る
「
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
、

「
内
省
」「
反
省
」「
省
察
」
な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
な
訳
語
が
あ
り
ま
す
。
本
書
で
は
、
自
己
内
に
お
け
る
思
考
の
反

復
や
対
話
の
意
味
を
重
視
し
て
「
内
省
」
ま
た
は
「
反
省
」
を
使
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
文
脈
に
よ
っ

て
適
切
な
訳
語
が
あ
る
と
考
え
、
無
理
に
統
一
を
と
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
初
出
時
に
は
括
弧
で
併
記
を
し

て
、
相
互
に
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
（
汎
用
）
ス
キ

ル
、
研
究
（
リ
サ
ー
チ
）
リ
テ
ラ
シ
ー
も
同
様
の
扱
い
を
し
て
い
ま
す
。
読
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
同
じ
こ
と
ば

に
、
複
数
の
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
う
え
で
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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本
書
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
A
１
８
３
３
０
１
３
８
（
代
表
：
楠
見
孝
）
の
「
21
世

紀
市
民
の
た
め
の
高
次
リ
テ
ラ
シ
ー
と
批
判
的
思
考
力
」
の
成
果
と
し
て
出
版
す
る
も
の
で
す
。
研
究
分
担
者
・

協
力
者
と
し
て
、
心
理
学
分
野
か
ら
、
共
編
者
の
道
田
、
そ
し
て
子
安
、
マ
ナ
ロ
、
林
、
沖
林
、
平
山
、
坂
上
、

三
浦
、
田
中
の
各
氏
、
哲
学
分
野
か
ら
は
信
原
、
原
、
小
口
、
情
報
学
分
野
か
ら
は
乾
、
小
倉
の
各
氏
が
参
加
し

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
方
々
に
加
え
て
、
す
ぐ
れ
た
研
究
・
実
践
を
進
め
て
い
る
幅
広
い
研
究
分
野
の
多

く
の
方
々
に
執
筆
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ワ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
描
か
れ
た
批
判
的
思
考
と
そ
れ
が
支
え
る
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
と
意
義
が
読

者
の
皆
さ
ん
に
伝
わ
り
、
そ
れ
ら
を
身
に
つ
け
た
学
習
者
・
市
民
・
社
会
人
が
育
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
良
い

21
世
紀
の
社
会
を
形
成
す
る
契
機
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
　

　
　

二
〇
一
四
年　

一
二
月

 

編
者
を
代
表
し
て　

　

楠
見　

孝
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批判的思考とはなにか



2

1―

1
近
代
知
と
し
て
の
批
判
的
思
考 

―

定
義
の
変
遷
を
た
ど
る

　

批
判
的
思
考
（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
）
の
語
は
、
近
年
わ
が
国
で
、
学
術
論
文
の
み
な
ら

ず
一
般
書
な
ど
で
も
よ
く
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
こ
の
語
が
幅
広
く
知
ら
れ
、

必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、「
批
判
的
思
考
」
と
い
う
概
念
が
多

様
で
わ
か
り
に
く
い
こ
と
か
ら
、
誤
解
も
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば

「
批
判
的
思
考
」
イ
コ
ー
ル
「
批
判
す
る
こ
と
」
と
い
う
誤
解
、
批
判
的
思
考
概
念
が
一
枚
岩
で
あ

る
と
い
う
誤
解
、
思
考
ツ
ー
ル
な
ど
を
用
い
て
特
定
の
手
順
で
考
え
る
こ
と
が
批
判
的
思
考
と
い
う

誤
解
な
ど
で
あ
る
。

　

批
判
的
思
考
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
洋
哲
学
の
伝
統
と
い
う
長
い
過
去
を
も
ち
、
20
世
紀

に
入
っ
て
か
ら
は
「
批
判
的
思
考
」
の
語
を
用
い
て
実
践
さ
れ
研
究
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
を
も

つ
。
先
述
の
よ
う
な
誤
解
は
、「
批
判
的
思
考
」
と
い
う
名
で
実
践
・
研
究
さ
れ
議
論
さ
れ
て
き
た

近
代
知
と
し
て
の
批
判
的
思
考
の
研
究
史
を
踏
ま
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
き
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
初
期
の
批
判
的
思
考
研
究
者
で
あ
る
グ
レ
イ
サ
ー

﹇
１
﹈は

、
議
会
民
主
制
に
お
け
る
良
き
市
民
に
必

要
な
能
力
と
し
て
批
判
的
思
考
を
挙
げ
、
そ
の
育
成
が
民
主
主
義
の
発
展
に
貢
献
す
る
と
論
じ
て
い

﹇
１
﹈　G

laser, E
.M

. 

（1941

） A
n 

experim
ent in the developm

ent of 
critical thinking. N

ew
 Y

ork
: 

T
eachers C

ollege of C
olum

bia 
U
niversity, Bureau of Publications. 

﹇
１
﹈　G

laser, E
.M

. 

（1941

） A
n 

experim
ent in the developm

ent of 
critical thinking. N

ew
 Y

ork
: 

T
eachers C

ollege of C
olum

bia 
U
niversity, Bureau of Publications. 



3　近代知としての批判的思考

る
。
近
代
民
主
主
義
自
体
は
も
っ
と
以
前
に
成
立
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
、
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
す

る
な
ど
情
報
が
高
度
化
し
、
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
も
明
確
化
し
、
ま
た
第
二
次
大
戦
後

は
高
等
教
育
が
大
衆
化
す
る
な
ど
、
批
判
的
に
考
え
て
情
報
を
判
断
し
た
り
意
見
を
表
明
し
た
り
で

き
る
市
民
や
学
生
の
育
成
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

﹇
２
﹈。

　

本
項
で
は
、
批
判
的
思
考
に
関
す
る
議
論
や
提
唱
さ
れ
て
き
た
概
念
の
一
端
を
紹
介
す
る
こ
と

で
、
先
述
の
よ
う
な
誤
解
を
解
く
一
助
と
し
た
い
。
な
お
こ
の
問
題
を
考
え
る
筆
者
な
り
の
観
点
を

あ
ら
か
じ
め
示
し
て
お
く
。
日
常
的
文
脈
で
批
判
的
思
考
が
批
判
（
懐
疑
）
と
結
び
つ
け
て
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
る
の
と
は
裏
腹
に
、
学
術
的
文
脈
で
は
、
批
判
を
前
面
に
出
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
多
く
の
論
者
が
、
合
理
性

﹇
３
﹈あ

る
い
は
反
省
性

﹇
４
﹈と

い
う
観
点
を
重
視
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
批
判
的
思
考
の
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
批
判―

合
理
性―

反
省
性
の
３
点
を
頂
点
と
す
る

三
角
形
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
が
い
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
（
図
１
）。

　

で
は
以
下
に
歴
史
を
追
っ
て
、
批
判
的
思
考
概
念
を
み
て
い
こ
う
。
な
お
紙
幅
の
関
係
上
、
取
り

上
げ
る
の
は
批
判
的
思
考
研
究
（
理
論
研
究
）
に
お
い
て
最
も
代
表
的
と
考
え
ら
れ
る
論
者
の
み
と

な
る
。

■
批
判
的
思
考
概
念
の
変
遷

　

批
判
的
思
考
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
最
も
古
い
文
献
の
一
つ
と
し
て
、
哲
学
者
デ
ュ
ー
イ
の

『
思
考
の
方
法

﹇
５
﹈』

が
あ
る
。
彼
は
批
判
的
思
考
を
留
保
さ
れ
た
判
断
と
述
べ
て
い
る
。
判
断
を
留
保

﹇
２
﹈　

道
田
泰
司
（2011

）「
批
判
的
思

考
の
教
育
：
何
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う

な
？
」
楠
見
孝
・
子
安
増
生
・
道
田
泰
司

（
編
）『
批
判
的
思
考
力
を
育
む
：
学
士
力

と
社
会
人
基
礎
力
の
基
盤
形
成
』
有
斐
閣

﹇
３
﹈　

論
理
の
法
則
に
適
っ
て
い
る
こ

と
。

﹇
２
﹈　

道
田
泰
司
（2011

）「
批
判
的
思

考
の
教
育
：
何
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う

な
？
」
楠
見
孝
・
子
安
増
生
・
道
田
泰
司

（
編
）『
批
判
的
思
考
力
を
育
む
：
学
士
力

と
社
会
人
基
礎
力
の
基
盤
形
成
』
有
斐
閣

﹇
３
﹈　

論
理
の
法
則
に
適
っ
て
い
る
こ

と
。

図1　批判的思考の大三角形

合理的・
論理的

反省的・
省察的

批判的・
懐疑的



4

し
て
じ
っ
く
り
考
え
る
こ
と
が
批
判
的
思
考
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
反
省
性
」
に
焦
点
が
当
て
ら

れ
て
い
る
。
実
際
デ
ュ
ー
イ
は
批
判
的
思
考
の
語
を
反
省
（refl ection

）
と
ほ
ぼ
同
義
で
使
っ
て

お
り
、
先
の
本
の
改
訂
版

﹇
６
﹈で

は
も
っ
ぱ
ら
、
批
判
的
思
考
で
は
な
く
反
省
的
思
考
（refl ective 

thinking

）
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
反
省
的
思
考
が
今
日
の
批
判
的
思
考
の
源
流
に
あ
る
こ

と
は
、
多
く
の
論
者
が
認
め
て
い
る
。
ま
た
デ
ュ
ー
イ
は
思
考
態
度
の
重
要
性
に
つ
い
て
、「
個
人

的
態
度
か
論
理
的
推
論
原
則
に
関
す
る
知
識
や
技
能
か
、
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
個
人
的
態
度
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

反
省
的
に
考
え
て
問
題
を
探
究
す
る
過
程
を
論
じ
て
い
る
デ
ュ
ー
イ
に
対
し
て
、
教
育
哲
学
者
エ

ニ
ス

﹇
７
﹈は

一
九
六
二
年
に
、
問
題
解
決
の
論
理
学
的
基
準
が
必
要
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
が

な
け
れ
ば
、
問
題
解
決
者
が
解
け
た
と
考
え
れ
ば
解
決
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
批
判

的
思
考
を
「
命
題
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
、
そ
の
う
え
で
命
題
の
評
価
時
に
陥
り
や

す
い
落
と
し
穴
を
避
け
る
方
法
と
し
て
、
批
判
的
思
考
の
論
理
学
的
基
準
と
も
い
う
べ
き
12
項
目
の

技
能
リ
ス
ト
を
掲
げ
て
い
る

﹇
８
﹈。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
と
き
の
エ
ニ
ス
は
「
合
理
性
」
に
焦
点
を
当
て

て
い
る
。

　

エ
ニ
ス
の
定
義
を
批
判
し
た
の
が
教
育
哲
学
者
マ
ク
ペ
ッ
ク

﹇
９
﹈で

あ
る
。
彼
は
、
批
判
的
に
行
わ
な

く
て
も
命
題
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
山
登
り
や
チ
ェ
ス
な
ど
「
命
題
」
に
含
ま

れ
な
い
批
判
的
思
考
活
動
が
あ
る
、
と
批
判
し
、「
反
省
的
な
懐
疑
を
も
っ
て
あ
る
活
動
に
携
わ
る

態
度
と
技
能
」
と
批
判
的
思
考
を
定
義
し
て
い
る
。
反
省
的
な
懐
疑
と
は
無
差
別
な
懐
疑
で
は
な

﹇
４
﹈　

熟
考
す
る
こ
と
。

﹇
５
﹈　D

ew
ey, J. 

（1910

） H
ow

 w
e 

think. Boston
: D

.C. H
eath.
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①
命
題
の
意
味
を
把
握
す
る
。
②

推
論
の
過
程
に
あ
い
ま
い
な
部
分
が
な
い

か
判
断
す
る
。
③
命
題
間
に
矛
盾
が
な
い

か
判
断
す
る
。
④
結
論
が
必
然
的
に
導
き

出
さ
れ
る
か
判
断
す
る
。
⑤
命
題
が
十
分

に
特
定
（specifi c

）
さ
れ
て
い
る
か
判

断
す
る
。
⑥
命
題
は
原
則
を
き
ち
ん
と
適

用
し
た
も
の
か
判
断
す
る
。
⑦
観
察
結
果

が
信
頼
で
き
る
も
の
か
判
断
す
る
。
⑧
帰

﹇
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⑦
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納
に
よ
る
結
論
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
も
の
か

判
断
す
る
。
⑨
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
か
判
断
す
る
。
⑩
仮
定
は
何
か
判
断

す
る
。
⑪
定
義
は
適
切
か
判
断
す
る
。
⑫

専
門
家
の
主
張
は
受
け
入
れ
可
能
か
判
断

す
る
。
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く
、
賛
同
を
留
保
し
て
問
題
解
決
を
行
う
思
考
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
マ
ク
ペ
ッ
ク

の
考
え
は
エ
ニ
ス
の
よ
う
に
結
果
と
し
て
の
合
理
性
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

の
反
省
性
を
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
マ
ク
ペ
ッ
ク
は
、「
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
技
能
の
教
育
だ

け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
態
度
の
教
育
も
必
要
」
と
、
思
考
態
度
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
な

お
彼
は
、
批
判
的
思
考
は
特
定
の
主
題
領
域
を
学
ぶ
な
か
で
学
ぶ
べ
き
と
考
え
て
お
り
、
エ
ニ
ス
の

よ
う
に
技
能
や
態
度
の
一
般
的
な
リ
ス
ト
は
挙
げ
て
な
い
。

　

マ
ク
ペ
ッ
ク
の
批
判
を
踏
ま
え
、
エ
ニ
ス
は
一
九
六
二
年
の
「
命
題
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
」

か
ら
、
一
九
八
五
年
に
は
「
何
を
信
じ
何
を
行
う
か
の
決
定
に
焦
点
を
当
て
た
合
理
的
で
反
省
的
な

思
考﹈
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﹇

」
と
定
義
を
変
更
し
て
い
る
。
対
象
と
す
る
の
は
、
命
題
の
み
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
行

わ
れ
る
意
思
決
定
や
問
題
解
決
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
内
容
も
、
評
価
の
正
し
さ
と
い
う
合
理
性

の
み
で
な
く
、
反
省
的
な
思
考
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
考
え
方

と
い
え
よ
う
。

　

哲
学
者
ポ
ー
ル
は
エ
ニ
ス
を
名
指
し
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
個
別
要
素
的
な
技
能
の
組
み

合
わ
せ
と
し
て
の
批
判
的
思
考
を
弱
い
意
味
の
批
判
的
思
考
と
呼
ん
で
批
判
し
て
い
る﹈

11
﹇

。
批
判
的
思

考
技
能
は
自
己
防
衛
や
自
己
欺
瞞
の
た
め
の
詭
弁
と
し
て
使
う
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う

で
は
な
い
強
い
意
味
の
批
判
的
思
考
と
は
、
自
分
の
視
点
も
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
視
点
に
す
ぎ
な
い

こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
知
的
謙
遜
、
他
者
の
視
点
を
想
像
し
理
解
し
よ
う
と
す
る
知
的
共
感
な
ど
と

い
っ
た
思
考
態
度
に
基
づ
く
公
正
な
思
考
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
を
込
め
て
ポ
ー
ル﹈
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