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認
知
科
学
・
脳
神
経
科
学
が
リ
ス
ク
論
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト

個
人
的
選
択
か
ら
社
会
的
論
争
へ
の
変
換

関
谷　

翔

１　

は
じ
め
に

　

近
年
の
脳
神
経
科
学
の
隆
盛
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
米
国
で
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
一
九
九
九
年
を
﹁
脳
の

一
〇
年
︵D

ecade of the Brain

︶﹂
と
定
め
、
米
国
議
会
図
書
館
︵Library of C

ongress

︶
や
米
国
精
神
保
健
研
究
所
︵N

ational 

Institute of M
ental H

ealth

︶
と
協
力
し
な
が
ら
、
脳
神
経
科
学
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
一
般
市
民
に
対
し
て
も
、

脳
神
経
科
学
か
ら
得
ら
れ
る
便
益
を
周
知
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
一
方
、
日
本
に
お
い
て
も
、
一
九
九
六
年
に
日
本
学
術

会
議
に
よ
る
﹁
脳
科
学
研
究
の
推
進
に
つ
い
て
﹂、
科
学
技
術
庁
脳
科
学
の
推
進
に
関
す
る
研
究
会
に
よ
る
﹁
脳
科
学
の
時
代
﹂、

一
九
九
七
年
に
文
部
省
学
術
審
議
会
特
定
研
究
領
域
推
進
分
科
会
バ
イ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
部
会
に
よ
る
﹁
大
学
等
に
お
け
る
脳
研

究
の
推
進
に
つ
い
て
﹂
と
い
っ
た
報
告
書
が
矢
継
ぎ
早
に
発
表
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
と
り
ま
と
め
る
形
で
同
じ
く
一
九
九
七
年
に

科
学
技
術
会
議
の
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
部
会
に
属
す
る
脳
科
学
委
員
会
が
﹁
脳
に
関
す
る
研
究
開
発
に
つ
い
て
の
長
期
的
な
考

え
方
﹂
と
題
す
る
報
告
書
を
提
出
し
た
。
こ
こ
で
は
、﹁
脳
を
知
る
﹂︵
脳
の
働
き
の
解
明
︶、﹁
脳
を
守
る
﹂︵
脳
の
病
気
の
克

服
︶、﹁
脳
を
創
る
﹂︵
脳
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
開
発
︶
を
三
本
柱
と
し
た
戦
略
目
標
が
掲
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
三
領
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域
に
つ
い
て
五
年
後
、
一
〇
年
後
、
一
五
年
後
、
二
〇
年
後
に
区
切
ら
れ
た
戦
略
目
標
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
が
定
め
ら
れ
た
︵
脳

科
学
研
究
の
推
進
に
関
す
る
懇
談
会 

二
〇
〇
七
︶。
さ
ら
に
二
〇
〇
二
年
に
は
、﹁
脳
を
育
む
﹂
と
し
て
、
脳
の
発
生
・
発
達

原
理
の
解
明
、
発
達
障
害
の
予
防
・
治
療
、
育
児
・
保
育
・
教
育
へ
の
応
用
と
い
う
領
域
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
我

が
国
に
あ
っ
て
も
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
国
を
あ
げ
て
脳
神
経
科
学
を
推
進
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
勢
い
猛
の
脳
神
経
科
学
と
リ
ス
ク
論
と
の
接
点
に
焦
点
を
あ
て
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
リ
ス
ク

論
と
脳
神
経
科
学
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
分
野
で
あ
り
、
リ
ス
ク
論
が
脳
神
経
科
学
か
ら
受
け
る
影
響
は
か
な
り
限
定
的
で
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
リ
ス
ク
論
は
も
と
も
と
不
確
実
な
条
件
下
に
お
け
る
我
々
の
意
思
決
定
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を

議
論
し
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
意
思
決
定
を
な
す
に
あ
た
っ
て
必
要
と
な
る
判
断
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
す
る

学
問
分
野
で
あ
り
、
我
々
の
意
思
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
脳
神
経
科
学
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
し
か
も
、

二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
、Journal of N

euroscience, Science, N
ature N

euroscience

な
ど
の
雑
誌
が
こ
ぞ
っ
て
意

思
決
定
に
関
す
る
特
集
を
組
ん
で
お
り

（
（
（

、
脳
神
経
科
学
に
お
い
て
意
思
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
神
経
学
的
に
解
明
し
よ
う
と
い
う

動
き
が
特
に
最
近
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
る
に
、
同
じ
く
意
思
決
定
の
場
面
に

関
わ
る
リ
ス
ク
論
が
過
去
に
ど
の
よ
う
な
学
問
分
野
の
中
で
興
隆
し
、
ど
の
よ
う
な
知
見
を
生
み
出
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
批

判
を
受
け
た
の
か
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
後
の
脳
神
経
科
学
と
リ
ス
ク
論
と
の
あ
る
べ
き
関
係
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
は
以
上
の
目
的
の
も
と
、
以
下
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
。
ま
ず
、
リ
ス
ク
論
の
中
で
も
特
に
人
々
が
ど
の
よ
う
に
リ
ス

ク
を
認
知
し
、
判
断
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
態
度
を
変
容
し
、
行
動
す
る
か
な
ど
に
焦
点
を
あ
て
る
リ
ス
ク
認
知
の
分
野
に
議
論

を
絞
り
、
リ
ス
ク
認
知
が
過
去
に
ど
の
よ
う
な
学
問
分
野
で
熱
心
に
研
究
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
知
見
を
生
み
、
ま
た
同
時
に
ど

の
よ
う
な
批
判
を
受
け
て
き
た
の
か
を
検
討
す
る
︵
第
２
節
︶。
そ
れ
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
、
リ
ス
ク
の
関
わ
る
意
思

決
定
に
際
し
て
、
誰
が
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
︵
第
３
節
︶、
そ
し
て
心
理
学
や
認
知
科
学
、
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脳
神
経
科
学
が
明
ら
か
に
し
た
︵
も
し
く
は
す
る
か
も
し
れ
な
い
︶
知
見
を
踏
ま
え
て
、
我
々
の
持
つ
リ
ス
ク
認
知
の
性
質
・

傾
向
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
︵
第
４
節
︶
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

２　

リ
ス
ク
認
知
研
究
に
お
け
る
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

リ
ス
ク
認
知
は
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
段
階
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一

の
段
階
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
例
え
ば
ス
タ
ー
が
行
っ
た
よ
う
に
、
新
技
術
開
発
に
伴
う

リ
ス
ク
の
受
忍
限
度
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
を
技
術
論
的
・
統
計
学
的
に
算
出
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
第
二

の
段
階
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
例
え
ば
ス
ロ
ヴ
ィ
ッ
ク
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ホ
フ
、
リ
ヒ
テ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
グ
ル
ー
プ
、
あ
る
い
は
ト
ヴ
ェ
ル
ス
キ
ー
、
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
人
々
が
リ
ス
ク
を
認

知
す
る
際
に
利
用
し
て
い
る
様
々
な
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
︵heuristic

︶
を
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
解
明
す
る
こ

と
が
目
指
さ
れ
た
段
階
で
あ
る
。
第
三
の
段
階
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
心
理
学
や
認
知
科
学
、
よ
り
最

近
で
は
脳
神
経
科
学
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
二
重
過
程
理
論
︵dual process theory

︶
が
提
唱
さ
れ
、
こ
の
理
論
の
検
証
過
程

と
し
て
、
あ
る
い
は
こ
の
理
論
が
正
し
い
と
の
前
提
の
も
と
で
リ
ス
ク
認
知
が
研
究
さ
れ
る
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
そ
れ
ぞ
れ
、
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
、
二
重
過
程
理
論
研
究
と
呼
ぼ
う
。

２・１
　
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

　

技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
新
技
術
の
開
発
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
が
﹁
ど
の
く
ら
い
安
全
で
あ
れ
ば
十
分
に
安

全
で
あ
る
か
︵H

ow
 safe is safe enough?

︶﹂
と
い
う
問
題
に
、
新
技
術
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
の
比
較
衡
量
、
現
状
の
年
間
死

亡
率
と
い
っ
た
量
的
な
基
準
と
、
当
該
の
リ
ス
ク
は
自
発
的
な
も
の
︵voluntary
︶
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
非
自
発
的
な
も
の
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︵involuntary

︶
で
あ
る
か
と
い
う
唯
一
の
質
的
基
準
と
を
組
み
合
わ
せ
て
答
え
よ
う
と
し
た
ス
タ
ー
の
論
文
︵Starr 1969

︶
に

よ
っ
て
、
そ
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
示
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
基
準
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
、

現
状
で
人
々
が
陰
に
陽
に
受
け
容
れ
て
い
る
リ
ス
ク
よ
り
も
低
い
レ
ベ
ル
に
新
技
術
の
リ
ス
ク
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

十
分
に
安
全
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
ス
タ
ー
の
主
旨
で
あ
る
。

　

こ
の
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
よ
う
に
、
リ
ス
ク
を
死
亡
率
の
関
数
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
規
制
機
関
に
お
い
て

は
現
在
で
も
常
套
手
段
で
あ
る
。
規
制
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
根
拠
の
客
観
性
が
で
き
る
限
り
求
め
ら
れ
る
事
情
も
あ
り
、
こ

う
し
た
手
法
が
一
般
的
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
つ
の
規
制
機
関
は
非
常
に
多
く
の
対
象
を
規
制
・
監
督
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
現
実
に
は
そ
の
全
て
に
等
し
く
人
的
・
時
間
的
・
金
銭
的
資
源
を
注
入
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ど
の
リ

ス
ク
を
特
に
規
制
し
、
ど
の
リ
ス
ク
は
後
回
し
に
す
る
か
と
い
っ
た
選
択
の
基
準
に
な
る
よ
う
な
指
標
と
し
て
、
あ
る
悪
い
出

来
事
の
発
生
確
率
と
そ
れ
が
起
こ
っ
た
と
き
の
被
害
の
大
き
さ
と
の
積
と
し
て
定
義
さ
れ
た
リ
ス
ク
を
使
用
す
る
こ
と
が
好
都

合
で
あ
っ
た
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
規
制
機
関
な
ど
に
と
っ
て

は
必
須
の
ツ
ー
ル
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
様
々
な
捉
え
方
が
あ
り
う
る
リ
ス
ク
概
念
を
把
握
す
る
上
で
は
、
極
め
て
窮
屈
な

枠
組
み
で
あ
る
と
も
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
こ
う
し
た
発
生
確
率
と
被
害
の
大
き
さ
の
積
と
し
て
の
リ
ス
ク
と

人
々
が
認
知
す
る
リ
ス
ク
と
は
し
ば
し
ば
乖
離
す
る

（
（
（

。

２・２
　
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究

　

こ
う
し
た
乖
離
が
な
ぜ
生
じ
る
の
か
、
な
ぜ
規
制
機
関
が
管
理
す
る
安
全
が
人
々
の
安
心
に
結
び
つ
か
な
い
の
か
と
い

う
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
目
標
の
一
つ
に
掲
げ
、
リ
ス
ク
認
知
︵risk perception

︶
と
い
う
学
問
領
域
を
形
成
し
な
が
ら
、

一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
心
理
学
者
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
が
始
め
ら
れ
て
い
っ
た
︵Slovic et 

al. 1982

︶。
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
は
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
対
比
し
て
使
わ
れ
る
用
語
で
あ
る
。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
コ
ン
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ピ
ュ
ー
タ
に
計
算
の
手
続
き
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
か
つ
明
確
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
何
を
す
る
か
が
手

落
ち
な
く
具
体
的
に
指
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
便
宜
的
な
手
続
き
で
あ

り
、
短
時
間
で
能
力
を
限
定
的
に
使
う
だ
け
で
近
似
的
に
正
し
い
解
を
得
ら
れ
る
が
、
正
答
か
ら
大
幅
に
逸
脱
す
る
場
合
も
あ

る
︵
広
田
ほ
か 
二
〇
〇
六
、五
八
︶。

　

例
え
ば
、
渋
谷
駅
に
い
て
、
こ
れ
か
ら
秋
葉
原
駅
に
電
車
あ
る
い
は
地
下
鉄
で
行
き
た
い
と
す
る
。
そ
こ
で
、
乗
換
案
内

サ
ー
ビ
ス
を
用
い
ず
に
渋
谷
駅
か
ら
秋
葉
原
駅
ま
で
の
経
路
を
頭
の
中
で
組
み
立
て
る
と
き
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
考
え
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
人
は
渋
谷
駅
も
秋
葉
原
駅
も
ど
ち
ら
も
山
手
線
の
駅
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
山
手
線
だ
け
の

経
路
を
組
み
立
て
る
だ
ろ
う
。
ま
た
あ
る
人
は
、
秋
葉
原
駅
が
総
武
線
の
駅
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
渋
谷
駅
か
ら
最
も
近
い
総

武
線
の
駅
で
あ
る
代
々
木
駅
ま
で
山
手
線
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
総
武
線
を
使
う
経
路
を
組
み
立
て
る
か
も
知
れ
な
い
。
他
に

も
様
々
に
あ
る
渋
谷
か
ら
秋
葉
原
ま
で
の
経
路
の
中
か
ら
、
渋
谷
駅
や
秋
葉
原
駅
に
つ
い
て
既
に
知
っ
て
い
る
情
報
を
駆
使

し
、
我
々
は
二
駅
間
の
経
路
を
組
み
立
て
て
い
く
。
こ
の
と
き
に
使
用
し
て
い
る
の
が
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
論
理

的
、
あ
る
い
は
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
的
に
は
、
渋
谷
駅
と
秋
葉
原
駅
と
の
間
の
経
路
は
、
京
都
駅
を
経
由
す
る
な
ど
実
用
的
で
な
い

も
の
ま
で
含
め
て
、
ほ
ぼ
無
数
に
存
在
す
る
。
そ
の
中
か
ら
、
さ
ら
に
別
の
基
準
を
用
い
て
経
路
の
候
補
を
絞
っ
て
い
く
の
が

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
的
手
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
短
時
間
で
行
く
と
い
う
条
件
を
付
け
加
え
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
い
つ
出
発

す
る
か
に
依
存
し
て
結
果
が
変
わ
る
が
、
渋
谷
駅
か
ら
神
保
町
駅
ま
で
東
京
メ
ト
ロ
半
蔵
門
線
に
乗
り
、
神
保
町
駅
か
ら
岩
本

町
駅
ま
で
都
営
地
下
鉄
新
宿
線
、
岩
本
町
駅
か
ら
秋
葉
原
駅
ま
で
は
徒
歩
と
い
う
経
路
が
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア

ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
一
般
的
に
全
て
の
可
能
性
の
中
か
ら
特
定
の
も
の
を
選
択
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
網
羅
的
で
あ
り
、
必
ず
正

答
に
行
き
つ
く
手
続
き
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
そ
う
し
た
網
羅
性
が
な
く
、
必
ず
正
答
に
た
ど
り
着
く
保
証
は

な
い
が
、
よ
り
現
実
的
で
便
宜
的
な
手
続
き
で
あ
る
。

　

心
理
学
者
た
ち
の
研
究
に
よ
っ
て
、
リ
ス
ク
を
認
知
す
る
際
に
も
、
人
々
は
数
々
の
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
い
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る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
第
二
の
段
階
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ト
ヴ
ェ
ル
ス
キ
ー

と
カ
ー
ネ
マ
ン
は
、
利
用
可
能
性
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
報
告
し
て
い
る
︵T
versky and K

ahnem
an 1973

︶。
我
々
は
利
用

可
能
性
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
用
い
て
い
る
と
き
、
簡
単
に
例
が
想
起
し
や
す
い
事
象
ほ
ど
、
よ
り
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
る

と
判
断
し
や
す
い
。
日
本
に
お
い
て
、
屋
外
で
の
溺
死
と
屋
内
で
の
溺
死
と
で
は
ど
ち
ら
が
多
い
だ
ろ
う
か
。
屋
外
と
言
わ
れ

れ
ば
、
川
や
海
な
ど
が
容
易
に
想
起
さ
れ
、
溺
死
が
多
い
だ
ろ
う
と
判
断
し
が
ち
で
あ
る
が
、
統
計
を
参
照
す
れ
ば
、
不
慮
の

溺
死
全
体
の
六
割
弱
が
浴
槽
で
の
溺
死
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︵
松
井
・
鏡
森 

二
〇
〇
九
︶。

　

ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
に
よ
っ
て
、
人
々
の
リ
ス
ク
認
知
と
統
計
値
と
の
違
い
が
説
明
さ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
人
々

が
統
計
値
と
近
い
リ
ス
ク
認
知
を
行
い
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
そ
う
で
な
い
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
調
査
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

ス
ロ
ヴ
ィ
ッ
ク
ら
は
、
非
専
門
家
の
三
グ
ル
ー
プ
と
、
リ
ス
ク
評
価
の
専
門
家
グ
ル
ー
プ
と
い
う
合
計
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
お

い
て
、
リ
ス
ク
認
知
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
を
行
っ
て
い
る
︵Slovic et al. 1979

︶。
そ
の
結
果
、
リ

ス
ク
評
価
の
専
門
家
の
グ
ル
ー
プ
は
他
の
三
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
、
年
間
死
亡
率
に
よ
り
近
い
推
定
を
行
っ
て
い
る
と
の
結
論
を

得
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
は
、
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
様
、
専
門
家
と
素
人
を
所
与
と
す
る
こ

と
に
起
因
す
る
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
の
多
く
は
、
専
門
家
は
リ
ス
ク
を
正
し
く
認
知
し
、
そ
れ

以
外
の
人
々
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
考
え
を
陰
に
陽
に
前
提
と
し
て
い
る
。
研
究
者
た
ち
は
自
ら
の
価
値
判
断
を
行
わ
な
い

よ
う
に
慎
重
に
言
葉
を
選
ん
で
い
る
が
、
そ
も
そ
も
論
文
中
の
専
門
家
︵experts

︶
や
素
人
︵lay people

︶
と
い
う
用
語
、
そ

し
て
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
い
る
研
究
デ
ザ
イ
ン
が
既
に
価
値
負
荷
的
で
あ
る
。
日
常
生
活
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
専
門
家
と
は

一
体
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
に
お
い
て
、
統
計
値
は
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
探
る
た
め
の
参
照
点

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
統
計
値
か
ら
乖
離
し
た
リ
ス
ク
認
知
が
行
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
差
を
ヒ
ュ
ー
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
に
お
け
る
専
門
家
と
は
、
よ
り
ヒ
ュ
ー
リ
ス
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テ
ィ
ッ
ク
に
左
右
さ
れ
に
く
い
人
々
の
こ
と
で
あ
り
、
素
人
と
は
、
よ
り
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
左
右
さ
れ
や
す
い
人
々
の

こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
事
情
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ノ
ー
ス
ク
ラ
フ
ト
と
ニ
ー
ル
は
、
不
動
産
査
定
の
専
門

家
で
あ
る
不
動
産
業
者
で
さ
え
も
係
留
︵anchoring

︶
に
影
響
さ
れ
て
い
る
と
報
告
し
た
︵N

orthcraft and N
eale 1987

︶。
係

留
と
は
、
数
的
判
断
を
行
う
場
面
で
、
そ
の
結
果
が
判
断
の
直
前
に
提
示
さ
れ
た
数
字
に
引
き
ず
ら
れ
る
現
象
の
こ
と
を
言
う
。

例
え
ば
、
ス
ト
ラ
ッ
ク
と
マ
ス
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
は
、
人
々
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
が
死
亡
時
に

何
歳
で
あ
っ
た
か
を
推
定
し
て
も
ら
う
実
験
を
行
っ
た
︵Strack and M

ussw
eiler 1997

︶。
片
方
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
は
、
死
亡

時
に
一
四
〇
歳
よ
り
下
で
あ
っ
た
と
い
う
明
ら
か
に
イ
エ
ス
と
答
え
ら
れ
る
質
問
が
提
示
さ
れ
た
後
に
、
で
は
何
歳
で
あ
っ
た

か
と
尋
ね
ら
れ
る
。
も
う
片
方
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
は
死
亡
時
に
九
歳
よ
り
上
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
れ
ま
た
明
ら
か
に
イ
エ
ス

と
答
え
ら
れ
る
質
問
の
後
に
、
で
は
何
歳
で
あ
っ
た
か
と
尋
ね
ら
れ
る
。
前
者
の
グ
ル
ー
プ
の
回
答
平
均
値
は
六
七
歳
、
後
者

で
は
五
〇
歳
で
あ
り
、
こ
れ
は
直
前
に
示
さ
れ
た
一
四
〇
や
九
と
い
う
数
字
に
﹁
係
留
﹂
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
ノ
ー
ス
ク
ラ
フ
ト
や
ニ
ー
ル
は
こ
う
し
た
現
象
が
素
人
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
専
門
家
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。

　

最
近
で
は
、
過
去
に
行
わ
れ
た
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
の
内
容
を
精
査
し
、
専
門
家
の
リ
ス
ク
認
知
が
一
般
大
衆
の
そ

れ
と
は
異
な
る
、
あ
る
い
は
、
専
門
家
の
リ
ス
ク
認
知
の
方
が
よ
り
現
実
に
即
し
て
い
る
と
い
う
経
験
的
デ
ー
タ
は
ほ
と
ん

ど
な
い
と
結
論
づ
け
る
研
究
も
あ
る
︵Row

e and W
right 2001

︶。
ま
た
、
こ
の
専
門
家
と
素
人
と
の
二
分
法
は
、
公
衆
の
科

学
理
解
︵Public U

nderstanding of Science

︶
と
呼
ば
れ
る
学
問
分
野
で
も
批
判
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
大
衆

︵
素
人
︶
は
科
学
知
識
の
受
動
的
な
消
費
者
で
あ
り
、
科
学
知
識
の
生
産
者
︵
専
門
家
︶
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
﹁
欠
如
モ
デ
ル
︵deficit m

odel

︶﹂
が
批
判
さ
れ
、
専
門
的
知
識
の
客
観
性
や
素
人
の
受

動
性
を
否
定
す
る
よ
う
な
﹁
双
方
向
モ
デ
ル
︵interactive m

odel

︶﹂
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
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ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
は
、
参
照
点
と
し
て
年
間
死
亡
率
な
ど
の
統
計
値
を
用
い
、
人
々
の
リ
ス
ク
認
知
と
統
計
値
と

の
差
異
を
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
同
時
に
、
専
門
家
と
素
人
と
の
二
分
法
を
強
化
す

る
こ
と
に
も
加
担
し
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
専
門
家
と
素
人
と
の
二
分
法
に
よ
っ
て
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
二
つ
の

グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
が
問
わ
れ
に
く
く
な
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
き
ほ
ど
の
係
留
の
例
の
よ
う

に
、
専
門
家
と
素
人
と
の
類
似
性
が
隠
さ
れ
、
ま
た
、
公
衆
の
科
学
理
解
で
叫
ば
れ
る
よ
う
な
専
門
家
集
団
内
部
で
の
多
様
性
、

素
人
集
団
内
部
で
の
多
様
性
も
隠
さ
れ
て
い
る
。

２・３
　
二
重
過
程
理
論
研
究

　

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
我
々
の
認
知
シ
ス
テ
ム
は
一
系
統
で
は
な
く
、
二
系
統
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る

二
重
過
程
理
論
︵dual process theory
︶
が
、
チ
ェ
イ
ケ
ン
を
嚆
矢
と
し
て
、
ペ
テ
ィ
と
カ
チ
オ
ッ
ポ
、
フ
ァ
ツ
ィ
オ
、
エ
プ

ス
タ
イ
ン
、
ス
ロ
マ
ン
な
ど
の
心
理
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
デ
ル
が
適
用
さ
れ
る
分
野
や
そ

の
詳
細
は
異
な
る
も
の
の
、
認
知
シ
ス
テ
ム
に
二
重
の
過
程
が
あ
る
と
い
う
共
通
の
考
え
方
を
打
ち
出
し
て
い
る
︵Sm

ith and 

D
eC

oster 2000

︶。

　

一
般
的
に
、
二
重
過
程
理
論
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　

人
は
他
者
か
ら
の
意
見
を
聞
い
て
自
分
の
考
え
を
大
き
く
変
え
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
、
他
人
か
ら
説
得
さ
れ
て
も
ま
っ

た
く
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
り
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
働
く
情
報
処
理
の
過
程
が
二
種
類
あ
る
︹
…
…
︺
ひ
と
つ
は
、

判
断
の
た
め
の
思
考
量
が
多
く
、
情
報
処
理
の
た
め
の
負
荷
が
高
い
過
程
で
あ
る
。
問
題
と
す
る
こ
と
が
ら
の
内
容
そ
の
も

の
に
つ
い
て
の
情
報
を
し
っ
か
り
理
解
し
、
よ
く
考
え
た
上
で
判
断
す
る
過
程
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
判
断
の
た
め
の

思
考
量
が
少
な
く
、
情
報
処
理
の
た
め
の
負
荷
が
低
い
過
程
で
あ
る
。
問
題
に
は
関
連
す
る
が
周
辺
的
で
あ
る
要
素
に
反
応
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し
、
手
早
く
簡
単
に
判
断
を
下
す
と
い
う
過
程
で
あ
る
。︵
中
谷
内 

二
〇
〇
八
、五
六
︶

し
ば
し
ば
後
者
の
過
程
は
シ
ス
テ
ム
・
ワ
ン
、
前
者
は
シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
と
呼
ば
れ
る
の
で
、
以
降
で
は
こ
れ
ら
の
呼
称
を
用

い
る
。
若
干
の
語
弊
は
あ
る
が
、
シ
ス
テ
ム
・
ワ
ン
は
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
、
シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
は
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
密

接
に
関
係
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

も
と
も
と
は
心
理
学
の
分
野
で
提
唱
さ
れ
た
二
重
過
程
理
論
で
あ
る
が
、
よ
り
最
近
で
は
、
そ
の
神
経
学
的
な
基
盤
を
探
求

す
る
研
究
が
脳
神
経
科
学
の
分
野
で
行
わ
れ
、
実
際
に
二
重
過
程
理
論
を
支
持
す
る
よ
う
な
結
果
も
示
さ
れ
て
い
る
︵Vorhold 

et al. 2007

︶。
そ
の
意
味
で
は
、
二
重
過
程
理
論
は
心
理
学
と
脳
神
経
科
学
と
の
両
方
の
分
野
に
ま
た
が
る
領
域
に
存
在
し
て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
き
ほ
ど
の
ノ
ー
ス
ク
ラ
フ
ト
と
ニ
ー
ル
の
研
究
な
ど
、
専
門
家
で
さ
え
も
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
影
響
さ
れ
て
い
る
と

い
う
結
果
は
、
こ
の
二
重
過
程
理
論
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
目
的
は
、
こ
の
二
重
過
程
理

論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
、
二
重
過
程
理
論
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
む
し
ろ
、

ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
か
ら
二
重
過
程
理
論
研
究
の
段
階
へ
の
移
行
に
よ
り
、
専
門
家
対
素
人
と
い
う
構
図
か
ら
、
シ
ス

テ
ム
・
ワ
ン
対
シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
と
い
う
構
図
へ
と
移
行
し
、
問
題
が
複
雑
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
４
節
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

３　

誰
が
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
か

―
社
会
的
論
争
の
問
題

　

第
２
節
に
お
い
て
は
、
心
理
学
や
認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
リ
ス
ク
認
知
が
研
究
さ
れ
、
ど
の
よ
う

な
知
見
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
し
て
そ
う
し
た
研
究
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
か
に
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つ
い
て
、
お
お
ま
か
な
見
取
り
図
を
得
た
。
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
統
計
デ
ー
タ
の
優
位
性
が
強
調
さ
れ
、

ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
で
は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
形
で
は
な
い
に
せ
よ
、
専
門
家
の
優
位
性
や
専
門
家
と
素
人
と
の
差
異
が

強
調
さ
れ
、
二
重
過
程
理
論
研
究
に
お
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
・
ワ
ン
と
シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
と
の
差
異
が
強
調
さ
れ
た
。
本
節
以

降
で
は
、
誰
が
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
か
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
リ
ス
ク
認
知
バ

イ
ア
ス
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
と
い
っ
た
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
に
ま
つ
わ
る
具
体
的
な
問
題
が
、
心
理
学
や
認

知
科
学
、
脳
神
経
科
学
と
の
関
係
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
、
同
時
に
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
社

会
的
・
倫
理
的
問
題
が
関
係
し
て
い
る
か
を
描
き
出
し
て
み
よ
う
。

　

誰
が
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
か
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
当
該
の
リ
ス
ク
が
社
会
的
論
争
︵public 

debate

︶
と
な
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
個
人
的
行
為
︵personal action

︶
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
区
別
し
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︵N

ational Research C
ouncil 1989, 72–80

︶。
個
人
的
行
為
の
次
元
の
リ
ス
ク
で
あ
れ
ば
、
基
本
的

に
は
そ
の
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
は
、
最
終
的
に
は
行
為
者
で
あ
る
個
人
が
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
自
明
で
あ
る

し
、
社
会
的
論
争
の
次
元
に
あ
る
リ
ス
ク
で
は
ま
た
様
相
が
異
な
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
個
人
的
行
為
の
レ
ベ
ル
の
問
題
、

例
え
ば
東
京
か
ら
北
海
道
に
旅
行
へ
行
く
の
に
、
そ
の
移
動
手
段
を
車
に
す
る
か
、
新
幹
線
に
す
る
か
、
飛
行
機
に
す
る
か
、

フ
ェ
リ
ー
に
す
る
か
と
い
っ
た
選
択
を
、
他
者
に
強
制
さ
れ
る
の
は
理
不
尽
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
社
会
的
論
争

と
個
人
的
行
為
と
の
二
分
法
も
ま
た
、
検
討
の
余
地
の
多
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
全
て
の
リ
ス
ク
が
明
確
に
社

会
的
論
争
の
次
元
あ
る
い
は
個
人
的
行
為
の
次
元
の
ど
ち
ら
か
だ
け
に
分
類
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
原
子
力
発

電
所
を
め
ぐ
る
問
題
は
社
会
的
論
争
の
次
元
に
属
す
る
リ
ス
ク
、
喫
煙
を
め
ぐ
る
問
題
は
個
人
的
行
為
の
次
元
に
属
す
る
リ
ス

ク
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
原
子
力
発
電
所
の
近
く
に
住
む
か
否
か
と
い
う
問
い
を
立
て
れ

ば
そ
れ
は
個
人
的
行
為
の
次
元
の
も
の
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
喫
煙
行
為
を
社
会
と
し
て
受
容
す
る
か
、
あ
る
い
は
二
〇
〇
三

年
か
ら
施
行
さ
れ
た
健
康
増
進
法
の
よ
う
に
、
受
動
喫
煙
に
よ
る
害
を
ど
の
よ
う
に
防
ぐ
か
と
い
う
問
い
を
立
て
れ
ば
、
そ
れ
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は
社
会
的
論
争
の
次
元
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
特
定
の
リ
ス
ク
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
議
論
さ
れ
る
個
別
具
体
的
な

場
面
に
よ
っ
て
、
社
会
的
論
争
の
レ
ベ
ル
に
も
な
り
う
る
し
、
個
人
的
行
為
の
レ
ベ
ル
に
も
な
り
う
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
社
会
的
論
争
あ
る
い
は
個
人
的
行
為
と
い
う
区
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
を
そ
の
内
在
的
な
性
質
に
よ
っ
て
分
類

す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
が
語
ら
れ
る
場
面
・
環
境
に
よ
っ
て
分
類
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
社
会
的
論
争
の
次
元
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
を
誰
が
行
う
べ
き
か
と
い
う
問
い

に
的
を
絞
っ
て
議
論
す
る
。

　

リ
ス
ク
認
知
研
究
で
得
ら
れ
た
知
見
を
踏
ま
え
、
社
会
的
論
争
の
次
元
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
は
専
門
家

が
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
論
者
に
は
、
例
え
ば
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
が
い
る
。
彼
は
、
一
般
大
衆
が
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
や
シ
ス
テ
ム
・
ワ
ン
の
せ
い
で
合
理
的
な
判
断
に
数
多
く
失
敗
し
て
い
る
こ
と
を
例
示
し
、
社
会
的
論
争
の
次
元
に
属
す
る

リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
は
費
用
便
益
分
析
︵cost-benefit analysis

︶
に
基
づ
い
て
専
門
家
が
行
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
︵Sunstein 2002

︶。
費
用
便
益
分
析
と
は
、
あ
る
政
策
や
措
置
な
ど
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ら
を
実
施
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
便
益
と
そ
れ
ら
を
実
施
す
る
こ
と
に
伴
う
費
用
と
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
で
あ
る

（
（
（

。
サ
ン
ス
テ
ィ
ー

ン
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
、
社
会
的
論
争
の
次
元
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
は
、
専
門
家
集
団
だ
け
に
閉

じ
て
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
論
者
と
し
て
、
例
え
ば
ウ
ィ
ン
や
ジ
ャ
ザ
ノ
フ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︵W

ynne 

1996; Jasanoff 1997

︶。
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
の
議
論
と
ウ
ィ
ン
や
ジ
ャ
ザ
ノ
フ
の
議
論
の
対
立

（
（
（

は
、
第
２
節
で
見
た
リ
ス
ク
認
知

の
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
で
現
れ
た
、
専
門
家
／
素
人
と
い
う
二
分
法
と
非
常
に
よ

く
似
て
い
る
。
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
は
、
リ
ス
ク
は
端
的
に
現
実
世
界
に
あ
る
も
の
と
し
て
実
在
論
的
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
技

術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
擁
護
す
る
。
一
方
の
ウ
ィ
ン
や
ジ
ャ
ザ
ノ
フ
は
、
リ
ス
ク
は
社
会
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
産

物
で
あ
り
、
構
成
の
さ
れ
方
に
よ
っ
て
様
々
な
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
が
あ
り
う
る
た
め
、
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
狭
量

で
あ
る
と
主
張
す
る
だ
ろ
う
。
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
全
面
的
に
認
め
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研
究
で
得
ら
れ
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た
知
見
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
社
会
的
論
争
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
は
、
専
門
家
が
行
う
べ
き
で

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
方
、
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
狭
量
で
あ
る
と
し
て
斥
け
る
場
合
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
研
究
で
得
ら
れ
た
知
見
は
リ
ス
ク
問
題
に
関
し
て
存
在
す
る
様
々
な
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
の
違
い
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
社
会
的
論
争
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
は
誰
が
行
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
立
ち

返
っ
て
み
た
い
。
こ
の
問
題
に
、
そ
う
し
た
意
思
決
定
は
﹁
う
ま
く
﹂
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
別
の
価
値
観
を
つ
き
あ
わ
せ

れ
ば
、
意
思
決
定
は
﹁
う
ま
く
﹂
で
き
る
人
が
行
う
べ
き
だ
と
い
う
答
え
が
導
か
れ
る
だ
ろ
う
し
、
も
と
の
問
題
に
、
そ
う
し

た
意
思
決
定
は
民
主
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
さ
ら
に
別
の
価
値
観
を
つ
き
あ
わ
せ
れ
ば
、
意
思
決
定
は
民
主
的
な
プ
ロ

セ
ス
で
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
答
え
が
導
か
れ
る
だ
ろ
う
。
私
が
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
意
思
決
定
は
誰
が
行
う
べ
き

か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
も
う
一
つ
別
の
価
値
観
の
も
と
で
答
え
る
よ
り
他
に
術
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
誰

が
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
答
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
特
定
の
集
団
を
答
え

と
し
て
名
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
根
拠
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
根
拠
は
全
く
独
自
に
持
ち
込
ま
れ
た
、

﹁
う
ま
さ
﹂
や
﹁
民
主
性
﹂
な
ど
の
価
値
を
含
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
価
値
の
持
ち
込
み
な
し
に
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況

を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
心
理
学
や
認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
に
で
き
る
こ
と
は
限
定
的
で
あ
る
。
近
年
、
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
に
よ
っ
て

観
察
さ
れ
た
脳
活
動
の
特
徴
か
ら
、
若
齢
者
よ
り
も
高
齢
者
の
方
が
、
そ
し
て
男
性
よ
り
も
女
性
の
方
が
リ
ス
ク
回
避
的
な
意

思
決
定
を
行
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
始
め
て
い
る
︵Lee et al. 2008; Lee et al. 2009

︶
が
、
こ
う
し
た
脳
神

経
科
学
の
知
見
の
み
か
ら
は
、
決
し
て
高
齢
の
女
性
が
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
帰
結

し
な
い
。
ま
た
、
仮
に
﹁
う
ま
さ
﹂
と
い
う
価
値
を
持
ち
込
ん
だ
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
﹁
う
ま
い
﹂
判
断
と
す
る

の
か
は
別
問
題
で
あ
り
、
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
リ
ス
ク
、
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
悪
影
響

の
発
生
確
率
と
そ
の
被
害
の
大
き
さ
と
の
積
を
低
減
す
る
よ
う
な
判
断
だ
け
が
﹁
う
ま
い
﹂
判
断
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
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ろ
う
。
あ
る
場
合
に
は
、
リ
ス
ク
の
地
理
的
分
布
が
偏
ら
な
い
よ
う
な
判
断
が
﹁
う
ま
い
﹂
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
技

術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
味
で
の
リ
ス
ク
は
増
え
る
も
の
の
、
人
々
が
そ
う
し
た
リ
ス
ク
に
自
覚
的
に
な
り
、﹁
腹

を
括
れ
る
﹂
措
置
を
と
る
こ
と
が
﹁
う
ま
い
﹂
策
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
的
な

意
味
で
の
リ
ス
ク
こ
そ
が
唯
一
の
リ
ス
ク
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
判
断
に
長
け
て
い
る
人
が
社
会
的
論
争
の

レ
ベ
ル
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
と
い
う
答
え
が
導
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
サ
ン
ス

テ
ィ
ー
ン
の
す
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
や
二
重
過
程
理
論
が
そ
の
主
張
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
考
え
を
唯
一
と
せ
ず
、
他
で
も
あ
り
う
る
リ
ス
ク
の
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
の
中
で
、
相
対
化
し
な

が
ら
、
社
会
的
論
争
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
を
誰
が
行
う
べ
き
か
、
問
い
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

　

社
会
的
論
争
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
を
誰
が
行
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
解
を
与
え
て

く
れ
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
議
論
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
デ
ザ
イ
ン
で
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
心
理
学
や

認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
の
知
見
が
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
的
論
争
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関

す
る
意
思
決
定
は
、
お
そ
ら
く
集
団
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
心
理
学
の
分
野
で
は
、
集
団
に
よ
る
意
思

決
定
の
際
に
、
集
団
浅
慮

（
（
（

︵groupthink

︶
や
集
団
極
性
化

（
（
（

︵group polarization

︶
と
い
っ
た
現
象
が
起
こ
り
や
す
い
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
集
団
で
の
意
思
決
定
に
見
ら
れ
る
悪
影
響
を
回
避
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
集
団
を
構
成
し
、
ど

の
よ
う
に
議
論
を
進
め
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
心
理
学
や
認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
の
知
見
を
活
用
し
て
い
く
道
は
十
分

に
あ
る
だ
ろ
う
。



202

４　

個
人
的
選
択
を
ど
う
す
べ
き
か

―
個
人
的
選
択
の
問
題

　

第
３
節
で
は
、
社
会
的
論
争
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
に
つ
い
て
、
心
理
学
や
認
知
科
学
、
脳
神
経

科
学
か
ら
の
知
見
が
、
ど
の
よ
う
な
議
論
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
デ
ザ
イ
ン
で
行
わ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
一
部
答

え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
誰
が
そ
の
よ
う
な
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
別
の
価
値

観
を
持
ち
込
む
必
要
が
あ
り
、
心
理
学
や
認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
の
役
割
は
そ
こ
で
は
限
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

を
論
じ
た
。
本
節
で
は
、
残
さ
れ
た
個
人
的
行
為
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
の
問
題
を
扱
う
。
個
人
的

行
為
の
レ
ベ
ル
で
は
、
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
は
消
費
行
動
に
お
け
る
選
択
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
他
の
活
動
に
関
す
る
選

択
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
積
み
重
ね
で
あ
る
習
慣
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
個
人
的
選
択
と
呼
ぶ
。

　

リ
ス
ク
認
知
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
我
々
が
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
認
知
を
行
っ
て
い
る
か
が
明
ら

か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
ま
た
、
個
人
が
ど
の
よ
う
に
意
思
決
定
を
行
う
か
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
個
人
的
選
択
の
問
題

は
、
社
会
的
論
争
の
次
元
に
属
す
る
リ
ス
ク
の
問
題
に
似
た
様
相
を
帯
び
て
く
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
心
理
学
や
認
知
科
学
、

脳
神
経
科
学
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
に
よ
っ
て
、
個
人
の
意
思
決
定
に
あ
る
一
定
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
さ
き
ほ
ど
の
係
留
の
例
を
も
う
一
度
と
り
あ
げ
る
な
ら
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
で
商
品
の
近
く

に
﹁
お
一
人
様
五
個
限
り
﹂
と
い
う
ポ
ッ
プ
や
看
板
な
ど
を
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
う
し
た
表
示
が
な
か
っ
た
場
合
に
比

べ
て
、
販
売
数
の
増
加
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
消
費
者
の
判
断
が
﹁
五
﹂
と
い
う
数
字
に
係
留
さ

れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

心
理
学
や
認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
に
よ
っ
て
、
個
人
の
意
思
決
定
に
対
す
る
、
あ
る
一
定
程
度
の
介
入
可
能
性
が
生
ま
れ

た
状
況
に
お
い
て
は
、
個
人
的
選
択
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
個
々
の
選
択
を
社
会
的
な
規

模
で
よ
り
良
い
選
択
へ
と
誘
導
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
実
際
、
個
人
に
と
っ
て
よ
り
良
い
選
択
と
は
何
な
の
か
、
そ
し
て
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そ
の
選
択
へ
と
誘
導
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
る
か
と
い
っ
た
こ
と
が
議
論
さ
れ
始
め
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
セ
イ
ラ
ー
と
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
は
、﹁
ナ
ッ
ジ

（
（
（

︵nudge

︶﹂
と
い
う
用
語
で
、
個
人
に
と
っ
て
よ
り
良
い
選
択
へ

誘
導
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る

（
（
（

。

　

わ
れ
わ
れ
の
言
う
﹁
ナ
ッ
ジ
﹂
は
、
選
択
を
禁
じ
る
こ
と
も
、
経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
も
な

く
、
人
々
の
行
動
を
予
測
可
能
な
形
で
変
え
る
選
択
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
意
味
す
る
。
純
粋
な
ナ
ッ
ジ

と
み
な
す
に
は
、
介
入
を
低
コ
ス
ト
で
容
易
に
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ナ
ッ
ジ
は
命
令
で
は
な
い
。
果
物
を
目

の
高
さ
に
置
く
こ
と
は
ナ
ッ
ジ
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
ク
フ
ー
ド
を
禁
止
す
る
こ
と
は
ナ
ッ
ジ
で
は
な
い
。︵T

haler and Sunstein 

2009, 6; 

邦
訳
、
一
七
～
一
八
︶

彼
ら
は
、
人
々
の
生
活
の
質
を
上
げ
る
た
め
に
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
人
々
が
自
分
の
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
な
選

択
を
よ
り
多
く
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
ナ
ッ
ジ
を
推
奨
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
よ
り
健
康
的
な

メ
ニ
ュ
ー
を
よ
り
多
く
の
人
々
が
選
ぶ
よ
う
な
仕
方
で
提
示
し
た
り
、
オ
プ
ト
・
イ
ン
︵opt-in

︶
方
式
か
ら
オ
プ
ト
・
ア
ウ

ト
︵opt-out

︶
方
式
に
し
た
り
す
る
こ
と
で
人
々
の
選
択
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　

彼
ら
の
用
い
る
例
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
後
発
医
薬
品
の
普
及
を
狙
っ
た
処
方
箋
様
式
の
変
更
は
、
オ
プ
ト
・
イ
ン
方
式

か
ら
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
方
式
へ
の
変
更
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
後
発
医
薬
品
と
は
、
成
分
や
そ
の
製
造
方
法
を
対
象

と
す
る
特
許
権
が
消
滅
し
た
先
発
医
薬
品
に
つ
い
て
、
特
許
権
者
以
外
の
医
薬
品
メ
ー
カ
ー
が
そ
の
特
許
を
利
用
し
て
製
造
し

た
、
同
じ
主
成
分
を
含
ん
だ
医
薬
品
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
諸
外
国
に
比
べ
、
後
発
医
薬
品
の
シ
ェ
ア
が
低
い
。
後
発
医

薬
品
は
新
薬
に
比
べ
、
価
格
が
二
～
七
割
程
度
で
あ
る
た
め
、
そ
の
普
及
は
医
療
費
の
抑
制
に
も
繫
が
る
。
こ
う
し
た
背
景

か
ら
、
日
本
政
府
は
二
〇
〇
二
年
ご
ろ
か
ら
後
発
医
薬
品
の
普
及
を
推
進
し
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
ま
で
に
後
発
医
薬
品
の
数



204

量
ベ
ー
ス
の
シ
ェ
ア
を
三
〇
％
に
す
る
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
目
標
と
歩
調
を
あ
わ
せ
、
二
〇
〇
六
年
四
月

に
は
処
方
箋
の
様
式
が
変
更
さ
れ
た
。
二
〇
〇
六
年
変
更
で
は
、
処
方
箋
中
に
﹁
後
発
医
薬
品
へ
の
変
更
可
﹂
欄
が
新
設
さ
れ
、

そ
こ
に
医
師
が
署
名
ま
た
は
記
名
押
印
す
れ
ば
、
後
発
医
薬
品
に
変
更
し
て
調
剤
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
当

該
欄
の
利
用
率
は
約
一
七
％
と
低
か
っ
た

（
（
（

︵
厚
生
労
働
省 

二
〇
〇
七
︶。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
八
年
四
月
に
は
後
発
医
薬
品
へ
の

変
更
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
﹁
後
発
医
薬
品
へ
の
変
更
不
可
﹂
欄
に
署
名
す
る
と
い
う
形
式
に
変
更
さ
れ
た
。
後
発
医
薬
品

の
安
定
供
給
や
薬
価
収
載
な
ど
、
他
の
要
因
も
関
係
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
二
〇
〇
八
年
変
更
に
よ
っ
て
劇
的
に
後
発
医
薬
品

が
普
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
後
発
医
薬
品
に
変
更
し
て
調
剤
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
処
方
箋
の

比
率
は
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
〇
六
年
変
更
以
後
、
二
〇
〇
八
年
変
更
以
前
で
は
、
医
師
が
署
名
し
た
場
合
に
変
更
が

可
能
と
い
う
方
式
︵
オ
プ
ト
・
イ
ン
方
式
︶
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
変
更
に
よ
っ
て
医
師
が
署
名
し
た
場
合
に
変
更
が
不

可
に
な
る
方
式
︵
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
方
式
︶
へ
と
変
わ
っ
た
。
何
も
し
な
か
っ
た
場
合
︵
医
師
が
当
該
欄
に
署
名
し
な
か
っ
た

場
合
︶
に
ど
う
な
る
か
、
そ
の
帰
結
を
変
更
し
た
と
も
換
言
で
き
る
。
医
師
が
署
名
し
な
か
っ
た
場
合
、
後
発
医
薬
品
へ
変
更

し
な
い
と
い
う
帰
結
か
ら
、
後
発
医
薬
品
へ
変
更
す
る
と
い
う
帰
結
へ
と
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
何
も
し
な

い
デ
フ
ォ
ル
ト
の
状
態
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、
個
人
的
選
択
は
大
き
く
影
響
を
受
け
る
。

　

医
者
が
そ
の
と
き
ど
き
で
後
発
医
薬
品
に
変
更
可
能
か
ど
う
か
を
見
極
め
、
欄
に
署
名
す
る
か
ど
う
か
は
個
別
的
な
ケ
ー
ス

で
あ
り
個
人
的
選
択
で
あ
る
が
、
オ
プ
ト
・
イ
ン
方
式
に
す
る
か
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
形
式
に
す
る
か
と
い
っ
た
処
方
箋
の
形
式

に
つ
い
て
は
社
会
的
論
争
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
心
理
学
や
認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
で
得
ら
れ
た
知
見
に
よ
る
個
人
的
選
択
へ

の
介
入
可
能
性
が
、
個
人
的
選
択
の
問
題
と
社
会
的
論
争
の
レ
ベ
ル
と
を
架
橋
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
現
出

す
る
。
そ
れ
ま
で
は
全
く
の
個
人
的
選
択
で
あ
っ
た
も
の
が
、
個
人
的
選
択
へ
の
介
入
可
能
性
に
よ
っ
て
、
社
会
的
論
争
の
レ

ベ
ル
の
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
遺
伝
子
組
換
え
食
品
の
場
合
の
、
そ
も
そ
も
遺
伝
子
組
換
え
食
品
を
市
場
に
流
通

さ
せ
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
意
味
で
の
社
会
的
論
争
レ
ベ
ル
の
問
題
な
の
で
は
な
い
。
個
々
の
消
費
者
が
遺
伝
子
組
換
え
食
品
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を
手
に
取
り
、
そ
の
購
入
を
吟
味
す
る
際
に
、
ま
さ
に
そ
の
選
択
に
ど
の
よ
う
に
介
入
す
る
か
に
つ
い
て
の
社
会
的
な
決
定
が

事
前
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
社
会
的
論
争
の
レ
ベ
ル
な
の
で
あ
る
。

　

セ
イ
ラ
ー
と
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
は
自
ら
の
立
場
を
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
︵libertarian paternalism

︶
と
呼
称

す
る
︵T

haler and Sunstein 2009, 4–6; 

邦
訳
、
一
五
～
一
八
︶。
な
る
ほ
ど
、
彼
ら
は
選
択
の
場
面
に
お
い
て
、
決
し
て
強
制

す
る
こ
と
は
し
な
い
。
自
由
は
保
持
さ
れ
て
い
る
。
選
択
者
が
嫌
だ
と
思
え
ば
拒
絶
を
選
択
す
る
こ
と
も
常
に
可
能
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
が
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
な
側
面
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
人
々
が
よ
り
良
い
選
択
を
行
え
る
よ
う
に
誘
導
す
る
部
分

も
存
在
す
る
。
こ
れ
が
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
な
側
面
で
あ
る
。

　

彼
ら
が
提
案
す
る
手
法
は
、
メ
ニ
ュ
ー
の
順
番
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
り
、
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
方
式
に
し
た
り
す
る
な
ど
、
現
実

に
既
に
使
わ
れ
て
お
り
、
暗
黙
の
う
ち
に
社
会
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
手
法
で
あ
る
。
我
々
の
認
知
シ
ス
テ
ム
の
﹁
弱
点
﹂

︵
例
え
ば
錯
視
︶
に
つ
け
込
む
よ
う
な
手
法
は
既
に
一
般
に
存
在
し
て
い
る
。

　

フ
ォ
ン
・
ベ
ゾ
ル
ト
効
果
︵von Bezold effect
︶
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
色
が
他
の
色
と
隣
接
し
て
い
る
と
き
、

も
と
の
あ
る
色
が
そ
の
隣
接
し
て
い
る
色
に
近
づ
い
て
見
え
る
効
果
の
こ
と
で
あ
る
。
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
で
、
ミ
カ

ン
が
赤
、
オ
ク
ラ
が
緑
、
ニ
ン
ニ
ク
が
白
の
ネ
ッ
ト
に
入
れ
ら
れ
て
売
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
フ
ォ
ン
・
ベ
ゾ
ル
ト
効
果
を

狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
赤
の
ネ
ッ
ト
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ミ
カ
ン
は
よ
り
赤
み
を
帯
び
て
見
え
、
赤
み
を
帯
び
て
い
る

方
が
よ
り
甘
い
だ
ろ
う
と
い
う
消
費
者
心
理
を
利
用
し
て
い
る
。
オ
ク
ラ
も
ニ
ン
ニ
ク
も
、
よ
り
そ
の
野
菜
の
色
ら
し
い
色
味

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
の
購
入
意
欲
を
か
き
立
て
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
我
々
の
認
知
シ
ス
テ
ム
の
性
質
に
あ
わ
せ
て
、
個
人
的
選
択
に
介
入
す
る
よ
う
な
手
法
︵
セ
イ
ラ
ー
と
サ
ン

ス
テ
ィ
ー
ン
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、﹁
ナ
ッ
ジ
﹂︶
は
既
に
一
般
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
既
に
一
般
に
存
在
し
て
い
る
と
い

う
理
由
で
、
そ
う
し
た
手
法
に
社
会
的
・
倫
理
的
問
題
が
な
い
と
言
う
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ

と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
多
く
な
い
問
題
点
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
二
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
第
一
に
、
ナ
ッ
ジ
の
意
図
非
対
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称
性
で
あ
る
。
ナ
ッ
ジ
は
、
そ
れ
を
し
よ
う
と
思
う
者
︵
選
択
肢
を
提
供
す
る
側
︶
は
必
ず
自
ら
の
意
図
に
自
覚
的
で
あ
る
の

に
対
し
、
そ
れ
を
受
け
る
者
︵
選
択
を
行
う
側
︶
は
、
多
く
の
場
合
、
自
ら
が
ナ
ッ
ジ
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
も

な
い
し
、
選
択
肢
を
提
供
す
る
側
に
ナ
ッ
ジ
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
か
ど
う
か
を
見
定
め
る
こ
と
も
な
い
。
ナ
ッ
ジ
す
る

側
は
意
識
的
だ
が
、
ナ
ッ
ジ
さ
れ
る
側
は
無
意
識
的
で
も
あ
り
う
る
。
こ
う
し
た
非
対
称
性
は
こ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
問
題
視
さ

れ
な
か
っ
た
が
、
心
理
学
や
認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
が
人
の
意
思
決
定
に
関
す
る
知
見
を
さ
ら
に
精
緻
化
し
、
そ
れ
に
よ
る

介
入
可
能
性
を
高
め
た
り
、
介
入
に
よ
る
誘
導
の
精
度
を
高
め
た
り
し
た
場
合
に
は
さ
ら
に
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

問
題
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
も
共
通
の
問
題
群
を
形
成
す
る
。
ま
た
、
今
ま
で
の
ナ
ッ
ジ
は
、
ナ
ッ
ジ
す
る
側

に
も
そ
の
よ
う
な
意
図
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。﹁
お
一
人
様
五
個
限
り
﹂
と
い
う
ポ
ッ
プ
は
本
当
に
た
だ
商
品
の
量
が

少
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
掲
示
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
、
別
の
理
由
、
例
え
ば
多
く
売
り
た
い
と
い
う
意

図
が
置
き
換
え
た
場
合
、
社
会
的
・
倫
理
的
問
題
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
に
、
リ
バ
タ
リ

ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
持
つ
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
側
面
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
人
々
が
自
ら
の
健
康
、
財
産
、
幸
福
の

た
め
に
よ
り
良
い
選
択
を
行
え
る
よ
う
に
ナ
ッ
ジ
す
る
わ
け
だ
が
、
何
が
そ
の
人
々
に
と
っ
て
﹁
よ
り
良
い
﹂
の
か
を
決
め
る

の
は
当
該
の
人
々
自
身
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
人
々
も
よ
く
よ
く
考
え
れ
ば
ナ
ッ
ジ
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
選
択
こ
そ

が
﹁
よ
り
良
い
﹂
選
択
で
あ
る
と
同
意
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
と
き
に
は
そ
れ
に
抗
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
リ
バ
タ

リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
あ
る
選
択
が
強
制
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
拒
否
し
た
け
れ
ば
拒
否
で
き
る
の
で
、

こ
う
し
た
反
論
は
的
を
外
し
て
い
る
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
拒
否
の
道
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
拒
否
と
い

う
選
択
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
た
め
に
努
力
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
拒
否
選
択
の
た
め
の
認
知
コ
ス
ト

が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
セ
イ
ラ
ー
と
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
も
そ
の
こ
と
自
体
に
は
気
づ
い
て
お
り
、
い
か
な
る
コ
ス

ト
も
低
い
場
合
に
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
同
時
に
彼
ら
の
提
案
す
る
ナ
ッ
ジ
の

中
に
は
認
知
コ
ス
ト
を
高
め
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
認
知
コ
ス
ト
の
問
題
に
つ
い
て
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は
議
論
の
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
︵Ibid., 8; 

同
、
二
三
︶。

　

第
一
の
意
図
非
対
称
性
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
ナ
ッ
ジ
さ
れ
る
側
が
ナ
ッ
ジ
に
関
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
を
高
め
る
こ
と
で
解

決
を
図
る
こ
と
が
叫
ば
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
第
二
の
認
知
コ
ス
ト
の
問
題
と
絡
み
、
そ
も
そ
も
リ
テ
ラ
シ
ー
を
向

上
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
本
質
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
二
重
過
程
理
論
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
リ
テ
ラ
シ
ー
は

シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
の
範
疇
で
あ
り
、
ナ
ッ
ジ
が
訴
え
か
け
る
の
は
基
本
的
に
シ
ス
テ
ム
・
ワ
ン
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ

う
に
単
純
に
分
け
る
こ
と
に
は
危
険
が
伴
う
し
、
ナ
ッ
ジ
と
い
う
行
為
が
日
常
生
活
の
中
で
至
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
個
人
的
選
択
を
行
う
に
あ
た
っ
て
大
切
な
こ
と
で
は
あ
る
。
だ
が
、
リ
テ
ラ
シ
ー
を
高
め
て
対
抗
的

防
御
手
段
と
す
る
こ
と
の
限
界
を
指
摘
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

い
か
に
企
業
が
人
々
の
恐
怖
を
煽
り
、
消
費
者
の
行
動
を
喚
起
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク
認
知
研
究
の
知
見
を
利
用

し
な
が
ら
紹
介
し
、
消
費
者
に
よ
り
良
く
考
え
る
こ
と
を
促
す
よ
う
な
大
衆
書
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
。
特
に
最
近
出
版

さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
の
著
作
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
は
著
書
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
語
り
、
合
理
的
な
判
断
の

た
め
に
、
シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
を
鍛
え
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　

私
た
ち
の
脳
は
、
今
日
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
世
界
で
の
生
活
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
は
断
じ
て
な
い
。

︹
…
…
︺
も
っ
ぱ
ら
旧
石
器
時
代
の
産
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
脳
が
ま
さ
に
私
た
ち
を
今
の
私
た
ち
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

︹
…
…
︺
私
た
ち
は
原
始
人
な
の
だ
。︵G

ardner 2008, 27; 

邦
訳
、
三
八
︶

　

石
器
時
代
の
脳
は
変
え
ら
れ
な
い
し
、
私
た
ち
が
情
報
技
術
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
恐
怖
を
売
り
込
み
た

い
と
思
わ
せ
る
誘
引
は
増
え
て
い
る
。
／
し
か
し
、
恐
怖
の
回
路
を
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な

く
と
も
音
量
を
下
げ
る
こ
と
は
で
き
る
。︹
…
…
︺
懐
疑
的
に
な
り
、
情
報
を
集
め
、
そ
の
情
報
に
つ
い
て
注
意
深
く
考
え
、
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自
分
自
身
の
た
め
に
結
論
を
引
き
出
す
必
要
が
あ
る
。︵Ibid., 355; 

同
、
四
四
六
～
四
七
︶

こ
の
進
化
学
的
な
説
明
に
は
問
題
も
あ
る

（
（（
（

が
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
が
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
、
企
業
が
い
か
に
巧
み
に
消
費
者
の

認
知
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
働
き
か
け
て
消
費
行
動
を
喚
起
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
自
覚
し
、
シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
を
鍛
え
よ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
リ
ス
ク
認
知
に

お
い
て
は
シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
の
方
が
シ
ス
テ
ム
・
ワ
ン
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
状
況
に
よ
っ
て
は
、
シ
ス

テ
ム
・
ワ
ン
の
認
知
・
判
断
の
方
が
シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
の
そ
れ
よ
り
も
危
険
回
避
の
た
め
に
有
用
な
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
ク

ラ
イ
ン
が
示
す
よ
う
に
、
消
火
活
動
や
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
に
お
い
て
は
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
熟
達
し
た
人
々
が
、
素
早
く

状
況
を
把
握
し
、
意
思
決
定
を
行
う
が
、
そ
こ
で
は
シ
ス
テ
ム
・
ワ
ン
の
寄
与
が
大
き
い
だ
ろ
う
︵K

lein 1998

︶。
専
門
家
／

素
人
の
二
項
が
そ
う
で
な
か
っ
た
よ
う
に
、
シ
ス
テ
ム
・
ワ
ン
／
シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
の
二
項
に
あ
っ
て
も
、
二
者
択
一
的
な
も

の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
認
知
科
学
の
分
野
で
は
、
シ
ス
テ
ム
・
ワ
ン
と
シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
と
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、

相
互
に
作
用
し
あ
う
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
リ
ス
ク
認
知
の
分
野
で
も
同
様
の
潮
流
が
あ
り
、
ス
ロ
ヴ
ィ
ッ
ク

ら
は
こ
う
し
た
相
互
作
用
を
感
情
的
合
理
性
︵affective rationality

︶
と
呼
ん
で
い
る
︵Slovic et al. 2004

︶。
感
情
と
意
思
決
定

と
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
多
く
の
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
も
の
と
期
待

す
る
が
、
同
時
に
、
そ
う
し
た
知
見
が
安
易
に
諸
説
を
正
当
化
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
意
思
決
定
が
﹁
良
い
﹂
意
思
決
定
か
に
つ
い
て
、﹁
良
い
﹂
を
明
確
に
︵
操
作
主
義
的
に
︶
定
義

で
き
た
場
合
に
の
み
心
理
学
や
認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
は
答
え
の
た
め
の
材
料
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
が

﹁
良
い
﹂
意
思
決
定
か
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
根
拠
や
価
値
観
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
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５　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
リ
ス
ク
認
知
を
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
法
に
よ
っ
て
技
術
論
・
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
研

究
、
二
重
過
程
理
論
と
三
つ
に
分
け
た
上
で
、
前
二
者
が
生
み
出
す
﹁
専
門
家
／
素
人
﹂
図
式
や
後
者
が
生
み
出
す
﹁
シ
ス
テ

ム
・
ワ
ン
／
シ
ス
テ
ム
・
ツ
ー
﹂
図
式
が
、
誰
が
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
や
、
個
人
的
選

択
を
ど
う
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
リ
ス
ク
認
知
バ
イ
ア
ス
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

る
か
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
誰
が
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
関
し
て
は
、
従
来
は
リ
ス

ク
管
理
の
専
門
家
︵
政
策
決
定
者
︶
が
意
思
決
定
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
よ
り
最
近
に
お
い
て
は
そ
う
し
た

意
思
決
定
に
一
般
大
衆
が
参
加
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
、
特
に
科
学
技
術
社
会
論
者
た
ち
を
中
心
に
叫
ば
れ
て
お
り
、
あ
る
べ

き
熟
慮
民
主
主
義
︵deliberative dem

ocracy

︶
の
姿
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ク
シ
ュ
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
市
民
参

加
を
唱
道
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
い
生
︵good life

︶
と
は
何
な
の
か
な
ど
の
究
極
的
価
値
を
め
ぐ
る
議
論
が
な
さ
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︵K

usch 2007, 146

︶。
現
代
社
会
の
多
様
性
を
見
る
に
つ
け
、
人
々
が
そ
う
し
た
究
極
的
価
値
に
つ
い

て
合
意
に
至
る
こ
と
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
妥
協
点
に
至
る
こ
と
さ
え
も
不
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン

は
熟
慮
民
主
主
義
の
中
で
、
そ
う
し
た
多
様
性
を
縮
減
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
費
用
便
益
分
析
を
用
い
る
こ
と
を
提
案
し

て
い
る
︵Sunstein 2005, 2–3

︶。
こ
こ
に
は
、
一
種
の
緊
張
関
係
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
価
値
に
つ
い
て
存
在
す
る
多
様
性
と

そ
れ
を
縮
減
す
る
費
用
便
益
分
析
と
の
間
で
の
緊
張
関
係
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
の
言
う
よ
う
な
費
用
便
益

分
析
の
簡
便
法
に
よ
っ
て
、
多
様
性
を
超
え
て
合
意
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
規
制

政
策
の
利
益
と
費
用
の
定
量
化
さ
れ
た
情
報
に
ば
か
り
注
目
さ
せ
ら
れ
、
何
を
守
り
た
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
社
会
に
生
き
た

い
の
か
、
何
を
望
み
、
何
が
要
ら
な
い
の
か
、
新
し
い
技
術
は
私
た
ち
を
そ
の
不
確
実
性
に
さ
ら
す
ほ
ど
の
価
値
を
持
っ
て
い

る
の
か
と
い
っ
た
究
極
的
価
値
に
つ
い
て
の
議
論
は
か
な
り
の
程
度
、
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
︵
平
川 

二
〇
〇
三
、一
一
八
︶。
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リ
ス
ク
論
に
お
い
て
は
、
エ
リ
ー
ト
主
義
的
で
、
リ
ス
ク
の
専
門
家
た
ち
の
合
意
が
重
視
さ
れ
る
技
術
モ
デ
ル
︵technical 

m
odel

︶
に
対
し
て
、
参
加
型
で
、
問
題
解
決
の
た
め
に
話
し
合
い
の
プ
ロ
セ
ス
が
重
視
さ
れ
、
一
般
大
衆
の
価
値
観
を
直
接

的
に
取
り
入
れ
る
よ
う
な
民
主
モ
デ
ル
︵dem

ocratic m
odel

︶
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
︵Fiorino 1989

︶。
こ
う
し
た
市

民
参
加
を
希
求
す
る
動
き
を
、
政
治
体
制
の
変
革
や
社
会
背
景
の
変
化
、
そ
し
て
心
理
学
や
認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
で
得
ら

れ
た
知
見
な
ど
、
様
々
な
要
因
と
関
連
づ
け
て
議
論
し
て
い
く
必
要
性
は
ま
だ
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
第
４

節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
は
純
粋
に
個
人
的
選
択
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
問
題
群
に
つ
い
て
も
、
従

来
と
は
異
な
っ
た
方
法
で
社
会
的
論
争
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
問
題
へ
と
変
換
さ
れ
始
め
て
い
る
。
心
理
学
や
認
知
科
学
、
脳
神

経
科
学
で
得
ら
れ
た
知
見
を
利
用
し
、
ナ
ッ
ジ
に
よ
っ
て
﹁
選
択
を
禁
じ
る
こ
と
も
、
経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
大
き
く

変
え
る
こ
と
も
な
く
、
人
々
の
行
動
を
予
測
可
能
な
形
で
変
え
﹂、﹁
選
択
の
自
由
を
守
り
な
が
ら
、
人
々
の
生
活
が
良
く
な
る

方
向
に
﹂
向
か
わ
せ
る
と
い
う
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
は
、
や
や
も
す
れ
ば
専
門
家
支
配
に
つ
な
が
る

（
（（
（

。

拒
否
選
択
が
原
理
的
に
は
可
能
に
な
っ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
し
た
個
人
的
選
択
へ
の
意
図
的
介
入
が
社
会
的
・
倫
理
的

に
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ナ
ッ
ジ
に
溢
れ
た
社
会
を
是
と
す
る
か
否
か
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
市

民
参
加
を
求
め
る
動
き
を
様
々
な
要
因
の
中
で
論
じ
る
必
要
性
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

註︵
１
︶ 　

Journal of N
euroscience 27 (31)

︵
二
〇
〇
七
年
八
月
発
行
︶、Science 318 (5850)

︵
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
発
行
︶、N

ature N
euroscience 11 (4)

︵
二
〇
〇
八
年

四
月
発
行
︶
で
そ
れ
ぞ
れ
意
思
決
定
に
関
す
る
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。

︵
２
︶ 　

ス
タ
ー
が
提
起
し
た
手
法
は
顕
示
選
好
︵revealed preference

︶
論
と
一
般
的
に
は
呼
ば
れ
る
が
、
ス
タ
ー
が
用
い
た
自
発
的
／
非
自
発
的
と
い
う
区
別
は

そ
れ
ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
東
京
に
住
ん
で
い
る
者
に
対
し
て
、﹁
な
ぜ
東
京
に
住
ん
で
い
る
の
か
﹂
と
問
う
て
、
学
校
や
会
社
が
東
京
に
あ
る
か
ら
、

東
京
に
は
娯
楽
が
多
い
か
ら
と
い
っ
た
自
発
的
な
理
由
が
返
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
東
京
に
居
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
直
下
型
地
震
の
リ
ス
ク
を
自

発
的
に
受
け
容
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
行
為
・
選
択
に
対
し
て
、
複
数
の
便
益
や
リ
ス
ク
が
関
係
し
て
お
り
、
そ
の
全
て
を
自
発
的
／
非
自
発
的
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と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
選
り
分
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
同
様
の
議
論
は
、
金
森
︵
二
〇
〇
二
、
一
六
︶
に
も
見
ら
れ
る
。
技
術
論
・
統
計
学

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、
他
に
も
様
々
な
批
判
が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
瑣
末
な
議
論
に
な
る
の
で
割
愛
す
る
。

︵
３
︶ 　

費
用
に
関
し
て
は
比
較
的
容
易
に
算
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
我
々
の
健
康
あ
る
い
は
自
然
環
境
に
関
わ
る
リ
ス
ク
の
場
合
、
あ
る
政
策
や
措
置

の
実
施
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
る
健
康
や
環
境
の
質
を
ど
の
よ
う
に
便
益
と
し
て
算
出
す
る
か
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
異
論
や
批
判
が
あ
る
。
畢
竟
す
る
に
、

費
用
便
益
分
析
の
便
益
の
項
に
は
、
我
々
の
健
康
あ
る
い
は
命
の
値
段
や
、
自
然
環
境
の
値
段
を
代
入
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う

な
値
段
を
算
出
で
き
る
の
か
、
仮
に
可
能
だ
と
し
て
そ
の
よ
う
な
値
段
を
算
出
し
て
良
い
の
か
と
い
っ
た
多
数
の
問
題
点
が
あ
る
。

︵
４
︶ 　

サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
と
ウ
ィ
ン
・
ジ
ャ
ザ
ノ
フ
を
両
極
と
し
て
整
理
し
た
論
文
と
し
て
は
、
ク
シ
ュ
の
論
文
が
あ
る
︵K

usch 2007

︶。

︵
５
︶ 　

集
団
浅
慮
と
は
、
ジ
ャ
ニ
ス
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
現
象
で
あ
り
、
簡
略
化
し
て
言
え
ば
、
集
団
で
の
意
思
決
定
で
は
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
難
し
く
な

る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
集
団
内
の
意
見
一
致
度
は
高
く
な
る
が
、
そ
う
し
た
意
見
に
都
合
の
悪
い
情
報
を
無
視
し
が
ち
に
な
り
、
不
適
当
な
決
定
に

至
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵Janis 1982

︶。

︵
６
︶ 　

集
団
極
性
化
と
は
、
モ
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
シ
と
ツ
ァ
ヴ
ァ
ッ
ロ
ー
ニ
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
現
象
で
あ
り
、
集
団
に
よ
る
議
論
が
集
団
と
し
て
の
意
見
を
強
め
、

議
論
以
前
に
比
べ
て
よ
り
過
激
な
判
断
を
生
み
出
す
傾
向
の
こ
と
を
い
う
︵M

oscovici and Zavalloni 1969

︶。

︵
７
︶ 　

N
udge

と
は
、
注
意
な
ど
を
促
す
た
め
に
﹁
小
突
く
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

︵
８
︶ 　

セ
イ
ラ
ー
と
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
の
議
論
と
類
似
し
た
も
の
と
し
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
︵social engineering

︶
が
あ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
も
ナ
ッ
ジ
と
同
様
に
、
人
々
が
合
理
的
で
あ
っ
た
な
ら
ば
す
る
だ
ろ
う
、
よ
り
良
い
選
択
肢
を
選
び
や
す
い
よ
う
に
、
選
択
ア
ー
キ
テ

ク
チ
ャ
ー
を
変
更
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
は
概
し
て
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
よ
り
も
さ
ら
に
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
的
色
彩
が
強
い
も
の
で
あ
る
。

︵
９
︶ 　

調
査
対
象
と
な
っ
た
処
方
箋
九
六
万
九
三
六
五
枚
中
、﹁
後
発
医
薬
品
へ
の
変
更
可
﹂
欄
に
署
名
の
あ
っ
た
も
の
は
一
六
万
五
四
〇
二
枚
で
あ
っ
た
。
実
際

に
後
発
医
薬
品
に
変
更
し
て
調
剤
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
九
四
五
二
枚
で
あ
っ
た
︵
厚
生
労
働
省 

二
〇
〇
七
、
八
︶。

︵
10
︶ 　

問
題
は
多
数
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
進
化
心
理
学
的
説
明
に
よ
っ
て
、
全
く
逆
の
結
論
を
導
く
こ
と
も
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
。
中
谷
内
は
以
下
の
よ

う
な
主
張
を
し
て
い
る
。

　

で
は
、
感
情
と
い
う
の
は
、
正
確
な
答
え
を
導
い
て
く
れ
る
は
ず
の
理
性
の
前
に
出
し
ゃ
ば
っ
て
現
れ
、
衝
動
的
で
短
絡
的
な
判
断
に
よ
っ
て
合
理
的

な
リ
ス
ク
管
理
を
危
う
く
し
、
私
た
ち
を
窮
地
に
陥
れ
て
し
ま
う
や
っ
か
い
な
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
一
部
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
は
ず

で
あ
る
。
／
も
し
、
そ
う
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
感
情
シ
ス
テ
ム
が
優
勢
な
私
た
ち
人
類
は
と
っ
く
に
滅
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
あ
る

い
は
、
私
た
ち
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
は
、
現
在
の
よ
う
な
感
情
的
な
シ
ス
テ
ム
と
理
性
的
な
シ
ス
テ
ム
か
ら
な
る
と
い
う
構
成
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。︵
中
谷
内 

二
〇
〇
八
、
一
六
三
︶
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︵
11
︶ 　

専
門
家
／
素
人
と
い
う
構
図
に
よ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
は
、
金
森
︵
二
〇
〇
二
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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