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法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
選
好

―
―
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
介
入
の
効
率
性
―
―

瀬

戸

山

晃

一

は
じ
め
に

一

「
法
と
経
済
学
」
理
論
に
お
け
る
目
的
と
し
て
の
効
率
性
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

二

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
選
好
・
効
率
性
―
―
ポ
ー
ル
・
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
の
議
論

（
１
）「
法
と
経
済
学
」
に
お
け
る
選
好
概
念
の
特
質

（
２
）
効
率
性
概
念
の
前
提
に
あ
る
命
題
と
そ
の
検
証
モ
デ
ル
の
提
示

（
３
）「
法
と
経
済
学
」
の
選
好
概
念
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
特
質

三

効
率
性
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
両
立
可
能
性
―
―
ヤ
ー
ル
・
ザ
ミ
ー
ル
の
議
論

（
１
）
経
済
学
理
論
に
お
け
る
効
率
性
概
念

（
２
）
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
効
率
性
―
―
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
規
制
と
効
率
性
の
両
立
可
能
性

（
Ａ
）
現
実
的
選
好
概
念

（
Ｂ
）
一
次
的
選
好
と
二
次
的
選
好
・
現
在
の
選
好
と
事
後
的
選
好

四

選
好
ギ
ャ
ッ
プ
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
経
済
的
効
率
性
―
―
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
再
定
位

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

現
代
の
日
本
の
法
を
め
ぐ
る
状
況
に
お
い
て
、
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ（
１
）

ム
、
す
な
わ
ち
自
己
決
定
や
選
好
充
足
が
、
そ
の
本
人
（
行
為

者
）
自
身
の
客
観
的
利
益
や
福
利
を
減
少
さ
せ
た
り
自
己
危
害
を
惹
起
す
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
帰
結
を
回
避
し
、
あ
る
い
は
当
該
行

為
者
の
利
益
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
を
法
的
規
制
や
介
入
の
根
拠
と
す
る
立
法
や
法
解
釈
・
法
運
用
は
多
く
み
う
け
ら
れ
、
そ
の
是
非
が

問
わ
れ
て
き
て
い
る
。
日
本
法
と
の
対
比
で
個
人
主
義
的
法
文
化
と
捉
え
ら
れ
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
嫌
悪
と
か
つ
て
描
か
れ（
２
）

た
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
お
け
る
現
在
の
法
状
況
を
み
て
も
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
目
的
や
動
機
に
基
づ
く
法
規
制
や
運
用
は
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
り
多
く
み
う
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
法
学
方
法
論
と
し
て
確
立
し
、
法
政
策
の
あ
り
方

に
対
し
膨
大
な
文
献
を
生
産
し
規
範
的
な
提
言
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
法
学
教
育
や
裁
判
実
務
で
強
い
影
響
力
を
持
ち

続
け
て
い
る
「
法
と
経
済
学
」
あ
る
い
は
「
法
の
経
済
分
析
」
に
お
い
て
、
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
不
思
議
な
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
論

じ
ら
れ
て
き
て
い
な
い
。
筆
者
は
、
か
つ
て
拙
稿
「
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
人
間
の
合
理
性
―
―
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」

の
反
―
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
―
―
（
一
）（
二
・
完
）（
３
）

」
に
お
い
て
、
そ
の
一
つ
の
主
た
る
原
因
が
伝
統
的
「
法
と
経
済
学
」
が
そ
の

理
論
的
前
提
と
し
て
仮
定
し
て
い
る
人
間
行
動
の
強
い
「
合
理
性
」
の
想
定
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
近
年
米
国
で
盛
ん

に
研
究
が
進
展
し
て
き
て
い
る
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」(B

eh
avioral

L
aw

an
d

E
con

om
ics)

と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
議

論
や
主
張
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
認
知
・
判
断
・
選
択
・
行
動
の
合
理
性
か
ら
の
シ�

ス�

テ�

マ�

テ�

ィ�

ッ�

ク�

な�

乖�

離�

と

い
う
行
動
心
理
学
の
知
見
に
基
づ
い
た
人
間
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
法
の
経
済
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
て
も
、
パ
タ
ー
ナ

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
的
配
慮
の
是
非
を
真
剣
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
が
、
従
来
の
「
法
と
経
済
学
」
の
想
定
に
反
し
一
般

的
に
多
く
存
在
し
得
る
こ
と
を
論
じ
た
。
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
論
客
た
ち
は
、
合
理
性
仮
説
に
由
来
す
る
反
パ
タ
ー
ナ

論 説
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リ
ズ
ム(an

tipatern
alism

)

と
い
う
伝
統
的
「
法
と
経
済
学
」
の
規
範
的
態
度
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
心
的
論
客
で

あ
る
サ
ン
ス
テ
イ
ン(C

ass
S

u
n

stein
)

、
ジ
ョ
ル
ス(C

h
ristin

e
Jolls)

、
サ
ー
ラ
ー(R

ich
ard

T
h

aler)

は
、「
反�

―
反
パ
タ
ー
ナ

リ
ズ
ム(an

ti-an
tipatern

alism
)

」
が
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
規
範
的
な
含
意
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い

（
４
）

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
別
の
事
例
に
お
け
る
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
正
当
化
は
経
験
上
評
価
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
さ
れ
、
現
在
ま

で
の
と
こ
ろ
そ
の
考
察
は
必
ず
し
も
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
の
関
係
に
つ
い

て
の
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
伝
統
的
な
「
法
の
経
済
分
析
」
理
論
が
想
定
し
て
い
る
パ

タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
干
渉
・
介
入
・
制
約
の
非
効
率
性
と
い
う
一
般
的
認
識
・
想
定
に
対
し
て
批
判
的
主
張
を
展
開
し
て
い
る
ヤ

ー
ル
・
ザ
ミ
ー
ル(E

yalZ
am

ir)

と
ポ
ー
ル
・
ビ
ュ
ロ
ー
ズ(P

au
lB

u
rrow

s)

の
所
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た（
５
）

い
。
も
し
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
が
効
率
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
法
と
経
済
学
」
理
論
は
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
的
規
制
に
反
対
す
る
根
拠
は

な
く
な
り
、
そ
の
効
率
性
の
追
求
と
い
う
理
論
目
的
に
忠
実
に
従
う
な
ら
ば
、
法
が
追
求
す
べ
き
目
的
と
し
て
む
し
ろ
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
規
制
や
介
入
が
効
率
的

で
あ
る
か
ど
う
か
は
、「
法
と
経
済
学
」
理
論
に
お
け
る
法
分
析
・
法
政
策
の
帰
結
を
大
き
く
左
右
し
、
さ
ら
に
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ

れ
る
そ
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
性
質
を
大
き
く
変
え
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
た
め
、
極
め
て
重
要
な
検
討
事
項
と
い
え
る
。

本
稿
の
目
的
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
て
お
く
な
ら
ば
、（
一
）
伝
統
的
な
「
法
と
経
済
学
」
理
論
に
お
け
る
効
率
性
の
概
念
の
規
定

の
仕
方
の
特
質
を
選
好
充
足
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
、（
二
）
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
洞
察
を
真
剣
に
受
け
止
め
る
な

ら
ば
、
そ
の
様
な
伝
統
的
な
「
法
と
経
済
学
」
理
論
に
お
け
る
効
率
性
の
捉
え
方
は
合�

理�

的�

で
は
な
く
再
考
の
余
地
が
十
分
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
（
三
）
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
経
済
的
効
率
性
に
反
す
る
と
す
る
従
来
の
「
法
と
経
済
学
」
の
認
識
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
十
分
な

理
論
的
実
証
的
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
し
（
四
）
法
の
経
済
分
析
と
い
う
ア
プ
ロ
ー

法的パターナリズムと選好

（阪大法学）５４（４―４７）１００３〔２００４．１１〕



チ
の
意
義
と
限
界
を
問
い
直
し
、
そ
の
方
法
論
を
洗
練
化
さ
せ
る
理
論
枠
組
み
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、（
五
）「
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
経
済
的
効
率
性
」
と
い
う
枠
を
超
え
て
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
特
質
と
是
非
（
正
当
化
範
囲
）
に
つ
い
て
「
選
好
」
の
観
点
か
ら
検

証
す
る
理
論
枠
組
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
論
じ
る
意
義
を
法
理
論
的
に
問
い
直
す
こ
と
が
本
稿
の
最
終
目

標
で
あ
る
。

第
一
節

「
法
と
経
済
学
」
理
論
に
お
け
る
目
的
と
し
て
の
効
率
性
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

こ
れ
ま
で
膨
大
な
法
律
文
献
を
生
産
し
て
き
た
伝
統
的
な
「
法
と
経
済
学
」
に
お
い
て
、
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
自
体
を
考
察
し
て

い
る
文
献
は
、
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な（
６
）

い
。「
法
と
経
済
学
」
が
生
ま
れ
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ

ズ
ム
は
法
全
般
に
浸
透
し
て
い
る
の
に
、
こ
れ
ま
で
「
法
と
経
済
学
」
が
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
伝
統
的

「
法
と
経
済
学
」
の
「
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
知
的
態
度
や
評
価
的
位
置
づ
け
に
由
来
し
、
そ
れ
は
そ
の
方
法
論
の
前
提
に
あ

る
人
間
行
動
モ
デ
ル
と
し
て
の
「
合
理
人
仮
説
」
に
あ
る
こ
と
を
上
述
の
拙
稿
「
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
人
間
の
合
理
性
（
一
）

（
二
・
完
）」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
標
準
的
「
法
の
経
済
分
析
」
に
お
け
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
規
制
へ

の
嫌
悪
と
い
う
知
的
態
度
の
も
う
一
つ
の
主
た
る
要
因
は
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
富
の
最
大
化
、
す
な
わ
ち
法
の
効
率
性
追
求

と
い
う
「
法
と
経
済
学
」
の
目
的
と
し
て
の
効
率
性
と
そ
の
概
念
の
規
定
の
仕
方
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
効
率
性
の

規
定
の
仕
方
を
批
判
し
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
の
関
係
を
捉
え
な
お
す
次
節
以
下
の
議
論
の
前
提
作
業
と
し
て
、
本
節
で
は
標

準
的
な
「
法
と
経
済
学
」
理
論
に
お
け
る
効
率
性
概
念
と
、
そ
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
を
ま
ず
み
て
お
き
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
標
準
的
な
「
法
と
経
済
学
」
に
お
け
る
法
（
規
制
）
の
目
的
は
、「
富
の
最
大
化
�
効
率
性
の
追
求
」
で
あ
る
。
リ

チ
ャ
ー
ド
・
ポ
ズ
ナ
ー
は
、
法
の
経
済
分
析
に
お
け
る
効
率
性
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。「
法
と
経
済
学
」
に
お
け
る
議

論 説
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論
の
出
発
点
は
、
人
間
の
要
求
に
比
し
て
資
源
は
有
限
で
あ
る
と
い
う
事
実
認
識
に
あ
り
、
効
率
性
の
概
念
は
、
そ
の
希
少
な
資
源
を

い
か
に
効
率
よ
く
配
分
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
評
価
さ
れ
る
。
そ
の
効
率
性
評
価
の
指
標
と
し
て
は
、
カ
ル
ド
ア
�
ヒ
ッ
ク
ス

(K
aldor-H

icks)

基
準
�
潜
在
的
パ
レ
ー
ト
基
準(poten

tialP
areto

su
periority)

を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
社
会
状
態
が
変

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
が
増
大
す
る
人
々
の
富
・
価
値
の
総
和
が
、
そ
の
変
化
に
よ
っ
て
利
益
を
失
う
人
々
の
損
失
の
総
和
よ
り

大
き
い
場
合
に
、
そ
の
様
な
社
会
状
態
の
変
更
を
生
む
資
源
の
配
分
を
効
率
的
と
み
な
す
と
い
う
も
の
で
あ（
７
）

る
。

こ
の
様
な
効
率
性
を
法
の
目
的
と
す
る
価
値
前
提
に
あ
っ
て
は
、
法
の
目
的
で
あ
る
富
の
最
大
化
が
重
要
な
価
値
と
し
て
重
要
視
さ

れ
る
一
方
、
個
人
の
自
己
決
定
自
体
の
価
値
が
法
の
正
統
性
を
考
察
す
る
際
の
法
の
経
済
分
析
の
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
計
算
で

十
分
に
ウ
エ
イ
ト
が
乗
せ
ら
れ
て
い
な
い
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ル
ド
ア
�
ヒ
ッ
ク
ス
基
準
が
、
社
会
状
態
の
変

更
に
よ
り
、
利
益
を
受
け
る
者
達
の
利
益
増
進
の
総
計
が
、
変
更
に
よ
り
不
利
益
を
受
け
る
者
達
の
損
失
額
の
総
計
を
上
回
る
場
合
に

は
、
例
え
利
益
享
受
者
か
ら
利
益
損
失
者
へ
の
補
償
が
現
実
に
為
さ
れ
な
く
と
も
、
そ
の
様
な
変
更
は
効
率
的
で
あ
る
と
見
な
し
、
個

人
の
効
用
と
社
会
全
体
の
効
用
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
議
論
に

お
い
て
通
常
問
題
と
な
る
の
は
、
ま
さ
に
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
に
よ
る
個
人
の
自
己
危
害
防
止
や
利
益
増
進
と
、
個
人
の

自
己
決
定
の
価
値
と
の
緊
張
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
個
人
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。「
法
と
経
済
学
」
の
富
の
最
大
化
�
効
率

性
追
求
と
い
う
法
の
目
的
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
問
題
意
識
が
希
薄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
様
な
効
率
性
を

法
の
目
的
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、「
法
と
経
済
学
」
に
お
い
て
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
理
論
上
そ
の
介
入
が
個
人
の
効
用
�
富
を

増
大
し
、
介
入
コ
ス
ト
が
個
人
の
効
用
の
増
大
に
比
し
て
少
な
い
場
合
に
は
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
公
正
や
平
等
、

自
己
決
定
や
自
律
と
い
っ
た
道
徳
的
価
値
を
そ
の
便
益
費
用
計
算
で
慎
重
に
考
慮
す
る
必
要
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
個
別
の
事
例
に

お
い
て
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
是
非
は
、
効
率
性
と
規
制
コ
ス
ト
の
観
点
か
ら
容
易
に
判
断
で
き
、
さ
ほ
ど
重
要
な
検
討
事
項
と
し

法的パターナリズムと選好
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て
浮
上
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
法
と
経
済
学
」
に
あ
っ
て
は
、
諸
個
人
一
人
ひ
と
り

よ
り
も
市
場
の
効
率
性
、
社
会
全
体
の
効
用
・
富
の
増
大
と
い
う
こ
と
に
法
的
議
論
の
照
準
が
傾
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
パ

タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
そ
の
他
の
理
由
と
し
て
、
従
来
の
「
法
と
経
済
学
」
の
主
要
な
論
客
達
は
、
往
々
に
し
て
リ
バ
タ
リ
ア
ン
が
多
く
、
小
さ
い

政
府
を
信
奉
し
、
市
場
に
対
す
る
政
府
の
法
的
規
制
や
介
入
に
批
判
的
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
福
祉
国
家
な
ど
の
大
き
な
政
府
に
多
く
見
ら
れ
る
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
非
効
率
的
な
規
制
や
介
入
と
し

て
批
判
の
対
象
に
は
な
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
が
検
討
対
象
と
し
て
は
み
な
さ
れ
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、「
法
と
経
済
学
」
の
理
論
か
ら
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
必
然
的
に
帰
結
す
る
と
考
え
る
の
は
お
か
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も

し
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
が
、
効
率
的
で
「
法
と
経
済
学
」
が
法
の
第
一
目
的
と
す
る
富
の
最
大
化
に
つ
な
が
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
を
「
法
と
経
済
学
」
は
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
法
の
追
求
す
べ
き
目
的
と
し
て
推
奨
す
る
こ
と
に
理
論
上
は
な

る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
標
準
的
な
「
法
と
経
済
学
」
で
は
、
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
非
効
率
的
で
あ
る
と
一
般
的
に

み
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
り
、
一
部
の
合
理
的
人
間
の
想
定
か
ら
外
れ
る
者

の
た
め
に
法
的
介
入
・
規
制
を
行
う
の
は
非
効
率
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
非
効
率
性
と
い
う
認
識
は
、
実
は
伝
統
的
「
法
と
経
済
学
」
に
お
け
る
効
率
性
概
念
と
そ
れ
を
規
定
す
る
選
好
概
念
の
特
殊
性

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
以
下
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

第
二
節

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
選
好
・
効
率
性
―
―
ポ
ー
ル
・
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
の
議
論

伝
統
的
な
「
法
の
経
済
分
析
」
の
効
率
性
概
念
の
諸
前
提
・
想
定
を
選
好
充
足
の
観
点
か
ら
検
証
し
、
そ
の
非
現
実
性
を
指
摘
す
る

論 説
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と
と
も
に
、
実
質
的
合
理
性
概
念
を
採
用
す
る
な
ど
し
て
選
好
概
念
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
効
率
性
の

観
点
か
ら
考
察
可
能
な
も
の
に
し
よ
う
と
企
て
る
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
の
「
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
分
析
（
一
九
九
五
年
）」
に
お
け
る
議

論
を
ま
ず
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ビ
ュ
ロ
ー
ズ
も
、
米
国
に
お
い
て
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
法
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
浸
透
・
充
満
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
莫
大
な

量
に
及
ぶ
「
法
と
経
済
学
」
の
文
献
が
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
分
析
を
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い
の
は
奇
妙
な
現
象
で
あ
る
と
述
べ
、

こ
れ
は
一
つ
に
は
主
流
派
「
法
と
経
済
学
」
者
達
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
態
度
に
よ
る
も
の
と
、
二
つ
に
は
法
の
経
済
分
析
が
パ
タ
ー
ナ

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
干
渉
の
正
当
化
根
拠
を
提
供
す
る
可
能
性
に
対
す
る
経
済
学
者
の
伝
統
的
な
躊
躇
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

と
し
て
い（
８
）

る
。
そ
し
て
、
多
く
の
規
範
的
な
「
法
と
経
済
学
」
の
文
献
に
み
ら
れ
る
人
間
の
合
理
性
に
関
す
る
一
連
の
想
定
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
効
率
性
の
理
論
は
、
効
率
性
の
理
由
か
ら
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
は
じ
め
か
ら
除
外
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い

（
９
）

る
。
で
は
な
ぜ
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
効
率
性
の
観
点
か
ら
考
察
の
射
程
外
に
置
か
れ
て
き
た
の
か
？

ビ
ュ
ロ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
従
来

の
「
法
と
経
済
学
」
の
議
論
で
は
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
目
的
（
動
機
）
と
効
率
性
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
「
法
の
経
済
分
析
」
に
お
け
る
選
好
と
選
択
行
動
の
概
念
が
狭
す
ぎ
た
た
め
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
の
論
考

は
、
選
好
概
念
を
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
効
率
性
の
観
点
か
ら
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
考
察
す
る
土
俵
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

（
１
）「
法
と
経
済
学
」
に
お
け
る
選
好
概
念
の
特
質

ビ
ュ
ロ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
主
流
派
「
法
と
経
済
学
」
は
、
固
定
化
さ
れ
た
選
好(fixed

p
reference)

の
想
定
の
上
に
成
り
立
っ
て

い
る
た
め
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
干
渉
の
評
価
に
馴
染
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
標
準
的
「
法
と
経
済
学
」
は
、
経
済

学
理
論
に
お
い
て
伝
統
的
に
採
用
さ
れ
た
、
狭
い
合
理
性
概
念
を
採
用
し
た
た
め
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
そ
の
考
察
の
射
程
内
に
収
め

法的パターナリズムと選好
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る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
合
理
性
概
念
と
は
、
人
々
の
選
好
は
内
的
一
貫
性
の
要
求
を
満
た
す
も

の
で
あ
る
と
す
る
合
理
性
に
関
す
る
論
理
的
概
念(lo

g
icalco

ncep
tio
n
o
f
ratio

nality)

で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
も
と
で
は
、
人
々

は
自
ら
の
選
好
が
何
で
あ
る
の
か
を
知
っ
て
い
て
、
そ
の
選
好
は
安
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
暗
黙
の
想
定
の
上
に
立
っ
て
お
り
、

ま
た
選
好
の
内
容
自
体
は
、
論
理
的
合
理
性
の
テ
ス
ト
と
は
関
係
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
他
人
か
ら
み
て
非
合
理
的
な
選
好

を
有
し
て
い
て
も
、
そ
の
選
好
を
満
た
す
た
め
に
本
人
が
行
動
し
て
い
れ
ば
、
合
理
的
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
は
、

こ
の
論
理
的
合
理
性
概
念
の
特
質
は
人
々
の
選
好
充
足
に
の
み
関
心
を
払
い
、
そ
の
合
理
的
な
行
動
の
帰
結
は
合
理
性
判
断
の
根
拠
と

は
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
と
分
析
し
て
い（
１０
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
の
行
動
や
選
択
が
本
人
自
身
の
利
益
に
与
え
る
影
響
（
帰

結
）
を
問
題
に
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
議
論
と
馴
染
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
「
実
質
的
合
理
性
概
念
」
は
、
人
々
の
行
動
が
各
々
の
利
益
の
追
求
と
い
う
点
で
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
お
け
る
行
動
の
合
理
性
は
、
例
え
ば
そ
の
行
動
、
す
な
わ
ち
選
好
充
足
が

実
際
に
快
楽
的
効
用
を
生
み
出
す
か
と
い
っ
た
、
行
動
の
帰
結
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
。
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
は
、
こ
の
実
質
的
合
理
性
概
念

こ
そ
が
、
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
考
察
枠
組
み
の
構
築
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
す（
１１
）

る
。

（
２
）
効
率
性
概
念
の
前
提
に
あ
る
命
題
と
そ
の
検
証
モ
デ
ル
の
提
示

ビ
ュ
ロ
ー
ズ
は
、
自
由
な
選
択
に
対
す
る
道
具
（
手
段
）
主
義
的
な
見
解
か
ら
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
分
析
の
考
察
を
は
じ
め
る
。
こ

の
議
論
は
、
次
の
（
ａ
）
と
（
ｂ
）
の
二
つ
の
前
提
の
も
と
で
は
、（
ｃ
）
の
結
論
が
導
か
れ
る
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
。

（
ａ
）
私
的
な
選
択
の
結
果
は
、
そ
の
選
択
が
為
さ
れ
る
前
の
明
示
選
好(m

anifest
p
reference

（
１２
）

s)

の
充
足
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ

論 説
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る
べ
き
。

（
ｂ
）
各
々
は
そ
れ
ぞ
れ
事
前
の
明
示
選
好
を
他
の
代
替
的
決
定
よ
り
も
よ
り
良
く
充
足
す
る
結
果
を
生
む
私
的
な
決
定
を
為
す
こ
と

が
で
き
る
。

（
ｃ
）
私
的
な
選
択
の
自
由
は
、
必
然
的
に
個
人
の
最
善
の
利
益
に
な（
１３
）

る
。

ビ
ュ
ロ
ー
ズ
は
、
こ
れ
ら
の
想
定
を
「
選
好
・
選
択
・
価
値(p
reference-cho

ice-value,P
C
V
)

命
題
」
と
呼
び
、
各
自
に
決
定

を
任
せ
る
と
い
う
自
由
主
義
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
こ
れ
ら
の
命
題
は
自
明
の
も
の
で
は
な

く
、
次
の
三
つ
の
要
件
が
充
た
さ
れ
る
と
き
に
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

（
Ａ
）
人
々
の
選
択
前
の
選
好
は
熟
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
衝
動
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
一
貫
し
た
も
の
で
可
能
な
代
替
的
選

択
肢
を
全
て
考
慮
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
完
全
な
も
の
で
あ
る
場
合
。

（
Ｂ
）
選
択
を
決
定
す
る
選
好
は
、
本
人
の
利
益
に
最
も
忠
実
な
選
好
と
結
び
つ
い
た
経
験
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
十
分
に
反
映

し
た
も
の
で
あ
る
場
合
。

（
Ｃ
）
実
際
に
為
さ
れ
た
選
択
の
結
果
は
、
最
善
の
も
の
と
な
る
場
合
。
こ
の
要
件
は
、
人
々
は
自
ら
の
選
好
の
充
足
を
可
能
な
限
り

達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
要
求
し
て
い（
１４
）

る
。

し
か
し
、
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
つ
の
要
件
は
現
実
に
は
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
な
い
場
合
が
生
じ
る
と
し
て

い
る
。

（
Ａ
）・（
Ｂ
）
の
要
件
は
、
選
択
に
影
響
を
及
ぼ
す
結
果
に
対
す
る
人
々
の
選
好
の
性
質
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、（
Ｃ
）
は
、
明

示
選
好
を
最
も
良
く
充
足
す
る
選
択
を
す
る
人
々
の
能
力
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ナ
リ
オ
は
実
際
に
は
次
の
よ
う

に
維
持
で
き
な
い
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
し
て
い
る
。

法的パターナリズムと選好
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（
Ａ
）
の
要
件
に
関
し
、
人
々
は
実
際
に
は
一
連
の
一
貫
し
た
選
好
を
有
し
て
お
ら
ず
、
各
々
の
選
好
は
様
々
な
非
一
貫
性
を
示
す

と
い
う
こ
と
は
、
選
好
の
フ
レ
イ
ミ
ン
グ
効
果
な
ど
、
多
く
の
実
証
研
究
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
人
々
は
し
ば
し
ば

熟
慮
さ
れ
て
い
な
い
選
好
に
よ
る
衝
動
的
な
選
択
を
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

（
Ｂ
）
の
要
件
は
、
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
人
々
の
選
好
の
内
因
的
な
性
質
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
選
好
が
時
間
と

と
も
に
変
わ
り
う
る
も
の
で
、
ま
た
経
験
や
宣
伝
な
ど
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、（
Ｘ
）
ど
の
時
点
で

の
選
好
が
選
択
の
価
値
を
評
価
す
る
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、（
Ｙ
）
あ
る
い
は
果
た
し
て
自
ら
の
利
益
に
最
も
適
っ
た

選
好
を
人
々
は
形
成
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
と
し
て
い
る
。

（
Ｘ
）
に
対
し
て
は
、
経
験
が
人
々
の
選
好
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
代
替
的
選
択
肢
が
い
か
に
選
択
者
の
選
好
を
よ
り

良
く
充
足
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
代
替
的
選
択
肢
の
利
点
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
伝
統
的
な
規
範
的
経
済
学
者
の
主

張
は
維
持
し
難
い
と
し
て
い（
１５
）

る
。

（
Ｙ
）
の
疑
問
に
関
し
て
は
、
人
々
は
決
定
の
時
点
で
は
利
益
の
追
求
が
要
求
し
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
正

確
に
認
知
し
え
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
自
ら
の
利
益
に
一
致
し
な
い
選
択
を
し
て
し
ま
う
こ
と
は
多
く
み
う
け
ら
れ
る
点
を
指
摘
し

て
い
る
。
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
理
想
化
さ
れ
た
合
理
的
個
人
は
、
選
択
を
す
る
時
点
で
、
各
々
の
利
用
可
能
な
選
択
肢
を
選
択
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
自
ら
の
選
好
の
変
化
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
経
験
か
ら
自

ら
の
選
好
が
ど
う
変
化
す
る
か
を
予
測
で
き
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
選
択
以
前
の
選
好
と
選
択
後
の
選
好
が
自
ら
の
利
益
に

適
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
実
証
研
究
は
、
人
々
は
自
ら

の
選
好
の
変
化
を
予
測
す
る
能
力
を
そ
ん
な
に
は
有
し
て
お
ら
ず
、
正
確
な
予
測
が
可
能
で
あ
る
時
で
さ
え
し
ば
し
ば
変
化
を
無
視
す

る
こ
と
を
示
し
て
い（
１６
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
は
自
ら
の
利
益
に
最
も
適
っ
た
選
好
を
形
成
で
き
な
い
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
主
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張
し
て
い（
１７
）

る
。

（
Ｃ
）
は
、
明
示
選
好
を
最
も
良
く
充
足
す
る
選
択
を
す
る
人
々
の
能
力
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。（
Ｃ
）
の
要
件
は
、
真
剣
な
評

価
に
値
す
る
選
択
肢
を
同
定
す
る
想
像
力
と
充
足
し
よ
う
と
す
る
選
好
の
選
択
肢
の
性
質
を
分
析
す
る
能
力
が
必
要
で
、
そ
の
た
め
に

は
情
報
を
収
集
し
処
理
す
る
能
力
と
選
択
が
生
む
問
題
に
進
ん
で
直
面
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
心
理
学
者
が
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
人
々
の
情
報
の
獲
得
と
処
理
を
阻
害
す
る
様
々
な
バ
イ
ア
ス
が
存
在
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い（
１８
）

る
。
例
え
ば
、
人
々
は
、

選
択
肢
の
性
質
に
関
し
て
の
各
々
の
先
入
観
に
基
づ
い
て
選
択
的
に
情
報
を
求
め
、
相
反
す
る
事
実
を
捨
象
し
た
り
、
再
考
の
必
要
性

を
示
す
新
し
い
情
報
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
見
解
を
保
守
し
よ
う
と
し
た
り
す（
１９
）

る
。

こ
の
よ
う
に
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
は
、
伝
統
的
な
規
範
的
経
済
学
と
そ
れ
を
応
用
し
た
「
法
と
経
済
学
」
が
採
用
す
る
人
間
の
選
択
行
動
の

狭
い
固
定
化
し
た
選
好
概
念
の
前
提
に
あ
る
、
選
択
能
力
や
プ
ロ
セ
ス
の
モ
デ
ル
に
お
け
る
多
く
の
想
定
・
仮
定
を
鋭
く
同
定
し
た
上

で
、
心
理
学
の
知
見
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
シ
ナ
リ
オ
（
諸
想
定
）
が
現
実
に
は
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
効
率
性
を
評
価
す
る
理
論
枠
組
み
を
実
質
的
合
理
性
概
念
と
い
う
広
い

選
好
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
理
論
的
に
全
て
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
効
率
的
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
効
率
的
か
ど
う
か
は
経
験
的
証
拠
に
基
づ
い
て
利
益
考
量
さ
れ
、
つ
ま
り
彼
が
定
式
化
し
た
上
述
の
要
件
に

照
ら
し
て
検
討
し
て
は
じ
め
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
い（
２０
）

る
。

彼
の
批
判
の
照
準
は
、
主
流
派
「
法
と
経
済
学
」
が
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
非
効
率
的
と
し
て
一
律
に
否
定
し
て
い
る
点
に
あ
り
、

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
一
般
が
効
率
的
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
付
言
す
る
な
ら
ば
、
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
は
、
効
率
性
の

観
点
か
ら
の
み
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
正
当
化
の
是
非
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
介
入
や
司
法
上

の
判
断
に
お
け
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
正
当
性
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
広
い
意
味
で
の
効
率
性
や
被
介
入
者
の
利
益
の
増
大
と
、
パ
タ

法的パターナリズムと選好
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ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
選
択
の
自
由
の
価
値
を
利
益
考
量
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
大
き
な
効
率
性
の
増
大
が
達
成
さ
れ
、
消
極
的
自
由
が
少
し
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
正
当

化
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
選
択
の
自
由
�
自
己
決
定
自
体
に
一
定
の
本
質
的
価
値
が
あ
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
自
己

決
定
を
基
本
的
権
利
と
し
て
絶
対
視
す
る
生
粋(pu

re)

の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
は
、
消
極
的
自
由
の
み
を
強
調
し
、
ア
ク
セ
ス
可

能
な
選
択
肢
自
体
の
質
や
発
展
す
る
機
会
に
関
わ
る
積
極
的
自
由
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
支
持
し
が
た
い
と
し
て
い（
２１
）

る
。

（
３
）「
法
と
経
済
学
」
の
選
好
概
念
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
特
質

ビ
ュ
ロ
ー
ズ
は
、
以
上
の
よ
う
に
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
効
率
性
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
理
論
枠
組
み
を
提
示
し
た
上
で
、
具
体
的
な

法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
事
例
と
し
て
は
、
子
供
の
売
買
、
商
売
と
し
て
の
代
理
母
や
身
体
の
部
位
の
売
買
な
ど
の
不
可
譲
の
権（
２２
）

利
、

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用
な
ど
の
安
全
性
の
法
的
義
務
付（
２３
）

け
、
契
約
に
お
け
る
非
良
心
性
の
問（
２４
）

題
な
ど
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ

れ
ら
の
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
次
の
点
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
の
具
体
的
な
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
事
例

分
析
は
、
前
述
の
彼
が
提
示
し
て
い
る
分
析
枠
組
み
�
命
題
の
諸
想
定
を
崩
す
い
か
な
る
要
因
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て

い
く
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
際
の
諸
要
因
は
、
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
理
論
が
指
摘
し
て
い
る
諸
バ
イ
ア
ス
な

ど
の
合
理
性
阻
害
要
因
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
に
付
け
加
え
る
新
た
な
洞
察
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。

ビ
ュ
ロ
ー
ズ
の
議
論
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
伝
統
的
な
主
流
派
「
法
と
経
済
学
」
が
、
な
ぜ
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
効
率
性
の
評
価

か
ら
議
論
の
射
程
外
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
選
好
・
効
率
性
概
念
を
丹
念
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に

す
る
と
同
時
に
、
選
好
と
効
率
性
に
関
す
る
諸
想
定
・
仮
定
を
同
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
効
率
性
を
評
価
す
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る
分
析
枠
組
み
を
提
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
の
議
論
で
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
連
で
最

も
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
標
準
的
な
「
法
と
経
済
学
」
が
効
率
性
の
概
念
と
し
て
実
質
的
合
理
性
を
と
っ
て
い
な
い
と

言
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
法
と
経
済
学
」
に
お
け
る
効
率
性
概
念
は
、
固
定
し
た
選
好
を
人
間
は
一
貫

し
て
有
し
て
お
り
、
そ
の
選
好
が
実
際
に
本
人
の
客
観
的
利
益
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
せ
ず
、
ま
た
そ
の
選
好
に
基
づ

く
選
択
・
決
定
が
、
本
人
の
客
観
的
利
益
の
増
大
を
導
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ
な
い
と
い
う
「
論
理
的
合
理

性
」
論
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
々
が
現
に
有
す
る
選
好
が
情
報
の
欠
如
そ
の
他
の
理
由
で
本
人
の
利
益
を

適
切
に
反
映
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
現
有
す
る
選
好
を
充
足
さ
せ
る
決
定
を
為
す
こ
と
は
効
率
的
で
、
し
た
が
っ
て
富

の
最
大
化
と
み�

な�

す�

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
効
率
性
観
の
も
と
で
は
、
各
人
が
選
択
・
決
定
の
時
点
で
有
す
る
選
好
�
欲
求
の
充

足
こ
そ
が
本
人
の
富
の
増
大
と
み
な
さ
れ
、
実
際
に
そ
の
決
定
が
本
人
の
客
観
的
利
益
を
増
大
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
は
効

率
性
の
評
価
基
準
の
枠
外
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
効
率
性
概
念
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
本
人
自
身
の
利
益
を
そ
の

法
的
介
入
の
動
機
・
目
的
と
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
論
理
必
然
的
に
は
じ
め
か
ら
効
率
性
評
価
の
議
論
よ
り
除
外
さ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

こ
の
点
は
、
同
時
に
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
特
質
を
も
鮮
明
化
さ
せ
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
議
論
は
、
本
人

の
選
好
充
足
と
し
て
の
個
人
の
現
実
の
自
己
決
定
・
選
択
・
決
断
が
、
本
人
の
客
観
的
利
益
に
反
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
経
験
上
の

想
定
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
客
観
的
利
益
の
概
念
が
、
本
人
が
実
際
に
有
す
る
選
好
と
独
立
に
外
部
者
の
側
か
ら
同
定
し
得
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
特
質
は
、
従
来
か
ら
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、

そ
の
語
源
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
生
経
験
豊
か
なP

ater

（
父
親
）
の
方
が
、
子
ど
も
よ
り
も
よ
り
良
き
利
益
に
適
っ
た
判
断
が

で
き
、
本
人
（
子
ど
も
）
が
自
ら
の
最
善
の
判
断
者
と
は
言
え
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
場

法的パターナリズムと選好
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合
、
そ
の
父
の
役
割
を
果
す
も
の
が
国
家
・
政
府
・
立
法
（
多
数
者
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
本
人
の
抱
く
現
実
の
主

観
的
利
益
と
区
別
さ
れ
る
意
味
で
の
客
観
的
利
益
は
、
一
般
的
合
理
人
の
想
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
や
、
本
人
自
身
の
価
値
観
に

基
づ
く
長
期
的
な
人
生
目
的
、
個
人
の
人
格
の
統
合
性(person

al
in

tegrit

（
２５
）

y)

と
の
適
合
性
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
も
の
な
ど

様
々
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
り
、
そ
の
捉
え
方
の
相
違
が
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
正
当
化
範
囲
の
評
価
を
左
右
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
議
論
は
、
本
人
が
決
定
の
時
点
で
有
す
る
選
好
が
、
仮
想
上
の
理
想
的
な
選
好
や
、
あ
る
い
は

現
在
有
し
て
い
る
選
好
以
外
の
本
人
の
選
好
や
客
観
的
利
益
と
食
い
違
う
と
い
う
認
識
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
議
論
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
議
論
は
、「
法
と
経
済
学
」
の
効
率
性
概
念
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
選
好
に
関
し
論
理
的
合
理

性
概
念
を
採
用
し
、
現
実
に
有
す
る
選
好
の
充
足
が
効
率
的
で
本
人
の
利
益
の
増
大
に
な
る
と
み�

な�

す�

と
い
う
選
好
理
論
に
立
脚
す
る

な
ら
ば
、
議
論
の
成
立
の
余
地
が
そ
も
そ
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
伝
統
的
「
法
と
経
済
学
」
の
効
率
性
概
念
に
は
、
本
人
が
実
際
に

選
択
・
決
定
の
時
点
で
有
す
る
選
好
が
い
か
な
る
外
的
影
響
を
受
け
、
歪
曲
さ
れ
た
も
の
の
結
果
で
あ
っ
て
も
問
題
に
せ
ず
、
ま
た
そ

れ
が
本
人
の
客
観
的
利
益
に
反
す
る
帰
結
が
実
際
に
生
じ
よ
う
と
も
問
題
に
し
な
い
と
い
う
価
値
判
断
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
限
定
合
理
性
な
ど
の
経
験
的
洞
察
を
真
剣
に
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
価
値
判
断
の
正

当
性
自
体
の
再
考
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
節

効
率
性
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
両
立
可
能
性
―
―
ヤ
ー
ル
・
ザ
ミ
ー
ル
の
議
論

本
節
で
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
の
問
題
を
よ
り
包
括
的
に
論
じ
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
効
率
性
を
積
極
的
に
主
張
し
て
い

る
ヤ
ー
ル
・
ザ
ミ
ー
ル
の
「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
効
率
性
（
一
九
九
八
年
）」
に
お
け
る
議
論
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
結
論
か
ら

言
え
ば
、
ザ
ミ
ー
ル
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
効
率
性
を
経
済
学
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
経

論 説
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済
学
の
理
論
的
基
盤
と
合
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
効
率
性
分
析
は
む
し
ろ
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
正
統
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
主
張
を
展
開
し
て
い（
２６
）

る
。
ザ
ミ
ー
ル
は
、
標
準
的
「
法
と
経
済
学
」
理
論
が
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
は
原
理
上
相
矛
盾
す
る

も
の
で
あ
る
と
暗
黙
の
う
ち
に
捉
え
、
し
た
が
っ
て
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
拒
絶
を
一
般
的
に
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
彼
は

こ
の
「
法
と
経
済
学
」
に
広
が
っ
て
い
る
知
的
態
度
を
「
原
理
的
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」(p

rincip
led
antip

aternalism
)

と
呼
ん
で

い（
２７
）

る
。

（
１
）
経
済
学
理
論
に
お
け
る
効
率
性
概
念

ザ
ミ
ー
ル
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
の
関
係
の
考
察
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
経
済
的
効
率
性
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
か
ら
分
析
を
は
じ
め
る
。
以
下
ザ
ミ
ー
ル
の
論
考
に
添
っ
て
効
率
性
概
念
を
み
て
み
た（
２８
）

い
。

ザ
ミ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
規
範
的
経
済
学
は
、
帰
結
主
義
道
徳
理
論
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
義
務
論
と
は
異
な
り
、
行
為
や
ル
ー
ル
の

道
徳
性
評
価
に
あ
た
っ
て
、
行
為
や
ル
ー
ル
が
人
々
の
福
祉(w

ell-bein
g)

の
総
和
あ
る
い
は
平
均
に
与
え
る
結
果
の
み
を
考
慮
に
い

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
功
利
主
義
に
お
け
る
倫
理
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
も
異
な
り
、
効
率
性
は
各
々
の
福
祉
へ
等
し
い
ウ
ェ

イ
ト
で
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
や
ル
ー
ル
が
生
み
出
す
福
祉
（
効
用
）
の
総
計
が
、
そ
の
コ
ス
ト
の
総
計
を

上
回
る
場
合
に
効
率
的
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
福
祉
の
中
身
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
関
し
て
は
、（
Ａ
）
主
観
的
な
幸

福
と
快
楽
（
倫
理
的
快
楽
主
義
）、（
Ｂ
）
選
好
の
充
足
（
選
好
理
論
）、（
Ｃ
）
客
観
的
利
益(g

o
o
d
)

理
論
の
三
つ
の
異
な
っ
た
立
場

が
あ
る
と
し
て
い（
２９
）

る
。

「
倫
理
（
心
理
）
的
快
楽
主
義
」
は
、
人
々
の
幸
福
の
促
進
と
苦
痛
の
最
小
化
と
い
う
基
準
で
福
祉
の
内
容
を
捉
え
る
。
そ
れ
に
対

し
「
選
好
理
論
」
に
あ
っ
て
は
、
人
々
の
選
好
や
欲
求
が
充
足
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
そ
の
人
々
の
福
祉
が
向
上
し
た
と
見
な
さ
れ
る
。

法的パターナリズムと選好
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そ
の
選
好
の
内
容
が
単
な
る
快
楽
以
外
の
も
の
で
も
あ
り
う
る
点
が
倫
理
的
快
楽
主
義
と
異
な
る
。
こ
の
選
好
理
論
は
、
さ
ら
に

（
ａ
）
現
実
的
選
好
理
論
と
、（
ｂ
）
理
想
的
選
好
理
論
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
、
人
々
が
現
に
有
し
て
い
る
選
好
を
「
選
好
」
と

み
な
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
人
々
が
外
的
な
圧
力
や
偏
見
な
し
に
全
て
の
関
連
す
る
情
報
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
冷
静

に
合
理
的
に
問
題
を
分
析
し
た
場
合
に
有
す
る
で
あ
ろ
う
選
好
で
あ
る
。
一
方
、「
客
観
的
利
益
理
論
」
は
、
人
々
の
選
好
の
内
容
自

体
と
は
無
関
係
に
、
ま
た
選
好
の
人
々
の
幸
福
に
対
す
る
寄
与
と
も
関
係
な
く
、
客
観
的
に
本
質
的
利
益
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
基
準
に
よ
っ
て
福
祉
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
客
観
的
利
益
の
内
容
と
し
て
は
、
健
康
・
自
由
・
知
識
・
潜
在
的
能
力
の
実

現
な
ど
も
含
み
得
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
標
準
的
な
経
済
学
理
論
が
採
用
し
て
い
る
の
は
、
現
実
的
選
好
理
論
で
あ
る
と
ザ
ミ
ー
ル
は

分
析
す
る
。
ま
た
規
範
的
経
済
学
理
論
は
、
富
の
最
大
化
に
よ
っ
て
効
率
性
を
捉
え
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
貨
幣
評
価
が
可
能
な
選
好
、

つ
ま
り
人
々
が
支
払
っ
て
も
良
い
と
す
る
額
を
指
標
と
す
る
傾
向
が
あ
る
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ザ
ミ
ー
ル
は
、
ま
さ
に
こ

の
標
準
的
「
法
と
経
済
学
」
に
お
け
る
現
実
的
選
好
理
論
の
想
定
が
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
を
相
容
れ
な
い
も
の
と
す
る
支
配

的
な
認
識
を
生
ん
で
い
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
効
率
性
―
―
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
規
制
と
効
率
性
の
両
立
可
能
性

（
Ａ
）
現
実
的
選
好
概
念

ザ
ミ
ー
ル
は
、「
法
と
経
済
学
」
ア
プ
ロ
ー
チ
に
一
般
化
し
て
い
る
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
知
的
態
度
の
根
底
に
あ
る
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
の
原
理
的
相
反
性
と
い
う
認
識
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
経
済
理
論
上
効
率
的
で
あ
り
う
る

と
い
う
こ
と
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
の
両
立
可
能
性
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
議
論
を
ザ
ミ
ー
ル

は
上
述
し
た
福
祉
に
対
す
る
見
解
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
則
し
て
展
開
す
（
３０
）

る
。
す
な
わ
ち
、
福
祉
観
に
お
け
る
「
快
楽
主
義
」
に
立
脚

論 説
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す
る
な
ら
ば
、
現
実
の
選
好
へ
の
制
限
が
総
体
的
幸
福
の
増
大
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
論
拠
を
支
持
す
る
理
由
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
あ
る
行
為
が
自
己
の
最
大
の
幸
福
を
生
む
と
す
る
信
念
は
、
誤
認
に
よ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
際
に
は
そ
う
い
う
誤
認
に
基

づ
く
選
好
の
充
足
を
阻
止
す
る
こ
と
が
本
人
の
幸
福
を
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

福
祉
観
に
お
け
る
「
客
観
的
利
益
理
論
」
に
立
脚
し
て
も
、
原
理
的
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
導
か
れ
な
い
と
ザ
ミ
ー
ル
は
言
う
。
な

ぜ
な
ら
客
観
的
利
益
理
論
に
あ
っ
て
は
、
あ
る
行
為
（
選
好
充
足
）
が
行
為
者
の
客
観
的
利
益
を
阻
害
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
へ

の
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
制
約
は
、
客
観
的
利
益
を
増
進
す
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
理
論
上
支
持
す
る

根
拠
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
選
好
理
論
は
ど
う
か
。「
理
想
的
選
好
理
論
」
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
現
実
の
選
好
が
様
々
な
内
的
外
的
要
因
に
よ
っ
て
理
想

的
選
好
か
ら
乖
離
し
て
い
る
場
合
に
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
（
現
実
の
選
好
充
足
の
阻
止
）
が
本
人
の
福
祉
増
進
に
お

い
て
効
率
的
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
原
理
的
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
支
持
す
る
理
由
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、「
現
実
的

選
好
理
論
」
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
困
難
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
実
的

選
好
理
論
に
あ
っ
て
は
、
実
際
に
有
す
る
選
好
を
充
足
す
る
こ
と
が
、
本
人
の
福
祉
増
進
に
効
率
的
と
み
な
さ
れ
、
客
観
的
利
益
の
増

進
の
た
め
に
為
さ
れ
る
、
現
実
の
選
好
の
充
足
を
阻
害
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
制
約
は
、
効
率
性
の
観
点
か
ら
正
統
性
を
与

え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
当
に
「
法
と
経
済
学
」
の
「
原
理
的
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
を
生
み
出
し
て
い
る
と
ザ

ミ
ー
ル
は
分
析
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
的
選
好
理
論
の
採
用
は
、
本
人
の
最
善
の
客
観
的
利
益
に
反
す
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず

あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
現
代
の
哲
学
理
論
に
お
い
て
そ
れ
を
支
持
す
る
見
解
は
少
な
い
と
し
て
い
（
３１
）

る
。

（
Ｂ
）
一
次
的
選
好
と
二
次
的
選
好
・
現
在
の
選
好
と
事
後
的
選
好

以
上
の
よ
う
に
、
ザ
ミ
ー
ル
は
、「
法
と
経
済
学
」
の
原
理
的
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
態
度
の
原
因
が
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

法的パターナリズムと選好
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お
け
る
現
実
的
選
好
理
論
の
想
定
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
彼
は
、
た
と
え
現
実
的
選

好
理
論
に
立
脚
し
て
も
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
の
両
立
可
能
性
が
な
お
あ
り
得
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
目

の
戦
略
は
、「
二
次
的
選
好
」
の
存
在
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
。

人
々
は
、
財
・
サ
ー
ビ
ス
や
行
為
に
対
し
て
の
選
好
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
自
ら
の
選
好
自
体
に
も
選
好
を
有
す
る
。
例
え
ば
、
ジ
ャ

ン
ク
・
フ
ー
ド
を
食
べ
た
り
、
低
俗
小
説
を
読
む
一
方
で
、
そ
の
様
な
行
為
（
一
次
的
選
好
）
を
好
ま
し
く
な
い
と
思
い
、
そ
の
様
な

自
ら
の
選
好
を
捨
て
た
い
と
い
う
欲
求
�
二
次
的
な
選
好
も
し
ば
し
ば
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
次
的
選
好
は
、
一
次
的
選

好
同
様
に
実
際
に
本
人
が
抱
い
て
い
る
選
好
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
理
想
的
選
好
で
は
な
く
現
実
的
選
好
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
現
実
的
選
好
理
論
に
立
脚
し
て
も
二
次
的
選
好
充
足
の
観
点
か
ら
一
次
的
選
好
に
対
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
が

効
率
的
と
考
え
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
者
は
、
こ
の
二
次
的
選
好
を
達
成
す
る
た
め
に
一
次
的
選
好
に

対
す
る
法
的
介
入
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
、
ザ
ミ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、
健
康
を
害
す
る
食
べ
物
の
販
売
禁
止
や
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
の
着
用
の
義
務
付
け
な
ど
の
法
的
処
置
は
、
そ
れ
ら
の
法
的
規
制
が
な
け
れ
ば
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
着
用
せ
ず
、
健
康
に
悪
い
と

思
い
つ
つ
も
食
べ
て
し
ま
う
と
い
う
選
択
肢
を
排
除
す
る
効
果
を
ね
ら
っ
た
二
次
的
選
好
の
現
わ
れ
と
し
て
理
解
で
き
る
と
す
る
。
こ

の
指
摘
は
、
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
洞
察
の
う
ち
の
「
限
定
的
意
志
力
」
と
同
様
の
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
、

ザ
ミ
ー
ル
は
、
民
主
主
義
を
政
治
体
制
と
す
る
西
欧
社
会
に
広
く
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
規
制
が
見
ら
れ
る
と
い

う
事
実
が
、
二
次
的
選
好
を
多
く
の
人
々
が
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
も
言
（
３２
）

う
。

ザ
ミ
ー
ル
は
、
福
祉
観
に
関
し
現
実
的
選
好
理
論
を
採
用
し
た
場
合
で
も
、
帰
結
主
義
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
法
の
経
済
分
析
に
お
い

て
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
効
率
性
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
根
拠
と
し
て
、
法
的
規
範
が
人
々
の
選
好
に
様
々
な
や
り
方

で
影
響
を
与
え
、
選
好
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
議
論
に
言
及
し
て
い（
３３
）

る
。
子
ど
も
に
対
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
子
ど
も
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を
災
難
か
ら
保
護
す
る
目
的
だ
け
で
は
な
く
、
将
来
の
災
難
を
回
避
す
る
よ
う
な
選
好
を
形
成
す
る
目
的
で
為
さ
れ
る
場
合
が
大
い
に

あ
る
点
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
例
え
ば
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
法
的
着
用
義
務
付
け
は
、
当
初
は
い
や
が
っ
て
い
た
者
も
、
そ
の
実
施
後
や

が
て
着
用
に
慣
れ
、
そ
の
重
要
性
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
実
例
に
基
づ
い
て
、
た
と
え
そ
の
法
が
な
く
な
っ
て
も
着
用

し
続
け
る
と
い
う
経
験
的
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
人
々
は
経
験
上
、
後
に
以
前
受
け
た
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
干
渉
に
感
謝
す

る
場
合
（
将
来
の
現
実
に
有
す
る
事
後
的
選
好
）
が
あ
る
の
で
、
現
時
点
で
の
み
有
す
る
選
好
を
絶
対
的
に
尊
重
す
る
（
�
原
理
的
な

反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
）
理
由
は
、
帰
結
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
も
見
出
し
に
く
い
と
言
う
。
ザ
ミ
ー
ル
も
こ
の
議
論
は
、
な
ぜ
将
来

に
有
す
る
現
実
の
選
好
を
優
先
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
問
い
が
残
さ
れ
て
い
て
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
正
当
化
と
い
う
こ

と
に
関
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
彼
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
人
々
の
選
好
が
固
定
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
選
好
が

変
わ
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
経
験
上
高
い
確
率
で
推
測
可
能
な
将
来
実
際
に
有
す
る
こ
と
に
な
る
選
好
の
存
在
も
考
慮
に
入
れ
て
選
好

概
念
を
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
実
的
選
好
概
念
を
採
用
し
て
も
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
効
率
性
�
是
非
を
考
察
す
る
余
地
が
帰
結
主

義
に
立
脚
す
る
法
の
経
済
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
に
あ
っ
て
も
十
分
に
あ
り
、
原
理
的
な
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
再
考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
点
に
あ
る
。

さ
ら
に
ザ
ミ
ー
ル
は
、
標
準
的
な
「
法
の
経
済
分
析
」
は
、
実
は
純
粋
な
現
実
的
選
好
理
論
を
貫
徹
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。
な

ぜ
な
ら
、
独
占
や
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
な
ど
の
市
場
の
失
敗
に
対
処
す
る
と
き
に
、
人
々
の
現
実
の
選
好
へ
の
法
的
介
入
を
認
め
る

か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
独
占
市
場
に
お
け
る
価
格
規
制
は
、
そ
の
よ
う
な
独
占
状
態
で
形
成
さ
れ
た
選
好
に
基
づ
い
て
為

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
取
引
を
無
効
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ザ
ミ
ー
ル
は
、「
法
と
経
済
学
」
は
そ
の
効
率
性
の
目
的
と
し

て
促
進
さ
れ
る
べ
き
福
祉
を
人
々
が
現
実
に
有
し
て
い
る
選
好
に
よ
っ
て
定
義
し
て
い
る
の
に
、
実
は
市
場
の
失
敗
を
処
理
す
る
側
面

で
は
、
現
実
の
選
好
へ
の
法
的
制
約
を
認
め
て
い
る
点
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
合
理
性
の
評
価
が
選
好
の
概
念
に
導
入

法的パターナリズムと選好
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さ
れ
て
お
り
、
一
定
の
理
想
的
選
好
概
念
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
極
め
て
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

こ
こ
で
こ
の
論
点
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
る
余
裕
は
な
い
が
、
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
知
見
を
法
の
経
済

分
析
に
取
り
入
れ
る
一
つ
の
鍵
が
、
選
好
概
念
の
操
作
可
能
性
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ザ
ミ
ー
ル
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
効
率
性
を
評
価
す
る
モ
デ
ル
を
提
示
し
、
そ
れ
に
従
い
数
式
を
用
い
て
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
効

率
性
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
の
詳
細
な
経
済
学
上
の
分
析
を
紹
介
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
本
稿
は
、
具
体
的
な
状
況
に
お
け
る

個
別
の
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
、
ど
れ
だ
け
効
率
的
か
と
い
う
こ
と
を
経
済
学
的
に
検
証
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
経
済
分
析
の
枠
内
に
あ
っ
て
も
そ
の
効
率
性
を
検
証
す
る
余
地
が
十
分
に
あ
り
、
ま
た
多
く
の
パ

タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
効
率
的
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
理
論
上
明
ら
か
に
さ
れ
た
な
ら
ば
、
ザ
ミ
ー
ル
の
議
論
を
取
り
上
げ
た
所
期

の
目
的
は
一
応
達
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ザ
ミ
ー
ル
が
、「
法
と
経
済
学
」
が
立
脚
す
る
選
好
概
念
を
批
判
す
る
根
拠
は
、
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
洞
察
と
ほ
ぼ

同
じ
く
、
行
為
者
の
判
断
を
歪
め
る
認
知
的
バ
イ
ア
ス
な
ど
を
真
剣
に
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
（
３４
）

る
。

五
八
頁
に
も
及
ぶ
ザ
ミ
ー
ル
の
議
論
の
詳
細
を
紹
介
す
る
紙
幅
は
な
い
の
で
、
彼
が
結
論
で
述
べ
て
い
る
自
ら
の
議
論
の
規
範
的
主

張
の
要
旨
を
以
下
要
約
し
て
お
き
た
い
。

（
ａ
）
支
配
的
な
観
念
に
反
し
、
標
準
的
な
経
済
分
析
の
前
提
に
あ
る
人
間
の
福
祉
の
捉
え
方
は
、
現
実
の
選
好
と
言
う
よ
り
は
実
は

理
想
的
選
好
に
近
い
。
し
た
が
っ
て
、
非
合
理
的
あ
る
い
は
完
全
に
合
理
的
で
な
い
選
択
へ
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
は
、

一
定
の
状
況
に
置
い
て
は
効
率
的
で
あ
る
。

（
ｂ
）
二
次
的
選
好
や
適
合
的
選
好
、
あ
る
い
は
事
後
的
選
好
の
存
在
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
現
実
選
好
理
論
に
あ
っ
て
も
パ
タ
ー
ナ

リ
ズ
ム
は
効
率
的
で
あ
り
う
る
。
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（
ｃ
）
通
常
の
知
性
を
有
す
る
成
人
し
た
人
々
の
限
定
的
合
理
性
を
示
す
豊
富
な
経
験
デ
ー
タ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
効
率
的
な
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
は
未
成
年
者
や
精
神
障
害
者
と
い
っ
た
特
定
の
集
団
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
ｄ
）
政
策
策
定
者
の
支
配
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
や
多
く
の
法
律
の
文
献
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
異
な
り
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
西
洋
リ
ベ

ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
法
シ
ス
テ
ム
は
、
多
く
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ル
ー
ル
と
ド
ク
ト
リ
ン
を
含
ん
で
い
る
。
こ

れ
ら
の
ル
ー
ル
の
効
率
性
を
頭
か
ら
否
定
し
た
り
、
市
場
の
失
敗
か
ら
そ
の
正
当
性
を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は

経
済
的
分
析
手
法
に
よ
っ
て
そ
の
効
率
性
が
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
ｅ
）
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
重
大
で
永
久
的
な
自
己
加
害
の
防
止
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は
な（
３５
）

い
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
ザ
ミ
ー
ル
の
議
論
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
効
率
性
を
主
張
し
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
正
当
化
可
能
性
の
範

囲
を
拡
大
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
彼
は
経
済
的
効
率
性
や
富
の
最
大
化
と
い
う
目
的
自
体
の
正
当
性
は
、
棚
上
げ
に

し
て
お
く
こ
と
を
論
文
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
断
っ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
帰
結
主
義
的
な
経
済
分
析
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
パ
タ

ー
ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
に
つ
い
て
上
述
の
よ
う
な
議
論
と
主
張
が
妥
当
す
る
と
し
て
い
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
四
節

選
好
ギ
ャ
ッ
プ
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
経
済
的
効
率
性
―
―
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
再
定
位

行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
知
的
洞
察
、
す
な
わ
ち
人
間
の
行
動
�
自
己
決
定
に
お
け
る
選
択
・
判
断
と
、
そ
の
前
提
と
な

る
情
報
の
収
集
・
認
知
・
解
釈
に
は
、
人
の
個
別
性
を
超
え
て
様
々
な
バ
イ
ア
ス
が
存
在
し
、
標
準
的
な
「
法
と
経
済
学
」
が
想
定
す

る
合
理
的
な
自
己
利
益
追
求
者
と
し
て
の
経
済
人
モ
デ
ル
か
ら
の
一
定
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
乖
離
が
経
験
上
多
く
観
察
さ
れ
る
と

い
う
知
見
を
真
剣
に
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
顕
示
選
好
充
足
と
し
て
の
効
率
性
と
い
う
「
法
と
経
済
学
」
の
基
本
的
想
定
は
全
面
的
な

再
検
討
を
余
儀
な
く
さ
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
合
理
性
モ
デ
ル
か
ら
の
乖
離
が
一
定
の
状
況
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
一
般
的
現

法的パターナリズムと選好
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象
と
し
て
観
察
で
き
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
効
率
性
の
指
標
と
さ
れ
る
顕
示
選
好
の
充
足
と
本
人
の
客
観
的
利
益
増
進
と
の
乖
離
が
合

理
性
モ
デ
ル
か
ら
の
乖
離
に
比
例
し
て
広
が
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
次
的
選
好
と
二
次
的
選
好
、
顕
示
選
好
と
理
想
的
選

好
、
現
在
の
選
好
と
将
来
の
選
好
が
食
い
違
う
可
能
性
、
そ
し
て
選
好
充
足
と
本
人
の
客
観
的
利
益
と
の
相
反
、
換
言
す
れ
ば
、
本
人

の
自
己
決
定
�
顕
示
選
好
の
充
足
が
本
人
の
利
益
を
阻
害
す
る
場
合
が
、
標
準
的
「
法
と
経
済
学
」
が
想
定
し
て
い
る
以
上
に
、
程
度

に
個
人
差
は
あ
っ
て
も
総
体
と
し
て
み
た
場
合
、
人
間
の
本
性
上
必
然
的
に
一
定
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
形
で
存
在
し
得
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
正
当
化
に
関
し
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
顕
示
選
好
充
足
と
実
際
の
帰
結
に
お

け
る
利
益
・
福
祉
の
食
い
違
い
、
ギ
ャ
ッ
プ
を
い
か
な
る
場
合
に
無
視
す
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
ど
れ
だ
け
考
慮
す
る
べ
き
か
と
い
う

問
題
に
対
す
る
価
値
判
断
で
あ
る
。
従
来
の
「
法
と
経
済
学
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
何
ら
か
の
外
部
性
が

存
在
し
な
い
限
り
無
視
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
議
論
の
知
的
洞
察
は
、
経
験
上
あ
る

一
定
の
状
況
に
お
い
て
、
合
理
性
モ
デ
ル
か
ら
の
乖
離
が
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
観
察
さ
れ
る
場
合
に
は
、
顕
示
選
好
の
充
足
と
い
う

効
率
性
概
念
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
効
率
性
の
追
求
と
し
て
の
法
と
い
う
「
法
の
経
済
分

析
」
の
目
的
の
放
棄
と
は
混
同
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
も
帰
結
主
義
に
立
脚
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
知
的
洞
察
は
、「
法
と
経
済
学
」
に
お
け
る
効
率
性
概
念
の
中
身
を
修
正
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
捉
え
る
の
が
適
切

で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
あ
る
時
点
で
の
顕
示
選
好
の
充
足
が
、
諸
バ
イ
ア
ス
や
意
志
力
の
弱
さ
な
ど
の
た
め
に
、

本
人
の
客
観
的
利
益
を
阻
害
し
た
り
、
あ
る
い
は
増
大
し
な
い
場
合
に
は
、
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
議
論
で
あ
れ
ば
、
パ

タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
は
比
較
的
容
易
に
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
自
律
に
一
定
の
基
底
的
価
値
を
置
く
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
立
場
か
ら
だ
と
必
ず
し
も
そ
う
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

論 説
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ま
た
、
あ
る
行
動
の
第
三
者
や
市
場
、
あ
る
い
は
社
会
一
般
に
対
す
る
影
響
を
問
題
に
す
る
場
面
で
は
な
く
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と

い
う
当
に
他
な
ら
な
い
本
人
自
身
の
利
益
へ
の
影
響
が
問
題
と
な
る
場
面
で
は
、
選
好
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
よ
り
真
剣
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き

問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
行
為
（
顕
示
選
好
の
充
足
�
自
己
決
定
）
の
本
人
以
外
の
第
三
者
や
社
会
道
徳
秩
序
な
ど

に
与
え
る
影
響
が
問
題
に
さ
れ
る
状
況
、
つ
ま
り
「
他
者
危
害
防
止
原
理
」
や
「
リ
ー
ガ
ル
・
モ
ラ
リ
ズ
ム
」
が
問
題
と
さ
れ
る
状
況

で
は
、
顕
示
選
好
の
充
足
を
た
と
え
そ
れ
が
本
人
の
利
益
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
く
て
も
、
本
人
が
そ
の
様
に
選
択
・
行
動
し
て
い

る
以
上
、
そ
の
選
好
充
足
を
本
人
の
効
用
と
み�

な�

す�

と
い
う
判
断
を
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

も
っ
ぱ
ら
本
人
自
身
の
利
益
を
問
題
と
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
問
題
と
な
る
場
面
で
は
、
本
人
の
客
観
的
利
益
と
本
人
の
顕
示
選
好

の
充
足
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
（
食
い
違
い
）
が
無
視
さ
れ
る
た
め
に
は
、
よ
り
強
い
正
当
化
の
た
め
の
根
拠
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
「
法
と
経
済
学
」
理
論
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
顕
示
選
好
の
充
足
以
外
の
観
点
か
ら
個
人
の

利
益
・
福
祉
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
様
々
な
経
験
上
の
要
因
や
、
道
徳
・
価
値
観
の
対
立
を
分
析
に
持
ち
込
む
こ
と
に
な
り
、
そ
の
明

快
で
透
明
性
の
あ
る
便
益
費
用
計
算
の
分
析
の
切
れ
味
を
殺
ぎ
、
延
い
て
は
法
の
経
済
分
析
自
体
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
利
点
、
す
な
わ
ち
具
体
的
な
法
的
問
題
へ
の
明
快
な
処
方
箋
の
提
示
と
い
う
そ
の
理
論
の
存
在
意
義
が
損
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
、
ポ
ズ
ナ
ー
な
ど
の
「
法
と
経
済
学
」
の
主
要
論
客
が
、
ゲ
ー
ム
理
論
は
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
一
方
で
、

行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
を
素
直
に
受
け
入
れ
な
い
の
は
、
こ
の
点
に
直
感
的
あ
る
い
は
意
識
的
に
気
づ
い
て
い
る
か
ら
で
は

な
い
か
と
み
て
い
る
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
伝
統
的
「
法
と
経
済
学
」
の
主
要
論
客
達
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
真
剣
に
受
け

止
め
検
討
す
る
な
ら
ば
、「
法
と
経
済
学
」
の
基
本
的
理
論
前
提
で
あ
る
効
率
性
の
概
念
自
体
を
修
正
し
な
い
と
い
け
な
く
な
る
の
で
、

パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
介
入
は
非
効
率
で
あ
る
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
考
察
対
象
か
ら
意
識
的
あ
る

法的パターナリズムと選好
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い
は
無
意
識
的
に
除
外
し
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
顕
示
選
好
の
充
足
を
効
率
性
の
指

標
と
す
る
こ
と
自
体
、
つ
ま
り
、
選
好
の
ギ
ャ
ッ
プ
（
顕
示
選
好
充
足
と
そ
の
自
己
危
害
惹
起
や
利
益
減
少
と
い
う
実
際
の
帰
結
）
を

問
題
に
し
な
い
と
い
う
前
提
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
規
範
的
に
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
価
値
判
断
に
他
な
ら
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
知
見
を
真
剣
に
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
特
に
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
連
で
は
、

効
率
性
の
概
念
そ
の
も
の
の
再
構
成
の
必
要
性
が
、
人
間
行
動
の
合
理
性
仮
説
の
再
定
位
と
と
も
に
伝
統
的
な
「
法
と
経
済
学
」
に
は

付
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
方
法
論
上
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

お

わ

り

に

以
上
、
本
稿
で
は
、
ザ
ミ
ー
ル
と
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
の
所
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
選
好
・
効
率
性
に
つ
い
て
考
察
し

て
き
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
の
説
得
性
は
、
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
実
証
的
洞
察
を
ど
れ
だ
け
リ
ア
ル
な
も
の
で
あ
る
と
認

識
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
拙
稿
「
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
人
間
の
合
理
性
―
―
行
動
心
理
学
的

「
法
と
経
済
学
」
の
反
―
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
―
―
（
一
）（
二
・
完
）」
を
是
非
併
せ
て
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

二
〇
〇
二
年
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ネ
マ
ン(D

an
iel

K
eh

n
em

an
)

が
受
賞
し
た
こ
と
に
も
象
徴
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
経
済
学
は
、
心
理
学
の
知
見
等
を
既
に
従
来
か
ら
積
極
的
に
取
入
れ
、
大
き
く
発
展
・
深
化
し
て
き
て
い
る
。
経
済
学
理

論
に
あ
っ
て
行
動
経
済
学
は
、
既
に
新
し
い
と
は
言
え
ず
、
数
多
く
の
実
証
研
究
も
積
み
重
な
っ
て
き
て
い（
３６
）

る
。
し
か
し
な
が
ら
従
来

の
「
法
と
経
済
学
」
に
お
け
る
効
率
性
概
念
は
、
ビ
ュ
ロ
ー
ズ
や
ザ
ミ
ー
ル
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
顕
示
選
好
充
足
と
し
て
規
定
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
は
合
理
性
仮
説
を
固
持
し
、
現
実
の
人
間
を
反
映
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
は
選
好
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
や
顕
示
選
好

充
足
の
実
際
の
帰
結
を
無
視
し
た
理
想
化
さ
れ
た
効
率
性
概
念
で
あ
る
こ
と
が
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
視
角
か
ら
言
え
る
の
で
は
な
か

論 説
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ろ
う
か
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
「
法
の
経
済
分
析
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
内
で
の
み
意
義
を
有
す
る
も
の
に
留
ま
ら

な
い
も
の
で
あ
る
点
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
従
来
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
に
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
が
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
二
次
的
・
反
省
的
選
好
の
観
点
か
ら
一
次
的
な
現
在
の
選
好
充
足
に
対
す
る
一
定
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
議
論
が
あ
っ（
３７
）

た
。
ま
た
、
デ
ィ
レ
ク
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
人
格
の
可
変
性
の
認
識
に
よ
る
「
将
来
の
自
己
」

に
基
づ
く
現
在
の
決
定
に
対
す
る
一
定
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
を
正
当
化
す
る
議
論
な
ど
も
存
在
し（
３８
）

た
。
行
動
心
理
学
的

「
法
と
経
済
学
」
の
経
験
的
洞
察
は
、
こ
れ
ら
の
主
張
に
実
証
的
な
説
得
性
を
与
え
る
と
と
も
に
、
一
定
の
状
況
に
お
い
て
ど
れ
だ
け

の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
必
要
か
、
正
当
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
際
の
、
豊
富
な
分
析
ツ
ー
ル
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
に

そ
の
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
現
在
の
一
次
的
な
顕
示
選
好
充
足
が
、
実
際
に
利
益
増

進
や
減
少
と
い
う
帰
結
に
い
た
る
の
か
、
ま
た
現
在
の
選
好
が
形
成
さ
れ
る
際
の
バ
イ
ア
ス
を
問
題
と
す
る
と
と
も
に
選
好
充
足
が
本

人
の
長
期
的
な
利
益
に
適
っ
た
も
の
と
い
え
る
の
か
、
さ
ら
に
ま
た
現
在
の
顕
示
選
好
の
充
足
が
、
将
来
の
選
好
に
ど
の
よ
う
な
影
響

（
フ
レ
イ
ミ
ン
グ
効
果
）
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
、
よ
り
動
態
的
な
も
の
と
し
て
選
好
を
捉
え
考
察
す
る
理
論
枠
組
み
を
提
供
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
選
好
充
足
と
帰
結
の
食
い
違
い
（
ギ
ャ
ッ
プ
）
を
ど
の
程
度
埋
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
場

合
に
無
視
す
る
の
か
、
そ
し
て
選
好
の
変
化
可
能
性
を
ど
の
よ
う
に
射
程
に
収
め
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
論
じ

る
意
義
の
根
底
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
別
の
事
例
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
の
自
ら
の
パ
タ

ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
課
題
と
し
た
い
。

（
１
）

し
ば
し
ば
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
言
う
場
合
、
本
人
自
身
の
利
益
の
た
め
に
介
入
が
正
当
化
さ
れ
る
も
の
を
さ
す
場
合
が
あ
る
が
、
本
稿

で
「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
言
う
場
合
、
正
当
化
さ
れ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
或
い
は
反
対
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ

法的パターナリズムと選好
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た
評
価
的
含
意
を
付
与
せ
ず
、
記
述
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
点
に
留
意
頂
き
た
い
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
概
念

定
義
と
正
当
化
論
を
区
別
し
て
論
ず
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念
定
義
の
分
析
と
法
理
論
上
の
含
意
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
現
代
法
に
お
け
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念
―
―
そ
の
現
代
的
変
遷
と
法
理
論
的
含
意
―
―
」『
阪
大
法
学
』
第
四
七
巻
第
二
号
（
一

九
九
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）

例
え
ば
、
田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
の
社
会
と
法
―
―
印
象
的
ス
ケ
ッ
チ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
）。

（
３
）

『
阪
大
法
学
』
五
一
巻
三
号
四
号
（
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
月
）。

（
４
）

C
A

S
S

R
.S

U
N

S
T

E
IN

ed.,B
E

H
A

V
IO

R
A

L
L

A
W

A
N

D
E

C
O

N
O

M
IC

S
(2000),pp.46

―7.

（
５
）

本
稿
は
、
拙
稿
「
自
己
決
定
の
合
理
性
と
人
間
の
選
好
―
―B

eh
avioral

L
aw

&
E

con
om

ics

の
知
的
洞
察
と
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
―
―
」
日
本
法
哲
学
会
編
『
宗
教
と
法
―
生
と
俗
の
比
較
法
文
化
（
法
哲
学
年
報
二
〇
〇
二
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
一
―
一

四
〇
頁
、
及
び
拙
稿
「
法
の
経
済
分
析
に
お
け
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
規
制
の
位
置
―
―B

eh
avioral

L
aw

an
d

E
con

om
ics

の
洞
察
と

パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
介
入
の
経
済
的
効
率
性
」（
法
と
経
済
学
会
二
〇
〇
四
年
度
全
国
大
会
研
究
発
表
論
文
梗
概
集
〈http

://

w
w

w
.jlea.jp/in

dex
400.h

tm

〉
二
〇
〇
四
年
七
月
）
に
お
い
て
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
・
選
好
に
つ
い
て
論
じ
た
部
分
の
内
容
を

よ
り
詳
細
に
考
察
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
原
稿
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
）

二
〇
〇
四
年
六
月
二
六
日
現
在
、W

estlaw

のD
atabase

:
Jou

rn
als

&
L

aw
R

eview
s

で
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ

ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
及
び
ロ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
で
、
タ
イ
ト
ル
に“L

A
W

A
N

D
E

C
O

N
O

M
IC

S
”

も
し
く
は“E

C
O

-

N
O

M
IC

A
N

A
L

Y
S

IS
”

が
含
ま
れ
て
い
る
文
献
は
六
六
〇
に
及
ん
で
い
る
。

（
７
）

R
IC

H
A

R
D

A
.P

O
S

N
E

R ,E
C

O
N

O
M

IC
A

N
A

L
Y

S
IS

O
F

L
A

W
(5

th
ed.1998),pp.13

―4.

（
８
）

P
au

lB
u

rrow
s,A

n
alyzin

g
L

egalP
atern

alism
,15

IN
T

’L
R

E
V .L

.&
E

C
O

N
.,489

(1995),p.489.

（
９
）

Id
.

（
１０
）

Id
.p.490.

（
１１
）

Id
.

（
１２
）

m
an

ifest
preferen

ces

は
、
い
わ
ゆ
る
顕
示
選
好(R

evealed
P

referen
ces)

と
同
じ
意
味
に
捉
え
て
問
題
は
な
い
と
思
う
が
、

m
an

ifest

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
で
「
明
示
」
選
好
と
訳
し
た
。

論 説
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（
１３
）

Id
.p.491.

（
１４
）

Id
.

（
１５
）

Id
.p.492.

（
１６
）

ビ
ュ
ロ
ー
ズ
は
、
こ
れ
ら
の
知
見
を
二
〇
〇
二
年
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
たK

ah
n

em
an

,N
ew

C
h

allen
ges

to
th

e

R
ation

ality
A

ssu
m

ption
,Jou

rn
alofIn

stitu
tion

alan
d

T
h

eoreticalE
con

om
ics

(1994)

に
依
っ
て
い
る
。

（
１７
）

Id
.pp.493

―94.

（
１８
）

ビ
ュ
ロ
ー
ズ
は
、
こ
れ
ら
の
様
々
な
バ
イ
ア
ス
をH

O
G

A
R

T
H

,J
U

D
G

M
E

N
T

A
N

D
C

H
O

IC
E

:
T

H
E

P
S

Y
C

H
O

L
O

G
Y

O
F

D
E

C
IS

IO
N

,

C
h

ich
ester

:
W

iley
(1987)C

h
apter

10

に
依
っ
て
い
る
。

（
１９
）

Id
.p.494.

（
２０
）

Id
.p.490.

（
２１
）

Id
.p.496.

（
２２
）

Id
.pp.497

―99.

（
２３
）

Id
.pp.500

―02.

（
２４
）

Id
.pp.502

―08.

（
２５
）

J
O

H
N

K
L

E
IN

IG
,P

A
T

E
R

N
A

L
IS

M
(M

an
ch

ester
U

n
iv.P

ress
1984).

（
２６
）

E
yalZ

am
ir,T

h
e

E
fficien

cy
ofP

atern
alism

,84
V

A .L
.R

E
V .229

(1998),p.230.

（
２７
）

Id
.p.237.

（
２８
）

以
下
の
効
率
性
に
関
す
る
説
明
は
、
い
ち
い
ち
注
を
付
け
な
い
が
、Z

am
ir

(1998),pp.233

―35

の
説
明
に
依
っ
て
い
る
。

（
２９
）

な
お
ザ
ミ
ー
ル
は
、
こ
の
分
類
をS

H
E

L
L

Y
K

A
G

A
N

,N
O

R
M

A
T

IV
E

E
T

H
IC

S
189

―303
(1998)

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
３０
）

以
下
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
効
率
性
の
両
立
可
能
性
に
関
す
る
ザ
ミ
ー
ル
の
考
察
は
、
い
ち
い
ち
注
を
付
け
な
い
が
、Z

am
ir,pp.

237

―41

に
よ
っ
て
い
る
。

（
３１
）

Id
.p.241.

（
３２
）

二
次
的
選
好
に
関
す
る
ザ
ミ
ー
ル
の
見
解
は
、Z

am
ir

(1998),pp.243

―44
に
よ
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
種
の
議
論
は
、
限
定
的
意

法的パターナリズムと選好
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志
力
の
理
解
に
基
づ
い
た
、
人
々
の
自
ら
に
対
す
る
自
己
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

（
３３
）

事
後
的
選
好
、
適
合
的
選
好
の
ザ
ミ
ー
ル
の
議
論
は
、Z

am
ir,pp.244

―46

に
よ
っ
て
い
る
。

（
３４
）

ザ
ミ
ー
ル
が
、
例
示
し
て
い
る
諸
バ
イ
ア
ス
を
以
下
挙
げ
て
お
く
。
以
下
の
要
約
はZ

am
ir,pp.268

―71

に
よ
る
。

＊
入
手
可
能
性(A

vailab
ility)

人
々
は
、
支
払
い
不
能
な
ど
の
個
人
的
な
経
験
や
、
公
に
さ
れ
た
事
故
な
ど
の
発
生
可
能
性
を
過
度
に
見

積
も
り
が
ち
で
あ
る
。

＊
選
択
的
認
知(S

elective
p
ercep

tio
n)

人
々
は
自
己
の
信
念
や
期
待
に
合
う
情
報
を
探
し
、
反
す
る
も
の
を
切
り
捨
て
て
し
ま
い
が
ち

で
あ
る
。

＊
計
算
能
力
の
限
界(C

o
m
p
utatio

n
lim
itatio

n)

デ
ー
タ
が
複
雑
な
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
は
正
確
な
便
益
費
用
計
算
に
著
し
い
困
難

を
き
た
す
。

＊
デ
ー
タ
の
提
示(D

ata
p
resentatio

n)

情
報
の
提
示
の
さ
れ
方
が
、
提
示
さ
れ
た
者
の
そ
の
情
報
に
対
す
る
認
知
自
体
に
影
響
を
与
え

る
。

＊
知
的
努
力
を
軽
減
す
る
発
見
的
学
習
法(H

euristics
used

to
red
uce
m
entaleffo

rt)

人
々
は
、
利
用
可
能
な
全
て
の
情
報
を
合
理

的
に
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
分
析
せ
ず
、
結
論
を
得
る
の
に
近
道
し
た
り
、
限
ら
れ
た
自
ら
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
大
雑
把
に
目
算
し
た

り
す
る
。

＊
可
能
性
の
低
い
リ
ス
ク
へ
の
過
度
の
楽
観
視(O

ver-o
p
tim
ism
reg
ard
ing
lo
w

-p
ro
b
ab
ility
risks)

人
々
は
、
緊
急
の
医
療
費
な
ど

の
予
期
し
な
い
出
費
や
失
業
の
可
能
性
な
ど
、
生
じ
る
可
能
性
の
低
い
リ
ス
ク
を
し
ば
し
ば
無
視
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

＊
社
会
的
圧
力(S
o
cialp

ressure)

も
し
他
の
者
が
す
べ
て
テ
レ
ビ
を
持
っ
て
い
る
状
況
で
、
自
分
の
テ
レ
ビ
が
壊
れ
た
場
合
、
い
か
な

る
コ
ス
ト
を
支
払
っ
て
も
テ
レ
ビ
が
欲
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

＊
決
定
す
る
環
境
の
制
約
性(D

ecisio
n
enviro

nm
ent)

決
定
が
極
め
て
時
間
的
に
制
限
さ
れ
て
い
た
り
、
情
緒
的
ス
ト
レ
ス
の
状
況
に

あ
る
な
ど
、
望
ま
し
く
な
い
状
況
で
の
決
断
は
注
意
深
さ
を
欠
く
も
の
と
な
る
。

＊
希
望
的
楽
観(W

ishfulthinking
)

人
々
は
希
望
す
る
出
来
事
の
実
現
可
能
性
に
対
し
て
実
際
よ
り
も
高
く
思
い
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は

支
払
い
を
期
日
内
に
で
き
る
と
思
い
が
ち
で
あ
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。

＊
支
配
可
能
性
へ
の
幻
想(Illusio

n
o
f
co
ntro
l)

客
観
的
不
確
実
性
や
計
画
・
選
択
・
予
測
を
す
る
状
況
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
活
動

論 説
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に
従
事
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
不
確
実
性
は
支
配
可
能
で
あ
る
と
い
う
幻
想
に
と
り
つ
か
れ
る
。
過
去
の
リ
ス
ク
を
う
ま
く
回
避
で
き
た
ら

こ
の
幻
想
は
よ
り
強
め
ら
れ
る
。

＊
将
来
の
費
用
・
便
益
の
過
度
の
割
引(E

xcessive
d
isco
unt
rate

o
f
future

co
sts
and

b
enefits)

人
々
は
現
在
の
便
益
・
費
用
に

与
え
る
重
み
に
比
し
て
、
将
来
の
そ
れ
に
は
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
小
さ
い
重
み
し
か
与
え
な
い
。

（
３５
）

Z
am

ir
(1998),pp.284

―85.

（
３６
）

邦
語
文
献
で
行
動
経
済
学
や
経
済
心
理
学
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
参
照
、
多
田
洋
介
『
行
動
経
済
学
入
門
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
３７
）

G
E

R
A

L
D

D
W

O
R

K
IN

,T
H

E
T

H
E

O
R

Y
A

N
D

P
R

A
C

T
IC

E
O

F
A

U
T

O
N

O
M

Y
(C

A
M

B
R

ID
G

E
U

N
IV .P

R
E

S
S

1988).

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
議

論
を
紹
介
・
考
察
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
参
照
、
服
部
高
宏
「『
自
律
』
概
念
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
―
―
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

の
見
解
を
手
が
か
り
に
―
―
」（
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
十
九
巻
三
・
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
３８
）

D
E

R
E

K
P

A
R

F
IT ,R

E
A

S
O

N
S

A
N

D
P

E
R

S
O

N
S

(O
X

F
O

R
D

U
N

IV .P
R

E
S

S
1984).

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
議
論
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
パ
タ
ー
ナ

リ
ズ
ム
を
論
じ
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
参
照
、
森
村
進
『
権
利
と
人
格
』（
創
文
社
、
一
九
八
九
年
）、
第
一
部
第
五
章
第
五
節
。

法的パターナリズムと選好

（阪大法学）５４（４―７３）１０２９〔２００４．１１〕




