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「人間らしさ」へのまなざしと行政研究

「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
と
行
政
研
究 

―
―
限
定
的
合
理
性
概
念
の
起
源
と
転
回
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
―渡　

邉　

有　

希　

乃

一　

ナ
ッ
ジ
理
論
と
公
共
政
策

　

二
〇
一
七
年
に
リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
イ
ラ
ー
が
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
て
以
来
、
こ
の
セ
イ
ラ
ー
が
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス

テ
ィ
ー
ン
と
と
も
に
提
唱
し
た
行
動
経
済
学
の
一
理
論
「
ナ
ッ
ジ
」
は
、
日
本
で
も
広
く
耳
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
強
制
の

手
段
を
と
ら
ず
に
人
々
の
行
動
変
容
を
促
す
こ
の
方
法
は
、
私
企
業
の
営
利
戦
略
の
み
な
ら
ず
、
公
的
な
政
策
実
施
の
場
に
も
取
り

入
れ
ら
れ
始
め
て
い
る
。

一　

ナ
ッ
ジ
理
論
と
公
共
政
策

二　

本
稿
の
目
的

三　

伝
統
の
中
の
「
限
定
的
合
理
性
」
概
念

四　

ア
リ
ソ
ン
が
も
た
ら
し
た
転
回

五　

考
察
―
―
行
動
経
済
学
・
ナ
ッ
ジ
理
論
ふ
た
た
び

六　

結　

論
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そ
も
そ
も
行
動
経
済
学
と
は
、
新
古
典
派
経
済
学
の
理
論
的
前
提
、
す
な
わ
ち
、
各
ア
ク
タ
ー
は
自
ら
の
便
益
を
最
大
化
す
る
よ

う
な
最
適
行
動
を
常
に
選
択
す
る
と
い
う
想
定
を
疑
問
視
し
た
う
え
で
、
よ
り
現
実
的
な
人
間
の
姿
、
す
な
わ
ち
、
認
知
能
力
に
限

界
が
あ
り
、
む
し
ろ
最
適
か
ら
の
逸
脱
を
起
こ
す
方
が
常
で
あ
る
よ
う
な
「
人
間
ら
し
い
」
側
面
を
も
考
慮
し
よ
う
と
す
る
経
済
学

で
あ
る
。
そ
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
は
ト
ベ
ル
ス
キ
ー
と
カ
ー
ネ
マ
ン
に
よ
る
一
連
の
研
究
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
人
間
は
よ
り
少

な
い
認
知
負
荷
で
結
論
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
（
情
報
の
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
）
を
活
用
し
が
ち
で
あ
る
こ

と
、
し
か
し
そ
れ
が
た
め
に
、
人
間
の
選
択
は
バ
イ
ア
ス
（
最
適
か
ら
の
逸
脱
）
に
陥
り
や
す
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る

（T
versky and K

ahnem
an 1974

）。

　

た
だ
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
行
動
経
済
学
が
取
り
扱
お
う
と
す
る
「
バ
イ
ア
ス
」
は
、
法
則
的
で
予
測
可
能
な
も
の
に
限
定
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
ダ
ン
・
ア
リ
エ
リ
ー
の
著
作
『
予
想
ど
お
り
に
不
合
理

（Predictably Irrational

）』
で
、
ま
さ
に
そ
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
（A

riely 2009

）、
だ
か

ら
こ
そ
、
最
適
か
ら
の
逸
脱
な
ど
と
い
う
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
が
、
規
範
的
（prescriptive

）
な
モ
デ
ル
化
を
志
向
す

る
経
済
学
の
立
場
と
も
親
和
し
得
て
き
た
と
も
言
え
る
。

　

こ
の
系
譜
を
ひ
く
ナ
ッ
ジ
理
論
は
、
人
間
が
陥
る
最
適
か
ら
の
逸
脱
を
所
与
と
し
て
受
け
入
れ
、
む
し
ろ
そ
の
「
思
考
の
ク
セ
」

を
逆
手
に
取
っ
た
簡
単
な
仕
掛
け
（
ナ
ッ
ジ
：nudge
は
そ
も
そ
も
「
そ
っ
と
小
突
く
」
の
意
）
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
人
々
の
逸
脱

し
た
行
動
を
最
適
解
に
押
し
戻
そ
う
と
す
る
考
え
方
を
持
つ
。
ナ
ッ
ジ
と
は
、
人
々
の
行
動
を
当
人
の
幸
福
や
社
会
全
体
に
と
っ
て

良
い
方
向
に
導
く
た
め
の
「
小
突
き
」
で
あ
り
、
セ
イ
ラ
ー
と
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
の
当
初
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
にN

U
D

GES

の
頭
文
字
を
持
っ
た
六
種
類
の
手
段
（iN

centives; U
nderstand m

appings; D
efaults; Give feedback; Expect error; Structure 

com
plex choices

）
に
大
別
さ
れ
る
（T

haler and Sunstein 2009: Ch. 5 
）。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
手
段
の
設
計
に
関
す
る
詳
細
な
解
説
は
ナ
ッ
ジ
を
主
題
と
し
た
既
存
の
論
考
に
譲
る
が
、
簡
潔
に
そ
の
一
端
を
例
示
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す
る
な
ら
ば
、「
デ
フ
ォ
ル
ト
（D

efaults

）」
ナ
ッ
ジ
が
身
近
で
あ
る
。
人
間
は
、
最
適
か
ら
逸
脱
し
た
「
思
考
の
ク
セ
」
と
し
て
、

現
状
維
持
的
な
行
動
を
選
択
す
る
傾
向
を
持
つ
。
例
え
ば
、
契
約
の
自
動
更
新
に
よ
っ
て
雑
誌
を
定
期
購
読
し
て
い
る
場
合
、
既
に

そ
の
雑
誌
に
興
味
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
で
も
解
約
し
た
方
が
便
益
は
大
き
い
（
最
適
解
）。
し
か
し
、
何
も
せ
ず

と
も
契
約
が
更
新
さ
れ
て
い
く
現
状
と
対
比
し
て
、
能
動
的
に
解
約
手
続
き
を
と
る
の
は
心
理
的
な
コ
ス
ト
が
大
き
く
、
人
々
は
つ

い
、
そ
の
コ
ス
ト
を
回
避
し
て
決
断
を
放
置
し
て
し
ま
う
（
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
）。
そ
の
結
果
、
結
局
は
現
状
維
持
が
選
択
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
（
バ
イ
ア
ス
）（T

haler and Sunstein 2009: 37-38, 93-95

）。
い
か
に
も
人
間
ら
し
い
不
合
理
な
行
動
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
不
合
理
な
行
動
様
式
も
、
逆
手
に
と
っ
て
制
度
に
組
み
込
め
ば
、
人
々
を
望
ま
し
い
行
動
に
導
く
こ
と
に
も
役

立
つ
。
例
え
ば
、
豊
か
な
老
後
を
送
る
た
め
に
は
更
な
る
年
金
拠
出
が
必
要
だ
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
拠
出
増
額
の
た
め
に
今
あ
る

自
由
な
消
費
行
動
を
手
放
す
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
雇
用
開
始
の
時
点
で
、
昇
給
に
応
じ
た
拠
出
の
増
額
を
デ
フ
ォ
ル
ト
の
オ

プ
シ
ョ
ン
に
組
み
込
み
、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
に
の
み
手
続
き
が
必
要
な
仕
様
に
し
て
お
け
ば
、
人
々
は
デ
フ
ォ
ル
ト
オ
プ
シ
ョ
ン
の

解
除
を
億
劫
が
る
の
で
、
む
し
ろ
よ
り
良
い
仕
組
み
の
中
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
（T

haler and Sunstein 2009: 118

―119; 

Sunstein 2013: Ch. 5 

）。

　

こ
の
よ
う
に
ナ
ッ
ジ
は
、
人
間
が
本
来
的
に
持
つ
「
思
考
の
ク
セ
」
を
利
用
す
る
こ
と
で
人
々
の
行
動
変
容
を
促
す
も
の
で
あ
り
、

あ
か
ら
さ
ま
な
介
入
や
強
制
に
頼
る
こ
と
な
し
に
、
規
制
に
似
た
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
（T

haler and Sunstein 2009: 5 

―6

）
1
（

）。

し
か
も
、
た
と
え
ば
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
の
た
め
に
減
免
税
を
行
う
場
合
の
よ
う
な
莫
大
な
財
源
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

政
策
上
の
費
用
対
効
果
も
高
い
傾
向
に
あ
る
と
い
う
（Benartzi et al. 2017
）。

　

そ
れ
ゆ
え
に
ナ
ッ
ジ
は
、
公
共
政
策
実
施
の
た
め
の
効
果
的
な
手
段
と
し
て
も
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
先
進
国
で

あ
る
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、
二
〇
一
〇
年
代
前
半
か
ら
専
門
家
チ
ー
ム
「
ナ
ッ
ジ
・
ユ
ニ
ッ
ト
」
が
設
立
さ
れ
、
ナ
ッ
ジ
を

公
共
政
策
に
取
り
入
れ
る
取
組
み
が
中
央
政
府
レ
ベ
ル
で
進
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
日
本
で
も
二
〇
一
七
年
に
は
環
境
省
主
導
の
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ナ
ッ
ジ
事
業
と
し
て
「
日
本
版
ナ
ッ
ジ
・
ユ
ニ
ッ
ト
」
が
設
立
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
レ
ジ
袋
に
数
円
の
価
格
を
付
け
て
使
用
枚
数
の

削
減
を
促
す
取
り
組
み
も
、
目
の
前
の
損
失
を
回
避
し
た
が
る
と
い
う
「
思
考
の
ク
セ
」
に
訴
え
た
ナ
ッ
ジ
政
策
の
一
つ
で
あ
る
。

同
様
の
関
心
は
、
い
ま
や
他
省
庁
や
地
方
自
治
体
に
も
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
（
池
本　
二
〇
二
一
：
四
六
―
六
〇
頁
、
六
五
―
六
九

頁
）。

二　

本
稿
の
目
的

　

こ
の
よ
う
に
画
期
的
な
政
策
実
施
手
段
と
し
て
期
待
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
「
ナ
ッ
ジ
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
起
源

に
着
目
す
れ
ば
、
行
政
研
究
、
あ
る
い
は
行
政
そ
の
も
の
に
と
っ
て
、
何
も
そ
う
新
し
い
考
え
方
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
先
述
の

通
り
、
ナ
ッ
ジ
理
論
を
含
む
行
動
経
済
学
の
出
発
点
は
、
現
実
的
な
人
間
の
姿
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
人
間
の
認
知

能
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
常
に
最
適
行
動
を
選
択
す
る
と
い
う
新
古
典
派
経
済
学
の
理
論
的
前
提
を
、
実
際
に
は
達
成
し
得
な
い
」

と
認
識
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
方
そ
の
も
の
は
、
一
九
四
〇
年
代
に
は
既
に
ハ
ー
バ
ー
ト
・
サ
イ
モ
ン
に
よ
っ
て
提
示
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、「
限
定
的
合
理
性
」
概
念
と
し
て
整
理
さ
れ
て
き
た
（Sim

on 1997a=1947

）。
そ
し
て
こ
の
サ
イ
モ
ン
に

よ
る
議
論
、
あ
る
い
は
限
定
的
合
理
性
の
概
念
は
、
行
政
研
究
の
伝
統
に
と
っ
て
学
説
史
上
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
行
政
研
究
に
お
け
る
サ
イ
モ
ン
理
論
の
貢
献
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
場
面
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一

は
、
行
政
組
織
を
観
察
し
管
理
し
よ
う
と
す
る
視
点
の
中
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
サ
イ
モ
ン
は
バ
ー
ナ
ー
ド
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
、

ギ
ュ
ー
リ
ッ
ク
や
ア
ー
ウ
ィ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、「
良
き
管
理
」
の
原
理
原
則
を
標
語
的
に
示
す
こ
と
に
終
始
し
た
古
典

的
組
織
管
理
論
の
伝
統
を
批
判
し
て
、
個
々
の
組
織
成
員
の
実
際
の
行
動
に
着
目
し
た
実
証
可
能
な
理
論
を
提
示
し
た
（H

enry 

2017: Ch. 2 

）。
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第
二
に
は
、
政
策
決
定
過
程
や
、
そ
こ
に
お
け
る
意
思
決
定
過
程
を
観
察
し
説
明
し
よ
う
と
す
る
視
点
の
中
に
現
れ
る
も
の
で
あ

り
、
サ
イ
モ
ン
の
提
示
し
た
限
定
的
合
理
性
の
発
想
は
、
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
の
イ
ン
ク
リ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
概
念
や
（Lindblom

 

1959
）、
そ
の
後
の
ゴ
ミ
缶
理
論
の
提
案
（Cohen et al. 1972

）
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
例
え
ば
、
米
国
に
お
け
る
Ｐ
Ｐ
Ｂ
Ｓ
の
失

敗
と
、
漸
増
的
な
予
算
案
策
定
の
実
用
性
が
対
比
的
に
語
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
（Schick 1973; W

ildavsky 1984

）、
将
来
生
じ
る

す
べ
て
の
出
来
事
を
事
前
に
計
算
し
つ
く
し
て
お
く
よ
う
な
意
思
決
定
様
式
に
比
べ
て
、
現
状
を
基
準
と
し
た
漸
進
的
な
意
思
決
定

様
式
や
、
様
々
な
要
因
が
ラ
ン
ダ
ム
に
重
な
り
合
う
こ
と
で
生
じ
た
偶
然
の
意
思
決
定
の
方
が
、
現
実
的
な
政
策
決
定
の
実
像
を
よ

り
よ
く
説
明
す
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
行
政
研
究
の
伝
統
の
中
に
は
、
行
政
運
営
に
関
わ
る
人
間
の
、
よ
り
「
人
間
ら
し
い
」
側
面
へ
の
配
慮
を
深
め
る
こ

と
で
発
展
し
た
議
論
も
多
く
存
在
す
る）

2
（

。
す
な
わ
ち
、
ナ
ッ
ジ
理
論
を
は
じ
め
と
す
る
、
行
動
科
学
の
知
見
を
行
政
研
究
に
も
取
り

入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
こ
の
よ
う
に
「
人
間
ら
し
さ
」
の
観
点
か
ら
行
政
の
活
動
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
、
伝

統
的
な
行
政
研
究
に
内
在
す
る
態
度
と
も
共
通
項
を
持
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
近
年
の
研
究
展
開
に
お
け
る
「
人
間
ら
し
さ
」
の
認
識
と
、
伝
統
的
な
行
政
研
究
に
見
出
さ
れ
る
「
人
間
ら

し
さ
」
へ
の
配
慮
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
未
だ
明
確
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る）

3
（

。

　

例
え
ば
、
ナ
ッ
ジ
理
論
と
行
政
・
公
共
政
策
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
議
論
す
る
研
究
や
著
作
の
多
く
は
、
ナ
ッ
ジ
を
導
入
し
た

政
策
の
事
例
紹
介
や
、
そ
の
行
動
科
学
的
な
背
景
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
説
、
こ
れ
か
ら
ナ
ッ
ジ
を
活
用
し
た
政
策
実
施
を
行
う
者
へ
の

指
南
に
紙
幅
の
多
く
を
割
い
て
い
る
（
例
え
ば
、Sunstein 2013, 2020; 
白
岩
ほ
か　
二
〇
二
一
）。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
研
究
に
お
い

て
も
、
行
動
経
済
学
の
理
論
的
前
提
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
ト
ベ
ル
ス
キ
ー
と
カ
ー
ネ
マ
ン
に
よ
る
貢
献
や
、
そ
の
発
想
の
起
源

に
サ
イ
モ
ン
の
限
定
的
合
理
性
概
念
が
あ
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
行
動
経
済
学
や
行
動
科
学
そ
の

も
の
の
発
展
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
培
わ
れ
た
理
論
を
行
政
研
究
に
取
り
入
れ
る
に
際
し
て
、
行
政
研
究
の
側
に
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そ
も
そ
も
存
在
し
て
き
た
「
人
間
ら
し
さ
」
に
ま
つ
わ
る
認
識
と
の
関
係
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　

も
う
少
し
視
野
を
広
げ
て
、
ナ
ッ
ジ
の
み
な
ら
ず
、
行
動
科
学
の
知
見
全
体
、
す
な
わ
ち
心
理
学
が
提
供
す
る
よ
う
な
「
認
知
バ

イ
ア
ス
」
に
関
す
る
知
見
を
取
り
入
れ
た
行
政
研
究
（
い
わ
ゆ
る
「
行
動
行
政
学
」）
を
見
渡
し
て
み
て
も
、
そ
の
傾
向
は
根
強
い
。

行
動
行
政
学
と
い
う
研
究
分
野
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
オ
リ
バ
ー
や
グ
レ
ッ
グ
・
バ
ン
リ
ジ
ン
、
ア
ス
ム
ス
・
オ
ル
セ
ン
と
い
っ
た
研

究
者
た
ち
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
市
民
個
人
が
持
つ
政
策
評
価
態
度
や
政
府
信
頼
・
満
足
が
ど
の
よ

う
に
形
成
さ
れ
る
の
か
を
、
主
と
し
て
人
間
の
認
知
バ
イ
ア
ス
の
働
き
を
手
掛
か
り
に
明
ら
か
に
す
る
態
度
を
持
つ
（
例
え
ば
、

Jam
es 2011; Jam

es and V
an Ryzin 2017

）。
一
〇
九
の
行
動
行
政
学
研
究
に
つ
い
て
体
系
的
な
レ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
たBattaglio 

et al. 

（2019

）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
、
人
々
の
認
知
バ
イ
ア
ス
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
、
す

な
わ
ち
ナ
ッ
ジ
の
活
用
が
、
市
民
や
行
政
官
の
行
動
を
よ
り
良
い
も
の
に
変
容
さ
せ
る
う
え
で
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
き
た
。

　

も
ち
ろ
ん
行
動
行
政
学
そ
れ
自
体
は
、
こ
れ
ま
で
制
度
等
の
マ
ク
ロ
な
要
因
を
も
っ
て
し
か
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
政
策
の
帰

結
に
つ
い
て
、
市
民
や
行
政
官
の
認
知
と
行
動
と
い
う
ミ
ク
ロ
の
要
因
か
ら
の
説
明
を
提
供
し
た
点
で
、
行
政
研
究
の
発
展
に
大
き

く
貢
献
し
て
い
る
（M

oynihan 2018; 

野
田　
二
〇
二
〇
）。
し
か
し
こ
こ
で
も
や
は
り
、
サ
イ
モ
ン
と
い
う
「
祖
」
と
の
関
係
は
、

主
に
行
動
科
学
の
文
脈
に
お
い
て
描
か
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、「
行
動
行
政
学
は
、
サ
イ
モ
ン
と
行
政
研
究
と

の
間
の
、
失
わ
れ
た

0

0

0

0

つ
な
が
り
を
取
り
戻
す
こ
と
に
貢
献
す
る
」
と
の
認
識
も
示
さ
れ
て
い
る
（Jam

es et al. 2020: 1 

）。

　

こ
れ
は
、
サ
イ
モ
ン
の
当
初
の
問
い
が
「
統
計
情
報
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
政
上
の
問
題
を
解
決
す
る
か
、
過
誤
を
防
ぎ
う
る

か
」
と
い
う
も
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
の
ち
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
そ
の
最
終
的
な
成
果
が
「
人
々
は
ど
の
よ
う

に
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
を
用
い
、
そ
の
結
果
、
落
ち
度
あ
る
意
思
決
定
に
た
ど
り
着
い
て
し
ま
う
の
か
」
と
い
う
管
理
科
学
的
関

心
に
着
地
し
た
こ
と
、
対
し
て
行
動
行
政
学
が
「
政
府
の
業
績
情
報
の
提
供
と
、
市
民
や
行
政
官
の
認
知
的
行
動
と
の
相
互
作
用
が
、

公
的
領
域
に
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
の
か
」
を
考
察
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
議
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
も
、
行
動
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行
政
学
と
限
定
的
合
理
性
概
念
と
の
つ
な
が
り
は
、
行
動
科
学
の
側
面
で
の
み
意
識
さ
れ
、
行
政
研
究
と
し
て
の
文
脈
に
お
い
て
は
、

空
白
が
あ
っ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
む
し
ろ
、
行
政
研
究
の
伝
統
に
お
い
て
限
定
的
合
理
性
概
念
が
果
た
し
て
き
た
役
割
と
の
関
係
を
重
視
す
る

中
で
、
行
動
科
学
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
近
年
の
動
向
の
位
置
づ
け
を
整
理
し
よ
う
と
試
み
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、「
人
間
ら

し
さ
」
に
配
慮
し
よ
う
と
す
る
考
察
態
度
が
、「
行
政
研
究
」
の
枠
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
得
て
き
た
の
か
を
議
論

す
る
試
み
で
あ
る
。
サ
イ
モ
ン
理
論
か
ら
ナ
ッ
ジ
理
論
に
至
る
ま
で
、
行
政
研
究
は
「
人
間
ら
し
さ
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
ま
な

ざ
し
を
向
け
て
き
た
の
か
。
そ
の
起
源
と
転
回
と
を
描
出
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

三　

伝
統
の
中
の
「
限
定
的
合
理
性
」
概
念

　

二
．
で
は
、
人
間
の
「
人
間
ら
し
さ
」、
す
な
わ
ち
認
知
能
力
の
限
界
を
前
提
と
し
た
考
察
態
度
は
、
行
政
研
究
に
対
し
て
二
方

向
で
の
貢
献
を
持
っ
て
き
た
と
述
べ
た
。
行
政
組
織
の
管
理
に
関
す
る
議
論
と
、
政
策
決
定
や
意
思
決
定
の
過
程
に
関
す
る
議
論
と

を
発
展
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
限
定
的
合
理
性
と
い
う
、
人
間
ら
し
い
「
意
思
決
定
」
様
式
を
説
明
す
る
は
ず
の
キ
ー

ワ
ー
ド
が
、
意
思
決
定
過
程
に
関
す
る
議
論
の
み
な
ら
ず
、
組
織
管
理
に
関
す
る
議
論
を
も
発
展
さ
せ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
各
議

論
に
お
い
て
限
定
的
合
理
性
概
念
が
果
た
し
た
役
割
を
整
理
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
両
者
に
共
通
す
る
視
角
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
が
、
行
政
研
究
の
持
つ
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
を
理
解
す
る
第
一
歩
と
な
る
。
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三
．
一
．
組
織
管
理
論
と
意
思
決
定
過
程
論

三
．
一
．
一
．
人
間
ら
し
い
意
思
決
定
様
式
と
組
織
管
理

　

限
定
的
合
理
性
概
念
の
祖
で
あ
り
、
先
に
見
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
ら
の
認
識
に
よ
れ
ば
「
管
理
論
」
側
の
論
者
と
し
て
分
類
さ
れ
る
サ

イ
モ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
議
論
を
始
め
る
。
サ
イ
モ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
活
動
の
す
べ
て
は
「
決
定
」
と
「
行
為
」
の
二
側
面
に

よ
っ
て
成
立
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
意
思
決
定
は
組
織
全
体
と
し
て
の
政
策
を
形
成
す
る
場
面
に
限
ら
ず
、
組
織
の
上
位
か

ら
下
位
に
至
る
ま
で
遍
く
存
在
す
る
営
為
で
あ
る
（Sim

on 1997a: 1 

）。
そ
の
う
え
で
サ
イ
モ
ン
は
、
決
定
を
価
値
的
な
も
の
と
事

実
的
な
も
の
と
に
分
け
、
例
え
ば
組
織
全
体
の
目
的
が
規
範
的
な
判
断
の
下
で
決
定
さ
れ
る
一
方
で
（
価
値
的
決
定
）、
組
織
内
部
に

お
け
る
管
理
上
の
決
定
や
個
々
の
成
員
の
意
思
決
定
は
、
そ
れ
が
所
与
の
組
織
目
的
に
照
ら
し
て
相
対
的
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
の

か
と
い
う
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
（
事
実
的
決
定
）
と
見
た
（Sim

on 1997a: Ch. 3, 4 

）。
こ
う
し
た
目
的
志
向
の
想
定
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
組
織
が
本
来
、
合
理
性
を
「
意
図
」
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

こ
う
し
た
事
実
的
決
定
に
お
い
て
理
想
的
な
意
思
決
定
様
式
と
は
、
①
あ
り
得
る
行
動
の
代
替
案
す
べ
て
を
概
観
し
、
②
各
選
択

が
も
た
ら
す
結
果
の
全
容
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
③
一
元
的
な
価
値
体
系
を
用
い
て
目
的
達
成
に
適
う
唯
一
の
選
択
肢
を
選
び
出
す

（Sim
on 1997a: 93 

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
完
全
合
理
性
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
完
全
合
理
的
様
式
で
の
意
思
決
定
の
煩

雑
さ
を
考
え
れ
ば
、
認
知
能
力
に
限
界
の
あ
る
現
実
上
の
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
膨
大
な
情
報
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
意
思
決
定
に
関
係
す
る
価
値
・
知
識
・
行
動
の
全
側
面
を
考
慮
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（Sim

on 1997a: 117

）。
よ
っ
て

実
際
の
意
思
決
定
の
場
面
で
は
、
大
量
の
選
択
肢
や
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
情
報
が
一
度
に
考
量
さ
れ
た
り
、
複
数
の
競
合
す
る
価
値

を
一
元
的
に
評
価
す
る
よ
う
な
価
値
体
系
が
構
築
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
「
合
理
性
の
限
界
（lim

its of 

rationality

）」
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
課
題
と
な
る
の
が
、
合
理
性
に
限
界
の
あ
る
組
織
成
員
の
意
思
決
定
を
、
い
か
に
し
て
組
織
目
的
に
適
う
も
の
に
統
合
し
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て
い
く
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
サ
イ
モ
ン
は
、
組
織
的
な
シ
ス
テ
ム
が
個
々
の
成
員
の
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
、

彼
ら
の
抱
え
る
合
理
性
の
限
界
は
克
服
さ
れ
る
と
考
察
し
た
。
例
え
ば
、
組
織
的
な
分
業
シ
ス
テ
ム
の
お
か
げ
で
、
個
々
の
成
員
は

割
り
当
て
ら
れ
た
タ
ス
ク
に
の
み
注
意
を
向
け
れ
ば
済
む
よ
う
に
な
る
。
標
準
作
業
手
続
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仕
事
の
手

順
を
都
度
決
定
す
る
必
要
が
な
く
な
る
。
組
織
の
階
統
的
な
構
造
を
背
景
に
、
公
式
・
非
公
式
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路
を
通

じ
て
権
威
的
助
言
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
成
員
の
決
定
前
提
が
構
成
さ
れ
る
。
組
織
が
個
々
の
成
員
を
訓
練
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
成
員
が
持
つ
判
断
基
準
は
、
組
織
の
そ
れ
と
一
体
化
す
る
（Sim

on 1997a: 112

）。
こ
の
よ
う
に
、
組
織
が

備
え
る
シ
ス
テ
ム
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
各
組
織
成
員
の
意
思
決
定
に
か
か
る
情
報
コ
ス
ト
を
、
認
知
能
力
の
限
界
下
で
も
処
理
可
能
な

程
度
に
ま
で
削
減
し
、
適
切
な
行
動
選
択
へ
の
接
近
を
助
け
て
い
る
の
で
あ
る
（Sim

on 1957: 245-255; Sim
on 1997a: 112; Sim

on 

1997b: 295-298; 

今
村　
一
九
九
七
：
一
〇
二
―
一
〇
五；

橋
本　
二
〇
〇
五
：
七
二
―
七
三
）。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
現
実
上
の
人
間
は
、
目
的
達
成
に
対
す
る
最
適
解
で
は
な
く
と
も
、
満
足
は
で
き
る
セ
カ
ン
ド
ベ
ス
ト
の
選
択

（
満
足
解
）
を
得
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
認
知
能
力
に
制
限
が
あ
っ
て
も
な
お
可
能
な
限
り
合
理
的
で
あ
ろ
う
と
意
図
す
る

0

0

0

0

性
質
と
し
て
の
「
限
定
的
合
理
性
（bounded rationality

）」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
（Sim

on 1957: 256

）。
す
な
わ
ち
サ
イ
モ
ン
は
、

組
織
成
員
が
組
織
目
的
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
決
定
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、
各
個
人
の
意
思
決
定
に
お
け
る
合
理
性
の
限
界
は
、

組
織
的
な
シ
ス
テ
ム
の
存
在
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
も
の
と
考
察
し
た
の
で
あ
る
。

三
．
一
．
二
．
人
間
ら
し
い
意
思
決
定
様
式
と
政
策
決
定

　

他
方
、
サ
イ
モ
ン
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
価
値
的
決
定
」、
す
な
わ
ち
組
織
全
体
と
し
て
の
目
的
を
決
定
す
る
場
面
に
ま
で
こ
れ
を

拡
張
し
た
の
が
、
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
意
思
決
定
過
程
論
の
伝
統
で
あ
る
。
サ
イ
モ
ン
が
組
織
管
理
と
い
う
些
か
技
術

的
な
側
面
か
ら
組
織
の
意
思
決
定
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
一
方
で
、
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
は
、
よ
り
政
治
的
な
「
政
策
決
定
」
の
側
面
に
力



358

法学研究 96 巻 2 号（2023：2）

点
を
置
き
つ
つ
、
組
織
全
体
と
し
て
の
意
思
決
定
過
程
を
描
出
し
た
。

　

リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
の
議
論
は
、「
イ
ン
ク
リ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
「
多
元
的
相
互
調
節
」
と
い
う
二
つ
の
理
論
枠
組
の
組
み
合
わ
せ

で
成
立
し
て
い
る
。
即
ち
、
政
策
決
定
に
参
加
す
る
個
別
ア
ク
タ
ー
の
漸
進
的
な
意
思
決
定
様
式
と
、
そ
う
し
た
ア
ク
タ
ー
同
士
の

折
衝
に
よ
り
関
係
ア
ク
タ
ー
の
総
体
と
し
て
の
意
思
が
形
成
さ
れ
る
様
子
と
の
両
者
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
価
値
的
決
定
の
過
程
を

描
い
て
い
る
（
森
田　
一
九
八
一
）。

　

リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
の
問
題
意
識
も
、
サ
イ
モ
ン
と
共
通
し
て
、
人
間
を
完
全
合
理
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
る
前
提
へ
の
懐
疑
に
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
実
際
上
の
人
間
の
行
動
可
能
性
や
想
像
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
情
報
収
集
に
か
か
る
コ
ス
ト
を
そ
れ
に
適
う
程
度

に
ま
で
縮
減
し
な
け
れ
ば
、
選
択
肢
を
十
分
に
精
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（Braybrooke and Lindblom

 

1970: 21-23, 48-51

）。

　

こ
れ
を
反
映
し
て
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
は
、
よ
り
現
実
的
な
政
策
決
定
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
以
下
の
ス
タ
イ
ル
を
主
張
す
る
。
す
な
わ

ち
、
①
現
状
と
の
差
異
に
基
づ
い
て
選
択
を
行
う
、
②
検
討
対
象
と
す
る
政
策
的
代
替
案
の
数
を
限
定
す
る
、
③
検
討
対
象
と
す
る

政
策
の
結
果
の
数
を
限
定
す
る
、
④
目
的
と
政
策
と
を
一
体
化
さ
せ
て
選
択
を
行
う
、
⑤
情
報
の
流
動
性
に
対
応
し
て
問
題
を
再
認

識
し
続
け
る
、
⑥
連
続
的
に
分
析
と
評
価
を
行
う
、
⑦
問
題
解
決
は
直
近
の
課
題
に
対
す
る
補
正
的
な
形
態
で
行
う
、
⑧
政
策
決
定

者
は
社
会
内
部
に
分
散
し
て
存
在
し
て
い
る
（Braybrooke and Lindblom

 1970: Ch. 5 

）。
こ
れ
が
「
イ
ン
ク
リ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」

の
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　

一
方
で
「
多
元
的
相
互
調
節
」
の
概
念
は
、
先
述
の
モ
デ
ル
の
う
ち
特
に
⑧
の
要
素
へ
の
着
目
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

政
策
決
定
者
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
社
会
内
部
に
分
散
し
て
存
在
し
て
お
り
、
個
々
が
独
立
し
て
意
思
決
定
を
行
っ
て
い
る
。
よ
っ
て

組
織
や
社
会
が
何
ら
か
の
政
策
的
決
定
に
至
る
際
に
は
、
そ
れ
ら
複
数
の
意
思
決
定
同
士
が
調
整
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
は
ず
だ
が
、

と
は
言
え
そ
う
し
た
調
整
が
、
組
織
や
社
会
を
階
統
的
に
管
理
す
る
「
ト
ッ
プ
」
の
人
間
の
手
に
よ
っ
て
一
元
的
に
行
わ
れ
て
い
る
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と
も
考
え
難
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
「
ト
ッ
プ
」
も
ま
た
、
人
間
と
し
て
の
合
理
性
の
限
界
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（Lindblom

 

1965: 25-26, Ch. 11-13

）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
よ
り
現
実
に
近
い
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
が
「
多
元
的
調
節
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
他
者
の
意
思
決

定
が
自
ら
の
価
値
追
求
を
阻
害
す
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
の
み
、
意
思
決
定
者
間
の
調
節
を
行
う
。
全
て
の
意
思
決
定
者
が
ま
た

別
の
意
思
決
定
者
と
相
互
関
係
に
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
相
互
関
係
が
社
会
全
体
を
覆
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
う
し
た
調
節
行

動
の
連
続
が
、
全
体
と
し
て
の
意
思
の
調
整
を
も
た
ら
す
と
言
え
る
の
で
あ
る
（Lindblom

 1965: 22-32, 154

）。

　

以
上
の
よ
う
な
議
論
は
、
理
論
そ
の
も
の
と
し
て
発
展
し
た
の
み
な
ら
ず
、
政
治
・
行
政
現
象
に
対
す
る
説
明
の
枠
組
も
提
供
し

て
き
た
。
そ
の
最
も
明
確
な
適
用
例
の
一
つ
に
、
予
算
編
成
過
程
の
分
析
が
あ
る
。
例
え
ば
ウ
ィ
ル
ダ
フ
ス
キ
ー
はT

he Politics 

of the Budgetary Process

を
著
し
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
の
予
算
編
成
過
程
を
分
析
し
た
。
こ
こ
で
は
、
代
替
案
の
検
討
と
選

択
に
あ
た
っ
て
行
う
考
慮
を
「
計
算
」
と
定
義
し
、
予
算
編
成
に
か
か
る
計
算
の
複
雑
性
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え

で
ウ
ィ
ル
ダ
フ
ス
キ
ー
は
、
経
験
的
に
編
成
す
る
・
人
件
費
や
行
政
費
と
い
っ
た
単
純
な
項
目
に
落
と
し
込
む
・
最
適
水
準
で
は
な

く
満
足
水
準
に
よ
っ
て
判
断
す
る
・
前
年
比
に
よ
る
漸
変
的
な
計
算
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
い
っ
た
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、

観
察
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
基
づ
い
て
発
見
し
、
こ
う
し
た
工
夫
の
中
に
、
計
算
の
複
雑
性
の
解
決
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て
い

る
（W

ildavsky 1984

）。

三
．
二
．
プ
ロ
セ
ス
記
述
と
し
て
の
「
限
定
的
合
理
性
」
概
念

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
伝
統
的
な
行
政
研
究
に
お
け
る
「
人
間
ら
し
い
意
思
決
定
様
式
」
へ
の
着
目
は
、
組
織
管
理
論
も
意
思
決

定
過
程
論
も
共
通
し
て
、「
不
合
理
を
回
避
す
る
た
め
の
奮
闘
の
過
程
を
記
述
す
る
」
と
い
う
試
み
に
着
地
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
。
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人
間
は
、
そ
の
認
知
能
力
の
限
界
ゆ
え
に
、
完
全
合
理
的
な
意
思
決
定
に
足
る
情
報
コ
ス
ト
の
す
べ
て
を
負
担
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
よ
っ
て
、
目
前
に
迫
っ
た
複
雑
な
意
思
決
定
課
題
に
無
防
備
に
取
り
組
め
ば
、
情
報
処
理
の
不
十
分
さ
か
ら
、
不
合
理
な
結

末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
我
々
は
、
情
報
コ
ス
ト
を
う
ま
く
削
減
す
る
た
め
の
手
段
を
講
じ
な

が
ら
、
複
雑
な
意
思
決
定
課
題
の
解
決
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
限
ら
れ
た
認
知
能
力
の
下
で
も
な
お
処
理
可
能
な
程
度
に
ま
で
情
報

コ
ス
ト
を
削
減
す
る
こ
と
で
、
ま
っ
た
く
の
不
合
理
に
陥
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
手
段
こ
そ
が
、
サ
イ
モ
ン
が

議
論
し
た
「
組
織
化
の
工
夫
」
で
あ
り
、
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
や
ウ
ィ
ル
ダ
フ
ス
キ
ー
が
議
論
し
た
「
イ
ン
ク
リ
メ
ン
タ
ル
な
判
断
方

式
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
行
政
研
究
が
持
つ
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
の
先
に
あ
る
の
は
、「
我
々
は
、
自
ら
の
認
知
能
力

に
比
し
て
複
雑
で
困
難
な
課
題
を
、
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
て
い
る
の
か
」
と
い
う
「
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
の
関
心

で
あ
っ
て）

4
（

、
限
界
ゆ
え
に
陥
る
不
合
理
な
帰
結
に
つ
い
て
の
関
心
で
は
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
な
組
織
制
度
や
予
算
制
度
は
、
こ
う

し
た
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
の
具
現
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
限
定
的
合
理
性
概
念
は
、
意
思
決
定
が
導
く

実
体
的
帰
結
の
合
理
性
（substantive rationality
）
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に

関
す
る
手
続
的
な
部
分
に
、（
限
定
的
で
は
あ
れ
）
合
理
的
な
性
質
（procedural rationality

）
を
見
出
し
て
い
る
（Sim

on 1997b: 

293; 

今
村　
一
九
九
七
：
一
〇
三；

髙　
一
九
九
五；

四
二
四
―
四
二
七
）。

　

加
え
て
、
限
定
合
理
的
な
意
思
決
定
モ
デ
ル
の
提
案
が
、
あ
く
ま
で
も
記
述
モ
デ
ル
と
し
て
の
体
系
化
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
留
意

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
新
古
典
派
経
済
学
に
お
け
る
完
全
合
理
性
の
前
提
は
、
そ
の
規
範
的
（prescriptive

）
な
関
心
を
支
え
る
た
め

の
静
的
な
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
ア
ク
タ
ー
の
行
動
様
式
を
完
全
合
理
的
な
る
も
の
に
固
定
す
る
こ
と

で
、
最
終
的
な
均
衡
状
態
、
す
な
わ
ち
意
思
決
定
が
導
く
帰
結
の
予
測
を
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
し
て
限
定
的
合
理
性
概
念

の
登
場
は
、
そ
う
し
た
静
態
的
な
規
範
理
論
か
ら
、
動
態
的
な
記
述
理
論
（descriptive theory

）
へ
の
切
り
替
え
を
意
図
し
て
い
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た
。
ア
ク
タ
ー
の
行
動
が
必
ず
し
も
完
全
合
理
性
の
仮
定
に
従
わ
な
い
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
帰
結
の
予
測
か
ら
は
遠
ざ
か

る
代
わ
り
に
、
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
そ
れ
自
体
を
描
出
す
る
こ
と
に
関
心
が
注
が
れ
た
の
で
あ
る
（
髙　
一
九

九
五
：
六
八
―
七
二
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
行
政
研
究
に
お
け
る
当
初
の
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
現
行
の
行
政
制
度
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い

る
「
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
」
を
掘
り
起
こ
し
、
認
知
能
力
に
限
り
あ
る
人
間
が
、
そ
れ
で
も
な
お
完
全
な
不
合
理
は
回
避
し
得
て

い
る
そ
の
方
法
を
描
き
出
す
こ
と
に
貢
献
し
た
。
完
全
合
理
的
と
は
い
か
な
く
て
も
、
能
う
限
り
の
合
理
的
な
選
択
を
試
み
る
。
そ

う
し
た
奮
闘
の
過
程
を
記
述
的
に
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
こ
そ
が
、
限
定
的
合
理
性
概
念
の
起
源
な
の
で
あ
る
。

四　

ア
リ
ソ
ン
が
も
た
ら
し
た
転
回

四
．
一
．
ア
リ
ソ
ン
『
決
定
の
本
質
』
の
行
政
学
的
意
義

　

し
か
し
、
先
に
整
理
し
た
よ
う
な
限
定
的
合
理
性
を
め
ぐ
る
当
初
の
立
場
は
、
グ
レ
ア
ム
・
ア
リ
ソ
ン
に
よ
るE

ssence of 

D
ecision

に
お
い
て
、
あ
る
種
の
転
回
に
遭
遇
す
る
こ
と
と
な
る
。
同
著
の
主
眼
は
、
キ
ュ
ー
バ
・
ミ
サ
イ
ル
危
機
に
お
い
て
米
ソ

の
武
力
衝
突
が
回
避
さ
れ
た
、
そ
の
経
緯
と
背
景
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
り
、
国
際
政
治
学
分
野
の
研
究
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
持

つ
。
し
か
し
こ
れ
に
は
同
時
に
、
行
政
研
究
史
上
も
重
要
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
根
拠
は
、
ア
リ
ソ
ン
が
米
ソ
両

国
の
意
思
決
定
過
程
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
散
発
的
に
示
さ
れ
て
き
た
意
思
決
定
の
諸
モ
デ
ル
を
、
明
示
的
に
比
較
・

整
理
し
て
用
い
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。

　

ア
リ
ソ
ン
は
、
両
国
の
一
連
の
意
思
決
定
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
三
つ
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
第
一
モ
デ
ル
と
し
て
、
国
家

を
単
一
ア
ク
タ
ー
と
見
な
し
、
そ
の
合
理
的
な
選
択
の
帰
結
と
し
て
説
明
す
る
「
合
理
的
行
為
者
モ
デ
ル
」、
第
二
モ
デ
ル
と
し
て
、
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組
織
に
お
い
て
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
化
さ
れ
た
標
準
作
業
手
続
の
運
用
の
結
果
と
し
て
説
明
す
る
「
組
織
過
程
モ
デ
ル
」、
第
三
モ
デ
ル

と
し
て
、
政
府
内
の
主
要
な
ア
ク
タ
ー
同
士
に
よ
る
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
の
結
果
と
し
て
説
明
す
る
「
政
府
内
政
治
モ
デ
ル
」
で
あ
る

（A
llison 1971; A

llison and Zelikow
 1999

）。
こ
の
三
者
は
ま
さ
に
、
サ
イ
モ
ン
や
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
が
懐
疑
の
対
象
と
し
た
完
全
合

理
性
の
モ
デ
ル
、
サ
イ
モ
ン
が
提
示
し
た
事
実
的
決
定
に
か
か
る
組
織
内
決
定
の
モ
デ
ル
、
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
が
追
加
し
た
多
元
的
相

互
調
節
の
モ
デ
ル
の
区
別
と
も
対
応
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
モ
デ
ル
を
並
列
的
に
提
示
し
た
ア
リ
ソ
ン
も
、
サ
イ
モ
ン
や
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
の
問
題
意
識
と
同
様
、
合

理
的
行
為
者
モ
デ
ル
の
非
妥
当
性
を
指
摘
し
、
後
二
者
の
妥
当
性
を
支
持
し
て
い
る
。
い
わ
く
、
危
機
を
巡
る
一
連
の
意
思
決
定
の

中
に
、
合
理
的
行
為
者
モ
デ
ル
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
「
不
可
解
な
点
」
が
あ
る
と
い
う
。
具
体
的
に
は
、
ソ
連
は
ア
メ
リ
カ
が
高

性
能
な
偵
察
機
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
偵
察
の
可
能
性
に
対
し
て
、
あ
ま
り

に
も
無
防
備
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ミ
サ
イ
ル
基
地
の
建
設
は
何
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
も
無
し
に
進
め
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
が
偵
察
機

を
飛
ば
し
さ
え
す
れ
ば
す
ぐ
に
発
見
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ソ
連
の
意
思
決
定
は
ま
っ
た
く
の
不
合
理

で
、
合
理
的
選
択
の
立
場
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
不
合
理
な
状
況
を
も
う
ま
く
説
明
で
き
る
モ
デ
ル
と
し
て
、
組
織
過
程
モ
デ
ル
や
、
政
府
内
政
治
モ

デ
ル
が
提
示
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
標
準
作
業
手
続
に
の
っ
と
っ
て
官
僚
的
な
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
業
務
が
繰
り
返
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
、

適
切
な
標
準
作
業
手
続
が
存
在
し
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
、
不
合
理
な
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
納
得

の
い
く
説
明
で
あ
る
と
い
う
（A

llison 1971: 106, 109-113; A
llison and Zelikow

 1999: 206, 210-217

）。

四
．
二
．
第
二
モ
デ
ル
に
対
す
る
評
価
と
批
判

　

以
上
の
よ
う
な
ア
リ
ソ
ン
の
分
析
に
つ
い
て
、
限
定
的
合
理
性
の
概
念
に
着
目
す
る
本
稿
の
文
脈
で
は
、
と
り
わ
け
第
二
モ
デ
ル
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の
提
示
に
よ
る
貢
献
が
強
調
さ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
例
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
認
知
能
力
に
限
界
を
持
つ
と
い
う
人
間
の
性
質

が
組
織
管
理
の
ス
タ
イ
ル
に
影
響
を
与
え
て
い
く
側
面
と
、
限
定
合
理
的
な
意
思
決
定
過
程
に
つ
い
て
の
観
察
と
記
述
と
が
、
統
合

的
に
示
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
試
み
に
対
し
て
、
限
定
的
合
理
性
の
理
論
の
側
か
ら
の
評
価
は
、
そ
れ
な
り
に
手
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
同
著
の
理
論
的
貢
献
に
つ
い
て
再
点
検
し
た
ベ
ン
ダ
ー
と
ハ
モ
ン
ド
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
ま
ず
前
提
と
し
て
、
サ

イ
モ
ン
や
そ
れ
に
連
な
る
カ
ー
ネ
ギ
ー
学
派
の
伝
統
は
、
認
知
能
力
の
限
界
下
に
お
い
て
も
な
お
合
理
的
で
あ
る
た
め
の
一
手
段
と

し
て
、
標
準
作
業
手
続
を
位
置
づ
け
て
き
た
。
一
方
で
ア
リ
ソ
ン
は
、
明
ら
か
に
カ
ー
ネ
ギ
ー
学
派
の
論
理
に
基
づ
い
て
第
二
モ
デ

ル
を
提
示
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
標
準
作
業
手
続
を
用
い
た
こ
と
こ
そ
が
、
不
合
理
な
帰
結
を
も
た
ら
し
た
原
因
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
（Bendor and H

am
m

ond 1992

）。

　

す
な
わ
ち
、
ア
リ
ソ
ン
の
第
二
モ
デ
ル
は
、
伝
統
的
な
限
定
的
合
理
性
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
、
二
つ
の
意
味
で
の
転
回
を
生
じ
て

い
る
。
第
一
に
、
ア
ウ
ト
カ
ム
志
向
へ
の
転
回
で
あ
る
。
三
．
で
も
整
理
し
た
よ
う
に
、
限
定
的
合
理
性
概
念
に
お
け
る
当
初
の
関

心
は
、
人
間
が
立
ち
向
か
う
「
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
」
を
記
述
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
ア
リ
ソ
ン
は
、
も

た
ら
さ
れ
た
「
帰
結
」
に
対
す
る
組
織
的
要
因
の
影
響
に
関
心
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
宮
里　
一
九
七
七
：
三
九
一
）、
こ
の
点

で
大
き
な
転
回
が
生
じ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
傾
向
を
、
組
織
研
究
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
し
て
好
意
的
に
捉

え
る
議
論
も
あ
る
が
（
宮
里　
一
九
七
七
）、
意
思
決
定
を
特
徴
づ
け
る
「
選
択
」
や
「
決
定
」
と
い
っ
た
概
念
が
失
わ
れ
て
い
る
、

と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
今
村　
一
九
九
七
：
八
六
―
八
七
）。

　

第
二
に
、
生
じ
た
帰
結
が
「
不
合
理
」
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
点
も
、
重
大
な
転
回
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
も
三
．
で
整
理
し

た
よ
う
に
、
限
定
的
合
理
性
と
は
本
来
、「
合
理
的
で
あ
ろ
う
と
意
図
す
る
」
性
質
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
手
続
的
な
合
理
性
を

見
出
そ
う
と
す
る
主
張
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
人
間
の
認
知
能
力
に
限
界
が
あ
る
限
り
、
情
報
コ
ス
ト
を
上
手
く
縮
減
す
る
よ
う
な
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方
法
で
意
思
決
定
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
も
た
ら
さ
れ
る
帰
結
が
予
期
せ
ず
不
合
理
な
も
の
に
終
わ
る
可
能
性
を
捨
て
き
れ

な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
そ
こ
に
合
理
性
を
意
図
し
た
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
意
思
決
定
自
体
は
、
合

理
的
な
も
の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
（
今
村　
一
九
九
七
：
一
〇
三
）。
そ
れ
ゆ
え
に
限
定
的
合
理
性
は
、
実
体
的
合
理
性
か
ら
は
区

別
さ
れ
た
「
手
続
的
合
理
性
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
手
続
的
合
理
性
は
、
実
体
的
な
帰
結
が
「
予

期
せ
ざ
る
結
果
」
に
終
わ
る
可
能
性
を
、
合
理
性
の
枠
内
に
留
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
米
川　
二
〇
一
三
：
四
〇
―
四
一；

川
端　
二

〇
一
六
：
三
五
三
―
三
五
四
）。

　

し
か
し
、
ア
リ
ソ
ン
の
第
二
モ
デ
ル
で
は
、
本
来
の
意
図
で
あ
る
「
プ
ロ
セ
ス
が
合
理
的
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
で
は
な
く
、
そ

の
残
余
と
さ
れ
た
「
実
体
的
帰
結
の
合
理
性
は
保
証
さ
れ
な
い
」
と
い
う
部
分
を
も
っ
て
、
限
定
的
合
理
性
概
念
を
捉
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、「
合
理
性
を
意
図
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
記
述
」
か
ら
「
不
合
理
な
帰
結
を
も
た
ら
し
た
要
因
の
記
述
」
へ
の
転

回
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
む
し
ろ
不
合
理
を
認
識
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
．
三
．
橋
本
信
之
に
よ
る
議
論

　

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ア
リ
ソ
ン
に
よ
る
研
究
を
眺
め
る
と
き
、
同
様
の
転
回
の
も
と
に
限
定
的
合
理
性
概
念
を
捉
え
た
う
え

で
、
日
本
の
行
政
運
営
の
文
脈
に
あ
て
は
め
て
考
察
し
た
議
論
と
し
て
、
橋
本
信
之
に
よ
る
一
連
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
サ
イ
モ
ン
理
論
と
日
本
の
行
政
』
に
収
録
さ
れ
た
十
余
の
論
考
の
う
ち
、
と
り
わ
け
そ
の
第
二
部
「
行
政
組
織
と
政
策
過
程
」
を

構
成
す
る
各
研
究
は
、
日
本
の
地
方
自
治
体
で
展
開
さ
れ
る
政
策
の
非
・
完
全
合
理
的
な
側
面
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
橋
本
に

よ
る
議
論
は
、
日
本
に
お
け
る
行
政
研
究
の
展
開
に
お
い
て
、「
サ
イ
モ
ン
理
論
」
を
実
証
的
議
論
に
援
用
し
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の

研
究
で
あ
る）

5
（

か
ら
、
こ
こ
で
そ
の
貢
献
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

例
え
ば
、
大
都
市
の
水
道
事
業
に
お
い
て
「
清
浄
・
豊
富
・
低
廉
な
水
の
供
給
」
と
い
う
目
標
を
達
成
し
に
く
く
な
っ
て
き
た
こ
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と
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
る
。
合
理
性
に
限
界
の
あ
る
政
府
に
と
っ
て
、
様
々
な
利
害
対
立
を
含
む
問
題

を
一
括
し
て
調
整
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
、
そ
れ
を
相
互
に
独
立
し
た
複
数
の
施
策
に
分
割
し
て
対
応
す
る
こ

と
に
な
る
。
水
道
事
業
で
言
え
ば
、
水
質
維
持
・
水
源
の
獲
得
・
財
務
管
理
、
と
い
っ
た
分
割
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
そ
れ
ら
複
数

施
策
間
で
対
立
が
生
じ
た
場
合
で
も
、
そ
れ
ら
が
共
有
す
る
統
一
的
な
目
標
が
あ
る
場
合
に
は
、
自
然
と
緩
や
か
な
調
整
が
行
わ
れ

る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
水
道
事
業
に
は
「
清
浄
・
豊
富
・
低
廉
な
水
の
供
給
」
と
い
う
共
通
の
目
標
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
比
較

的
順
調
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
環
境
変
化
を
原
因
と
し
て
、
こ
の
共
有
さ
れ
た
目
標
よ
り
も
、

施
策
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
が
強
調
さ
れ
る
状
況
が
訪
れ
れ
ば
、
緩
や
か
な
調
整
は
困
難
に
な
る
。
水
道
事
業
で
は
、
需
要
の
増
大
や
水

源
水
質
の
悪
化
の
影
響
に
よ
っ
て
、
水
質
・
水
量
・
価
格
と
い
う
三
つ
の
価
値
間
で
の
調
整
が
複
雑
化
し
て
き
た
。
こ
れ
が
、
近
年

の
大
都
市
水
道
事
業
が
抱
え
て
い
る
課
題
で
あ
る
と
い
う）

6
（

（
橋
本　
二
〇
〇
五
：
第
五
章
）。

　

ま
た
別
の
例
で
は
、
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
以
下
、
Ｔ
Ｄ
Ｍ
）
の
施
策
が
、
い
ま
だ
効
果
的
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い

な
い
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
議
論
し
て
い
る
。
一
般
的
に
組
織
は
、
組
織
単
位
で
分
業
を
行
い
、
関
係
の
深
い
業
務
を
同
一
の

組
織
内
に
集
約
す
る
と
同
時
に
、
関
係
の
薄
い
業
務
を
別
々
の
組
織
に
分
割
す
る
こ
と
で
、
目
的
達
成
に
近
づ
い
て
い
る
。
他
方
で

Ｔ
Ｄ
Ｍ
の
施
策
は
、
例
え
ば
パ
ー
ク
・
ア
ン
ド
・
ラ
イ
ド
や
時
差
出
勤
の
推
奨
と
言
っ
た
よ
う
に
、
性
質
の
異
な
る
様
々
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
内
包
し
、
既
存
の
政
策
分
野
別
分
業
の
方
法
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
分
野
横
断
的
な
事
業
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
現

状
で
は
、
Ｔ
Ｄ
Ｍ
実
施
の
た
め
に
は
多
く
の
組
織
単
位
と
関
わ
る
必
要
が
あ
り
、
調
整
の
コ
ス
ト
が
高
く
つ
く
。
結
果
と
し
て
Ｔ
Ｄ

Ｍ
の
施
策
は
、
個
別
の
事
業
ご
と
に
分
散
的
に
実
施
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
施
策
と
し
て
の
一
体
的
な
深
化
に
は
至
っ
て
い
な
い
と

い
う
（
橋
本　
二
〇
〇
五
：
第
六
章
）。

　

以
上
の
二
点
を
例
に
と
っ
て
整
理
す
れ
ば
、
橋
本
の
議
論
も
、
限
定
的
合
理
性
の
概
念
を
ア
リ
ソ
ン
的
転
回
の
も
と
に
扱
っ
て
い

る
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
橋
本
も
、
限
定
合
理
的
な
意
思
決
定
様
式
、
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
「
政
策
や
施
策
の
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性
質
ご
と
の
分
割
」
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
、
合
理
性
に
限
界
の
あ
る
政
府
が
、
そ
れ
で
も
な
お
可
能
な
限
り
合
理
的
に
政
策
実
施

を
行
っ
て
い
く
た
め
の
工
夫
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、「
複
数
の
分
野
や
課
題
に
分
割
し
て
対
応
す
る
」
と
い

う
限
定
合
理
的
な
対
応
の
弊
害
と
し
て
、
分
割
後
の
調
整
の
複
雑
性
や
、
複
数
分
野
に
関
連
す
る
新
た
な
政
策
へ
の
対
応
が
困
難
に

な
る
こ
と
を
挙
げ
、
順
調
な
政
策
実
施
が
阻
害
さ
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五　

考
察
―
―
行
動
経
済
学
・
ナ
ッ
ジ
理
論
ふ
た
た
び

五
．
一
．
ア
リ
ソ
ン
の
第
二
モ
デ
ル
と
行
動
経
済
学

　

以
上
の
よ
う
な
、
行
政
研
究
が
持
つ
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
の
変
化
の
様
子
を
念
頭
に
置
く
と
、
本
稿
の
冒
頭
で
言
及

し
た
よ
う
な
行
動
経
済
学
の
立
場
は
、
行
政
研
究
に
お
け
る
限
定
的
合
理
性
概
念
の
当
初
の
位
置
づ
け
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
ア

リ
ソ
ン
以
後
の
転
回
を
経
験
し
た
立
場
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

例
え
ば
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
の
活
用
を
は
じ
め
と
し
た
、
限
定
合
理
的
な
意
思
決
定
様
式
を
め
ぐ
る
理
解
に
つ
い
て
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
は
、
複
雑
で
情
報
量
の
多
い
意
思
決
定
に
直
面
し
た
際
に
人
間
が
用
い
る
「
情
報
の
シ
ョ
ー
ト

カ
ッ
ト
」
で
あ
り
、
行
動
経
済
学
研
究
の
出
発
点
は
、「
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
の
利
用
が
い
か
に
最
適
解
か
ら
の
乖
離
を
も
た
ら

す
か
」
と
い
う
認
識
の
中
に
あ
る
（T

versky and K
ahnem

an 1974

）。

　

し
か
し
、
行
政
研
究
の
発
展
に
貢
献
し
た
、
当
初
の
限
定
的
合
理
性
概
念
の
下
で
は
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
は
意
思
決
定
の
補

助
具
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
意
思
決
定
の
複
雑
性
を
減
じ
、
認
知
能
力
の
限
界
下
で
も
な
お
処
理
で
き
る
よ
う
工
夫
す
る
た
め

の
手
段
こ
そ
が
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
用
い
た
意
思
決
定
行
動
は
、
手
続
合
理
的
な
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
立
場
は
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
の
利
用
と
帰
結
上
の
バ
イ
ア
ス
と
を
結
び
付
け
て
考
察
す
る
行
動
経
済
学
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の
立
場
と
は
、
方
向
を
異
に
し
て
い
る
（Foss 2003: 258

；
Bendor 2003: 438; 

米
川　
二
〇
一
三
：
三
四
）。
一
方
で
ア
リ
ソ
ン
の
第

二
モ
デ
ル
に
お
け
る
説
明
と
は
、「
限
定
合
理
的
な
意
思
決
定
様
式
に
従
う
か
ら
こ
そ
、
不
合
理
な
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ
て
し
ま
う
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
解
の
方
こ
そ
、
行
動
経
済
学
の
基
本
的
立
場
に
近
い
。

　

他
方
、
行
動
経
済
学
の
展
開
は
、
ア
リ
ソ
ン
の
第
二
モ
デ
ル
に
お
け
る
限
定
的
合
理
性
概
念
の
援
用
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な
る
態
度

も
持
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
政
治
学
と
経
済
学
と
で
は
何
も
か
も
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
ろ
う
が
、「
行
政
研
究
へ
の

援
用
」
と
い
う
文
脈
に
帰
着
し
た
場
合
の
議
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
考
察
で
き
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
行
動
経
済
学
が
向
け
る
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、「
予
想
通
り
に
」
不
合
理
な
範
囲
に
限
定
さ
れ

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
．
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
行
動
経
済
学
の
貢
献
は
、
人
間
が
陥
る
バ
イ
ア
ス
の
様
態
に
法
則
性
や

体
系
性
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
範
理
論
の
中
に
人
間
ら
し
さ
の
要
素
を
接
合
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
伝
統
的
な
限

定
的
合
理
性
概
念
の
中
に
（
記
述
的
で
あ
る
と
は
い
え
）
モ
デ
ル
化
の
志
向
性
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
の
影
響
も
大
き
か
ろ
う
が
、

ア
リ
ソ
ン
や
ウ
ィ
ル
ダ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
限
定
的
合
理
性
概
念
の
援
用
が
、
現
実
に
生
じ
た
、
あ
る
い
は
生
じ
て
い
る
事
柄
に
つ
い

て
の
事
後
的
な
解
釈
や
説
明
の
た
め
に
あ
っ
た
こ
と
と
対
比
す
れ
ば
、「
将
来
の
帰
結
を
予
想
す
る
」
態
度
へ
の
転
換
で
あ
る
と

言
っ
て
も
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
行
動
経
済
学
の
知
見
の
行
政
研
究
へ
の
導
入
は
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
研
究
に
お
い
て
記
述
的
な
範
囲

で
培
わ
れ
て
き
た
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
を
、
規
範
的
な
議
論
の
領
域
に
も
押
し
広
げ
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

五
．
二
．
行
政
研
究
の
中
の
行
動
科
学

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
行
動
経
済
学
や
ナ
ッ
ジ
理
論
、
ひ
い
て
は
行
動
科
学
の
知
見
を
行
政
研
究
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
そ
の
行
政
研
究
上
の
位
置
づ
け
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
整
理
と
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
近
年
見
ら
れ
る
行
政
研
究
へ
の
行
動
科
学
の
知
見
の
援
用
は
、
行
政
研
究
に
お
け
る
サ
イ
モ
ン
的
伝
統
と
い
う
よ
り
は
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む
し
ろ
、
ア
リ
ソ
ン
的
転
回
と
の
親
和
性
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
二
．
で
は
、「
人
間
ら
し
さ
」
を
加
味
し

よ
う
と
す
る
考
察
態
度
は
、
ナ
ッ
ジ
理
論
導
入
の
遥
か
以
前
か
ら
、
行
政
研
究
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
言
及

し
た
。
ま
た
、
行
動
科
学
の
知
見
を
援
用
し
た
行
政
研
究
の
多
く
は
、
行
動
科
学
の
伝
統
と
の
関
係
で
自
ら
の
位
置
づ
け
を
捉
え
る

中
で
、
こ
う
し
た
発
想
の
起
源
を
サ
イ
モ
ン
理
論
の
中
に
直
接
的
に
求
め
て
き
た
こ
と
も
指
摘
し
た
。

　

し
か
し
「
行
政
研
究
と
し
て
の
発
展
」
と
い
う
文
脈
で
見
れ
ば
、
限
定
的
合
理
性
の
概
念
は
当
初
か
ら
「
人
間
行
動
の
不
合
理

さ
」
を
見
つ
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
行
政
研

究
の
伝
統
に
お
い
て
見
る
限
り
、「
人
間
の
認
知
の
帰
結
が
い
か
に
不
合
理
で
あ
る
か
」
を
議
論
の
出
発
点
と
す
る
近
年
の
傾
向
は
、

行
政
研
究
に
お
け
る
伝
統
的
な
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
を
直
接
的
に
継
承
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
宮
里
に
よ
る
肯
定

的
な
評
価
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
リ
ソ
ン
の
第
二
モ
デ
ル
に
見
ら
れ
る
決
定
的
な
転
回
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
行
政
研
究
の
文
脈

に
お
い
て
も
こ
の
両
者
を
結
び
付
け
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

そ
の
う
え
で
第
二
に
、
と
り
わ
け
ナ
ッ
ジ
理
論
を
活
用
し
た
制
度
・
政
策
設
計
の
取
り
組
み
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
寄
り
道
」
を

挟
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
サ
イ
モ
ン
理
論
が
行
政
研
究
に
与
え
た
当
初
の
示
唆
へ
の
回
帰
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人

間
の
持
つ
「
思
考
の
ク
セ
」
を
「
限
定
的
に
は
合
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
図
」
と
捉
え
て
そ
の
合
理
的
性
質
を
強
調
し
た
サ
イ
モ

ン
に
対
し
て
、
ナ
ッ
ジ
理
論
は
ま
ず
、
こ
れ
を
「
不
合
理
を
も
た
ら
す
原
因
」
と
捉
え
る
点
で
ひ
と
つ
の
迂
回
が
あ
る
。
し
か
し

ナ
ッ
ジ
理
論
は
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
「
よ
り
良
い
選
択
」
の
た
め
の
道
具
に
再
利
用
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
サ
イ
モ
ン
的
な
手

続
的
合
理
性
の
発
想
に
回
帰
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
を
取
り
入
れ
て
設
計
さ
れ
た
新
た
な
政
策
や
制
度
は
、

認
知
能
力
の
限
界
下
で
も
な
お
良
い
選
択
に
近
づ
こ
う
と
す
る
奮
闘
の
過
程
を
、
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー

ム
ズ
ら
に
よ
る
「
行
動
行
政
学
は
、
サ
イ
モ
ン
と
行
政
研
究
と
の
失
わ
れ
た
つ
な
が
り
を
取
り
戻
す
こ
と
に
貢
献
す
る
」
と
い
う
主

張
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
関
係
性
が
存
在
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
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最
後
に
、
行
動
科
学
の
摂
取
が
行
政
研
究
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
そ
の
方
向
性
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
二
．
で
は
、
行
動
行
政
学
に
認
め
ら
れ
る
貢
献
と
し
て
、
制
度
等
の
マ
ク
ロ
的
要
因
か
ら
は
説
明
の
つ
か
な
か
っ
た

政
策
的
帰
結
に
対
し
、
ミ
ク
ロ
的
要
因
に
基
づ
い
た
説
明
を
提
供
し
う
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
こ
の
「
ミ
ク
ロ
的
要
因
を
も
っ
て
政

策
的
帰
結
を
説
明
す
る
」
と
い
う
側
面
は
、
行
政
研
究
の
「
人
間
ら
し
さ
」
と
の
付
き
合
い
方
に
対
し
て
も
、
重
要
な
影
響
を
与
え

る
も
の
で
あ
る
。

　

前
項
で
の
整
理
と
併
せ
れ
ば
、「
ミ
ク
ロ
的
な
要
因
に
基
づ
く
政
策
的
帰
結
の
説
明
」
と
は
、
人
間
が
陥
る
バ
イ
ア
ス
の
法
則
性

や
体
系
性
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
そ
れ
が
導
く
ア
ウ
ト
カ
ム
を
予
測
す
る
態
度
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
行
政
研
究
に
お
け
る

行
動
科
学
の
摂
取
は
、
行
政
研
究
が
こ
れ
ま
で
向
け
て
き
た
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
を
保
っ
た
ま
ま
、
し
か
し
、
伝
統
的

な
議
論
に
お
け
る
記
述
的
態
度
か
ら
は
更
に
発
展
す
る
形
で
、
規
範
的
（prescriptive

）
な
議
論
と
理
論
化
と
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
。

例
え
ば
合
理
的
選
択
制
度
論
の
方
法
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
規
範
理
論
化
を
志
向
す
る
こ
れ
ま
で
の
行
政
研
究
の
多
く
が
、
完
全

合
理
性
の
仮
定
の
下
に
そ
れ
を
実
現
し
て
き
た
こ
と
と
対
比
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
発
展
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
。
行
政
研
究
と
い
う

分
野
が
「
実
務
と
理
論
と
の
往
復
」
と
い
う
特
徴
を
持
つ
以
上
、
行
政
活
動
に
関
わ
る
生
身
の
人
間
た
ち
の
「
人
間
ら
し
い
」
側
面

へ
の
着
目
は
、
に
わ
か
に
は
捨
て
難
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

六　

結　

論

　

以
上
本
稿
で
は
、
人
間
の
「
人
間
ら
し
い
」
側
面
、
す
な
わ
ち
、
認
知
能
力
の
限
界
ゆ
え
に
完
全
合
理
的
な
意
思
決
定
を
実
現
し

得
な
い
と
い
う
現
実
的
な
想
定
に
配
慮
す
る
態
度
が
、
行
政
研
究
の
伝
統
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
発
展
し
て
き
た

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
整
理
と
考
察
を
行
っ
た
。
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サ
イ
モ
ン
に
よ
る
限
定
的
合
理
性
概
念
の
提
唱
は
、
行
政
研
究
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
、
組
織
管
理
論
や
意
思
決
定
過
程
論
の
発

展
を
促
し
た
。
限
定
的
合
理
性
概
念
に
お
け
る
当
初
の
関
心
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
認
知
能
力
に
比
し
て
複
雑
な
問
題
を
い
か
に
解

決
し
て
い
く
の
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
関
心
が
、
組
織
設
計
や
意
思
決
定
過
程
の
様
態
に
か
か
る
観
察
と
記
述
を
掘
り
起
こ

し
た
た
め
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
行
政
研
究
の
展
開
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
プ
ロ
セ
ス
記
述
と
し
て
の
関
心
の
み

な
ら
ず
、
政
策
的
ア
ウ
ト
カ
ム
を
予
測
す
る
規
範
的
関
心
へ
の
広
が
り
も
見
せ
て
き
た
。
そ
の
過
程
で
限
定
的
合
理
性
概
念
は
、

「
手
続
き
の
合
理
性
」
を
意
図
す
る
も
の
か
ら
、
む
し
ろ
「
帰
結
の
不
合
理
さ
」
に
着
目
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
た
よ
う
に
も
見
受

け
ら
れ
る
。
し
か
し
近
年
で
は
、
こ
う
し
た
「
人
間
ら
し
い
」
認
知
の
働
き
を
逆
手
に
取
っ
て
、
市
民
や
行
政
官
の
行
動
を
よ
り
良

い
方
向
に
変
容
さ
せ
る
試
み
も
発
展
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
行
政
研
究
に
お
け
る
「
人
間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し

の
出
発
点
、
す
な
わ
ち
、
ミ
ク
ロ
的
な
人
間
行
動
の
様
式
を
マ
ク
ロ
の
制
度
設
計
に
接
合
し
て
捉
え
る
と
い
う
研
究
視
座
は
、
一
貫

し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

し
か
し
最
後
に
、
と
り
わ
け
行
動
科
学
の
知
見
を
援
用
し
た
行
政
研
究
に
関
し
て
言
え
ば
、
本
稿
で
は
十
分
に
議
論
さ
れ
な
か
っ

た
論
点
が
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
ナ
ッ
ジ
を
活
用
し
た
公
共
政
策
と
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ

（Evidence Based Policy M
aking

）
と
の
親
和
性
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
策
実
施
に
科
学
的
根
拠

を
求
め
よ
う
と
す
る
近
年
の
風
潮
に
お
い
て
、
そ
の
利
点
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
（
池
本　
二
〇
二
一
：
六
〇
）。
し
か
し
本
稿

で
は
、
あ
く
ま
で
も
「
人
間
ら
し
さ
へ
の
ま
な
ざ
し
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も
と
に
、
行
政
研
究
の
歴
史
的
な
転
回
に
関
す
る
整

理
と
考
察
を
行
っ
て
き
た
た
め
、
こ
う
し
た
論
点
に
つ
い
て
は
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

と
は
言
え
、
行
政
研
究
に
よ
る
行
動
科
学
の
摂
取
は
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
に
発
展
・
深
化
し
て
い
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。「
人

間
ら
し
さ
」
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
行
政
研
究
に
ど
の
よ
う
な
知
見
を
も
た
ら
し
、
行
政
運
営
を
ど
の
よ
う
な
方
向
に
導
い
て
い
く
の
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か
。
そ
の
様
子
を
注
意
深
く
観
察
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）　

た
だ
し
、
と
り
わ
け
公
的
部
門
に
よ
る
政
策
実
施
の
手
段
と
し
て
の
ナ
ッ
ジ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
意
見
が
あ
る
こ
と
も
確

か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
黙
示
性
が
「
操
作
」
を
思
わ
せ
る
と
の
懸
念
や
、
人
々
の
主
体
性
を
侵
害
し
て
い
る
と
の
批
判
が
あ
る
（
こ

の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
那
須　
二
〇
二
〇
：
五
四；

白
岩　
二
〇
二
一
：
一
六
八
―
一
七
〇
な
ど
に
詳
し
い
）。

（
2
）　

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
ア
ク
タ
ー
の
完
全
合
理
性
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
・
行
政
現
象
に
対
す
る
明
快
な
説
明
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
も
多
く
（
例
え
ば
、
合
理
的
選
択
制
度
論
を
援
用
し
た
議
論
な
ど
）、
こ
う
し
た
試
み
の
貢
献
も
大
き
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
五
．
で
簡
単
に
言
及
す
る
。

（
3
）　

学
説
史
的
な
整
理
と
は
本
来
、
現
在
進
行
形
で
発
展
し
て
い
る
理
論
や
研
究
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
そ
う
し
た

論
考
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
行
動
科
学
を
取
り
入
れ
た
行
政
研
究
の
多
く
は
、
自
ら
の
研
究
態
度
が
サ
イ

モ
ン
の
限
定
的
合
理
性
概
念
に
起
源
を
持
つ
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
こ
う
し
た
論
点
で
の
評
価
の
機
会
が
完
全
に
閉
ざ
さ

れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

（
4
）　

カ
ー
ネ
ギ
ー
学
派
の
継
承
を
自
認
す
る
ベ
ン
ダ
ー
は
、
イ
ン
ク
リ
メ
ン
タ
ル
な
予
算
編
成
過
程
に
関
す
る
ウ
ィ
ル
ダ
フ
ス
キ
ー
の
観

察
と
分
析
に
つ
い
て
、
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
の
記
述
を
試
み
る
意
思
決
定
論
の
伝
統
を
明
確
に
受
け
継
い
で
い
る
と
評
価
し
て
い
る

（Bendor 2010: 1-2

）

（
5
）　

拙
著
『
競
争
入
札
は
合
理
的
か
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
先
達
の
業
績
に
倣
い
、
現
行
の
制
度
設
計
に
関
す
る
実
証
的
な
検
討
の
た
め

に
サ
イ
モ
ン
理
論
を
援
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
サ
イ
モ
ン
が
導
入
し
た
当
初
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
近
い
形
で
限
定
的
合
理
性
概

念
を
取
り
扱
っ
て
お
り
、
ア
リ
ソ
ン
以
後
の
転
回
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
な
考
察
と
し
て
の
言
及
に
留
ま
っ
て
い
る
。

（
6
）　

し
か
し
、
三
者
に
共
通
し
た
目
標
を
認
識
さ
せ
る
た
め
に
施
策
同
士
の
統
合
を
高
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
完
全
合
理
的
な
意
思

決
定
の
要
求
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
こ
に
も
限
界
が
あ
る
と
い
う
。
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