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法と社会科学をつなぐ

みなさんは，他学部所属（出身）の人と話をしたときに，物の考え方や表現の仕方が違うこ
とに戸惑った経験はありませんか？
法学もその他社会科学も“より良い社会を創って人々の幸福を増進する”という大きな共通

の目的を目指しています。向かう目的地が同じならば，いろいろなルート（物の見方や考え方）を知っ
ておくことに損はありません。本書は，社会科学（経済学，社会学，心理学など）における概念を題材
に，社会科学と法の世界との接点を探っていくことで，みなさんに法学・法解釈学とは違ったルートを
紹介します。
　本書は，本誌 391号～ 414 号に連載された「法の世界へのバイパスルート――社会科学からみる法
制度」をまとめた書籍です。単行本化にあたって，3節分（⑱・⑳・㉓）を追加し，全 6章構成としま
した。各章にイントロダクションや結語を付けることで書籍としての流れも意識しました。
　経済学や社会学などの知識がなくとも，丁寧な解説と具体例でどんどん読み進めることができます。
通学・通勤中のお供に是非。（鈴木）
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具体例がふんだんに。難しい数式は出てきませんのでご安心下さい。
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ず
つ
と
な
る
。

　
ま
ず
、
友
人
が
そ
ば
を
選
ぶ
と
仮
定
し
よ
う
。
す
る
と
、
あ
な
た
が
そ
ば
を
選
ん
だ

場
合
、
前
述
の
と
お
り
あ
な
た
は
一
二
〇
〇
円

－

八
〇
〇
円
＝
四
〇
〇
円
分
の
得
を
す

る
。
寿
司
を
選
ん
だ
場
合
は
二
〇
〇
〇
円

－

一
四
〇
〇
円
＝
六
〇
〇
円
分
の
得
に
な
る
。

よ
っ
て
、
寿
司
を
選
ん
だ
ほ
う
が
満
足
度
は
大
き
い
。
次
に
、
友
人
が
寿
司
を
選
ぶ
と

仮
定
し
て
み
る
。
あ
な
た
は
そ
ば
を
選
ぶ
と
二
〇
〇
円
分
の
損
を
し
（
一
二
〇
〇
円

－

一
四
〇
〇
円
）、
寿
司
を
選
ぶ
と
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
ゼ
ロ
に
な
る
（
二
〇
〇
〇
円

－

二
〇
〇
〇

円
）。
こ
の
と
き
も
や
は
り
寿
司
を
選
ん
だ
ほ
う
が
よ
く
、
結
局
「
友
人
が
ど
ち
ら
を

選
ぶ
と
し
て
も
あ
な
た
は
寿
司
を
選
ぶ
の
が
よ
い
」
と
い
う
結
論
に
な
る
。

　
友
人
も
自
ら
の
満
足
度
を
で
き
る
だ
け
大
き
く
し
た
い
と
思
っ
て
い
れ
ば
、
お
そ
ら

く
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
わ
け
で
、
あ
な
た
も
友
人
も
寿
司

を
注
文
す
る
こ
と
に
な
り
、
満
足
度
は
ど
ち
ら
も
ゼ
ロ
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
仮
に
両
方
が
そ
ば
を
選
ん
で
い
れ
ば
、
あ
な
た
も
友
人
も
四
〇
〇
円
分

の
得
を
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
⑤
で
登
場
し
た
用
語
で
表
現
す
る
と
、
ど
ち
ら
も
そ

ば
を
選
ん
だ
と
き
に
は
「
パ
レ
ー
ト
改
善
」
し
、「
効
率
的
」
な
状
態
に
な
る
。
つ
ま

り
、
両
方
が
寿
司
を
注
文
す
る
の
は
非
効
率
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
分
に
と
っ
て
最
良
の
選
択
を
行
う
と
、
全
体
と

し
て
は
最
良
で
な
い
非
効
率
な
状
態
に
陥
る
。
お
互
い
に
利
益
に
な
る
状
態
が
あ
る
の

そば 寿司

そば 400，400 –200，600

寿司 600，–200 0，0

※各セルの左側の数字はあなたの利益，
　右側の数字は友人の利益

あなた

友人
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に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
実
現
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
―
―
こ
う
い
う
状
況
を
端
的
に
示
す
モ
デ
ル
が
囚
人
の
ジ
レ

ン
マ
（prisonerʼs dilem

m
a

）
で
あ
る
。

囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
の
構
造

　
似
た
よ
う
な
問
題
が
至
る
と
こ
ろ
で
発
生
し
う
る
と
い
う
の
は
昔
か
ら
何
と
な
く
気
づ
か
れ
て
い
た
が
、
明
確
に

ゲ
ー
ム
の
形
で
問
題
状
況
が
示
さ
れ
た
の
は
第
二
次
大
戦
直
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
・
ラ
ン
ド
研
究
所
の
メ

リ
ル
・
フ
ラ
ッ
ド
（M

errill Flood；
1908-1991

）
と
メ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
（M

elvin D
resher；

1911-

1992

）
と
い
う
二
人
の
数
学
者
が
そ
の
生
み
の
親
、
そ
し
て
同
研
究
所
顧
問
の
数
学
者
ア
ル
バ
ー
ト
・
タ
ッ
カ
ー

（A
lbert T

ucker；
1905-1995

）
が
名
付
け
親
で
あ
る
。「
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
」
の
名
称
は
、
タ
ッ
カ
ー
が
こ
の

ゲ
ー
ム
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
た
逸
話
に
ち
な
ん
で
い
る
。
逸
話
の
細
部
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
変
化
し
て
き
た

が
、
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
次
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
（Luce and Raiffa 1957

）。

　
二
人
の
被
疑
者
（
囚
人
で
は
な
い
）
Ｐ
と
Ｑ
が
別
々
の
取
調
室
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
検
察
官
は
二
人
が
重
罪
を

犯
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
だ
が
、
裁
判
に
か
け
て
重
罪
で
有
罪
に
で
き
る
ほ
ど
の
十
分
な
証
拠
は
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
検
察
官
は
各
被
疑
者
に
「
黙
秘
」「
自
白
」
の
二
つ
の
選
択
肢
を
示
す
。
双
方
と
も
黙
秘
す
れ
ば
軽

い
罪
で
起
訴
す
る
し
か
な
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
一
年
ず
つ
の
懲
役
と
な
る
。
も
し
一
方
が
黙
秘
し
て
他
方
が
自
白
す

れ
ば
、
自
白
し
た
被
疑
者
は
証
拠
を
提
供
し
て
く
れ
た
と
い
う
理
由
で
三
か
月
の
懲
役
に
減
軽
さ
れ
、
反
対
に
、
黙

秘
し
た
被
疑
者
は
懲
役
一
〇
年
の
判
決
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
両
方
と
も
自
白
し
た
場
合
は
八
年
ず
つ
の


