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規
範
的
社
会
学
の
基
本
枠
組

ー

秩
序
問
題
の
価
値
論
的
解
釈
を
通
し
て
ー

(要
旨
)

本
稿

の
目
的
は

、
社
会
学
に
お
け
る
規
範
科
学
的
な
研
究
、
す
な
わ
ち
規
範
的
社
会

学
を
構
想
す
る

こ
と

に
あ
る
。
ま
ず
規
範
科
学
を
定
義
し
、
そ
し
て
、
社
会

学
に
お
け

る
秩
序
問
題
が
、
経
験
論
的
な
問
題
と
し
て
重
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
正
義
論
的
ま

た
は
価
値
論
的
な
課
題
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
と
き
に
も
有

効
な
学
問
的
意
義

を
も

つ
こ

と

、
こ
の
視
点
を
採
用
す
る
な
ら
、
規
範
的
社
会
学
の
学
問
的
営
為

が
価
値
論
的
秩
序

問
題

の
考
察
と

い
う
形

で
既
に
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
示
す
。

秩
序
問
題
は
個
人
と
社
会

の
関
連
の
形
式
を
端
的
に
表

現
す
る
テ
ー

マ
と
し
て
、
社

会
学

の
歴
史

の
な
か
で
常

に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
近
年
は
数

理
的
方

法
が

用
い
ら
れ

る

こ
と

で
、
他

の
諸
問
題
と
同
様
に

↓
層
の
論
理
的
な
厳
密

さ
を
も

っ
て
定
式
化
さ
れ

、

分
析
が
な
さ
れ

て
い
る
。
特
に
合
理
的
選
択
理
論
と
社
会

的
選
択

理
論
は

、
秩
序
や
制

度

の
生
成
を
説
明
す
る
可
能
性
を
も

つ
と

の
予
想
の
も
と
に
、
盛

ん
に
用
い
ら
れ

て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら

こ
れ
ら

の
理
論
の
実
証

的
理
論
と
し
て
の
意
義

に
対

し
て
、
あ

る

意
味

で
根
底
的
な
方
法
論
上

の
批
判
が
存

在
し
て
お
り
、
そ
の
批
判

に
対

し
て
今

の
と

轟

亮

、

こ
ろ
返
答
が
な
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
思
え
な

い
。

本
稿
で
は
、
合
理
的
選
択
理
論
や
社
会

的
選
択

理
論
の
基
本
的
発
想
を
も
と

に
し
た

秩
序
問
題

の
研
究
が
、
経
験
論
的
に
み
る
な
ら
難
点

を
孕
ん

で
い
る
こ
と
を
認
め
る
も

の
の
、
価
値
論
的
に
解
釈
す
る
と
き
社
会

理
論
と
し
て
非
常

に
重
要
な
有
効
性
を
も

つ

こ
と
を
主
張
し
、
さ
ら
に
は

こ
の
論
証
を
通
し
て
、
規
範
的
社
会
学

の
中
心
問
題
を
明

確

に
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

規
範
科
学

秩
序
問
題

価
値
論

合
理
的
選
択
理
論

社
会
的
選
択
理
論
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1

規
範
科
学
と
価
値
研
究

本
稿
は
、
社
会
学
に
お
け
る
規
範
科
学
的
な
研
究
、
す
な
わ
ち
規
範
的
社
会

学
を
構
想
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
規
範
科
学

(ぎ
「日
9鉱
く
①

ωo
一・

Φ昌
oΦ
)
は
、
か
な
り
多
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が

一
般
に
は
、
社
会
政
策
学
や

政
策
科
学
、
あ
る
い
は
規
範
的
命
題
を
対
象
と
す
る
科
学
を
指
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
社
会
政
策
学
や
政
策

科
学
は
主
と
し
て
、
あ
る
価
値
基
準
を
与
件

と
し
て
社
会
状
態
を
評
価
し
、
ま
た
そ
の
基
準
に
お
い
て
上
位
に
順
序
づ
け
ら

れ
る
社
会
状
態
を
現
実
に
実
現
す
る
手
段
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

(1
)

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
規
範
的
命
題
を
対
象
と
す
る
と
い
う
意
味
で
の
規
範

科
学
は
、
規
範
的
命
題
を
形
式
科
学
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
規

範
的
命
題
と
は
、
「盗
む
べ
か
ら
ず
」
「等
し
い
も
の
は
等
し
く
扱
う

べ
き
だ
」

「
人
は
自
ら
の
意
思
の
み
に
従
い
自
由
に
行
為
し
て
よ
い
」
な
ど
と
い
う
種
類

の
命
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
規
範
的
主
張
の
背
景
に
は
、
あ
る

一
定
の
条
件

を
満
た
す
行
為
や
社
会
状
態
が
そ
う
で
な
い
行
為
や
社
会
状
態
よ
り
よ
い
、
と

い
う
価
値
判
断
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
形
式
科
学
と
は
経
験
科
学
に
対
置
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
数
学
や
論
理
学
な
ど
に
典
型
的
な
形
式
論
理
に
よ

っ
て
命

題
を
表
現
し
考
察
す
る
科
学
で
あ
り
、
命
題
の
妥
当
性
を
論
理
整
合
性
に
よ

っ

て
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
論
理
的
に
矛
盾
す
る
二
つ
の
命
題
を
同
時
に
政
策

目
標
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
後
者
の
意
味

で
の
規
範
科
学
は
、
前
者
に
比
し
て
よ
り
原
理
的
な
考
察
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
本
稿
で
は
、
特
に
後
者
の
、
つ
ま
り
規
範
的
命
題
を
形
式
科
学
的
に
分

析
す
る
と
い
う
意
味
で
の
規
範
科
学
に
注
目
す
る
。

経
験
的
な
社
会
科
学
に
お
い
て
は
、
現
実
社
会
に
存
在
す
る
多
様
な
規
範
そ

の
も
の
や
、
複
数
の
規
範
間
の
対
立
状
況
、
規
範
が
社
会
状
態
を
現
出
し
て
い

る
過
程
な
ど
を
て
い
ね
い
に
記
述
す
る
こ
と
を
重
要
な
課
題
と
し
て
取
り
組
ん

で
き
た
。
例
え
ば
規
範
の
生
成
に
関
す
る
経
験
的
な
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
こ
と

も
そ
の
種
の
課
題
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
規
範
的
命
題
を
対
象
と
す

る
形
式
科
学
も
社
会
科
学
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
も

つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

塩
野
谷
祐

一
は
、
規
範
的
経
済
学
を
構
想
し
、
そ
の
内
容
が

「価
値
研
究
」

↑
)

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
価
値
と
は
、
自
由
、
平
等
、
善
、
正
義
な

ど
の
哲
学
的
な
理
念
を
指
し
て
お
り
、
(1
)
あ
る
価
値
が
実
際
に
手
段
に
よ

っ
て
実
現
可
能
か
ど
う
か
、
(2
)
あ
る
価
値
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、

と
い
う
価
値
に
関
す
る
二
つ
の
問
題
を
科
学
的
に
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
。
(1
)
は
目
的

・
手
段
の
適
合
性
を
評
価
す
る
問
題
で
あ
り
、
本
稿
の

先
の
分
類
で
は
社
会
政
策
学
の
課
題
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
(2
)

は
価
値
理
念
の
構
造
を
解
明
す
る
と
い
う
問
題
、
価
値
理
念
の
構
造
分
析
で
あ

り
、
塩
野
谷
に
よ
れ
ば
こ
れ
が
価
値
研
究
の
主
要
な
課
題
で
あ
る
。
価
値
理
念

の
構
造
分
析
が
合
理
的
手
続
に
従

っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
つ
ま
り
演
繹
的
推
論
の

過
程
か
ら
な
る
こ
と
で
科
学
的
な
も
の
に
な
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
が
本
稿
の
先
の
分
類
に
お
け
る
、
規
範
的
な
命
題
を
対
象
と
し
た
形
式
科

学
と
同
様
の
も
の
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
ケ
ネ
ス

・
J

・
ア
ロ
ー
は
、
「
個

人
の
欲
望
を
集
計
す
る
仕
方
に
関
す
る
基
本
的
価
値
判
断
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
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経
済
学
者
は
そ
の
価
値
判
断
を
満
足
す
る
よ
う
な
社
会
的
選
択
の
機
構
を
調

べ
、
さ
ら
に
別
の
価
値
判
断
と
矛
盾
し
な
い
か
ど
う
か
を
見
る
た
め
に
、
そ
の

機
構
が
も
た
ら
す
帰
結
を
吟
味
す

べ
き
で
あ
る
。
特
に
そ
れ
ら
の
価
値
判
断
が

互
い
に
矛
盾
し
な
い
か
否
か
の
問
題
を
尋
ね
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

れ
ら
の
価
値
判
断
を
実
際
に
満
足
す
る
よ
う
な
社
会
的
選
択
の
機
構
は
存
在
す

(3
)

る
の
か
?
」
と
述
べ
て
、
彼
の
創
始
し
た
社
会
的
選
択
理
論
の
基
本
的
問
い
の

所
在
を
示
し
て
い
る
。
社
会
的
選
択
理
論
と
は
、

一
組
の
個
人
的
判
断
か
ら
社

会
的
決
定
を
行
な
う
手
続
に
お
い
て
い
く

つ
か
の
条
件
を
満
足
す
る
も
の
を
構

成
す
る
こ
と
が
形
式
的
に
可
能
か
、
を
問
う
研
究
分
野
で
あ
り
、
そ
の
ね
ら
い

が
社
会
的
な
決
定
制
度
に
要
請
さ
れ
る
価
値
理
念
の
構
造
分
析
を
行
な
う
と
こ

ろ
に
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
か
ら
規
範
科
学
の
基
礎
的
課
題
が
価
値
理
念
の
構
造
分
析
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
(1
)
あ
る
特
定
の
価
値

理
念
を
背
景
と
す
る
規
範
的
命
題
の
論
理
的

な
成
立
可
能
性
を
検
討
し
、
そ
の
成
立
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
(2
)

複
数
の
規
範
的
命
題
間
の
論
理
的
整
合
性
を
考
察
す
る
こ
と
、
か
ら
成

っ
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
理
的
に
成
立
不
可
能
な
価
値
は
政
策
目
標
と

し
て
設
定
さ
れ
得
な
い
か
ら
、
可
能
性
問
題
を
扱
う

こ
と
で
、
価
値
理
念
の
構

造
分
析
は
社
会
政
策
学
や
政
策
科
学
の
原
理
論
と
な
る
。
(1
)
、
(2
)
の
問

題
に
加
え
て
さ
ら
に
、
(3
)
正
当
化
条
件
に
関
す
る
メ
タ
倫
理
学
的
な
考
察
、

を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
条
件
が
存
在
し
た
場
合
価
値
理
念
を

正
当
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
確
定
さ
れ
た
解
答
を
わ

れ
わ
れ
が
も
た
な
い
以
上
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
研
究
領
域
を
確
定
す
る
赱
、
規
範
科
学
が
規
範
的
倫
理
学
、
法

哲
学
、
政
治
哲
学
、
道
徳
哲
学
な
ど
と
か
な
り
近
接
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

社
会
科
学
の
な
か
で
も
経
済
学
は
、
そ
も
そ
も
経
済
理
論
の
哲
学
的
基
礎
が
道

徳
哲
学
の

一
つ
の
流
れ
で
あ
る
古
典
的
功
利
主
義
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う

に
、
規
範
科
学

へ
の
志
向
性
が
常
に
存
在
し
て
い
た
。
社
会
学
に
お
い
て
も
同

様
に
、
規
範
科
学
上
の
研
究
、
す
な
わ
ち
規
範
社
会
学

(p
自
ヨ
§。江
く
Φ
ωo
鼠
o一-

o
σq
団
)
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
節
以
下
で
は
、
社
会
学

の
最
も
重
要
な
課
題
の

一
つ
で
あ
る
秩
序
問
題
の
考
察
が
規
範
的
社
会
学
の
領

域
に
お
い
て
最
も
適
切
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
研
究
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が

っ

て
規
範
科
学
上
の
研
・究
が
既
に
社
会
学
理
論
の
な
か
で
に
お
い
て
積
極
的
に
展

開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

2

秩
序
問
題
の
構
造

2

・
ー

ホ

ッ
ブ
ズ

ーー
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
問
題
設
定

は
じ
め
に
、
秩
序
問
題
が
ど
の
よ
う
な
課
題
と
し
て
社
会
学
の
中
で
問
わ
れ

は
じ
め
た
の
か
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
秩
序
問
題
渉
理
論
社
会
学
の
重
要
な

テ
ー
マ
と
し
て
明
確
に
認
識
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
タ
ル
コ
ッ
ト

・
パ
ー
ソ
ン

ズ
が
行
為
理
論
の
歴
史
的
な
展
開
を
整
理
す
る
中
で
示
し
た
、
「
ホ
ッ
ブ
ズ
と

(4
)

秩
序
の
問
題
」
と
呼
ば
れ
る
定
式
化
以
来
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
パ
」
ソ
ン
ズ
は
、

一
七
世
紀
以
降
社
会
思
想
の

「中
心
的
課
題
は
、
権
威
的
統
制
か
ら
自
由
な
個

人
の
領
域
が
国
家
の
強
制
的
権
威
に
対
し
て
特
定
の
形
態
を
と

っ
た
場
合
に
、

そ
の
社
会
の
秩
序

〔維
持
〕
の
基
盤
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
」
に
あ

っ
た
、

規範的社会学の基本枠組69



(5
V

と
述
べ
る
。
こ
の
課
題
に
取
り
組
み
、
近
代
思
想
の
出
発
点
と
な

っ
た
と
言
え

る
の
が
、
ホ

ッ
ブ
ズ
で
あ
る
。
ホ

ッ
ブ
ズ
が
秩
序
の
問
題
に
与
え
た
解
答
は
、

ホ

ッ
ブ
ズ
の
設
定
す
る
本
性

(あ
る
種
類
の
情
念
と
理
性
)
を
も

っ
た
複
数
の

人
間
が

「
平
和
」
と
い
う
秩
序
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
社
会
契
約
に
よ

っ

て
絶
対
的
な
権
力

(国
家
)
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
ホ

ッ
ブ
ズ
の
設
定
し
た
こ
の
問
題
は
、
ホ

ッ
ブ
ズ

の
思
想
の
底
に
流
れ
て
お
り
そ
の
後
の
社
会
理
論
の
基
底
を
な
し
た

「
功
利
主

義
」
的
思
想
の
経
験
的
な
困
難
を
最
も
根
本
的
に
構
成
し
て
い
た
に
も
か
か
わ

↑
)

ら
ず
、
「無
視
さ
れ
、
暗
黙
の
仮

定
に
よ

っ
て
隠
蔽
さ
れ
た
」
。
社
会
理
論
の

功
利
主
義
的
体
系
と
は
、
原
子
論

、
合
理
性
、
経
験
主
義
、
目
的
の
ラ
ン
ダ
ム

性
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も

の
で
、
効
用
に
関
す
る
近
代
経
済
学
の
学
説

3

の
な
か
に
最
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
こ
の
よ

う
な
功
利
主
義
的
理
論
が
、
秩
序
問
題
に
対
し
て
正
し
い
解
決
を
与
え
て
い
な

い
、
と
み
な
す
。
す
な
わ
ち
人

々
の
欲
求
す
る
事
物

の
稀
少
性
を
前
提
と
し
た

場
合
、
功
利
主
義
的
な
社
会
で
は
合
理
性
の
基
準
に
従

っ
て
す
べ
て
の
人
間
が

互
い
に
他
者
に
対
す
る
権
力
を
直
接
の
目
的
と
し
て
欲
し
、
追
求
す
る
こ
と
と

な
り
、
暴
力
と
欺
瞞
の
行
使
に
対
す
る
制
約
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
お
の
ず
か

ら
権
力
を
求
め
る
無
制
限
な
闘
争

を
結
果
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
す
る
の
で
あ

(↓る
。功

利
主
義
的
理
論
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
立
場
を
取
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
自
身

は
、
ホ
ッ
ブ
ズ

の
問
題
に
次
の
よ
う
な
解
決
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
が

規
範
を
行
為
の
要
素
と
し
て
も

っ
て
い
る
た
め
、秩
序
が
成
立
し
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
解
決
で
あ
る
。
規
範
的
要
素
は
彼

の

「
主
意
主
義
的
行
為
理
論
」
の
単

↑
)

位
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
パ
ー
ソ
ソ
ズ
の
解
決
法
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
保
守
性
、
秩
序
概
念

の
曖
昧
さ
、
論
点
先
取
り
、
な
ど
の
批
判
が
投
げ
か

け
ら
れ
、
理
論
的
に
望
ま
し
く
な
い
解
答
の
典
型
例
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
多

い
。
重
要
な
の
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
こ
の
解
答
が
不
適
切
な
の
か
、

⑯
)

と
い
う
点
に
あ
る
。

2

・
2

囚
人
の
ジ
レ
ン
マ

近
年
秩
序
の
問
題
は
数
理
社
会
学
の
領
域
に
お
い
て
、
合
理
的
選
択
理
論
の

考
え
方
を
も
と
に
、
論
理
的
に
よ
り
厳
密
な
形
で
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
し
ば
し
ば
、
ホ

ッ
ブ
ズ
の
問
題
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

「個
人
は
生
来
的
に
自
由
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

く
自
然
状
態
V
で
は
各
人
は

論
理
的

・
物
理
的
に
可
能
な
全
て
の
行
為
が
選
択
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ

と
は
、
権
力
を
め
ぐ
る
闘
争
を
引
き
起
こ
す
。
し
た
が

っ
て
、
社
会
秩
序
を
保

証
す
る
た
め
に
は
、
自
由
を

(各
人
の
行
動
可
能
性
の

一
部
を
放
棄
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
)
適
切
な
形
に
制
約
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
自
由
の

制
約
は
自
発
的
な
合
意
に
基
づ
い
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
自

(↓

由
で
合
理
的
な
個
人
が
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
」
。
「
自
由
で

合
理
的
な
個
人
」
の
相
互
行
為
に
よ

っ
て
、
社
会
秩
序
が
可
能
か
と
い
う
問
題

は
、
特
に
方
法
論
的
個
人
主
義
の
立
場
に
た

っ
て
社
会
秩
序
や
社
会
制
度
の
説

明
を
行
な
う
研
究
方
針
を
も

つ
社
会
学
者
に
と

っ
て
、
是
非
と
も
解
答
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
性
を
も

っ
て
い
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
秩
序
の
問
題
は
、
ゲ
ー
ム
理
論
に
お
け
る

「囚
人
の
ジ
レ
ソ
マ
」

70



の
状
況
に
よ

っ
て
フ
ォ
ー
マ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
簡
単
に
説

明
し
て
お
こ
う

(以
下
表
1
を
参

照
の
こ
と
)
。

表1.「 囚人 ジ レンマ」状況

D2C2

 

2

κ

(C1,C2)

丿

(C1,D2)

9

(D1,C2)

ω

(D㍉,D2)

 

1

0
1

D1

 

二
人
の
個
人
、
1
、
2
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
選
択
肢
と
し
て

O
じ

b
同
お
よ
び

O
b。"
b
b。
を
も

っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か

一
方
を
自
ら
選
択
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
社

会
状
態

き

8

卆

ミ
の
い
ず
れ
が
実
現
す
る

か
は
個
人
1
、
2
の
選
択
に
よ

っ
て
だ
け
決
定
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

O
じ
b
ご

ρ
℃
b
b。
が
行
動
の
選
択

肢
で
あ
る
と
き
、
社
会
状
態
は
個
人
が
選
択

し
た
行
動
の
組
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
二
人
は
社
会
状

態
の
望
ま
し
さ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
選
好
を
も

っ
て
い
る
と
す
る
。
個
人
1

の
選
好
は
望
ま
し
い
順
に

N
煢
ミ

勘
で
あ
り
、
個
人
2
の
選
好
は
望
ま
し
い
順

に
埼
聴
ミ
N
で
あ
る
と
し
よ
う
。

非
協
力
ゲ
ー
ム
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
二
人
は
次
の
よ
う
に
行
動
選
択
す
る
の

が
合
理
的
で
あ
る
。
個
人
1
は

以
を
選
択
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
次
の
よ

う

に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
相
手
が

Q
を
と
る
と
仮
定
す
る
。
こ
の

と
き
個
人
1
に
は
社
会
状
態

κ
か

g
の
い
ず
れ
か
を
実
現
す
る
と
い
う
決
定

権
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
個
人
1
は

κ
よ
り

g
を
選
好
す
る
か
ら
、

圦
を
選
択
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
相
手
が

G
を
と
る
と
仮
定
す
る
。
個
人
1

に
は
社
会
状
態

丿
か

ω
の
い
ず
れ
か
を
実
現
す
る
権
利
が
存
在
す
る
。
個
人

1
は

丿
よ
り

ω
を
選
好
す
る
か
ら
、
こ
の
場
合
も
n

を
選
択
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
相
手
の
選
択
に
か
か
わ
ら
ず
に
自
分
の
選
択
が
決
ま
る
こ
と
を

支
配
戦
略
が
あ
る
と
い
い
、
今
の
場
合
、
個
人
1
の
支
配
戦
略
は
圦

を
常
に

選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
個
人
2
が
ど
の
よ
う
な
選
択
を
行
お
う
と

も
、
個
人
1
は
以

を
と
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
同
様
に
個
人
2
に
と

っ

て
は

恥
を
常
に
選
択
す
る
こ
と
が
支
配
戦
略
と
な
る
。
よ

っ
て
、
1
、
2
は

そ
れ
ぞ
れ
常
に
a

、坊

を
選
択
し
、
そ
の
結
果
社
会
状
態

ω
が
実
現
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
支
配
戦
略
均
衡

ω
は
、
二
人
に
と

っ
て
相
対
的
に
望
ま

し
く
な
い
状
態
で
あ
る
。
実
は
両
者
が
と
も
に
社
会
状
態

κ
を

ω
よ
り
も
望

ま
し
い
と
思

っ
て
い
る
。
二
人
の
間
に
話
し
合
い
が
も
た
れ
、
行
動
選
択
に
何

ら
か
の
制
限
を
行
な
う
合
意
が
な
さ
れ
て
、
彼
ら
が
そ
の
合
意
に
間
違
い
な
く

従
う
な
ら
、

つ
ま
り
二
人

の
間
で
協
力
渉
な
さ
れ
る
な
ら
、
両
者
に
と

っ
て

ω
よ
り
よ
い
社
会
状
態

κ
が
実
現
で
き
る
は
ず
な
の
だ
け
れ
ど
も
。

こ
の
よ
う
に
囚
人
の
ジ
レ
ソ
マ
は
、
必
要
充
足
の
た
め
の
協
力
関
係
が
自
生

的
に

(個
別
決
定
的
に
)
編
成
さ
れ
な
い
状
況
で
あ
る
。
社
会
学
者
は
こ
れ
を

秩
序
問
題
の
定
式

の

一
つ
と
み
な
し
、
状
態

煢
11
(O
ご

ρ
)
を
秩
序
あ
る
状
態
、
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何
ら
か
の
社
会
的
合
意
や
規
範
の
成
立
し
て
い
る
状
態
と
解
釈
し
、
そ
れ
が
い

か
な
る
条
件
の
も
と
で
実
現
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
社
会
学
的
な
含

曾
)

意
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。

2

・
3

民
主
制
の
不
可
能
性
定
理

ホ

ッ
ブ
ズ
の
秩
序
の
問
題
の
フ
ォ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
囚
人
の

ジ
レ
ン
マ
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
秩
序
と
秩
序
の
問
題
が
こ

れ
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
秩
序
と
み
な

す
の
か
、
と
い
う
秩
序
概
念
の
定
義
は
多
様
で
あ
る
が
、
あ
る
制
度
が
成
立
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
秩
序
あ

る
社
会
状
態
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
無
理

が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
第
二
の
例
と
し
て
、
人
々
の
判
断
の
社
会
的
な
集

計
過
程
を
研
究
す
る
分
野
で
あ
る
社
会
的
選
択
理
論
の
成
果
を
、
秩
序
の
問
題

を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
み
よ
う
。

ア
ロ
ー
が
証
明
し
た

「民
主
制

の
不
可
能
性
定
理
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る

(図
1
を
参
照
の
こ
と
)
。
ま
ず
、
諸
個
人
の
判
断
を
集
計
し
て
社
会

的
な
判
断
を
導
く
た
め
の
社
会
的
決
定
制
度

一
般
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、

社
会
的
厚
生
関
数
と
い
う
抽
象
的

な
概
念
を
設
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
民
主
的

な
決
定
制
度
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
を
社
会
的
厚
生
関
数
に
課
す
。
そ
の
条

件
と
は
、
(
一
)
選
好
の
無
制
約

性
、
(
二
)
全
員

一
致
性
、
(三
)
無
関
係
選

択
対
象
か
ら
の
独
立
性
、
(四
)

非
独
裁
性
と
い
う
四
条
件
で
あ
る
。
ア
ロ
ー

が
証
明
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
す
べ
て
満
足
す
る
社
会
的
厚
生
関
数
渉

存
在
し
な
い
、

つ
ま
り
い
か
な
る
社
会
的
決
定
も
こ
の
四
条
件
を
同
時
に
は
満

さ
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。

社会的厚生関数

社会的判断

〉 ・R,

 

ノ

R＼

R一一→

R/

Rは 個人の もつ選考順序

制度としての社会的厚生関数図1

 

3

紙
幅
の
関
係
上
、
定
義
に
従

っ
た
数
式
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

四
つ
の
条
件
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
し
て
お
こ
う
。

曾
)

選
好
の
無
制
約
性
と
は
、
い
か
な
る
順
序
の
組
が
与
え
ら
れ
て
も
、
社
会
的

判
断
を
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
選
好
の
布
置
状
況

に
対
し
て
も
社
会
的
順
序
が
定
ま
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

社
会
的
決
定
に
お
い
て
、
人

々
が
す
べ
て
の
選
択
肢
に
対
し
ど
の
よ
う
な
選
好

を
表
明
し
て
も
よ
い
と
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
々
の
目
的
の
ラ
ン
ダ
ム

性
と
よ
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
人
々
の
多
様
な
意
思
を
認
め
る
、
思
想

・
信

条
の
自
由
と
そ
の
表
明
を
保
証
す
る
条
件
で
あ
る
。

全
員

一
致
性
と
は
、
「
も
し
、
任
意
の
選
択
肢
間
に

つ
い
て
、
全
て
の
個
人

が

一
方
を
同
等
か
そ
れ
以
上
に
よ
い
も
の
と
す
る
と
き
、
社
会
的
判
断
は
そ
の
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順
序
を
部
分
と
し
て
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
件
で
あ
る
。

決
定
に
参
加
す
る
人

々
の
す
べ
て
が

「
κ
よ
り
丿
が
よ
い
」
と
し
た
と
き
、

社
会
的
決
定
も
こ
の
こ
と
に
従

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て

(15
)

い
る
。
ア
ロ
ー
は
こ
の
条
件
を

「
市
民
主
権
の
条
件
」
と
呼
ん
だ
。
例
え
ば
、

慣
習
に
よ
る
支
配
や
、
植
民
地
や
被
占
領
国
に
見
ら
れ
る
外
的
支
配
に
お
け
る

タ
ブ
ー
を
排
し
て
、
そ
の
決
定
に
参
加
す
る
人
々
の
意
思
だ
け
が
尊
重
さ
れ
る

と
い
う
条
件
で
あ
る
。

無
関
係
選
択
対
象
か
ら
の
独
立
性
と
は
、
選
択
肢
に
関
す
る
部
分
的
な
情
報

か
ら
部
分
的
な
決
定
を
行
な
い
、
社
会
的
判
断
の
推
移
性
か
ら
部
分
的
決
定
を

合
成
す
る
こ
と
で
社
会
的
判
断
の
す
べ
て
を
導
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
条
件
で

あ
る
。
こ
の
条
件
を
否
定
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
選
択
肢
の
範
囲
を
考
慮
す
る

か
に
よ

っ
て
、
得
ら
れ
る
社
会
的

順
序
が
全
く
逆
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
も
認

め
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
条
件
は
、
わ
れ
わ
れ
が
選
択
肢
の
範
囲
を
限

定
し
、庵
の
ご
と
を
分
析
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
許
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

非
独
裁
性
と
は
、
決
定
に
参
加
し
て
い
る
人

々
の
中
で
、
た
だ
ひ
と
り
の
選

好
順
序
が
他
の
人
々
の
選
好
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
常
に
社
会
的
順
序
と
し
て
採

用
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

参
加
者
が
二
人
以
上
で
、
選
択
肢
が
三
つ
以
上
あ
る
場
合
、
い
か
な
る
決
定

制
度
も
こ
の
四
条
件
を
同
時
に
満

た
す
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
の
が
、
民
主
制

の
不
可
能
性
定
理
で
あ
り
、
数
学
的
に
厳
密
な
か
た
ち
で
証
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
定
理
は
、
諸
個
人
が
自
ら
の
も

つ
真
の
選
好
を
そ
の
ま
ま
表
明
す
る
と
き

に
、
個
人
主
義
的
な
制
度
と
し
て
の

一
定
の
条
件
と
、
決
定
制
度
そ
の
も
の
と

し
て
望
ま
し
い
条
件
と
を
同
時
に
満
た
す
制
度
が
論
理
的
に
は
成
立
し
得
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
制
度
と
し
て
望
ま
し
い
条
件
と
は
、

い
か
な
る
個
人
選
好
の
布
置
状
況
に
対
し
て
も
社
会
的
決
定
を
下
せ
る
と
い
う

こ
と
や
、
社
会
的
決
定
が
選
択
肢
を
常
に

一
意
に
順
序
づ
け
る
こ
と
な
ど
で
あ

る
。
こ
の
定
理
以
後
、
社
会
的
決
定
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し
、
四
条
件
の
緩

和

・
修
正

・
変
更
に
よ
る
社
会
的
決
定
方
式
の
存
在
性
に
関
す
る
研
究
が
行
な

曾
)

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
定
理
の
社
会
学
的
意
味
に
つ
い
て
志
田
基
与
師
は
、ア
ロ
ー

の
四
条
件
が
近
代
的
制
度
に
要
請
さ
れ
る
普
遍
的
基
準
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ

え
民
主
制
の
不
可
能
性
定
理
は

「近
代
社
会
の
成
立
根
拠
そ
の
も
の
に
対
す
る

懐
疑
」
を
意
味
し
、
個
人
主
義
的
な
社
会
理
論
の
展
望
を
切
り
開
く
も
の
で
あ

(17
V

る

こ
と

を
指

摘

し

て

い

る

。

3

秩
序
問
題
の
解
釈

3

・
ー

パ
ー
ソ
ン
ズ
の
解
法
の
検
討

秩
序
問
題
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
以
上
の
研
究
に

つ
い
て
、
そ
の
理
論
が

い
か
な
る
目
的
を
も

っ
て
提
示
さ
れ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
意
義
を
確

認
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

ま
ず
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
規
範
解
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
不
適
切
な
解
答
な
の

だ
ろ
う
。
規
範
に
よ

っ
て
は
秩
序
が
成
立
し
な
い
、
逆
に
規
範
が
な
く
と
も
秩

序
は
成
立
す
る
、
合
理
的
な
個
人
と
規
範
の
内
面
化
は
矛
盾
す
る
、
規
範
の
内

面
化
は
道
徳
的
に
望
ま
し
く
な
い
、
規
範
の
成
立
過
程
が
示
さ
れ
て
い
な
い
な

ど
、
様

々
な
批
判
が
現
に
あ
る
し
想
定
も
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
批
判
が
的
を

射
た
も
の
か
ど
う
か
は
、
そ
の
理
論
が
い
か
な
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
提
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示
さ
れ
た
か
、
に
か
か

っ
て
い
る

。
理
論
の
目
的
に
は
、
(1
)
実
証

"
現

実
に
存
在
す
る
秩
序
あ
る
社
会
状
態
を
説
明
す
る
こ
と
、
(2
)
経
験
的

一
般

モ
デ
ル
化

"
よ
り

一
般
化
し
て
、
経
験
的
対
応
物
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
理
論
的
に
は
存
在

し
う
る
秩
序
を
説
明
す
る
こ
ど
、
(3
)
規

範
的
モ
デ
ル
化

鱒
経
験
的
対
応
物
と
は

一
線
を
画
し
て
、
あ
る
価
値
基
準
か

ら
見
て

「
よ
い
」
秩
序
を
説
明
す
る
こ
と
、
の
三
つ
を
と
り
あ
え
ず
想
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
い
ず
れ
に
あ
た
る
の
か
が
極
め
て

重
要
で
あ
る
。

秩
序
問
題
に
触
れ
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
主
な
目
的
は
、
近
代
的
な
経
済
秩
序
の

特
徴
を
解
釈
し
た
四
人
の
学
者
の
所
説
か
ら
、
「社
会
に
つ
い
て
の
経
験
的
解

釈
上
の
革
命
、
こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
、
理
論
体
系
の
構
造
に
も
同
じ

(18
)

よ
う
な
根
本
的
変
化
が
事
実
上
生
じ
た
」
こ
と
を
検
証
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

行
為
の
主
意
主
義
的
な
理
論
溺
、
第

一
に
行
為
理
論
の
実
証
主
義
的
体
系
か
ら
、

特
に
功
利
主
義
的
体
系
か
ら
、
第

二
に
理
想
主
義
的
体
系
か
ら
、
移
行
過
程
を

た
ど

っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ

っ
た
。
そ
の
移
行
の
要
因
の
極

曾
)

め
て
重
要
な
要
素
が
、
研
究
者
の

「事
実
の
正
し
い
観
察
と
解
釈
」
に
あ
る
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
パ
ー
ソ
ソ
ズ
の
規
範
概
念
は
、
現
実
に
存
在
す
る
秩
序

の
説
明
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

社
会
に
は
規
範
が
存
在
し
て
い
て
、
あ
る
場
合
に
は
人

々
が
そ
れ
に
従

っ
て

行
為
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
パ
ー
ソ
ソ
ズ
の
理
論
の
目
的
が
、
(1
)

実
証
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
、
規
範
が
秩
序
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
命
題
は

一
定
の
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
か
な
る
規
範
が
そ
の
ケ
ー

ス
で
ど
の
よ
う
に
働
い
た
の
か
、
と
い
う
具
体
的
な
記
述
が
そ
の
際
の
課
題
と

な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
よ
り

一
般
的
に
、
い
か
な
る
秩
序
の
成
立
に
関
し

・
て
も
規
範
が
働

い
て
い
る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
な
ら
、
従

っ
て

(2
)
経
験

的

一
般
モ
デ
ル
化
を
目
的
と
し
て
い
る
の
な
ら
、
彼
は
よ
り
多
く
の
理
論
的
装

置
を
用
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
い
か
な
る
秩
序
の
成
立

に
対
し
て
も

「
そ
こ
に
そ
の
よ
う
な
規
範
が
あ

っ
た
か
ら
だ
」
と
い
う
説
明
を

与
え
る
こ
と
で
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
陥

っ
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
秩
序

と
は
あ
る
程
度
の
概
念
的
な
距
離
を
も

っ
て
い
る
規
範
概
念
を
設
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
規
範
の
作
動
過
程
を
モ
デ
ル
化
し
、
モ
デ
ル
上
で

規
範
の
秩
序
に
対
す
る
必
要
性
や
十
分
性
を
考
察
す
べ
き
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら

・が
こ
の
場
合
の
パ
ー
ソ
ソ
ズ
の
課
題
で
あ

っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
パ
ー
ソ
ソ
ズ

が
行
な

っ
た
よ
う
に
規
範
を
諸
個
人
の
目
的
の
ラ
ソ
ダ
ム
性
を
解
消
す
る
も
の

と
し
て
定
義
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
秩
序
の
問
題
が
設
定
し
得
な
い
こ
と
に

な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

規
範
に
よ
る
解
答
が
よ
い
秩
序
、
よ
い
社
会
状
態
を
描
い
て
は
い
な
い
、
と

い
う
批
判
は
、
(3
)
規
範
的
モ
デ
ル
化
の
意
味
で
パ
ー
ソ
ソ
ズ
の
理
論
を
捉

え
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
い
か
な
る
価
値
理
念
と
規
範
に
よ
る
解
答
が
抵

触
す
る
の
か
、
本
当
に
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
の
か
、
批
判
者
の
側
が
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
規
範
に
よ
る
解
答
は
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
は
、
批
判
者
の
側
で
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

は
何
で
あ
る
の
か
、
な
に
ゆ
え
悪
い
の
か
、
さ
ら
に
規
範
に
よ
る
解
答
が
事
実

そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
明
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
正
当
な
批
判
と

は
な
り
得
な
い
。
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最
後
に
、
し
ば
し
ば

「パ
ー
ソ

ン
ズ
の
解
答
は
個
人
主
義
的
で
は
な
い
」
と

い
う
批
判
が
起
こ
る
が
、
こ
れ
は
理
論
の
目
的
を
、
(2
)
経
験
的

一
般
モ
デ

ル
化
ま
た
は

(3
)
規
範
的
モ
デ

ル
化
と
捉
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(2
)
の
場
合
、
批
判
は
方
法
論
的
個
人
主
義
の
徹
底
を
意
味
し
て
い
る
と
思

わ
れ
、
純
理
論
的
な
仮
定
の
単
純
性
や
エ
レ
ガ
ソ
ト
で
あ
る
程
度
が
理
論
の
評

価
の
基
準
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
い
か
な
る
概
念
ま
で
が
個
人
主
義
的
な

も
の
と
み
な
し
得
る
の
か
が
重
要
と
な
る
が
、
測
定
の
難
し
い

「個
人
主
義
度
」

の
よ
う
な
も
の
で
理
論
の
優
劣
を
決
め
る
こ
と
は
、
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
で
困

難
に
直
面
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
個
人
主
義
的
仮
定
を
保
持
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
理
由
は
、

(3
)
の
意
味
で
の
理
論

へ
の
要
請
、

つ
ま

り
、
個
人
主
義
的
な
価
値

(内
面

の
自
由
や
行
動
の
自
由
の
許
容
な
ど
)
を
満

た
し
た
秩
序
の
成
立
を
要
請
し
て

い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
解
釈
す
る

曾
)

の
が
自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

パ
ー
ソ
ン
ズ
が
い
か
な
る
理
論
上
の
目
的
を
も

っ
て
規
範
に
よ
る
解
答
を
提

示
し
た
の
か
、
決
定
的
で
は
な
い
故
に
、
批
判
者
と
擁
護
者
と
の
議
論
は
か
み

合
い
に
く
い
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
、
現
在
展
開
さ
れ
て
い
る
合
理
的
選
択
理

論
に
基
づ
く
秩
序
の
研
究
に
関
し
て
議
論
を
移
す
こ
と
に
し
よ
う
。

3

・
2

合
理
的
選
択
理
論
の
秩
序
問
題
の
考
察

へ
の
批
判
点

理
論
の
目
的
と
の
関
連
で
、
合

理
的
選
択
理
論
の
秩
序
問
題
の
取
り
扱
い
を

検
討
す
る
。

曾
)

ま
ず
、合
理
的
選
択
理
論
の
基
本
構
造
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
a
)

(
b
)

(
c
)

(d

)

(
e

)

(
f

)

行

為

者

行

為

者

の
集

合

"
≧

11
{
H
b

㌦

-
』

…

ミ

}

各

行

為

老

は

、

実

現

可

能

な

行

動

選
択

肢

集

合
を

有

す

る

。

個

人

"
の
行

動

選

択

肢

集

合

"
の
㍉

{§
夕

}

よ

っ
て
、

実

現

可

能

な

社

会

状
態

の
集

合

"

N

11
{き

8

..

.℃
恥
}
11
目

勲

へり
ら

行
為
者
は
社
会
状
態
に
主
観
的
な
選
好
を
持

っ
て
い
る
。

N

に
含
ま
れ
る
任
意
の
社
会
状
態
に
順
序
数
を
与
え
る
関
数
…
齢

行
為
者
は
、
他
者
の
行
動
選
択
肢
、
他
者
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
予
想

し
た
.上
で
、
実
現
可
能
な
社
会
状
態
の
集
合
を
限
定
す
る
。

限
定
を
行
な
う
関
数
"鯨
(鯨
(
N
)m
N
V

行
為
者
は
、
限
定
さ
れ
た
社
会
状
態
に

つ
い
て
、
選
好
を
表
現
す
る

曾
)

値
か
ら
何
ら
か
の
操
作
で
構
成
さ
れ
た
値
を
最
大
化
す
る
行
動
選
択

肢
を
選
択
す
る

(合
理
的
選
択
)
。

選
好
を
表
現
す
る
値
か
ら
何
ら
か
の
値
を
構
成
す
る
関
数
"
諭

合
理
的
選
択
関
数
"ゆ

ゆ
睡
§
§

(鳶
(δ
㊨
・(N

)))

ミ
ー-
⑤
(勲
)

こ
の
と
き
実
現
す
る
社
会
状
態
…き
11
(爭
§
博…
"釜
…
"孚
)

集
合
的
帰
結
と
最
適
性
の
矛
盾
の
問
題
。
あ
る

錫
に
は
、
選
好
を

表
現
す
る
値
が
す
べ
て
の
行
為
者
に
つ
い
て
同
等
か
、
よ
り
大
き
く

な
る
社
会
状
態
が
存
在
す
る
。

山
蝋
…
(く
"
"
器
(煢
、)叭
謎
・餐
o))
〉
(豐

"
壽
(さ
く
壽
寧
))
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前
節
の
囚
人
の
ジ
レ
ソ
マ
状
況
は
、
こ
の
基
本
構
造
を
有
し
て
い
る
。
し
た

が

っ
て
、
本
節
で
検
討
さ
れ
る
合
理
的
選
択
理
論

へ
の
批
判
は
、
囚
人
の
ジ
レ

ン
マ
を
め
ぐ
る
秩
序
問
題
の
研
究

に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
と
み
な
す
ご

曾
)

と
が
で
き
る
。

盛
山
和
夫
は
、
合
理
的
選
択
理
論
を
秩
序
と
制
度
の
生
成
の
研
究
を
自
覚
的

に
担

っ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
た
上
で
、
根
底
的
な
考
察
を
行
な
い
、
そ
の
限

(盟
V

界
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
批
判
の
焦
点
は
、
合
理
的
選
択
理
論
の
理
論
と

し
て
の
完
結
性
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
知
識
や
そ
れ
に
基
づ
く
選
好

が
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
研
究
者
が
推
定
す
る
合
理
的
な
知
識
や
選
好
と
必

ず
し
も

一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
研
究
者
も
行
為
者
が
持
つ
べ
き
正

し
い
状
況
認
識
と
し
て
の
知
識
を
知
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
の
基
本
構
造
の
定
式
化
を
用
い
て
、さ
ら
に
詳
し
く
論
点
を
説
明
し
よ
う
。

ま
ず
、
行
為
理
論
と
し
て
の
合
理
的
選
択
理
論
の
目
的
は
、
観
測
さ
れ
た
事
実

と
し
て
の
行
為

碕
を
、
(
勢

函

9
)
を
推
定
し
て
そ
こ
か
ら
導
出
す
る
こ
と

に
あ
る
。
行
為
者
の
主
観
的
な
知
識
と
選
好
で
あ
る

ら馬1ー
ミ

δ
・鯨

を
直
接
観

測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
そ
し
て
行
為
者
が
自
ら
の
お
か
れ
て
い
る
客

観
的
な
状
況
を
全
く
正
し
く
は
予
想
し
え
な
い
以
上
、
そ
れ
ら
は
研
究
者
が
推

定
す
る
他
な
い
。
そ
の
た
め
に
ど
ん
な
行
為
に
つ
い
て
も

「
そ
れ
が
合
理
的
で

あ

っ
た
」
と
し
て

⑨
1ー
ミ

壽
・鰌

を
設
定
す
る
余
地
が
生
ま
れ
、
経
験
的
な
反

証
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
難
点
が
合
理
的

選
択
理
論
を
用
い
た
秩
序
の
説
明
に
当
然
影
響
を
与
え
る
。
制
度
的
な
前
提
を

お
か
な
い
と
い
う
意
味
で
の
個
人
主
義
的
な
理
論
と
し
て
合
理
的
選
択
理
論
を

用
い
、
秩
序
あ
る
社
会
状
態
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
行
為
者

の
主

観
的
な
知
識
と
選
好
が
説
明
項
と
な
る
が
、
そ
れ
ら
が
客
観
的
に
正
し
い
認
識

で
あ
る
と
か
、
研
究
者
が
推
定
す
る
行
為
者
の
知
識
と
完
全
に

一
致
す
る
と
い

っ
た
意
味
で

「
合
理
的
で
あ
る
」
と
は
、
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
合
理
的
に
は

説
明
さ
れ
て
い
な
い
行
為
者
の
知
識
を
説
明
項
と
し
て
説
明
を
行
な
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
合
理
的
選
択
理
論
は
理
論
と
し
て
完
結
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
以

上
を
盛
山
は
合
理
的
選
択
理
論
の
限
界
と
し
て
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

明
ら
か
に
こ
の
批
判
は
、
理
論
の
目
的
を
経
験
的
な
も
の
と
想
定
し
て
行
わ

れ
て
い
る
。
本
稿
3

・
1
の
分
類
で
は
、
(1
)
実
証

…
現
実
に
存
在
す
る
秩

序
を
説
明
す
る
こ
と
、
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
こ
の
目
的
で
の
合
理
的
選

択
理
論
に
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
、
(2
)
経
験
的

一
般
モ
デ
ル
化

"
よ
り

一,般

化
し
て
、
経
験
的
対
応
物
渉
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
理
論
的
に

は
存
在
し
う
る
秩
序
を
説
明
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
(
3
)
規
範
的
モ
デ

ル

化

"
経
験
的
対
応
物
と
は

一
線
を
画
し
て
、
あ
る
価
値
基
準
か
ら
見
て

「よ

い
」
秩
序
を
説
明
す
る
こ
と
、
に
関
し
て
も
合
理
的
選
択
理
論
は
根
底
的
な
限

界
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

秩
序
問
題
の
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
よ
る
定
式
化
は
、
個
別
事
象
の
説
明

と
し
て
と
い
う
よ
り
、
(2
)
経
験
的

一
般
モ
デ
ル
化
、
す
な
わ
ち
純
理
論
と

し
て
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
い
う
功
利
主
義
的

理
論
が
直
面
す
る
難
点
を
、
最
も
端
的
に
し
か
も
数
理
的
に
表
現
し
て
い
る

一

般
的
、
抽
象
的
モ
デ
ル
で
あ

っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
モ
デ
ル
と
は
現
実
に
あ

る
も
の
を
、
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に

つ
く
ら
れ
た
抽
象
物
で
あ
り
、
モ
デ

ル
内
の
世
界
で
は
モ
デ
ル
作
成
者
と
し
て
の
研
究
者
は
客
観
的
に
正
し
い
状
況
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認
識
を
当
然
有
し
て
い
る
し
、
行
為
者
が
モ
デ
ル
の
構
造
を
す
べ
て
理
解
し
て

い
る
と
仮
定
し
て
も

一
向
に
お
か
し
く
な
い
。
さ
ら
に
、
研
究
者
の
関
心
に
従

需
)

っ
て
、
行
為
者
の
知
識
を
ど
の
よ
う
に
限
定
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
や
は
り
、
こ
の
モ
デ
ル
を
経
験
的
対
応
物
の
説
明
に
用
い
よ
う
と
す
る

な
ら
、
上
で
指
摘
さ
れ
た
難
点
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、

一
般

モ
デ
ル
を
そ
の
ま
ま
適
応
で
き
る
よ
う
な
、
か
な
り
特
殊
な
経
験
的
対
応
物
を

発
見
し
て
、
モ
デ
ル
を
経
験
的
に
例
証
し
よ
う
と
い
う
、
帰
納
法
と
は
逆
の
作

業
を
研
究
者
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
同
じ
モ
デ
ル
を
、
(3
)
規
範
的

一
般
モ
デ
ル
と
し
て
理
解
し
て
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
が
研
究
者
の
関
心
を
誘
う
の
は
、
各

行
為
者
が
自
分
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
正
確
に
把
握
し
、
自
己
の
利
益
を
最

大
化
し
て
よ
い
と
い
う
あ
る
意
味

で
理
想
的
な

(あ
る
価
値
が
達
成
さ
れ
て
い

る
)
状
況
で
あ

っ
て
も
、
(f
)

で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
社
会
的
に
最
適
な
状

況
が
実
現
し
な
い
、
と
い
う
意
外
性
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
の

知
識
を
、非
現
実
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
完
全
で
あ
る
も
の
に
設
定
す
る
こ
と
で
、

「人
知
に
関
す
る
理
想
的
な
仮
定
を
お
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
秩
序
が
実
現

し
な
い
」
と
い
う
秩
序
の
問
題
の
根
深
さ
を
、
囚
人
の
ジ
レ
ソ
マ
状
況
は
表
現

し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
合
理
的
選
択
理
論
を
用
い
た
秩
序
の
考
察
は
規
範
的
な

も
の
と
理
解
さ
れ
る
と
き
に
、
経
験
論
的
な
場
合
に
も
つ
基
本
的
な
難
点
を
回

避
し
、
大
き
な
意
義
を
も
つ
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
合
理
的
選

択
理
論
を
用
い
た
秩
序
問
題
の
研
究
の
多
く
が
、
客
観
的
に
完
全
な
知
識
を
備

え
た
行
為
者
の
合
理
的
な
選
択
、
と
い
う
非
現
実
的
と
、
考
え
ら
れ
得
る
仮
定

を
保
持
し
て
き
た
理
由
は
、
実
は

こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

4

価
値
論
的
秩
序
問
題
と
規
範
的
社
会
学

4

・
1

経
験
論
的
秩
序
問
題
と
正
義
論
的
秩
序
問
題

適
切
に
も
盛
山
自
身
劉
の
論
文
で
、秩
序
問
題
を
適
切
に
探
求
す
る
た
め
に
、

「
経
験
論
的
秩
序
問
題
」
と

「正
義
論
的
秩
序
問
題
」
の
二
分
化
を
導
入
し
、

研
究
者
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
秩
序
の
問
題
を
扱

っ
て
い
る
の
か
を
明
確

霾

化
す
べ
き
だ
、
と
提
案
す
る
。
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

経
験
論
的
秩
序
問
題
と
は
、
経
験
的
世
界
に

「秩
序
」
を
想
定
し
、
「そ
れ

が
い
か
に
し
て
そ
の
よ
う
な
秩
序
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
」
と
問
う
こ
と

で
あ
る
。
現
象
の
ど
の
部
分
、
ど
の
側
面
に

「
秩
序
」
を
見
い
だ
す
か
と
い
う

こ
と
そ
れ
自
身
が
観
察
者
に
と

っ
て
探
求
課
題
で
あ
り
、
秩
序
の
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
に
は
無
数
の
可
能
性
が
あ
る
。
正
義
論
的
秩
序
問
題
と
は
、
「
何
が
よ
い

秩
序
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
経

験
論
的
秩
序
問
題
と
正
義
論
的
秩
序
問
題
と
を
峻
別
す
る
こ
と
が
、
秩
序
問
題

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
現
在
の
混
乱
か
ら
脱
出
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
し
て
、
合
理
的
選
択
理
論
は
経
験
論
と
し
て
み
る
と
、
本
稿
3

・
2
で
整
理

し
た
よ
う
な
欠
陥
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
正
義
論
と
し
て
み
る
と
有
用

な
知
見
を
提
供
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

正
義
論
的
秩
序
問
題
は
二
つ
の
問
い
か
ら
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
を
同
時
に
扱

う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は

「設
定
さ
れ
た
よ
い
秩
序
は
い
か
に

し
て
可
能
か
」
と
い
う
問
い
に
限
定
し
て
議
論
を
行
な
い
、
「何
が
よ
い
秩
序

で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
を
め
ぐ

っ
て
は
、
次
の
小
節
で
議
論
す
る
こ
と
に
す
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る
。
第
3
節
で
行
な

っ
た
分
類
に
従
え
ば
、
経
験
論
的
秩
序
問
題
は
、
(1
)

実
証
の
意
味
で
の
秩
序
の
考
察
で
あ
り
、
正
義
論
的
秩
序
問
題
は
、
(3
)
規

範
的

一
般
モ
デ
ル
の
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
盛
山
の
二
分
法
で
は
、
(2
)

経
験
的

一
般
モ
デ
ル
化
が
経
験
論
と
正
義
論
の
ど
ち
ら
に
あ
た
る
の
か
、
明
確

で
は
な
い
。

一
般
性
、
抽
象
性
の
高
い
モ
デ
ル
は
、
経
験
論
的
に
も
正
義
論
的

に
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
り
、
モ
デ
ル
構
築
の
具
体
的
な
作
業
そ
の
も
の
の
中

に
は
、
二
つ
の
区
別
は
反
映
さ
れ
な
い
。

例
え
ば
、
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
の
た
め
に
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
行
動

選
択
後
に
二
人
の
立
場
が
交
換
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
不
確
実
性
に
つ
い

て
の
知
識
と
、
行
為
者
が
相
手
の
選
好
を
推
測
す
る
と
い
う

「
共
感
」
と
を
導

入
す
る
モ
デ
ル
を
、
研
究
者
が
思

い
つ
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
モ
デ
ル
が
上
手

に
構
築
で
き
る
な
ら
、
経
験
論
的
秩
序
問
題

へ
の

一
つ
の
解
答
と
し
て
立
場
の

交
換
の
可
能
性
や
共
感
が
問
題
状
況
に
ど
の
よ
う
に
作
動
す
る
の
か
を
鮮
明
に

描
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
正
義
論
的
に
は
、
制
度
の
不
確
実
性
や
共

感
と
い
う
人
間
の
能
力
を
、
秩
序
と
い
う
価
値

の
成
立
の
た
め
の
必
要
条
件
や

十
分
条
件
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
の
場

合
も
、
立
場
の
交
換
や
共
感
と
い

っ
た
、
そ
れ
と
対
応
す
る
経
験
的
事
象
を
も

つ
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
は

一
向
に
お
か
し
く
な
い
。
秩
序
問
題
の
解
決
の
ヒ

ン
ト
は
多
く
の
場
合
、
営
ま
れ
て

い
る
現
実
の
生
活
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の

で
、
そ
れ
ら
の
ヒ
ン
ト
の
定
式
化

と
導
入
と
い
う
作
業
は
、
経
験
論
で
も
正
義

論
で
も
違
い
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
正
義
論
上
の
問
題
で
あ

っ
て
も
、
社

会
生
活
が
現
実
に
い
か
に
営
ま
れ
て
い
る
か
に
関
す
る
探
求
は
極
め
て
重
要
な

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
秩
序
問
題
の
二
分
化
の
提
案
は
、
経
験
論
的
モ
デ
ル
と
規
範
的

モ
デ
ル
の
形
式
上
の
違
い
や
、
モ
デ
ル
構
築
の
手
続
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
批
判
と
返
答
と
い
う
研
究
者
間
の
議
論
を
適
切
に
行
な
う
た
め
に

は
そ
の
議
論
の
場
で
ど
ち
ら
の
意
味
で
の
秩
序
問
題
を
扱

っ
て
い
る
の
か
を
明

確
に
す
べ
き
だ
、
と
い
う
主
張
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
傾
聴
す
べ
き
だ
と

思
わ
れ
る
。

で
は
正
義
論
的
な
問
い
は
社
会
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
正
義
論
的

秩
序
問
題
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
こ
と
渉
で
き
る
の
か
に
関
し
て
は
、
不
明

な
ま
ま
と
な

っ
て
い
る
。
以
下
で
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

4

・
2

価
値
論
的
秩
序
問
題

ま
ず
、
正
義
は
あ
ら
ゆ
る
価
値
概
念
を
代
表
す
る
言
葉
で
は
な
い
の
で
、
正

曾
)

義
論
的
秩
序
問
題
は
、
む
し
ろ

「価
値
論
的
秩
序
問
題
」
と
呼
ぶ
方
が
適
切
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
正
し
い
行
為
を
行
う
よ
り
も
諸
個
人
は
欲
求
を
最
大
限
に

充
足
し
て
よ
い
、
と
い
う
こ
と
も

一
つ
の
価
値
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
正
義
論
的

秩
序
問
題
の
中
で
は
、
正
義
以
外
の
価
値
も
研
究
対
象
と
し
て
同
様
に
取
り
扱

箆

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
秩
序
問
題
を
再
度
整
理
し
よ
う
。
秩
序
問
題
に

つ
い
て
の
議
論
は
あ

え
て
二
つ
に
大
別
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
現

実
の
社
会
状
態
の
あ
る
側
面
を
事
後
的
に
秩
序
と
し
て
想
定
し
、
「そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
成
立
し
て
い
る
の
か
」
と
問
う
、
経
験
論
的
秩
序
問

題
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
の
議
論
は
、

一
定
の
理
念
的
な
価
値
基
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準
に
照
ら
し
て
み
る
こ
と
で
設
定
さ
れ
る
秩
序
が
論
理
的
に
成
立
可
能
か
ど
う

か
を
扱
う
、
価
値
論
的
秩
序
問
題
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

秩
序
問
題
は
本
来
的
に
個
人
と
社
会
の
関
連
の
在
り
方
を
め
ぐ

っ
て
問
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
価

値
論
的
秩
序
問
題
も
、
近
代
社
会
に
お
い
て

重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
個
人
主
義
的
価
値
を
前
提
と
し
て
、
そ
の

他
の
諸
価
値
と
の
論
理
的
な
両
立
可
能
性
を
問
う
こ
と
が
中
心
的
課
題
と
な
る

だ
ろ
う
。

ホ

ッ
ブ
ズ
の
秩
序
の
問
題
は
、
価
値
論
的
な
も
の
と
解
釈
す
る
と
、
ホ

ッ
ブ

ズ
が
想
定
し
た

「
よ
い
」
社
会
状
態
11
諸
個
人
が
権
利
の

一
部
を
譲
渡
し
て
成

立
す
る
平
和
な
社
会
状
態
は
、
自

由
で
合
理
的
な
個
人
を
仮
定
し
た
場
合
に
論

理
的
に
導
出
可
能
だ
ろ
う
か
、
と

い
う
問
い
に
な
る
。
合
理
的
選
択
理
論
は
個

人
主
義
的
仮
定
を
保
持
す
る
こ
と

に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
価
値
論
的
秩
序
問
題

に
対
し
て
非
常
な
有
効
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
そ

れ
の
も
つ
経
験
論
的
難
点
は
回
避
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
を
価
値
論
的
に
解
釈
す
る
な
ら
、
「
諸
個
人
は
状
況

を
考
慮
し
な
が
ら
自
ら
の
選
好
の
最
大
限
の
実
現
を
図

っ
て
よ
い
」
と
い
う
個

人
の
行
動
に
関
す
る
規
範
的
命
題
と
、
「
諸
個
人
が
全
員

一
致
で
よ
り
選
好
す

る
社
会
状
態
は
よ
い
」
と
い
う
社
会
に
関
す
る
規
範
的
命
題
の
整
合
性
を
問
う

て
い
る
。
ま
た
、
民
主
制
の
不
可
能
性
定
理
は
、
本
来
的
に
価
値
論
的
な
目
的

が
強
調
さ
れ
て
き
た
議
論
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は

「諸
個
人
は
社
会
状
態
に
関

し
て
ど
の
よ
う
な
選
好
を
も

っ
て
よ
い
し
、
そ
れ
を
表
明
し
て
も
よ
い
」
と
い

う
個
人
主
義
的
価
値
を
背
景
と
す
る
規
範
的
命
題
と
、
「社
会
的
決
定
制
度
は

一
定
の
性
質
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
範
的
命
題
の
整
合

性
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
は
じ
め
に
、
規
範
科
学
の
基
礎
的
課
題
を
価
値
理
念
の
構
造
分
析

で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
価
値
論
的
秩
序
問
題
は
複
数

の
規
範
的
命
題
間
の
論
理
的
整
合
性
を
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に

規
範
科
学
上
の
問
い
で
あ
る
。
秩
序
問
題
溺
社
会
学
の
根
本
問
題
で
あ
り
続
け

て
い
る
事
実
は
、
規
範
的
社
会
学
の
研
究
が
価
値
論
的
秩
序
問
題
の
考
察
と
い

う
か
た
ち
で
、
既
に
社
会
学
理
論
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

4

・
3

社
会
学
と
価
値
論
的
問
題

最
後
に
価
値
論
的
問
題
を
社
会
学
に
お
い
て
扱

っ
て
い
く
上
で
確
認
し
て
お

く
べ
き
幾

つ
か
の
要
点
を
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
述
べ
て
お
き
た
い
。

秩
序
問
題
に
関
す
る
研
究
は
、
例
え
ば
ホ

ッ
ブ
ズ
の
解
答
が
社
会
契
約
と
い

う
歴
史
的
事
実
で
な
い
仮
想
的
な
状
況
設
定
を
も

っ
て
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
経

験
論
的
な
問
題
と
し
て
よ
り
価
値
論
的
問
題
と
し
て
解
釈
す
る
方
が
む
し
ろ
自

然
で
あ
る
場
合
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
社
会
学
に
お
い
て
は
こ
の

よ
う
な
解
釈
は
避
け
ら
れ
て
き
た
し
、
ま
た
本
稿
の
よ
う
に

「価
値
論
」
と
い

う
語
を
用
い
る
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
に
と

っ
て
や
や
抵
抗
を
感
ず
る
も
の
で

あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
実
証
科
学
た
る
社
会
学
が
、
M

・
ヴ

ェ
!

(92
)

バ
ー
が
示
し
た
よ
う
に
事
実
的
判
断
と
価
値
判
断
を
区
別
し
た
上
で
、
経
験
的

事
実
の
解
明
を
第

一
の
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
価
値
議
論
す
な
わ
ち

「価
値
判
断
の
科
学
的
な
取
り

(30
)

扱
い
」
を
社
会
科
学
の
基
本
的
な
任
務
と
し
た
こ
と
も
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。
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様
々
な
価
値
理
念
の
闘
争
に
お
い
て
ど
の
価
値
理
念
が
真
で
あ
る
か
を
経
験
科

学
に
よ

っ
て
容
易
に
決
定
で
き
な

い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
価
値
理
念
を
内
的

矛
盾
の
基
準
に
照
ら
し
て
吟
味
す
る
こ
と
も
社
会
科
学
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
考
察
し
て
き
た
規
範
的
社
会
学
の
課
題
で
あ
る
価
値
理
念
の
構
造

分
析
は
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
観
点
か
ら
も
否
定
さ
れ
て
お
ら
ず
む
し
ろ
基
本
的
な

課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
ま
で
に
例
示
に
用
い
て
き
た
価
値
理
念
が
、

研
究
者
の
背
景
に
あ
る
近
代
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
意

味
で
価
値
負
荷
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
階
級
利
害
還
元
論
的
な
問
題

の
指
摘
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
あ
る
価
値
に
つ
い
て
の

「規
範

的
主
張
を
論
破
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
主
張
者
の
意
識
的

・
無
意
識
的
な

「
動

機
」
を
暴
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
主
張
の
内
容
に
対
す
る
反
論
と
な
り
得
る
「
理

(31
)

由
」
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
答
え
て
お
こ
う
。
そ
の
理
由
を
示
そ
う

と
す
る
営
為
は
、
対
立
的
な
価
値

の
提
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
価
値

の
構

造
分
析

へ
の
参
加
を
既
に
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
詳
述
で
き
な
い
が
規
範
的
社
会
学
の
理
論
の
適
切
さ
の
基
準

つ
ま

り
価
値
理
念
の
正
当
性
を
判
定
す
る
た
め
の
重
要
な

一
つ
の
方
法
を
確
認
し
て

お
こ
う
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
関
し
て
既
に

「
整
合
説
」
と
い
う
立
場
を
明
示

せ
ず
に
取
「っ
て
き
た
。
こ
れ
は
現
代
ア
メ
リ
カ
の
政
治
哲
学
者
ジ
ョ
ソ

・
ロ
ー

ル
ズ
に
よ
り
、彼
の
提
示
す
る
正
義
概
念
の
正
当
化
の
際
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ー
ル
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「わ
れ
わ
れ
は
、
状
況
に
関
す
る
弱
い

仮
定
か
ら
始
め
、
選
択
さ
れ
る
原
理
と
確
信
が
十
分
に

一
致
し
な
い
な
ら
、
と

き
に
は
初
期
状
況
の
説
明
を
改
め
、
と
き
に
は
判
断
を
撤
回
さ
せ
る
と
い
う
よ

う
に
、
ゆ
き

つ
も
ど
り

つ
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
慎
重
な
判
断
に

一
致
す
る
諸

原
理
を
産
み
出
す
初
期
状
況
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法

(詛
V

を
、
内
省
的
均
衡

(お
h一8
什署
①

Φρ
q
筐
び
ユ
賃
日
)
と
呼
ぶ
」
。
わ
れ
わ
れ
は
完

全
に
自
明
な
規
範
的
命
題
を
と
り
あ
え
ず
も

っ
て
い
な
い
。
よ

っ
て
望
ま
し
さ

つ
い
て
の
直
観
的
判
断
を
も
と
に
、
規
範
的
命
題
間
の
整
合
性
を
順
次
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
議
論
を
説
得
力
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
く
と
い
う
方
法

を
採
用
し
て
い
く
他
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
研
究
の
手
順
と
し
て
は
じ
め
か
ら

す
べ
て
の
仮
定
を
置
く
こ
と
は
し
な
い
。
例
え
ば
合
理
的
な
個
人
と
序
数
的
な

選
好
の
仮
定
の
よ
う
に
、
幾

つ
か
の
条
件
を
問
題
関
心
に
応
じ
て
仮
定
す
る
こ

と
か
ら
出
発
す
る
。
適
当
な
条
件
を
お
く
こ
と
で
は
じ
め
に
予
想
し
て
い
た
価

値
原
理
が
導
出
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
仮
定
し
た
諸
条
件
間

の
論
理
整
合
性
を
示
し
た
と
い
う
意
味
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
内
省
的
均
衡
に
従

っ
た
検
証
を
行
な
う
と
き
、
原
理
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
は
わ
れ
わ
れ
の
も

つ
重
要
な
常
識
と
の
思
わ
ぬ
齟
齬
を
示
唆
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
場
合
研
究
者
は
、
条
件
を
拡
張
し
た
り
、
理
論
の
定
義
域
を
制

限
し
た
り
し
て
、
原
理
と
常
識
と
の
整
合
化
を
図
る
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

望
ま
し
さ
と
の
整
合
性
が
多
く
な
る
ほ
ど
、
規
範
的
原
理
の
正
当
性
や
説
得
力

が
高
く
な
る
と
す
る
の
が
、
整
合
説
の
立
場
で
あ
る
。
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5

結
語

以
上
本
稿
で
は
、
価
値
論
的
秩
序
問
題
が
個
人
と
社
会
と
の
間
に
あ
る
対
立

す
る
諸
価
値
を
い
か
に
し
て
両
立
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
規
範
的
社

会
学
の
主
要
な
課
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
き
た
。

こ
こ
で
い
ま
規
範
的
社
会
学
上

の
具
体
的
な
探
求
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
。
諸
価
値

の
定

義
が
正
し
く
そ
の
矛
盾
が
論
理
的
に
正
し
い

な
ら
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
も
同
時
に
そ
れ
ら
の
価
値
を
実
現
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
合
に
は
モ
デ
ル
の
仮
定
に
何
ら
か
の
緩
和
、

修
正
が
必
要
と
な
る
。
例
え
ば
、
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
や
民
主
制
の
不
可
能

性
定
理
に
お
い
て
、
行
為
者
や
投
票
者
が
他
者
の
選
好
に
対
し
て
想
像
力
を
働

か
せ
、
共
感
を
感
じ
る
、
と
い
う
解
決
法
は
ど
う
だ
ろ
う
。
当
初
の
モ
デ
ル
で

前
提
と
し
て
い
た
人
間
観
を
拡
張

す
る
こ
と
に
よ
り
、
帰
結
す
る
社
会
状
態
は

ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
の
具
体
的
な
解
決
法
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。そ
れ
が
個
人
主
義
的
仮
定
の
自
然
な
拡
張
で
あ
る
か
は
、

現
実
に
わ
れ
わ
れ
が
持

っ
て
い
る
価
値
観

(認
識
)
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

(本
研
究
は
平
成
七
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の

一

部
で
あ
る
。)

(
1注

)

こ
こ

で
は

社
会
政

策
学

を
、

国
家

の
対
労
働

者
政
策

(ド

イ

ツ
に
お
け

る

ω
o
N巨

娼
o
洋
貯
)
と

い
う
意
味

で
は
な

く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
国
民
社
会

の

福
祉
実
現
政
策

(
イ
ギ
リ
ス
流

の
ω
0
9
巴

℃
島

o
団
)
に
近

い
イ
メ

ー
ジ

で
用

い

て
お
り
、
そ

の
場
合

に
は
特

に
社

会
政
策
学
や
政
策
科
学

の
目
的
を

こ
の
よ

う

に
捉
え
る

こ
と
は

一
般
的

で
あ
る
。
足
立
幸
男

『
政
策

と
価
値

』

一
九
九

一
年
、

ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書

房
、
平
井

宜
雄

『
法
政
策
学

第

2
版
』

一
九
九
五

年

、
有
斐

閣

を
参
照
。

ま
た
、
社
会

学
に
お

け
る
社
会
政

策
分
野

の
位

置

づ
け
に

つ
い
て
は
、
富
永
健

一

『社

会
学
原
理
』

一
九

八
六
年

、
岩
波
書
店
、

五
四
-
五
五
頁
を
参
照

。
富
永

の
位
置
付
け
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

(2
)

塩
野
谷
祐

一

『
価
値

理
念

の
構
造
』

一
九

八
四
年

、
東
洋
経
済
新
報

社
、
八

ー
九
頁
。

(3
)

ケ
ネ

ス

・
J

・
ア
ロ
ー

(長
名
寛
明
訳
)
『
社
会
的
選
択
と
個
人
的
評
価
』

一

九
七
七
年

、
日
本
経
済
新
聞
社

、
九
頁

。

(4
)

T

・
パ

ー
ソ

ソ
ズ

(稲
上
毅

・
厚
東
洋
輔

・
溝
部
明
男
訳
)
『
社
会
的
行
為

の

構
造
』

一
九

七
四
-
八
九
年

、
木
鐸
社

、
第

一
巻
、

一
四
八

ー

一
五
七
頁
。

(5
)

同
書

、

一
四
六
頁
。
.

(6
)

同
書

、

一
五

一
頁
お
よ
び

一
五
六
頁
。

(7
)

同
書

、

一
〇
〇
頁
。

(8
)

同
書

、

一
五
四
頁

1
五
五
頁
。

(9
)

同
書

、
七
九
頁

。

(10
)

本
稿

で
は
、
パ

ー
ソ

ソ
ズ

の
長

い
理
論
的
研
究
史

の
う
ち
、
そ

の
初
期

に
持

た
れ
て

い
た
秩
序
概
念

に
関
し
て

の
み
言
及

し
て
い
る
。
パ
ー

ソ
ソ
ズ

の
秩

序
問
題
は
そ

の
後

の
展
開
を
有
し
て

い
る

こ
と
を

見
落
と
し

て
は

い
け
な

い

だ
ろ
う

。
こ
の
点

に
関
し

て
は

、
厚
東
洋
輔

「
パ
ー

ソ
ン
ズ
と

「
社
会
秩
序
」

の
問
題
」
『
思
想
』

一
九
七
〇
年

]
0
月
号
、
二
一ニ
ー
三
八
頁
を
参

照
の
こ
と
。

(
11
)

志

田
基
与
師

・
永

田
え
り
子

「
個
人
主
義
的
社
会

理
論
の
根
本
問
題
」

↓
九

八
七
年

、
言
語
研
究
会
報
告

、
四
頁
を
参
照
。

(
12
)

殉
コ
暮

冒

9
P

耄

・
Φ
・る

巳

〉
.
閑
.
ω
Φ
P

お

①
9

、、0
9
ヨ
①
9
冒

ω二
8

9
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       The Fundamental Framework of Normative Sociology 
  -Through Value-Theoretic Interpretation of the Problem of Order 

                       Makoto TODOROKI 

     The aim of this paper is to propose a form of normative sociology , in other words, the norma-
tive scientific study in sociology. First, I will define the normative science . Second, I will claim that 
the problem of order in sociology is not only important as an empirical problem , but also can have aca-
demic significance effectively when it is taken as a justice-theoretic and value-theoretic problem . Amd 
I will also claim that if we adopt this point of view, we can say that the normative sociology has al-

ready been dealt with extensively in the form of study on the value-theoretic problem of order . 
 As known well, the problem of order has always been noticed in the history of sociology as the 

theme which expresses the form of relation between individuals and society most effectively . Recent-
ly, by using a mathematical approach, the problem of order has been analyzed and formulated with 

more logical accuracy like in other problems of sociology. Especially, the rational choice theory and 

the social choice theory are used positively in studies on the problem of order since they are expected 

to have potentiality for explanation of generation of order or institution . However, there are theoreti-
cal criticisms which can be said to be fundamental in some sense and there seems to be no answer to 

them. 

 In this paper, I will admit that the study on the problem of order which is based on the fundamen-

tal idea of the rational choice theory or the social choice theory has some problems if we take it as 

empirical. However, if we take it as value-theoretic. I will claim that we can find it as significantly ef-

fective in sociological theory. Moreover, through this demonstration , I will try to clarify the central 
problem of normative sociology. 
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