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社
会
学
に
お
け
る
規
範
的
分
析

の
可
能
性

丶

長
松

奈
美
江

〈要
旨
〉

正
義
の
規
範
理
論
は
、
「正
義
に
適
っ
た
状
態
」
を
説
得
的
に
示
す
と
い
う
こ
と
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
が
現
状
に
対
し
て
い
か
な
る
価
値
判
断
を
下
す
か
、
ま
た
、
い
か
な
る

理
想
状
態
を
提
供
で
き
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
も
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

こ
れ
は
規
範
理
論
の
実
践
的
基
準
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
正
義
研
究
を
正
義
の
規
範
的
研
究
、
経
験
的
研
究
と
い
う
二
つ

の
区
分
か
ら
整
理
し
、
両
研
究
領
域
の
異
質
性
、
交
流
の
な
さ
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て

「規
範
理
論
の
実
践
的
基
準
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
研
究
が
そ
の
両
者
の
ど
ち
ら
に
お
い

て
も
な
さ
れ
て
き
て
い
な
い
こ
と
、
規
範
理
論
の
実
践
的
基
準
は
正
義
の
規
範
的
研
究

の
側
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

次
に
、
社
会
階
層
論
に
お
け
る

「機
会
の
平
等
」
原
則
と

「公
正
な
配
分
原
理
」
原

則
、
そ
し
て
両
者
を
結
合
し
た

く機
会
の
平
等
-
公
正
な
配
分
原
理
V
原
則
を
考
察
し
、

こ
れ
ら
の
原
則
が
明
確
な
理
想
状
態
を
提
供
し
得
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
正
義

の
規
範
理
論
的
知
見
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
具
体
的
に
は
、
J
.

ロ
ー
マ
ー
が
展
開
す
る

「機
会
の
平
等
」
原
則
を
規
範
理
論
的

「機
会
の
平
等
」
原
則

と
し
て
、
こ
の
原
則
が
下
す
価
値
判
断
を

〈機
会
の
平
等
ー
公
正
な
配
分
原
理
〉
原
則

が
下
す
も
の
と
比
較
し
、
正
義
の
規
範
理
論
が
現
状
診
断
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
意
義

を
、
明
確
な
理
想
状
態
の
提
供
と
い
う
点
に
求
め
る
。
本
稿
は
、
規
範
理
論
の
実
践
的

基
準
を
社
会
階
層
研
究
の
中
で
考
察
し
、
社
会
学
の
中
に
社
会
過
程
の
規
範
的
分
析
を

位
置
づ
け
る
た
め
の
試
論
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

正
義
研
究

規
範
理
論

経
験
理
論

機
会
の
平
等

公
正
な
配
分
原
理

丶

丶
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1

正
義
研
究
-
正
義
の
規
範
的
研
究
と
経
験
的
研
究

正
義
研
究
に
お

い
て
は
、
そ
の
内
部
に
異
な
る
理
論
領
域
が
存
在
す
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(≦

一一Φ「
一8

N
嚇
日
ωけ興

一
㊤Φ
α
)。
そ
こ
で
採
用
さ
れ
て

い
る
分
類
は
、
正
義
の
規
範
的
研
究

・
経
験
的
研
究
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
(正)。

ま
ず
之
の
二
つ
の
分
類
に
し
た
が

っ
て
、
正
義
研
究
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

正
義
の
規
範
的
研
究
は
、
主
に
政
治
哲
学
、
倫
理
学
、
厚
生
経
済
学
な
ど
の

研
究
分
野
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。
正
義
の
規
範
理
論
ば
、
現
実
世
界
を
抽
象
化

し
㍉
あ
る
特
定
の
理
論
的
装
置
や
よ
り
高
次
の
抽
象
的
価
値
を
設
定
し
て
(、
)、

そ
こ
か
ら
特
定
の

「正
義
に
適

っ
た
状
態
」
を
描
き
出
す
。
代
表
的
な
も
の
に
、

功
利
主
義
、

「ロ
ー
ル
ズ

の
公
正
と
し

て
の
正
義

(菊
鋤
葦
ω
一Φ刈
尸

一⑩。。b。
)、
セ
ン

の
潜
在
能
力
の
平
等
論

(ω
雪

一㊤。。窪
し
㊤㊤
卜。
弘
㊤
㊤㊤
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

J
.ベ
ン
サ
ム
に
よ

っ
て
確
立
さ
れ
、
J
●S
9ミ
ル
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
功

利
主
義
は
、
当
該
社
会
の
公
正
さ

に
つ
い
て
、
諸
個
人
の
快

・
満
足
な
ど
の
主

観
的
な
感
情

(11

「効
用
」
)
を
総
和
し
て
算
出
さ
れ
た

「社
会
的
効
用
」
が
最

大
に
な
る
と
き
、
そ
の
社
会
は
正
義
に
適

っ
て
い
る
、
と
定
義
す
る
も

の
で
あ

る
。
功
利
主
義
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
帰
結
の
み
を
重
視
し
、
財
が
分
配
さ
れ

る

プ

ロ

セ

ス

や
個

々
人

の
権

利

を

軽

視

す

る

点

(
「
帰

結

主

義

」

(O
O
昌
ω
Φρ
二
Φ
昌
什冨
瓢
oo]B
))
、
ま
た
快

・
満
足
な
ど
の
主
観
的
な
要
素
し
か
考
慮
の

対
象
ど
し
な
い
点

(「効
用
王
義
」
(ξ
Φ一砂
N6
ヨ
))
等
に
対
し
て
批
判
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
豆
。

ジ
ョ
ン

・
ロ
ー
ル
ズ
が

一
九
七

一
年
に

『正
義
論
』
を
上
梓
し
た
の
は
、
功

利
主
義

の
社
会
構
成
原
理
と
し
て
の
不
適
切
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
代
わ

る
規
範
理
論

の
再
生
を
試
み
る
た
め
で
あ

っ
た
。
ロ
」
ル
ズ
は
原
初
状
態
と
い

う
理
論
的
装
置
を
設
定
し
て
、
無
知
の
ヴ

ェ
ー
ル
の
も
と
に
置
か
れ
た
個
々
人

の
合
理
的
な
意
思
決
定
か
ら
、
正
義
の
二
原
理
が
導
出
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。

原
初
状
態
と
は
、
社
会
生
活
を
始
め
る
前
に
、
そ
の
ル
ー
ル
を
決
定
す
る
た
め

に
参
加
者
た
ち
が
討
議
す
る
仮
設
的
な
場
で
あ
り
、
無
知
の
ヴ

ェ
ー
ル
と
は
、

個
々
人
が
杜
会
に
お
け
る
自
分
の
社
会
的

・
経
済
的
地
位
一
才
能
や

ハ
ン
デ
ィ

キ
ャ
ッ
プ
の
有
無
な
ど
の
情
報
を
知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
に
、
そ
の
社
会
の

一
般

的
情
報
だ
け
を
知
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
指
す
。
無
知
の
ヴ

ェ
ー
ル
と

い
う
条
件
を
課
さ
れ
た
原
初
状
態
に
虹
い
て
は
、
個
々
人
が
十
分

に
合
理
的

(自
己
利
益
を
追
求
す
る
ど
い
う
意
味
で
)
に
も
関
わ
ら
ず
、
基
本
的
自
由
に
対

す
る
平
等
な
権
利
を
全
員
に
確
保
す
べ
し
と
い
う

「第

一
原
理
」
と
、
公
正
な

機
会
均
等
が
確
保
さ
れ
た
状
況
で
、
も

っ
と
も
恵
ま
れ
な
い
人
の
利
益
を
最
大

化
す
る
社
会
的

・
経
済
的
不
平
等
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
許
容
で
き
る
と
す
る

「第

二
原
理
」
か
ら
な
る
正
義
の
二
原
理
が
導
出
さ
れ
る
と

い
う

(閃
㊤dく一ω
一㊤
刈
一)。

こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
は
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
を
受
け
つ
つ
も
〔、)、
学
問
の
領

域
を
越
え
て
も

っ
と
も
影
響
力
を
も
つ
理
論
の

一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

∴
一
方
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア

・
セ
ン
は
、
功
利
主
義
、
ロ
ー
ル
ズ
の
公
正
ど
し
て

の
正
義
を
批
判
す
る
中
で
、
彼
自
身
は

「潜
在
能
力
の
平
等
」
を
主
張
し
て
い

る

(ω
Φp
一㊤。。αぴ
℃
一㊤
Φ卜。"
一り
㊤⑩
)。
彼
は
正
義
の
情
報
的
基
礎
と
し
て
、
財
で
も

効
用
で
も
な
く
、
財
か
ら
効
用
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
に
注
目
す
べ
き
と

い
う
。

た
と
え

ロ
ー
ル
ズ

の
い
う
基
本
財
が
各
人
に
平
等
に
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、

あ
る
人
は
病
気
や
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
等
に
よ
り
、
財
を
効
率
的
に
効
用
に
変

310



換
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

結
果
と
し
て
実
現
さ
れ
る
個
人
の
状
態
は
平
等
た
り
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
正
義

は
こ
の
よ
う
な
差
異
に
考
慮
す
べ
き

で
あ
る
と

い
う
。
そ
こ
で
セ
ン
が
福
祉
の

尺
度
と
す
る
の
は
、
「人
が
な

っ
た
り
、
な
し
た
り
で
き
る
こ
と
」
と
定
義
さ
れ

る

「機
能

(岔
づ
。
け一〇
巳
づ
oQ
ω)」
と
、
選
択
す
る
こ
と
の
で
き
る

「機
能
」
の
集

合
と
し
て
定
義
さ
れ
る

「潜
在
能
力

(o
巷
9
σ
　
三
Φ
。。)」

で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
考
え
方
に
は
、
福
祉
的
自
由

(≦
Φ〒
ぴ
①ぎ
oq
守
Φ巴
o
ヨ
)
と
行
為
主
体
的
自

由

(p
ゆq
Φp
畠

ヰ
Φ巴
o
目
Y
と
い
う

二
つ
の
側
面
か
ら
自
由
を
捉
え
、
個
人
の
主

体
的
な
判
断
や
評
価
を
重
視
す
る
人
間
観
が
あ
る
〔,〉ρ
ロ
ー
ル
ズ
、
セ
ン
の
他

に
も
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
の
平
等
論

θ
≦
o
「霆
昌
一〇。。
一ρ
一㊤。。
一σ
)
、
ア
ー

ヌ
ソ
ン
の
厚
生

へ
の
機
会
の
平
等
論

(〉
「づ
Φ
のO
P
一
〇QO㊤
)
、
コ
ー
エ
ン
の
有
利

さ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
平
等
論

(O
o
7
Φ
p
一㊤
。。
㊤)
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。

一
方
、
正
義

の
経
験
的
研
究
に
は
、
心
理
学
や
社
会
学
に
お
け
る
研
究
蓄
積

が
あ
る
。
斎
藤

(
一
九
九
八

二

六
九
頁
)
に
よ
れ
ば
、
正
義
の
経
験
的
研
究

に
お
け
る
正
義
は
、
希
求
さ
れ
る
べ
き
価
値
基
準
で
は
な
く
社
会
過
程
の

一
部

「
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と

い
う
。
正
義

の
規
範
的
研
究
が
、
理
論

の
目
的
を
、
正

義
に
適

っ
た
望
ま
し
い
状
態
を
何
ら
か
の
理
論
的
根
拠
か
ち
説
得
的
に
示
す
こ

と
に
置
く

一
方
、
正
義
の
経
験
的
研
究
は
何
ら
か
の
哲
学
的
前
提
や
抽
象
的
な

立
場
に
身
を
置
く
こ
と
な
し
に
、
行
為
者
の
視
点
か
ら
み
た
公
平
な
状
態
や
そ

の
認
知
メ
カ

ニ
ズ

ム
の
追
究
を
目
指
す
。
正
義
の
経
験
的
研
究
に
は
、
公
平
理

論
や
、
不
公
平
感
研
究
、
正
義
観
研
究
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
。

公
平
理
論
は
、
ホ
マ
ン
ズ

の
正
義
命
題
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
受
け
継

い
で
ア
ダ

ム
ズ

(〉
住
鋤
ヨ
ω
一㊤
①
α)、
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
も

の
で
、
公
平
な
状
態
は
、
社

会
的
交
換
に
お
け
る
投
入

ヘイ
ン
プ

ッ
ト
)
と
そ
れ
と
引
き
換
え
に
受
け
取
る

結
果

(ア
ウ
ト
カ
ム
)
の
交
換
比
率
に
つ
い
て
定
義
さ
れ
る
。
旦
ハ体
的
に
は
、

あ
る
人
の
投
入
と
結
果
と
の
比
が
他
者
の
投
入
と
結
果
と
の
比
と
異
な
る
場
合

が
不
公
平
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
労
働
に
お
け
る
報
酬
を
問
題
に
す
る
な

ら
ば
、
労
働
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
の
強
さ
、
労
働
時
間
な
ど
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
、

報
酬
や
仕
事
達
成
に
よ
る
名
誉
な
ど
の
ア
ウ
ト
カ
ム
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
公

平
性
が
」
他
者
と
の
比
較
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
。
公
平
理
論
は
小
集
団
を
対

象
と
す
る
実
験
心
理
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
二
者

間
の
社
会
的
交
換
に
お
い
て
公
平
性
が
定
義
さ
れ
て
お
り
、
社
会
と
個
人
と

い

う
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
。

不
公
平
感
研
究
に
お
い
て
は
、.
個
人
に
よ
る
社
会
の
評
価
が
解
明
の
対
象
と

な
る
。
具
体
的
に
は
、
収
入
や
学
歴
と
い
っ
た
属
性
に
お
け
る
不
公
平
感
、
ま

元
は
全
体
社
会
に
つ
い
て
の
不
公
平
感
の
分
布
や
そ
の
評
価
メ
カ

ニ
ズ

ム
が
追

究
さ
れ
る
。
不
公
平
感
の
時
系
列
的
な
変
遷
や

(間
淵

二
〇
〇
〇
)
、
不
公
平

感
と
社
会
的

・
経
済
的
属
性
と
の
関
連
性
を
問
う
研
究

(海
野

・
斉
藤

一
九
九

〇

"
織
田

・
阿
部

一
九
九
八
)
が
存
在
し
て
い
ム
。
不
公
平
感
と
属
性
は
有
意

な
関
係
性
を
持
た
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
不
公
平
感
を
発
生
さ
せ
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
追
究
が
課
題
と
な

っ
て
い
る

(宮
野
編

二
〇
〇
〇
)
。

ま
た
.
正
義
観
研
究
と
し
て
は
、
個
人
が
い
か
な
る
価
値
基
準
を
有
し
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
(
貧
困
の
原
因
に
対
す
る
認
知
や
、
再
分
配
政

策
、
差
別
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
対
す
る
態
度
と
い
っ
た
、
広
く
資
源
㊨
分
布

状
況
に
関
す
る
意
識
を
問
う
研
究
が
存
在
す
る

(固
器
ひq
Φ
一
碧
住
Q。
豊
け互

一
㊤。。Φ

社会学における規範的分析の可能性311



"
ζ

錠

ω
冨

尸

ω
註

沖

幻
ε

けプ
9
包

ゆ
ξ
伽q
o
旨

ρ

一
㊤
8

)
。

ヒ

以
上
、
正
義
の
規
範
的
研
究
と
経
験
的
研
究
に
お
け
る
代
表
的
な
理
論
を
列

挙
し
て
き
た
。
こ
の
両
者
の
研
究
領
域
を
概
観
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
正
義
の

規
範
的
研
究
と
経
験
的
研
究
の
異
質
性
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
つ
に
は
、
展
開
さ

れ
る
学
問
分
野
の
差
異
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
正
義
の
規
範
的
研
究
は
専
ら
哲

学
や
経
済
学
に
お
い
て
、
経
験
的
研
究
は
心
理
学
や
社
会
学
に
よ

っ
て
展
開
さ

れ
る
と

い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
質
な
学
問
分
野
を
背
景
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
学
問
分
野
の
差
異
を
反
映
し
て
、
ミ
ラ
!

(ζ
諱
一ΦN
一㊤
⑩卜⊃)
は
、

正
義

の
規
範
的
研
究
と
経
験
的
研
究
の
問
に
は
、
あ
ま
り
活
発
な
交
流
が
な
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
、
正
義
の
規
範
的
研
究
の
理
論
家

た
ち
が
、
正
義
に
つ
い
て
の
大
衆

の
信
念
は
私
的
利
害
や
認
知
的
な
失
敗
に
よ

っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
曖
昧
で
混
乱
し
て
い
る
た
め
、
正
義
の
規
範

的
研
究
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
価
値
を
持

っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
、
と
述

べ
て
い
る
(b
口
。朝
0α
ー①
)。
そ
し
て
、
両
者
の
交
流
が
も

っ
と
活
発
に
な
さ
れ
る
た

あ

に
、
(規
範
)
理
論
家
は
、
社
会
科
学
の
研
究
蓄
積
を
使
用
し
、
正
義
に
つ
い

て
の
存
在
す
る
信
念
を
自
分

の
理
論
的
構
成

の
中
に
取
り
入
れ
て
組
織
化
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
(勹
P
α
。。
Q。b
一)。

ミ
ラ
ー
が
理
論
的
交
流
と

い
う
と
き
に
想
定
し
て
い
る
の
は
、
正
義
の
経
験

的
研
究
で
展
開
さ
れ
る
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
公
平
評
価
や
正
義
観
を
、
正
義

の

規
範
的
研
究
に
対
す
る
貢
献
と
し
て
捉
え
る
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
確
か
に
、

ロ
ー
ル
ズ
の
基
本
財
を
考
え
る
と
き
、
合
理
的
な
人
間
で
あ

っ
た
ら
誰
も
が
望

む
も
の

(知
9
≦
一ω
一⑩
刈
一)
と

い
う
定
義
づ
け
を
な
さ
れ
た
基
本
財
の
リ
ス
ト
が
、

現
実
の
社
会

の
構
成
員
か
ら
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
資
源
に
つ
い
て
の
知
識

と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
セ
ン
が
基
本
的
潜
在
能
力

と

い
う
と
き
、
あ
る
機
能
が
基
本
的
と
み
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
個
人
的

・
社

会
的
な
多
様
性
に
よ
る
と
彼
は
述
べ
て
い
る
が

(Go
①
旨
一
㊤㊤
b。)
、
い
か
な
る
も
の

が
基
本
的
機
能
に
含
ま
れ
る
か
は
、
社
会
の
全
般
的
な
豊
か
さ
や
、
財
の
持

つ

社
会
的
な
意
味
を
考
慮
せ
ず
に
は
決
定
さ
れ
得
な

い
弖
。
し
か
し
、
ミ
ラ
ー
は

人
々
の
正
義
に
つ
い
て
の
信
念

(11
正
義
の
経
験
理
論
)
が
規
範
理
論
に
対
し

て
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
正
義
の
規
範
的
研
究
に
お

い
て
な
さ
れ
て
い
6
議
論
が
、
現
状
診
断
の
際
に
い
か
な
る
貢
献
を
な
す
か
、

正
義
の
規
範
理
論
を
現
実
の
資
源
分
配
状
態
に
対
す
る
価
値
判
断
基
準
と
し
て

用
い
る
利
点
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

正
義
の
規
範
的
研
究
と
経
験
的
研
究
の
異
質
性
の
理
由
と
し
て
、
次
に
、
正

義
の
規
範
的
研
究
と
経
験
的
研
究
に
お
け
る
理
論
の
目
的

・
評
価
基
準
の
違

い

が
指
摘
で
き
る
。
正
義
の
規
範
的
研
究
に
お

い
て
は
、
理
論
の
目
的
は
、
正
義

に
適

っ
た
望
ま
し
い
状
態
に
つ
い
て
の
論
理
整
合
的
か

つ
説
得
的
な
理
論
の
提
.

出
に
置
か
れ
る
。
そ
し
て
理
論
の
妥
当
性
は
、
「正
義
に
適

っ
た
状
態
」
が
ど
の

程
度
説
得
的
に
導
出
さ
れ
た
か
に
よ

っ
て
診
断
さ
れ
、
現
実
世
界
を
適
切
に
反

映
し
て
い
る
か
と

い
ヶ
こ
と
か
ら
は
診
断
さ
れ
な
い
。

一
方
正
義
の
経
験
的
研

究
に
お
い
て
は
、
現
実
の
社
会
過
程
と
し
て
存
在
す
る
公
平
評
価
プ
ロ
池
ス
や

正
義
観

の
追
究

・
解
明
が
目
指
さ
れ
、
現
実
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
が
主
要

な
評
価
基
準
と
し
て
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
高
坂

(
一
九
九
八

"
五
八
ー
九
頁
V
は
、
規
範
理
論
の
評
価
基
準
と
し
て
、

規
範
理
論
特
有
の
実
践
的
基
準
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
「与
え

ら
れ
た
規
範
理
論
が
適
用
さ
れ
た
と
き
に
果
た
し
て
規
範
的
内
容
が
実
現
さ
れ
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う
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
実
現
さ
れ
る
と
し
て
も
ど
の
程
度
実
現
さ
れ
る
か
」

を
問
う
基
準
で
あ
る
と
さ
れ
る
(,}。
ロ
ー
ル
ズ
や
セ
ン
な
ど
が
提
出
す
る
正
義

の
規
範
理
論
は
、
実
践
的
な
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
か
な
る
理
論
か
ら
、
い
か
な
る
現
状
判
断
が
下
さ
れ
る
か
。
こ
の
よ
う
な
視

点
か
ら
の
研
究
は
、
正
義
の
規
範
的
研
究
に
は
ぽ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
(、)。

し
か
し
正
義

の
規
範
理
論
は
、
現
状
診
断
の
た
め
の
理
論
と
し
て
実
践
的
に
用

い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

で
は
正
義
の
経
験
的
研
究
の
側

に
、
あ
る
特
定
の
規
範
を
用
い
て
、
現
状
に

対
し
て
価
値
判
断
を
下
す
よ
う
な
視
点
が
存
在
し
う
る
か
。
し
か
し
正
義
の
経

験
理
論
は
、
そ
の
評
価
基
準
と
し
て
真
理
問
題
を
要
求
さ
れ
る
の
で
、
社
会
過

程
の
分
析
か
ら
何
ら
か
の
価
値
判

断
を
導
出
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な

い
。

導
出
さ
れ
る
理
論
は
、
行
為
者
の
価
値
判
断
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
る
。
正
義

の
経
験
的
研
究
に
お
け
る
価
値
判
断
は
、
現
実
的
な
足
場
を
常
に
持
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
規
範
理
論
の
実
践
的
基
準
の
問
題
は
、
正
義
の
経
験
的
研
究
の

側
で
は
な
く
、
正
義
の
規
範
的
研
究

に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
義

の
規
範
的
研
究
と
経
験
的
研
究
と
の
問
に
は
活
発
な
交
流
が
な
さ
れ
て

お
ら
ず
、
両
者
の
交
流
に
は
、
正
義
の
経
験
的
研
究
を
正
義
の
規
範
的
研
究

へ

の
貢
献
と
し
て
捉
え
る
こ
と
以
外

κ
、
正
義
の
規
範
的
研
究
が
、
現
状
診
断
の

際
に
果
た
す
役
割
を
考
察
す
る
視

点
が
必
要
な
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
、

規
範
理
論
の
評
価
基
準
か
ら
い
う
と
、
規
範
理
論
の
実
践
的
基
準
を
考
察
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
正
義
の
規
範
理
論
を
現
状
診
断

の
た
め
の
理
論
と
し
て
用
い
る
た
め
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
。
ま
た
、
現
状
診

断
の
た
め
の
理
論
と
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
べ
き
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
は
、
抽
象
的
な
次
元
に
と
ど
ま

っ
て
い
て

は
回
答
で
き
な
い
。
こ
こ
で
、
社
会
学
の
内
部

へ
と
議
論
の
場
を
移
そ
う
。

2

社
会
階
層
論
に
お
け
る
価
値
判
断
基
準

1

「
機
会
の
平
等
」
原
則
と

「
公
正
な
配
分
原
理
」
原
則

正
義
の
規
範
的
研
究
、
経
験
的
研
究
い
ず
れ
も
、
財
の
分
配
状
態
の
公
正
性

を
め
ぐ

っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
規
範
的
研
究

に
お
い
て
は
、
財
を
ど
の
よ
う
に
分
配
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
焦
点
と
な
る
。

一
方
経
験
的
研
究
は
、
財
の
分
配
状
態
に
対
す
る
人
々
の
評
価
や
認
知
を
対
象

と
す
る
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
々
は
財
が
ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
た
状

態
を
公
正
と
み
な
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
が
置
か
れ
る
』

正
義
の
規
範
的
研
究
、
経
験
的
研
究

の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
る
理
論
で
は

な

い
け
れ
ど
も
、
社
会
学
に
お
い
て
、
社
会
的

・
経
済
的
資
源
の
分
配
状
態
を

記
述

・
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
理
論
領
域
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
社
会

階
層
論
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
職
業
、
学
歴
、
所
得
、
財
産
、
生
活
様
式
、
勢

力
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
の
分
配
状
態
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
社
会

の
平

等

・
不
平
等
性
を
診
断
し
て
い
る
。
社
会
階
層
論
は
、
資
源
の
分
配
状
態
を
介

し
て
社
会
の
平
等

・
不
平
等
性
と
関
わ
る
が
ゆ
え
に
、
必
然
的
に
規
範
的
問
題

と
も
関
連
す
る
。
例
え
ば
高
坂

(二
〇
〇
〇

二
ニ
ー
四
頁
∀
は
、
階
層
や
社
会
移

動
に
関
す
る
経
験
的

・
理
論
的
問
題
に
は
、
社
会
の
資
源
分
配
の
不
平
等
状
態

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
現
状
に
あ
る
か
に
関
す
る

「事

実
問
題
」

に
加
え

て
、
将
来

に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
に
関
す
る
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「規
範
問
題
」
が
存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

社
会
階
層
論
と
正
義
の
規
範
的

研
究
は
両
者
と
も
財
の
分
配
状
態
に
焦
点
を

合
わ
せ
る
研
究
で
あ
る
け
れ
ど
も

、
互
い
に
言
及
す
る
こ
と
は
少
な

い
(,v。
例

え
ば
、
階
層
理
論
の

.「規
範
問
題
」
に
対
し
て
、
正
義
の
規
範
理
論
が
何
ら
か

の
貢
献
を
果
た
し
う
る
こ
と
を
主
張
す
る
論
者
は
少
な
い
(皿
)。
階
層
理
論
と
正

義

の
規
範
理
論
は
、
と
も
に
資
源
分
配
の
公
正
性
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と

い

う
視
点
を
共
有
し
つ
つ
も
、
互
い
に
異
質
な
文
脈
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。
本
稿

は
、
階
層
理
論
に
お
け
る

「規
範
問
題
」
の
解
明
に
正
義

の
規
範
理
論
が
果
た

し
う
る
貢
献
を
考
察
七
、
規
範
理
論
を
現
状
診
断
の
理
論
と
し
て
実
践
的
に
用

い
る
方
策
を
探
る
。

以
下
で
は
、
階
層
理
論
に
お
い
て
取
け
上
げ
ら
れ
て
い
る

「機
会
の
平
等
」

と

「公
正
な
配
分
原
理
」
と

い
う
価
値
判
断
基
準
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
を
両
立
さ

せ
る
た
め
に
は
、
正
義
の
規
範
理
論
の
知
見
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
よ
う
。

「機
会
の
平
等
」
原
則
と
は
、
あ
る
資
源

の
分
配
が
な
さ
れ
る
前

に
、
す
べ

て
の
人
が
同
じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と
を
要
請
す
る
。
こ
の
原
則
は
、

生
ま
れ
た
環
境
や
生
得
的
な

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ツ
プ
な
ど
で
、
あ
る
資
源
に
対
す

る
ア
ク
セ
ス
.が
妨
げ
ら
れ
る
べ
き

で
は
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

一
方

「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則
と
は
、
平
等
化
さ
れ
た
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
前
提
と

し
て
、
そ
の
後
の
資
源
が
ど
の
よ
う
に
し
て
分
配
さ
れ
る
か
を
規
定
す
る
原
則

で
あ
る
。
公
正
な
配
分
原
理
と
は
、
資
源
を
分
配
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
が
分

配
さ
れ
る
基
準
と
し
て
公
正
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
九
五
年
の
S
S
M
調
査
で
は

、
高

い
社
会
的
地
位
や
経
済
的
資
源
に
対

す
る
望
ま
し
い
資
源
配
分
原
理
を
問
う
質
問
が
あ
る
。
こ
こ
で
回
答
者
は
、
望

ま
し
い
資
源
配
分
原
理
と
し
て
、
〈実
績

〉、.〈
努
力
〉、
〈
必
要
〉、
〈
平
等

〉
と

い

う
選
択
肢
の
中
か
ら

一
つ
選
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
望
ま
し

い

資
源
配
分
原
理
と
し
て
最
も
合
意
を
得
て
い
る
も
の
は
、
〈
努
力
〉
で
あ
り
、
そ

れ
に

く実
績
y
が
続
く
。
〈
努
力

〉
と

〈
実
績
〉
を
合
わ
せ
る
と
、
約
。。ρ
Oま
に

も
及
ぶ
。
こ
の
こ
と
は
、
行
為
者
が

「必
要
に
応
じ
る
分
配
」
や

「平
等
分
配
」

と

い
っ
た
、
人
の
貢
献
や
そ
れ
に
応
じ
た
格
差
を
カ
ウ
ン
ト
し
な

い
よ
う
な

「結
果
の
平
等
」
を
、
高
い
社
会
的
地
位
や
経
済
的
資
源
に
お
け
る
理
想
の
資
源

配
分
原
理
と
し
て
求
め
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
〈
努
力
〉、
〈
実
績
〉
と

い
う
配
分
原
理
は
、
「頑
張

っ
た
人
が
頑
張

っ
た
分
だ
け
」
と
い
う
価
値
判
断
を

表
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
の
不
平
等
を
許
容
す
る
考
え
方
で
あ

る
。
そ
し
て
結
果
の
不
平
等
を
許
容
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
資
源
が

〈
努

力

〉、
〈実
績

〉
と

い
う
、
人
々
の
貢
献
分
に
応
じ
て
分
配
さ
れ
る
こ
と
を
要
求

す
る
の
で
あ
る
(n
)。

資
源
が
分
配
さ
れ
る
事
前
的
状
況
に
関
わ
る

「機
会
の
平
等
」
原
則
と
、
資

源
分
配
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る

「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則
と
は
、

い
か
な
る

関
係
性
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

「機
会
の
平
等
」
原
則
は
、
何
ら
か
の
資
源
分
配
が
行
わ
れ
る
前

の
、
ス
タ

ー
ト
ラ
イ
ン
を
平
等
化
す
べ
き
と
い
う
要
請
で
あ
る
。
そ
し
て

「公
正
な
配
分

鳫
理
」
原
則
と
は
、
平
等
化
さ
れ
た
入
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
前
提
と
し
て
、
そ
の

後
の
資
源
が
ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
る
か
を
規
定
す
る
原
則
で
あ
る
。
「機
会
の

平
等
」
原
則
は
事
前
的
状
況
に
関
わ
る
価
値
基
準
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
資
源
が

ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
る
か
と
い
ケ
プ

ロ
セ
λ
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な

い
・
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な
ぜ
な
ら

「機
会
の
平
等
」
原
則
は
、
配
分
原
理
と
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
は
、

そ
の
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
ア
ク
セ
ス
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
と

い
う
こ
と
を
も
要
請
す
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
お
る
高

い
職
業
的

地
位
の
分
配
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
地
位
を
望
む
人
は
、
ど
の
よ
う
な
属
性

を
持

っ
て
い
る
人
で
も
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
・

地
位
の
配
分
基
準
を
満
た
す
こ
と
に
、
個
人
の
属
性
に
よ

っ
て
有
利

・
不
利
が

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「あ
ら
ゆ
る
人
が
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

い
う
事
実
を
も

っ
て
し
て
、
「機
会

の
平
等
」
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る

こ
と
は
で
き
な

い
。

つ
ま
り
、
資
源

分
配
の
原
理
と
さ
れ
る
も
の
に
、
特
定
の

人
が
よ
り
ア
ク
セ
ス
し
や
す

い
状
況

に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
機
会
の
平
等
が
確

保
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
機
会
の
平
等
が

「真
に
」
確
保
さ

れ
る
の
は
、
そ
の
資
源

の
公
正
な
配
分
原
理
が
特
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
誰

に
対
し
て
も
ア
ク
セ
ス
可
能
と
い
う
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き

の
み
で
あ
る
。

す
な
わ
ち

「機
会
の
平
等
」
原
則
は
、
配
分
原
理
の

「公
正
さ
」
が

「機
会
の

平
等
」
原
則
に
抵
触
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
要
請
す
る
。

「機
会

の
平
等
」
原
則
は
、
「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則
と
別
個
に
適
用
さ
れ

る
な
ら
ば
、
そ
の
要
請
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「機
会
の
平
等
」
原
則
の

要
請
は
、
「公
正
な
配
分
原
理
」

の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
「機
会
の
平
等
」

原
則
と

「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則

が
と
も
に
考
慮
さ
れ
る
な
ら
ば
、
配
分
原

理
の

「公
正
さ
」
な
、
「機
会
の
平
等
」
原
則
を
満
た
す
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

こ
こ
で
、
「機
会
の
平
等
」
原
則
と

「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則
を
結
合
し
た
も

の
を
、
〈
機
会
の
平
等
-
公
正
な
配
分
原
理
〉
原
則
と
呼
ぼ
う
。

こ
の

〈
機
会
の
平
等
-
公
正
な
配
分
原
理
〉
原
則
を
適
用
し
て
、
現
状
に
対

し
て
価
値
判
断
を
下
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
原
則
に
よ
る
と
、
個

人
が
属
す
る
立
場
に
よ

っ
て
配
分
原
理
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
差
異
が
生
じ
る
事
態

は
、
許
容
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
、
「公
正
な
配
分
原
理
」

原
則
は

「機
会
の
平
等
」
原
則
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
大
学
進
学
率
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
大
学
に
進
学
す
る

否
か
、・
つ
ま
り
高
い
学
歴
と

い
う
社
会
的
資
源
が

い
か
に
分
配
さ
れ
る
か
は
、

そ
の
配
分
原
理
に
よ

っ
て
い
る
。
そ
し
て
学
歴
と

い
う
資
源
に
お
け
る
配
分
原

理
と
し
て
ま
ず
想
定
さ
れ
う
る
の
は
、
学
力
で
あ
ろ
う
。
配
分
原
理
と
し
て
の

「学
力
」
は
、
そ
の
先
に
あ
る
高
い
レ
ベ
ル
の
学
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
能
力
を

確
保
す
る
と
い
う
点
で
、
ま
た
親
の
所
得
や
権
力
と

い
っ
た
、
学
業
遂
行
能
力

と
関
係
の
な
い
配
分
原
理
を
除
去
す
る
と
い
う
点
で
、
妥
当

で
あ
る
。
こ
こ
で
、

学
力
を
同
じ
く
す
る
人
た
ち
の
中
で
は
大
学
進
学
率
は
同
じ
で
あ
る
と
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
学
力
と

い
う
配
分
原
理
以
外
の
要
因
に
よ
っ
て
大
学
進

学
が
決
定
さ
れ
な
い
の
で
、
「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則
に
よ
っ
て
公
正
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
る
。

で
は

バ
機
会

の
平
等
-
公
正
な
配
分
原
理
〉
原
則
か
ら
み
て
、
こ
の
よ
う
な

現
状
に
い
か
な
る
判
断
が
下
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
く

つ
か
の
経
験
的
研
究

は
、
「学
力
」
は
親
の
所
得
、
職
業
、
学
歴
等
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る

(岩
本

二
〇
〇
〇

脚
刈
谷

二
〇
〇

一
)。

つ
ま
り
、
「学
力
」
に
対

す
る
ア
ク
セ
ス
の
し
や
す
さ
は
、・
出
身
階
層
間
で
平
等
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う

な
事
実
は
、
〈
機
会
の
平
等
-
公
正
な
配
分
原
理
〉
原
則
か
ら
は

「許
容
で
き
な

い
」
と
判
断
さ
れ
る
。
」よ

っ
て
、
他
の
原
理
に
学
歴
の
配
分
基
準
を
求
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
七
か
し
、
学
歴
の
配
分
基
準
と
し
て
、
「学
力
」
以
外
に
適
当

社会学における規範的分析の可能性315



な
も
の
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

学
歴
達
成
の
他
に
も
、
配
分
原
理
に
個
人
の
属
す
る
環
境

の
影
響
が
み
と
め

ら
れ
る
領
域
が
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
出
身
階
層
と
達
成
階
層
の
連
動
性

も
、
こ
れ
と
類
似
し
た
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
職
業
選
択
の
場
面
は
多

様
で
あ
る
た
め
、
職
業

に
お
け
る
唯

一、の
配
分
原
理
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き

な

い
け
れ
ど
も
、
高

い
職
業
的
地
位
を
分
配
す
る
と
き

の
基
準
と
な
る
適
性
な

ど
に
は
、
親

の
職
業
的
地
位
が
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
学
歴
達

成
や
職
業
選
択
な
ど
の
貢
献
原
則

が
要
求
さ
れ
る
領
域
に
は
、
配
分
原
理

へ
の

ア
ク
セ
ス
の
差
異
と

い
う
問
題
が
不
可
避
で
あ
る
。
社
会
的
に
価
値
が
あ
る
と

さ
れ
る
資
源
は
希
少
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
資
源
の
配
分
原
理
と
し
て
は
、
よ

り
高
い
能
力
や
資
格
、
適
性
な
ど
が
要
求
さ
れ
る
。
配
分
原
理
と
さ
れ
る
高

い
广

能
力

・
適
性
な
ど
は
、
個
人
が
属
す
る
立
場
に
よ

っ
て
不
可
避
的
に
影
響
を
被

る
。
よ

っ
て
貢
献
原
則
が
適
用
さ
れ
る
資
源
の
分
配
状
態
は
、
〈機
会
の
平
等
-

公
正
な
配
分
原
理
V
原
則
に
よ

っ
て

「不
公
正
な
状
態
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ

る
。つ

ま
り

〈
機
会
の
平
等
-
公
正

な
配
分
原
理
〉
原
則
に
よ
る
と
、
貢
献
原
則

が
適
用
さ
れ
る
学
歴
や
職
業
な
ど

の
資
源
分
配
に
お
い
て
、
「配
分
原
理
」
に
従

っ
て
資
源
が
分
配
さ
れ
る
こ
と
は
不
公
正
と
判
断
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
〈機
会
の

平
等
ー
公
正
な
配
分
原
理
〉
原
則

が
適
応
さ
れ
る
と
、
資
源
分
配
の
基
準
と
さ

れ
る
配
分
原
理
を
特
定
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
現
実
は
、
「機

会

の
平
等
」
原
則
と

「公
平
な
配
分
原
理
な
原
則
の
経
験
的
な
両
立
不
可
能
性

を
表
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
両
者
は
結
合
さ
れ
え
ず
、
〈
機
会
の
平
等
-
公
正

な
配
分
原
理
〉
原
則
は
、
実
現
不
可
能
な
価
値
判
断
基
準
と
し
て
放
棄
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
正
義
の
規
範
的
研
究

に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
ロ
ー

マ
ー
の

「機
会
の
平
等
」
原
則
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
、
「機
会
の
平
等
」

原
則
と

「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則
が
両
立
可
能
と
な
る
た
め
に
、
「個
人
的
責

任
の
範
囲
の
明
確
化
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
。

3

規
範
理
論
的

「
機
会
の
平
等
」
原
則

-

ロ
ー
マ
ー
の
議
論
を
も
と
に
し
て

正
義

の
規
範
的
研
究
に
お
い
て
は
、
結
果
の
不
平
等
に
影
響
を
与
え
る
も
の

で
、
「個
人
に
帰
責
し
う
る
要
因
」
走

「個
人
に
責
任
の
な

い
社
会
的
な
要
因
」

と
を
区
別
す
べ
き
と
い
う
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー

マ
ー
は
、
こ
の
よ

う
な
議
論
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
る
論
者
の

一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
彼

の
議
論
を
た
ど
る
こ
と
で
、
正
義
の
規
範
理
論
が
、
現
状
診
断

の
理
論
と
し
て

の

〈
機
会
の
平
等
-
公
正
な
配
分
原
理
〉
原
則
に
い
か
な
る
貢
献
を
な
し
う
る

か
を
考
察
し
て
い
こ
う
。
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の

一
人
で
あ
る
ロ
ー
マ
ー
は
、

「機
会
の
平
等
」
原
則
を

「環
境

(O帥『O⊆
5
Pωけ曽
P
OΦ
ω)」
、
「タ
イ
プ

(梓旨
Φの)」
、

「努
力
分
布

(Φ
龍
ON
佇
伍
凶ωけ「
一げ
⊆
け一〇づ
)」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
定
式
化
し
て

い
る

(知
oΦ
目
奠

一
㊤㊤
。。
b
O
O
O)
。
彼
が
依
拠
す
る
考
え
方
は
、
本
入
の
責
任
に

帰
す
こ
と
の
で
き
な
い
社
会
的
な
要
因
と
、
本
人
の
責
任
に
帰
す
こ
と
の
で
き

る
要
因
と
を
区
別
し
、
前
者
の
要
因
に
よ

っ
て
生
じ
た
結
果
の
み
、
社
会
的
な

介
入
の
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
考
え
方

で
あ
る
。

ロ
ー
マ
L

(一〇
り
Q。)
に
よ
る
と
、
「機
会
の
平
等
」
原
則
は
、
以
下
の
よ
う
に
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定
式
化
さ
れ
る
。
ま
ず
、
機
会

の
平
等
が
問
題
に
な
る
領
域
が
確
定
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
教
育
達
成
や
失
業
保
険
な
ど
が
領
域
と
し
て
選
択
さ
れ
る
。
そ
し
て

次
に
そ
の
領
域
に
お
け
る
環
境
が
特
定
さ
れ
る
。
環
境
と
は
、
「個
人
が
責
任
を

負
う

べ
き
で
は
な

い
事
柄
で
あ
り
、
あ
る
種

の
有
利
さ
を
達
成
し
た
り
、
ア
ク

セ
ス
し
た
り
す
る
能
力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
」
(U

●窃
)と
さ
れ
る
。
も
し
教
育

が
領
域
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
環
境
に
は
、
例
え
ば
人
種
や
出
身
階
層
、

親

の
学
歴
と

い
っ
た
も

の
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
環
境
は
、
.

「個
人
に
責
任

の
な

い
社
会
的
な
要
因
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
結
果
の
不
平
等
に
対

す
る
環
境

の
影
響
は
、
社
会
的
介
入

の
対
象
と
な
る
。
次
に
、
特
定
さ
れ
た
環

境
に
し
た
が

つ
て
、
個
人
を
タ
イ
プ

に
分
け
る
。
タ
イ
プ
は
、
同
じ
環
境
に
あ

る
個
人
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
。
例
え
ば
出
身
階
層
と
親
の
学
歴
が
環
境
と
し

て
設
定
さ
れ
、
出
身
階
層
と
親
の
学
歴
が
ニ
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
な
る
と
さ
れ
る

な
ら
ば

(単
純
化
の
た
め

〈
高
-
低

〉
と
す
る
)
、
タ
イ
プ
は
四
つ
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
次
に
、
タ
イ
プ
内
の
努
力
レ
ベ
ル

(Φ
龍
o
詳

一Φ〈
9

が
測

定
さ
れ
る
。
努
力
は
資
源

の
配
分
原
理
と
な
る
も
の
で
、
分
配
さ
れ
る
資
源
に

よ

っ
て
、
努
力
の
指
標
と
さ
れ
る
も

の
は
異
な
る
。
も
し
教
育
達
成
が
問
題
と

な

っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
努
力
の
指
標
と
さ
れ
る
も

の
は
、
本
人
の
学
力
と

な
る
。
と
こ
ろ
で
、
定
義
に
よ
り
環
境
は
努
力
水
準
に
影
響
を
与
え
る
ゆ
よ

っ

て
タ
イ
プ
ご
と
に
努
力
の
分
布
は
異

な
る
で
あ
ろ
う
。
・例
え
ば
、
不
利
な
環
境

に
あ
る
個
人
が
タ
イ
プ
内
で
上
位
か
ら
q
O
承
の
努
力
水
準
を
達
成
し
て
い
る
と

し
て
も
、
そ

の
水
準
は
有
利
な
環
境
か
ら
な
る
タ
イ
プ
に
お
い
て
上
位
か
ら

㎝O
ま
の
努
力
水
準
に
位
置
し
て
い
る
人
の
努
力
の
程
度
よ
り
も
客
観
的
に
は
低

い
で
あ
ろ
う
。
ロ
ー

マ
ー
は
、
実
際

に
個
人
が
ど
れ
ほ
ど
の
努
力
を
な
し
た
か

(教
育
の
例
で
い
え
ば
学
力
は
高
レ
ベ
ル
か
低
レ
ベ
ル
か
)
と

い
う
こ
と
で
は
な

く
、
個
人
が
属
す
る
タ
イ
プ
内
で
い
か
な
る
努
力
レ
ベ
ル
に
位
置
し
て
い
る
か

(上
位
か
ら
一〇
承
の
位
置
に
あ
る
か
、
ま
た
は
αO
ま
の
位
置
に
あ
る
か
)
と

い
う

こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
。
そ
し
て
タ
イ
プ
内
の
努
力
分
布
に
お
け

る
個
人
の
位
置
が
、
「個
人
に
帰
責
し
う
る
要
因
」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
同
じ
努
力
レ
ベ
ル
に
あ
る
人
を
、
同
等
に
努
力
し
て
い
る
と
み
な
す
と

い
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
等
に
努
力
し
て
い
る
人
が
、
同
等
の
量
の
資
源
を

得
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

2
。
こ
の
よ
う
な
定
式
化
に
よ

っ
て
、
環

境
を
所
与
と
し
た
う
え
で
、
本
人
に
帰
す
こ
と
の
で
き
な
い
社
会
的
要
因

(タ

イ
プ
問
の
努
力
分
布

の
差
異
)
と
本
人

の
責
任
に
帰
す
こ
と
の
で
き
る
要
因

(タ
イ
プ
内
の
努
力
分
布
に
お
け
る
位
置
)
を
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

ロ
ー
マ
ー
の
定
式
化
し
た

「機
会
の
平
等
」
原
則
は
、
配
分
原
理
へ
の
ア
ク

セ
ス
の
差
異
を
考
慮
す
る
と
い
う
意
味
で
、
〈
機
会
の
平
等
-
公
正
な
配
分
原
理
〉

原
則
と
同
じ
価
値
基
準
を
要
請
す
る
。
〈機
会
の
平
等
-
公
正
な
配
分
原
理
〉
原

則
に
お
い
て
確
定
さ
れ
え
な
か

っ
た

「公
正
な
配
分
原
理
」
は
、
ロ
ー
マ
ー
の

「機
会
の
平
等
」
原
則
に
よ
る
と
、
タ
イ
プ
内
の
個
人
の
位
置
と
し
て
確
定
さ
れ

る
ρ
こ
こ
で
提
案
さ
れ
た
原
則
は
現
状
に
対
し
て
い
か
な
る
価
値
判
断
を
下
す

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
現
状
診
断
に
際
し
て
、
「個
人
に
帰
責
さ
れ
る
要
因
」
と

「社
会
的
な
要
因
」
の
区
別
と

い
う

「個
人
的
責
任
の
範
囲
の
明
確
化
」
と
い
う

視
座
か
ら
価
値
判
断
を
下
す
有
効
性
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
例
と
し
て
、

出
身
階
層
間
の
大
学
進
学
率
格
差
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
、
現
状
診
断

の
理
論
と
し
て
の
正
義
分
規
範
理
論
の
有
効
性
を
確
認
し
た
い
。

社会学における規範的分析の可能性317



4

現
実
診
断
の
理
論
と
し
て
の
価
値
判
断
基
準

・
こ
の
節
で
は
、

一
九
九
五
年
S
S
M
調
査
の
A
票
調
査
デ
ー
タ
を
用
い
て
考

察
を
試
み
る
。
ま
ず
、
表
r
は
、
出
身
階
層
別
学
力
分
布
、
表
2
は
出
身
階
層

別
学
力
別

の
大
学
進
学
率
を
表

し
て
い
る
。
出
身
階
層
を

「専
門

・
管
理
」
、

「事
務

・
販
売
」、
「
マ
ニ
ュ
ア
ル

(熟
練

・
半
熟
練

・
非
熟
練

・
農
業
)」
の
三

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
す
る
。
S
S
M
調
査
で
は
、
本
人
の
学
力
に
つ
い
て
は
、
中
学

三
年
当
時
の
学
力
を
五
段
階
で
開
う
質
問
項
目
が
あ
る
。
こ
れ
を
用
い
る
。
ま

た
、
新
制
の
学
歴
を
持
つ
人
に
限

つ
て
分
析
を
進
め
み
。

こ
こ
で
、
本
人
の
達
成
学
歴
を
左
右
す
る
も
の
は
、
以
下
の
二
つ
の
要
因
か

齟
ら
な
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
①
出
身
階
層
間
の
学
力
格
差
と
②
学
力
以
外
の
要

因
・
(出
身
階
層
)
に
よ
る
格
差
で
あ
る
。
、表
1
、
2
を
み
る
と
ハ
出
身
階
層
間

に
学
力
分
布
の
格
差
が
生
じ
て
お
り

(表
1
)、
ま
た
、
学
力
は
同
じ
レ
ベ
ル
で

馳

あ

っ
て
も
.
出
身
階
層
が
異
な
る
こ
と
で
大
学
進
学
率
に
格
差
が
生
じ
て
い
る

(表
2
)
。
・以
上
の
よ
う
な
現
状
の
資
源
分
配
に
対
し
て
価
値
判
断
を
行
う
こ
と

に
し
よ
う
⑩
先
ほ
ど
紹
介
し
た
ロ
ー
マ
ー
の

「機
会
の
平
等
」
原
則
を
規
範
理

論
的

・「機
会
の
平
等
」
原
則
と
呼
び
、
「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則
と

〈
機
会
の

平
等
-
公
正
な
配
分
原
理
〉
原
則
と
対
比
さ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
下
す
価
値
判
断

を
考
察
す
る
。

ま
ず
、
「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則
か
ら
は
(
い
・か
な
る
価
値
.判
断
が
下
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。
「「公
正
な
配
分
原
理
」
一原
則
は
、
資
源
は
、
そ
の
公
正
と
さ
れ

る
配
分
原
理
に
し
た
が
っ
て
分
配
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
要
請
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

表1出 身階層別学力分布(%)

学力出身 階層
.

.上 やや上 中 や や下 下
全体

専 門 ・管理29.4 24.939.06.1 0.5「 』19.3

事 務 ・販 売16.5 22.0.46.210.8 4.5 21.3

マ ニ ュ ア ル10.3 17.948.716.9 6.3 59.4

全体 15.320.1「46,3ユ3.5 4.8 1◎0.0

PearsonのZ2=12g.16,d.五=8,p<0.001,CramerのV丘0.182,N=1958

傘体

61.5

33.3

15.5

28.1

表.2出 身階層別学力別 ・大学進学率(%)

出身階層
学力

上 やや上 中 やや下 下

専 門 ・管 理73.9・63.853.7・47.810の

事務 ・販 売66.744.624411.1 0.0

マ ニ ュ・ア ル44.228.41(L8 3.6 0.0

全体 60.340.620.6 8.7 0.0

N=1958

 

「学
力
」
を
学
歴
の
配
分
原
理
と
す
る
な
ち
ば
、
②
の
格
差
に
よ
る
資
源
分
幌
は

許
容
で
き
な

い
略
の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ふ
配
分
原
理
で
あ
る
学
力
以
外
の
出

身
階
層
に
よ
る
格
差
は
許
容
で
き
な
い
。
学
力
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
出
身
階
層

が
異
な

っ
て
い
て
も
、
.同
じ
大
学
進
学
率
を
達
成
す
べ
き
で
あ
る
。
七
か
し
実

際
は
、
学
力
が

「上
」
に
あ

っ
て
も
(
親
が
事
務

・
販
売
の
子
ど
も
は
専
門

・

管
理
出
身
の
子
ど
も

の
刈
ρ
㊤
承
と

い
う
進
学
率
κ
比
較
し
て
、
①9
刈ま
し
か
進
学

を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
つ

マ
ニ
ュ
ア
ル
出
身
の
子
ど
も
に
至
つ
て
は

318



瞳

b
ま
の
進
学
率
で
あ
ゐ
。
亡
の
よ
う
な
格

差
は
学
力
以
外

の
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

許
容
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
各
学
力
水
準
に

お
け
ろ
全
添
の
大
学
進
学
率
を
基
準
点
匙
す

る
と
、
「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則

に
よ
る
理

想
値
は
表
3
の
よ
う
に
な
る
。
・

「し
か
し
、
「機
会

の
平
等
」
原
則

の
要
請
を

含
ま
な

い

「公
正
な
配
分
原
理
」

原
則
は
、

①

に
お
け
る
格
差
に
つ
い
て
、
・価
値
判
断
を

下
す
t
と
鳳
で
き
な
い
。
①

の
出
身
階
層
間

の
学
力
格
差
は
、
.「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則

が
適
用
さ
㊨
る
前
の
事
柄
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

.

」
一
方

〈
機
会
の
平
等
-
公
正
な
配
分
原
理
〉
=

原
測
は
、
①
の
格
差
を
許
容
で
き

な
い
も
の

と
す
る
。
①

の
格
差
は
配
分
原
理
に
対
す
る

ア
ク
セ
ス
の
差
異
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
れ

表3出 身階層別学力別 ・.大学進学率(%)

(「公正な配分原理」原則 による理想値) 、

全体
学力

上 や や上 ・中 や や下 下
出身階層

36.5

29.4

25.0

28.1

0.08。7専 門 ・管 理60.340.620.6

0.08.7事 務 ・販 売'.'60.340.620.6

0.08.720.6マ ニ ュ ア ル'60 .340.6

0。08.760.340.620.6全体

 

は

〈
機
会

の
平
等
ー
公
正
な
配
分
原
理
〉
原
則
に
よ
る
と
不
公
正
な
状
態
と
し

て
判
断
さ
乳
る
。
七
か
し
な
が
ら
、
①

の
格
差
が
不
公
正
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
い
え

て
も
、
「学
力
」
と
い
う
配

分
原
理
の
他
の
、

い
か
な
る
基
準
を
採
用
す

べ
き
か
が
わ
か
ら
な
い
。

.「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則
に

「機
会
の
平
等
」
原
則

を
結
合
さ
せ
る
と
、
配
分
原
理

へ
の
ア
ク
セ
ス
の
差
異
と
し
て
①

の
格
差
の
不

公
正
性
を
指
摘
で
き
る
け
れ
ど
も
、

一
方

で
、
い
か
な
る
基
準
に
お
い
て
資
源

が
分
配
春
れ
る
べ
き
か
之
い
う
こ
乏

を
示
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
て
し
ま
う
っ

ー

こ
の
現
状
診
断
に
対
し
て
規
範
理
論
的

コ機
会
の
平
等
」
'原
則
を
適
用
し
た

ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
原
則
は
、
①
逃
②
の
格
差
と
も
に
許
容
で
き

な

か
乏
す
る
。
こ
れ
は

〈機
会

の
平
等
t
公
正
な
配
分
原
理
〉
原
則
に
よ
る
価

値
判
断
と
同
様
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
規
範
理
論
的

「機
会
の
平
等
」
原
則
は
現

状
診
断
に
お
い
て
、
い
か
癒
る
意
義
を
持
ち
う
る
か
。
・こ
こ
で
、
ロ
ー
マ
』
が
、

「公
正
な
配
分
原
理
」
を
客
観
的
な
努
力
の
水
準
で
は
な
く
、
タ
イ
プ
内
の
努
力

分
布
に
お
い
て
個
人
が
占
め
る
位
置
に
求
め
た
こ
と
を
再
確
認
し
よ
う
。
、規
範

理
論
的

「機
会

の
平
等
」
原
則
を
適
用
す
る
:

た
め
に
、
環
境
を
出
身
階
層
に
(

、努
力
の
指

標
を
学
力
に
求
め
る
こ
.と
に
す
る
(3
。
こ
の

よ
う
な
配
分
原
理
に
よ
つ
て
、・
価
値
判
断
を

下
す
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
表
4
は
規

範
理
論
的

「機
会
の
平
等
」
・
原
則
に
よ
る
理

、

想
値
を
表
七
て
い
る
(翌
。
こ
の
理
想
値
は
ハ

事
務

・
販
売
の

「
や
や
下
」
、.
「下
」
.
や
マ
ニ

ュ
ア
ル
の

「上
」
～
引
下
ト
か
ら
も

っ
と
進

学
者
を
.増
や
す
べ
き
こ
と
、
管
理

・
販
売
の

「上
」
～

「や
や
下
」
、
事
務

・
販
売
の

「上
」
、

～

「中
」
か
ら
進
学
者
を
抑
制
す
べ
き
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
規
範
理
論
的

「機
会
の
平

等
」
原
則
に
よ
る
理
想
状
態
に
お
い
て
は
出

身
階
層
間
の
学
歴
格
差
は
消
滅
す
る
。
つ
ま

り
、
規
範
理
論
的

「機
会
の
平
等
」
原
則
は
、

表4出 身 階層別学力別 ・大学進学率(%)

(規範理論的 「機会の平等」』原則による理想値)

全体
学力

上 やや上r中 や や下 下
出身階層

28,1&3専 門%・管 理44.425.920.310.3

28.18.3事 務 ・販 売 『50.534.622二114.9

マ ニ エ ア ル51 .640.824.7.17.210.028.1

28ユ9.6、『48.735.823.416.2全体

社会学における規範的分析の可能性319



出
身
階
層
間
の
学
力
格
差
、
学
力
以
外
の
格
差
之
い
う
二
つ
の
不
平
等
が
同
時

に
考
慮
さ
れ
た
と
き
の
理
想
状
態
を
提
供
す
る
。

こ
の
よ
う
な
分
析
に
い
か
な
る
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「公
正
な
配
分

原
理
」
原
則

で
は
、
配
分
原
理

へ
の
ア
ク
セ
ス
の
差
異
と
し
て
現
れ
る

「機
会

の
不
平
等
」
に
対
し
て
価
値
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
に

「公
平

な
配
分
原
理
」
原
則
に
よ
る
理
想
値

(表
3
)
に
お
い
て
も
、
出
身
階
層
間
の

大
学
進
学
率
格
差
は
縮
小
し
こ
そ
す
れ
、
消
滅
し
て
い
な

い
。
こ
れ
は
②

の
達

成
学
歴
に
影
響
を
与
え
る
学
力
以
外

の
格
差
を
矯
正
し
た
う
え
で
ま
だ
残
る
①

の
出
身
階
層
間
の
学
力
格
差
の
存
在

を
表
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
「機
会
の
平
等
」

原
則
と

「公
正
な
配
分
原
理
」
原
則
が
結
合
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た

く
機
会
の
平
等
-
公
正
な
配
分
原
理
V
原

則
は
、
現
状
診
断
の
際
に
、
学
力
以
外
の
い
か
な
る
基
準
を
用
い
る
べ
き
か
を

示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
方
規
範
理
論
的

「機
会
の
平
等
」
原
則
は
、
出
身

階
層
を

「環
境
」
と
し
た
う
え
で
、
各
タ
イ
プ
内
の
努
力
分
布
に
お
け
る
位
置

と

い
う
形
で
、
「機
会
の
平
等
」
原
則
の
要
請
を
満
た
す

「配
分
原
理
」
を
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
個
人
が
責
任
を
負
う

べ
き

で
は
な
い
社
会
的

要
因

(11

「環
境
」
)
と
し
て
出
身
階
.層
を
設
定
し
、
「機
会

の
平
等
」
を
、
個

・人
に
帰
責
で
き
な
い
要
因
を
除
去
し
、
個
人
に
帰
責
し
う
る
要
因
を
反
映
さ
せ

た
状
態
と
明
確
に
定
義
し
た
う
え

で
可
能
に
な
る
。
ま
た
こ
の
原
則
は
、
①
、

②
の
格
差
両
方
を
考
慮
し
た
う
え

で
、
不
公
正
な
要
因
を
除
去
し
た
目
指
す
べ

き
基
準
点
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
明
確
な
理
想
状
態
が
あ

っ
て
、
そ
の
理
想
状
態
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
の
現
状
診
断
が
可
能
に
な
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、

い
か
な
る
状
態
を

目
指
せ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
方
向
づ
け
を
可

能
に
す
る
。

203

配
分
原
理

へ
の
ア
ク
セ
ス
.の
差
異
を
指
摘
す
る
研
究
は
目
新
し
い
も
の
で
は

な

い
。
刈
谷

(二
〇
〇

一
)
は
、
「学
力
」
や

「学
ぶ
意
欲
」
と
い
っ
た
心
理
的

、

な
志
向
性
ま
で
も
が
出
身
階
層
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す

る
。.
し
か
し
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
明
確
な
理
想
状
態
を
描
き
出
す
こ
と
を
し
て

い
な
い
。
生
ま
れ
た
立
場
に
よ

っ
て
、
高
い
地
位
の
配
分
原
理

へ
の
ア
ク
セ
ス

に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
は
わ
か

っ
た
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、
貢

献
原
則
が
適
用
さ
れ
る
領
域
に
と

っ
て
不
可
避
的
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
な
研
究
に
は
、
現
状
を
出
発
点
に
し
て
、
許
容
で
き
な
い
格
差
を
ど
の

よ
う
に
補
償
す
る
の
か
、
い
か
な
る
状
態
を
理
想
と
す
る
の
か
と
い
う
視
点
が

欠
落
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
的
な
議
論
は
、
個
人
の
達
成
に
影
響
を
与

」え
る
環
境
的
な
要
因
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
を
提

供
し
て
く
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
実
認
識
か
ら
、
い
か
な
る
理
想
状
態
を
目

指
せ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
出
身
階
層
が
学
力
と

い
う
配
分
原
理
に
影
響
を
与
え
る
、
.つ
ま
り

「機
会
の
平
等
」
が
確
保
さ
れ
て

い
な

い
と
い
う
こ
と
は
い
え
て
も
、
出
身
階
層
の
影
響
を

「個
人
が
責
任
を
負

う
べ
き
で
は
な
い
社
会
的
な
要
因
」
と
し
た
上
で
、

い
か
な
る
格
差
が
許
容
で

き
ず
、
い
か
な
る
格
差
は
本
人
の
責
任
と
す
る
と

い
う
視
点
、
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
前
提
の
も
と
、
い
か
な
る
状
況
を
目
指
せ
ば
よ
い
か
と
い
う
視
点
が
欠
如

し
て
い
る
。

現
状
診
断
の
理
論
は
、
現
状
を
批
判
す
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
い

か
な
る
状
態
を
目
指
せ
ば
よ

い
の
か
と
い
う
基
準
点
を
も
提
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
第

一
節
で
紹
介
し
た
正
義
の
規
範
的
研
究
に
お
い
て
、
規
範
理
論

の



実
践
的
基
準
と
い
う
視
点
か
ら
の
研
究
は
少
な

い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、

正
義
研
究
と
財
の
分
配
状
態
の
公
平
性
と

い
う
視
点
を
共
有
す
る
社
会
階
層
論

に
お
い
て
ば
、
明
確
な
規
範
的
立
場
か
ら
現
状
診
断
を
行
う
よ
う
な
研
究
が
な

さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
社
会
階
層
論
と
正
義
の
規
範
理
論
は
互
い
に
異
質
な
文

脈

の
中
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
両
者
が
共
有
す
る
理
論
的
前
提
は
大
き
く
異
な

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
価
値
判
断
基
準
の
明
確
な
概
念
化
、
理
想
状

態

の
提
供
を
な
し
う
る
と
い
う
点

で
、
正
義
の
規
範
理
論
を
社
会
過
程
の
分
析

に
取
り
入
れ
る
こ
と
は

=
疋
の
意
義
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た

一
方
で
正

義
の
規
範
的
研
究

の
側
か
ら
い
う

と
、
規
範
理
論
の
実
践
的
基
準
は
、
現
実
の

社
会
過
程
の
分
析
に
適
応
さ
せ
て
初
め
て
確
認
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、

規
範
理
論
の
実
践
的
基
準
を
考
察

す
る
上
で
の
試
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
う

る
で
あ
ろ
う
。

〈
付
記

〉
デ
ー
タ
の
使

用

に
あ
た
り
、

}
九
九

五
年

S
S
M
調
査

研
究
会

の
許

可
を

い
た

・
だ
き

ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝

い
た
し
ま
す
。

注

一(1

)

ミ
ラ
ー

(ζ
一=
Φ『

一⑩
り
トσ
)
は
、
正
義
の
規
範
的
研
究

(規
範
理
論
)

・
経
験

的
研
究

(経

験
理
論
)
と

い
う
枠

組
み
を
凧

い
て
正
義
研
究
を
整
理
し

て
い

る
。

ミ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
正
義

の
規
範
的
研
究

(規

範
理
論
)
と
は

「社
会

的
正
義

や
分

配
的
正
義

に
関
す

る
政
治
的
理
訟塵

で
あ
り

、
正
義

の
経
験
的

研
究
と
は

「人

々
の
正
義

に

つ
い
て

の
信
念

や
現
実

の
場

面
で
の
信
念

の
表

明

に

関
す

る

経

験

的

研

究

」

(
P

㎝
㎝
㎝
)

で
あ

る
。

「
方

エ
ル

ス
タ

ー

(国
一ω
け①
同

一㊤
O
㎝
)
は
、
正
義
研
究
を
規
範
的
研
究

・
記
述

的
研
究

・
説
明
的

研
究

の
三

つ
に
区
分
し

て
い
る
。
説
明
的
研
究
は

「行
為

者

に
よ
り
抱

か
れ

る

「正
義
」

(記
述
的
研
究
に
相
当
)
を
説
町
し
う

る
独
立
変
数
を

見

つ
け
出

す
研
究
」
⑤
・◎。
一
)で
あ

り
、
本
稿

で
は
こ
れ
を

正
義

の
経
験

的
研
究

に
分
類
さ

れ
る
と

判
断

し
、
正
義

の
規
範
的
研

究

・
経
験
的
研
究
と

い
う

二

つ
の
区

分

を
用

い
る
。

(2
)

正
義

の
規
範
理
論
は
、
「
正
義
」
導

出
の
際

に
あ

る
特
定

の
理
論
的
前
提
を

置

く
。
例
え
ば

ロ
ー
ル
ズ

の
正
義

理
論

は
、
合

理
性
と
道

理
性

の
和
解

・
両
立

と

い
う
価
値
前

提
の
も
と
に
設
計
さ

れ
た
原
初
状
態

に
よ
り
導

出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る

(寄

乱

ω
一
〇
刈
一
)。

ま
た
セ

ン
が
そ

の
理
論

の
前
提

に
す
る

の
は
、

個
人

・
社
会

の
多
様

性
と

自
由
を

重
視

す

べ
き

と

い
う
価

値
判

断

で
あ

る

(ω
穹

一
り
O
卜。
し
8
㊤
)
。

(
3
)
U
ぎ

匿

p

(這
。。
包

、
芻

乱

ω

(お
§

、
。。
穹

(ち
㊤
b。
し

㊤
O
り
)
、

ω
窪

餌
巳

≦
自

国
ヨ
。。

(一
〇
◎o
bΩ
)
な
ど
。

(
4
)
例
え
ば
、
共
同
体
主
義

者
か
ら
の
批
判

が
あ
る

(ω
譽

号

一
一8

。。
)
。

(5
)
「福

祉
的
自
由
」
と

は
、
機

能

の
ベ
ク
ト

ル
の
選

択
を
通
し

て
目
的
を

達
成

す
る
自
由

の
こ
と

で
あ
り
、

「行
為
主
体
的
自
由
」

と
は
、
彼

(女
)
が
重
要

で
あ
る
と
み
な
す
目
標

や
価
値

が
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ
れ
、
そ

の
よ
う

な

自

的

・
価
値
を
求
め

て
人
が

な
し
た
り
達
成
し
た
り
す

る
こ
と
が

で
き

る
自

由

で
あ

る

(ω
O
【卩
一
り
co
㎝
鋤)
。

(6
)

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
i

(≦
曽
一N
奠

一
〇
。。
G。)

は
、
財

の
持

つ
社
会
的
な
意
味
を
取
り
入

れ
て
正
義

の
理
論
を
展
開
し

て
い
る
。

(7
)
高
坂

が
こ
の
よ
う

に
述

べ
る
と
き
、
彼

の
主
張
す

る
理
論

の

ハ
イ

ア
ラ
ー
キ

構
造

が
念

頭
に
あ
る
こ
と
は
明

ら
か

で
あ
ろ
う
。
彼
は

理
論

を

ハ
イ

ア
ラ
ー

キ
構
造

に
お

い
て
捉
え

る
こ
と
を
提
案

し
て
お
り
、
規
範

理
論

の

ハ
イ

ア
ラ

ー
キ
構

造
と
し

て
、
①

哲
学

的
レ

ベ
ル
、
②

政
策

の

一
般
方

針

の
レ

ベ
ル
、

③
個

々
の
具
体

的
場

面
に
お

い
て
ど

の
よ
う

な
選
択
肢
を
選

べ
ば
よ

い
の
か

,

社会学における規範的分析の可能性321



!

を
指

定
す
る
規
範

的
指

示
あ
る

い
は
命
令

の
世
界
と

い
う

三

つ
の
レ

ベ
ル
が

存
在
す
る
と
述

べ
.て
い
る
。

(高
坂

一
九
九
八

"
五
四
-

九
頁
)
。

(8
)
第

三
節

で
考
察
す

る
ー
㌦・
ロ
ー

マ
ー
の
機
会

の
平
等
論
は
、
規
範
理
論

の
経

験
的
分
析
と

し

て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
し

か
し
こ
の
よ
う

な
研
究
は
少
数

で

あ

る
。

(9
)
正
義

の
経
験

的
研
究

は
社
会
階
層
論

の
中

で
展
開
さ
れ
て

い
る
。

(10
)
高
坂

(
二
〇

〇
〇
)
.
や
盛
山

(二
〇
〇
〇
)
は
、
階
層

理
論
ど
正
義

の
規
範

理
論

を
関
連
付
け

て
批
判

・
考
察
を
試

み

て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら

の
論

考
は

、
階
層
理
論

に
対
し

て
何
ら

か
の
貢

献
を
果
た
す
も

の
と

し
て
正
義

の

規
範
理
論
を
位
置
づ
け
る
も

の
で
は
な

い
。

(11
)
貢
獄

に
応

じ
た
分
配

が
「
あ

ら
ゆ

る
資
源
分

配
に
お

い
て
も
適
用

さ
れ

る
べ

.

さ

で
な
な

い
。
例
え
ば
、
医

療
や
義
務
教
育
な
ど

倣
、
貢
献

に
応
℃
た
分
配

規
則
が
適
用

さ
れ
な

い
領
域

で
あ

り
、
こ

こ
で
ば

必
要
に
応
じ
た
分
配

や
平

等
分

配
が
正
当
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
「
公
正
な
配
分
原
理
」
原
則
と

い
う
も

の

は
、
分
配

の
対
象
と

な
る
資
源
が
社

会
的

に
い
か
な

る
意
味
を
持

っ
て
い
る

・か
と

い
う

こ
と
ど
密
接

に
関
連
す
る
。

(
12

)
.ロ
ー

マ
ー

の
関
心
は

↓
こ

の
よ
う

に
概
念
化

さ
れ
た

」
「機
会

の
平
等
」
を

達

广
.
成
す

る
た
め

に
い
か

な
る
量

の
資
源
分
配

が
行
わ
れ
る

べ
き
か
と

い
う

こ
と

に
あ

る
の
で
、
領
域
、
環
境

、
、
努
力

レ
ベ
ル
測
定

の
後
、
機
会

の
平
等
を
達

成
す

る
た
め
に
は
ど
れ

ぼ
ど

の
資

源
を
再
分

配
す

べ
き
か
と

い
う
結
論
を
出

.
す
た
め

の
定
式

化
を
行
う
。
実

際
に
は
、
同

じ
努
力

レ
ベ

ル
に
あ
惹
人

で
最

、

も
恵

ま
れ
な

い
人

の
有
利
さ
を
最
大

化
す
る
最
大
化

問
題

と
し
て
提
出
さ
れ

て

い
る

(幻
○
Φ5
P
①
「
一
㊤
⑩
QQ)
ゆ

旦
i

マ
ー
は

「機
会

の
平
等

」
凉
則
を
政
策
課

題
と

し

て
位

置
付

け
て
お
り

、

ロ
」

マ
ー
が
提

出
し
た
定
式
化

に
お

い
て
、

'

個

々
人
に
分
配
す

べ
き
資

源
の
総
量

は
、
現
実

の
再
分
配
政
策
を
所

与
と

し

て
決
定

さ
れ
る
個

々
人

の
努

力
度
合

い
に
依
存
す

る
よ
が

に
設
定
さ

れ
て

い

る
。
実

現
可
能
性
と
個

々
人

の
自
律
的
選
択
と
を

同
時
に
定
式
化
し
た
と

い

う

こ
と
も

ロ
ー

マ
ー
の

「
機
会

の
平
等
」

原
則

の
魅

力

の
.
一
つ
で
あ

る
が
、

223

こ
こ

で
は

ロ
ー

マ
ー
の
定
式

化

の
政
策
的
側
面

は
取
り
上
げ
ず

に
,
タ
イ
プ

内

の
努
力
分
布

の
位
置

に

.「
配
分
原
理
」
を
求

め
る
と

い
う
概
念

的
定

義
を

対
象

と
し

て
議
論
を
進
め

る
。

よ

っ
て
こ

こ
で
展

開
す

る
議
論
は

ロ
ー

マ
ー

の
議
論

の

一、
部
で
あ

っ
て
す

べ
て
で
は
な

い
。

ロ
r

マ
ー

の
議
論

の
社
会

政

策
的
側
面

の
紹
介
論
文
と
し

て
、
・後
藤

(二
〇
〇
二
)
参
照
。

・

(13
)
表

1
よ
り
出
身
階

層
間
に
学
力
格
差

が
生

じ
て
お
り
、
出
身

階
層
が
、

ロ
ー

マ
ー

の
定
義

し
た

「有

利
さ

ヘ
ア
ク
セ
ス
す

る
能
力

に
影
響
を

与
え
る
」
と

い
う

条
件
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
は
明

ら
か

で
あ

ろ
う
。

(14
)
規
範
理
論
的

「機
会

の
平
等
」

原
則

に
よ

る
理
想
値

は
以
下

の
よ
う

に
作
成

し
た

。
ま

ず
、

各

出
身

カ

テ
ゴ

リ

ー
を

、
上

位

か
ら

一
9
ω
ま
、

b。
O
・一
承
、

ま

b
ま
、
一
ω
U
ま
、
F
。。
ま
の
五
カ
テ
ゴ
リ

ー-
に
分
割
し

・(全
体
人
数

の
学
力
分

布

に
相
当
。
表

1
参

照
)
、

こ
れ

ら
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
属

す
る
人
を
、

「
同
等

に
努
力

し
て

い
る
」

ど
み
な
す

こ
と

に
し
た
。
元

の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
ど

の
位

置

(上
位
か

下
位

か
)
に
属
し

て
い
て
も
大

学
進
学
率
は

同
じ
で
あ
る
と
仮

定
し
、
新
し
く
作
成

さ
れ
た
か

テ
ゴ

リ
ー
全
体

(す

べ
て
の
出
身

階
思
を
統

合
).
の
実
際

の
大
学
進

学
率

を
算
出
。

こ
の
大
学

進
学
率
を
各

カ
テ
ゴ
リ

L

に
お
け

る
理
想

値
と

し
た
。
.表

4
は
、

こ

の
理
想

の
大
学
進

学
率

を

元

の

「
出
身
階
層

×
学
力
」
の
ガ
テ
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The Possibility of Normative Analysis in Sociology

                     NAGAMATSU Namie 

  Normative theories of justice should be assessed by not only whether they show the just world 

explicitly but also how they assess the real world and how they show the ideal. It is a practical criterion 

of normative theories of justice. 

   In this paper, I sort out justice researches into two groups, normative research and empirical 

research, and point out the difference and the absence of exchange among two researches. And, I insist 

that few researches from both two consider the practical criterion of normative theories and 

normative research should inquire the practical criterion of normative theories. 

  Next, I consider the "equality of opportunity" principle, the "fair criterion of distribution" principle, 

and the "equality of opportunity - fair criterion of distribution" principle, which are developed in the 

social stratification theory, and insist that these principles cannot show the ideal world explicitly and 

we need the idea of normative theories of justice. Concretely, I compare the "equality of opportunity' 

principle developed by J. Roemer, a normative theorist, with the "equality of opportunity - fair 

criterion of distribution" principle, and stress the signification of normative theories as theories for 

assessment of the real world because they can show the ideal. In this paper, I consider about the 

practical criterion of normative theories in the social stratification research and propose the 

normative analysis of social process in sociology.

Key Words 

  justice research 

  normative theory 

  empirical theory 

  equality of opportunity 

  fair criterion of distribution
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