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日本における環境社会学の勃興と「制度化」

日
本
に
お
け
る
環
境
社
会
学
の
勃
興
と
「
制
度
化
」

―
―
ひ
と
つ
の
試
論
―
―

堀　
　

川　
　

三　
　

郎

一
．　

は
じ
め
に

二
．　

対
象
と
方
法
―
―
環
境
社
会
学
と
制
度
化
ア
プ
ロ
ー
チ

三
．　
「
公
害
」
か
ら
「
環
境
」
へ
―
―
日
本
に
お
け
る
環
境
社
会
学
の
誕
生
と
展
開

四
．　

環
境
社
会
学
会
の
「
制
度
化
」

五
．　

何
を
得
て
、
何
を
失
っ
た
の
か
―
―
制
度
化
の
帰
結
と
再
生
へ
の
展
望

一
．　

は
じ
め
に

　

一
九
七
八
年
、
ア
メ
リ
カ
で
刊
行
さ
れ
た
一
篇
の
論
稿
に
よ
っ
て
環
境
社
会
学
の
誕
生
が
告
げ
ら
れ
て
か
ら
三
九
年
、
日
本
の
環

境
社
会
学
は
何
を
得
て
、
何
を
失
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
環
境
社
会
学
の
誕
生
と
「
制
度
化
」
過
程
を
素
材
に
、
こ
の
大
き
な

問
い
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
予
備
考
察
的
ス
ケ
ッ
チ
を
描
い
て
み
る
―
―
こ
れ
が
、
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。
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一
九
九
〇
年
に
わ
ず
か
五
三
名
で
始
ま
っ
た
日
本
の
「
環
境
社
会
学
研
究
会
」
は
、
短
期
間
の
う
ち
に
六
〇
〇
余
名
の
会
員
を
抱

え
る
世
界
最
大
の
「
環
境
社
会
学
会
」
と
な
り
、
自
ら
の
学
会
誌
『
環
境
社
会
学
研
究
』
を
も
つ
ま
で
に
い
た
る
。
短
い
歴
史
な
が

ら
も
、
異
分
野
の
研
究
者
同
士
の
交
流
や
、
徹
底
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
伝
統
か
ら
諸
理
論
を
産
み
出
し
て
き
た
環
境
社
会
学

会
は
、
学
会
組
織
の
運
営
と
い
う
意
味
で
も
、
ひ
と
つ
の
成
功
モ
デ
ル
と
な
っ
て
き
た
。

　

本
論
文
で
は
、
こ
の
学
問
の
初
発
の
問
題
関
心
が
い
か
な
る
発
展
を
遂
げ
た
の
か
を
概
観
す
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
通
史
的
概
観

で
は
な
い
。
学
の
制
度
化
と
安
定
化
の
陰
で
何
が
失
わ
れ
、
何
が
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
学
会
が
成
し
遂
げ
て
き
た
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
成
し
遂
げ
ら
れ
ず
に
い
る
こ
と
を
も
含
め
、
環
境
社
会
学
の
到
達
点
と
限
界
に
つ
い
て
、「
制
度
化
」
概
念
を
軸
に
し

て
試
論
的
に
ス
ケ
ッ
チ
す
る
。
学
会
が
成
し
遂
げ
ら
れ
ず
に
い
る
こ
と
を
描
く
の
は
、
環
境
社
会
学
が
「
ポ
ス
ト
福
島
原
発
事
故
時

代
」
に
必
要
と
さ
れ
る
理
論
言
語
を
も
つ
学
問
と
し
て
再
生
す
る
ヒ
ン
ト
が
掴
め
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る（1
（

。

二
．　

対
象
と
方
法
―
―
環
境
社
会
学
と
制
度
化
ア
プ
ロ
ー
チ

㈠　

対
象
と
し
て
の
「
環
境
社
会
学
」

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
本
論
文
が
対
象
と
す
る
環
境
社
会
学
自
体
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
も
と
よ
り
、
全
体
像
を
過
不
足

な
く
描
く
こ
と
は
一
篇
の
論
稿
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
後
段
の
分
析
に
必
要
な
範
囲
で
の
、
最
低
限
の
現
状
を
描
く
こ

と
が
課
題
と
な
る（2
（

。

　

環
境
社
会
学
は
、
社
会
学
の
一
分
野
で
あ
り
、
主
要
な
対
象
は
環
境
で
あ
る
。
こ
れ
は
定
義
と
し
て
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、
十

分
な
説
明
と
は
い
え
ま
い
。「
環
境
を
取
り
扱
う
学
問
は
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
ド
サ
イ
エ
ン
ス
、
理
系
の
学
問
な
の
で
は
な
い
か
」
と

い
う
疑
問
が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
社
会
学
が
環
境
を
扱
う
こ
と
の
最
大
の
、
そ
し
て
あ
る
意
味
で
は
社
会
学
の
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出
自
か
ら
い
っ
て
当
然
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
環
境
の
「
社
会
的
側
面
」
へ
の
注
目
が
あ
げ
ら
れ
る
。
環
境
社
会
学
と
い
う
枠
組
み
は
、

こ
の
社
会
的
側
面
に
照
準
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
環
境
諸
科
学
と
区
別
さ
れ
る
。
環
境
社
会
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
一
人
で
あ
っ

た
飯
島
伸
子
は
、「
環
境
社
会
学
は
、
対
象
領
域
と
し
て
は
、
人
間
社
会
が
物
理
的
生
物
的
化
学
的
環
境
（
以
下
、
自
然
的
環
境
と

略
（
に
与
え
る
諸
作
用
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
そ
れ
ら
の
環
境
が
人
間
社
会
に
対
し
て
放
つ
反
作
用
が
人
間
社
会
に
及
ぼ
す
諸
影
響

な
ど
の
、
自
然
的
環
境
と
人
間
社
会
の
相
互
関
係
を
、
そ
の
社
会
的
側
面
に
注
目
し
て
、
実
証
的
か
つ
理
論
的
に
研
究
す
る
社
会
学

分
野
で
あ
る
」（
飯
島
、
一
九
九
八
：
一
〜
二
、
括
弧
内
の
補
足
も
原
文
（
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
飯
島
の
定
義
の
特
徴
は
、
人
間
が
形
づ
く
っ
て
き
た
建
造
環
境
や
文
化
的
側
面
を
も
含
み
込
ん
だ
広
い
環
境
定
義
で
あ
る
と

同
時
に
、
環
境
の
す
べ
て
を
扱
う
の
で
は
な
く
、「
自
然
的
環
境
と
人
間
社
会
の
相
互
関
係
」
と
い
っ
た
社
会
的
側
面
に
注
目
し
て

と
い
う
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
環
境
社
会
学
は
社
会
学
の
中
の
一
分
野
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
も
す
れ
ば
同
語
反
復
に
も
聞
こ
え
る
こ
の
定
義
の
背
後
に
は
、「
二
重
の
関
係
性
」
が
隠
れ
た
補
助
線
と
し
て
引
か
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
し
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
環
境
を
改
変
し
形
成
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
環
境
に
よ
っ
て
形
成
も
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で

二
重
の
関
係
性
を
も
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
環
境
を
改
変
・
形
成
し
、
環
境
は
た
だ
改
変
さ
れ
る
の
み
と
い
う
一
方
向
の
営
み
で

は
な
く
、
そ
こ
に
は
相
互
に
影
響
を
受
け
る
二
方
向
の
関
係
性
が
あ
る
。
自
然
を
開
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
一
定
の
便
益
を

手
に
入
れ
る
が
、
そ
の
新
た
な
環
境
で
は
、
生
息
す
る
動
植
物
や
微
気
象
も
変
化
し
、
そ
れ
に
連
れ
て

0

0

0

0

0

0

そ
こ
で
の
人
間
の
主
要
な
生

業
形
態
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
も
、
変
化
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
環
境
と
の
二
重
の
相
互
行
為
を
軸
に
分

析
し
、
問
題
解
決
の
基
底
的
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
環
境
社
会
学
と
い
う
知
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
環
境
社
会
学
が
対
象
と
す
る
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
環
境
「
問
題
」
と
は
無
縁
と
思
わ
れ
る
も
の
も
、
そ
の

対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
。
用
い
ら
れ
る
方
法
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
多
様
で
あ
る
。
環
境
社
会
学
の
諸
研
究
を
包
括
的
に
位
置
づ
け

る
図
式
と
し
て
、
飯
島
伸
子
（
二
〇
〇
一
：
一
八
（
の
提
唱
し
た
も
の
が
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
（
図
１
（。
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飯
島
は
、
ま
ず
、
環
境
社
会
学
内
部
に
は
、「
環
境
問
題
の
社
会

学
」
と
「
環
境
共
存
の
社
会
学
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
ベ
ク
ト
ル

が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
環
境
問
題
の
社
会
学
」
と
は
、
環
境
問
題
の
構
造
を
描
く
こ
と

に
力
点
が
置
か
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
環
境
問
題
が
作
り
出
さ

れ
る
社
会
的
し
く
み
（
加
害
構
造
（
や
、
問
題
に
よ
っ
て
被
害
を
受

け
る
人
々
の
階
層
的
地
域
的
人
種
的
特
徴
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
被
害
の

内
的
関
連
性
（
被
害
構
造
（、
被
害
を
克
服
す
る
た
め
の
努
力
、
加

害
や
被
害
を
増
幅
す
る
よ
う
な
社
会
的
し
く
み
、
制
度
や
組
織
の
問

題
対
応
、
科
学
や
技
術
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
対
応
、
そ
の
影
響
や
効

果
な
ど
を
研
究
す
る
（
飯
島
、
二
〇
〇
一
：
一
八
（。

　

他
方
の
「
環
境
共
存
の
社
会
学
」
と
は
、
環
境
と
の
調
和
や
そ
の
智
恵
を
解
読
し
、
環
境
問
題
解
決
へ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
ゆ
く
こ

と
に
力
点
が
置
か
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
。
自
然
環
境
と
調
和
し
て
共
存
し
て
き
た
社
会
の
特
徴
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
文
化
、
地

域
に
関
し
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
環
境
破
壊
が
進
む
地
域
社
会
の
環
境
復
原
・
環
境
再
生
、
省
資
源
型
の
「
町
づ
く
り
」
や
「
村

お
こ
し
」、
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
環
境
と
の
共
存
の
可
能
性
な
ど
の
テ
ー
マ
群
を
含
み
、
重
要
性
を
特
に
増
し
て

き
て
い
る
分
野
で
あ
る
（
飯
島
、
二
〇
〇
一
：
一
八
（。

　

こ
の
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
に
、
社
会
学
的
研
究
の
主
要
ツ
ー
ル
で
あ
る
「
行
為
」
と
「
意
識
」
を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
図

１
の
よ
う
な
四
つ
の
主
要
研
究
領
域
が
マ
ッ
ピ
ン
グ
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
環
境
問
題
の
社
会
学
」
は
Ａ
、「
環
境
共
存
の
社

会
学
」
は
Ｂ
、
環
境
行
動
は
Ｃ
、
環
境
意
識
と
文
化
は
Ｄ
、
と
い
う
四
つ
だ
。
公
害
被
害
を
告
発
し
、
救
済
を
求
め
る
被
害
者
運
動

A B

C

D

A：環境問題の
社会学研究

B：環境共存の
社会学研究

C：環境行動の
社会学研究

D：環境意識・環境
文化の社会学研究

（備考）飯島（2001：18 図1-1）をもとに堀川が一部
　　　加筆して作図。

図１　環境社会学の主要テーマ群と
　　　その関係
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の
研
究
は
、
Ａ
・
Ｃ
に
、
自
然
環
境
と
上
手
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
生
き
て
き
た
地
域
社
会
の
智
慧
を
探
究
す
る
研
究
は
Ｂ
・
Ｄ
に
、

そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
く
こ
と
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
四
つ
の
研
究
領
域
に
通
底
す
る
特
徴
と
し
て
、「
被
害
へ
の
着
目
」
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
意
識
」
や
「
文
化
」

と
い
う
、
直
接
に
被
害
を
語
ら
な
い
領
域
で
あ
っ
て
す
ら
、
被
害
が
強
烈
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。
水
俣
病
や
四
日
市
喘
息
、
足
尾
鉱

毒
事
件
の
よ
う
な
深
刻
な
健
康
被
害
を
被
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
一
助
と
し
て
、
地
域
社
会
の
叡
知
が

探
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
（
堀
川
、
二
〇
一
二
（。「
被
害
」
と
一
言
で
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
を
細
か
く

分
節
化
し
て
と
ら
え
直
し
、
人
間
生
活
の
何
が
破
壊
さ
れ
た
の
か
、
開
発
の
利
益
が
誰
に
も
た
ら
さ
れ
、
被
害
は
誰
に
押
し
つ
け
ら

れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
学
的
営
み
こ
そ
、
日
本
の
環
境
社
会
学
で
あ
っ
た
（
堀
川
、
一
九
九
九
ａ
、
一
九
九
九
ｂ
、

二
〇
一
二
、
友
澤
、
二
〇
一
四
（。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
主
要
な
理
論
的
立
場
に
は
、
以
下
の
七
つ
が
あ
る
（
堀
川
、
二
〇
一
二
（。

㈠　

被
害
構
造
論
（
被
害
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
の
解
明
（

㈡　

受
益
圏
・
受
苦
圏
論
（
被
害
の
分
布
形
態
と
解
決
［
不
］
可
能
性
の
解
明
（

㈢　

生
活
環
境
主
義
（
生
活
保
全
の
論
理
の
あ
ぶ
り
出
し
（

㈣　

社
会
的
ジ
レ
ン
マ
論
（
環
境
破
壊
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
分
析
（

㈤　

コ
モ
ン
ズ
論
（
環
境
管
理
の
「
担
い
」
の
仕
組
み
の
解
明
（

㈥　

社
会
的
リ
ン
ク
論
（
関
わ
り
の
全
体
性
の
回
復
へ
の
道
筋
の
解
明
（

㈦　

環
境
的
正
義
論
（
誰
が
環
境
被
害
を
受
け
て
い
る
の
か
の
解
明
（

　

紙
幅
の
制
約
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
概
述
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
が
、
上
述
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
日
本
の
環
境
社
会
学
を
、
い
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か
に
分
析
す
る
の
か
。
項
を
改
め
て
、
本
論
文
が
援
用
す
る
分
析
概
念
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

㈡　

分
析
概
念
と
し
て
の
「
制
度
化
」

　

冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
日
本
の
環
境
社
会
学
会
は
世
界
最
大
の
環
境
社
会
学
会
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
実
は

ほ
と
ん
ど
世
界
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
会
員
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
論
文
が
、
日
本
語
と
い
う
非
常
に
マ
イ
ナ
ー
な
言
語
で
書
か
れ

て
い
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
（H

orikaw
a, 2016

（。
組
織
と
し
て
発
展
・
定
着
し
、

世
界
初
の
環
境
社
会
学
専
門
学
術
誌
（『
環
境
社
会
学
研
究
』（
を
刊
行
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
ら
れ
て
い
な
い
と
は
一
体

ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

本
論
文
で
は
、
分
析
の
た
め
の
道
具
と
し
て
、
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
（Philip Selznick, 1919

︲2010

（
の
「
制
度
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

（institutional approach

（
を
導
入
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
の
諸
概
念
を
日
本
の
行
政
分
析
の
た
め
に
鍛
え
直
し
た
西

尾
隆
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
加
味
す
る
（
西
尾
、
一
九
八
八
（。
鍵
概
念
と
な
る
の
は
「
組
織
」「
制
度
」「
制
度
化
」
で
あ
る
。

　
「
組
織
」（organization

（
と
は
、
目
的
遂
行
の
た
め
の
合
理
的
装
置
で
あ
り
、「
自
由
に
処
分
可
能
〔expendable

〕
で
、
あ
る

仕
事
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
に
設
え
ら
れ
た
理
性
的
道
具
」（Selznick, 1957: 5

（
で
あ
る（3
（

。
一
言
で
い
う
な
ら
、
目
的
遂
行
の

た
め
の
合
理
的
装
置
だ
ろ
う
。
大
学
を
例
に
と
れ
ば
（
西
尾
、
一
九
八
八
：
一
〇
（、
組
織
と
は
理
事
会
と
教
職
員
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
制
度
」（institution

（
は
「
社
会
的
ニ
ー
ズ
と
圧
力
の
自
然
の
産
物
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、〔
外
部
環
境
に
〕

反
応
し
順
応
す
る
有
機
体
」（Selznick, 1957: 5

（
を
い
う
。
こ
れ
も
一
言
で
い
え
ば
、
組
織
さ
れ
た
集
団
も
し
く
は
確
立
さ
れ
た

慣
行
で
あ
る
。
先
の
例
え
を
使
う
な
ら
、
理
事
会
と
教
職
員
に
、
学
生
と
地
域
住
民
な
ど
を
加
え
た
も
の
が
、
制
度
に
あ
た
る
（
西

尾
、
一
九
八
八
：
九
（。「
組
織
」
と
「
制
度
」
と
い
う
、
似
て
い
る
が
異
な
る
概
念
（
図
２
（
を
用
い
れ
ば
、
理
事
会
の
繁
栄
と
い

う
組
織
的
成
功
が
、
必
ず
し
も
学
生
の
学
力
向
上
と
い
う
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
制
度
（
の
成
功
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
弁
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別
可
能
に
な
る
（
西
尾
、
一
九
八
八
：
一
〇
（。

　

で
は
、「
制
度
化
」（institutionalization

（
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。「
制
度
化
と
は
過0

程0

で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
を
経
る
に
つ
れ
、
あ
る
組
織
に
お
こ
る
も
の
で
、
そ
の
組
織
特
有
の
歴
史
、
そ
の
構
成
員
、
内
部
の
諸
グ

ル
ー
プ
、
形
成
さ
れ
た
既
得
権
益
、
そ
の
組
織
が
環
境
に
い
か
に
順
応
し
て
き
た
か
の
軌
跡
を
反
映
し
て
い
る
」（Selznick, 1957: 

16; 

傍
点
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
（
で
あ
る
。「
道
具
的
役
割
を
期
待
さ
れ
た
組
織
が
、
環
境
と
の
相
互
作
用
を
繰
返
し
な
が
ら
、
次

第
に
有
機
体
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
ゆ
く
過
程
が
『
制
度
化 institutionalization

』
で
あ
」
り
、「
不
用
に
な
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
簡
単
に
は
捨
て
去
れ
な
い
よ
う
な
〝
価
値
〟
を
帯
び
る
に
従
い
、
そ
の
組
織
は
制
度
化
の
度
合
い
を
強
め
て
く
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
」（
西
尾
、
一
九
八
八
：
一
一
〜
一
二
（
と
西
尾
も
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
定
義
で
最
も
重
要
な
点
は
、
あ
る
組
織
が
、
意0

図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

変
質
し
て
い
く
過
程
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
事
実
、
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
も
「
こ
の
定
義
で
も
っ

と
も
重
要
な
意
義
は
、『
制
度
化
す
る
』
と
い
う
こ
と
が
、
課
題
解
決
の
た
め
に
必
要
な
技
術
的
要
件
を
超
え
た
『
価
値
を
帯
び
る
』

こ
と
で
あ
る
」（Selznick, 1957: 17

（
と
述
べ
て
い
る
。
目
的
達
成
の
た
め
の
道
具
に
過
ぎ
な

い
は
ず
の
組
織
が
、
社
会
と
の
相
互
作
用
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
次
第
に
独
自
の
価
値
を
も
ち

始
め
、
道
具
を
超
え
る
存
在
に
な
っ
て
い
く
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
が
、「
制
度
化
」
と
い
う
概

念
を
創
出
し
た
際
の
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
の
問
い
で
あ
っ
た（4
（

。

　

西
尾
隆
は
、
こ
の
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
の
問
い
と
概
念
規
定
を
引
き
受
け
つ
つ
、
よ
り
精
緻
化
す

る
た
め
の
理
論
的
工
夫
を
施
す
。
そ
れ
が
「
内
部
へ
の
制
度
化
」
と
「
外
部
へ
の
制
度
化
」
だ
。

西
尾
は
、
制
度
化
に
は
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
存
在
す
る
と
い
う
。

　

一
方
は
内
部
環
境
と
の
交
流
に
よ
っ
て
組
織
そ
れ
自
体
が
有
機
体
た
る
制
度
に
成
長
し
て
ゆ
く

組
織

制
度

（備考）西尾（1988：8-15）の内容を堀川が
　　　咀嚼して作図。

図２　「組織」と「制度」の関係
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方
向
で
あ
り
、
他
方
は
外
部
の
制
度
環
境
（
こ
れ
が
ま
さ
に
社
会
体
制
と
い
う
有
機
体
で
あ
る
（
が
組
織
を
そ
の
中
に
融
解
さ
せ
て
ゆ
く
方

向
で
あ
る
。
前
者
を
〝
自
己
イ
メ
ー
ジ
〟
な
い
し
〝
性
格
〟
の
確
立
過
程
と
み
る
な
ら
ば
、
後
者
は
外
部
の
異
質
な
他
者
に
よ
る
組
織
の
組

み
込
み
な
い
し
包
摂
の
過
程
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、「
制
度
化
」
と
は
自
律
と
依
存
と
い
う
一
見
相
矛
盾
す
る
契
機
を

内
包
す
る
と
こ
ろ
の
過
程
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
人
が
職
を
得
て
社
会
人
と
し
て
巣
立
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
自
律
化
で
あ
る
と
共
に
依
存

化
で
あ
る
ご
と
く
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
同
時
進
行
的
で
あ
る
。（
西
尾
、
一
九
八
八
：
一
二
（

　

セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
に
お
い
て
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
制
度
化
」
の
二
つ
の
方
向
性
を
、
西
尾
は
明
確
に
区
分
す
る
。

「
内
部
へ
の
制
度
化
」
と
は
「
内
部
環
境
の
価
値
を
体
現
し
つ
つ
自
ら
の
同
一
性
を
確
立
し
て
ゆ
く
過
程
」
で
あ
り
、「
外
部
へ
の
制

度
化
」
と
は
「
外
部
環
境
と
価
値
を
交
換
し
つ
つ
相
互
の
関
係
を
深
め
て
ゆ
く
過
程
」（
西
尾
、
一
九
八
八
：
一
二
（
で
あ
る
。
本
論

文
で
は
、
西
尾
の
定
義
を
加
味
し
た
「
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
＝
西
尾
」
概
念
を
援
用
し
て
、
日
本
に
お
け
る
環
境
社
会
学
が
実
質
的
に
展

開
さ
れ
て
き
た
環
境
社
会
学
会
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

三
．　
「
公
害
」
か
ら
「
環
境
」
へ
―
―
日
本
に
お
け
る
環
境
社
会
学
の
誕
生
と
展
開

㈠　

住
民
運
動
研
究
と
そ
の
不
全
感

　

日
本
の
環
境
社
会
学
は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
展
開
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
問
い
は
、
学
と
し
て
の
日

本
の
環
境
社
会
学
が
い
か
に
誕
生
し
、
自
ら
の
学
会
組
織
を
立
ち
上
げ
、
制
度
化
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
、
本
稿
の
問
題
意
識
に

も
と
づ
く
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
文
脈
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
る
問
い
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
以
降
、
日
本
は
激
し
い
環
境
問
題
を
経
験
し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
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た
当
時
の
社
会
学
者
に
は
、「
環
境
社
会
学
」
と
い
う
言
葉
は
お
ろ
か
、
研
究
す
る
枠
組
み
す
ら
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
研
究
者
が
、
頼
る
べ
き
概
念
・
理
論
も
な
く
、
相
談
で
き
る
同
じ
専
門
の
研
究
者
も
い
な
い
状
況
下
で
、
自
ら
の
専
門
領
域

の
概
念
や
理
論
を
あ
て
は
め
て
分
析
し
よ
う
と
苦
闘
し
て
い
た
。
専
用
の
ツ
ー
ル
が
な
い
中
、
自
ら
の
学
問
領
域
の
ツ
ー
ル
で
代
用

し
て
そ
の
場
を
凌
ぐ
孤
立
無
援
の
探
究
で
あ
っ
た
。

　

一
例
と
し
て
、
あ
る
地
域
社
会
学
者
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
彼
は
環
境
破
壊
に
抗
議
す
る
運
動
を
、「
住
民
運
動
」
と
名
付
け
て
分

析
し
よ
う
と
し
た
。
汚
染
源
の
工
場
周
辺
に
住
む
住
民
が
行
な
う
運
動
で
あ
っ
た
か
ら
、「
住
民
運
動
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
は

間
違
い
で
は
な
い
が
、
環
境
汚
染
・
健
康
被
害
に
苦
し
む
現
場
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
描
く
の
に
最
適
の
概
念
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
孤

立
無
援
の
研
究
を
強
い
ら
れ
て
き
た
社
会
学
者
た
ち
に
、
曲
が
り
な
り
に
も
結
節
点
が
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
前
進
で
は
あ
っ
た
も

の
の
、
当
時
は
、
そ
れ
で
分
析
す
る
よ
り
他
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
環
境
破
壊
を
告
発
す
る
運

動
を
初
め
て
学
問
の
対
象
と
し
た
こ
と
と
、
労
働
運
動
の
単
な
る
一
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
か
ら
「
住
民
運
動
」
と
い
う

概
念
自
体
が
誤
謬
で
あ
る
と
し
て
無
視
し
た
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
学
へ
の
批
判
と
い
う
、
二
つ
の
意
義
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
。

　

だ
か
ら
彼
は
、
他
の
研
究
者
た
ち
同
様
、
不
全
感
を
も
っ
て
い
た
。
目
の
前
で
展
開
さ
れ
る
同
時
代
の
現
象
を
観
察
・
分
析
し
よ

う
に
も
、
不
全
感
の
累
積
は
、
新
た
な
言
葉
（
枠
組
み
（
へ
の
希
求
と
な
っ
て
い
く
。「
住
民
運
動
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
で
は
、

到
底
、
掬
う
こ
と
の
で
き
な
い
側
面
が
あ
る
と
不
全
感
を
も
つ
社
会
学
者
た
ち
、
言
い
換
え
れ
ば
「
住
民
運
動
」
と
い
う
名
付
け
方

で
は
最
も
核
心
的
な
部
分
が
描
け
な
い
と
直
感
し
た
彼
ら
こ
そ
、
後
に
環
境
社
会
学
者
と
な
っ
て
い
く
最
初
の
者
た
ち
で
あ
っ
た

（H
orikaw

a, 2014

（。
彼
ら
は
、
そ
の
核
心
を
描
こ
う
と
す
る
過
程
で
「
公
害
」
と
い
う
言
葉
に
辿
り
着
き
、「
公
害
の
社
会
学
」
を

専
攻
す
る
者
と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
公
害
」
と
い
う
語
に
は
、
公
共
財
で
あ
る
環
境
を
私
企
業
が
汚
染
し
、

公
衆
に
危
害
を
加
え
て
い
る
こ
と
を
厳
し
く
告
発
す
る
語
感
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
被
害
者
が
置
か
れ
た
状
況
が
「
理
不
尽
で
不
条
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理
」（
寺
田
、
二
〇
一
六
：
九
五
（
で
あ
っ
た
こ
と
を
概
念
化
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
住
民
運
動
」
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
リ

ア
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

し
か
し
、
台
頭
し
て
き
た
新
た
な
学
問
領
域
は
「
公
害
の
社
会
学
」
で
あ
っ
て
、
未
だ
「
環
境
社
会
学
」
で
は
な
か
っ
た
。
環
境

汚
染
の
問
題
の
質
が
産
業
公
害
か
ら
、
徐
々
に
生
活
公
害
や
地
球
環
境
問
題
へ
と
変
化
し
て
い
く
中
で
、
公
害
の
社
会
学
者
た
ち
は
、

今
度
は
「
公
害
」
と
い
う
用
語
に
も
不
全
感
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
社
会
学
文
献
の
タ
イ
ト
ル
に
お
け
る
「
公
害
」
と
い
う

用
語
の
使
用
頻
度
は
、「
環
境
」
に
比
し
て
圧
倒
的
多
数
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
中
盤
に
は
逆
転
し
、「
環
境
」
の
使
用
頻
度

が
優
位
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
そ
の
証
左
で
あ
る
（
堀
川
、
一
九
九
九
ｂ
：
二
一
三
（。
新
（
一
九
七
六
（
の
よ
う
に
「
環
境
社
会
学
」

と
い
う
用
語
も
試
論
的
に
提
起
さ
れ
て
は
い
た
が
十
分
に
は
展
開
さ
れ
ず
に
い
た
。
つ
ま
り
、
い
ま
だ
「
ポ
ス
ト
公
害
の
社
会
学
」

期
で
は
あ
っ
て
も
、
新
た
な
名
付
け
に
は
な
お
、
試
行
錯
誤
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
環
境
社
会
学
の
開
拓
者
の
一
人
で
あ
るRiley D

unlap

ら
の
「
環
境
社
会
学
」（Catton and D

unlap, 

1978a, 1978b; D
unlap and Catton, 1979

（
と
い
う
言
葉
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
九
六
〇
年
代
の
散
発
的
か
つ
孤
立
し
た
営
み
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
「
公
害
の
社
会
学
」
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
一
九
九
〇

年
代
初
め
に
ア
メ
リ
カ
の
環
境
社
会
学
と
出
会
っ
て
「
環
境
社
会
学
」
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
証
言
と
し
て
、
日
本

の
環
境
社
会
学
を
代
表
す
る
論
者
で
あ
っ
た
舩
橋
晴
俊
が
、
海
外
の
若
い
研
究
者
に
乞
わ
れ
て
語
っ
た
回
想
談
が
あ
る
。

　

自
分
が
環
境
社
会
学
を
や
る
と
決
意
し
た
の
は
、
四
〇
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
四
〇
歳
に
な
っ
て
か
ら
、
環
境
社
会
学
を
や
る
と
心
に

決
め
ま
し
た
。
私
た
ち
が
大
学
院
生
の
と
き
に
は
、
環
境
社
会
学
と
い
う
教
科
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。
環
境
社
会
学
の
学
会
も
あ
り
ま
せ
ん
。

雑
誌
も
あ
り
ま
せ
ん
。
講
義
も
あ
り
ま
せ
ん
。
何
に
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
は
一
九
七
四
年
に
修
士
論
文
を
書
き
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に

は
、
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
に
は
環
境
社
会
学
と
い
う
言
葉
も
何
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
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で
す
か
ら
当
然
、
最
初
か
ら
「
環
境
社
会
学
」
を
や
る
つ
も
り
で
は
な
い
で
す
ね
。
あ
る
段
階
か
ら
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
環

境
社
会
学
だ
と
気
づ
い
た
ん
で
す
ね
。
一
九
八
五
年
に
『
新
幹
線
公
害
』
と
い
う
本
を
出
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
私
は
三
七
歳
ぐ
ら
い

だ
っ
た
か
な
。
そ
の
本
に
は
環
境
社
会
学
と
い
う
言
葉
は
一
度
も
使
わ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
…
〔
後
略
〕
…
。（
舩
橋
、
二
〇
一
六
：
三

〇
〜
三
一
（

　

畳
み
か
け
る
よ
う
な
短
い
セ
ン
テ
ン
ス
と
、
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
「
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
否
定
形
が
、
孤
立
無
援
で
あ
っ
た

当
時
の
状
況
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
同
時
に
、
新
し
い
言
葉
へ
の
気
づ
き
に
よ
っ
て
，
自
ら
の
天
命
と
言
う
べ
き
研
究
領
域
を
発
見

し
た
幸
福
感
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
軌
跡
を
、
古
川
彰
は
「
地
域
社
会
学
や
社
会
運
動
論
の
成
果
と
し

て
世
に
問
わ
れ
た
も
の
が
、
…
〔
中
略
〕
…
、〔
一
九
〕
九
〇
年
代
に
な
っ
て
環
境
社
会
学
の
著
作
と
い
う
新
し
い
意
味
付
与
を
も
っ

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
古
川
、
二
〇
〇
四
：
四
二
、〔　

〕
内
の
補
足
は
引
用
者
（
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ

リ
カ
の
環
境
社
会
学
と
出
会
う
は
る
か
以
前
か
ら
、
日
本
に
は
環
境
問
題
に
取
り
組
む
知
的
蓄
積
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
一
九
九
〇

年
代
に
な
っ
て
「
環
境
社
会
学
の
著
作
」
と
再
定
義
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
の
環
境
社
会
学
的
研
究
は
、
公
害
問
題
に
取
り
組
む
中
か
ら
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
。
既
存
の
社
会
学
理
論

が
構
築
し
て
き
た
諸
概
念
や
理
論
装
置
を
応
用
し
て
、
自
然
科
学
と
は
異
な
る
分
析
方
法
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
自
ら
の
存
在
を
確

立
し
よ
う
と
し
て
き
た
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

㈡　

環
境
社
会
学
会
の
組
織
化
過
程

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
の
は
、
日
本
に
お
け
る
学
問
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

環
境
社
会
学
の
史
的
展
開
過
程
で
あ
っ
た
。
で
は
、
学
会
組
織
と
し

0

0

0

0

0

0

て
の
0

0

日
本
の
環
境
社
会
学
は
い
か
に
展
開
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
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一
九
八
八
年
一
〇
月
九
日
の
日
本
社
会
学
会
で
の
公
募
テ
ー

マ
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
環
境
問
題
」（
於
東
北
大
学
（、
そ
れ
に
翌
一

九
八
九
年
一
〇
月
二
一
日
の
「
環
境
問
題
と
環
境
政
策
」
セ
ッ

シ
ョ
ン
（
於
早
稲
田
大
学
（
の
成
功
と
熱
気
が
、
全
国
的
な
研
究

組
織
と
し
て
の
「
環
境
社
会
学
研
究
会
」
設
立
の
機
運
を
準
備
し

て
い
く
。
呼
び
か
け
に
応
じ
た
五
三
名
が
、
一
九
九
〇
年
五
月
一

九
日
、
法
政
大
学
多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
「
環
境
社
会
学
研

究
会
」
を
発
足
さ
せ
た
。
よ
う
や
く
全
国
の
公
害
問
題
に
関
心
を

も
つ
研
究
者
の
集
う
場
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。

　

設
立
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
の
一
九
九
二
年
に
は
会
員
が
一
〇
〇
名
を
超
え
、
研
究
会
は
「
環
境
社
会
学
会
」
へ
と
発
展
し
た
（
一

九
九
二
年
一
〇
月
（。
一
九
九
三
年
七
月
に
は
、
学
会
設
立
を
記
念
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
ジ
ア
社
会
と
環
境
問
題
」（
於
東

京
都
立
大
学
（
を
開
催
す
る
が
、
こ
れ
は
学
会
が
短
期
間
に
国
際
シ
ン
ポ
を
主
催
す
る
力
量
を
蓄
え
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、

一
九
九
五
年
に
は
世
界
初
の
環
境
社
会
学
に
特
化
し
た
専
門
学
術
誌
『
環
境
社
会
学
研
究
』
を
創
刊
す
る
ま
で
に
い
た
る
（
図
３
（。

二
〇
一
六
年
四
月
一
日
の
時
点
で
、
会
員
数
は
五
七
一
名
を
数
え
、
環
境
社
会
学
領
域
で
は
お
そ
ら
く
世
界
最
大
の
学
会
組
織
と

な
っ
て
い
る
。
日
本
の
環
境
社
会
学
は
着
実
に
組
織
的
基
盤
を
確
立
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
堀
川
、
二
〇
〇
九
（。
短
期

間
に
組
織
を
確
立
し
、
多
く
の
会
員
を
集
め
る
に
い
た
っ
た
環
境
社
会
学
会
の
組
織
化
過
程
は
、
た
と
え
ば
災
害
社
会
学
会
が
参
考

に
し
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
成
功
モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
と
目
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
本
当
に
そ
れ
は
「
成
功
モ
デ
ル
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
組
織
化
の
過
程
で
、
日
本
の
環
境
社
会
学
が
得
た
も
の
は
何
だ
っ

た
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
失
っ
た
も
の
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

孤立した学的営み

公害→環境（’73）

環境社会学研
究会に集結（’90）

学会へ（’92）
学会誌創刊（’95）

1960s

1970s

1980s

1990s

2000s

1950s

公
害

環
境

（備考）堀川作図。

図３　環境社会学の生成と勃興
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四
．　

環
境
社
会
学
会
の
「
制
度
化
」

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
環
境
社
会
学
は
激
し
い
環
境
破
壊
に
直
面
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
常
に
被
害
に
着
目
し
て
き
た
。

被
害
を
細
か
く
分
節
化
し
、
人
間
生
活
の
何
が
破
壊
さ
れ
た
の
か
、
開
発
の
利
益
が
誰
に
も
た
ら
さ
れ
、
被
害
は
誰
に
押
し
つ
け
ら

れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
学
的
営
み
で
あ
る
。
飯
島
伸
子
の
被
害
構
造
論
、
鳥
越
皓
之
ら
の
生
活
環
境
主
義
、
舩

橋
晴
俊
ら
の
受
益
圏
・
受
苦
圏
論
と
い
っ
た
諸
理
論
を
産
み
出
し
て
き
た
こ
と
も
（
飯
島
、
一
九
八
四
〔
一
九
九
三
〕、
鳥
越
・
嘉
田
編
、

一
九
八
四
、
舩
橋
・
他
、
一
九
八
五
（、
す
で
に
触
れ
た
。

　

こ
こ
で
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
＝
西
尾
の
「
制
度
化
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
日
本
の
環
境
社
会
学
会
に
適
用
し
て
み
た
と
き
、
一
体
、
何
が
見

え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
個
々
の
理
論
の
内
容
を
説
明
・
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
環
境
社
会
学
会
の
組
織
化
過
程
に
特
化

し
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

一
九
九
一
年
五
月
、
環
境
社
会
学
研
究
会
第
三
回
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
、
あ
る
若
手
研
究
者
が
研
究
報
告
を
行
な
う
。
新
進
気
鋭

の
大
学
院
生
に
よ
る
、
環
境
意
識
を
測
定
し
よ
う
と
し
た
計
量
調
査
の
分
析
で
あ
っ
た
。
学
会
報
告
の
手
順
を
踏
ま
え
た
手
堅
い
報

告
は
、
恙つ
つ
がな

く
進
行
し
、
終
わ
っ
た
か
に
見
え
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
報
告
に
対
し
て
、
フ
ロ
ア
の
一
部
か
ら
は
強
い
「
違
和
感
」
が
表
明
さ
れ
た
。「
強
い
違
和
感
が
あ
り
ま
す
」
と

い
う
、
強
い
表
現
で
話
し
始
め
た
あ
る
発
言
者
は
、
人
び
と
の
環
境
意
識
を
数
量
的
に
測
定
し
う
る
と
い
う
報
告
者
の
価
値
前
提
自

体
を
執
拗
に
問
題
に
し
、「
環
境
問
題
の
解
決
に
必
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ド
ラ
イ
で
非
人
間
的
な
指
標
や
尺
度
を
作
る
こ
と
で

は
な
い
」
と
手
厳
し
か
っ
た
。

　

こ
の
報
告
者
と
フ
ロ
ア
と
の
や
り
取
り
は
、
学
会
で
の
あ
り
ふ
れ
た
光
景
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
そ
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
ベ
テ
ラ
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ン
研
究
者
が
若
手
の
研
究
報
告
に
文
句
を
つ
け
る
、
お
馴
染
の
光
景
と
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
は
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
、
な
ぜ
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
発
言
が
問
う
た
も
の
が
、
測
定
の
精
度

0

0

0

0

0

で
は
な
く
、
価
値
0

0

だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
な
ぜ
、
反
論
0

0

や
異
論
0

0

で
は
な
く
、
違
和
感

0

0

0

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、「
よ
り
有
効
な
や
り
方
」

の
提
案
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
な
ぜ
、
研
究
の
成
果
0

0

で
も
初
期
条
件

0

0

0

0

で
も
な
く
、
価
値
前
提

0

0

0

0

を
問
題
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

異
な
る
価
値
観
が
併
存
す
る
こ
の
世
界
に
お
い
て
、
価
値
前
提
自
体
を
問
題
視
す
る
そ
の
発
言
は
、「
神
々
の
闘
争
」
を
呼
び
起
こ

す
だ
け
で
は
な
い
の
か
。

　

こ
の
場
面
は
、
組
織
と
し
て
の
環
境
社
会
学
会
が
、「
制
度
化
」
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
あ
り
ふ
れ
た
光
景
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
環
境
社
会
学
会
が
組
織
と
し
て
成
立
し
、
次
第
に
強
い
環
境
問
題
解
決
指
向
と
い
う
価
値
観
・
倫
理
観
を
共

有
す
る
に
い
た
り
、
そ
れ
と
は
異
質
な
価
値
観
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
解
釈
す
べ
き
場
面
な
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
こ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
「
そ
の
後
」
を
見
て
み
よ
う
。
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
二
カ
月
後
、
学
会
の

ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
に
寄
稿
し
た
当
の
報
告
者
は
、
酷
評
さ
れ
た
こ
と
へ
の
悔
し
さ
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
な
感
想
を

綴
っ
て
い
る
。

　
　

今
回
の
報
告
で
は
い
ろ
い
ろ
と
不
手
際
が
あ
り
、
勉
強
不
足
も
痛
感
し
て
い
る
。
し
か
し
、
尺
度
化
を
ま
っ
た
く
諦
め
た
わ
け
で
は
な
い

し
、
数
理
計
量
か
ら
「
転
向
」
す
る
気
も
（
い
ま
の
と
こ
ろ
（
な
い
。
環
境
問
題
を
危
惧
し
解
決
を
目
指
そ
う
と
す
る
気
持
ち
は
他
の
環
境

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社
会
学
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
と
か
わ
ら
な
い
つ
も
り
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
Ｈ
．Ｋ
．、
一
九
九
一
年
七
月
、「『〝
環
境
問
題
関
心
度
〟
尺
度
の
構
成
に
つ

い
て
』
を
報
告
し
て
」『
環
境
社
会
学
研
究
会
ニ
ュ
ー
ス
・
レ
タ
ー
』
第
三
号
、
一
一
頁
、
傍
点
引
用
者
（

　　

引
用
は
、「
解
決
を
目
指
そ
う
」
と
い
う
「
気
持
ち
」
が
、
学
会
報
告
の
出
来
栄
え
に
つ
い
て
の
重
要
な
評
価
基
準
に
な
っ
て
い
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た
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。

　

孤
立
し
た
研
究
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
場
と
し
て
創
出
さ
れ
た
環
境
社
会
学
会
と
い
う
組
織
に
、
環
境
問
題
の
解
決
と
い
う
価
値

観
が
注
入
さ
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
学
会
員
の
思
考
を
形
づ
く
っ
て
い
く
。
そ
れ
と
異
な
る
も
の
は
、
論
理
的

0

0

0

批
判
で
は
な
く
倫
理
的

0

0

0

批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
る
。「
気
持
ち
で0

」
評
価
さ
れ
る
／
「
気
持
ち
が0

」
評
価
さ
れ
る
学
問
と
は
、
価
値
の
共
同
体
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
環
境
社
会
学
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
学
会
以
外
で
も
論
理
的
に
は
可
能
だ
が
、
環
境
社
会
学
の
専
門
家
で
あ
る
と

い
う
制
度
的
承
認
を
、
学
会
抜
き
で
得
る
こ
と
は
実
際
の
と
こ
ろ
困
難
で
あ
ろ
う
。
若
手
の
研
究
者
が
環
境
社
会
学
の
専
門
家
た
ろ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
事
実
上
、
環
境
社
会
学
会
と
無
縁
で
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
研
究
者
自
立
の
た
め
の
制
度

的
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
環
境
問
題
を
研
究
す
る
個
々
の
研
究
者
に
、
議
論
を
す
る
場
を
提
供
し
、
専
門
家
と
し
て
の
制
度
的
承
認

を
与
え
る
と
い
う
「
道
具
的
役
割
を
期
待
さ
れ
た
組
織
」
が
、「
次
第
に
有
機
体
と
し
て
の
性
格
を
強
め
」、「
簡
単
に
は
捨
て
去
れ

な
い
よ
う
な
〝
価
値
〟
を
帯
び
る
」（
西
尾
、
一
九
八
八
：
一
一
〜
一
二
（
に
い
た
る
。
環
境
社
会
学
会
は
も
は
や
自
由
に
処
分
可
能

な
（expendable

（
道
具
で
は
な
く
、
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
が
い
う
意

味
で
「
制
度
化
」
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
学
会
組
織
が
一
定
の
価
値
を
帯
び
、
あ
る
特
定
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
以
外
を
非
制
度
的
、
す
な
わ
ち
非
公
式
で
慣
習
的
な
や

り
方
に
よ
っ
て
排
除
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
こ
と

な
の
で
は
な
い
か
。
日
本
の
環
境
社
会
学
会
だ
け
が
制
度
化
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
お
よ
そ
学
会
組
織
は
す
べ
か
ら
く
同
様
な

制
度
化
過
程
を
経
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
―
―
こ
の
よ
う
な

疑
問
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。
そ
し
て
そ
の
疑
問
は
も
っ
と
も
な

1960s

1970s

1980s

1990s

2000s

1950s

公
害

環
境

組織化過程

制度化過程

（備考）堀川作図。

図４　組織化と制度化過程の進行
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も
の
で
あ
る
。

　

疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
西
尾
の
導
入
し
た
「
内
部
へ
の
制
度
化
」
概
念
を
援
用
し
て
み
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
内
部
へ
の
制
度
化
」
と
は
「
内
部
環
境
の
価
値
を
体
現
し
つ
つ
自
ら
の
同
一
性
を
確
立
し
て
ゆ
く
過
程
」（
西
尾
、
一
九
八
八
：
一

二
（
で
あ
っ
た
。
比
喩
的
に
い
い
直
せ
ば
、「〝
自
己
イ
メ
ー
ジ
〟
な
い
し
〝
性
格
〟
の
確
立
過
程
」（
西
尾
、
一
九
八
八
：
一
二
（
だ
。

学
会
組
織
は
お
ろ
か
、「
何
に
も
な
か
っ
た
の
で
す
」（
舩
橋
、
二
〇
一
六
：
三
〇
（
と
い
う
状
況
で
、
学
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
っ

た
研
究
者
た
ち
が
よ
う
や
く
に
し
て
出
会
っ
た
場
所
が
「
環
境
社
会
学
研
究
会
」
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
環
境
社
会
学
の

パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
飯
島
伸
子
が
、
公
害
研
究
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
い
か
に
苦
労
を
し
た
の
か
、
宮
内
泰
介
が
証
言
し
て
い
る
。

　

飯
島
伸
子
さ
ん
が
か
つ
て
こ
う
言
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。「
大
学
院
生
時
代
に
ね
、
社
会
学
で
公
害
の
研
究
を
や
っ
て
い
る
、
と
珍

し
が
ら
れ
て
ね
。
他
の
研
究
室
か
ら
も
見
に
来
ら
れ
ま
し
た
」〔
。〕
公
害
の
研
究
な
ん
て
、
社
会
学
が
扱
う
べ
き
題
材
で
は
な
い
、
と
い
う

風
潮
が
大
学
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
言
葉
に
、
飯
島
さ
ん
の
若
い
こ
ろ
の
悔
し
さ
が
に
じ
み
出
て
い
た
気
が
す
る
。（
宮
内
、
二
〇
〇

二
：
一
三
七
、〔　

〕
内
の
補
足
は
引
用
者
（

　
「
公
害
の
研
究
な
ん
て
、
社
会
学
が
扱
う
べ
き
題
材
で
は
な
い
」
と
い
う
「
風
潮
」
の
中
で
味
わ
っ
た
「
悔
し
さ
」
が
、
学
会
組

織
を
設
立
す
る
機
運
を
下
支
え
し
、
そ
し
て
よ
う
や
く
に
し
て
出
会
っ
た
仲
間
た
ち
―
―
そ
こ
で
進
行
し
て
い
た
「
制
度
化
」
過
程

は
、
環
境
社
会
学
と
い
う
学
問
領
域
の
専
門
性
を
他
の
社
会
学
諸
学
会
に
認
め
さ
せ
る
た
め
の
同
一
性
を
確
立
し
て
ゆ
く
過
程
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
環
境
社
会
学
研
究
会
に
集
っ
た
研
究
者
た
ち
が
長
年
、
直
面
し
て
き
た
問
題
と
は
、
水
俣
病
や
足

尾
鉱
毒
と
い
っ
た
公
害
問
題
の
被
害
者
が
救
済
も
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
続
け
る
よ
う
な
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。
先
の
飯
島
も
、
水

俣
病
や
薬
害
ス
モ
ン
の
研
究
現
場
に
立
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
・
彼
ら
が
問
う
た
「
被
害
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、
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一
般
的
な
問
い
で
は
あ
り
え
ず
、
法
学
や
医
学
、
あ
る
い
は
経
済
学
の
規
定
す
る
「
被
害
」
で
は
、
被
害
者
の
被
っ
た
被
害
や
苦
痛

の
全
体
像
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
の
だ
と
い
う
問
題
意
識
を
内
包
し
た
、
極
め
て
批
判
的
な
問
い
か
け
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
問
い
か
け

を
共
有
し
、「
同
一
性
を
確
立
し
て
ゆ
く
過
程
」
は
、
強
固
な
「
自
己
イ
メ
ー
ジ
」
を
形
成
す
る
こ
と
に
役
立
っ
た
半
面
、
そ
れ
は

強
い
価
値
規
範
を
成
員
間
に
形
づ
く
り
、
そ
の
研
究
活
動
を
見
え
な
い
形
で
強
く
規
定
し
て
い
く
。

　

そ
の
一
例
を
見
て
み
よ
う
。「
環
境
社
会
学
研
究
会
」
設
立
の
機
運
を
準
備
し
た
一
九
八
八
年
の
日
本
社
会
学
会
大
会
「
環
境
問

題
の
社
会
学
」
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
企
画
者
の
一
人
・
満
田
久
義
は
、
そ
の
と
き
の
様
子
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

飯
島
〔
伸
子
〕
先
生
と
私
〔
満
田
久
義
〕
は
、
共
同
し
て
一
九
八
八
年
の
日
本
社
会
学
会
大
会
で
「
環
境
問
題
の
社
会
学
」
と
い
う
公
募

セ
ッ
シ
ョ
ン
を
開
い
た
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
我
々
は
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
内
容
に
つ
い
て
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
。
私
が
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
タ
イ
ト
ル

に
つ
い
て
「
環
境
社
会
学
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
て
は
と
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
「
公
害
の
社
会
学
」
あ
る
い
は
「
環
境
問
題
の
社
会

学
」
を
主
張
し
た
。
そ
の
主
張
に
は
実
は
、
日
米
の
環
境
社
会
学
の
あ
り
方
の
相
違
、
と
く
に
日
本
の
環
境
社
会
学
の
特
異
性
が
隠
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

私
は
、〔
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
期
間
で
〕
コ
ー
ネ
ル
大
学
で
の
ア
メ
リ
カ
環
境
社
会
学
の
研
究
を
終
え
て
帰
国
し
た
後
で
、
何
と
か
日
本
に
も

新
し
い
学
問
領
域
と
し
て
の
「
環
境
社
会
学
（Environm

ental Sociology

（」
を
根
付
か
せ
た
い
と
い
う
熱
望
を
も
っ
て
い
た
。
…
〔
中

略
〕
…
。
そ
し
て
私
は
会
う
た
び
に
、「
環
境
問
題
の
社
会
学
」
の
限
界
を
主
張
し
て
、「
環
境
社
会
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
に
つ
い
て
論

じ
る
べ
き
だ
と
迫
っ
た
。
残
念
な
が
ら
私
の
考
え
は
、
当
時
の
日
本
環
境
社
会
学
会
で
は
、
必
ず
し
も
正
し
く
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。（
満

田
、
二
〇
〇
二
：
一
三
三
、〔　

〕
内
の
補
足
は
引
用
者
（

　　

こ
こ
に
は
、
激
烈
な
被
害
を
被
る
公
害
の
現
場
に
立
っ
て
研
究
し
て
い
て
も
、
社
会
学
界
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
か
ら
理
解
し
て

も
ら
え
な
い
少
数
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
飯
島
伸
子
が
、「
公
害
」
の
用
語
に
拘こ
だ
わっ

た
こ
と
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が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
環
境
社
会
学
の
潮
流
を
日
本
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
満
田
が
、
環

境
社
会
学
研
究
会
（
そ
し
て
そ
の
後
の
「
環
境
社
会
学
会
」（
で
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
無
念
ま
で
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

満
田
の
記
述
内
容
を
「
評
価
」
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
。
こ
こ
で
見
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
記
述
が
環
境
社
会

学
会
に
お
い
て
「
内
部
へ
の
制
度
化
」
過
程
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

少
数
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
は
、
組
織
と
し
て
の
環
境
社
会
学
会
の
生
成
と
展
開
に
と
っ
て
大
き
な
プ
ラ
ス
で

は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
、
集
団
内
部
で
醸
成
さ
れ
た
強
い
価
値
規
範
に
規
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
も

た
ら
し
た
。
研
究
の
成
果
の
評
定
で
は
な
く
、
価
値
前
提
を
執
拗
に
問
題
化
す
る
と
い
う
セ
ッ
シ
ョ
ン
風
景
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う

な
内
部
へ
の
制
度
化
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
一
般
的
な
制
度
化
の
姿
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
質
的
に
は

0

0

0

0

0

価
値
前
提

を
め
ぐ
る
対
立
で
は
あ
っ
て
も
、
通
常
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
主
題
化
さ
れ
意
図
的
に
争
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
種
の
対
立
は
、

形
式
的
に
は

0

0

0

0

0

、
デ
ー
タ
の
取
り
扱
い
の
瑕
疵
を
責
め
立
て
た
り
、
論
理
の
綻
び
を
指
弾
す
る
こ
と
を
通
し
て
争
わ
れ
る
。「
強
い
違

和
感
が
あ
り
ま
す
」
と
価
値
前
提
自
体
を
問
題
化
す
る
こ
と
を
明
示
的
に
、
戸
惑
い
も
な
く
発
言
す
る
こ
と
に
、
強
い
「
内
部
へ
の

制
度
化
」
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

五
．　

何
を
得
て
、
何
を
失
っ
た
の
か
―
―
制
度
化
の
帰
結
と
再
生
へ
の
展
望

　

で
は
、
日
本
の
環
境
社
会
学
は
学
会
組
織
的
成
功
に
よ
っ
て
何
を
得
て
、
制
度
化
し
た
た
め
に
何
を
失
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
何
を
得
た
の
か
」
へ
の
解
答
は
明
快
だ
。
環
境
社
会
学
は
、
学
会
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
組
織
的
安
定
を
背
景
に
し
て
、

活
発
な
研
究
活
動
が
展
開
さ
れ
、
社
会
学
界
内
部
で
の
学
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
に
成
功
し
た
。『
環
境
社
会
学
研
究
』
誌

の
創
刊
の
み
な
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
本（5
（

も
刊
行
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
し
、
英
文
に
よ
る
総
合
的
な
環
境
問
題
年
表
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で
あ
るA

 G
eneral W

orld E
nvironm

ental Chronology

（GW
EC Editorial W

orking Com
m

ittee, ed., 2014

（
の
刊
行
も
、

環
境
社
会
学
会
の
多
く
の
会
員
の
献
身
的
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
組
織
的
成
功
は
、
制
度
化
に
よ
る
代
償
も
伴
っ
て
い
た
。

　

第
一
に
、
日
本
の
環
境
社
会
学
は
、
異
な
る
価
値
観
を
排
除
し
て
、
理
論
的
に
は
痩
せ
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
。
学
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
初
期
の
過
程
で
、
公
害
と
い
う
日
本
の
激
烈
な
健
康
被
害
と
、
被
害
者
が
救
済
さ
れ
ず
「
放
置
」（
飯
島
・

渡
辺
・
藤
川
、
二
〇
〇
七
（
さ
れ
て
い
く
現
実
に
規
定
さ
れ
、
環
境
問
題
の
「
解
決
」
を
強
く
指
向
す
る
価
値
観
が
形
成
さ
れ
て
い

く
。
事
実
、
環
境
社
会
学
会
会
則
は
そ
の
第
二
条
に
お
い
て
「
本
会
は
、
環
境
社
会
学
の
研
究
に
携
わ
る
者
に
よ
る
研
究
成
果
の
発

表
と
相
互
交
流
を
通
し
て
環
境
に
関
わ
る
社
会
科
学
の
発
展
お
よ
び
環
境
問
題
の
解
決
に
貢
献
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
目
的
と
す
る
」（
傍
点

は
引
用
者
（
と
明
快
に
記
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
価
値
観
は
、
次
第
に
「
内
部
へ
の
制
度
化
」
に
よ
っ
て
強
固
な
も
の
と
な
り
、
会

員
の
指
向
と
探
究
課
題
を
規
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
内
部
へ
の
制
度
化
」
で
結
束
が
堅
い
組
織
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時

に
硬
直
化
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
、
海
外
の
研
究
動
向
一
般
に
対
し
て
無
関
心
な
態
度
を
も
た
ら
し
た
の
で

は
な
い
か（6
（

。
た
と
え
ば
、
日
本
の
環
境
社
会
学
草
創
期
に
は
、
さ
か
ん
に
ア
メ
リ
カ
の
「
Ｈ
Ｅ
Ｐ-

Ｎ
Ｅ
Ｐ
論
争
」（Catton and 

D
unlap, 1978b; D

unlap, 1997

（
が
紹
介
さ
れ
、
議
論
さ
れ
た
が
（
藤
村
、
一
九
九
六
、
谷
口
、
一
九
九
八
（、
以
後
、
ほ
と
ん
ど
海
外

の
諸
理
論
は
検
討
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
そ
れ
は
「
Ｈ
Ｅ
Ｐ-
Ｎ
Ｅ
Ｐ
論
争
」
が
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
促
そ
う
と
す
る
議
論
で
、
被

害
者
の
即
時
救
済
と
問
題
の
全
面
的
解
決
を
求
め
が
ち
な
日
本
の
環
境
社
会
学
に
馴
染
み
や
す
い
議
論
で
あ
っ
た
か
ら
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
価
値
は
、
激
烈
な
公
害
被
害
の
現
場
の
要
請
に
影
響
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
。
裏
腹

に
、
日
本
の
環
境
社
会
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
自
ら
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
適
合
す
る
も
の
以
外
に
は
無
関
心
で
、
ほ
と
ん
ど
フ
ォ
ロ
ー

も
研
究
も
さ
れ
て
き
て
は
い
な
い
。
ご
く
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
れ
た
「
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
近
代
化
論
」（Ecological 

M
odernization T

heory

（
は
現
状
改
良
主
義
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
、
日
本
で
は
事
実
上
、
無
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
が
、
異
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な
る
理
論
的
立
場
と
の
対
話
な
く
し
て
、
い
か
な
る
理
論
的
革
新
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
制
度
化
に
よ
っ
て
、
日
本
の
環

境
社
会
学
は
自
閉
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
問
題
解
決
に
「『
使
え
る
』
理
論
」
が
称
揚
さ
れ
、
学
際
性
が
指
向
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
被
害
と
は
何
か
」
と
い

う
日
本
の
環
境
社
会
学
の
初
発
の
問
い
が
忘
却
さ
れ
て
き
た
。
被
害
と
は
何
か
を
問
う
理
論
と
し
て
、
飯
島
伸
子
の
被
害
構
造
論
が

あ
っ
た
が
、
十
分
に
展
開
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
難
い
。「
加
害
︲
被
害
関
係
を
前
提
と
し
た
構
造
の
分
析
よ
り
も
、
む
し
ろ
加
害
︲

被
害
関
係
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
捉
え
直
す
視
点
」（
大
門
、
二
〇
〇
八
：
一
五
六
（
へ
と
力
点
が
移
動
し
て
い
く
に
つ
れ
、
被
害
に

つ
い
て
の
環
境
社
会
学
の
語
り
は
弱
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
被
害
の
総
体
は
、
経
済
的
補
償
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
の
だ
と
い
う

こ
と
を
理
論
的
に
語
ろ
う
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
日
本
の
環
境
社
会
学
は
、
結
果
的
に
、
原
発
再
稼
働
に
対
抗
す
る
言
説
を
持
ち
え

な
い
で
い
る
。
福
島
原
発
事
故
を
踏
ま
え
て
、「
被
害
」
を
ど
う
把
握
す
る
の
か
―
―
環
境
社
会
学
の
真
価
が
問
わ
れ
る
の
は
、
む

し
ろ
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

　
「
内
部
へ
の
制
度
化
」
に
よ
っ
て
自
閉
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
日
本
の
環
境
社
会
学
に
は
、「
ポ
ス
ト
３
・
11
社
会
」
あ
る
い
は

「〈
災
間
〉
の
思
考
」（
仁
平
、
二
〇
一
二
（
と
い
う
環
境
社
会
学
の
「
外
部
」
の
価
値
、
す
な
わ
ち
社
会
的
価
値
に
応
え
て
い
く
こ
と

が
欠
か
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
＝
西
尾
理
論
が
「
外
部
へ
の
制
度
化
」
と
呼
ぶ
位
相
こ
そ
が
、
日
本
の
環
境
社

会
学
の
再
生
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
福
島
原
発
事
故
を
受
け
て
脱
原
発
に
舵
を
切
っ
た
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
動
向

を
見
る
に
つ
け
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
の
も
た
ら
す
地
点
が
ど
こ
に
な
る
か
の
懸
念
を
孕
み
つ
つ
も
、「
外
部
へ
の
制
度
化
」
が
求
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
（　

本
論
文
は
、
堀
川
（
二
〇
一
三
（
お
よ
び
（
二
〇
一
六
（
を
ベ
ー
ス
に
、
そ
の
根
幹
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
通
底
し
て
い
る
も
の
の
、
松

本
三
和
夫
氏
（
東
京
大
学
（
お
よ
び
長
谷
川
公
一
氏
（
東
北
大
学
（
か
ら
の
建
設
的
批
判
を
得
て
、
大
幅
な
改
稿
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
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る
。
両
氏
に
特
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
論
文
の
内
容
に
誤
り
や
論
理
の
綻
び
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ひ
と

え
に
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。

（
2
（　

環
境
社
会
学
の
学
説
史
的
な
概
観
に
つ
い
て
は
、
堀
川
（
一
九
九
九
ｂ
、
二
〇
一
二
（、
関
（
二
〇
〇
五
（
を
参
照
せ
よ
。

（
3
（　

セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
の
い
く
つ
か
の
著
作
に
は
達
意
な
邦
訳
が
あ
る
が
す
で
に
絶
版
に
な
っ
て
久
し
い
。
こ
こ
で
の
和
訳
は
、
筆
者
独
自

の
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
訳
も
同
様
で
あ
る
。

（
4
（　

セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
の
「
制
度
化
」
論
は
、
組
織
論
に
お
け
る
「
意
図
せ
ざ
る
結
果
論
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う

し
た
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
の
組
織
論
に
お
け
る
理
論
的
貢
献
は
、
こ
の
「
制
度
化
」
概
念
に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
制
度
化
」
概
念
は
六
〇
年
の

時
を
経
て
な
お
、
有
効
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
近
の
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
理
論
の
再
検
討
の
潮
流
に
関
し
て
は
、K

raatz, 
ed.

（2015

（
を
参
照
。

（
5
（　

岩
波
書
店
の
「
岩
波
講
座
現
代
社
会
学
」
の
第
二
五
巻
と
し
て
『
環
境
と
生
態
系
の
社
会
学
』（
一
九
九
六
年
（
が
刊
行
さ
れ
た
の

を
始
め
と
し
て
、
東
京
大
学
出
版
会
の
「
講
座
社
会
学
」
の
一
冊
と
し
て
『
環
境
』（
第
一
二
巻
、
一
九
九
八
年
（、
有
斐
閣
「
講
座
環
境

社
会
学
」（
全
五
巻
、
二
〇
〇
一
年
（、
新
曜
社
「
シ
リ
ー
ズ
環
境
社
会
学
」（
全
六
巻
、
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
三
年
（
な
ど
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
。

（
6
（　

こ
の
点
は
、
長
谷
川
公
一
氏
の
指
摘
に
よ
る
。

　
文
献

新
睦
人
（
一
九
七
六
（「『
生
活
環
境
破
壊
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と
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何
か
：
環
境
社
会
学
へ
の
方
法
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的
序
説
」『
社
会
学
評
論
』
二
七
（
二
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二
一
〜
五
六
。
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藤
村
美
穂
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一
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社
会
学
と
エ
コ
ロ
ジ
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．ダ
ン
ラ
ッ
プ
の
理
論
の
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討
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環
境
社
会
学
研
究
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二
：
七
七
〜
九
〇
。
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舩
橋
晴
俊
（
一
九
八
九
（「『
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
』
と
し
て
の
環
境
問
題
」『
社
会
労
働
研
究
』
三
五
（
三
・
四
（：
二
三
〜
五
〇
。

―
―
―
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（
二
〇
一
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組
織
の
存
立
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両
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学
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東
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。
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