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社
会
生
態
学
者
と
は
何
か

　

社
会
生
態
学
と
は
ド
ラ
ッ
カ
ー
に

よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
学
問
だ
。
基
本

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
人
と
社
会
を
、

批
判
し
た
り
価
値
判
断
を
交
え
ず

に
、
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
」
に

よ
っ
て
い
る
。

　

そ
の
目
的
は
、「
変
化
を
見
つ
け

る
」
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
、
今
す

ぐ
に
、
誰
も
が
身
の
回
り
の
観
察
か

ら
ス
タ
ー
ト
で
き
る
の
が
あ
り
が
た

い
。

　

ま
ず
は
、
人
の
行
動
に
理
解
を
示

す
こ
と
、
こ
れ
が
は
じ
め
で
あ
る
。

誰
か
の
反
応
や
感
じ
方
に
純
粋
な
好

奇
心
を
持
つ
の
だ
。「
そ
れ
は
間

違
っ
て
い
る
」
と
か
、「
こ
う
あ
る

べ
き
だ
」
と
い
う
の
は
社
会
生
態
学

者
の
見
方
で
は
な
い
。

　
「
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
見
方
が

あ
る
の
か
」「
何
が
こ
の
人
に
こ
の

よ
う
な
行
動
を
取
ら
せ
て
い
る
の
だ

ろ
う
」
と
心
の
中
で
つ
ぶ
や
く
の
が

社
会
生
態
学
者
で
あ
る
。
人
が
奇
妙

な
行
動
を
取
っ
た
と
き
ほ
ど
、
好
奇

心
の
度
合
い
は
高
ま
っ
て
い
く
。

　

社
会
生
態
学
者
に
な
る
に
は
、
ま

ず
純
粋
な
気
持
ち
で
、「
違
う
こ
と
」

に
肯
定
的
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
変

化
は
よ
い
こ
と
な
の
だ
と
い
う
前
提

を
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　

科
学
者
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
さ

る
名
家
の
家
庭
教
師
を
し
て
い
た
と

き
、
子
ど
も
に
広
大
な
庭
園
に
舞
う

枯
れ
葉
を
二
枚
取
り
に
行
か
せ
て
、

二
つ
を
比
べ
、「
み
な
似
て
い
る
け

れ
ど
、
同
じ
葉
は
一
枚
も
な
い
の

だ
」
と
教
え
た
と
い
う
。

　

人
と
社
会
も
同
じ
だ
。

「
違
い
」
は
価
値
の
源
泉

　

違
う
こ
と
が
よ
く
な
い
と
す
る
な

ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
ど
こ
か
に
正
し

い
人
や
社
会
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
し

て
無
数
の
間
違
っ
た
人
や
社
会
が
あ

る
は
ず
だ
。
な
ら
ば
、
正
し
い
人
や

社
会
だ
け
残
し
て
、
間
違
っ
た
人
や

社
会
は
捨
て
て
し
ま
お
う
、
こ
の
考

え
に
一
直
線
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方

が
、
20
世
紀
の
社
会
を
も
の
す
ご
く

住
み
に
く
く
し
た
こ
と
だ
け
は
間
違

い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

　

社
会
生
態
学
者
に
な
る
こ
と
で
、

も
っ
と
柔
軟
な
見
方
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
。
み
ん
な
違
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
よ
い
こ
と
だ
。
い
や
、
よ
い
こ

と
で
あ
る
以
前
に
、
私
を
取
り
巻
く

あ
る
が
ま
ま
の
現
実
な
の
だ
。
私
た

ち
に
で
き
る
の
は
そ
れ
を
受
け
入
れ

る
こ
と
な
の
だ
。

　

違
い
や
変
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と

は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
擁
護
す
る
こ

と
で
は
な
い
。
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

人
の
生
き
方
が
あ
る
。
違
う
人
種
、

違
う
宗
教
、
違
う
性
格
…
…
、
人
に

そ
れ
を
す
す
め
る
必
要
は
な
い
。
一

方
で
、
批
判
す
る
必
要
も
な
い
。

　

社
会
生
態
学
者
と
し
て
生
き
て
い

こ
う
と
決
め
る
と
、
無
駄
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
使
わ
な
く
な
る
。
そ
し
て
、

あ
る
が
ま
ま
の
生
命
の
源
に
近
づ
い

て
い
け
る
気
持
ち
に
な
っ
て
い
く
。

知
覚
の
知
ら
れ
ざ
る
力

　

社
会
生
態
学
は
知
覚
を
大
切
に
す

る
。

　
「
な
ぜ
あ
の
と
き
に
ぴ
ん
と
き
て

動
け
た
の
だ
ろ
う
」
―
―
。

　

人
に
は
な
ぜ
か
理
由
は
説
明
で
き

な
い
け
れ
ど
、
わ
か
る
こ
と
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
外
部
の
世
界
を
ト
ー
タ
ル

に
感
じ
取
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

こ
れ
を
知
覚
の
作
用
と
い
う
。
知
覚

は
い
わ
ゆ
る
直
感
や
霊
感
で
は
な

い
。
対
象
の
か
た
ち
を
見
て
、
そ
の

印
象
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
だ
。

　

た
と
え
ば
人
の
表
情
な
ど
が
そ
れ

に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
喜
怒
哀
楽
な
ど

は
表
情
を
見
れ
ば
誰
で
も
あ
る
程
度

は
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と

を
社
会
に
対
し
て
も
行
っ
た
の
が
、

知
覚
を
重
視
し
た
社
会
生
態
学
者
ド

ラ
ッ
カ
ー
だ
っ
た
。

　

だ
が
、
と
き
に
私
た
ち
の
多
く

は
、
知
覚
の
教
え
る
印
象
に
耳
を
貸
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そ
う
と
し
な
い
。
そ
ん
な
理
屈
で
証

拠
だ
て
ら
れ
て
い
な
い
あ
や
し
い
も

の
で
結
論
を
出
せ
る
わ
け
が
な
い
と

思
う
。

　

逆
に
言
う
と
、
現
代
人
は
論
理
的

思
考
に
よ
っ
て
し
か
正
解
は
出
な
い

と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
何

ら
か
の
論
理
的
実
証
を
経
な
い
も
の

は
信
じ
る
に
値
し
な
い
と
自
分
自
身

を
日
々
熱
心
に
説
得
し
続
け
て
い
る

の
が
私
た
ち
な
の
だ
。

　

し
か
し
、
知
覚
は
あ
て
に
な
る
。

こ
の
こ
と
を
認
め
さ
え
す
れ
ば
、
観

察
者
と
し
て
の
腕
は
め
き
め
き
と
上

が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
知
覚
の
作
用

を
自
ら
の
武
器
に
し
な
が
ら
、
論
理

的
思
考
も
取
り
入
れ
れ
ば
、
最
高
の

観
察
者
に
な
る
条
件
と
し
て
は
十
分

で
あ
る
。

知
覚
を
活
用
す
る
方
法

　

知
覚
を
活
用
す
る
の
に
慣
れ
て
い

な
い
な
ら
、
ま
ず
観
察
対
象
を
決
め

て
、
静
か
に
意
識
を
傾
け
る
こ
と

だ
。
そ
れ
は
何
で
も
い
い
。
街
ゆ
く

車
の
デ
ザ
イ
ン
で
も
、
渋
谷
の
人
波

の
表
情
で
も
、
電
車
内
の
中
吊
り
広

告
で
も
い
い
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
目
を
働
か
せ
て
、
口

を
閉
じ
る
こ
と
だ
。
目
か
ら
入
っ
て

く
る
印
象
に
神
経
を
集
中
さ
せ
る
こ

と
だ
。
何
か
感
想
を
言
い
た
く
な
っ

て
も
そ
れ
を
が
ま
ん
し
、
い
ろ
い
ろ

な
か
た
ち
や
色
が
目
に
入
っ
て
く
る

に
任
せ
る
。

　

た
っ
た
そ
れ
だ
け
だ
。
そ
れ
を
何

度
も
繰
り
返
す
。
や
が
て
、
観
察
対

象
自
身
が
、
あ
な
た
に
語
り
か
け
る

よ
う
に
感
じ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

ド
ラ
ッ
カ
ー
は
日
本
画
を
鑑
賞
す

る
こ
と
で
、
こ
の
知
覚
の
力
を
養
っ

て
い
た
。

　

日
本
人
は
知
覚
の
民
で
あ
る
と
彼

は
述
べ
、
高
く
評
価
し
て
く
れ
て
い

た
。
だ
か
ら
、
あ
な
た
や
私
に
も
、

知
覚
を
養
い
利
用
す
る
力
は
十
分
に

備
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
今
日
か
ら
知

覚
を
育
て
て
み
よ
う
。

　

次
に
何
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き

か
、
あ
る
い
は
距
離
を
置
く
べ
き
か

わ
か
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
世
界
を
複
雑
に
す
る
よ
り

も
、
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
を
単
純
に

受
け
入
れ
る
ほ
う
が
は
る
か
に
簡
単

で
あ
る
。

言
葉
が
世
界
を
広
げ
て
く
れ
る

　

社
会
生
態
学
を
志
す
者
に
と
っ

て
、
言
葉
こ
そ
は
最
高
の
善
で
あ

り
、
最
高
の
武
器
で
あ
る
。

　

多
く
の
人
は
自
分
の
限
界
を
自
分

で
設
定
し
て
い
る
。「
世
の
中
は
こ

の
よ
う
な
も
の
だ
」「
前
か
ら
そ
う

決
ま
っ
て
い
る
ん
だ
」「
自
分
に
は

で
き
な
い
」
な
ど
の
言
葉
で
そ
の
限

界
は
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
言
葉
が
私
た
ち
の
意

識
を
形
成
す
る
強
力
な
道
具
で
あ
る

こ
と
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
度

そ
れ
が
で
き
な
い
と
思
い
込
む
と
、

自
分
の
言
葉
で
設
定
し
た
意
識
の
壁

を
乗
り
越
え
る
の
は
と
て
も
む
ず
か

し
く
な
る
。

　

反
対
に
言
え
ば
、
言
葉
を
知
る
こ

と
で
、
世
界
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き

る
の
も
確
か
だ
。
新
し
い
言
葉
、
美

し
い
言
葉
を
自
分
の
世
界
に
引
き
込

ん
で
い
く
。
こ
れ
は
信
じ
ら
れ
な
い

ほ
ど
効
果
的
な
世
界
を
広
げ
る
方
法

で
あ
る
。

読
書
の
効
用

　

あ
り
あ
わ
せ
の
言
葉
で
広
い
世
界

を
狭
く
す
る
必
要
は
な
い
。
多
く
の

場
合
、
思
考
の
限
界
は
言
葉
の
限
界

だ
。
言
葉
の
リ
ス
ト
を
え
ん
え
ん
と

増
や
し
て
い
く
こ
と
で
、「
世
界
は

こ
う
い
う
も
の
だ
」
と
い
う
思
い
込

み
や
固
定
観
念
ま
で
崩
れ
て
い
く
。

　

や
は
り
人
生
の
味
わ
い
や
機
微
を

教
え
て
く
れ
る
の
が
、
読
書
で
あ

る
。
言
葉
で
世
界
を
広
げ
る
王
道
で

あ
り
、
い
ち
ば
ん
簡
単
な
練
習
方
法

だ
。

　

ド
ラ
ッ
カ
ー
の
お
気
に
入
り
の
書

斎
に
は
、
経
営
書
や
ビ
ジ
ネ
ス
書
は

ほ
ぼ
な
く
、
文
学
、
哲
学
、
芸
術
関

係
の
書
物
で
書
棚
は
埋
め
尽
く
さ
れ

て
い
た
。

　

特
に
文
学
だ
（
彼
の
書
物
の
タ
イ

ト
ル
が
―
―
た
と
え
ば
、『
経
済
人

の
終
わ
り
』『
断
絶
の
時
代
』『
新
し

い
現
実
』
な
ど
な
ど
―
―
と
て
も
文

学
的
に
洗
練
さ
れ
た
語
感
を
持
っ
て

い
た
の
は
、
読
書
の
趣
味
も
反
映
し

て
い
る
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
）。

　

小
説
や
詩
の
世
界
は
、
私
た
ち
の

限
ら
れ
た
視
野
や
期
待
に
別
の
人
生

か
ら
の
光
を
当
て
て
く
れ
る
。
自
分

の
世
界
の
限
界
か
ら
抜
け
出
す
最
初

の
一
歩
は
、
小
説
を
手
に
取
る
こ
と

か
も
し
れ
な
い
。

　

い
き
な
り
重
た
い
小
説
で
は
負
担

に
な
る
な
ら
、
短
編
小
説
か
ら
入
る

の
も
い
い
だ
ろ
う
。
ヘ
ッ
セ
や

デ
ィ
ッ
ケ
ン
ズ
、
吉
田
兼
好
、
芥
川

龍
之
介
な
ど
の
国
や
時
代
の
違
う
短

い
作
品
を
何
度
も
味
読
し
て
み
る
と

い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

あ
る
程
度
の
年
に
な
る
と
、
速
読

よ
り
も
、
ゆ
っ
く
り
と
読
む
ほ
う
が

い
い
。
と
に
か
く
言
葉
の
温
泉
に

ゆ
っ
た
り
と
つ
か
る
よ
う
に
、
心
を

の
び
や
か
に
す
る
こ
と
だ
。

　

自
分
の
世
界
の
限
界
は
単
な
る
言

葉
の
癖
だ
と
知
る
こ
と
だ
。
昔
の
癖

が
出
そ
う
に
な
る
と
、
別
の
人
生
か

ら
そ
れ
を
眺
め
て
み
る
こ
と
だ
。


