
〈
特

集

「
環

境

と

共

生
」

３

〉

環
　

境
　

と
　

共
　

生

―
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か
ら
―

一
　

問
　
　

題

キ
リ
ス
ト
教
思

想
は
、
現
代

の
環
境
危
機
や
共

生
と

い
っ
た
課
題

に
対

し

て
、

い
か
な
る
有
効
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
有
し
て

い
る
の

か
。
本
論
文
で

は
、

こ

の
問

い
に
対
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
思

想
研
究

の
立
場

か
ら
考
察

を
行

っ
て

み

た
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
思
想

に
お
い
て

は
、
一
九
七
〇

年

代
よ
り
、
環
境
や
共
生

に
関
し
て

多
く
の
議
論
が

な
さ
れ
て
き
て

お
り
、

そ

れ

は
、
宗

教
哲
学
的
あ

る
い
は
組
織
神

学
的
考
察

か
ら
、
聖
書
学
、

キ
リ
ス

ト
教
思
想
史
的
研
究
、
そ
し
て
倫

理
的
実
践
神
学
的
議
論
（
政
治
的
経
済

的

な
問
題
を
含
む
）
ま
で
、
多
岐

に
わ
た
り
、
さ
ら

に
、
そ
こ
に
参
加
す

る
思

想
家
や
研
究
者
と
し
て
は
、

ロ
ー
マ

ー
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
か
ら
、
プ

ロ
テ

ス

タ
ン
ト
諸
教
派
、
そ
し
て
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
諸
教
会
ま
で
、
多
様
な
立
場
の

者
が
含
ま
れ
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
全
体
を
概
観
す
る
だ
け
で
も
、

芦
　
名
　
定
　
道

そ
れ
は
き

わ
め
て

困
難
な
作
業
と
な
る
。
そ
こ
で
、
本
論
文
で

は
、
こ
の
間
、

多
く
の
研
究
者

の
共

通
の
関
心
と
な
っ
て
き
た
テ
ー
マ
が
、
旧
約
聖
書
の
創

世
記
第
一
章

に
お
け

る
「
地

の
支
配
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
で
あ

っ
た
点
に
注

目
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

そ
も
そ
も
こ
の
「
支
配
」
と

は
何
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
点
を
明
確
化
す

る
こ
と
か
ら
、
議
論
を
始
め
る
こ
と

に
し
た

い
。
こ

れ

に
よ

っ
て
、

キ
リ

ス
ト
教

思
想
の
観
点
か
ら
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
性

に
つ

い
て
、
つ
ま
り
、
環
境

と
共
生

に
関
し
て
、
基
本
的

に
何
が
言

い
う
る

か
が
、
明
ら

か
に
な

る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
以
下

に
お
い
て
は
、
代

表
的
な
聖
書
テ
キ

ス
ト
を
引
用
し
つ
つ
（
引
用
は
、
日
本
聖
書
協
会
『
聖
書

新

共
同
訳
』
に
よ
る
）、
そ
れ

に
即
し
て
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

「
支

配

」

と

は
何

か

ま
ず
、
創
世
記

の
次
の
テ

キ
ス
ト
の
検
討

か
ら
議
論
を
始
め
る
こ
と
に
し



よ
う
。

神
は
言
わ
れ
た
。
「
我

々
に
か
た
ど

り
、
我

々
に
似
せ
て
、
人
を

造

ろ
う
。
そ
し
て
海
の
魚

、
空
の
鳥
、
家
畜
、
地
の
獣
、
地
を
這

う
も
の

す
べ
て
を
支
配
さ
せ
よ

う
。
」
神

は
御
自
分

に
か
た
ど

っ
て

人
を
創
造

さ
れ
た
。
神
に
か
た
ど

っ
て
創
造
さ
れ
た
。
男

と
女
に
創
造
さ
れ

た
。

神
は
彼
ら
を
祝
福
し
て
言

わ
れ

た
。
「
産

め
よ
、
増
え
よ

、
地
に
満
ち

て
地
を
従
わ
せ
よ
。
海

の
魚
、

空
の
鳥

、
地
の
上
を
這

う
生
き
物
を
す

べ
て
支
配

せ
よ
。
」
（
創
世
記
一
章
二
六
－

二
八
節
）

こ

の
テ
キ
ス
ト
は
、

モ
ー
セ
五
書
の
資

料
仮
説

に
お
い
て
Ｐ
資

料
（
祭
司

資
料
、
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
期
か
そ
れ
以
降
）
と
呼
ば
れ

る
も
の

に
属
し
て
い
る
が
、

し
ば
し
ば
そ
の
内
容
は
、
人
間
に
よ
る
大
地
や
生
き
物
の
支
配
を
、
神
が
公

認
し
た
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
解
釈

に
し
た
が

っ
て
、
現
代
の
環
境
破
壊
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
責
任
を
、
聖
書
の

創
造
論

に
ま
で
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
核
心
点

に
ま
で
遡
及
さ
せ
る

作
業
が
遂
行
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
キ
リ

ス
ト
教

に
対
す
る
厳
し
い
批
判
が
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
ま
ず
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、

近
年
キ
リ
ス
ト
教
あ
る
い
は
そ
の
思
想
研
究
自
体
が
、
自
ら
の
立
場
に
つ
い

て
の
批
判
的
な
自
己
点
検
を
徹
底
的
に
遂
行
し
、
そ
の
結
果
、
キ
リ
ス
ト
教
、

と
く
に
西

欧
近
代

の
キ
リ
ス
ト
教
が
、
現
代
の
環
境
破
壊
に
一
定
の
責

任
を

負
っ
て

い
る
こ
と
を
認

め
る
に
至

っ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
上
で

、
そ

こ
か
ら

の
脱
却

が
試
み

ら
れ
て

い
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で

は
、

こ

う
し

た
二
千
年

に
及
ぶ
創
造
論
解
釈

に
つ
い
て

歴
史

的
考
察
を
行
う

の
で

は

な

く

、

聖

書

の

テ

キ

ス

ト
自

体

か
ら

、

人

間

と

自

然
と

の
関

係

性

を

論

じ

る

こ

と

に

、

考

察

を
集

中

し

た

い

。

そ

こ

で

、

改

め
て

、

問

題

の

テ

キ

ス

ト

を

見

て

気

づ

く

の

は

、
「
支

配

」

が

、

神

に

か

た
ど

っ
て

人

間

が

創

造

さ

れ

た

こ

と

、

い
わ

ゆ

る

人

間

に

お
け

る

「
神

の

像

」
（
Ｉｍ
ａ
ｇ
ｏ
　
Ｄ
ｅ
ｉ
）

の

問

題

に

関

わ

っ

て

い

る

こ

と

で

あ
り

、

そ

し
て

、

こ

の
物

語

が

、

エ
デ

ン
の

園

に

お

け

る

堕
罪

に
先

行

し

て

い

る

点

で

あ

る
。

つ
ま

り

、

一

口

に

支

配

と

言

っ
て

も

、

創
造

物

語

の

こ

の
冒

頭

の

段

階
で

は
、

堕
罪

以

降

の

人

類

史

の

諸

問
題
－

殺

人

、

略

奪

、

戦
争

、

そ

し

て

環

境

破

壊

な

ど
Ｉ

は

、

ま

だ

登
場

し
て

お

ら

ず

、

こ

こ
で

意
図

さ

れ

て

い
る

の

は
、

他

の

生

命

体

に
比

較

し

て

、

人

間

の

独

自

性

あ

る

い

は
固

有

性

を

、

つ

ま

り

人

間

の

人
間

と

し

て

の
存

在

意

味

が

ど
こ

に

あ
る

の

か
を

、

神

と

の

関

わ

り

に

お

い

て
物

語

る
と

い
う

こ

と

な

の

で

あ

る
。

し

た

が

っ
て

、
「

支

配
」

を

環

境

破

壊

と

関

連

づ

け

る
前

に
、

古

代

イ

ス

ラ

エ

ル

に
お

け

る

「
支
配

」

の
意

味

に

つ

い
て

、

さ

ら

に

考
察

を

進

め
る

こ

と

が

必

要

に

な

る

。

こ

こ

で

は

、

古

代

の

王

権

の

問

題

を

取

り

上

げ

て

み

よ

う

。

と

い

う

の

も

、

古

代

人

に

と

っ
て

、
「
支

配

」

と

い
う

言

葉

の

意

味

を

理

解

す

る

際

の

重
要

な

モ
デ

ル
と

な

っ
た

の

は

、
「
王

権

」
、

つ

ま

り

、

「
王

に

よ

る

国

民

の
支

配

」

だ

っ

た

か

ら

で

あ

る
。

一

般

に

古

代

オ

リ

エ

ン

ト

の

王

権

は

専
制

君

主
的

で

あ

っ
た

と

言

わ

れ

る

が

、
旧

約

聖

書

を

見

る

限

り

、

古
代

イ

ス

ラ

エ

ル

に
お

い

て

は

、

周

辺

地
域

と

比

較

し

て

も

か

な

り
独

自

の

王
権

理

解
が

な

さ
れ

て

い

た

。

預

言

者

サ

ム
エ

ル
は

、

油

を

注
ぐ

と

い

う

王

の
即

位

儀

式

を

執

行

す

る

な

ど

、

サ

ウ

ル
王

、

そ

し

て

ダ

ビ

デ
王

の
即



位

に
直
接
関
与
し
た
代
表
的
な
預
言
者
で

あ
る
が
、
古
代
イ

ス
ラ

エ
ル
の
王

権

の
成
立

に
立
ち
会
う
中
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て

い
る
。

イ

ス
ラ

エ
ル
の
長
老
は
全
員
集
ま
り
、
ラ

マ
の

サ
ム
エ
ル
の
も
と

に

来
て
、
彼

に
申
し

入
れ
た
。
「
あ
な

た
は
既

に
年
を
取
ら

れ
、
息
子

だ

ち

は
あ
な
た
の
道

を
歩

ん
で

い
ま
せ

ん
。
今

こ
そ
、
ほ
か
の
す

べ
て

の

国

々
の
よ

う
に
、
我

々
の
た
め

に
裁
き

を
行

う
王

を
立
て

て
く

だ

さ

い
。
」

裁
き

を
行

う
王

を
与
え
よ
と

の
彼
ら

の
言

い
分

は
、
サ

ム
エ
ル

の
目

に
は
悪

と
映
っ
た
。
（
サ
ム
エ
ル
記
上
　
八
章
四－

六
節
）

と
こ
ろ
が
、
ア
ン
モ
ン
人
の
王

ナ
（

シ
ュ
が
攻
め
て
来
た
の
を
見
る

と
、
あ
な
た
た
ち
の
神
、
主
が
あ
な
た
た
ち
の
王

で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
『
い
や
、
王

が
我

々
の
上

に
君
臨
す

べ
き

だ
』

と

わ
た
し
（
サ

ム
エ
ル
、
引
用
者
補
足
）
に
要

求
し
た
。
（
同
書
二
一
章

二
一
節
）

以

上
よ
り
直
ち
に
わ
か
る
の
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
民
が
、
異
民
族
と
の

戦
争
を
乗
り
切
る
た

め
に
軍
事
指
導
者
と
し
て
王
を
求

め
た
こ
と
、
し
か
し
、

古
代

オ
リ

エ
ン
ト
的

な
王

に
つ

い
て
、

サ
ム
エ
ル
自
身

は
む
し
ろ
否
定
的
で

あ

っ
た
こ
と
で

あ
る
。

な
ぜ

な
ら
、

サ
ム
エ
ル
の
、
そ
し
て
王
権
成
立

に
先

立
つ
伝

統
的
な
イ
ス
ラ
エ
ル
の
考
え

に
よ
れ
ば
、
神

の
み
が
王

と
呼
ば
れ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で

あ
り

、
人
間
が
人
間

を
支
配
す

る
こ
と
は
正
し

く
な

い
か
ら
で
あ
る
（
=
反
王
権
思
想
）
。

こ
う
し
た
反

王
権
思
想
を
背
景
と
し
て

登
場

し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王

は
、

古
代

オ
リ

エ
ン
ト
の
王
の
よ
う
な
地
上

に
お
け

る
神
の
代
理
（
神
的
特
権
の

保
持
者
）
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
軍
事
指
導
者
あ
る
い
は
諸
部
族
の
利
害

の
調
停
者
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
点

か
ら
類
推
す
る
な
ら
ば
、

「
地
の
支
配
」
を
他
の
生
命
体
に
対
す

る
専
制
君
主
的

な
支

配
や
破
壊
的
な

行
為
と
解
す

る
の
は
適
切
で

は
な
い
こ
と

に
な
る
。
人
間

に
与
え
ら
れ
た
の

は
、
せ

い
ぜ

い
、
生
命
体
相
互
の
間
に
生
じ
た
争

い
を
調
停
し
（
＝
裁
く
）
、

環
境
の
保
全
に
努
め
る
役
割
―
神
の
像
に
ふ
さ
わ
し
い
責
任
を
果
た
す
こ

と
―
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
は
、
「
支
配
せ
よ
」
と
い
う
命
令

を
受
け

た
ア
ダ
ム
が
、
エ
デ
ン
の
園
で
何
を
行
っ
た
の
か
を
見
れ
ば
、
容
易

に
理
解
で
き

る
。
ア
ダ
ム
が
行

っ
た
の
は
、

エ
デ
ン
の
園

に
居
住
し
、
木
の

実

を
食
べ
な
が
ら
園
を
耕
し
、
そ
の
秩
序
を
守
る
こ
と
、
そ
し
て
、
他
の
生

き

物
に
名
前
を
付
け

る
こ
と
、
こ
れ

に
つ
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ

か
ら
、
現

代

の
環
境
破
壊
を
直
接
導
き
出
す
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
不
可

能
で
あ
ろ
う
。

三
　

支

配

か

ら

連
帯

へ

神
の
像

に
関
係
づ
け
ら
れ
た
「
支
配
」
が
、
環
境
破
壊
と
は
ほ
ど

遠
い
も

の
で
あ
る
こ
と

は
了
解
で
き
る
と
し
て
も

、
し

か
し

さ
ら

に
、
次
の
点
が
問

わ
れ
ね
ば

な
ら
な

い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
「
支
配
」

と
い
う
言
葉

の
使
用

は
、
そ

の
元
来

の
意
図

か
ら
引
き
離
さ
れ
、
専
制
君

主
的
で
暴
君
的
な
支
配

と
し
て
解

釈
さ
れ
る
余
地
を
残
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と

い
う
問
題
で

あ

る
。
こ

う
し

た
「
支
配
」
の
解
釈
は
、
創
世
記
の
文
脈

か
ら
切
り
離
し
て

テ
キ
ス
ト
を
読
む

な
ら
ば
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
お
け

る
「
支
配
」
と
は
、
戦
争
に
よ
る
征
服

（
カ
ー
バ

シ
ュ
）
、
他
人
を
支
配

す
る
権

威
・

生
存
の

た
め
の
農
業
経
済
と

し
て
の
家



畜

の
管
理
（
ラ
ー
ダ
ー
）
を
意
味
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

も
し
、
創
世
記
の
示
す
人
間
と
自
然
と
の
関
係
理
解
が
、
先
に
見
た
創
世
記

の
Ｐ
資
料
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
支
配
」

に
つ
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
聖
書

に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
る
キ
リ

ス
ト
教
思
想
に
は
、
現
代
の
環
境
や
共
生
の

問
題
に
対
し
て

、
積
極
的

に
語
り
う
る
も
の
は
、
何
も
存
在
し
な
い
、
と

い

う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
先
の
Ｐ
資
料
に
お
け
る
「
支
配
」
の
意

味

に
つ
い
て
の
議
論
自
体
か
ら
は
、
キ
リ

ス
ト
教
的
な
創
造
理
解
に
つ
い
て

の
消
極
的
な
弁
明
以

上
の
も
の
を
引
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関

し
て

指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
聖
書
に
お
い
て
人

間
と
自
然
と
の
関

係
を
考
え
る
際
の
モ
デ
ル
が
、
Ｐ
資

料
の
「
地
の
支
配
」

だ
け
で

は
な
い
、

と
い
う
点
で

あ
る
。
近
代
以
降

の
聖
書

に
関
す

る
学
問
的

研
究
―
―
聖
書
学
や
神
学
だ
け
で
な
く
、
哲
学
や
宗
教
学
に
い
た
る
ま
で

―
―
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
の
特
徴
は
、
周
辺
の
多

神
教
的
な
農
耕
文

化
に
基
づ
い
た
宗
教
（
自
然
の
豊
饒
や
生
産
性
を
崇
拝
す

る
自
然
宗

教
）

に
対
し
て

、
遊
牧
的
文

化
に
基
づ
い
た
反

自
然
的
な
歴
史
的

宗
教
で

あ
る
と

い
う
点
に
あ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て

キ
リ
ス
ト
教
も
こ
の
古
代

イ

ス
ラ

エ
ル
の

宗
教

と
同

様

に
、

歴
史

的

宗

教
で

あ

る

と
、

考
え

ら

れ

て
き

た
。
し

か
し

、
聖
書

自
体

を
詳
細
に
見
る
と
き
、
古
代
イ

ス
ラ

エ
ル
の

宗

教
を
理
解
す

る
上
で
、

自
然

と
歴
史
、
農
耕
と
遊
牧
、

と
い
う
二
分
法
に

単
純

に
依
拠
す

る
こ
と

は
適
当
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と

が
明
ら

か
に
な
る
。

と

い
う
の
も
、

エ
デ
ン
神
話

に
お
け

る
ア
ダ
ム
を
見

る
と
き
、
彼

は
農
民
の

姿
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
＝
小
農
民
ア
ダ
ム
）
―
―
そ
し
て
、
ア
ブ
ラ

ハ
ム
も
単
純
に
遊
牧
的
で
は
な
い
。
各
地
を
さ
す
ら
っ
た
末
に
、
つ
い
に
は

定
住
し
、
都
市

の
周
辺
に
居
住
し
、
農
耕
も
行
っ
て
い
る
Ｉ

。
次

に
引
用

す
る
Ｊ

資
料
（
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
資
料
、
ソ
ロ
モ
ン
王
朝
時
代
）
に
属

す
る
テ
キ
ス

ト
は
、
先

の
Ｐ

資
料
の
も
の
と
は
別

の
人
間
理
解
を
提
示
し
て

い
る
。

ま
た
土
を
耕
す
人
も
い
な
か
っ
た
。

主
な
る
神
は
、
土
（
ア
ダ
マ
）
の
塵
で
人
（
ア
ダ
ム
）
を
形
づ
く
り
、

そ
の
鼻
に
命
の
息
を
吹
き

人
れ
ら
れ
た
。
人
は
こ
う
し
て

生
き

る
者
と

な
っ
た
。

主

な
る
神

は
人
を
連
れ
て
来
て
、

エ
デ
ン
の
園

に
住
ま

わ
せ
、
人
が

そ
こ

を
耕
し

、
守
る
よ

う
に
さ
れ
た
。

主

な
る
神

は
、
野

の
あ
ら
ゆ
る
獣
、
空
の
あ
ら
ゆ
る
鳥
を
土
で
形
づ

く
り
、

人
の
と
こ
ろ
へ
持

っ
て
来
て
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
を
ど
う
呼
ぶ
か

見
て
お
ら

れ
た
。
人
が
呼

ぶ
と
、
そ
れ
は
す

べ
て
、

生
き

物
の

名
と

な
っ
た
。
（
創
世
記
二
章
五
、
七
、
一
五
、
一
九
節
）

こ
の
一
連
の
引
用

テ
キ
ス
ト
が
語

る
よ
う
に
、
ア
ダ
ム
（
＝
人
間
）

は
、

「
地
の
支
配
者
」

で
あ
る
ど
こ
ろ

か
、
他
の
生
命

体
と
同
様

に
、
土

か
ら
生

ま
れ
、
土
を
耕
し
―
―
「
耕
す
」
と
は
。
「
仕
え
る
」
「
働
く
」
を
意
味
す
る

ア
ー
バ
ド
か
ら
作
ら
れ
た
言
葉
―
―
、
土
に
帰
る
人
間
、
い
わ
ば
「
地
の

僕
」

と
し
て

の
人

間
に
他
な
ら
な

い
。
人
間
は
、
人
地

に
生
み
育
て
ら
れ
、

他
の
生
命
体

と
の
同
質
性

・
連
続
性

に
お
い
て

存
在
し
て

い
る

の
で
あ
り
、

人
地

を
汚
す
人
間

は
神
か
ら

そ
の
報
い
を
受
け
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た

人
間
と
人
地
、
そ
し

て
他
の
生
命
体
と
の
運
命

的
な
連
帯
性
は
、
ノ
ア
の
洪



水
物
語
で

一
つ
の
頂

点
に
達
す

る
こ
と
に
な
る
。
人
間
の
生
み

出
し
た
悪

は
、

人
間

の
み
で
は
な
く
、
大
地
を
汚
し
、
す
べ
て
の
生
き
物
を
巻
き
込
ん
た
大

災
害
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
と
く

に
注
目
し
た
い
の
は
、
聖
書
で
、

神
と
契
約
を
結
ぶ
の
は
人
間
た
げ
で
は
な

い
と

い
う
点
で
あ
る
。

「
わ
た
し
は
、
あ
な
た
た
ち
と
、
そ
し
て
後

に
続
く
子
孫
と
、
契
約
を

立
て

る
。
あ
な
た
た
ち
と
共

に
い
る
す

べ
て

の
生
き
物
、
ま

た
あ
な

た

た
ち
と
共

に
い
る
鳥
や
家
畜
や
地

の
す

べ
て

の
獣
な
ど
、
箱
舟

か
ら
出

た
す

べ
て

の
も

の
の
み

な
ら
ず
、
地

の
す
べ
て

の
獣

と
契

約
を

立
て

る
。
」
（
創
世
記
九
章
九
、
一
〇
節
）

洪
水
の
後

に
、
神
は
生
き
残

っ
た
ノ
ア
た
ち
と
契
約
を
結
ぶ
が
、
そ

の
際

に
、
家
畜
と
家
畜
以
外
の
生
き
物
が
、
神

の
契
約

の
当
事
者
と
し
て
位
置

づ

け
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
し

ば
し
ば
人
間
中
心
主
義
と
言
わ
れ

る
聖
書
の
契
約
思
想
―
―
そ
れ
が
人
間
た
け
を
神
と
の
契
約
の
当
事
者
で
あ

る
と
す
る
点
で
―
―
自
体
が
、
人
間
と
他
の
生
命
体
と
の
連
帯
と
い
う
観
点

か
ら
解

釈
可

能
で

あ
る
こ

と
を
示
唆
す

る
も
の
と
言
え
よ

う
。

キ
リ
ス
ト
教
思

想
が
、
今

日
、
環

境
や
共
生
に
つ
い
て

、
積
極

的
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
発
し
よ
う
と
す

る
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
人
間
と
自
然

の
関
係

理
解

に
お
い
て
、
こ
の
「
地
の
僕
」
モ
デ
ル
を
再
評
価
す
る
こ
と
―
―
よ
り
厳
密

に
は
、
「
地
の
支
配
」

モ
デ
ル
と

「
地
の
僕
」

モ
デ
ル
が
並
置

さ
れ
て

い
る

こ
と
の
意
義
を
再
評
価
す
る
こ
と
―
―
が
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

「
神
の
像
」
と
い
う
人
間
の
独
自
性

（
そ
れ

に
基

づ
く
責
任
性

）
の
文
脈

に

あ
る
「
地
の
支
配
」
と
、
自
然
と
の
連
帯
性
・
連
続
性
を
意
味
す

る
「
地
の

僕
」
と

い
う
、
二
つ
の
異
な

っ
た
思
考
方
法

を
、
一
つ
の
実
践
に
お
い
て

結

び
つ
け
具
体
化
す
る
と
い
う
、
新
た
な
問
題
へ
と
つ
な
が

っ
て
ゆ
く
。
宗
教

思
想

に
つ

い
て
大
切
な
の

は
、
論
理
的
な
一
貫
性
を
求
め
る
あ
ま
り
、
多
様

な
思
想
を
一
つ
の
モ
デ
ル
に
一
元
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
表
面
的

に
は
競
合
す
る
諸
モ
デ
ル
の
複
数
性
を
正

当
に
取
り
扱
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

四

む

す

び

以
上
よ
り
、
人
間
の
固
有
性
と
自
然
と
の
連
続
性
と
の
両
面
を
保
持
し
つ

つ
、
環
境
や
共
生
を
論
じ

る
こ
と
が
、
今
後
の
キ
リ

ス
ト
教
思
想
に
と
っ
て

重
要

な
課
題
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
実
際
、

キ
リ
ス
ト
教
が
環
境
や

共
生

に
つ
い
て
何
を
語
り
得

る
の

か
は
、
こ
う
し

た
課
題
を
遂
行
す
る
中
に

お

い
て
は
じ
め
て

十
分
な
意
味
で
議
論
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
こ
う
し
た
責
任
性
と
連
帯
性
を
一
つ

の
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
に
お
い
て

表

現
し
た
も
の

と
し
て
、
預

言
者
イ

ザ
ヤ
の
言
葉
を
取
り
上

げ

る
こ

と
に

よ

っ
て
、
む
す
び
と
し
た

い
。

狼

は
小
羊
と
共

に
宿

り
／

豹

は
子
山
羊
と
共

に
伏
す
。
子
牛

は
若
獅

子
と
共

に
育
ち
／

小

さ
い
子
供
が
そ
れ
ら
を
導
く
。
牛
も
熊
も
共

に
草

を
は
み
／

そ

の
子

ら
は
共
に
伏
し
／

獅
子
も
牛
も
ひ
と
し
く
干
し
草
を

食
ら
う
。
乳
飲
み
子

は
毒
蛇
の
穴

に
戯
れ
／

幼
子

は
蝮

の
巣

に
手
を
入

れ
る
。

わ
た
し

の
聖

な
る
山

に
お
い
て

は
／

何
も
の
も
害
を
加
え
ず
、

滅
ぼ
す

こ
と
も

な
い
。

水
が
海
を
覆

っ
て
い
る
よ
う
に
／

大
地

は
主
を

知
る
知
識
で
満

た
さ
れ
る
。
（
イ
ザ
ヤ
書
十
一
章
六－

九
節
）



こ

の

テ

キ

ス

ト

で

は

、

現

実

の

動

物

相

互

の

関

係

性

と

は

異

な

る

い

わ

ば

不

思

議

な

動

物

の

相

互

関

係

（

共

生

？

）

が

終

末

的

ヴ

ィ

ジ

ョ

ン

と

し

て

描

か

れ

て

い

る

。

注

目

す

べ

き

は

、

こ

う

し

た

動

物

の

中

に

描

か

れ

た

「

子

ど

も

」

の

姿

と

、

神

を

知

る

知

識

で

満

た

さ

れ

た

大

地

の

存

在

で

あ

る

。

イ

ザ

ヤ

の

終

末

的

ヴ

ィ

ジ

ョ

ン

に

登

場

す

る

こ

の

「

子

ど

も

」

の

姿

か

ら

、

自

然

の

他

の

生

命

体

と

連

帯

し

つ

つ

、

自

ら

に

課

せ

ら

れ

た

責

任

を

果

た

す

人

間

の

お

り

方

を

読

み

と

る

こ

と

は

、

決

し

て

不

適

当

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、

無

垢

な

る

超

越

的

な

も

の

へ

と

開

か

れ

た

子

ど

も

、

こ

の

子

ど

も

に

は

、

他

の

動

物

を

導

く

知

恵

が

宿

っ

て

お

り

、

そ

の

知

識

こ

そ

が

、

大

地

を

調

和

の

内

に

包

み

込

ん

で

い

る

か

ら

で

あ

る

。

も

し

、

こ

れ

を

エ

コ

ロ

ジ

カ

ル

な

知

恵

と

呼

ぶ

こ

と

が

で

き

る

と

す

る

な

ら

ば

、

ま

さ

に

こ

う

し

た

知

恵

こ

そ

が

、

現

代

世

界

に

お

い

て

、

環

境

や

共

生

を

考

え

る

上

で

、

真

に

必

要

と

さ

れ

て

い

る

も

の

な

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

（

―

）
　

こ

う

し

た

キ

リ

ス

ト

教

思

想

に

お

け

る

エ

コ

ロ

ジ

ー

を

め

ぐ

る

錯

綜

し

た

議

論

に

関

し

て

、

次

の

論

文

集

は

適

切

な

全

体

像

を

提

示

し

て

い

る

。

Ｄ

ｉｅ

ｔ
ｅ
ｒ

　
Ｔ

，
　

Ｈ

ｅ

ｓ
ｓ
ｅ

ｌ
　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｒ

ｏ

ｓ
ｅ
ｍ

ａ

ｒ
ｙ

　
Ｒ

ａ

ｄ

ｆ
ｏ
ｒ

ｄ

　
Ｒ

ｕ

ｅ

ｔ
ｈ
ｅ

ｒ

　（

ｅ

ｄ
ｓ

・
）
,　

Ｃ

ｈ
ｒ

ｉｓ
・

ｔ
ｉ
ａ
ｎ

ｉ
ｔｙ

　
ａ
ｎ

ｄ

　
Ｅ

ｃ
ｏ

ｌｏ
ｇ
ｙ

・
　

Ｓ
ｅ
ｅ

ｋ
ｉ
ｎ
ｇ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｗ

ｅ
ｌ
ｌ
-
Ｂ

ｅ

ｉｎ

ｇ

　
ｏ

ｆ

　
Ｅ

ａ
ｒ

ｔ
ｈ

　
ａ
ｎ

ｄ

　
Ｈ

ｕ
-

ｍ

ａ
ｎ

ｓ

，
　

Ｈ

ａ

ｒ
ｖ

ａ
ｒ

ｄ

　

Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ

ｒ
ｓ

ｉ
ｔ
ｙ

　
Ｐ

ｒ
ｅ

ｓ
ｓ

，
　
２

０
０

０
．

（

２

）
　

こ

の

観

点

か

ら

キ

リ

ス

ト

教

へ

の

批

判

的

問

題

提

起

を

行

っ

た

先

駆

者

と

し

て

、

リ

ン

・

ホ

ワ

イ

ト

が

挙

げ

ら

れ

る

。

彼

の

キ

リ

ス

ト

教

批

判

は

、

『

機

械

と

神

』

（

み

す

ず

書

房

）

の

邦

訳

を

通

し

て

、

日

本

で

も

広

く

知

ら

れ

て

い

る

が

、

リ

ン

・

ホ

ワ

イ

ト

の

議

論

の

内

容

が

、

エ

コ

ロ

ジ

ー

の

問

題

を

超

え

た

射

程

を

持

つ

点

に

つ

い

て

は

、

次

の

小

論

を

参

照

。

安

田

治

夫

「

リ

ン

・

ホ

ワ

イ

ト

再

考

」

（

『

福

音

と

世

界

』

一

九

九

五

年

四

月

号

、

新

教

出

版

社

）

（

３

）
　

リ

ン

ー

ホ

ワ

イ

ト

以

降

の

論

争

の

経

過

を

理

解

す

る

に

は

、

パ

ス

モ

ア

、

リ

ー

ト

ケ

、

モ

ル

ト

マ

ン

な

ど

の

一

巡

の

議

論

を

辿

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

が

、

次

の

モ

ル

ト

マ

ン

の

著

書

は

。

こ

う

し

た

キ

リ

ス

ト

教

神

学

に

お

け

る

議

論

の

到

達

点

の

一

つ

と

し

て

位

置

づ

け

る

こ

と

が

き

る

で

あ

ろ

う

。

Ｊ
ｉ
ｉ
ｒ
ｇ

ｅ

ｎ

　
Ｍ

ｏ

ｌ
ｔ
ｍ

ａ
ｎ

ｎ
,

　
Ｇ

ｏ

ｔ
ｔ
　
ｉ

ｎ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ

ｆ
ｕ

ｎ
ｇ
.

　
Ｏ

ｋ
ｏ

ｌｏ
ｇ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　
Ｓ

ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆ
ｕ

ｎ

ｇ

ｓ
・

ｌｅ

ｈ
ｒ
ｅ

，
　
Ｃ

ｈ
ｒ

・
 Ｋ

ａ

ｉ
ｓ
ｅ
ｒ
,
　

１
９
８

５
.

（

４

）
　

ヒ

ー

バ

ー

ト

は

、

注

（

Ｉ

）

で

紹

介

し

た

論

文

集

に

収

め

ら

れ

た

次

の

論

文

に

お

い

て

、

Ｐ

資

料

の

創

造

論

の

解

釈

史

を

短

く

振

り

返

っ

た

後

に

、

そ

れ

を

現

代

の

環

境

論

の

中

で

再

解

釈

す

る

と

い

う

提

案

を

行

っ

て

い

る

。

Ｔ

ｈ
ｅ

ｏ

ｄ

ｏ

ｒ
ｅ

　

Ｈ

ｉ
ｅ

ｂ
ｅ

ｒ
ｔ
,
　

Ｔ

ｈ

ｅ

　

Ｈ

ｕ

ｍ

ａ
ｎ

　

Ｖ

ｏ
ｃ

ａ

ｔ
ｉｏ

ｎ
:

　

Ｏ

ｒ

ｉｇ

ｉｎ

ｓ

　
ａ

ｎ

ｄ

　

Ｔ

ｒ
ａ

ｎ

ｓ
-

ｆ
ｏ

ｒ
m
a

ｔ
ｉｏ

ｎ

ｓ

　

ｉｎ

　

Ｃ

ｈ

ｒ
ｉｓ

ｔ
ｉａ

ｎ

　

Ｔ

ｒ
ａ

ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ

ｎ
ｓ

，
　

ｉｎ
:

　

Ｈ

ｅ
ｓ
ｓ
ｅ

ｌ
／
Ｒ

ｕ

ｅ

ｔ
ｈ
ｅ

ｒ
［
２

０
０

０

］
,

p
ｐ
，
 
１
３
５
-
１
５
４

，

（
５
）
　
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
「
神
の
像
」
解
釈
に
つ
い
て
は
、
注

（
３
）
の
モ
ル
ト
マ
ン
の
著
書
の
第
九
章
「
創
造
に
お
け
る
神
の
像
―
―
人
間
」

（

Ｓ
.
 ２

２
２
-

２
４

７

）

を

参

照

。

（

６

）
　

旧

約

聖

書

に

お

け

る

王

権

論

と

自

然

観

と

を

関

係

づ

け

る

と

い

う

問

題

設

定

に

つ

い

て

は

、

そ

の

具

体

的

な

実

例

と

し

て

、

次

の

並

木

浩

一

論

文

が

挙

げ

ら

れ

る

。

並

木

浩

一

「

旧

約

聖

書

の

自

然

観

」

（

並

木

浩

一

『

旧

約

聖

書

に

お

け

る

文

化

と

人

間

』

教

文

館

）

、

一

九

九

九

年

、

一

七

八

－

二

一

一

頁

（
７
）
　
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
伝
統
的
な
反
王
権
思
想
と
王
国
形
成
と
の
関
わ
り
に
つ

い

て

は

、

例

え

ば

、

次

の

文

献

を

参

照

。

Ｍ

ａ

ｒ
ｔ
ｉ
ｎ

　

Ｎ

ｏ

ｔ
ｈ
,
　

Ｇ

ｅ
ｓ
ｃ

ｈ

ｉｃ

ｈ
ｔ
ｅ

　

Ｉ
ｓ
ｒ
ａ

ｅ
ｌ
ｓ

，
　

Ｖ

ａ

ｎ

ｄ

ｅ
ｎ

ｈ
ｏ

ｅ
ｃ

ｋ

　

＆

　

Ｒ

ｕ

ｐ

ｒ
ｅ
ｃ

ｈ

ｔ
，

１
９
５

０
（

１
９

５
６

）
,　
Ｓ

・
 １
５
２
-

１
６

５
.



（
８
）
　
こ
の
「
支
配
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
注
（
４
）
の
ヒ
ー
パ
ほ
ト
論
文
の

ｐ

ｐ

．
 １
３
６
-

１
３
８

で

簡

潔

な

説

明

が

な

さ

れ

て

い

る

。

（

９

）
　

近

現

代

の

旧

約

聖

書

学

を

は

じ

め

、

広

範

な

学

問

領

域

に

影

響

を

及

ぼ

し

て

い

る

「

歴

史

と

自

然

の

対

立

図

式

」

（

ヘ

ー

ゲ

ル

の

影

響

に

よ

る

）

に

関

し

て

は

、

次

の

ヒ

ー

バ

ー

ト

の

議

論

を

参

照

。

ヒ

ー

バ

ー

ト

自

身

は

。

こ

う

し

た

伝

統

的

な

旧

約

聖

書

理

解

を

乗

り

越

え

る

た

め

に

、

従

来

軽

視

さ

れ

て

き

た

ヤ

パ

ウ

ィ

ス

ト

資

料

を

現

代

の

エ

コ

ロ

ジ

ー

の

問

題

状

況

に

ふ

さ

わ

し

い

仕

方

で

再

評

価

す

る

こ

と

を

目

指

し

て

い

る

。

Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ

ｄ
ｏ

ｒ
ｅ

　

Ｈ

ｉｅ

ｂ
ｅ
ｒ

ｔ
，

　

Ｔ

ｈ

ｅ

　

Ｙ

ａ

ｈ
ｗ

ｉ
ｓ

ｔ
，ｓ

　
Ｌ

ａ

ｎ

ｄ
ｓ
ｃ
ａ
ｐ

ｅ
.
　

Ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ｅ

　
ａ
ｎ

ｄ

　
Ｒ

ｅ
ｌ
ｉ
-

ｇ

ｉｏ

ｎ

　
ｉ
ｎ

　
Ｅ

ａ

ｒ

ｌｙ

　
Ｉ
ｓ
ｒ
ａ
ｅ

ｌ
，

　

Ｏ

ｘ

ｆｏ

ｒ

ｄ

　

Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ

ｒ
ｓ

ｉ
ｔ
ｙ

　
Ｐ

ｒ
ｅ
ｓ

ｓ

，
　
１

９
９

６

，　
ｐ

ｐ

．
３
-

２

９
.

（

1 0

）
　

人

間

の

行

為

と

大

地

と

の

関

わ

り

を

物

語

る

も

の

と

し

て

、

多

く

の

テ

キ

ス

ト

を

挙

げ

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

と

え

ば

。

神

の

命

令

に

従

わ

ず

に

善

悪

の

知

識

の

木

の

実

を

食

べ

た

ア

ダ

ム

の

行

為

（

一

連

の

人

間

の

罪

の

そ

も

そ

も

の

発

端

）

に

つ

い

て

は

、

そ

れ

が

大

地

を

汚

す

も

の

で

あ

り

，

そ

の

結

果

、

人

間

に

と

っ

て

、

労

働

は

食

べ

物

を

得

る

た

め

の

苦

し

み

と

な

っ

た

と

語

ら

れ

（

創

世

記

三

章

一

七

－

一

九

節

）
，

ま

た

、

弟

ア

ペ

ル

を

殺

し

た

カ

イ

ン

は

、

弟

の

血

で

大

地

を

汚

し

た

こ

と

に

よ

っ

て

、

地

上

を

さ

ま

よ

う

運

命

と

な

っ

た

と

さ

れ

て
い
る
（
創
世
記
四
章
一
〇
-
一
二
）
。

（

‥
1
1
）
　

リ

ー

ト

ケ

は

、

ヴ

ェ

ス

タ

ー

マ

ソ

に

依

拠

し

つ

つ

、

エ

コ

ロ

ジ

ー

の

観

点

か

ら

ノ

ア

物

語

の

意

義

を

論

じ

て

い

る

。

原

初

の

天

地

創

造

（

創

世

記

一

章

二

七

－

二

八

節

）

と

ノ

ア

契

約

（

創

世

記

九

章

一

－

七

節

）

を

比

較

す

る

な

ら

ば

、

両

テ

キ

ス

ト

は

、

「

産

め

よ

、

増

え

よ

、

地

に

満

ち

よ

」

と

い

う

人

間

に

対

す

る

神

の

祝

福

を

基

調

に

す

る

点

で

共

通

し

て

い

る

も

の

の

、

大

洪

水

後

の

ノ

ア

契

約

で

は

、

人

間

の

前

に

お

け

る

生

き

物

の

「

恐

れ

お

の

の

き

」

と

、

肉

食

（

そ

の

承

認

と

制

限

）

に

つ

い

て

言

及

さ

れ

て

い

る

点

に

、

大

き

な

違

い

が

見

ら

れ

る

。

Ｇ

ｅ
ｒ

ｈ

ａ
ｒ

ｄ

　

Ｌ

ｉ
ｅ

ｄ

ｋ
ｅ

，
　
I
m

　

Ｂ

ａ
ｕ

ｃ

ｈ

　

ｄ
ｅ
ｓ

　

Ｆ

ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

ｓ
.
　

Ｏ

ｋ
ｏ

ｌｏ
ｇ

ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

　

Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ

ｌｏ
ｇ

ｉ
ｅ
｢

Ｋ

ｒ
ｅ

ｕ

ｚ

　

Ｖ

ｅ
ｒ

ｌ
ａ
ｇ

， 　

１
９

７
９

，
　

Ｓ
,
 １
０
９
-

１
５
２
.

（

1 2

）
　

マ

ク

フ

ェ

イ

グ

は

、

現

代

の

言

語

理

論

に

基

づ

い

て

、

キ

リ

ス

ト

教

神

学

に

お

け

る

隠

喩

や

モ

デ

ル

の

意

義

を

論

じ

る

な

か

で

、

「

隠

喩

神

学

は

多

元

的

で

あ

り

、

神

に

つ

い

て

の

多

数

の

モ

デ

ル

を

歓

迎

す

る

」

と

述

べ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

複

数

の

モ

デ

ル

が

存

在

す

る

こ

と

の

重

要

性

を

指

摘

し

て

い

る

。

Ｓ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｅ
　
Ｍ
ｃ
Ｆ
ａ
ｇ
ｕ
ｅ

，

Ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｌ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｇ
ｏ
ｄ
.
　
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｙ
　
ｆ
ｏ
ｒ
　
ａ
ｎ
　
Ｅ
ｃ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ

，

Ｎ
ｕ
-

ｃ
ｌ

ｅ
ａ
ｒ

　
Ａ

ｇ

ｅ

，
　
Ｆ

ｏ

ｒ
ｔ
ｒ

ｅ
ｓ
ｓ

，
　

１
９
８

７
,
　
ｐ

ｐ
.

３
９
-

４

０
.

（

1 3

）
　

こ

れ

ま

で

キ

リ

ス

ト

教

思

想

に

お

け

る

エ

コ

ロ

ジ

ー

の

議

論

で

は

，

も

っ

ぱ

ら

創

造

論

が

問

題

と

さ

れ

て

き

た

が

，

お

そ

ら

く

今

後

は

，

終

末

論

を

視

野

に

入

れ

た

議

論

が

必

要

に

な

る

も

の

と

思

わ

れ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

環

境

の

破

局

的

な

危

機

に

際

し

て

は

、

い

か

な

る

希

望

の

ヴ

ィ

ジ

ョ

ン

を

描

き

得

る

か

が

重

要

に

な

る

か

ら

で

あ

り

、

宗

教

思

想

の

伝

統

に

は

、

ま

さ

に

こ

の

点

で

多

く

の

蓄

積

が

存

在

す

る

か

ら

で

あ

る

。

エ

コ

ロ

ジ

ー

の

観

点

か

ら

見

た

ヴ

ィ

ジ

ョ

ン

を

描

く

こ

と

の

意

義

に

つ

い

て

は

、

次

の

文

献

を

参

照

。

Ｄ

ｏ
ｎ

ｅ

ｌ
ｌａ

　
Ｈ
.

　

Ｍ

ｅ

ａ

ｄ
ｏ
w

ｓ

，
　
ｅ

ｔ
　
ａ

ｌ
.

， 　

Ｂ

ｅ
ｙ

ｏ

ｎ

ｄ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｌ

ｉｍ

ｉ
ｔ
ｓ

， 　

Ｃ

ｈ
ｅ

ｌｓ

ｅ
ａ

　
Ｇ

ｒ
ｅ
ｅ

ｎ

P
ｕ
ｂ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ
ｉ
ｎ
ｇ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｎ
ｙ

，

１
９

９
２

，
　
ｐ

ｐ
.
２

２
４
-

２

２
６
.

（

1 4

）
　

キ

リ

ス

ト

教

思

想

研

究

で

は

、

近

年

、

知

恵

思

想

の

重

要

性

の

指

摘

が

様

々

な

観

点

か

ら

な

さ

れ

て

き

て

い

る

が

、

「

知

恵

」

の

問

題

は

キ

リ

ス

ト

教

思

想

と

エ

コ

ロ

ジ

ー

と

の

関

わ

り

を

考

え

る

上

で

も

決

定

的

な

意

味

を

持

っ

て

い

る

。

な

ぜ

な

ら

、

先

に

「

生

命

体

間

の

争

い

の

調

停

」

と

し

て

論

じ

ら

れ

た

「

支

配

」

と

は

、

こ

の

調

停

を

い

か

に

行

う

か

に

つ

い

て

の

知

恵

と

不

可

分

だ

か

ら

で

あ

る

。

こ

う

し

た

複

雑

な

利

害

関

係

を

調

停

す

る

知

恵

（

共

生

の

知

恵

）

は

、

琵
琶
湖
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
な
ど
の
外
来
魚
や
和
歌
山
県
に
お
け
る
台
湾

ザ

ル

が

引

き

起

こ

し

た

複

雑

な

問

題

（

生

態

系

か

個

々

の

生

命

体

か

）

を

解

決

す

る

上

で

要

求

さ

れ

て

い

る

も

の

で

あ

っ

て

、

ま

さ

に

こ

こ

に

お

い

て

人

間

の

知

恵

が

問

わ

れ

て

い

る

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。

【
付
記
】
　
本
稿
は
、
平
成
一
二
・
一
三
年
度
の
文
部
科
学
省
科
学
研
究
員
補
助
金



〔
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
２
）〕
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
あ
し
な
・
さ
だ
み

ち
、

キ
リ

ス
ト
教
学
、
京
都
大
学
助
教
授
）
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