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環
境
・
人
間
・
共
生

序

今
日
、
地
球
環
境
の
悪

化
の
問
題
が
焦
眉

の
課
題
で
あ
る
こ
と

は
衆
目

の

一
致
す

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ

の
問
題

は
生
態
系
の
破
壊

に
関

わ
る
問
題

で

あ
る
と
と
も

に
、
環
境
汚
染
と
天
然
資

源
の
枯
渇

に
関

わ
る
問
題
で
あ

る
。

ま

た
、
そ
れ
は
南
北
間

の
経
済

格
差
に
由
来
す

る
と
と
も

に
、
そ

れ
を
助

長

さ
せ
て

い
る
当
の
も
の
で

も
あ

り
、
「
持
続
的
発

展
」

と
い
う
世

代
間
倫

理

に
関
わ
る
切
実
な
課
題
で

も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
れ

は
、
そ
の
根
底

に
お

い
て

は
、
宗
教
や
哲
学
が

も
た
ら
す
自
然
観
や
人
間
観
、
さ
ら

に
は
価

値
観

と
深
く
関
わ
っ
て

い
る
。

し
た
が
っ
て

、
地
球
環
境
の
問
題

は
、
そ
の
性
質

上
、
単
に
あ
る
特
定
の
領
域
や
立
場
か
ら
の
み
論
じ
ら
れ
る
よ

う
な
問
題
で

も
な
け
れ
ば
、
論
ず
べ
き

問
題
で

も
な
く
、
む
し
ろ
哲
学
・
宗

教
・
倫
理
・

政
治
・
経
済
・
生
態
系
・
科
学
・
技
術
な
ど
あ
ら
ゆ
る
領
域
や

立
場
か
ら
も

小
　

坂
　

国
　

継

た
ら

さ
れ

る
多
様
な
知
識
や

情
報
や
知
恵
を
い
か
に
機
能
的

に
総
合
・
統
一

し
て
根
本
的
な
解
決
策
を
見

い
だ
し
て
い
く
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し

て
、
以
下

に
述
べ
る
よ
う

に
、
こ
の
問
題
は
わ
れ

わ
れ
に
従
来
の
人
間
中
心

主
義
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
迫
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
点
で
、
今
日
、

人
類

は
真

の
意
味
で

そ
の
叡

智
を
試

さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ

に
「
環
境

・
人
間

・
共
生
」
と
い
う
標
題
を

か
か
げ

た
。
そ

れ
は
、
文
字

ど
お
り

、
環

境
と
人
間
と

の
共
生
と
い
う
意
味
で
あ

る
が
、
そ

の
場
合
、
「
環
境
」
と

は
い

っ
た
い
何
で

あ
る

の
か
、
ま

た
「
共
生
」
と

は

何
を
意
味
し
て

い
る
の
か
、

さ
ら

に
は
「
環

境
と
人

間
」

と

い
う
と

き

の

「
と
」

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら

い
い
の
か
は
少
し
も
自
明

で
は
な

い
。

そ
れ
で

、
さ
し
あ

た
り
こ
の
三
つ
の
言
葉

の
意
味
を
明

確
に
し
て

お
く
必
要

が
あ
る
で

あ
ろ
う
。



一

通
常
、
環
境
と
の
共
生
と
い
う
場

合
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
環

境
や
地

球
環

境
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
が
ち
で

あ
る
。
し
か
も
、
た
い
て

い
、
こ
の
自
然

な
い
し
地
球
環
境
は
個
人
や
社
会
の
外

に
あ
っ
て
、
個
人
や
社
会
に
対

立
し

て
存
在
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は

正

し
い
見
方
と
は
い
え
な
い
で

あ
ろ

う
。
自
然
（
地
球
）
は
個
人
や
社
会
と

別
個
の
存
在
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個

人
や
社
会
を
そ
の
構
成
要

素
と
し
て

包

む
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
個
人

や
社
会
の
内
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
自

然
（
地
球
）
環
境
は
生
活
（
社
会
）
環

境
を
包
み
、
ま
た
同
時
に
個
人
や
社

会
は
自
然

や
地
球

環
境
を
包

ん
で

い
る
。

こ
の
よ

う
に
両
者

は
と

も

に
包

み
・
包
ま
れ
る
関
係
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
然
の
内
に
自
己
を
見
る
と
と

も
に
、
自
己
の
内

に
自
然
を
見
る
の
で
あ
る
。
環
境

は
自
己
の
反
映
で
あ
る

と
同
時
に
自
己
は
環
境
の
顕
現
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
個
人
と
社
会
が
健
全
で
な
け
れ
ば
自
然

は
真
の
意
味
で
健

全
で
は
あ
り
え
な

い
と
い
う
道
理
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
し

た
が

っ
て
ま
た
、

今
日
の
地
球
環
境
の
急
激
な
悪

化
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
個
人
の
品
性
や
社

会
関
係
の
急
激
な
悪
化
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と

い
う
こ
と

に
も
な

る
。
環
境

が
病
ん
で

い
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
個
人
や
社
会
が
病
ん
で

い
る
と

い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
地
球
環
境

の
改
善

の
問
題

は
必
然
的

に
生
活
環
境
や
社
会
環
境
の
改
善
の
問
題
と
密
接

に
結
び
つ

い
て

お
り
、
両

者
は
切
り
離
し
え
な

い
関
係

に
あ
る
。
特
定

の
個
人
や
社
会
が
抑
圧

さ
れ
た

り

差
別

さ
れ
た
り
す

る
か
ぎ
り
は
、
環

境
問
題

は
そ
の
根
本
的
な
解
決
を
得

る
こ
と

は
な
く
、

地
球
環
境
は
必
然
的
に
悪
化
す

る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
わ
れ

わ
れ
は
環

境
と
の
真
の
共
生
を
勝
ち
と
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も

っ
て

差
別
や

格
差
の
な
い
公
正

な
社
会
、
個
人
の
基
本
的
な
権
利
や
自
由
が
保
障
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
生
活

環
境
や
社
会
環
境
を
勝
ち
と
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。

こ

の
意
味
で

、
環
境
問
題

は
た
だ
単

に
環
境
問
題
と
し
て

は
解
決
さ
れ
え
な
い
。

そ
れ
は
同
時
に
政
治
的
・
経
済
的
問
題
で
あ
る
と
と
も

に
、
倫
理
・
道
徳
の

問
題
で

も
あ
る
。
地
球
環
境
や
自
然
環
境
を
個
人
的
な
生
活
環
境
や
社
会
環

境
か
ら
切
り
離
し
、
ま
た
環
境
と
人
間
を
相
互
に
内
含

的
関
係
に
あ
る
も
の

と
し
て

で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
立
的
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え

た
と

こ
ろ
に
今
日
に
お
け
る
地
球
環
境
問
題
の
因
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う

か
。

二

次

に
「
共
生
」
と
い
う
言
葉

の
意
味

に
つ

い
て
も
若
干

触
れ
て

お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
通
常
、
わ
れ

わ
れ
は
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
で
も

っ
て
、

相
利
共
生
つ
ま
り
相
互
に
利
益
を
享
受
し

あ
っ
て

い
る
よ
う
な
関
係
を
想
像

し
が
ち
で
あ
る
。
し

か
し
、
厳

密
に
い
え
ば
、
こ
の
意
味
で

の
共
生
は
自
然

と
人
間

の
間

に
は
あ
り
え
な
い
と
い
え

る
。
と

い
う
の
も
、
自
然

は
人
間
な

く
し
て
存
続
し
え
る
が
、
人
間

は
自
然

な
く
し
て

は
存
続
し
え

な
い
か
ら
で

あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
意
味
で

は
、
も
と
も
と
人
間
は
自
然
に
寄
生
的
な
存

在
で
あ

る
と
も

い
え
る
。
だ
と
す

れ
ば

、
環
境
と
人
間
と
の
間

に
は
ど
の
よ



う
な

形

態

の
共

生

が

可

能

で

あ

る

の

で

あ

ろ

う

か
。

ま

た

、

ど

の

よ

う

な

形

態

の

共

生

が

望

ま

し

い
の

で

あ

ろ

う

か
。

さ

ら

に

は
、

そ

の
場

合

、
「
環

境

と

人

間

」

は

ど

の

よ

う

な

関

係

に

あ

る

も

の

と

し
て

考

え

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

も

と

も

と

「
共

生

」
（
ｓ
ｙ
ｍ

ｂ
ｉｏ
ｓ
ｉｓ
）

と

い

う

言

葉

は

生

物

学

の

用

語

で

あ

っ
て

、

そ

れ

は

異

種

の

生

物

が

一

緒

に

生

活

し

て

い

る

（
ｌｉｖ
ｉｎ
ｇ
　
ｔｏ
-

ｇ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
）

こ

と

を

指

し

て

い

る

。

こ

の

定

義

は

。

通

常

の

共

生

概

念

と

較

べ

る
と

、

は

る

か

に

広

義

で

あ

る

。

そ

れ

は
異

種

の

生

物

が

何

ら

か

の

関

係

を

結

ん
で

一
緒

に

生
活

し

て

い

る

と

い

う

こ
と

を

意
味

し

て

い

る

だ
け

で

、

そ

の
関

係

が

ど

の

よ

う

な

性

質

の

も

の

で

あ

る

か

と

い

う

こ

と

は

問

わ

れ

て

い

な

い
。

し

た

が

っ

て

、

一

方

が
利

益

を

得
て

、

他
方

が

不
利

益

を

被

っ
て

い

る
場

合

（
寄

生

、
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｓ
ｉｔ
ｉｓ
m
）

も

、

一
方

が

利

益

を

得

て

、

他

方

が

利

益

も

不

利

益
も

被

っ
て

い

な

い

場

合

（
片
利

共

生

、
ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ａ
ｌｉｓ
m
）

も

、

さ

ら

に

は

双

方

が

共

に

利

益

を

得

て

い

る

場

合

（
相

利

共

生
、

m
ｕ
ｔｕ
ａ
ｌ
ｉｓ
m

）

も

、
「
一

緒

に

生

活

し

て

い

る
」

と

い

う

事

実

に

は

変

わ

り

は
な

い
。

そ

れ

だ

か

ら

、

い
ず

れ

の
形

態
も

共

生
で

あ

る

と

い

え

る
。

一

般

に

、

わ

れ

わ

れ

は

共

生

と

い

う

言
葉

で

も

っ
て

「

相
利

共

生
」

を

想

像

し

が

ち
で

あ

る

か

ら

、

寄

生

や

片
利

共

生

を

も
共

生

と
呼

ぶ

こ

と

に

対
し

て

は

一

種

の

た

め

ら

い

を

感

ず

る

向
き

も
あ

る

で
あ

ろ

う
。

し

か

し

、

例
え

ば

寄

生

関

係

に

お

い

て

も

、

見

方

に

よ

っ

て

は

、

寄

生

者

（
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｓ
ｉｔｅ

「

ｇ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ
」

が

寄

主

（
ｇ

ｓ

）

に

貢

献

し

て

い

る

と

も

考

え

ら

れ

る

。

と

い

う

の
も

、

寄

主

は

寄

生

者

か

ら

害

を
被

る

こ
と

に

よ

っ
て

、
で

き

る

だ
け

そ

の

害

を

少

な

く

し

よ

う

と

、

あ

る

い

は
そ

の

害

を

除

去

し

よ

う

と

努

め

る
よ

う

に

な

り

、

こ

う

し

て

そ

の

生

物

は
進

化

し

て

い

く

。

だ

と

す

れ

ば

、
寄

生

者

は

寄

主

に

寄

生

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

そ

の

進

化

に
寄

与

し
て

い

る
と

も

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

こ
の
こ
と
は
捕
食
者
（
ｐ
ｒ
ｅ
ｄ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
）
と
被
食
者
（
p
r
e
y
）
と
の
関
係
に
典

型

的

に

見

ら

れ

る

と

い

え

る

だ

ろ
う

。

と

い
う

の

も

、

被

食
者

は
捕

食

者

か

ら

逃

れ

よ

う

と

す

る

過

程

で

、
し

だ

い

に
運

動

能

力

や

集

団

防
御

能
力

を

開

発

す

る

よ

う

に

な

り

、

そ

れ

が
被

食

者

の

進

化

に

つ

な

が

っ
て

、
結

果

的

に

は

被
食

者

に

と

っ
て

も

有

益
で

あ

る
と

も

考

え

ら

れ

る

。

ま

た
、

こ
の

よ

う

に

被
食

者

が

進

化

し
て

い
け

ば
、

そ

の

結

果

と

し

て

捕

食

者

は
被

食

者

を

容

易

に
捕

食

で
き

な

く

な
り

、
し

た
が

っ
て

よ

り

劣

っ
た
被

食
者

を

探

さ

な
け

れ

ば

な

ら

な
く

な

る
。

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

な

状

況

の
変

化

が

ま

た
捕

食

者

の

能

力

の

開
発

を

、

い

い

か
え

れ

ば

進

化

を

促
す

。

こ

う
し

て

被

食

者

と
捕

食

者

は

「
共

進

化

」
（
ｃ
ｏ
ｅ
 ｖ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

し

て

い
く

と

考

え

ら

れ

る
。

こ

の

こ

と

は
、

わ

れ

わ

れ

が
共

生

と

い
う

こ

と

を

考

え

る

場

合

、

目
先

の

近

視

眼

的

な

観
点

か

ら
で

は

な

く
、

長
期

的

な

視

野

の

も

と

に

考

え

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

を
示

し

て

い

る
。

現

在

に

お
け

る

マ
イ

ナ

ス
要

因

が

必

ず

し

も

将

来

的

に
も

マ
イ

ナ

ス
要

因

で

あ

る

と

は

か

ぎ

ら
ず

、

ま

た
反

対

に

現

在

に

お
け

る

プ

ラ

ス
要

因

が
将

来

的

に
も

プ

ラ

ス

要

因

で

あ

る
と

は

か
ぎ

ら

な

い
。こ

の

よ

う

に
異

種

の
生

物

間

に
お
け

る

共

生

の

形
態

は

多
様

で

あ

る

と

同

時

に
複

雑

で

あ

り

、
双

方

の
利

益

・
不

利

益

の

関

係
も

一

義
的

で

は
な

い

。



し
か
し
、

い
ず
れ

に
し
て
も

、
生
物
学
的
な
意
味
で

の
共
生

の
概
念

は
没
価

値
的
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
善
悪

の

基
準
は
当
て

は
ま
ら
な

い
し
。
「
望
ま
し

い
」

と
か
「
べ
き
で
あ
る
」
と

か
い
っ
た
表
現
も
適
切
で
は
な

い
。
そ
れ

は

「
事
実
」

の
世
界
で
あ

っ
て
、
「
当
為
」
や

「
理
想
」
の
範
疇
領
域
で

は
な

い
。

こ
れ

に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
環
境
と
人
間
と
の
共
生
と
い
う
こ
と
を
云

々

す

る
場
合
、
そ
の
共
生
の
観
念

に
は
明
ら

か
に
価
値
的
要

素
が
含
ま
れ
て

い

る
。
そ
こ
で
は
。
環
境
と
人
間
が
事
実
と
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

か

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
が
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
べ
き

で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
る

の
が
望
ま
し

い
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
に
な

っ
て

い
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
は

「
事
実
」

の
問
題
と

い
う
よ
り
も

、
よ
り
多

く
「
当
為
」
の
問

題
で
あ
り

、

ま
た
「
理
想
」
の
問
題
で

あ
る
。

し
か
も
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
本
質
的
に
自
然
に
寄
生
的
な
生
き
も
の
で

あ
る
人
間

は
い
わ
ゆ

る
「
相
利
共

生
」

と
い
う
形
態

の
共
生
関
係
を

保
持
す

る
こ

と
は
で
き

な

い
。
『
聖
書
』

に
お

い
て

は
、

人
間

は
神

の

「
似
像
」

（
i
m
a
g
o
 
D
e
i
）
で
あ
り
、
自
然
の
支
配
者
で
あ
る
が
、
自
然
の
方
か
ら
見

れ
ば
、
人
間
は
ま
ぎ
れ
も

な
く
加
害

者
で
あ
り
、

搾
取

者
で

あ
り
、
「
穀

つ

ぶ
し
」
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
人
間
の
作
為
が
加
わ
ら
な
け
れ
ば
加
わ
ら

な
い
ほ
ど
、
自
然
は
良
好
な
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、

ま
さ
し
く
こ
の
点
に
こ
の
問
題
の
核
心
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
環
境

と
人
間

は
ど
の
よ
う
に
共
生
す
べ
き

な
の
で

あ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
環
境
と
人
間
と

の
共

生
は
ど
の
よ
う
な
形
態

の
も
の
で

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
か
。

結
論
を
先
に

い
え
ば
、
筆
者
は
、
環
境
と
人
間
と
の
共
生
は
両
者
が
一
体

不
二
で
あ
る
よ
う
な
共
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
考
え
て

い
る
。
人
間

は
本
質
的
に
自
然
に
寄
生
的
な
存
在
者
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
寄
生

的
あ

る
い
は
片
利

的
な
共
生
関
係
が
け

っ
し
て
望
ま
し
い
も
の
で

は
な
い
と

い
う

こ
と
は
誰
も
が
み
と
め
る
で

あ
ろ
う
。
今
日
に
お
け

る
地

球
環
境

の
破
壊
や

悪
化
も
、
こ
う
し
た
寄
生
的
あ
る
い
は
片
利
的
共
生
関
係

を
無
際
限

に
肥
大

さ
せ
た
結
果
で

あ
る
と
も
い
え

る
。
人
間
と
環
境
と
の
間

に
は
、
異
種
の
生

物
間

に
お
け

る
よ
う
な
共
進
化

は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
人
間

は
一
貫
し

て
自
然
を
開
発
し
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
繁
栄
を
保
持
し
て
き
た
。
こ
の

意
味
で
、
人
間
社
会

の
繁
栄
は
自
然
環
境
の
破
壊
の
代
償
で
あ
る
と
も
い
え

よ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
人
間

に
よ
る
自
然
の
破
壊
が
自
然
の
進
化
に
寄
与
す

る
と

い
う
よ
う
な
こ
と

は
け

っ
し
て
な
か
っ
た
。
反
対
に
夥
し
い
数
の
生
物

種
を
絶
滅
さ
せ
て
き

た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
自
然
環
境
の
致
命
的
な
破
壊
が
、

早
晩
、
人
間
社
会
に
壊
滅
的
な
打
撃
を
あ
た
え
る
だ
ろ
う
こ
と
は
容
易

に
想

像
さ
れ
る
。
否
、
す
で

に
至
る
と
こ
ろ
で
そ
の
徴
候
は
あ
ら
わ
れ
て

い
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し

か
し
な
が
ら
、

だ
か
ら
と

い
っ
て
環

境
と
人
間

と
の
間

に

「
相
利

共

生
」
的
関
係
の
構
築
を
期
待
す

る
こ
と

は
難
し
い
。
と

い
う
の
も
、
上
述
し

た
よ
う
に
、
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
自
然
を
利
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
は
い
な

い
か
ら
で

あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
、
残
さ
れ
た
道
は
人
間
が
何
ら

か
の
形
で
自

己
を
自
然

と
同
化

し
て

、
自
己
を
自
然
と
な
し
自
然
を
自
己
と
な
す
よ
う
な



方

途

を

見

い
だ

す

こ

と

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

そ

れ

が

、

筆

者

が

「
一

体

不

二

的

共

生

」

と

呼

ん

で

い

る

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

は
、

人

間

が

唯

一

、

意

識

を

も

つ

存

在

で

あ

り

、

し

た

が

っ
て

ま

た
自

己

意
識

や

自

覚

を

有

す

る

存

在

で

あ

る

と

い

う
事

実

に
よ

っ
て

、

そ

の
実

現

が

可

能

的

で
あ

る

よ
う

な

共

生

的

関

係

で

あ

る
。

よ
り

正

確

に

い
え

ば

、
意

識

的

存

在

で

あ

る
人

間

が

従

来

の

自

己

中

心

的

な
意

識

を
百

八
十

度

転

換
す

る

こ

と

に

よ

っ
て

は
じ

め

て
可

能

と

な

る

よ

う

な
共

生

的
関

係

で

あ

る

。

そ

れ

は

い

わ

ば

意

識

の
意

識

自

身

に

よ

る

自

己

変

革

で

あ

り

、

本
来

、

意

識

的

存

在

で

あ

る

人

間

が

な

し

う

る

唯

一

の

自

然

と

の

共

生

方
法

で

あ

る

。

パ

ス

カ

ル
流

に

い
う

な

ら

ぱ

、

意

識

を

も

つ

と

い

う

点

に

人

間

の

悲

惨

が

あ

る

が

、

同

時

に
ま

た

ま

さ

し

く

意

識

を

も

つ

と

い

う

点

に

人

間

の

偉

大

さ

が

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

人

間

的

本

質

を

悲

惨

か
ら

偉

大

さ

へ

転

換

す

る

こ

と

、

こ

れ

が

人

類

に
与

え

ら

れ

た

課

題

で

あ

り

使

命

で

あ

る

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

三

さ

て

、

わ

れ

わ

れ

は
自

然

と
人

間

と

の

間

の

自

他

不

二

的

な
共

生

的
関

係

の

モ

デ

ル

を

ネ

ス

（
Ａ
ｒ
ｎ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｅ
ｓ
ｓ
）

の

「
自

己

実

現

」

の

観
念

と

西

田

幾

多

郎

の

「
行

為

的

直

観
」

の

観

念

に

も

と

め
る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

デ
カ
ル
ト
に
よ
る
「
自
我
」
（
e
ｇ
ｏ
）
の
原
理
の
確
立
以
来
、
わ
れ
わ
れ
は

自

己

を

自

然

の

外

に
あ

っ
て

、

外

か
ら

自

然

を

客

観

的

に
認

識

し

、

ま

た

そ

れ

に
よ

っ
て

自

然

を

支

配

し

統

御

す

る

も

の
と

考

え

て

き

た

。

そ

こ

で

は

、

自

然

は
常

に

わ
れ

わ
れ

の

外

に

、

わ
れ

わ

れ

に
対

立
し

て

あ

る

よ

う

な

存

在

と

考

え

ら

れ

て

き

た

。

し

か

し

、

む

し

ろ

自

然

は

わ

れ

わ

れ

の

内

に

あ

っ

て

わ

れ

わ

れ

と

一

体

不

二

で

あ

る

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

あ

る

い

は

ど

こ

ま

で

も

わ

れ

わ

れ

を

包

み

、

わ

れ

わ

れ

を

育

む

も

の

で

あ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

も

し

そ

う

だ

と

す

れ

ば

、

ネ

ス

の

い

う

よ

う

に

、

わ

れ

わ

れ

は

自

己

を

自

然

と

同

一

化

す

れ

ば

す

る

ほ

ど

ま

す

ま

す

自

己

を

実

現

す

る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

し

、

ま

た

西

田

の

い

う

よ

う

に

、

真

の

実

践

と

い

う

も

の

は

、

わ

れ

わ

れ

が

物

と

な

り

き

っ
て

「
物

と

な

っ

て

見

、

物

と

な

っ

て

行

う

」

と

こ

ろ

に

あ

る

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

そ

し

て

そ

れ

は

レ

オ

ポ

ル

ド

（
Ａ
ｌ
ｄ
ｏ
　
L
ｅ
ｏ
ｐ
ｏ
ｌｄ
）

の

い

う

「
山

の

身

に

な

っ

て

考

え

る

」
（
ｔ
ｈ
ｉｎ
ｋ
ｉｎ
ｇ

ｌｉ
ｋ
ｅ
　ａ
　
m
oｕ
ｎ
ｔ
ａ
ｉｎ

）

精

神

と

も

合

致

し

て

い

る

。

ネ

ス

は

論

文

「

シ

ャ

ロ

ー

・

エ

コ

ロ

ジ

ー

運

動

と

長

期

的

展

望

に

立

っ

た

デ

ィ

ー

プ

ー

エ

コ

ロ

ジ

ー

運

動

」
（
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｈ
ａ
ｌｌｏ
w

　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｄ
ｅ
ｅ
ｐ
｢

L
ｏ
ｎ
ｇ
-
Ｒ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
　
Ｅ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｃ
ａ
ｌ
　
Ｍ
ｏ
ｖ
ｅ
ｍ

ｅ
ｎ
ｔ「
　
１
９
７
３
」

の

な

か

で

、

文

字

ど

お

り

、

エ

コ

ロ

ジ

ー

運

動

を

浅

い

タ

イ

プ

の

も

の

と

深

い

タ

イ

プ

の

も

の

と

に

分

け

た

。

シ

ャ

ロ

ー

・

エ

コ

ロ

ジ

ー

と

い

う

の

は

、

環

境

悪

化

の

問

題

を

た

だ

環

境

の

汚

染

と

資

源

の

枯

渇

の

問

題

と

し

て

の

み

と

ら

え

、

諸

々

の

制

度

の

改

革

や

規

約

の

制

定

に

よ

っ

て

、

こ

の

問

題

を

技

術

的

に

解

決

し

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

は

、

主

と

し

て

先

進

国

の

人

々

の

健

康

と

物

質

的

な

豊

か

さ

の

維

持

・

向

上

に

運

動

の

目

的

が

置

か

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

現

在

、

自

分

が

享

受

し

て

い

る

豊

か

な

生

活

水

準

を

維

持

し

向

上

さ

せ

る

に

は

、

現

実

の

環

境

悪

化

の

諸

現

象

に

対

し

て

ど

の

よ

う

に

対

処

し

、

ど

の

よ

う

に

行

動

す

れ

ば

よ

い

か

が

、

そ

の

発

想

の

原

点

に

な

っ

て

い

る

。



こ

れ

に
対

し

て
、

デ

ィ

ー

プ

・

エ
コ

ロ

ジ

ー

と

は
、

環

境
悪

化

の

問

題
を

単

な

る

技

術

的

に
解

決
可

能

な

問

題

と

は

考

え

ず

、

そ

れ

を

も

っ

と

深

く

も

っ

と
根

本

的

な
観

点

か

ら

考
察

し

て

い
こ

う

と
す

る

も

の

で

あ
り

、
概

し

て
こ

の
運

動

は
自

然

と

人
間

と

の
関

係

に

お

い

て
、

わ
れ

わ

れ

の

意

識

の
変

革

を

も

と

め

て

い

る

。

よ
り

具

体
的

に

い
え

ば

、

デ

ィ

ー

プ

・

エ
コ

ロ
ジ

ー

は
、

自

然

を

も

っ
ぱ

ら
人

間

の
搾

取

の
対

象

と

し

て
見

る

よ

う

な

、

従

来

の

人

間

中

心
的

な
自

然

観

に
代

わ

っ

て
、

人

間

を

そ

の

単

な

る

一

構
成

員

と
す

る
よ

う

な

生

態

系

中

心

的

な
自

然

観

を

構

築

す

べ
き

だ

と

考

え

て

い

る

。

し

た
が

っ
て

、

こ

の

点

で

は
、

デ

ィ

ー
プ

・

エ

コ

ロ
ジ

ー

は

レ

オ

ポ

ル

ド

の

い

わ

ゆ

る

「
土

地

倫

理

」
（
ｌａ
ｎ
ｄ
　
ｅ
ｔ
ｈ
ｉｃ
）

の

精

神

を

受

け

継

ぐ

も

の

で

あ

る

と

い

っ
て

い

い
で

あ

ろ

う
。

レ

オ
ポ

ル
ド

は

土

地

（
今

日
で

い

う
環

境
）

を

人

間

の
利

用

や

支

配

の
対

象

と

し

て

で

は
な

く

、

む

し
ろ

愛

や

尊
敬

の
対

象

と
し

て

見

る
こ

と
を

も

と

め

た
。

と

こ

ろ

で

、

ネ

ス

は

自
己

の

デ

ィ

ー
プ

・

エ
コ

ロ
ジ

ー

を

展

開
す

る

に

当

た

っ
て

、

彼

の

考
え

方

の
基

本

と
し

て

「
自

己

実

現

」
（
ｓ
ｅ
ｌｆ
-ｒ
ｅ
ａ
ｌｉｚ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

の
観

念

を

強

調

し

て

い

る
。

ネ

ス

の

考
え

で

は

、

人

間

と

い

う

も

の

は

一

般

に
自

分

が

も

っ

て

い

る
可

能

性

を

過

小

評

価

し

て

い

る

。

通

常

、

わ

れ

わ
れ

は
偏
狭
で
利
己
的
な
「
自
我
」
（
e
g
o
を
「
自
己
」
（
s
e
l
f
)
だ
と
思
っ
て

い
る

。

し

か
し

、

人

間

は

バ

ラ

ン

ス
よ

く

成

長

す

れ

ば

、

自

分

を

無

限

に
拡

大

し

、

あ

ら

ゆ

る
存

在

と

自

分

を

同

・
視

す

る
よ

う

に

な

る

。

い

い

か
え

れ

ば

、

人

間

は

自

己

を

実

現

す

る

の
で

あ

り

、

こ

の
自

己

実

現

が

進
む

に

つ
れ

て

、

生

の

よ

ろ

こ

び

や

意

味

も

深

ま

っ
て

い

く

の
で

あ

る
。

ネ

ス

に

よ
れ

ば

、

生

態

学

的

な

観

点

か

ら

見

た

場

合

、

自

己

と

は

、

そ

の

人

が

同

一

化

し

た

当

の

も

の

で

あ

る

。

で

は

、

そ

の

同

一

化

は

何

に

よ

っ
て

生

ず

る

の

か

。

そ

れ

は
「
共
感
」
（
ｓ
ｙ
m
ｐ
ａ
ｔ
ｈ
ｙ
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
す
る
と
自
己
は
他
の
も

の

に

共

感

す

れ

ば

す

る

ほ

ど

、

自

己

を

拡

大

し

て

い

く

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

自

己

は

個

体

性

の

殼

を

突

き

破

っ

て

、

無

限

に

自

己

を

拡

大

す

る

可

能

性

を

も

っ

た

も

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

そ

れ

は

人

間

が

意

識

を

も

っ

た

存

在

で

あ

る

と

い

う

こ

と

、

し

た

が

っ

て

ま

た

自

覚

的

な

存

在

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

由

来

し

て

い

る

。

自

己

実

現

（
ｓ
ｅ
ｌｆ
-ｒ
ｅ
ａ
ｌ
ｉｚ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

）

を

誤

っ

て

自

我

実

現

（
ｅ
ｇ
ｏ
-
ｒ
ｅ
ａ
ｌ
ｉｚ
ａ
・

ｔ
ｉｏ
ｎ

）

つ

ま

り

利

己

的

な

欲

求

実

現

と

考

え

る

と

き

、

自

己

が

も

っ

て

い

る

可

能

性

を

不

当

に

過

小

評

価

し

て

、

自

己

を

あ

ま

り

に

狭

い

領

域

に

閉

じ

込

め
て
し
ま
う
。
い
わ
ゆ
る
ラ
ッ
シ
ュ
　
（
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｐ
ｈ
ｅ
ｒ
　
L
ａ
ｓ
ｃ
ｈ
）
の
い
う

「
ミ
ニ
マ
ル
・
セ
ル
フ
」
（
m
ｉ
ｎ
ｉ
ｍ
ａ
ｌ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｆ
）
で
あ
る
。
反
対
に
、
そ
れ
を
本

来

的

自

己

の

自

己

実

現

（
Ｓ
ｅ
ｌｆ
-ｒ
ｅ
ａ
ｌ
ｉｚ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

と

と

ら

え

る

と

き

。

自

己

は

無

限

に

拡

大

さ

れ

、

環

境

全

体

と

一

体

化

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

い

い

か

え

れ

ば

、

環

境

全

体

が

自

己

の

身

体

と

な

る

の

で

あ

る

。

自

己

が

身

体

と

い

う

障

壁

を

超

越

す

る

と

い

う

こ

と

は

い

わ

ゆ

る

身

体

が

な

く

な

る

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

環

境

が

身

体

と

な

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

自

己

が

拡

大

す

る

に

し

た

が

っ

て

身

体

も

拡

大

し

て

い

く

。

こ

う

し

て

自

己

は

い

わ

ゆ

る

個

体

と

い

う

通

念

と

そ

れ

へ

の

執

着

か

ら

解

放

さ

れ

る

。

そ

し

て

そ

こ

に

生

の

深

い

意

味

と

喜

び

が

あ

る

の

で

あ

る

。

生

の

表

層

に

お

い

て

対

立

し

相

克

し

あ

っ

て

い

る

も

の

が

、

生

の

深

層

に

お

い

て

は

相

互

に

一

体

と

な

り

相

和

し



て

い
る
の
で
あ

る
。

わ
れ

わ
れ
の
最
大

の
誤
謬

は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
体
験

す

る
表
層

の
主
我

的
世
界

を
唯
一
実
在
の
世
界

だ
と
思

い
こ
み
、
そ
の
深
層

の
無
我
的
世
界

に
対
し
て
頑

な
に
目
を
閉

ざ
し
て

し
ま

っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。で

は
、

ど
う
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
一
切

の
も
の
と
自
他
不
二
の
立
場

に
立

つ
こ
と
が
で
き

る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て

は
、
ネ
ス
は
、
前
述
し
た

よ

う
に
、
自
己

を
無
限
に
拡
大
し
て
自
己
実
現
を
遂
げ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

と
答
え

る
。

自
己
を
一
切

の
も
の
と
同
一
視
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
を
自

然

や
環

境
全
体
へ
と
拡
大
し
、
そ
の
究
極
に
お
い
て
自
己
が
す
べ
て
の
生
命

を
自
己

の
内

に
包
み
込
み
、
か
く
し
て

自
他
不

二
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で

き

る
の
だ
と
い
う
。
人
間
は
し
ば
し
ば
自
分
の
地
位
や
財
産
や
家
を
自
分
と

同

一
視

す
る
よ
う
に
、
自
分
が
愛
す
る
川

や
海
や
山
を
自
分
と
同
一
視
し
、

そ
の
究
極
に
お
い
て
自
然
や
環
境
全
体
と
自
己
を
同

一
視
す
る
こ
と
が
可
能

で

あ
る
。

自
己
（
s
e
l
f
)
は
単
な
る
身
体
（
b
o
d
y
）
で
も
な
け
れ
ば
、
精
神

（
ヨ
ー
乱
）
で
も
な
く
、
ま
た
自
我
（
e
g
o
）
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら

の
根
底

に
あ
る
、
も

っ
と
深
遠
で
普
遍
的
な
も
の
で
あ

る
。
む
し
ろ

身
体
や

精
神
や
自
我
が
こ
の
自
己

に
境
界
を
設
け
て
、
自
己
と

い
う
も

の
を
不

当
に

浅
く
狭

い
も
の

に
し
て

い
る
。

と
い
う
の
も
、
自
己
と

他
者
、
我
と

汝
を
隔

て
さ
せ
て

い
る

の
は
、
ま

さ
し

く
身
体
と

い
う
存
在
で
あ
り
、
霊
魂

（
心
）

と

い
う
存
在
で
あ
り
、
ま

た
自

我
の
意

識
に
ほ
か
な

ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

わ
れ
わ
れ

は
自
分
の
身
体
を

境
に
し
て

他
者
と
隔
て
ら
れ
て

お
り
、
自
分
の

心
や
自
我
意
識
を
境
と
し
て
他
者
と
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ぱ
身
体
や
霊

魂
や
自
我

意
識
が
他
者
と
の
交
流
の
障
壁

に
な

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
も
し

実
体
と
し
て
の
身
体
や
霊
魂
や
自
我
と
い
う
存
在
は
ま

っ
た
く
の
幻
影
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
れ
ば
、
も
は
や
自
己
を
他
者
か
ら
隔
て
る
障
壁

は

な
く
な
り
、
自
己
は
自
分
を
他
者
と
一
体
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
他
者
と
一
体
化
し
た
こ
の
自
己
こ
そ
本

来
の
自
己

（
Ｓｅ
ｌｆ
）

な

の
で
あ
る
。
通
常
、
わ
れ

わ
れ
は
自
己
の
外

に
環
境
が
あ
り
、
自
己
と
環

境

は
対
立
し
て
い
る
と
考
え
て

い
る
。
し
か
し
、
実
際

は
自
己
が
環
境
で
あ
り
、

環
境
が
自
己
で
あ
る
の
で
あ
る
。
環
境
は
自
己
の
根
底
で
あ
り
、
自
己
は
環

境
の
顕
現
で
あ
る
、
一
表
現
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ネ

ス
は
他
者
と
共
感
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
を
他
者
と
同

一
視
し
、
無
限
に
自
己
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
が
彼
の

い
う
自
己
実
現
の
観
念
で
あ

る
。
し

か
し
、
真
の
自
他
不
二
の

立
場
は
自
己
を
対
象
的

に
拡
大
し
て
い
く
方
向

に
で

は
な
く
、
む
し
ろ
自
己

を
自
己
の
底

に
否
定
し
突
き
抜
け
て
い
く
方
向

に
お

い
て
成
就
さ
れ
る
の
で

は
な
か
ろ

う
か
。

い
い
か
え
れ
ば
、
真
の
自
他
不

二
の
立
場

は
ど
こ
ま
で
も

自
己
を
実
現
し
て

い
く
方

向
に
お

い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対

に
徹
底
し

て
自
己
と

い
う
も

の
が
消

失
し
て

い
く
方
向
に
お
い
て
到

達
さ
れ

る
の
で
は

な

か
ろ
う

か
。

と
い
う
の
も
、
ネ
ス
の
考
え
方
に
は
ま
だ
自
己

を
主
と
し
、

自
己
の
内

に
他
者

を
包
み

込
も
う
と
す
る
自
己
中

心
的
で

主
観
主
義
的
な
思

考
様
式
が
見
ら
れ

る
の
に
対

し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
自

己
と
い
う
も
の
が

完
全

に
自
己

の
底

に
消
失

し
き

っ
て
お
り
、
端
的
に
自
己

が
他
者
の
内

に
包



み
込
ま
れ
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
は
な
お
二
元
論
の
残
滓
が
見
ら
れ
る
が
、

後
者

に
お
い
て
は
一
切
の
二
元

論
的
な
対
立
が
消
失
し
て
い
る
。

し

か
る
に
、
自
己
が
消
滅
す
る
と

い
う
こ
と

は
（
自
己
に
対
す
る
）
他
者

も
消
滅
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
そ
こ
で

は
一
切
が
他
者
で
あ
る
と

も

い
え
れ
ば
、
一
切
が
自
己
で
あ
る
と
も

い
え

る
。

そ
れ
が
真
の
意
味
で
の

自
他
不

二
の
立
場
で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ

う
。

そ
し
て

こ
の
よ

う
な
境
位

に

お
い
て

は
じ

め
て
、
「
張
公
酒
を

喫
す
れ

ば
李
公

酔
う
」
と

い
う
こ
と
が

い

わ
れ

う
る
の
で
あ
る
。

ネ
ス
の
自
己
実
現
の
思
想

は
、

い
わ
ば
自
己

が
自
己

の
内

に
世
界
全
体
を

包
み
込
も

う
と
す
る
も
の
で
あ

る
と
す

れ
ば
、
筆
者

の
い
う
宗
教
的
自
覚

は
、

反
対

に
自
己
が
世
界
の
内

に
自
己
を
喪
失
す

る
立
場
で

あ
る
と

い
っ
て

い
い

か
も
し
れ
な
い
。
前
者

に
お

い
て

は
、
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
自

身
を
肯

定
し
拡
大
し
よ
う
と
す
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
自

己
を
否
定
し
無
に
な
り
き
ろ

う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
自
己

が
自
己

を
否
定
し
て
無
に
な
り
き
っ
た
と
こ
ろ

に
、

か
え

っ
て
真
の
自
己
が
見
ら
れ

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
自
己
が
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
は
、
自
己
に
対
立

す
る
も
の
も
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
一
切
が
自
己

で
あ
り
、
世
界
が
自
己
で
あ
る
と

い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味

で
、
自
己
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
を
肯
定
す
る
と

い
う
こ
と

に
ほ

か
な
ら
な

い
。
自
己
が
自
己
を
喪
失
す

る
と

い
う
こ
と

は
自
己
が
自
己
を
実

現
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ

は
こ

の
よ

う
な
考
え
方
の
典
型
を
、

例
え
ば
西
田
哲
学
の
「
行
為
的
直
観
」

の
思

想
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ

う
。

「
行
為
的
直
観
」
は
、
行
為
と
直
観
と
の
間

の
相
即
的
・
相
補
的
な
関
係
を

あ

ら
わ
す
思
想
で
あ
る
。
物
を
直
観
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
物

に
働
き

か
け
る
と

い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
行

為
す

る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
反
対

に

働

く
と

い
う
こ
と

は
自
己
自
身
を
直
観
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り

見
る
こ
と

は
働
く
こ
と
で
あ
り
、
働
く
こ
と
は
見

る
こ
と
で

あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
直

観
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
行
為
し
、
ま
た
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

直

観
す
る
。

こ
の
こ
と
は

ポ
イ

エ
シ
ス
（
芸
術
的
制
作
）
を
例
に
と
れ
ば
、
一

目
瞭
然
で

あ
ろ

う
。

で

は
、
こ

の
よ

う
な
直
観
即
行
為
・
行

為
即
直
観
の
立
場
は
い
か
に
し
て

可

能
で

あ
ろ

う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
自
己
（
い
わ
ゆ
る
自

我
）
を
喪
失
し
て

物
自
身

に
な
り
、
「
物
と
な
っ
て
見
、
物
と
な

っ
て

行
う
」

と
き
に
の
み
可

能
で

あ
ろ

う
。
そ
れ
は
自
己
の
側
か
ら
自
己

に
即
し
て
物
を

見
る
の
で
は
な
く
、
反
対

に
物

の
側

か
ら
物
に
即
し
て
物
を
見
て

い
こ
う
と

す

る
態
度
で
あ
る
と
い
え
る
。

い
ま
ま
で
自
己
の
側
か
ら
見
て

い
た
も
の
が
、

当
の
見
る
自
己
が
な
く
な
る
こ

と
に
ょ

っ
て
、
逆
に
物
の
側
か
ら
照
ら
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
西

田
は
「
物

の
中
に
入
っ
て

い
っ
て
物

の
中

か

ら
物
を
見
る
」
と

か
、
「
物

に
よ
っ
て
心
を
照
ら
す
」
と

か
「
物

来

っ
て
我

を
照
ら
す
」
と
か
表
現
し
て

い
る
。
そ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
自
己

の
底

に
自
己

を

突
破
し

た
立
場
を
い
い
あ
ら
わ
し
た
も

の
で
あ
る
。
同
じ

く
自
己
実
現
と

い
っ
て
も
、
自
己
を
無
限
に
拡
大
し
て

い
く
方
向
と
、
反
対

に
自
己
を
無
限

に
喪
失
し
て

い
く
方
向
と
が
考
え

ら
れ
る
。
ネ

ス
の
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
Ｔ

は
前



者
で
あ

り
、
西

田
の
行

為
的

直
観
の
思

想
は
後
者
で

あ
る
。
そ
し
て

、
そ
こ

に
東
西

の
思
惟
様
式
の
差
異

が
端
的

に
あ
ら

わ
れ
て

い
る
と
い
え

る
か
も
し

れ

な
い
。

い
ず

れ
に
し
て

も
、
環
境
と

の
共
生

と
い
う
こ
と
を
考
え

る
場
合
、
わ
れ

わ
れ

は
自
己
を
狭
い
自

我
や
身

体
に
限
局
す

る
こ
と
な
く
、
反
対

に
自
己
を

ど
こ

ま
で

も
解
放
し
て

い
く
必
要
が

あ
る
。

そ
れ
は
自
己
を
深
化

さ
せ
る
こ

と
で

あ
り
、
自
己
を
拡
大
す

る
こ
と
で

あ
り

、
自
己
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ

る
。

こ
う
し
て

わ
れ
わ
れ
は
自
己
と

他
者
が
一

体
不

二
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

し
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
の
内

に
自
己
を
見

る
よ

う
に
な
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は

も

は
や

（
自
他
対

立
の
）
他
動
詞

の
世
界
で

は
な

く
、
（
自

他
不
二
の
）
自

動
詞

の
世
界
で

あ
る
。
そ
こ
で

は
、
一
切
が
自
己
で

あ
る
と
同

時
に
一
切
が

環
境
で

あ
る
。
こ
こ

に
社
会
や
自
然
の
環
境
と

の
真

の
共
生
と

い
う
も

の
が

あ
る
の
で

は
な
か
ろ

う
か
。

現
在

、
わ
れ
わ
れ

に
要
求
さ
れ
て

い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ

の
意
識

の
変
革

で
あ
ろ

う
。
上

述
し

た
よ
う

に
、
わ
れ

わ
れ

は
意
識

を
も
つ
と
い
う
こ
と

に

お
い
て

他
の
一
切

の
被
造
物
と
根
本
的

に
異

な
っ
て

い
る
が
、
ま
た
そ
れ
が

わ
れ

わ
れ
を
し
て

他
の
も
の
と

の
間

に
障
壁

を
設
け

た
り
、
境
界

を
設
け

た

り
す

る
原
因

と
も
な
っ
て

い
る
。
自
己

を
意
識
す

る
と
い
う
こ
と

は
他
者
と

異
な

っ
た
も

の
と
し
て
自
己
を
意
識
す

る
と

い
う
こ

と
で

あ
り
、
し

た
が

っ

て
自
己

を
他
者

と
区
別
す

る
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。

こ
う
し
て

わ
れ

わ
れ
は

意
識
を
も
つ

こ
と
に
よ

っ
て
自
己
と
他
者
、
内
と
外

を
区
別
す

る
よ

う
に
な

る

。

そ

し

て

い
わ

ゆ

る

二

元

的
対

立

の
世

界

を

思

惟

に

よ

っ
て

仮

定

さ

れ

た

世

界

で

は

な

く

、

現

に

あ

る
が

ま

ま

の
事

実

の

世

界

で

あ

る
と

考
え

る

よ

う

に

な

る

。

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

前
提

に

お

い
て

は
人

間

と

自
然

や
環

境

と

の

真

の

共

生

は

あ

り

え

な

い

。

人

間

と

環

境
と

を

区

別

し

、

そ

の
上

で

両

者

の

共

生

を

考

え

る

こ

と

は

不

可

能

で

あ
り

、

こ

の
よ

う

な

試

み

は

成
功

し

な

い
。

こ

の

こ

と

を

わ

れ

わ

れ

は
深

く

銘
記

す

る
必

要

が

あ

る
。
け

れ
ど

も

、

わ

れ

わ

れ

は

自

然

に

お

け

る

唯

一

の
意

識

的

存

在

で

あ

り

、

自

覚

的
存

在

で

あ

る
と

い

う

同

一
の

事

実

に

よ

っ
て
、

ふ

た

た
び

自

然

や

環

境

と

の
間

の
こ

の

よ

う

な

障

壁

や

境
界

を

取
り

去
り

、

自

他

不

二
的

な

立

場

に

立

つ
こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

と

い
う

の
も

も

と

も

と

こ

の

よ

う

な
境

界

は

人

為

的

に

設
定

さ
れ

た
も

の
で

あ

る

か
ら

、

そ

れ

を

移

動

さ

せ

た
り

除

去

し

た

り

す

る

こ

と

は

可
能

で

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。

そ

し

て

、

そ

こ

に
意

識

の

弁

証

法

的

発

展

と

い

う

も

の
が

あ

る
よ

う

に
も

思

わ

れ

る

。

環

境

と

の
自

然

的

で

直

接

的

な

統

一

の

段

階

か

ら
、

意

識

的

分

裂

の
段

階

を

へ

て

、
自

覚

的

統

一
の

段

階

へ

と

進

化

し

て

い

く

。

こ

の
意

味

で

、

今

、

わ

れ

わ
れ

に
求

め
ら

れ

て

い

る

の

は

わ

れ

わ

れ

自

身

の

意

識

の

「

コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

転

回

」

（
ｋ
ｏ
ｐ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉ
ｋ
ａ
ｎ
ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
）

で
あ

る
と

い
え

る
で

あ

ろ

う

。

（
1
）
『
岩
波
生
物
学
辞
典
』
第
三
版
、
一
九
六
〇
年
、
二
八
七
。
ペ
ー
ジ
。

（
２
）
　
桑
原

康

『
共
生

の
生
態
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年

、
二
四
－

三
二

。ヘ
ー

ジ
、
参
照
。



（

３

）

Ａ

ｌ
ｄ
ｏ

　
Ｌ

ｅ
ｏ

ｐ

ｏ

ｌ
ｄ
,
　

Ａ

　

Ｓ
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｃ
ｏ
ｕ

ｎ

ｔｙ

　
Ａ

ｌｍ

ａ
ｎ

ａ
ｃ

，
　

１
９

４
９
.

新

島

義

昭

訳

『

野

生

の

歌

が

聞

え

る

』

講

談

社

学

術

文

庫

、

二

〇

四

ペ

ー

ジ

。

（

４

）
　

Ａ

ｒ
ｎ

ｅ

　

Ｎ

ａ
ｅ

ｓ
ｓ
,
　
"

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｓ

ｈ
ａ

ｌ
ｌｏ
w

　
ａ
ｎ

ｄ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｄ

ｅ

ｅ

ｐ
,

　

Ｌ
ｏ

ｎ

ｇ
-

Ｒ

ａ
ｎ

ｇ
ｅ

　

Ｅ
ｃ

ｏ
-

ｌ
ｏ

ｇ

ｉｃ
ａ

ｌ
　

Ｍ

ｏ
ｖ

ｅ
ｍ

ｅ

ｎ

ｔ

”
,

　

ｉ
ｎ

　

Ｅ

ｎ

ｖ

ｉｒ
ｏ

ｎ

ｍ

ｅ

ｎ

ｔ
ａ

ｌ
　

Ｅ

ｔ
ｈ

ｉｃ
ｓ

，
 

ｅ

ｄ
.

 

Ｌ

ｏ

ｕ

ｓ

　

Ｐ
.

Ｐ
ｏ

ｊｍ

ａ

ｎ
,

　
２

０

０
１

，
　
ｐ

ｐ
.
 １
４

７
-

１
４

９
.

（

５

）
　

Ａ

ｌ
ｄ
ｏ

　

Ｌ

ｅ

ｏ

ｐ

ｏ

ｌ
ｄ
,
　

”
Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｌ

ａ
ｎ

ｄ

　

Ｅ

ｔ
ｈ

ｉ
ｃ
"
,
　

ｉ
ｎ

　

Ｅ

ｎ
ｖ

ｉｒ
ｏ

ｎ

ｍ

ｅ

ｎ

ｔ
ａ

ｌ
　

Ｅ

ｔ
ｈ
ｉ

ｃ
ｓ

，

ｅ

ｄ
,
　

Ａ

ｎ

ｄ
ｒ
ｅ
w

　

Ｌ

ｉ
ｇ

ｈ
ｔ

　
＆

　
Ｈ

ｏ

ｌｍ

ｅ
ｓ

　
Ｒ

ｏ

ｌ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ

　

ｉ
ｌ
ｌ
,
　
２

０
０

３

，
　
ｐ

ｐ
.

３
８
-

４

６
,

（

６

）
　

Ａ

ｒ
ｎ

ｅ

　

Ｎ

ａ

ｅ
ｓ
ｓ
,

。
'Ｓ

ｅ

ｌ
ｆ
-
Ｒ

ｅ
ａ

ｌ
ｉｚ
ａ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
:

　

Ａ

ｎ

　

Ｅ

ｃ
ｏ

ｌｏ

ｇ

ｉｃ

ａ

ｌ
　

Ａ

ｐ

ｐ
ｒ
ｏ

ａ

ｃ

ｈ

　

ｔ
ｏ

Ｂ

ｅ

ｉ
ｎ

ｇ

　
ｉｎ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｗ

ｏ
ｒ

ｌ
ｄ

”
,

　

ｉ
ｎ

　
Ｔ

ｈ

ｅ

　
Ｔ

ｒ
ｕ

ｍ

ｐ

ｅ

ｔ
ｅ
ｒ

　
４

，
　

１
９

８
７

．

（

７

）

Ｃ

ｈ
ｒ

ｉｓ

ｔ
ｏ

ｐ

ｈ
ｅ

ｒ

　

Ｌ

ａ
ｓ
ｃ

ｈ

，
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｍ

ｉ
ｎ

ｉ
ｍ

ａ

ｌ
　

Ｓ
ｅ

ｌｆ

：
　

Ｐ

ｓ
ｙ

ｃ

ｈ

ｉｃ

　

Ｓ
ｕ

ｒ
ｖ

ｉｖ
ａ

ｌ
　

ｉ
ｎ

Ｔ
ｒ
ｏ
ｕ
ｂ
ｌ
ｅ
ｄ
　
Ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
ｓ
，
　
１
９
８
４
,
 
p
1
6
.

（

８

）
　

ネ

ス

は

し

ば

し

ば

「

包

み

込

む

自

己

」

（
ｃ

ｏ
ｍ

ｐ

ｒ

ｉｓ

ｉ
ｎ

ｇ

　
ｓ
ｅ

ｌ
ｆ
）

と

い

う

こ

と

を

い

う

。

（

９

）
　

西

田

の

「

行

為

的

直

観

」

に

つ

い

て

は

、

拙

著

『

西

田

幾

多

郎

』

ミ

ネ

ル

ヴ

ァ

書

房

、

一

九

九

五

年

、

六

九

－

一

一

五

頁

、

参

照

。

（
1
0

）

『

西

田

幾

多

郎

全

集

』

第

十

二

巻

、

三

八

〇

。ペ

ー

ジ

。

（

1
1

）
　

同

全

集

、

第

十

巻

、

四

二

二

。ペ

ー

ジ

。

（
1
2

）
　

同

巻
,

四

二

七

。ペ

ー

ジ

。

（

1 3

）
　

ネ

ス

の

環

境

哲

学

を

表

示

す

る

言

葉

。

エ

コ

ソ

フ

ィ

ー

は

エ

コ

ロ

ジ

ー

（

生

態

学

）

と

フ

ィ

ロ

ソ

フ

ィ

ー

（

哲

学

）

を

結

合

し

た

ネ

ス

の

造

語

で

あ

り

．

Ｔ

は
彼
の
山
小
屋
の
名
称
Ｔ
 
ｖ
ｅ
ｒ
ｇ
ａ
ｓ
ｔ
ｃ
ｉ
ｎ
の
頭
文
字
。
な
お
、
エ
コ
ソ
フ
ィ
Ｔ

に

つ

い

て

は

’
　

Ａ

ｒ
ｎ

ｅ

　

Ｎ

ａ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
"

Ｅ

ｃ
ｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ
ｙ

　
Ｔ
:

　

Ｄ

ｅ

ｅ
ｐ

　

Ｖ

ｅ
ｒ
ｓ
ｕ

ｓ

　
Ｓ

ｈ
ａ

ｌ
ｌ

ｏ
w

Ｅ

ｃ
ｏ

ｌｏ

ｇ

ｙ

”
,

　

１
９
８

５
｢
　

ｉｎ

　

Ｅ

ｎ
ｖ

ｉｒ
ｏ

ｎ

ｍ

ｅ

ｎ

ｔ
ａ

ｌ
　
Ｅ

ｔ
ｈ

ｉｃ
ｓ

，
　
ｅ

ｄ
.
　

Ｌ

ｏ
ｕ

ｓ

　

Ｐ
.
　

Ｐ

ｏ

ｊ
ｍ

ａ
ｎ

，

２

０
０

１
,
 

ｐ

ｐ
,
 １
５

０
-

１
５

７
.

お

よ

び

Ｅ

ｃ
ｏ

ｌｏ
ｇ
ｙ

，
　
C
o
m
m

ｕ

ｎ

ｉ
ｔｙ

　

ａ

ｎ

ｄ

　

Ｌ

ｉｆ
ｅ
ｓ

ｔｙ

ｌｅ

，

１

９
８

９

，　
ｐ

ｐ
,

　１
６
３
-

２

１

２
．

を

参

照

。

（
こ
さ
か
・
く
に
つ
ぐ
、
哲
学
、
日
本
大
学
教
授
）
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