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東
西
に
お
け
る
環
境
思
想

一
　

は

じ
め
に

東
日
本
大
震
災
（
地
震
・
津
波
）
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
原
発
事
故
、
さ
ら
に
は
放
射
能
汚
染
の
拡
大
の
中
で
、
近
代
科
学
文
明

に
基
づ
い
た
社
会
の
あ
り
方

が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
と
り
わ
け
事
故
と

汚
染
を
踏
ま
え
て
、

い
の
ち
や
健
康
を
最
優
先
す
る
環
境
思
想
の
（
再
）

構
築

が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

そ
の
際
、
こ
れ
ま
で
の
環
境
思
想
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
環
境
思

想
史
の
多
く
は
、
欧
米
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
環
境
思
想
の
展

開
を
踏
ま
え
た
歴
史
記
述
が
な
さ
れ
て

い
る
。
「
環
境
思
想
」
が
欧
米
で

生
ま
れ
、
展
開
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
輸
入
」
だ

け
で
問
題
は
解
決
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

西
洋
近
代
の
自
然
支
配
の
思
想
の
限
界
を
前
に
、
東
洋
的
な
思
想
の
意

宮
　
嶋
　
俊

_ －

義

が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
小
坂
国
継
氏
は
そ
の
点
に
関
し
て
き

わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
提
言
を
行
う
。

「
今
日
、
明
ら
か
に
自
然
は
そ
の
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
を
し
て
い
な

い
。
さ
ま
ざ
ま
な
作
為
が
加
え
ら
れ
、
外
科
的
手
術
が
お
こ
な
わ
れ

て
、
自
然
は
す
っ
か
り
変

わ
り
果
て
て
し
ま
っ
た
。
一
言
で
い
え
ば
、

生
気
と
霊
気
を
失
っ
て
、
た
だ
物
体
の
塊
と
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
現
在
の
わ
れ
わ
れ
自
身
の
姿
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
た
だ
身
体
的
に
は
生
き
て
い
る
が
、
霊
性
的
に
は
生
け

る
屍
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
の
な
す
べ
き
こ
と
は
自
然
を
そ
の
あ
る
べ
き
姿
に
戻
す

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
人
間
の
心
性
が
そ
の
本
来
あ
る

べ
き
姿
に
戻
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
、
わ
れ

わ
れ
は
西
洋
近
代
の
自
然
支
配
の
思
想
か
ら
で
は
な
く
、
一
切
の
作

為
を
否
定
し
て
主
体
的
に
自
然
に
身
を
委
ね
る
東
洋
的
な
無
為
自
然
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の
思

想

か
ら
学

ぶ

と
こ

ろ

が
あ

る
の
で

は
な

か
ろ

う
か

。
今
日

ほ
ど

自
然

観

や
価
値

観

の
転

換

が
も
と

め
ら

れ
て

い
る
時
代

は

な

い
で

あ

ろ

う
。

近

代
社

会

の
暮

ら
し

に

ど
っ

ぶ
り
と

浸

か
っ
て

い
る
わ

れ

わ
れ

が
「
無

為
自

然

」

に
生

き
る

こ

と
は

困
難

か
も

し
れ

な

い
。

ま

た
、
（

本

稿
で

も

触

れ

る
こ
と

と

な
る

が
）
残

さ

れ
る

べ
き
自

然

が
人
間

に

よ

る
「
一
切

の

作
為

」

を
否

定
し

た
、

い
わ
ゆ

る
原

生
自
然

で

あ

る
の

か
、

そ
れ
と

も
人

間

が
自

然

に
手

を
加

え

な
が

ら
、
人
間
以

外

の
生

物

と
共

存

し
て

い
け

る

よ

う

な
里
山

的
自

然

で
あ

る

の
か
、

議
論

が
分

か

れ
る

と
こ

ろ
で

も
あ

ろ

う
。
だ

が
、

い
ず

れ
に
し
て

も
「
自

然
観

や
価
値

観

の
転

換

が
も

と
め

ら

れ
て

い
る
」

こ

と
は
確

か
で

あ

り
、

そ
の

た
め

に

も
、
欧

米

の
環
境

思
想

と

の
比

較

を
踏
ま

え

た
日
本

の

「
環

境
思
想

」

の
再

考

が
急
務

で

あ
る

と

考

え

る
。

か

つ
て
和

辻

哲
郎

は
風

土
論

に

お

い
て

、
風

土

が
わ

れ
わ

れ

の
精
神

や

思
考
様

式

を
育

ん
で

き

た
こ

と
を
説

明

し
た
。

こ

の
風

土
論

の
環

境
決
定

論
的

性
格

に
は

批
判

が
あ

る
も
の

の
、
自

然
環

境

に
対

す

る
見
方

・
考

え

方

に
関
し

て

は
、

や
は

り
そ

れ

が
生
ま

れ
た
環

境

的
背

景

を
考
慮

す

る
必

要

が
あ

る
だ
ろ

う

。

な
お
、
こ
こ

で
言

う
環

境

に
つ

い
て
簡

単
に

確
認

し
て

お
き
た

い
。
「
環

境
」

と

い
う
語

は

一
般

に

は
、
周
囲

を
取

り

ま

く
外
界

の
状

況

や
条

件
と

い
う
意
味

で
用

い
ら

れ
る

が
、
生

態
学

的
に

は
生

物

を
取
り

巻

く
す

べ
て

の
外

界

の
条

件

（
ｕ

ヨ
ｇ
ｅ
ｂｕ
ｎ
ｇ
）

で

は
な

く

、
外

界

の
条

件

の
う

ち

生
物

の

生
活

に

関
与

す

る
も

の

（
ｕ

ヨ
w
ｅ
ｌｔ
）

で

あ

る
。

今
西

錦

司

が
「
生

物

の
認
識
し
う

る
世
界

が
そ
の
生
物
に
と
っ
て
の
環
境
だ
」
と
述
べ
た
の
も

そ
の
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
環
境
と
い
う
概
念
は
、
（
「
自
然
」
と
い
う

概
念
と
は
異
な
り
）
あ
る
主
体
を
前
提
と
す
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
の
主

体
は
人
間

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
は
、
人
間

の
生
活
に
関

与
し
、
ま
た
人
間

が
健
康
に
生
存
で
き
る
環
境
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ

が
、
人
間
に
と
っ
て
の
環
境
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
こ

れ
ま
で
多
く
の
議
論

が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

二
　

欧

米
の
環
境
思
想
－

「
保
存
」
か
「
保
全
」
か

欧
米
に
お
け

る
環
境
思
想
の
生
成
に
お
い
て
啓
蒙
主
義
思
想
に
対
す
る

ロ
マ
ン
主
義
の
影
響
（
一
九
世
紀
）
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
八

世
紀
末

か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
産
業
革
命
が
進
行
し
、
人
間
の
自
然
へ

の
支
配
力
は
高
ま
っ
た
が
、
そ
の
反
動
と
し
て
、
自
然
を
神
秘
主
義
的
に

捉
え
、
自
然
の
全
体
性
や
人
間
と
自
然
と
の
一
体
性
を
説
く
ロ
マ
ン
主
義

の
思
潮
が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ

カ
で
は
エ
マ
ソ

ン
や
ソ
ロ
ー
と
い

っ
た
超
越
主
義
者
た
ち
が
影
響
力
を
持
っ
た
。

彼
ら
か
ら
影
響
を
受
け
た
ミ
ュ
ー
ア
は

ヨ
セ
ミ
テ
国
立
公
園
を
「
保
存
」

の
立
場
か
ら
守
る
べ
き
と
主
張
し
た
。
「
保
存
」
と
は
、
「
自
然
保
護
が
も

た
ら
す
人
間
の
精
神
的
充
足
的
な
側
面
を
重
視
し
」
、
自
然
は
「
天
然
資

源
の
貯
蔵
庫
で
は
な
く
、
人
間
の
日
常
生
活
の
癒
し
と
な
る
べ
き
神
か
ら

の
贈
り
物
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
森
林
管
理
官
を
務
め
て
い
た
ピ

ン
シ
ョ
ー
は
、
森
林
を
管
理
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
自
然
保
護
に
取
り
組

み
、
森
林
の
「
保
全
」
を
目
指
し
た
。
「
保
全
」
と
は
、
「
天
然
資
源
を
賢
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明
、
か
つ
、
効
率
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
に
よ

る
天
然
資
源

の
効
率
的
利
用
は
資
源
の
浪
費
を
防
ぐ
最
も
合
理
的
な
環
境
保
護
政
策
」

と
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
「
保
存
」
派
と
「
保
全
」
派
の
論
争
が
生
じ
た
。

功
利
主
義
的
な
「
保
全
」
派
と
ロ
マ
ン
主
義
的
な
「
保
存
」
派
の
対
立
は
、

確
か
に
、
「
保
存
」
か
「
保
全
」
か
と
い
う
図
式
は
、
一
面
で
普
遍
的

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
争
は
ア
メ
リ
カ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の

ヨ

セ
ミ
テ
国
立
公
園
内
に
あ
る
ヘ
ッ
チ

ヘ
ッ
チ
渓
谷
を
巡
っ
て
現
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
「
何
を
」
「
い
か
に
」

「
な
ぜ
」
、
「
保
全
」
あ
る
い
は
「
保
護
」
す

ぺ
き
か
は
、
そ
の
土
地
、
風

土
、
自
然
状
況
、
さ
ら
に
は
思
想
的
・
宗
教
的
な
背
景
な
ど
、
様
々
な
要

因
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
一
般
化
・
普
遍
化
可
能
な
部
分
だ
け

で
な
く
、
個
別
具
体
的
な
思
想
的
背
景
ま
で
も
視
野
に
含
め
て
考
察
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

三
　

日
本

の
環

境
思
想
卜

南
方
熊
楠
を
例
に

こ
こ
ま
で
、
欧
米
の
近
代
文
明
批
判
と
し
て
の
環
境
思
想
の
流

れ
を
確

認
し
て
き
た
が
、
日
本
で
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
・
大
正
期
に
か
け
て
、

そ
れ
ら
と
は
異
な
る
環
境
思
想
が
生
ま
れ
て
い
た
。
本
稿
に
お
い
て
そ
の

す
べ
て
を
詳
細
に
論
じ
る
準
備
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
お
く

と
、
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら
山
林
の
保
全
の
必
要
性
を
説
き
、
ま
た
そ
れ

を
実
践
し
て
き
た
熊
沢
蕃
山
、
「
自
然
真
営
道
」
に
お
い
て
現
代
の
エ
コ

ロ
ジ
ー
に
通
ず
る
思
想
を
展
開
し
た
安
藤
昌
益
、
神
道
・
仏
教
・
儒
教
な

ど
と
農
業
の
実
践
か
ら
「
報
徳
」
思
想
を
編
み
出
し
た
二
宮
尊
徳
、
さ
ら

に
神
社
の
鎮
守
の
森
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
神
社
合
祀
令
に
反
対
運

動
を
起
こ
し
た
南
方
熊
楠
ら
が
そ
う
し
た
思
想
家
に
あ
た
る
。
と
り
わ
け
、

本
稿
で
は
以
下
、
南
方
熊
楠
の
思
想
を
取
り
上
げ
て

い
き
た
い
。

南
方
の
思
想
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
日
本
の
神
道
思
想
を
簡
単
に
振
り

返
っ
て
お
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
日
本
の
自
然
覬
は
神
道
と

の
結
び
つ
き
が
深

い
か
ら
で
あ
る
。
「
原
神
道
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
古
代
日

本
の
宗
教
は
自
然
の
森
と
結
び
つ
き
、
儀
式
は
森
の
中
で
執
り
行
わ
れ
て

い
た
。
森
そ
の
も
の
が
神
で
あ
っ
た
た
め
神
社
に
社
殿
は
不
要
で
あ
っ
た
。

中
世
か
ら
江
戸

時
代
を
経
て
こ
の
「
原
神
道
」
的
な
宗
教
感
覚
は
維
持

さ
れ
、
村
々
に
は
共
同
体
ご
と
に
小
さ
な
神
社
が
祀

ら
れ
、
そ
こ
に
「
故

郷
」
を
形
成
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

だ
が
明
治
期
に
な
り
、
国
家
神
道
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
、
こ

の
よ
う
な
神
社
の
統
廃
合

が
行
わ
れ
た
。
明
治
三
九
年

匸
一
月
、
当
時
の

西
園
寺
内
閣
内
相
で
あ
っ
た
原
敬
に
よ
り
「
一
町
村
に
つ
き
神
社
は
一
社

に
ま
と
め
よ
」
と
い
う
神
社
合
祀
令
が
出
さ
れ
た
。
南
方
熊
楠
は
「
家
郷

の
空
間
」
の
危
機

と
し
て
、

こ
の
統
廃
合
に
反
対
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
神
社
合
祀
は
、
敬
神
思
想
を
弱
め
、
民
の

和
融
を
妨
げ
、
地
方
を
衰
微
さ
せ
、
国
民
の
慰
安
を
奪
い
、
人
情
を
薄
く

し
、
風
俗
を
害
し
、
愛
国
心
を
損
な
い
、
土
地
の
治
安
と
利
益
に
大
害
を

も
た
ら
し
、
史
蹟
と
古
伝
を
滅
却
し
、
天
然
風
景
と
天
然
記
念
物
を
亡
滅

す
る
亡
国
的
政
策
だ
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
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四
　

考
察

と
ま

と
め

南
方
の
環
境
思
想
を
鶴
見
和
子
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

南
方
は
、
植
物
学
者
と
し
て
、
神
林
の
濫
伐

が
珍
奇
な
植
物
を
滅
亡

さ
せ
る
こ
と
を
憂

え
た
。
民
俗
学
者
と
し
て
、
庶
民
の
信
仰
を
衰
え

さ
せ
る
こ
と
を
心
配
し
た
。
ま
た
ム
ラ
の
寄
合

い
の
場
で
あ
る
神
社

を
と
り
こ
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
村
内
自
治
を
阻
む
こ
と
を
恐
れ

た
。
森
林

を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
棲
息
す
る
鳥
類

を
絶
滅
さ
せ
る
た
め
に
、
害
虫
が
殖
え
、
農
作
物
に
害
を
与
え
て
農

民
を
苦
し
め
る
こ
と
を
心
配
し
た
。
海
辺
の
樹
木
を
伐
採
す
る
こ
と

に
よ
り
、
木
陰
が
な
く
な
り
、
魚

が
海
辺
に
よ
り
つ
か
ず
、
漁
民
が

困
窮
す
る
有
様
を
嘆

い
た
。
産
土
社
を
奪
わ
れ
た
住
民
の
宗
教
心
が

衰
え
、
連
帯
感

が
う
す
ら
ぐ
こ
と
を
悲
し
ん
だ
。
そ
し
て
連
帯
感

が

う
す
ら
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
心
が
衰
え
る
こ
と
を
憂
え
た
。
南

方
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
を
、
一

つ
の
関
連
あ
る
全
体
と
し
て

捉
え
た
の
で
あ
る
。
自
然
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
職

業

と
暮
ら
し
と
を
衰
微
さ
せ
、
生
活
を
成
り
立
た
な
く
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
間

性
を
崩
壊

さ
せ
る
こ

と
を
、
警
告
し
た
の
で
あ

る
。

こ
の
指
摘
は
重
要

で
あ
る
。
近
代
科
学
的
な
思
考
が
問
題
を
分
解
・
細

分
化
し
て
い
っ
た
結
果
、
問
題
の
全
体
を
全
体
と
し
て
捉

え
る
視
点

が
わ

れ
わ
れ
近
代
人
か
ら
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
生
態
系
の
全
体
を
捉
え
る
こ

と
の
重
要
性
を
鶴
見
は
南
方
か
ら
読
み
取

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
中
沢
新
一
も
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て

い
る
。

彼
は
運
動
の
展
開
の
中
で
（
中
略
）
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
の
狹

い
視
野

を
は
る
か
に
の
り
こ
え
て
、
前
代
未
聞
の
深
ま
り
を
も
っ
た
エ
コ

ロ

ジ
ー
思
想
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
エ
コ

ロ
ジ
ー
思
想
は
、
た
ん
に
自
然
生
態
系
に
た
い
す
る
配
慮
（
生
態
の

エ
コ
ロ
ジ
ー
）
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
主
観
性
の
生

存
条
件
（
精
神
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
）
や
、
人
間
の
社
会
生
活
の
条
件
（
社

会
の
エ
コ

ロ
ジ
ー
）
を
、
一
体
に
巻
き
込
み
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
、

き
わ
め
て
深
遠
な
射
程
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
。

南
方
の
運
動
と
思
想
は
故
郷
、
熊
野
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
地
の
自
然
・
社
会
の
全
体
を
体
系
的
に
把
握
す
る
中
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
細
分
化
・
分
断
化
さ
れ
て
い
く
近
代
西

洋
科
学
的
な
思
考
に
対
し
て
、
統
合
的
・
総
合
的
な
思
考
を
示
し
て
い
る

と
言
え
る
。

先
に
、

欧
米
の
環
境
思
想
に
お
い
て
「
保
存
」
「
保
全
」
の
対
立
が
、

生
態
系
中
心
主
義
的
環
境
思
想
と
人
間
中
心
主
義
的
環
境
思
想
と
い
う
二

つ
の
大
き
な
流
れ
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
南
方
の
環
境

思
想
は
、
人
間
の
暮
ら
し
を
守

る
こ
と
が
同
時
に
自
然

の
生
態
系
を
守
る

こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
二
項
対
立
的
な
思
想
的
対
立
の

統
合
を
目
指
す
も
の
と
見
る
こ
と
も
ま
た
可
能
な
の
で
あ
る
。

欧
米
、
日
本

い
ず
れ
の
環
境
思
想
に
お
い
て
も
近
代
文
明
批
判
の
モ
チ

ー
フ
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は
近
代
化

の
過
程
で
守
ら
れ
る
べ
き
「
環
境
」

が
「
発
見
」
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
共
通
の
問
題
意
識
が
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そ

こ

に

存

在

す

る

こ

と

は

確

か

だ

。

し

か

し

、

日

本

と

欧

米

で

は

近

代

化

の

過

程

も

自

然

環

境

も

異

な

る

し

、
環

境

保

護

思

想

の

背

景

と

な

る

思

想
・

宗

教

も

異

な

る

。

そ

の

こ

と

を

踏

ま

え

、

日

本

環

境

思

想

史

の

構

築

が

目

指

さ

れ

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。
本

稿

は

そ

う

し

た

問

題

意

識

か

ら

出

発

し

た

。

そ

し

て

そ

の

意

味

で

南

方

は

熊

野

と

い

う

土

地

か

ら

環

境

思

想

を

立

ち

上

げ

、

結

果

的

に

そ

れ

は

近

代

的

二

項

対

立

を

止

揚

す

る

も

の

と

な

っ

た

の

で

あ

り

、
そ

の
思

想

は

高

く

評

価

さ

れ

て

し

か

る

べ
き

で

あ

る

と

考

え

る

。

（
１
）
　
松
野
弘

「
環
境
思

想
と

は
何

か
Ｉ

環
境

主
義
か

ら
エ
コ

ロ
ジ
ズ

ム
ヘ
」

筑
摩

書

房
、
二
〇
〇

九
年

、
小
原
秀
雄

監
修
「
環
境

思
想

の
出
現
（

環
境
思
想

の
系

譜
１
）
」
東
海
大

学
出
版
会
。
一
九

九
五

年
、
同
監
修
「

環
境
思
想
と
社
会
（

環

境
思
想

の
系
譜
２
）
」

東
海
大
学
出
版

会
、
一

九
九
五
年
、
同

監
修
「
環
境
思
想

の
多
様

な
展
開
（

環
境
思

想
の
系
譜
３

）
」
東

海
大
学

出
版
会
、

一
九
九
五

年
。

な
お
秋

逆
智
彌
紺

著
「
日
本

の
環
境
思

想
の
基
層
　

人
文
知

か
ら

の
問

い
」
岩

波

轡
店
、
二
〇
一

二
年
と

い
っ
た
取
り
組

み
も
存
在
す

る
。

（

２
）
　
小
坂
国

継
「
内

な
る
自
然

と
デ
ィ

ー
プ

ー
エ
コ

ロ
ジ

ー
」

国
際
宗
教
研

究
所

紺
「

現
代
宗
教
2
0
1
0
　

エ
コ

ロ
ジ

ー
と
ス

ピ
リ
チ

ュ
ア
リ
テ

ィ
」
秋
山
書
店

、

二
〇

一
〇

年
、
一
〇
七
頁

。

（

３
）
　
和

辻
哲
郎
「
風
土
」
岩

波
書
店
、
一
九
七
九
年
（

初
出
は
一
九
三
五
年

）
。

（
４

）
　
今
西

銷
司
「

生
物

の
世
界

」
「

生
物

の
世
界
ほ

か
」

中
央
公

論

新
社
、
二
〇

〇
二

年
（

初
出
は
一
九
四

一
年
）
、
六
七
頁

。

（
５
）
　
加

茂
直
樹

「
環

境
と
人

間
」
加
茂

直
樹
他
絹

著
「
環
境

思
想

を
学
ぶ
人
の

た

め
に
」
世
界
思

想
社
、
一
九
九
四
年

、
四
―
二
○
頁
を
参
照

。

（
６
）
　
松
野
、
前
掲

書
、
四
七
頁
。

（
７

）
　
同

右
。

（

８
）
　
保

存
派

の
系
譜

と
し
て

は
デ

ィ
ー

プ

ー
エ
コ

ロ
ジ

ー
思
想

が
有
名

で

あ
る
。

一

九
七
九
年

、
ア

ル
ネ

ー
ネ

ス
は
、

い
ま
ま

で
の
環

境
保
護

の
考

え
方

が
汚
染

や
資

源
枯
渇
に
反
対

す
る
だ
け
の

「
シ
ャ
ロ
ウ

ー
エ
コ

ロ
ジ
ー
」
で
あ
る
と

し
、

そ

れ

に

代

わ

る

「

デ

ィ

ー

プ

ー

エ

コ

ロ

ジ

ー

」

を

唱

え

た

。

生

命

体

や

人

間

を

相

互

に

関

迎

し

た

全

体

で

捉

え

、

生

命

圏

の

中

で

の

全

生

命

体

平

等

主

義

を

主

張

し

た

。

ｚ

ａ

ｅ
ｓ

ｓ
｢
　
Ａ

．
｢ 　
ｋ

ｃ
ｏ

ｌｏ
ｇ

ｙ

。
　
C
o
m
m

ｕ

ｎ

ｉ
ｔｙ

「

　
ａ

ｎ

ｄ

　
」

ｉｆ

ｅ
ｓ
ｔ
ｙ

ｌ
ｅ

「
　
Ｃ

ａ

ヨ

ｂ
ｒ

ｉｄ

ｇ
ｅ

Ｕ

ｎ

ｉ
ｖ
ｅ

ｒ
ｓ

ｉ
ｔｙ

　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ

「
　
１
９

８

９
.

斉

藤

直

輔

他

訳

「

デ

ィ

ー

プ

ー
エ

コ

ロ

ジ

ー

と

は

何

か

」

文

化

書

房

博

文

社

、

一

九

九

七

年

。

ま

た

「

保

存

」

「

保

全

」

を

あ

ら

た

め

て

定

義

し

、

前

者

に

批

判

を

加

え

た

の

が

パ

ス

モ

ア

で

あ

る

。

彼

は

保

存

詒

／

保

全

詒

の

対

立

を

、

自

然

の

中

に

内

在

的

な

価

値

を

認

め

る

か

、

あ

る

い

は

自

然

を

人

間

の

利

益

や

幸

福

を

爽

現

す

る

た

め

の

手

段

・

道

具

と

見

る

か

の

対

立

で

あ

る

と

し

、

前

者

を

無

知

と

野

蛮

に

導

く

全

体

主

義

と

し

て

批

判

し

た

。

ｒ
ａ

ｓ
ｓ
m
o

ｒ
ｅ
｢
　
Ｊ

 
　
Ｍ

ａ

ｎ

　ｓ

　
Ｒ

ｅ
ｓ
ｐ

ｏ
ｎ

ｓ

ｉ
ｂ

ｉｌ
ｉ
ｔｙ

 ｆ
ｏ
ｒ

Ｎ

ａ

ｔｕ

ｒ
ｅ
：
　
Ｅ

ｃ
ｏ

ｌｏ
ｇ

ｉ
ｃ
ａ

ｌ
　
Ｐ

ｒ
ｏ

ｂ
ｌｅ

ｍ

ｓ

　
ａ
ｎ

ｄ

　
Ｗ

ｅ
ｓ

ｔｅ

ｒ
ｎ

　
Ｔ
ｒ
ａ

ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｓ
「

　
Ｇ

ｅ
ｒ
ａ

ｌ
ｄ

　
Ｄ

ｕ
ｃ

ｋ
-

w

ｏ

ｒ
ｔ
ｈ

　
＆

　
Ｃ

ｏ
.

「
　
」

ｔ
ｄ
｢
　
１
９

７

４
.

問

瀬

啓

允

訳

「

自

然

に

対

す

る

人

問

の

責

任

」

岩

波

書

店

。

一

九

九

八

年

。

こ

の

パ

ス

モ

ア

の

批

判

に

対

し

て

、

テ

ー

ラ

ー

は

生

命

中

心

主

義

の

立

場

か

ら

、

個

々

の

生

命

・

生

物

を

尊

重

す

ぺ

き

と

主

張

し

た

。

ま

た

レ

ー

ガ

ン

も

（

一

部

ほ

乳

類

の

）

個

々

の

助

物

に

の

み

人

間

同

様

の

生

存

権

を

認

め

る

べ

き

と

主

張

し

た

。

い

ず

れ

も

「

保

存

論

」

の

継

承

で

は

あ

る

も

の

の

、

そ

の

性

格

は

個

体

主

義

的

な

保

存

詒

で

あ

っ

た

。

レ

・
・‐

ガ

ン

（

青

木

玲

訳

）

「

助

物

の

権

利

の

擁

護

論

」

小

原

秀

雄

監

修

「

環

境

思

想

の

多

様

な

展

開

（

環

境

思

想

の

系

譜

３

）
」

東

海

大

学

出

版

会

、

一

九

九

五

年

所

収

。

そ

れ

ら

に

対

し

、

キ

ャ

リ

ゴ

ッ

ド

は

、

レ

オ

ポ

ル

ド

の

土

地

倫

理

を

援

用

し

、

そ

れ

が

生

態

系

に

価

値

を

置

い

て

い

る

点

に

注

目

し

、

構

成

員

の

生

態

系

へ

の

貢

献

の

度

合

い

に

応

じ

て

そ

の

価

値

を

評

価

す

る

と

い

う

生

態

系

中

心

主

義

を

主

張

し

た

。

キ

ャ

リ

ゴ

ッ

ド

（

千

葉

香

代

子

訳

）

「

動

物

解

放

論

争

－

三

極

対

立

構

造

」

同

右

、

所

収

。

こ

の

よ

う

に

、

「

保

存

」

「

保

全

」

の

対

立

は

、

生

態

系

中

心

主

義

的

環

境

思

想

と

人

間

中

心

主

義

的

環

境

思

想

と

い

う

二

つ

の

大

き

な

流

れ

を

形

成

し

て

き

た

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

（

９

）
　

中

沢

新

一
　

「

森

の

パ

ロ

ッ

ク

」

講

談

社

、

二

〇

〇

六

年

、

三

二

五

－

三

二

八

頁

。

（

1 0

）
　

「

第

一

、

神

社

合

祀

で

敬

神

思

想

を

高

め

た

り

と

は

、

政

府

当

局

が

地

方

官

公

吏

の

轡

上

に

瞞

さ

れ

お

る

の

至

り

な

り

。

（

中

略

）

田

舎

に

は

合

祀

前

ど

の

地
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に

も
、
か
か

る
質

樸
に
し
て

和
気
靄
々

た
る
良
風

俗
あ

り
。
平

生
農

桑
で
多
忙

な
る

も
、
祭
日

ご
と
に
嫁

も
里

へ
帰

り
て
老

父
を
省

し
、
婆
は
三
升

樽
を
携

え

て
孫

を
抱

き
に
よ

め
の
在
所

へ
往

き
し
な

り
。
か
の
小

窮
窟
な
西
洋

の
礼
拝
堂

に
貴
族
富
豪

の
み
車

を
駆

せ
て

説
教
を
聞

く
に
、
無
数

の
貧
人

は
逆

側
に
照

麪

包
を
咬

ん
で
身
の
不
迎

を
嘆

つ
と
霄
壌
な

り
。
か

く
て
大
字

ご
と
に
存

す
る
神

社

は
大

い
に
社

交
を
も
助

け
、
平

生
頼

み
た
り

し
用

談

も
祭
日

に
方

つ
き
、
麁

闃

な
り
し
輩

も
和

熟
親
睦

せ
し
な
り
。
只

今
の

ご
と

く
産
土

神

が
往
復
山

道
一

里

乃
至
五

里
、

は
な
は
だ

し
き

は
十
里

も
歩

ま
ね

ば
詣
で

得
ず
と

あ
っ

て
は
、

老

少
婦
女

や
貧
人

は
、
神

を
拝
し
、
敬
神

の
実
を
挙
げ
得

ず
」
。
南
方
熊
楠

「
抻

社
合
祀

に
関
す

る
意
見

」
中
沢
新

一
紺
「
南

方
熊
楠

コ
レ
ク

シ
ョ

ン
Ｖ
　

森

の

思
想
」
河
出
書
房
新
社
、
一

九
九
二
年
、
四
九

八
頁

。

（
1
1）
　
「
第
三

、
合
祀

は
地

方
を
衰
微

せ
し

む
。
従
来
地

方
の
諸
神

社
は
、
社

殿
と

社
地

ま
た
多

く
は
こ
れ
に
伴

う
神
林

あ
り
、

あ
る

い
は
神
田

あ
り
。
別

に
基
本

財

産
と

い
う

べ
き
金

な
く
と

も
、
氏
子

み

な
入
費

を
支
弁

し
、
社
殿

の
改

修
、

祭

典
の
用

意
を
な
し
、
何
不
足

な
く
数
百
年

を
面
白

く
経
過
し
来
た

り
し
な
り
。

今
こ
の
不
景

気
連
年
絶

え
ざ
る
時
節

に
、
何

の
急
事

に
あ
ら

ざ
る
を
、
大
急

ぎ

で
基
本
財

産
と
か
神
社

の
設
備
と

か
神
職

の
増
俸

と
か
を
強

い
る
は
心
得

が
た

し
」
。
同

右
、
五
〇

三
頁
。

（
1
2
）
　
「
第
四
に
、
神

社
合
祀

は
国

民
の
慰

安
を

奪

い
、
人
情

を
薄

う
し
、
風

俗

を

害
す
る
こ
と
お

び
た
だ

し
。
（
中
略
）
神

社
の
人
民

に
及

ぼ
す
感
化
力
は
、

こ
れ

を
述

べ
ん
と
す
る
に
言

語
杜
絶

す
。

い
わ
ゆ
る
「
何
事

の
お
は

し
ま

す
か

を
知

ら
ね

ど
も
有
難

さ
に
ぞ
涙
こ
ぼ

る
る
」

も
の
な

り
。
似
而
非
神
職

の
説
教

な
ど

に
待

つ
こ
と
に
あ

ら
ず
。
神
道

は
宗
教

に
違

い
な
き
も
。
言
論
理

窟
で
人

を
説

き
伏

せ
る
教
え

に
あ
ら
ず
。
本

居
宣
長

な
ど
は
、

仁
義
忠
孝

な
ど
と
お

の
れ

が

行

な
わ
ず
に
事
々

し
く
説

き
勧
め

ぬ
が
神
道

の
特
色
な

り
、

と
言
え
り
。

す
な

わ
ち
言
語
で
言

い
顕

わ
し
得

ぬ
冥
々

の
抂
に
、

わ
が
国
万
古
不

変
の
国
体

を
一

時

に
頭

の
頂
上

よ
り
足
蹠

の
尖

ま
で

感
激
し
て
忘

る
る
能

わ
ざ
ら
し

め
、
皇
室

よ
り
下

凡
民

に
至

る
ま
で
、

い
ず

れ
も
日

本
国

の
天
神
地
祇

の
御
尚

な
り
と

い

う
有
難

さ
を
言

わ
ず
説

か
ず
に
悟

ら
し
む

る
の
道
な
り
。
古

来
神
殿

に
宿
し
て

霊

夢
を
感

ぜ
し
と

い
い
、
神

社
に
参

拝
し
て

迷
妄
を
闢

き
し
と

い
う
は
、
あ

た

か
も
古

欧
州
の
神
社

神
林
に
詣
で

て
、
哲
士
も
愚
夫

も
そ
の
感
化

を
受

く

る
こ

と
大

な
る
を
言

え
る
に
同
じ
。
別

に
神
主

の
説
教

を
聴

い
て
大
益

あ
り
し
を
間

か

ず
。

真
言
宗

の
秘
密
儀
と
同

じ
く
、
何

の
説

教
講
釈
を
用

い
ず
、
理

論
実
験

を
要

せ
ず
、
ひ

と
え
に
神
社
神

林
そ

の
物

の
存
立
ば
か
り

が
、

す
で
に
世
逆
人

心
の
化

育
に
大
益
あ

る
な
り
」
。
同

右
、
五
〇
八
頁

。

（
1
3）
　
鶴
見

和
子
「
南
方
熊
楠
」
講
談
社
、

一
九
八
一
年
、

二
二
三

―
二

二
四
頁
。

（
1
4）
　
中
沢
新
一
　「
森

の
パ
ロ
ッ
ク
」
講
談

社
、
二
〇
〇
六
年
、
三
五
七
－

三
五
八
頁
。

（
み

や

じ

ま

・

し

ゅ

ん

い

ち

、

宗

教

学

・
比

較

思

想

・
死

生

学

。

大

正

大

学

非

常

勤

講

師

）
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