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真
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〈
論
文
要
旨
〉
　
本
研
究
の

目
的
は

、

現
代
の

環

境
倫
理
が

直
面
せ

ざ
る

を

得
な
い

困
難
に

立
ち

向
か

う
際
に

宗
教
的
な

リ
ソ

ー
ス

が

ど

の

よ

う
な

仕
方

　
で

持
ち

出
さ
れ
た

か

を
検
討
す
る

こ

と

を

通
し
て
、

現
代
に

生
き

る
宗

教
的
環
境
倫
理
を
論
じ、

そ

れ

に

よ

っ

て

宗
教
を
勘
定
に

入
れ

た

環
境
倫
理
の

　
重
要
性
を
示
す
こ

と

に

あ
る

。

そ

の

た

め

に

ま
ず
本

論
で

用
い

る

「

倫
理
」

「

環

境
倫
理
」

の

意
味
を

明
ら
か

に

し、

つ

い

で

グ
ロ

ー
バ

ル

な

環
境
問

　
題
に

対
し

て

最
も

有
効
で

あ
る
よ
う
に

思
わ

れ

る

公
け
の

政

策
や

国
際
協

力
が

も

っ

て

い

る

限
界
と、

実
効
性
の

な
い

精
神
主
義
で

あ
る

と

し

て

軽
視

　
さ

れ

る

傾
向
の

あ
る

宗
教
的
倫
理
の

持
つ

意
義
に

つ

い

て

指

摘
し

た

の

ち、

実
際
に

宗
教
（

者）
が

リ
ー

ド
し

た

環
境
保
護
活
動
を
題

材
と

し
、

環
境
活

　
動
を

支
え

た
宗
教
的

倫
理

と

そ
れ
が

果
た

し

た

役
割
を
論
じ
た

。

そ

の

中
で、

宗
教
を

通
じ
て

伝
え
ら
れ

て

き

た

祖
先
た

ち

の

自
然
と

の

関
わ

り
合
い

　
か

た
、

環
境
と

の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー
シ

ョ

ン

の

あ
り

か

た

を
辛

抱
強
く
学
び、

実
践
す
る

こ

と

が

内

在
的
な

価
値
基
準
（
倫
理
）

の

転
換
を
起
こ

し
、

行

　
動
原
理

の

変
化
を
起
こ

す
こ

と

を
示
し

た
。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
V
　
環

境
倫
理、

価

値
観、

精
進
力、

も
っ

た
い

な
い
、

人
浜

権
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一

　

序
論

　
「

現
代
の

環
境

問
題
に

対
し

て
、

一

体
宗
教
は

何
を

な

し

う
る

の

か

？
」

ー
こ

の

問
い

は
、

こ

こ

何
年
も
筆

者
の

心
を

捉
え
て

や
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課
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で

あ
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。

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

75

　

そ

も
そ

も

宗

教
が

社
会
と

接

点
を

持
つ

と

き

に

は
、

必
ず

、

「

○

○
の

問
題
に

対
し

て
、

神
の

教
え

は
、

仏
の

教
え

は

ど

う

応
え
る
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の

か
」

と

い

う

問
い

を

投
げ
か

け
ら

れ

て

き

た

は

ず
で

あ
る

。

現
代
の

宗
教
者

、

或
い

は

宗
教
研
究
の

徒
も

ま
た

、

勇
気
を

起
こ

し
、

智
恵
を

絞
っ

て

今
日
的
な

問
題
に

応
え

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

。

そ

の

な

か

で

も

環
境

問
題
は
、

重
大
か

つ

深
刻
で

あ
る

。

　

1
　
研

究
の

目
的

　

本
研
究
の

目

的
は

、

現

代
の

環
境

倫
理

が

直
面
せ

ざ
る

を

得
な
い

困
難
に

立

ち

向
か

う

際
に

宗
教
的
な

リ
ソ

ー

ス

が

ど

の

よ

う

な

仕

方
で

持
ち

出
さ

れ

た

か

を
検
討
す

る
こ

と

を

通
し

て
、

現
代
に

生
き

る

宗
教

的
環
境
倫
理
を

論
じ

、

そ

れ
に

よ
っ

て

宗
教
を

勘
定
に

入

れ

た

環
境

倫
理

の

重

要
性
を

示

す
こ

と

に

あ

る
。

　
2
　
研
究
の

方
法

　

宗
教
（

者
）

が

リ

ー

ド
し

た

環
境
保
護
活
動
を

題
材
と

し
、

そ
こ

に

見
出
さ

れ

る

宗
教
的

・

伝

統
的
価
値
を

抽
出
し
て

検
討
し

、

環
境

活
動
を
支
え

た

宗
教
的

倫
理

と

そ

れ

が

果
た

し

た

役
割
を

論
じ

る
。

　

以
下

、

ま

ず

本
論
で

用
い

る

術
語
「

倫
理
」

「

環

境
倫
理
」

の

意

味
を

明
ら

か

に

し
、

つ

い

で

現
在
の

「

地

球
環
境

問
題
」

研
究
の

限
界
と
、

宗
教
の

環
境
倫
理
と

の

か

か

わ
り

を

指
摘
し

た

の

ち
、

宗
教
（

者
）

が

リ
ー

ド
し

た

環
境
保
護
活
動
を
通
し

て

浮
か

び
上
が

る

環
境
倫
理

を
示
し
た
い

。

　
3
　
前
提
と

な
る

概
念
の

説
明

1
「

倫
理
」

に
つ

い

て

　
「

倫
理
」

「

環

境
倫
理
」

に

つ

い

て

　
宗
教
と

環
境
倫
理
を

論
じ

る

に

当
た

っ

て
、

ま

ず
こ

こ

で

用
い

る
「

倫
理
」

、

「

環
境
倫
理
」

と

は

な
に

か

を

明

ら
か

に

し

て

お

こ

う
。

　
本
論
に

記
す
「

倫
理
」

は

「

内
面
に

動

機
付
け
ら

れ

た

行

為
基

準
」

、

つ

ま

り

「

善
く

行
為
す

る
こ

と

に

対
す
る

内
的
な

価
値
基

準
」

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
T）

を

い

う
。

し
た

が
っ

て

「

環
境
倫
理
」

と

は
、

「

人

間
が

環

境
に

対
し

て

行
う

行
為
の

内
的
な

価
値
基

準
」

と

い

う
こ

と

に

な

る
。

そ
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宗教 と環境倫理

の

よ

う
な

行
為
の

内
的
な

価

値
基

準
、

言
い

換
え
れ

ば
、

環
境
に

か

か

わ

る

行

動
原
理
の

体
系
の

基

礎
に

あ

る

思
想
（

環

境
倫
理

思

想
）

を

論
じ

る

際
に

、

宗
教
の

知

見
を

用
い

る

の

が

本
論
の

立
脚

点
で

あ
る

。

　

次
に
、

こ

の

倫
理
の

成
立

す
る

範
囲
に

つ

い

て

述
べ

る
。

近
代
倫
理

学
で

は
、

倫
理
は

人

間
と

人

聞
の

間
に

成
立

す

る

も
の

で

あ
る

と

さ

れ

る

の

が
一

般

的
で

あ
る

。

そ

れ
に

対
し

て
、

中
国

、

朝
鮮

、

日

本
な

ど

東
ア

ジ

ア

の

倫
理

は
、

天
・

地
・

人
の

関
係

性
の

中
で

考
え

ら
れ

て

き

た
。

環
境

倫
理
は

、

ま

さ

し

く

人
と

人
の

問
の

み

な
ら

ず
、

人

と

自
然
の

間
に

も

考
え
ざ

る

を

え

な
い

も
の

で

あ

る
。

そ

の

た

め
、

本
論
で

用
い

る

「

倫
理
」

と

い

う

述
語
は

、

近

代
倫
理

学
の
パ

ラ

ダ
イ

ム

を
超
え

て
、

人
と

人
の

問
は

も
ち
ろ

ん
、

人
と

自
然、

場

合
に

よ
っ

て

は

環
境
世
界
の

存

在
同
士

の

関
係

性
を

も

考
慮
す

る

も

の

で

あ
る

。

　
「

生
命
倫
理
」

と

「

環
境
倫
理
」

　
さ

ら
に

、

「

環
境
学
」

で

い

う
「

環
境
」

は
、

生

命
を

取
り

巻
く

空

間
を

意

味
す
る

。

そ

こ

で
、

生

命
を

ど
の

よ

う

に

見
る

か

と
い

う
生

命
パ

ラ

ダ

イ
ム

が

重
要
に

な
っ

て

く
る

。

宗
教
は

、

そ

の

長
い

歴

史
の

中
で

生

物
学
と

は

別
の

意
味
で

様
々

な
い

の

ち

の

位
置
づ

け

を

行
っ

て

き

た
。

た

と

え
ば
、

人
、

動
物

、

植
物
の

生

命
は

ど

の

よ

う
な
パ

ー
ス

ペ

ク

テ
ィ

ヴ
を
も
つ

の

か
と

い

う
問
題

で

あ

る
。

部
派
仏
教
で

は
、

触
覚
と
い

う

感
覚
を

有
す
る

生
き

物
と

し
て

扱
わ
れ

て

き

た

植

物
は

、

ほ

と

ん
ど

の

大
乗
仏
典
で

は
、

動
物
よ

り

石

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
2）

や

瓦
と
い

っ

た

無
機
物
に

近
い

存
在
と

し

て

扱
わ

れ

て

い

る
。

肉
食
を

禁
じ

た

た

め

で

あ

る
。

旧

約
聖

書
の

ノ

ア
の

箱
舟
の

逸

話
な

ど

に

も

環
境
世
界
の

生

命
に

対
す
る

人

の

あ
り
方
が

説
か

れ
て

き

た

し
、

近
年
で

は

人
以

外
の

生
命
に

対
す

る

人
の

責
任
と
い

う
意

味
で

ス

チ
ュ

ワ

ー

ド
シ

ッ

プ
が

注

目
さ

れ

て

い

る
。

　
こ

の

よ

う
に

人
が

環
境

世
界
の

存
在
に

対
し

て

ど

の

よ

う
な

行
動
を
と

る
こ

と

が

善
い

行
為
で

あ
る

の

か

を

問
う
「

環
境

倫
理
」

は
、

人
の

個
別
の

生

命
の

よ

き

あ
り

か

た

「

生

命
倫
理
」

と

密

接
に

関
連
す

る

も
の

で

あ
る

。
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こ

こ

で

い

う

互
o

卑
ぼ
∩
ω

（

生

命
倫
理
）

と
い

う

術
語
を

初
め

て

使
用
し

た

の

は

V
・

R
・

ポ

ッ

タ

ー

（
一

九
一
一

−
二

〇
〇
一
）

で

あ

（
3）る

。

自
然
環
境
の

有
限
性
に

気
づ

い

た

彼
は

、

人

間
の

生

存
は

生

物
学
（

生

態
学
）

の

知

識
に

基
づ
い

た

倫
理

の

創

造
に

か

か
っ

て

い

る

と

考
え

、

こ

の

め

ざ
す
べ

き

倫
理
に
げ

δ
卑
三
〇
ω

生

命
倫
理

と

い

う

名
を
つ

け
た

。

彼
は
、

人

を

取
り

巻
く

環
境
の

倫
理

を

考
慮
し

な
い

こ

と

に

は

人
の

生

存
を

守
る

こ

と
は

で

き

な

い

と

考
え

て
、

生
物

学
を

勘
定
に

入
れ

た

倫
理

学
を
提
唱
し

た

の

で

あ
っ

た
。

こ

の

段
階
で

、

生

命
倫
理
は

環

境
倫
理

と

連

動
し

た

も

の

で

あ
っ

た
。

ポ
ッ

タ
ー
は

、

生

物
学
の

知
識
に

基
づ

く

生

命
倫
理
が

自
然
科
学
と

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
4）

人
文

科
学
と
い

う
「

二

つ

の

文

化
」

の

架
橋
と

な

る

こ

と

を

願
っ

て

い

た
。

一

九
七
一

年
の

こ

と

で

あ
る

。

　

と

こ

ろ

が
、

そ

の

後
ア

メ

リ

カ

で

大

掛
か

り

に

進
ん

だ
の

は
、

自

然
と

人

と

の

間
の

倫
理
の

研

究
で

は

な

く、

「

医
の

倫
理
」

と

し

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
5）

て

の

「

生

命
倫
理
」

研
究
で

あ
っ

た
。

医
療
に

関
わ

る

生

命
倫
理

は
、

我
々

に

と

っ

て

切
実
な

、

人
間
が

人

間
の

生

命
と

ど

う
関
わ
る

か
、

と
い

う

問
題
を

取
り
扱
う

倫
理
で

あ

る
。

そ

の

た

め

現
在
で

は
、

「

生

命
倫
理
」

と

言
え
ば

、

「

医
の

倫
理
」

を
意
味
す

る

と

考
え

る

人
が

多
い

。

　

し

か

し

わ
た

く
し

た

ち

は
、

こ

の

「

医
の

倫
理
」

は

「

生

命
倫
理
」

の

ひ

と
つ

の

分

野
で

あ

る
こ

と

を

忘
れ
て

は

な

ら

な
い

。

す

な

わ

ち
、

倫
理

は

人
間
の

あ
い

だ

に

の

み

成
立

す
る

も

の

で

は

な

く
、

人

問
と

自
然
と

の

間
柄
も

問
う
こ

と

が

必
要
だ
か

ら
で

あ
る

。

そ

れ

を

忘
れ

て
、

生

命
倫
理
を

、

生

態
系
を

勘
定
に

入
れ

ず
単
に

「

人
の

生

命
を

ま

も

る

た

め
に

よ
い

行
為
の

内
的
規
範
」

と

す
る

と
、

自
然
を
勘

定
に

入
れ

た

倫
理

（

環
境
倫
理
）

と

の

問
で

摩
擦
を

起
こ

す

こ

と

も

起
こ

り
う
る

。

　
以

上
、

本
論
で

用
い

る

「

倫
理
」

が

行

動
原
理

と

な

る

内
的
な

価

値
基
準
で

あ
る

こ

と
、

「

環
境
倫
理
」

と

「

生

命
倫
理
」

が

連

携

し
ム
ロ

う
も

の

で

あ

る
こ

と

を
の

べ
、

そ

の

際
こ

れ

ら

の

述
語
が
生
ま

れ

る

は

る

か

前
か

ら

宗
教
は

そ

の

問
題
を

扱
っ

て

き

た
こ

と

に

触

れ

た
。
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4
　
研
究
の

背
景

　

生
き

た

宗
教
的

環
境
倫
理

思
想
に

入

る

前
に
、

も
う

す
こ

し

論
じ

て

お

き

た
い

こ

と
が

あ
る

。

そ

の
一

は
、

グ
ロ

ー
バ

ル

な

環

境
問

題
に

対
し

て

最
も

有
効
で

あ
る

よ

う
に

思
わ

れ

る

公
け

の

政
策
や

国
際

協
力
が

も
っ

て

い

る

限
界
で

あ
り

、

そ

の

二

は
、

実

効
性
の

な

い

精
神
主

義
で

あ
る

と

し

て

軽
視
さ

れ

る

傾
向
の

あ
る

宗
教
的
倫
理
の

持
つ

意
義
に

つ

い

て

で

あ
る

。

　

地
球
環
境
問
題
の

限
界

　
二

〇
世
紀
の

後

半
か

ら

顕
著
に

な
っ

て

き

た

地
球

規
模
の

大
き

な

環
境

変
化
は
、

我
々

人
類
の

生

存
に

適
し

た

環
境
の

存
亡
に

か

か

わ
る

事
態
を

招
い

て

い

る
。

エ

ネ
ル

ギ
ー
・

資
源

問
題

、

地

圏
・

水
圏

・

気
圏
汚
染
問
題

、

食
料
問
題、

人

口

問
題

、

地
球
規
模
の

感

染
症

問
題

、

そ

の

い

ず
れ

を

と
っ

て

も
か

つ

て

我
々

の

祖
先
が

経
験
し

た

こ

と

の

な
い

規
模
で

あ

る
。

　
こ

れ

に

対
し
、

国
際
社
会
は
一

致
し

て

「

地

球
環
境

問
題
」

の

解
決
に

取
り

組
も

う
と
い

う

姿
勢
を

示
し

た
。

こ

の

「

地
球
環
境
問

題
」

は
、

一

九
七
二

年
の

ス

ト
ッ

ク

ホ

ル

ム

国
連
人
間

環
境
会

議
に

始
ま

り
、

一

九

九
二

年
リ
オ

で

行
わ

れ

た

地

球
サ

ミ

ッ

ト
で

世
界

的
に

認
知
さ

れ

た

環
境
問
題
に

関
す
る

議
論

枠
組
み

で

あ
る

。

し

か

し
、

こ

の

こ

と

は
、

そ

の

出

発
点
か

ら

「

地
球
環
境
問
題
」

と
い

う

課
題
設

定
が

或
る

限
界
を

も
っ

て

い

た

こ

と
を
示

し

て

い

る
。

そ

れ

は

「

地
球
環

境
問
題
」

が

国

際
政
治

問
題
で

あ
っ

た
、

と
い

う

こ

と

で

あ
る

。

　

国
際
政

治
問
題
で

あ
る

「

地

球
環
境
問
題
」

を
、

森
岡
正

博
は

「

極
端
に

い

え
ば
」

と

断
り

な

が

ら

「

現

在
の

先
進
諸
国
が

享
受
し

て
い

る

生
活
レ

ベ

ル
、

体
制
思
想

、

社
会
制
度
な

ど

に

深
い

変
更
を

加
え

な
い

こ

と

を
前

提
と

し

た

う
え
で

、

環
境
問
題

を

解
決
し

よ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

（
旦

う
と
い

う
議
論

枠
組
み
」

で

あ
る

と

述
べ

て

い

る
。

　
し

た

が
っ

て

「

地

球
環
境
問
題
」

の

解
決
は

「

政
治

的
・

現
実
的
」

で

あ
る
こ

と

が

期

待
さ

れ

る
。

し
か

も、

暗
黙

の

う

ち
に

貨

幣
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価
値
が

す
べ

て

の

価
値
に

優
先
し

て

い

る

の

で
、

消
費
の

縮
小
は

国
際
社
会
の

目
指
す
目
標
と

な

る

こ

と

は

な
い

。

先
進
国
と

言
わ

れ

る

国
々

の

ラ

イ
フ

ス

タ

イ
ル

を

見
直
す
こ

と

や
、

環
境
に

関
す

る

哲
学

・

倫
理
の

転
換
も

勘
定
に

入
っ

て

い

な
い

。

　
つ

ま

り
、

現
在
国
際
的
な

ス

ロ

ー

ガ

ン

と

な
っ

て
い

る

「

グ
ロ

ー
バ

ル

な

環
境

問
題
」

、

「

持
続
可
能
な
発
展
」

と

い

う
も
の

は
、

あ

く

ま

で

も
近

代
産
業
社
会
の

維
持
の

た

め

に

考
え

ら

れ

た

も

の

で

あ
っ

た

の

で
、

も
と

よ

り

「

価
値
の

転
換
」

や

「

ラ

イ

フ

ス

タ

イ
ル

の

転
換
」

や

「

パ

ラ

ダ

イ
ム

の

転
換
」

な

ど

と

い

う

根
本
的
な

問
題
は

扱
わ

な
い

の

で

あ
る

。

こ

れ
が
い

わ

ゆ

る

「

地

球
環
境
問
題
」

の

限
界
で

あ
っ

た
。

　

環
境
に

「

善
い

行

動
」

と

価
値
の

問
題

　

国
家
や

国
際
的
政

策
だ

け

に

た

よ

る

だ

け
で

は

環
境

問
題
は

解
決
せ

ず
、

個
人
の

生
き

方
に

深
く
か

か

わ

る

内
的

価

値
基

準
に

関
係

す

る

宗
教
を

見
直
す
べ

き

で

あ
る

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

引
き

続
き

述
べ

て

み

よ

う
。

　

環

境
問
題
は

、

短
期

的
に

見
れ

ぼ

し
ば
し

ば

経
済
問
題

と

ぶ

つ

か

る
。

二

〇

〇
八

年
夏
に

起
こ

っ

た

原
油
の

値
上

が

り

を
、

「

化
石

燃
料
の

消
費
抑
制
に

つ

な
が

る

か

ら

地
球

環
境
に

と

っ

て

は

プ

ラ

ス

要
囚
で

あ
る
」

、

と

考
え
る

ひ

と

は

少
な

か

っ

た
。

ま

た
、

同
年

秋
に

は

じ

ま
っ

た

金
融
危
機
に

よ
っ

て

起
こ

っ

た

消
費
の

縮
退
も

、

大
量

消
費
・

大
量

廃
棄
の

サ

イ

ク
ル

に

歯
止
め

を
か

け
る

こ

と

に

貢
献
す

る
、

と

い

う

こ

と

に

結
び

つ

け

ら
れ

る
こ

と

は

な

く、

求
め

ら

れ

る

の

は

二

〇
世

紀
と

変
わ

ら

ず
消
費
拡

大

策
ば

か

り

で

あ

る
。

そ

う
い

う

中
で

日

本
は

二

〇

〇
九
年
五

月
、

高
速

道
路
料
金
を

大
幅
に

割
り
引
く

政
策
を

開
始
し

た
。

こ

れ
に

よ
っ

て

国
民
の

多

く
が

自
動

車
に

乗
っ

て

観
光
・

レ

ジ

ャ

ー

に

出
か

け

る
こ

と

が

期
待
さ

れ
、

そ

の

際
に

は

切

実
な
懸
案
で

あ
っ

た

は

ず
の

CO2

排
出

削

減
も

、

有
限
で

あ
る

化
石
エ

ネ
ル

ギ
ー

の

消
費
を

抑
え

る
こ

と

も
、

も

う
す
っ

か

り
忘
れ

去
っ

て

し

ま
っ

た

か

の

よ

う
で

あ
る

。

　
そ

も

そ

も
二

〇
世
紀

後
半
に

現
れ
た

深
刻
な

環
境
変
化
の

主
た

る

原
因
は

、

人

口

増
加
し

た

人
類
の

生

活
の

変
化
で

あ
っ

た
。

そ

の
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よ

う
な

ラ

イ
フ

ス

タ

イ
ル

変
化
の

根
底
に

あ
る
の

は

「

ら

く
」

「

便
利
」

「

簡
単
」

「

お

金
が

儲
か

る
」

な

ど

が

「

こ

ま

め
」

「

手
間
暇
か

け
る
」

「

清
貧
」

な

ど

よ
り

高
い

評
価
を
受
け

る

よ

う
に

な
っ

た

と
い

う
価

値
観
の

変
化
で

あ
る

。

「

ら

く
」

「

便
利
」

「

消
費
に

よ

る

利

潤
獲
得
」

な
ど

が

「

よ
い

こ

と
」

と

考
え

ら

れ
、

こ

れ

の

実
現
が

多
く
の

人
の

行
動

原
理

と

な
っ

た
。

　

た
と

え

ば
、

近
く

の

郵
便
局
へ

行
く
に

も

田

舎
の

人
は

車
を

使
う

。

自
走
能
力
の

あ
る
、

体
重

五

〇
キ
ロ

グ
ラ
ム

の

人

間
を

移
動
さ

せ

る

た
め

に
、

遠
隔
地
で

生

産
さ

れ

運
ば
れ

た

有
限
の

化
石

燃
料
を

使
っ

て

重
さ
］

ト
ン

の

自
動
車
を

動
か

し
て

い

る
こ

と

を
疑
問
に

は

思
わ

な
い

。

CO2

を

排
出
し

て

い

る

意
識
も

希
薄
で

あ

る
。

あ
る
い

は
、

ペ

ッ

ト
ボ

ト
ル

入
り
の

外
国
産
の

水

を

買
う

人
の

頭
に

は
、

日

本
の

方
が

水
質
の

よ
い

国
で

あ
る
こ

と

も
、

外

国
産
の

水
を

運
ん

で

く

る

の

に

多
く

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

を

要
す

る
こ

と

も
浮
か

ば

な
い

。

　

当
初
「

公
害
」

と
い

う
形
で

顕
在
化
し
た

環

境
問
題
で

あ
っ

た

が
、

先
に

も

述
べ

た

よ

う
に
、

今
日

で

は

む

し
ろ

「

ら

く
」

「

便
利

な
」

生

活
を

過

剰
に

追
求
し

た

結
果

、

環
境
に

大
き

な

負
荷
が

掛
か
っ

て

起
こ

っ

た

現
象
で

あ
る

と

考
え
ら

れ
る

。

し

か

も
こ

の

よ

う

な

問
題
を

起
こ

し

た

張

本
人

は

特
定
の

企

業
や

団
体
で

は

な
く

、

我
々

生

活
者
ひ
と

り

ひ

と

り
で

あ
っ

た
。

白
分
の

顔
を

自
分
の

目
で

直
接
見
る

こ

と

が

で

き

ず
、

自
分
の

生
の

声
を
自

分
の

耳
で

聞
く
こ

と

が

で

き

な
い

よ

う

に
、

自
分
の

行
い

を

正

し

く

自
分
で

捉
え

る

こ

と

は

容

易
で

は

な
い

。

ま

し

て

や
、

自
ら

の

行

動
原
理

を

「

ら

く
」

か

ら

「

ま

め
」

に
、

「

リ

ッ

チ
」

か

ら

「

質
素
」

に

転
換
す

る

こ

と

は

き

わ

め

て

困
難
で

あ
る

。

い

く
ら

国
家
が

国
際
的
に

連
携
し

て

「

地
球

環
境

問
題
」

に

取
り

組
も
う

と
、

対
処
療
法
的
に

技

術

革
新
で

乗
り

切
ろ

う

と

し

て

も
一

向
に

環
境

問
題
が

解
決
し

な

い

原

因
の
一

つ

は

こ

こ

に

あ

る
。

　
「

倫
理
の

脳
」

と

宗
教
の

可

能
性

　
そ
こ

で

い

よ
い

よ

次
に

は
、

宗

教
研
究
が

環
境
倫
理

の

構
築
に

必
要
不

可
欠
で

あ
る

と

考
え

る

理
由
に

つ

い

て
、

全
く

系
統
の

異
な
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る

現
代
の

科
学
的
知

見
を

参
照
し
つ

つ

述
べ

て

み

た

い
。

　

先
に

も
述
べ

た

よ

う

に
、

倫
理

と

は
、

善
く

行
為
す

る
こ

と

に

対
す

る

内
的
な
価

値
基

準
で

あ

る
。

こ

れ

が

変
わ

ら

な
い

こ

と

に

は

入

々

の

行
動
は

変
わ

ら

な
い

。

そ

こ

で
、

内
的
基

準
を

知
り

た
い

と

思

う
の

だ

が
、

「

内
的
な
」

と

い

う

の

で
、

こ

の

基

準
や

行
動
原

理

は

そ

の

ま

ま

で

は

見
え

な

い

も
の

で

あ
る

。

こ

れ

を

現

代
の

客

観
科
学
で

研
究
し

よ

う

と

い

う

動
き

が

あ

る

と

い

う
。

そ

れ

が

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
7）

『
o

巨
09

三
〇
ω

（

脳

神
経
倫
理

学
）

」

で

あ
る

。

　
一

例
を

あ

げ
る

と
、

被
験
者
の

道
徳

感
情
に

対
応
す
る

脳

活
動
は

、

脳
の

ど

の

よ

う
な

部
位
が

つ

か

さ

ど

る

の

か

を

機
能
的
MRI

に

よ
っ

て

測
定
す

る

と

い

う
こ

と

が

実
験
室
で

行
わ

れ
た

。

す

る

と
、

こ

の

感
情
は

合
理

的
な

計
算
や

、

推

論
を

司
る

部
位
で

は

な

く、

好
悪
の

感

情
に

か

か

わ

る

脳
の

場

所
が

掌
っ

て

い

た

こ

と

が

わ

か
っ

た
の

で

あ

る
。

こ

の

こ

と
か

ら
、

脳
科
学
者
で

あ
る

美
馬
達

哉
京
都

大
学
大

学
院
准
教
授
は

、

倫
理
的

判
断
に

は
、

客
観
的
ル

ー
ル

に

従
う
と

い

う

面
よ

り
も

、

主

観
的
な

側
面
が

大
き
い

可
能
性

　
　

　

　

　
　

　

へ
8）

が

あ
る

と

述
べ

て

い

る
。

　
こ

の

よ

う
な
脳

神
経
倫
理

学
の

成
果
は

、

環
境

的
非

協
力

行
動
（
「

わ
か

っ

ち

ゃ

い

る

け

ど

や

め

ら

れ

な
い
」

行
い
）

を

説
明
す

る

こ

と

に

役
立
つ

。

こ

れ

ま

で

成
人
に

対
し

て

行
わ
れ

る

環

境
教
育
で

は
、

人
の

あ
る

行
為
が

環
境
に

ど

の

よ

う

に

影
響
を

及
ぼ

す
か

を

わ
か

り

や

す

く
示
し

て
、

そ

の

行
為
を

回
避
す

る

こ

と

を

奨
励
す
る

と
い

う
の

が
一

般
的
で

あ
っ

た
。

た

と

え

ば
、

二

〇

〇
六

年
の
［

［

本

璽
こ

み

総
排
出
量
は

五

二

〇
四
万
ト

ン

（

東
京
ド

ー
ム

約
一

四

〇
杯
分
）

で

か

か
っ

た

ご

み

処
理
費
用
は
一

兆
八

六
二

七

億
円
で

あ

コ
ゴぜる

と

い

う
こ

と

を

示
し

て
、

「

廃

棄
物
抑
制
を

し

ま

し
ょ

う
」

と

訴
え

る

よ

う
な

場
合
で

あ

る
。

聞
い

た

人
は

「

な

る
ほ

ど
、

大
変
な

量

の

ご

み
が

出
て
、

莫
大
な

税
金
が

そ

の

処
理

に

使
わ

れ

て

い

る
」

と

わ

か

る
。

し

か

し
、

家
へ

帰
れ

ば
相
変
わ
ら

ず
コ

ン

ビ

ニ

で

も

ら
っ

た
レ

ジ

袋
に
、

た

く
さ
ん
の

包
装
ゴ

ミ

を
入

れ

て

ゴ

ミ

回

収
に

出
す

と

い

う

行
為
は

改
ま
ら

な
い

。

脳
の

働
き

か

ら
い

え

ば
、

環
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境
に

善
い

行
い

が

何
か

は

「

わ

か

っ

ち
ゃ

い

る

け

ど
」

悪
い

行
い

は

ら

く
な

の

で

「

や

め

ら
れ

な
い
」

の

で

あ
る

。

こ

う
な
っ

た

ら
、

「

ら

く
を

す

る

の

は

怖
い
」

、

と

身
に

し
み

て
、

無
意
識
に

「

そ

れ

は

嫌
だ
」

、

と

な

る

方
法

、

あ
る

い

は

「

ま
め

ぐ
ら

し
、

シ

ン

プ
ル

ラ

イ

フ

は

気
持
ち

が
い

い
」

と

な

る

方

法
を

考
え

る

必
要
が

あ
る

よ

う
だ

。

　

環
境
問
題
は

、

解
決
が

難
し
い

か

ら
と

放
っ

て

お

け

ば

事
態
は

悪
化
す

る

ば

か

り

で

あ
る

。

考
え

よ

う
に

よ
っ

て

は
、

我
々

人

間
ひ

と

り
ひ

と

り
が

原

因
に

な
っ

て

い

る

の

な
ら
、

困

難
を

押
し

て

白
ら

を

省
み
、

行
為
の

価
値
基
準
を

見
直
し

、

行
い

を

改
め

る
こ

と

に

よ
っ

て

問
題
を

解
決
す
る

こ

と

は

可
能
で

あ
る

。

そ

し

て
、

そ

の

よ

う
な

行
動
原
理

、

内
的
価
値
基

準
の

見
直
し

に

は
、

大

脳
新
皮
質

の

掌
る

客
観
的
知
識
の

教
示

も

さ

る

こ

と

な

が

ら
、

先
に

述
べ

た

よ

う

に
、

よ

り
主

観
的
な

、

あ
る
い

は

本
源
的
な

も

の

に

訴
え
て

ゆ

く
必

要
が

あ
る

と

考
え
ら

れ

る
。

こ

こ

に

お

い

て
、

こ

こ

ろ

の

最
奥
に

働
き

か

け
る

と

い

わ

れ

る

宗
教
と
い

う
も

の

の

寄
与
で

き

る

余

地
は

大
い

に

あ

る

の

で

あ
る

。

一
一

　

環
境
宗
教
学
と

環
境
倫
理

　

話
は

戻
る

が
、

「

環
境

宗
教
学
」

と

い

う

研
究
領
域
を

設

定
し

た
二

〇

世
紀

末
、

わ

た

く

し

が

ま

ず

行
っ

た

の

は
、

環
境
に

対
し

て

善
い

行
為
と

は

な

に

か

を

判
断
す

る

際
に

規

範
と

な

る

べ

き

言
説
を

、

経
典
中
に

探
索
す
る
こ

と

で

あ
っ

た
。

就

中
人
の

行
為
の

対
象

と

し

て

考
慮
す

る
べ

き

環
境
中
の

存
在
と

は

な

に

か

と
い

う

こ

と

に

関
心
が

あ
っ

た
。

つ

ま

り

環
境

倫
理

的
行
為
の

対
象
と

な

る

生

命

と

い

う
も
の

を
ど
の

よ

う

な

枠
組
み

で

と

ら

え

る

か

と
い

う

こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

に

つ

い

て

は

先
に

生

命
倫
理
に

触
れ

た

と

き

に

少
し

述
べ

た
。

　

そ

の

こ

ろ

他
に

も

同
様
に

経
典
中
に

環

境
倫
理

思

想
を

さ

ぐ

る

努
力
を
し

て

い

た

研
究
者
た

ち

は

い

て
、

「

共
生
」

「

草

木
成

仏
」
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　（
10）

「

悉

有
仏

性
論
」

「

無
常
説
法
」

（

「

渓
声
山
色
」

）

な

ど

が

所
属
学
会
で

も

取
り

上

げ
ら

れ
、

そ

の

い

ず
れ

も

が

な

る

ほ

ど

と

思

わ

れ

る

「

仏
教
的

環
境
思

想
」

で

あ
っ

た
。

　

次
に

わ

た

く

し

の

関
心

事
と

な
っ

た

の

は

実
際
に

そ

れ

ら

の

宗
教

思
想
が
ど

の

よ

う
な

今
日

的
な

問
題
に

ど

の

よ

う
に

有
効
な

の

か
、

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

と
こ

ろ

が

こ

こ

で

経
典
中
に

思

想
を

探
る

と

い

う

や

り

方
を
い

っ

た

ん

中
断
せ

ざ
る

を

得
な

く

な
っ

た
。

文
献
に

あ
ら

わ

れ

た

倫
理

思
想
を

研
究
す
る
こ

と

を

通
し

て

倫
理

を

研
究
す
る
こ

と

は
、

倫
理

研
究
の

ひ

と
つ

の

方
法
で

し

か

な
い

。

ま

し

て

や

現
実
に

生
き

る

環
境

倫
理

と

な

る

と
、

言
説
化
さ

れ
な
い

行
動
原
理

に

目
を

向
け
る

必

要
が

あ

る

の

で

は
な

い

か

と

思
い

到

っ

た

か

ら

で

あ
る

。

　

そ
こ

で

考
え

た

の

が
、

宗
教
文

献
中
に

「

使
え

る

思
想
」

を

探
す

こ

と

か

ら

始
め

る

の

で

は

な

く
、

環

境
思

想
の

体
現
と

も
い

え

る
、

現
存
の

環
境
活
動
リ

ー

ダ

ー
で

あ
る

宗
教
者
た
ち

か

ら
、

そ

の

人
た

ち

を

−

支
え
て

い

る

行
動
原
理
」

を
直
接
聞
き

出
し

て

み
る

と

い

う
こ

と
で

あ
っ

た
。

以

下
に

述
べ

る

事
例
は

そ

の

際
に

フ

ィ

ー
ル

ド

ワ

ー

ク

し

て

取

材
し

た

も
の

で

あ

る
。

　
ー

　
ゴ

ミ

公
害
に

立
ち
向
か
っ

た
宗
教
者
の

環
境
倫
理

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

言
葉
は

す

で

に

死
に

瀕
し

て

い

る
。

た

と

え
ば

腰
を

か

が

め

て
ゴ

ミ

を
拾
う
そ

の

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
（
11）

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

こ

と

が
、

死
ん

だ

こ

と

ば
を
よ

み

が

え

ら
せ

る

残
さ

れ

た

唯
一

の

道
で

あ
る

。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
12）

　

最
初
に

取
り

上

げ
る

の

は

「

カ

ン

カ
ン

坊
主
」

で

知
ら

れ

る

小

倉
山
常
寂
光

寺
前
住
職、

長
尾

憲

彰
上
人
（
一

九一
、

六
ー）

で

あ
る

。

彼
は

押
し

寄
せ

る

観
光
ブ
ー
ム

の

中
起
こ

っ

た

嵯
峨
野
の

空
カ

ン

公

害
に

対
し

て

敢
然
と

立
ち

上
が

っ

た

僧
侶
で

あ
っ

た
。

　
長

尾
上

人
が
、

「

美
し
い

嵯
峨
野

を

守
る

会
」

を

結
成
し
て
、

清

掃
ゲ
リ

ラ

活

動
を

始
め

た

の

は
一

九
七

五

年
の

こ

と

で

あ
っ

た
。

当
時
嵯
峨

野
は

押
し

寄
せ

る

観
光
の

波
に

よ

っ

て

ゴ

ミ

公
害
に

見
舞
わ

れ

て

い

た
。

土

に

帰
ら
ぬ

も
の

が

「

ポ

イ

捨
て
」

さ

れ
、

美
し

（372）　 84
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か

っ

た

聖

処
は

汚
さ

れ

た
。

そ
こ

で

彼
を

中
心
と

し

た
こ

の

清
掃
ゲ
リ

ラ

た

ち

は
、

鉄
砲
や

竹
槍
で

は

な

く
、

竹

箒
と

竹
籠
（

「

山

紫

水
明
の

籠
」

と

呼
ば

れ

た
）

を

持
っ

て

立
ち

上

が

り
、

住
民
と

旅
人
の

心
の

垢
を

拭
い

清
め

た

の

で

あ
る

。

　

長
尾
上

人
は

な

か

な

か

の

戦
略
家
で

あ
る

。

環
境

活
動
を

成
功
的
な

市
民

活
動
に

す

る

た

め

に

は

目

標
が

大
事
だ

と

彼
は

言
う

。

そ

れ

も
、

あ
れ

も

こ

れ

も

と

雑
多
な

も

の

を

目
指
し

て

も
だ
め

で
、

わ

か

り

や

す
く

す
っ

き

り
し

た

目
標
を

設
定
す

る

こ

と

が

望
ま

し

い
。

彼
の

言
葉
を

借
り

れ

ば

「

ワ

ン

・

ポ

イ
ン

ト
・

イ
ッ

シ

ュ

ー
」

（

争

点
一

本
化
）

で

あ

る
。

か

く

し

て

「

美
し
い

嵯
峨

野
を

守
る

会
」

は
ご

み

問
題
全
般
を

視
野
に

入

れ
な
が

ら
、

活
動
の

対
象
を

「

使
い

捨
て

文

化
の

象

徴
た

る

飲
料
カ
ン
」

に

絞
っ

た
。

地
域
の

キ

ー
パ

ー

ソ

ン

た

る

小
倉
山
の

上

人
は

、

落

柿
舎、

二

尊
院

、

祗
土

寺
な

ど

嵯
峨

野
の

拝
観
寺
院
の

協
力
を

得、

環
境

に

対
す

る
企

業
の

社
会
的

責
任
を

強
調
し

て

観
光
業
者
た

ち

を

巻
き

込
み

、

さ

ら
に

地
域
の

老
人

ク

ラ

ブ

連

合
会

「

嵯

峨
菊
ク

ラ

ブ
」

と

連
合
し

て
、

粘

り

強
い

活
動
を

続
け

た
。

や
が

て

運
動
は

軌
道
に

乗
り

、

嵯
峨

野
に

清
浄
な

環
境
を

取
り

戻
す
こ

と

に

成
功
し

た
。

　

長
尾
上
人
の

方
法
論
を
示
す
エ

ピ

ソ

ー

ド

が

あ

る
。

少
し

長
い

の

で

抜
粋
し

て

引
用
し

て

み

る
。

　

　
H
大

学
の

新
学

舎
の

ま

わ

り
の

町

筋
道
路
の

両
肩
は

、

す
べ

て

こ

れ
ゴ

ミ

の

吹
き

溜
ま

り

な
の

で

あ

る
。

（
…

）

そ

れ

ら

が
い

つ

　

　
来
て

も

減
ら

な

い

と

こ

ろ

を

見
る

と
、

ど

う
や
ら
こ

の

町
の

住
民
は
ゴ

ミ

と

の

共
存
を

決
め

込

ん

で

い

る

ら

し

い
。

（
…）

清

掃

　

　
ゲ
リ

ラ
の

悲
し
い

性
で

、

そ

の

う

ち

と

う
と

う

我
慢
し

き
れ

ず
、

火
バ

サ
ミ

や

ポ

リ

袋
を

持
ち

出
し
て

拾
い

集
め

る

こ

と

と

な
っ

　

　
た

。

〔
…）

汚
れ

が

ひ

ど

く

長
か

っ

た

だ

け

に
、

清
掃

後
の

す
が

す
が

し

さ

は

ひ

と
つ

の

異
変
の

よ

う
に

強

烈
で

あ
っ

た
。

し

か

　

　
し

次
の

週
に

は

元
の

木
阿
弥
と

相
成
っ

た

が
、

今
度
は

事
務

職
員
を

先
頭
に

運

動
部
の

学
生
た

ち

も
加
わ
っ

て

清
掃
奉
仕
が

始
ま

　

　
っ

た
。

ま

た

汚
さ

れ
、

ま
た

掃
除
す
る

。

一

ヶ

月
ほ

ど

の

問
に

数
回

繰
り

返
さ

れ

た

だ

ろ

う
か

。

こ

こ

で

町

に

異
変
が

起
こ

っ

　

　
た

。

町
か

ら
ゴ

ミ

の

散

乱
が

な

く
な
っ

た
の

で

あ
る

。

（
…）

お

そ

ら

く
町
の

住
民
も
ゴ

ミ

を

拾
い

出
し

た

の

で

あ

ろ

う
。

（
…）
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あね

　

　

町
の

人
の

心
の

中
に

ひ

と
つ

の

変
化
が

起
こ

っ

た

の

で

あ
る

。

　

地
域
で

は

よ

く
ク

リ
ー

ン

作
戦
が

行
わ

れ

る
。

し

か

し
、

こ

の

作
戦
で

ゴ

ミ

が

片
付
け

ら

れ

る

と
、

ポ

イ

捨
て

を

す

る

者
た

ち

は

『

こ

こ

は

片
付
け
て

も

ら
え

る
』

と

思
い
、

一

層
安
心
し

て

そ

の

場
所
に
ゴ

ミ

を

捨
て

る

よ

う
に

な

る
。

不
法
投
棄
す

る

者
と

、

そ

れ

を

片
付
け

る

人

は
い

つ

も

別
の

グ
ル

ー
プ

で

あ

る
。

そ

れ

は

ポ
イ

捨
て

を
す

る

も

の

の

行
動
原
理
と

、

ゴ

ミ

を

片
付
け

る

人

た
ち

の

倫

理

と

が

全
く
異
な
っ

て

い

る
か

ら

で

あ
る

。

　
「

大

施
抒
海
」

と

い

う
行
動
原
理

　

か

く
し

て

長

尾
上

人
も
イ
タ

チ
ゴ

ッ

コ

を
し

た

わ

け

で

あ
る
が

、

普
通
の

ク

リ

ー
ン

作
戦
と

、

長
尾
上

人

の

清
掃
ゲ

リ
ラ

の

問
に

は

大
き

な

違
い

が

あ
っ

た
。

多
く
の

ゴ

ミ

戦
争
が

挫

折
し

て

い

る

中
で

、

な

ぜ

長
尾
上
人

ら

の

行
っ

た

嵯

峨

野

の

美
化
運
動
は

成
功
し

た

の

か
、

な

に

が

多
く
の

人
の

心
を
動
か

し

て
、

そ

の

行
動
原
理
を

転
換
さ

せ

た

の

か
、

な
ぜ

い

ま

も

嵯

峨
野
と

い

う
地

域
全

体
が

美
し

い

環
境
を

保
持
し

続
け
て

い

る

の

か

と

い

う

問
い

を

解
く

答
え
が

、

こ

の

H
大
付
近
の

清
掃
奉
仕
の

逸
話
の

な
か

に

語
ら

れ

て

い

る
。

　

そ

れ

は

清
掃
活
動
の

頻
度
で

あ
る

。

ふ

つ

う
季

節
毎

、

多
く
て

も
せ

い

ぜ

い

月
に
一

度
の

頻

度
で

行
わ

れ

る
ク

リ
ー

ン

作
戦
と

は

違

っ

て
、

長
尾
上

人
の

清

掃
ゲ
リ

ラ

は

＝

ヶ

月
の

間
に

数
回
く
り

か

え

さ

れ

た
」

の

で

あ
る

。

一

般
的
な
ク

リ
ー

ン

作
戦
で

は
、

ゴ

ミ

が

散
乱
し

て

い

る

と
い

う

環
境
が

常
態
化
し

て
い

て
、

ク
リ

ー
ン

作
戦
を
行
っ

た

と

き

だ

け
理
想
の

状
態
に

な

る
。

美
し
い

環
境
は
い

わ

ば
一

瞬
の

幻
で

あ
る

。

人
は

、

一

瞬
の

幻
は

夢
で

あ
っ

た

と

あ
き

ら

め

る
。

と
こ

ろ

が
、

清
掃
ゲ
リ

ラ

は

と
に

か

く

繰
り
返
し

コ

美

し
い

環
境
」

を
常
態

化
す

る

努
力
を

続
け
た

の

で

あ
る

。

そ

れ

は

後
で

述
べ

る

如
く

、

菩
薩
の

勇
猛

精
進
と

も

呼
ぶ

べ

き
も

の

で

あ
っ

た
。

そ

う

す
る
と

、

ゴ

ミ

の

散
乱
し

て

い

る

状
態
の

ほ

う
が

、

一

時
的
な

悪
夢
と

い

う
こ

と

に

な
っ

た
。

一

時
的
な

悪
夢
な

ら
、

祓
っ

て

し

ま

お

う
と

人
は

考
え

る

こ

と

が
で

き

る
。
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こ

う
し

て

「

元
の

木
阿
弥
」

に

な
っ

て

も

ま
た

黙
々

と

掃
除
す
る

お

上

人

様
の

姿
は

ま

ず
周
り
の

人
の

心

を

打
ち

、

行
動
を

共
に

す

る

人

が

現
れ
、

そ

れ

ら
　

団
の
、

め

げ
ず
に

繰
り
返
し

清

掃
す
る

人
々

の

姿
が

地

域
の

人

た

ち

の

目
に

た

び

た

び

映
る

よ

う

に

な
っ

た
。

そ

れ

と

同
時
に

地

域
に

ゴ

ミ

の

な
い

状
態
が

次

第
に

長
く
続
く
よ

う

に

な

り
、

つ

い

に

は
、

こ

れ

ま
で

町
に

ゴ

ミ

が

あ
っ

て

も

気

に

な

ら

な

か
っ

た

地
域
の

人
々

の

環

境
意
識
を
変
え

る

に

至

る
。

こ

う
し

て
、

地

元
住

民
た

ち

の

行
動
原
理

が
、

「

路
上
ゴ

ミ

に

対
し

て

無

関
心
」

か

ら

「

路
上
ゴ

ミ

が

あ
れ

ば

片
付
け

る
」

に

変
わ
っ

た
と

き
、

そ

の

地
域

環
境
は

再
生

し

た
の

で

あ
っ

た
。

　

長
尾
上

人

の

清
掃
ゲ
リ
ラ

に

よ
っ

て

思
い

出
さ

れ

る

仏

教
説

話
が

あ

る
。

『

賢
愚

経
』

、

『

大

智
度
論
』

、

『

賢
劫
経
」

な

ど

に

現
わ

れ

る

「

大

施
（
ヨ

筈
思

穹
餌

冨）
」

の

物
語
で

あ
る

。

仏
の

前
世
で

あ

る

大
施
は

、

竜
王
か

ら

も
ら
っ

た

明

珠
を

諸
龍
に

奪
わ

れ
、

こ

れ

を

取
り
返
そ

う

と

し

て

黙
々

と

海
の

水
を

抒
（

く）

み

始
め

る
。

あ

き

ら

め

ず
に

水
を
汲
み

続
け

る

大
施
を
見
て

、

諸
龍
は

長

怖
し

て

宝

珠
を

彼
に

返

し

た
。

　

こ

の

物

語
は

堅

忍
不

抜
、

精
進
の

力
が

他
人

の

心
を

動
か

し
、

事
を

成
就
さ
せ

る

こ

と

を

伝
え

て

い

る
。

月
に
一

度
、

季
節
に
一

度

と
い

う
の

で

は

な

く
、

繰
り

返
し

飽
く
こ

と

な

く

努
力
を

積
み

重
ね

た

長
尾
上

人
た

ち

は
、

ま

さ

に

大
施
の

精
進
力
を

体
現
し

た

も

の

で

あ
っ

た

と

い

え

る
。

そ

の

際
重

要
な

の

は

環
境
に

対
し
て

善
い

行
い

の

結

果
を

周
り
の

人
が

真
に

気
持
よ

い

と

感
じ

ら

れ
る

よ

う
に

な

る

ま

で

や

め

な
い

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

　
「

悉
有
仏
性
論
」

と

い

う
環
境
思

想

　

先
に

述
べ

た
く

大
施
抒
海
V

と
い

う

行
動
原
理
は

長
尾
上

人
の

持
っ

て

い

た

環
境
思
想
を
具

現
化
す

る

た

め
の

方
法
論
で

あ
っ

た
。

こ

の

長
尾
上
人
に

、

同
志

社
大

学
法
学
部
長
（

当
時
）

藤
倉
皓
］

郎
は

「

環
境

権
の

法
理

論
を

展
開
す

る

の

に

役
立
ち

そ

う

な

仏
教
思

想
は

な
い

も

の

だ

ろ

う
か
」

と

い

う

相
談
を

持
ち

か

け

た

と
い

う
。

そ

の

と

き

長
尾
上
人
は
、

こ

の

問
題
を

考
え

、

や

が

て

「

仏

性
」
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に

注
目
す

る

よ

う
に

な
っ

た
。

こ

こ

で
、

彼
の

い

う
「

仏
性
」

は
、

力
動
的
な

「

そ

れ

自

身
の

あ
り

方
そ

れ

自
身
の

存
在
理

由
」

と
い

う
べ

き
も

の

で

あ
っ

た
。

す
な

わ
ち

彼
に

あ
っ

て

は

「

悉

有
仏
性
」

と

は
、

現
前
の

「

存

在
し
つ

つ

あ
る

も

の
」

は
一

切
、

そ

れ

自
身

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　ハ
ユ

の

あ
り

方、

そ

れ

自

身
の

存
在
理

由
を
も
つ

と

い

う
こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い
。

ま

さ

に

「

も
っ

た
い

（

物
体）

な

い
」

の

哲
学
で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に

存
在
す

る

も

の

に

悉
く
仏

性
（

存
在
理

由
）

が

あ
る

と

考
え

る
こ

と

は
、

人
聞
に

よ

る

環
境
支
配

、

自
然
破
壊
の

実

態
と

は

お

よ

そ

相
容
れ

な
い

思
惟
で

あ

る

と

彼
は

言
う

。

　

長

尾
上

人
の

い

う

「

悉

有
仏
性
論
」

は
、

「

現
前
の

存

在
し
つ

つ

あ

る

も

の

は
一

切、

そ

れ

自
身
の

あ
り

方
、

そ

れ

自
身
の

存

在
理

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
15）

由
を

も
つ
」

と

い

う

環
境
倫
理
思
想
で

あ
る

。

「

悉
有
仏
性
論
」

が

基

底
の

思

想
と

し

て

あ
っ

て
、

環
境
中
の

存

在
を

尊
重

す

る
こ

と

が

善
い

行
い

で

あ

る
、

と
い

う

行
動
原

理

が

あ
る

。

こ

れ
が

長
尾
上
人
の

持
っ

て

い

た

メ

タ

な

環
境

倫
理
で

あ
っ

た
。

こ

の
、

平

た

く

言
え
ば
「

も
っ

た

い

な
い
」

と
い

う
環

境
倫
理

思
想
が

彼
を

深
い

と

こ

ろ

で

動
か

し
、

環
境
世
界
の

「

も
っ

た

い
」

を

生
か

す

た
め

に

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
16）

は

自
ら

の

「

業
は

統
御
し

な
け

れ

ば
な

ら

ぬ
」

と

大

施
の

ご

と

く

飽
く
こ

と

の

な

い

精
進
を

繰
り
だ

す
こ

と
に

な
っ

た

と

考
え
ら

れ

る
。

　

2
　
入
浜

権
運
動
と

環
境
倫
理

　
〈

大

施
抒

海
〉

と

い

う

方
法
論
は

、

環
境
運

動
に

お

い

て

あ
る

意

味
ユ

ニ

バ

ー

サ
ル

な
も

の

で

あ
る

と

考
え

ら

れ
る

。

］

方
の

環
境

倫
理

思

想
は

く

悉

有
仏
性
論
V

の

ほ

か

に

も

さ

ま

ざ
ま

あ
る

。

次
に

取
り
上

げ
る

の

は

キ

リ
ス

ト

教
の

牧
師
が

起
こ

し

た

浜
を

守
る

活

動
「

入

浜
権
運

動
」

を
支
え
た

環

境
倫
理
で

あ
る

。

　

失
わ

れ
て
い

っ

た

播
磨
灘
の

渚

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

あ

ば
し

　

西
明
石
か

ら

姫

路
市
の

西
端、

網
干
ま

で

の

五

〇
キ
ロ

メ

ー

ト

ル

あ
ま

り

の

海
岸

線
は

、

昭
和
の

は

じ
め

ま

で

美
し
い

弧

を

描
く
遠

浅
の

砂
浜
で

あ
っ

た
。

こ

の
一

帯
は

白

砂
青
松
の

海

岸
線
が

弦
を

張
っ

た

弓
の

よ

う
な
の

で
、

張
り

弓

の

灘
、

播
磨
灘
と

呼

ば
れ
る

よ
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う
に

な
っ

た

と

い

う

説
が

あ
る

。

そ

れ

が

今
で

は

九

五

％
が

埋
め

立
て

ら

れ
て

コ

ン

ク

リ

ー

ト

護
岸
に

囲
わ

れ

て

し

ま
っ

た
。

埋

め

立

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　
〔
17）

て

ら

れ
た

渚
の

面
積
は

合

計
三

〇
〇
〇
ヘ

ク

タ

ー
ル

に

も
及
び

、

高
砂
市
の

全
域
と

ほ

ぼ

等
し
い

面
積
で

あ

る

と
い

う
。

　

播
磨
灘
の

コ

ン

ク

リ
ー

ト

護
岸
が

途
切
れ

る
と

こ

ろ

に

御

津
町
と
い

う
美
し
い

ま

ち

が

あ
る

。

そ

の

海
沿
い

の

漁

村
岩
見
の

漁
民
た

ち

は

か

つ

て
一

切
の

保
証
金
を

受
け

取
ら

な
い

こ

と

を

決
議
し

、

こ

う

訴
え

た
。

　
　

私
た

ち

漁

師
は

補
償
金
は

要
り

ま

せ

ん
。

カ

ネ

よ

り
も

、

海
が

ほ

し
い

。

美
し
い

豊
か

な

海
を
返
し
て

ほ

し
い

の

で

す
。

海
を

殺

　
　

し
、

漁
民
を

殺
す
、

こ

ん

な

埋
め

立
て

は

も
う
や

め

て

ほ

し

い
。

そ

し

て

人
間
に

と
っ

て
、

な

く
て

は

な
ら

な
い

自
然
を

返

し

て

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
18）

　
　

ほ

し
い

の

で

す
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
漁

民
代
表

神
頭
貞
延

　一

九
七
八

年）

　
一

九
六

〇
ー

七

〇

年
代
は

、

わ

た

し

た

ち

の

暮
ら

し

が

根
本
か

ら

変
わ
っ

た

時

代
で

あ
っ

た
。

昭

和
二

〇

年
代
つ

ま

り
一

九
五

〇

年

代
半
ば
ま

で

は

家
庭
の

照
明
と
い

え
ば

裸
電

球
で

、

五

〇

歳
以
上

の

人
の

中
に

は
、

た

と

え
ば

長
い

布
コ

ー
ド

の

つ

い

た

電
球
を

持
っ

て

手

洗
い

場
と

便
所
を

往
復
し

て

い

た

な

ど

と
い

う
記

憶
の

あ
る

人
も

多
い

だ

ろ

う
。

そ

の

後
家
庭
で

も
蛍
光
灯
が

普
及
し

、

次
第
に

ど

の

部
屋
も

白
い

光
に

満
た

さ

れ

て

行
き

夜
は

煌
々

と

明
る

く
な
っ

た
。

火
鉢
か

ら

ガ

ス
、

電
気、

石
油
ス

ト
ー

ブ
に

移
り

変
わ
っ

て

冬
も

暖
か

く

な
っ

た
。

テ
レ

ビ

の

普
及
に

よ

っ

て

離
れ
た
と

こ

ろ

の

様
子

が

お

茶
の

間
で

見
ら

れ

る

よ

う
に

も

な

り
、

栓
を

ひ

ね

る

だ

け
で

水
ば
か

り

か

湯
ま
で

出
る

よ

う
に

な
っ

た
。

こ

の

よ

う
な

快
適
な

生
活
の

裏
で

は
、

環
境
に

存
在
す

る

も

の

は

み

な

人
問
の

も

の

で

あ
る

と

ば
か

り

に

そ
れ

ら

資
源
を
「

活
用
」

「

消

費
」

す

る

こ

と

が

奨

励
さ

れ
、

わ

た

し

た

ち

は

た

く
さ

ん

の

地
下

資
源
・

エ

ネ
ル

ギ
ー

を
消

費
し

、

自
然
を

改
変
し

た

の

で

あ
っ

た
。

浜
は

な

か

で

も
、

大
き

く

様
変
わ

り

し

た

も
の

の

ひ

と

つ

で

あ
る

。

長
ら

く

誰
の

も

の

で

も

な

か
っ

た

浜
が

、

明
治
時
代
に

な
っ

て

突
然
個
人
の

所
有
す
る

空

間
と

な

り、

や
が

て

そ

の

エ

コ

シ

ス

テ
ム

を

失
っ

て

い

っ

た
。
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入
浜

権
の

環

境
思

想

　

本
論
で

取
り

上
げ
る
二

人
目
の

環
境
イ
ノ

ベ

ー

タ

ー

は

高
砂
市
の

高
暗
裕
士

師
（
一

九
三
一

1
）

で

あ
る

。

韓
国
ソ

ウ
ル

に

生

ま

れ

た

師
は

様
々

な

職

業
を

経
て

、

大
検
に

合
格
し

、

二

三

歳
で

京
大
医
学

部
に

入

学
し
、

哲

学
科
に

転
科
し

た

の

ち

さ

ら
に

関
西

学
院
大

神

学
部
に

進
む

。

一

九
六

五

年
三

四

歳
の

時
、

父

祖
の

地
、

兵

庫
県
高
砂

市
で

牧

師
に

な
っ

た
。

高
砂
工

場
の

PCB

製
造
が

引
き

金
に

な
っ

て

瀬

戸
内
海
が

汚

染
さ

れ

て

い

く
の

を

見
て

公
害

問
題
に

め

ざ
め

、

一

九
七
三

年
四
二

歳
の

時
「

公

害
を

告
発
す

る

高
砂
市
民
の

会
」

を

結

成
し
、

同
年
一
一

月
一

一

日

「

人
浜

権
」

と

い

う

言
葉
を

提
唱

。

一

九
七

五

年
二

月
二
一

日

大
雪

の

東
京
で

「

海
は

万
民
の

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
ハ
ー9）

も

の
」

で

始
ま

る

人

浜
権
宣

言
を
高
ら

か

に

歌
い

上

げ
、

全

国
か

ら

多
く

の

共
感
と

支
持
を

得
た

。

　

　

　
占
来

、

海
は

万
民
の

も
の

で

あ

り、

海
浜
に

出
て

散

策
し

、

景

観
を

楽
し

み
、

魚
を
釣
り、

泳
ぎ

、

あ
る

い

は

汐
を

汲
み

、

流

　

　
木
を

集
め

、

貝
を

掘
り

、

の

り

を

摘
む

な

ど

生

活
の

糧
を

得
る
こ

と

は
、

地
域

住
民
の

保
有
す

る

法
以

前
の

権
利
で

あ
っ

た
。

ま

　

　
た

海
岸
の

防
風

林
に

は

入

会
権
も
存

在
し

て

い

た

と

思
わ
れ

る
。

わ

れ

わ

れ

は
、

こ

れ
ら

を
含
め

「

入
浜
権
」

と

名
づ

け

よ

う
。

　

　
今
日

で

も
、

憲

法
が

保
障
す
る

、

よ

い

環
境
の

も
と

で

生
活
で

き

る

国
民
の

権
利
の

重
要
な

部
分
と

し

て
、

住
民

の

「

入

浜

権
」

　

　
は

侵
さ

れ

て

な
ら
な
い

も

の

と

考
え
る

。

　

　

　
し

か

る

に

近
年

、

高
度

成
長
政
策
の

も

と

に
コ

ン

ビ

ナ

ー

ト

化
が

進
め

ら

れ
、

日

本
各
地
の

海
岸
は

埋
立
て

ら

れ

自
然
が

大
き

　

　
く
破
壊
さ

れ

る

と

と

も
に

、

埋
立

地
の

水
ぎ

わ
に

至
る

ま

で

企

業
に

占
拠
さ

れ

て
、

住
民
の

「

入

浜
権
」

は

完
全
に

侵
害
さ

れ

る

　

　
に

至
っ

た
。

多
く
の

公
害
も

ま

た
こ

こ

か

ら

発
し

て

い

る
。

　

　

　
わ

れ

わ
れ
は

、

公

害
を

絶
滅
し

、

自
然
環

境
を

破
壊
か

ら

守
り

、

あ
る

い

は

自
然
を

回

復
さ
せ

る

運
動
の
一

環
と

し

て
、

「

入

　

　
浜
権
」

を

保
有
す
る
こ

と

を

こ

こ

に

宣

言
す
る

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
起

草、

提
案

高
崎
裕
士）
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入
浜
権
に

つ

い

て
、

高
暗
牧
師
は

「

人
間
の

権
利
な

ど

本
当
は

振
り

回
し

た

く

な
い

。

本
来

、

自
然
は

そ

れ

自
体
尊
厳
性
を
も
つ

も

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
20）

の

で

あ
っ

て
、

「

海
は

海
自
身
の

も
の
」

で

あ
り

、

「

浜
は

浜
そ

の

も
の
」

な

の

で

あ
る
」

と

し
、

さ

ら
に

、

「

「

入

浜

権
」

は

権
利
主
張

で

は

な

く
、

自
然
を

人
間
が

勝
手
に

開
発
し

利
用
し

生
産
を
上
げ
る

こ

と

の

で

き

る

物
と

し
て

見
る

の

を
止

め

る

べ

き

だ
と

い

う

思
想

　
　
（
21）

で

あ

る
」

と

語
っ

て

い

る
。

こ

れ

が

入
浜
権
の

環
境
倫
理
思

想
で

あ
る

。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
（
22ぜ

　

さ

ら

に

こ

の

思
想
の

背
景
に

あ
る

の

は

「

祖
先
た

ち

は
｝

木
」

草
に

も
一

尾
の

小
魚
に

も

尊
い

生

命
の

宿
る

こ

と

を
知
っ

て

い

た
」

と

い

う
師
の

こ

と

ば
に

表
れ
て

い

る

よ

う
に

、

人

の

命
に

も
、

草
木、

け
も
の

の

命
に

も

等
し
い

価
値
を

み

る

凵

本
的
生

命
観
で

あ
っ

た
。

こ

れ

は

さ

き

に

述
べ

た

長
尾
憲

彰
上

人
の

〈

悉
有
仏
性
論
〉

に

通
底
す
る

思

想
で

あ

る
。

　

高
暗
牧
師
の

こ

の

よ

う
な
思
想
を
よ

く
理

解
し

高
く

評
価
し
た

の

が
、

民

俗
学

者
の

谷
川
健
一

氏
で

あ

る
。

彼
は

、

ま

ず
高
暗
牧
師

が

そ

の

著
書
『

渚
と

目
本
人
」

を

民

俗
学
者

高
桑

守
史
氏
と

と

も

に

執
筆
し

、

民

俗
学
の

効
用
を

明
言
し

た

と

し
て

、

高
砂
の

入

浜
権

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
23）

運
動
は

「

民
俗

学
を

公
害
反
対
の

場
に

引
き

ず
り

出
し

た
」

初
め

て

の

運
動
で

あ
る

と

し

た
。

さ
ら

に
、

谷

川
氏
の

こ

と

ば

「

入

浜
権

運
動
は
、

人
権

問
題
か

ら

さ

ら

に
一

歩
踏
み

出
し

て
、

自
然
の

生

態
系
の

破
壊
に

対
し

て
、

価

値
観
の

変
更

を
せ

ま
る

運
動
と

し

て

の

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
24）

姿
勢
を

鋭
く
見
せ

て

き
て

い

る
」

は
、

入

浜
権
運
動
が

環
境
倫
理
に

深
く

か

か

わ
る

も
の

で

あ

る
こ

と

を
示

唆
す
る

。

　

高
暗
牧
師
は

埋
め

立
て

前
の

海
浜
と

住
民
と

の

関
わ

り
を

立
証
す
る

た

め

に
、

一

九
七
五

年
か

ら
、

高
砂
市
に

古
く

か

ら

住
む

人
々

を

対

象
に

証
言
を
採

集
し

て
い

た
。

そ

の

中
で

「

予
期
し
な
い

民

俗
行

事
の

数
々

が

浮
か

び
上
が
っ

て

き

た
」

の

だ
と

い

う
。

こ

れ
に

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
（
25）

関
し

て

師
は

「

信
仰
に

由
来
す

る

諸
行

事
の

発
掘
は

、

入

浜
権
主

張
の

側
面
を

強
調
し
て

く
れ

る
こ

と

に

な

っ

た
」

と

述
べ

て

い

る
。

こ

の

こ

と

ば
は

、

環
境

活
動
の

実
践
者
に

よ
っ

て
、

宗
教

研
究
が

環
境
行
動
の

内
在
的
価

値
の

発
見
に

寄
与
す
る

可
能
性
に

つ

い

て

語

ら

れ
た

も

の

と

し

て

貴
重
で

あ

る
。

伝
承
や
、

民
俗
行

事
（

そ

れ

ら

は

ま

た

宗
教
行
事
で

あ
る
）

の

研
究
に

よ
っ

て
、

人
と

自
然
の

関

91 〔379）
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ふへ

係
に

関
す

る

思

想
を

う
か

が

う
こ

と

が

で

き
、

ま

た

貴
重
な

環
境
倫
理
思
想
も
示

唆
さ

れ

る
の

で

あ

る
。

　

宗
教
研
究
を

含
ん

だ

活
動

　

高
暗
牧
師
の

盟

友、

故
宇
治
田
一

也
氏
が

、

瀬
戸
内
の

明
る

さ

と
ロ

マ

ン

を

感
じ

さ
せ

る
、

し

み

じ

み
と

な
つ

か

し
い

こ

と

ば

で

あ

る

と

評
し

た

「

入
浜

権
」

の

運
動
が

始
ま
っ

て
、

二

〇
一

〇
年
は

三

五

周
年
に

な

る
。

運

動
の

甲
斐
あ
っ

て

人
々

の

渚
に

対
す

る

価
値

観
は

徐
々

に

で

は

あ
る

が

確
実
に

変
化
し

て

き

た
。

「

豊

饒
の

「

里

海
」

の

創
生
」

と
い

う

も
の

が

21
世
紀
環
境
立

国
戦
略
（
二

〇

〇
七

年
六

月

策
定）

に

位
置
づ

け

ら

れ

た

こ

と

は

こ

の

こ

と

を

端
的
に

表
し

て

い

る
。

里

海
の

再
生
事

業
を

検
討
す
る

環

境

省
の

委

員
会
の

資
料
「

里

海
の

創
生
の

背
景
と

考
え

方
」

に

も
実
践

事
例
19
と

し

て

入

浜
権
運
動
が

あ
げ
ら

れ
、

　
→

九
七

五

年

　
「

一

〇

〇
人

証
言

集
」

を

編

集
発
行
し

た

こ

と

　
一

九
七

八

年
　
高
砂
で

企

業
が

海
岸
線

封
鎖
フ

ェ

ン

ス

を

撤
去
し

た

こ

と

　
一

九
八
三

年
　
兵
庫
県
立

高
砂
海
浜
公
園
（

人

工

海
浜
）

完
成
オ

ー

プ

ン

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
へ
27一

な

ど

が

成
果
と

し

て

あ
げ
ら

れ
、

こ

の

運
動
に

よ
っ

て
一

、

海
と

人
と

の

接
点
が

再
生
さ

れ

た
」

と

評
価
さ

れ

て
い

る
。

同
じ

資
料
に

は

「

こ

の

入

浜
権
は

、

法
的
に

は

認
め

ら

れ

て

い

な
い

が
、

近
年

、

開
発

側
に

お

い

て

親
水
性
へ

の

配
慮
が

進
ん

で

き

て

い

る
。

」

と
い

う
運

動
の

影
響
へ

の

言
及
も

あ

る
。

　
「

人
工

海
浜
」

と

い

う
も

の

も
、

「

開
発
側
の

考
え

る

親
水
性
」

も
入

浜
権
運
動
に

携
わ
っ

た

人
々

の

内
的
価
値
基
準
ど

お

り

で

は

な

か

っ

た

よ

う

で

あ
る
が

、

と

も

か

く
、

そ

れ

ま

で

の

渚
に

対
す
る

価
値

観
が

大
き

く
変
化
し

た
こ

と

は

問
違
い

な
い

。

　
法
的
に

争
っ

て

景
観
や

環
境
を

保
存
す

る

こ

と

が

困
難
で

あ
る

こ

と

を

嘆
い

て

い

る

ば
か

り
で

は

空
し
い

。

法
に

よ
っ

て

正

義
が

示

さ

れ

環
境
が

守
ら

れ

る

こ

と

は

も

ち

ろ

ん

望
ま

し
い

こ

と
で

あ
る

か

ら

今
後
と

も

そ

う
い

う
方
向
に

改
善
さ

れ

る

よ

う
努
力
を

続
け

る
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宗教 と環境倫理

べ

き

で

あ

る

け

れ

ど
、

環

境
に

対
し

て

善
い

行
動
を

と

る

よ

う

人
々

に

促
す

方
法
は

ほ

か

に

も

あ
る
こ

と

を
、

こ

の

入

浜
権
運
動
は

お

し

え

て

く

れ

る
。

祖
先
た
ち
の

自
然
と

の

関
わ

り

合
い

か

た
、

環
境
と

の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー
シ

ョ

ン

の

あ
り

か

た

を

辛
抱
強
く

学
ぶ

こ

と

が

価
値
の

転
換
を

起
こ

し
、

行
動
原
理
の

変
化
を

起
こ

す
の

で

あ
る

。

　

最
後
に

付
記
し

て

お

き

た
い

こ

と

が

ひ

と
つ

あ

る
。

そ

れ
は

、

現
代
の

入

浜

権
運
動
と

も
い

え

る
、

行
橋
市
沓
尾
海
岸
姥
が

懐
の

保

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
28〕

存
活
動
（

豊
の

国
海
幸
山
幸
ネ
ッ

ト
）

の

こ

と

で

あ
る

。

　

英
彦
山
の
一

〇

〇

〇
年
以
ヒ

続
く

沓
尾
海

岸
明
戸
ヶ

浜
で

の

お

潮
井
採
り
は

、

現
在
も

英
彦
山

神
宮
の

神
職
に

よ
っ

て

守
り
伝
え

ら

れ

て

い

る
。

山
か

ら

浜
ま

で

は

四

〇

キ

ロ

メ

ー

ト
ル

も

離
れ
た

明
戸
ヶ

浜
で

お

潮

井
と

り
を
行
う
の

は

英
彦

山
を

支
え
る

信
徒
ネ
ッ

ト

ワ

ー

ク

と

関
係
が

あ
る

。

英
彦
山
か

ら

流
れ

出
て

田

畑
を

潤
し

て

い

る

今
川

、

祓

川
添
い

の

村
々

を
、

ほ

ら

貝
の

音
を

響
か

せ

つ

つ

お

潮

井
採
り

の
一

行
が

通
り

、

そ

の

河
口

で

あ

る

沓

尾
海
岸
明

戸
ヶ

浜
へ

赴
く
の

で

あ

る
。

日
頃
お

山
の

ご

恩
を

受
け

て

い

る

村
々

は

「

汐
井
祭
」

と

称
し
て

、

接

待
座
を

設
け
て

お

潮

井
採
り

の
一

行
を
も

て

な

し

て

き

た
。

こ

れ

は
、

信
徒
と

寺
社
の

ネ
ッ

ト

ワ

ー

ク

更

新
の

た

め

の

行
事
で

あ

り、

ま

た

同

時
に
、

山
と

川

と

浜
の

つ

な

が

り

を

人

々

に

認

識
さ

せ

る

重．
要
な
「

オ
コ

ナ

イ
」

で

も

あ
っ

た
。

し

か

も
、

お

潮
井
取
り
を

行
う

地
点

、

姥
が

懐
は

、

山

幸
彦
と

結
ば

れ

た

龍
王

の

娘
、

豊
玉

姫
ゆ

か

り
の

地
で

あ
る

。

　
こ

の

重

要
な

浜
に

大
き

な

変

化
が

起
き

よ

う
と

し

た
。

漁
村
か

ら

漁
場
へ

の

近
道
と

な
る

道
が

貴
重
な

岩
礁
海
岸
を
こ

わ

し
、

聖
な

る

浜

を
潰
し

て

作
ら

れ

る

こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ

る
。

こ

れ

を

愁
い

た

元
教

師
、

森
友
母

子
を

中
心
に

市
民
た

ち

が

運
動

を

起
こ

し

た
。

し

か

も

彼
ら

は

従
来
の

環

境
保
護
運
動
と

は

違
い
、

浜
の

掃
除
を
つ

づ

け

な
が

ら

地

元
の

空

間
の

履
歴
に

関
す

る

研
究
会
を

行

い
、

か

つ

九

州
の

環
境
土

木
工

学
の

教
授
と

連
携
し

て

行
政
と

話
し

合
い

を

続
け

た

の

で

あ
る

。

そ

の

結
果

、

浜

を

潰
す

道
路
の

計
画

は
、

浜
の

前
海
に

架
橋
す
る

計

画
に

変
わ
っ

た
。
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さ

ら

に

活
動
母

体
で

あ

る

「

行
橋
の

自
然
と

文
化
を

愛
す
る

会
・

海
幸
山
幸
ネ
ッ

ト
」

（
当
時）

が

「

平

成
一

九
年
度
ま

ち

づ

く

り

月

間
国
土

交

通
大
臣

表

彰
」

を
受

賞
す

る

と

地
元

の

空

気
は
一

層
彼
ら

に

好
意

的
な
も

の

に

な
っ

た
。

同
様
の

問
題

を

抱
え

た

他
の

浜

が
、

著

名
な

知
識
人
た

ち

を
味
方
に

得
て
、

訴
訟
に

持
ち

込

ん

だ
あ
げ

く
膠
着
し

て

い

る

例
も

あ
る

中
、

彼
ら
の

活
動
は

特
異
で

あ
っ

た
。

彼
ら

は

清
掃
奉

仕
を

し
、

山
と

海
の

ネ
ッ

ト

ワ

ー

ク

を

歩
い

て

信
仰
の

歴
史
を

学
び
つ

つ
、

ゆ
か

り
の

浜
の

保
存
を

訴
え

続
け

て

住
民
た

ち

の

共
感
の

輪
を

広
げ
て

い

っ

た

の

で

あ
る

。

「

わ

た

つ

み

の

神
と

人

と

の

接
線
」

（
高
崎
牧
師）

と

呼
ば

れ
た

浜

は
こ

う
し

て

い

の

ち

を

長
ら

え
、

入
浜

権
運
動
の

精
神
は

見
事
に

守
ら
れ

た
。

　

本
論
で

取
り

L
げ

た

宗

教
が

環
境

倫
理
上
重

要
な

働
き

を
し

て

環
境
が

守
ら

れ

た

例
は

、

世
界
で

起
こ
っ

て

い

る

数
多
く
の

運
動
の

う

ち

の

た
っ

た
三

例
に

す
ぎ
な
い

。

し

か

も
い

ず
れ

も

が

長

期
に

わ

た
っ

て

じ

わ

じ

わ
と

実
に

粘
り

強
く

続
け

ら

れ
、

住
民
た

ち

の

価

値
観
を

大
き

く

変
え

た

も
の

で

あ

る
。

実
際
は

そ

の

よ

う
な

変

化
が

起
こ

っ

て

い

る
こ

と

に

気
づ

い

て

い

な
い

人
は

多
い

。

し

か

し
、

二

〇

世
紀
が

巾

断
し

た
、

「

環
境
に

善
い

行
い
」

に

関
す
る

古
代
か

ら

の

伝、
言

の

あ
る

も
の

は
、

現
在
の

環

境
問
題

を

解
決
す

る

行
動

原
理

に

な

り
う
る
こ

と
、

そ
の

伝
言
を
、

宗
教
を
通

し

て

し
っ

か

り

と

う

け

と

っ

て

伝
え

た
つ

づ

け

た

人
々

が

存
在
す
る

こ

と

を
、

こ

こ

に

銘
記
し

て

お

き

た
い

と

思
う

。

注
（
1）
　
桑
子

敏
雄
「

日

本
思
想
と

環
境
倫
理

学
」

（
『

日

本
倫
理
学
会

第
五

四
回
大
会

報
告
集
』

二

〇
〇
五

年）
、

二

頁。
（
岡
山
大
学
で

の

口

頭
発
表）

（
2）
　
岡
田

真

美
子

「

仏
教

説
話
に

お

け
る

エ

コ

パ

ラ

ダ
イ

ム

ー
仏
教
説
話
文

献
の

草
木

観
と

環

境
倫
理
」

〔
『

印

度
學
佛
教
學
研
究
』

第
四

七
巻

第
一

　

號、

一

九

九
八

年）
、

二
「
．

六

⊥
二

二

〇
頁。

同
「

仏
教
に

お

け
る

環

境
観
の

変

容
」

（
『

姫

路
工

業
大
学
環
境
人

間
学
部
研

究
報
告
　
第
一

号
』

一

九

　

九
九

年）
、

　
一

〇
五

−
一

〇
九
頁

。
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宗教 と環境倫理

（
3）
　

＜
μ
口

需
Φ

コ
o 。

均。

 

訂
Φ

門

℃
o
算
 

が

切
母
鴨

ミ
蹄
腔

しロ
誌

膏
鴨

き

ミ
賤

丶

ミ
ミ

鳶

（
国
昌

ぴq
げ
零
oo

血

O
匡

鶤
ρ

冥

」°”

剛
「

 
昌

鉱
no

°
＝

巴
押

HO

謡
）°
　
ム
フ

堀
和
友

他
訳
『

バ

　
　
イ
オ

エ

シ

ッ

ク

ス

　
　
生

存
の

科
学
』

ダ
イ

ヤ

モ

ン

ド

社、

一

九
七

四

年
。

（
4）
　

前
掲

書、

「

后
賦

8
＜

荘
一
〇°
ピ

　
邦
訳

、

三

頁。

（
5）
　
医
の

倫
理
と

し

て

の

生

命
倫
理

の

成

立
に

つ

い

て

は

た

と

え

ば、

十

屋

貴
志
「

「

藍
o

簿
三
〇
ω
」

か

ら

「

生

命
倫
理

学
へ

」

−
米
国
に

お

け

る

　
　
玄
o

卑

三
。
。。

の

成
立
と

日
本
へ

の

導
入
」

（
加
藤
尚

武
・

加
茂
直

樹
編
『

生

命
倫
理

学
を

学
ぶ

人
の

た
め

に
』

世
界
思
想
社、

】

九

九
八

年）
、

一

四

頁
。

（
6）
　

森
岡
正

博
「

デ
ィ

ー
プ
エ

コ

ロ

ジ

ー

の

環
境
哲
学
　
　
そ

の

意

義
と

限
界
」

（
伊
柬
俊
太

郎
編
『

講
座
［

文
明
と

環
境
］

14
　
環
境
倫
理
と

環
境
教
育
』

　
　
朝
倉
書

店、

一

九
九
六
年）
、

四

五

頁
。

（
7）
　
コ
Φ

β
「

o
ω

o
δ
昌
o
Φ

と
い

う

術
語
の

使
い

始
め

は

ニ

ュ

ー
ヨ

ー
ク

タ

イ

ム

ズ

の

記

者

斗
∈
置
ヨ
ω
餌

即
Φ

の

二

〇
〇
三

年
の

記
事
で

あ
る

と

い

う
。

（
香
川

　
　
千
晶
「

神
経
倫
理

学
の

歴

史
的
展
開
」

『

科
学
基
礎
論
学
会

秋
の

例
会
ワ

ー

ク

シ
ョ

ッ

プ

「

神
経
倫
理

学
の

課
題
と

展
望
」

』

二

〇
〇
七
年
一

〇
月
一．
一
二

　
　
日

V

（

8
）
　
美

馬
達
哉
「

倫
理
と

脳
「

最
先
端
」

は

哲

学
の

領

域
だ
っ

た
」

（
朝
日
新

聞
、

二

〇
〇
八

年
九

月
二

九

日、

科
学
一

八

面）
。

（

9
）
　
環
境

省

＝

般

廃
棄
物
の

排
出
及
び

処
理

状
況
等
（
平
成
一

八

年
度
実
績
）

に

つ

い

て
」

〔
二

〇

〇
八

年
一
一

月
二

六

日

現
在）

鐸
8一
＼

＼

≦
≦
≦．

　
　

露
〈°
 ＾
ご

隻
「

06

｝

δ一
〇

〉
〜・
蜜
88

島
＼

甘
ロ

讐
＼

三
゜。

＼

O

畧
蝉
＼

窪
く

胃
霧
卸゜

8h

（

10
）
　
た

と

え
ば
一

九
九
八

年
の

印

度
学
仏
教
学
会
第
四

九

回
学
術
大
会
で

は

特
別
部
会
「

環
境

倫
理
と

仏
教
」

が

開
催
さ

れ
一

五

の

研
究
発
表
が

あ
り

、

　
　
共
生、

草
木
成
仏、

悉
有
仏
性
論、

な

ど

の

生

命
観
に

関
す
る

パ

ラ
ダ
イ

ム

へ

の

言
及
が

多
か

っ

た
。

『

印
度

學
佛
教
學

研
究
」

第
四

七

巻
第
】

號
に

　
　
】

部
収
録

。

（
11
）
　
長

尾
憲

彰
「

カ
ン

カ

ン

坊
主
の

清
掃
ゲ
リ

ラ

作
戦
』

樹
心

社
、

一

九
八

四

年、

八

八
頁
（
初
出
（

『

山

紫
水

明
』

一

九
七

六

年
一

〇

月）
。

こ

こ

で

は

　
　
彼
の

著
作
を

出
典
と

し
て

挙
げ
て

い

る

が、

実
際
は

彼
と

対
面
し
て

聞
き

取
り
を

し

た

こ

と
が

こ

の

箇
所
の

記
述
の

も

と

に

な
っ

て

い

る
。

（
12
）

　
関
西
で

「

坊
（
ぼ

ん
）

さ

ん、

坊
さ

ん

ど

こ

い

く
の

？

…

…

カ

ン

カ
ン

坊
主、

＊

＊

坊
主

、

後
の

正
面
だ
あ

れ
」

と

い

う

子
ど

も

の

遊
び
が

あ
っ

た
。

　
　
こ

の

長

尾
卜

人
を
「

カ
ン

カ

ン

坊
主
」

と

呼
ぶ

の

は
、

こ

の

「

か

ん

か

ん

坊
主
」

と

「

カ

ン

カ

ン
」

（
空
き

缶
の

こ

と）

を

酒
落
て

い

る

の

で

あ
る
。

（
13）
　
長
尾、

前
掲
書、

九一．一

1
九
五

頁
。

（

初
出
『

山
紫
水

明
』

一

九
七
九

年
三

月）

（
14）
　
岡
田

真
美
子
「

日

本
的
感
性
一
「

も
っ

た

い

な

い
」

　
　

ソ

フ

ト
・

ぜ

ロ

エ

ミ

ッ

シ

ョ

ン

へ

の

挑

戦
」

（
『

感

性
哲
学
1

」

（
社
）

日

本
感
性
工

学
会
感

　
　
性
哲

学
部
会

、

東
信
堂、

二

〇
〇
一

年）
、

三

七

−
五

五

頁
。

（
15）
　
岡
田
真

美
子
「

東
ア

ジ
ア

的
環
境
思
想
と

し
て

の

悉

有
仏
性
論
」

（
『

木
村
清
孝

博
士

還

暦
記

念
論
集
』

春
秋
社、

二

〇
〇、
一

年）
、

二

五

五

−
三

七

　
　
〇
頁。
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（

16）
　
長
尾
、

前
掲
書、

一

二

頁
。

（
17）
　
甫
木
敬
介
「

穢
土
と

こ

こ

ろ

　

　
環
境
破

壊
の

地

獄
か

ら

浄
土
へ
」

藤
原

書
店、

一

九
九

七
年、

五
六
、

五

九
頁。

（
18
）
　

青
木、

前
掲
書、

八

六

頁
。

（
19
）
　
入
浜

権
運
動
資
料
は

高
嫡
裕
士

牧
師
の

ご

厚

意
に

よ

り
兵

庫
県
立

人
学
環
境
人
問

学
部
の

姫
路
新
在
家
地
区
学
術
情
報
館
に

寄
贈
さ

れ
た

。

掲
載
新

　

　
聞
記
事
や

運
動
関
運
パ

ン

フ

レ

ッ

ト

類
も

す
べ

て

整

理
さ

れ

て、

閲
覧
が

可
能
で

あ
る

。

収
蔵
文
献
の

リ

ス

ト

は

次
の

ウ
ェ

ブ

ペ

ー
ジ

で

見
ら

れ
る
。

　

　
高
暗
裕
士

、

入

浜
権
運
動

関
連
資
料
」

二

〇
〇
三

年
一

〇

月
二

五
日

吏

新
『
入

浜

権
肯
三．
門

35
周
年

記
念
イ
ン

タ

ー

ネ
ッ

ト
シ

ン

ポ
ジ

ウ

ム
』

『

＃

空
＼
＼

　

　
げ
o

ヨ
 

旭

餌
け自
Φ
゜・．
巳
｛

身
ho
昌

く
 

号

≡
帥一
占
甘
〉
同

曄
帥

窮
p
評
Φ

巳
ヨ
叶゜
耳
ヨ

。

入

浜
権
運
動
の

歴

史
も
ウ
ェ

ブ

で

見
る

こ

と

が

で

き

る
。

た

く
さ
ん

の

貴
重
な

写

　

　
真
が

収
録
さ
れ

て

い

る

の

も
魅

力
で

あ
る
。

高
崎
裕
士

「

写
真
と

解
説
で

つ

づ

る

−
高
砂
海
岸
の

変
遷
と

入
浜

権
運

動
の

歴
史
」

2
九
七

八

年
の

　

　
高
崎
裕
士

編、

ス

ラ

イ
ド

版
『

高
砂
の

海
い

ま

む

か

し
』

を

底
本
と
し
て

整
理

し

た

も

の）

を
二

〇
〇
八

年
一
一

月、

デ
ジ

タ
ル

化
し

て

復
刻
（

緑
色

　

　
の

部
分
は

二

〇
〇
八

年
現

在
の

加
筆
・

註
と

あ

る）

『

入

浜
権
宣

言
35
周

年
記

念
イ

ン

タ

ー

ネ
ッ

ト
シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム
』

算
6
ミ
ゲ
o

彗
Φ

冨
αq
Φ

し 。°
コ剛

ヨ・°

　

　
8
ヨ＼、
Φ
け

 

蕁
巴−一

菷
＼

路
霧
匪
⇒

ε

§一
。゚

簿
。゚

コ゚

耳
ヨ

洋
oO

（
20）
　
高

暗
裕
士
『

渚
と
日

本
人

ー
入
浜
権
の

背
景
巳

日

本
放

送
出
版
協
会、

一

九
七

六

年
、

一

七
五

−
一

七
七
頁

。

（
21）
　
高

崎、

前
掲
書、

］

七

八
頁。

（
22
）

　
高
崎、

前
掲
書、

一

七
五

頁

（
23
）
　
谷
川

健
一

「

民
俗

学
よ
り

見
た

常
民
と

海
浜
の

か

か

わ
り

」

（
「

神
は

細

部
に

宿
り

給
う

』

人

文
書
院、

一

九
八

〇
年）
、

六
九
頁

。

初

出
駲
環
境
破

　

　
壊
』

一

九
七
六

年
八

月
号

。

（
24
）
　
谷
川
健
】

「

な
ぎ
さ
の

民
族

学
ll

入
浜
権
運
動
へ

の

期
待
」

（
谷
川、

前

掲
書）
、

七
九

頁
。

初
出、

朝
目

新
聞

、

】

九
七
九
年
三

月
一

五

日
。

（
25
）

　
高
暗、

前
掲
書

、

一

九
三

頁
。

（

26
）

　
本
論
で

は

特
に

高
暗
牧
師
ら

の、

民

俗
行
事

、

慣
習
な
ど

を
重

視
し
た

活
動
の

在
り
方
を
取
り

E
げ
た

が
、

も

ち

ろ

ん

師
を
支
え

る

宗
教
的
環
境
思

　

　
想
に

は

キ
リ
ス

ト

教
の

ス

チ
ュ

ワ

ー

ド
シ

ッ

プ
に

基
づ

く
も
の

も
あ
る

。

高
暗
師
は
、

人
と

他
の

生
き

物
の

共
生
の

論
拠
が

つ

ぎ

の

聖

書
の

章
句
中
に

　

　
あ
る

と

筆
者
に

語
っ

た
。

「

す
べ

て

の

生
き

物、

す

べ

て

の

被
造
物
の

中
か

ら

二

つ

ず
つ

箱

舟
の

中
に

入

れ
て
、

お

ま

え
と

と

も

に

生
き

残
ら

せ

る
よ

　

　
う
に

せ

よ
。

」

（
『

旧
約
聖
書

　
創
世
記
六
・
一

八
1
一

九
」

）

（
27）
　
環

境
省
　
委

員
会

資
料
6
（
委
員
会
名
不

明
）

「

里
海
の

創
生
の
北

且
只

と

考
え

方
」

（
更
新
日

不
明）

ぼ
冖

U冂
＼

＼

亳
≦
タ・°
穹
く°
ぴqo

壱
＼ 、
08

口
o一一
＼

一

一

。゚

雲
。

＼

　
　

旨
一

〇・
O
刈

鳶
駄
O
 ゚

℃

肆

（
28
）

　
岡
田

真

美
子
「

水
に

祈
る

行
事
を

絶
や
さ

ぬ

英
知
に

学
ぶ
し

（
「

月
刊

寺
門
興
隆
」

二

〇
〇
七
年
三

月
号）
、

九
八

−
九
九
頁

。
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