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人
間
中
心
主
義
批
判
は
可
能
か

環
境
倫
理
学
の
哲
学
的
デ
ィ
ス

コ
ー
ス

ー

岡

本

裕

一
朗

現

在
、

地
球
的

な

規
模

で
環

境
が
破

壊

さ

れ

つ

つ
あ

り
、
自

然

環
境

は

い
わ
ば
危

機

に
瀕

し

て

い
る
。

こ

の
こ
と

は
、
今

日
疑

い
よ
う

の
な

い

事
実

と
し

て
、
広

く

受

け
入
れ

ら

れ
て

い
る
。

ま

た
、

「
地
球

環
境

」
問
題

が
、

人
類

に
と

っ
て
緊
急

か

つ
重

大
な

問
題

で
あ

る

こ
と

は
、
恐

ら

く

だ

れ
も
否

定

し
な

い
だ

ろ
う
。

環
境

保
護

の
た
め

に
世
界

的

な
会
議

が
開

催

さ
れ
、

条
約

が
提

起

さ

れ
て

い
る
。

ま
た

、
環

境
保

護
運

動
が

各
地

で
展
開

さ
れ
、

大
き

な
広

が
り

を
見

せ

て

い
る
。

こ
う
し

た
状

況
を

背
景

と
し

て
、

七
〇
年

代

に
ア

メ
リ

カ

を
中
心

と

し

て
環

境

「
倫

理
学
」

が

形
成

さ
れ

て
き

た
。

と

い
う

の
は
、
地

球

環
境

問
題

の
基

礎

に
は
、
倫

理

的
な

原
則

が
大

き
く

か

か
わ

っ
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。
「我

々
人
間

は
、
自

然

環
境

に
対

し

て
、
ど

の
よ

う

に
行

為

し

て

『
よ

い
』

の

か
、
ど

の
よ

う

に
行
為

し

て
は

『
悪

い
』

の
か
。

も

し
か

し
た
ら

、

こ

の

『
悪

い
』
行

為
原

則

に
基

づ
き

、
人
間

が
自

然

環
境

に
対

処
し

て
き

た
た

め

に
、
今

日

の
環
境
破

壊

は
引

き
起

こ

さ
れ

た

の
で
は

な

い
か
。

そ
う

で
あ

れ
ば
、

我

々
は
自

然
環

境

に
対

す
る

よ
り

『よ

い
』

倫

理
原

則

を
構
築

す

る
必
要

が

あ

る
の

で
は
な

い
か
。
」

か
く

し

て
、

新

た
な
倫

理
学

が

環
境
倫

理
学

と

し

て
提

唱

さ

れ
る

の

で
あ

る
。

環
境

倫

理
学

は
、

そ

の
後

、
生

命
倫

理
学

と

共

に

「
応

用
倫

理
学

」

の

一
部

門

と
し

て
、
確

固

と
し

た
地
位

を
築

い
て

い
る
。

具
体
的

で
現
実



的

な
諸

問
題

に
対

応

で
き

る
倫

理
学

と
し

て
、

環
境
倫

理

学

は
現
代

世
界

に
お

い
て
不
可

欠

に
な

っ
て

い
る
の

で
あ

る
。
地

球
環

境
問

題
が

き

わ

め

て
深

刻

で
あ

る
が
故

に
、

環

境
倫

理
学

に
課

せ

ら
れ

た
役
割

は
甚

大

で
あ

る
。

で
は
、

環
境

倫

理
学

は
そ

う
し

た
役

割
を

十
分

果

た
し

て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。
地

球

環
境

の
危
機

に
対

し

て
、

環
境
倫

理

学

は
よ

り

呪
よ

い
恥

倫

理
原
期

を
提

示

で
き

て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。
環

境
倫

理
学

は
従

来

と
は
異

な

る
、

よ

り
説
得

的

な

「新

た

な
倫

理
学

」
を

提
唱

で
き
て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。

し

か
し
、

そ

も
そ

も
我

々
は

「
新

た
な
倫

理

学
」

を
必

要

と
す

る

の
だ

ろ
う

か
。

従
来

の
倫

理

学

の
適

用
範

囲

を
拡

大
す

る

こ
と

で
は
ダ

メ

な

の
だ

ろ
う

か
。
今

ま

で

の
倫

理

原
則

を
環

境
問

題

に
ま

で
応

用
す

る

こ
と

で
は
、
何

故

い
け

な

い
の
だ

ろ
う

か
。

一
体

、
環

境
倫

理
学

は

ど
ん

な

倫

理
学

を
提

唱

し
、

ま
た

そ

の
主
張

は
果

た
し

て
妥

当
な

の
か
。
環

境
倫

理
学

が
確

か
な
地
位

を
得

た
今

日

、
我

々

は
む

し
ろ
基

本
的

な
論

点

に

遡

っ
て
改

め

て
検

討

す

る
必
要

が
あ

る
よ

う

に
思

わ
れ

る
。

我

々
が

本
稿

で
追

求

し
た

い

の
は
、
環

境
倫

理
学

の
具

体
的

な
政

策

や
主
張

で
は
な

い
。

む
し

ろ
、

環
境

倫
理
学

の
原
則

的
な

視
点

や
判

断

が

果

た
し

て
妥
当

か
ど

う

か
、
を

考
察

し

た

い
と
思

う
。
環

境
倫

理
学

が

「
新

た
な
倫

理
学

」

と
し

て
打

ち
出

さ

れ
る

と
き
、

そ

の
根
本

的

な
論
点

が
説
得

的

か
ど

う

か
を
検

討
し

た

い

の
で
あ

る
。
環

境
倫

理
学

の
原

理
的

な
問

題

を
討
究

し
、

そ

の
哲
学

的

な
身

分
を

洗

い
出

し
た

い
。

そ

の
意

味

で
、
本

稿

は
環
境

倫
理

学

の

「
哲

学
的

」
デ

ィ
ス

コ
ー

ス
で
あ

る
。

本
稿

は
、
あ

く

ま
で
も

環
境

倫
理

学

の
展
開

を
前

提

し

て
お
り
、

そ

の
成
果

を
検

討

す
る

も

の
で
あ

る
。

こ

こ
で

の
試

み
は
環

境
倫

理
学

と

の

対
話

で
あ

っ
て
、
外

在
的

な
視

点

か
ら
環

境
倫

理
学

を
推

断

し
な

い
。
我

々
が
目
指

す

の
は
、
環

境
倫

理
学

と

の
論
談

(デ

ィ
ス

コ
ー

ス
)

な

の

で
あ

る
。

本
稿

が
環

境
倫

理
学

の
哲

学
的

「
デ

ィ
ス

コ
ー

ス
」
と
呼

ば

れ

る
ゆ
え

ん

で
あ

る
。

環

境
倫

理
学

と
対
話

し
、

そ

の
基

本
概
念

や
原

理

的
判

断

を
検
討

す

る
こ

と
、

こ
れ

が
本
稿

の
ね
ら

い
で
あ

る
。

我

々

は
こ

こ
で
あ

ら

か
じ

め
、
全

体

の
展
開

を
予

描

し

て
お
き

た

い
。

(
1
)
環

境
倫

理
学

は
従
来

の
倫
理

学

を
全
体

と

し

て

「
人
間

中
心

主
義

的
倫

理
学

」

と
規
定

し
、

そ

れ

に
対

置

し

て

「
新

た
な
倫

理

学
」

の
必
要

性

を
力

説

す
る
。

そ

こ
で
、

そ

の
意
味

を
明

ら

か

に
す
る

こ
と

か
ら
、

デ

ィ

ス

コ
…

ス
は
始

ま

る
。

(2
)

「
人
間

中

心
主
義

し
批

判

の
典

型
的

な
形
態

と

し

て
、

シ

ン
ガ

ー

の

「
勤

物

の
解

放

し
論

が
あ

る
。

シ

ン
ガ

ー



は

「種

差

別
主
義

」
と

い
う

タ

ー
ム
を

広
く

流
布

さ

せ
、

「
人
間

中
心

主
義

」
に
対

し

て
ラ

デ

ィ
カ

ル
な
反

論
を

展
開

し

た
が
、

彼

の
議
論

は
果

た

し

て

い
か

に
評

価

す

べ
き
だ

ろ
う

か
。

(3
)

「
動
物

の
解

放

」
論

の
検

討

に
基

づ

い
て
、
道

徳

的
共

同
体

の
範

囲

は
ど

こ

か
、

が
改

め

て
問

わ
れ

な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。
従

来

の
環
境

倫

理
学

は
、
道

徳

的
行

為

の
主
体

と

そ

の
対

象

と

の
区
別

を
、

曖
昧

な

ま
ま

で
議
論

し

て

い
た
よ
う

に
思

わ

れ

る
。

し

か
し
、

こ

の
区

別

は
道
徳

的
行

為

を
考
慮

す

る

と
き
、

決
定

的

な

の
で
あ

る
。

(
4
)
そ

の
区
別

を
成

果

と
し

て
、
道

徳
的

に
考

慮

す

べ

き
対

象

は
何

か
、

が
問

わ
れ
直

さ
れ

る
。
動

物

・
植
物

・
全

自
然

に
即
し

て
、
道

徳
的

な

行
為

の
あ

り
方

が
検

討

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
が
、

そ
れ

は

「
人
間

中

心
主
義

」
を
果

た
し

て
脱

す

る
こ
と

が
出
来

る

の
だ

ろ
う

か
。

(
5
)
こ
う
し

た
議
論

を

通

し
て
、

そ

も
そ
も

「
人

間
中

心
主

義
」

で
ど

こ
が
悪

い
の
か
、
が
問

い
と
し

て
立

て
ら

れ

る
。
我

々
は
、
道
徳

的
行

為

の
主

体

と
し

て
も
、
ま

た
そ

の
客
体

と
し

て
も
、
「
人

間
中

心
主

義
」

の
外

に
立

つ
こ
と
な

ど
不
可

能

で
は
な

い
か
。

む
し

ろ
、

「
人
間

中
心

主
義

」
の
も

と
で
、

環
境

的
自

然

と

の
豊

か
な
関
係

を
模

索

し

て

い
く
他

な

い
だ

ろ
う
。

(
1

)

人

間

中

心

主

義

批

判

環
境

倫

理
学

の
最

も
基
本

的

な
主

張

は
何

だ

ろ
う

か
。

言
う

ま

で
も

な
く
、

環
境

倫

理
学

と

い

っ
て
も
、

取

り
扱

う

対
象

や

ア
プ

ロ
ー

チ

の
仕

方

は
様

々
で
あ

り
、

一
括

し

て
特

徴

づ
け

る

こ
と

は
容
易

で

は
な

い
。

し

か
し
、

そ
れ

が
今

ま

で
の
倫

理
学

と

は
異
な

る

「
新

た
な
倫

理
学

」

と

し

て
自

ら

を
位
置

づ

け

る
と
き

、
基

本
的

な
論

点

や
図
式

が
存

し

て

い
る
。
例

え
ば

、

ロ
ル
ス
ト

ン
に
よ
れ
ば

、
「
人
間

的

な

い
し
人
類

的

な
倫

理

学

」

か

「惑

星
的

な

い
し

エ

コ
シ
ス
テ

ム
的
倫

理
学

」

か
、

と

い
う

対
立

が
最

も
根

本
的

な

対
立

で
あ

る
。
(-
)

も

ち

ろ
ん
、
す

べ
て

の
環

境
倫

理

学
が

こ
の
対
立

を
想

定

し

て

い
る

わ
け

で
は

な

い
し
、
「
エ

コ
シ
ス

テ
ム
」
を
中

心

に
据

え

る
わ

け
で

も
な

い
。

し

か
し
、

環
境
倫

理

学

の
基
本

路
線

と

し
て
、

従
来

の
倫

理
学

を

「
人

間
中

心
主
義

的

倫
理

学
」

と

理
解

し
、

そ
れ

を
批
判

す

る
と

い
う

ス
タ

ン

ス
は
ほ

ぼ
共
通

で
あ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。
(2
)

こ
の

「
人
間
中

心
主

義

的
倫

理
学

」
に
対

し
て
何

を
対

置

さ
せ

る

か

に
よ

っ
て
、

環

境
倫

理
学

の



諸

派

が
分

か
れ

る
と
言

う

こ
と

も

で
き
る

だ

ろ
う
。

し

か
し
、
従

来

の
倫

理
学

を
　

人
間

中
心

主
義

的
倫

理
学

L

と
捉

え

る
こ
と

は

一
体

何

を
意

味

し

て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。

ま

た
、

そ

の
批

判

は
果

た
し

て
妥
当

な

の
だ

ろ
う

か
。

そ

こ
で
、

従
来

の
倫

理
学

の
場

面

を
簡
単

に
確

認

す

る
こ

と

か
ら
、

我

々

の
議

論

を
始

め
よ

う
。

確

か

に
、

従
来

、
倫

理
学

が
考

察

し

て
き
た

の

は

「
人
間

」
な

い
し

「
人
格

(
　

)
」

で
あ

る

こ
と

は
否
定

で
き
な

い
。

こ

こ
で

「
関
係

」

と

い
う

概
念

を
使

っ
て
ま

と
め

る
と
、

倫

理
学

の
問
題

は

(
1
)
他

者

と

の
関

係

に
お

い
て
、

ま

た

(
2
)
自

己

と

の
関

係

に

お

い
て
、

人
間

の

行

為

や
存
在

様
式

を
解

明

す
る

こ
と

で
あ

ろ
う

。
こ
こ

に
更

に
、
(
3
)
神

と

い
う
人
格

と

の
関

係
を

付
け

加

え
て
も

い
い
。
い
ず

れ

に
し
ろ
、
「
人

間

の
学

と

し

て
の
倫

理
学
」

を
取

り
立

て
て
唱
道

す

る

か
ど
う

か

に
か

か
わ
ら

ず
、

倫
理

学

は
自
己

・
他

者

・
神

と

い
う
人
格

に
対

す

る
人
間

の

行

為

や
心

を
究
明

す

る
も

の

で
あ
ろ
う

。
、3
)

こ
こ

に
は
、
倫

理
学

の
問

題

と
し

て
、
例

え
ば

動
物

や
植

物
、

あ

る

い
は
自

然
的

な
環

境

に
対

す
る
関

係

は
、

そ
れ
自

体

と
し

て
は
考

慮

の
外

に
置

か
れ

て

い
る
。

つ
ま

り
、
他

者

や
自

己

に
対
す

る
義
務

は
論

及

さ

れ
て

い
て
も

、
動
物

や
植
物

に
対

す

る
義

務

は

せ

い
ぜ

い
人
格

と

の
関

係

に

お

い
て
し

か
言

及

さ
れ

て

こ
な

か

っ
た

の

で
あ

る
。

我

々
が
自

然

環
境

に
対

し

て
何

を

行

っ
て

よ
く
、

何

を
為
す

べ
き

で
は
な

い
か
、

倫

理
学

は
人
間

と

の
関
係

抜

き

に
解

明

す
る

こ
と

は
な

い
の
で
あ

る
。
従

来

の
倫

理
学

で

は
、
人

間
や

人
格

以
外

の
も

の
に
そ

れ
自
体

と

し

て
ど
う
関

係

す

べ
き
か
、

に

つ
い
て
明
確

な
規

定

や
指
令

が
見

出

せ
な

い
の
で
あ

る
。

レ
オ

ポ

ル
ド
を
援

用

す

れ
ば

、
「
人
間

と
土

地
、

お
よ
び
土

地

に
依
存

し

て
生

き

て

い
る
動

植
物

と

の
関
係

を
律

す

る
よ

う
な
倫

理

」

は
存

在

し

て

い
な

い
わ

け

で
あ

る
。
～

し

か
し
、

問
題

は

こ
う

し
た
従

来

の
倫

理
学

が
果

た
し

て

「
人
間
中

心
主

義
的

」

か
ど

う

か
で
あ

ろ
う

。

こ
う

し
た

レ

ッ
テ

ル
に
は
、

明

ら

か

に
非

難

の
論

調
が

明
確

に
表

現

さ
れ

て

い
る
。

す
な

わ
ち
、

「
エ
ゴ

イ
ズ

ム
」
な

い
し

「
排
外

主
義

」
と

い
う
意
味

が

込
め

ら

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。

あ

る

い
は
、

「
差
別

主
義

」

と
言

っ
て
も

い

い
か
も
し

れ
な

い
。

「
人
間

中

心
主
義

」

と
は

「
人

間

エ
ゴ
イ

ズ

ム
」

で
あ

り
、
人

間
以

外

の
も

の
を

排
除

し

、
差

別
す

る

こ
と

で
あ

る
。
従

来

の
倫

理
学

が

「
人
間
中

心
主

義
的

」

で
あ

る
と

は
、

人
間

以
外

の
も

の
が

倫
理

的
考
慮

の
対
象

に
値

し

な

い
こ
と

で
あ

り
、
我

々
は
人
間

に
対

し

て

の
み
倫

理
的

に
配
慮

す

れ
ば

よ

い
、

と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

ま
た

、
動
植

物

、
自

然
環

境

は
、
人

間



の
利
益

の
た
め

だ
け

に
存
在

し
、

い
わ
ば
人

間

の
道

具
と

し

て
の

み
考

慮

さ
れ

る
、

と

い
う

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。

し

か
し
な

が
ら

、
従
来

の
倫

理
学

は
本
当

に
こ
う

し
た

「
人
間

中

心
主
義

的
」

倫

理
学

で
あ

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

そ
れ

を
検

討
す

る

た
め

に
、
我

々
は
環
境

倫
理

学

の

一
つ
の

展

開
を
確

認

し

て
お

こ
う
。

(
2

)

「
動

物

の

解

放

」

論

と

「
種

差

別

主

義

」

批

判

従

来

の
倫

理
学

を
人

間
中

心
主
義

的
倫

理

学

と
し

て
規
定

し
、

そ

れ

に
対

し

て
環
境

倫

理
学

を
対
置

さ

せ
る
、

と

い
う
構

図

は
果

た
し

て
妥
当

だ

ろ
う

か
。
我

々
は

こ
の
構

図
を

検
討

す

る
こ

と

に
し
よ
う

。

さ

て
、

人
間

中

心
主
義

的
倫

理

学

に
環
境

倫
理

学

が
対
置

さ

れ
る

と
き
、

我

々
は
基

本
的

に
三

つ
の
領
域

を
区

別

で
き

る
だ

ろ
う

。

一
つ
は
動

物

の
領
域

で
あ

り
、

二

つ
目

は
植
物

を

も
含

め

た
全
生
命

体

で
あ

り
、

更

に
第

三

に
川

や
山

な
ど

生
命

を

も
た

な

い
全

自
然

環
境

で
あ

る
。

一
口

に
環
境
倫

理
学

と
書

っ
て
も
、

ど

の
領
域

を
中

心

に
議
論

す

る

か

に
よ

っ
て
論

点

も
大

き
く

変

わ

っ
て
く

る
だ

ろ
う
。

こ
こ

で
は
、

こ

の
三

つ
の

領
域

の
展

開

に

つ
い
て
、
基
本

的

な
論
点

を
確

認

し

て
お

き
た

い
。

し

か
し
、
予

め
注

意

し

て
お
く

こ
と

は
、
歴

史
的

な
議

論

の
展
開

か

ら
言

え
ば
、
動
物

か
ら
生
命

を
通

し

て
全
自

然

へ
、
と

い
う

順
序

に
は
な

っ

て

い
な

い
こ
と

で
あ
る
。

例

え
ぼ
、

「
土

地
倫

理
」

を
唱

え
、

自
然

環
境

保
護

を
力

説

し
た

レ
オ

ポ

ル
ド

の
書

物

は
、

「
動
物

の
解

放

」
を
主

張

し

た

シ

ン
ガ
ー

の
議
論

よ

り
も
遥

か

に
先
立

っ
て

お
り
、
ま

た

シ

ュ
バ
イ

ツ

ァ
ー

の

「
生

命

の
尊
厳

篇
論

も

ま
た

シ

ン
ガ

ー
よ
り

先
立

っ
て

い
る
。
へ三

そ

れ
故
、

環
境

倫
理

学

が
、
歴

史
的

に
は
、

「
動
物

か
ら

生
命

を
通

っ
て
全
自

然

へ
」
と

い
う

仕
方

で
展

開

さ
れ

た
わ

け
で

は
な

い
。

し

か
し
、

現

在
、

我

々
が
環

境
倫

理
学

の
展

開

を
事
柄

に
即
し

て
考
察

す

る
と
、

第

一
に
動

物

、
第

二

に
全

生
命

体

、
第

三

に
全
自

然
環

境

に
従

っ
て
理

解

す

べ
き
だ

ろ
う
。

こ
う

す

れ
ば
、

人
間

中
心

主
義

に
対

置

さ
れ

た
範
囲

が
、

次
第

に
広

が

っ
て

い
く

の
で
あ

る
。

で
は
、

こ
の
よ
う

な
展

開

を
考

え

る

と
き
そ

の
基
本

的
論

点

は
何

か
。

我

々
は
具

体
的

に
考

察

し

て

い
こ
う
。



こ

の
展
開

の
基

本
的
論

点

を
取

り
出

す

た
め

に
、
我

々
は

こ
こ

で

「
動
物

の
解

放

」
論

を
唱
え

た

シ
ン
ガ

ー

の
議

論

を
主
題

化

し
た

い
。

と

い

う

の
も

、

シ

ン
ガ
ー

の
議
論

は

「
動
物

の
権

利

に
関

す
る
最

も
好

評

を
博

し
た
唯

一
の
も

の
」
で
あ

り
、

と
り

わ
け

シ

ン
ガ

ー
以
後

、

「種

差
別

主

義

(
　

)
」

と

い
う

術
語

が
環

境
倫

理
学

に
お

い
て
頻
繁

に
使

わ

れ
、
人
間

中

心
主

義

と
等
価

の
も

の

に
な

っ
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。
ハ6
}

あ

る
意

味

で
、

シ

ン
ガ

ー
の

「種

差
別

主
義

」

批
判

の
や

り
方

は
、

そ

れ
以
外

の
環

境
倫

理
学

の
典

型
的

な

主
張

の

一
つ
を

示
し

て

い
る

と
言

っ

て

い

い
だ

ろ
う
。
そ

こ
で
、
シ

ン
ガ
ー

の
議
論

を
押

さ

え

て
お
け
ば

、
若

干

の
変

更

を
行

っ
て
そ

れ
以
外

の
議
論

に
も
対

処

で
き

る
は
ず

で
あ

る
。

で

は
、

シ

ン
ガ

ー

の

「
種
差

別

主
義

」
批

判

と
は

い
か
な

る
も

の
だ

ろ

う

か
。

シ

ン
ガ

ー

は
、

「
女
性

の
解

放
、
黒

人

の
解

放
、
同
性

愛
者

の
解

放
等

々
し
様

潔
な
解

放
運

動

に

つ
い
て
述

べ
た
後

で
、
次

の
よ

う

に
醤

う
。
「
解

放
運

動

は
我

々
の
道
徳

的
地

平

の
拡

大
を

要
求

し
、

そ

の
結

果
、

以
前

は
自
然

で
.不
可
避

の
も

の
だ

と
思

わ
れ

て

い
た
習
慣

が
今

で
は
許

し
難

い

も

の
だ

と
見
な

さ

れ
る

よ
う

に
な

る

の
で
あ

る
。
㌧
7
>
人

種
差

別
的

な
偏

見

に
捕

ら
わ

れ

て

い
る
人

に
と

っ
て
は
、
黒

人
が
白

人

と
同

等

の
権

利

を

持

っ
て

い
る

な
ど

と
は
全

く
考

え

ら
れ
な

か

っ
た

。
し

か
し

、
今

で

は
こ
う

し

た
差
別

的
な

偏
見

は
許

し
難

い
も

の
で
あ

ろ
う
。

こ
う

し
た
解

放
運

動

の
延
長

上

に
、

シ

ン
ガ

ー
は

「動

物

の
解
放

し

を
構
想

す

る
。

コ
ー

ベ

ッ
ト

の
主
張

に
同

意

し

つ
つ
、

シ

ン
ガ
ー

は
彼

の

論
文

を
引

用

す

る
。

「
我

々

は
今

や
、
自

由

・
平
等

・
友

愛

と

い
う
偉

大

な
原

則

を
動
物

の
生

命

に
ま

で
拡
張

す

る
必
要

が

あ

る
。

動
物

の
奴

隷

制

を
、
人
間

の
奴

隷
制

と

と
も

に
過
去

に
葬

り
去

ろ
う

で
は
な

い
か
。
　

す

な

わ
ち
、
解

放
運

動

を
動
物

に
ま

で
広
げ

、
人

間
と
動

物

の
平
等

を
達

成

し

よ
う
、

と

い
う

わ
け

で
あ

る
。
以
前

は
、
動

物

が
人
間

と
同

等

の
権
利

を
有

す

る
な

ど
と

は
誰

も
思

わ
な

か

っ
た
。

し

か
し
、

シ
ン
ガ

ー

に

よ
れ
ば

、

そ
れ

は
差
別

的
な
偏

見

で
あ

っ
て
、
今

で

は
許

し
難

い
偏
見

な

の

で
あ

る
。

動
物

に
対

す

る

こ
の
よ
う

な
差

別
的

な
偏

見

を
、

シ

ン
ガ
ー

は
ラ

イ
ダ

ー

の
術

語

を
使

っ
て

「
種

差
別

主
義

」
と
呼
ん

で

い
る
。
(,
)
つ
ま

り
、

讐
人
類

と

い
う
我

を
自

身

の
種

の
メ

ン

バ
ー

に
は
し

て
は

な
ら

な

い
こ
と

で
も
、

他

の
種

の
メ

ン
バ
ー

に
は
す

る

こ
と
が

許

さ
れ

て

い
る
、

と

い

う

考

え
L

で
あ

る
。

そ

れ

は
、

コ
人

種
差

別
主

義

(
　

)

と

の
類

似
L

を
明
確

に
示

し

て

い
る
、

と
言

わ

れ
る
。

人
種

に
よ

る
差

別

が
何

の
根

拠

も

な

い
よ
う

に
、
種

に
よ
る
差

別

は
許

し
難

い
も

の
な

の

で
あ

る
。

人

間

と
他

の
動
物

は

た
と

え
種

に

お

い
て
は
異

な

っ
て

い
て
も
、

動
物

と



い
う

類

に
お

い
て

は
平
等

な

の
で
あ

る
。
人
間

も

窟
た
動

物

と

い
う

類

の

一
つ
の
種

に
す
ぎ
ず

、
そ

の
種

だ

け
を
特

別

に
優

遇
す

る
理

由

は
な

い
。

こ
う
、

シ

ン
ガ
ー

は
主
張

す

る
。
我

々
人
間

は
、

「
人
間

の
利

益

の
た

め

に
人

間

以
外

の
他

の
動
物

」
を

殺

し
、
実

験

し
、
食

べ
続

け

て

い
る
。

一

書

で
署

え
ば
、

人
間

は
他

の
動

物

を

「
搾

取
」

し
続

け

て

い
る

の
で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。

そ
れ

で
は
、

シ
ン
ガ

ー

の

「
種
差

別
主

義

」
批

判
を
、

我

々

は

い
か

に
評
価

し

た
ら

よ

い
の
だ

ろ
う

か
。

何

よ
り

も
注
意

す

べ
き
事

は
、

シ
ン

ガ

ー
が
全

て
の
動
物

の
平

等
主

義

を
主
張

し

て

い
る
わ

け

で
は
な

い
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
彼

は
、

あ

ら
ゆ

る
区
別

・
差

別

に
反
対

し

て

い
る

の
で

は
な
く
、

現
在

と

は
異

な
る

区
別

・
差

別

の
様
式

を
提

案

し
て

い
る
だ

け

で
あ

る
。

す
な

わ
ち
、

境
界

の
新

た

な
線
引

き

の
問
題

を
論

じ

て

い
る

の
で
あ

る
。

シ

ン
ガ

ー
が
動
物

と
植

物

を
区

別
す

る

の
は
言

う
濠

で
も

な

い
と

し
て
も

、
更

に
動

物

の
内
部

で
も
区
別

を
設

定

す
る

の

で
あ

る
。

そ

の
際
、

シ

ン
ガ

ー
が
依

拠

す

る
の
が

、

ベ

ン
サ
ム

の
基
準

(
「苦

痛

を
感

じ

る
能

力

」
)
で
あ

る
。
(m
)
苦
痛

を
感

じ

る

こ
と
が
出

来

る
動
物

に
、

苦
痛

を
与

え

る

こ
と

は

「
道
徳

的

に
正
当

化

」

さ
れ
な

い
。

シ
ン
ガ

ー
自

身

具
体

的
な

線
引

き

で
は
揺

れ

て

い
る
が
、

哺
乳

類

や
鳥
類

に
こ

う

し
た
能

力

が
あ

る

こ
と

は
疑

え

な

い
。
(3

し

か
し
、
昆
虫

に
関

し

て
は
恐

ら
く
否

定

的

で
あ

る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
シ

ン
ガ
ー

は
人
間

の
幼

児

を
、

成
長

し

た
猿

や
猫

や
ネ

ズ

ミ
と
比

較
し
、

「
そ
れ

ら
よ

り
も
優

れ

た
特
性

篇

な
ど

も

っ
て

い
な

い
、

と
言

う

。
霧

し

か
し
、
こ
う

し
た

シ

ン
ガ
ー

の
議
論

は
そ

れ
自

身
新

た

な
差

別
主
義

を

導
入

し

た
だ

け

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
動

物

の
中

に
区
別

を
設

定

し
、

「
苦
痛

を
感

じ

る
こ
と

が
出
来

る
種

」

と

讐
苦
痛

を
感

じ

る

こ
と
が
出

来

な

い
種

L

に
分

け
、

一
方

に
許

さ
れ

る
行
為

で
も
他
方

に
は
許

さ

れ
な

い
と

す
れ
ば

、

「種

差
別

主
義

」
と
ど

こ
が
違

う
と

い
う

の
だ

ろ
う

か
。
自

分

た

ち
が

「苦

痛

を
感

じ
る

こ
と

が
出
来

る
種

」
に
た
だ

属

し
て

い
る

と

い
う

だ
け

で
、

そ

の
種

を
優

遇

し

て

い
る
だ

け
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。
少

な
く

と

も
、

「種

差

別
主
義

し
批

判

と

い
う
仕
方

で
は
、

そ

の
批

判

そ

の
も

の
が
自

己
自
身

に
返

っ
て
来

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

も

っ
と
も

、
我

々
が
本

来

問
題

に

し
た

い

の
は

「
種

差
別

主
義

し

の
自
己

破
綻

で
は
な

い
。

む
し

ろ

こ
こ

で
考

察

し
た

い
の
は
、

動
物

を

讐
道

徳

的

に
考

慮

す

る
」
と
言

う

と

き

の
意

味

で
あ

る
。

そ
も

そ
も
、

我

々
は
、

「
動

物

の
解

放

」
に
ま

で

「
道

徳

の
地
平

」
を

拡
張

す

る
こ

と
が
出

来

る
の
だ

ろ
う

か
。

そ
れ

は
逆

に
、

道
徳

の
概
念

の
曖
昧

化

に
な

る

の
で
は

な

い
だ

ろ

う

か
。

我

々

は
、

シ

ン
ガ

ー

の
議

論

の
最
初

に
立

ち
返

っ
て



も

う

一
度

論
点

を
確

認

し
よ

う
。

(
3

)

道

徳

的

共

同

体

の

範

囲

は

ど

こ

か

?

シ

ン
ガ
ー

は

「
動

物

の
解
放

」

を

「
黒
人
解

放

・
女
性

解
放

・
同
性

愛
者

の
解

放
」

の
延

長
線

上

で
考

え
て

い
る
。

こ
う
し

た
思
考

様
式

は
、

シ

ン
ガ

ー
だ

け

で
な

く
、

「
人

間
中

心
主
義

的

倫
理

学
」
の
批
判

を

行
う

人

々

に
共

通
し

て

み
ら

れ
る
。

し

か
し
、

果

た
し

て

「
黒

人
解

放
」
は

「動

物

の
解

放

」

に

一
直

線

に
繋
が

っ
て

い
く

の
だ
ろ

う

か
。

む

し

ろ
、

こ
こ

に
は
重

大
な

見
落

と
し

が
あ

る

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

と
り

わ
け
、

「
道
徳

的

な
行

為
」

を
考

え

る
と

き
、

こ

の
過

誤

は
決
定

的

で
あ

る
よ

う

に
思
わ

れ

る
。

我

々
が
何

よ
り
も

確
認

す

べ
き
点

は
次

の
こ
と

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

、

「解

放
」
以
後

に

お

い
て
差
別
者

と
被

差

別
者

が
同

等

の
権
利

を
有

す

る

こ

と

に
な

る
が

、

「動

物

の
解
放

」
以

外

の
も

の

で
は

一
つ
の
こ
と

が
決
定

的

で
あ

る
。

す
な

わ

ち
、
両
者

が

同
等

の
立

場

で
相
互

に
承

認
し

あ
う

こ

と
が

で
き

る
、
と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

人
種

差
別

が
撤

廃

さ
れ

た
後

で

は
、

黒

人
と
白

人

は
同
等

の
権

利

を
有

す

る
も

の
と
し

て
相

互

に
承
認

し
あ

う

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

そ

れ

に
対

し

て
、
動

物

の
解
放

は

ど
う

で
あ

ろ
う

か
。
人

間

と
動
物

が
相

互

に
承
認

し

あ
う

、
と

い
う

の
は

悪

い
冗
談

と
し

か
思

え
な

い
。
動

物

が
人

間
を

承
認

す

る
、

と

い
う

こ
と
が
果

た

し

て
意

味

を
な

す

で
あ

ろ

う

か
。

こ

の
論
点

を

も

っ
と
鮮

明

に
出

す

た
め

に
、
道
徳

的

な
行
為

主
体

(鋤
ひq
Φ
耳
)
と

い
う
概
念

を
使
う

こ
と

に
し
よ
う
。
(撃

こ
れ

ま
で
の
解
放

運
動

(黒

人
解
放

・
女
性
解

放

・
同
性

愛
者

の
解

放

)

で
は
、

差
別

が
撤
廃

さ
れ

た
後

で
は
、

差
別

者

と
被
差

別
者

が
同

じ
人

間

と
し

て
相

互

に
承
認

し
あ

う
、

と

い
う

こ
と
が
含

ま

れ

て

い
る
。

共

に
同
等

の
行

為

主
体

で
あ

っ
て
、
両

者

に
お

い
て
対

称
性

が
成

立

す
る

の

で
あ
る
。

我

々

は
、

両
者

を

共

に
道

徳
的

な
行

為
主

体

と
し

て
理
解

す

る

こ
と
が
出

来

る
。

一
方

の
も

の
が

他
方

に
対

し

て
な

す

べ
き
で

な

い
こ
と

は
、
他

方

も
ま

た

一
方

に

対

し

て
な

し

て
は
な

ら
な

い
。
両

者

は
、
共

に
同

じ
道

徳
的

な
行

為

主
体

と
し

て
共

通

の
道

徳

原
則

に
従

う

の

で
あ

る
。

し

か
し
、
動

物

は

こ
う

し

た
意
味

で
道

徳
的

な
行

為
主

体

と
し

て
理
解

す
る

こ
と
が

出
来

る
だ

ろ
う

か
。
我

々

は
、
犬

や
猫

に
人

間
を

承
認

し
、



道
徳

原

則

に
従

う

よ
う

に
要

求

す
る

で
あ

ろ
う

か
。
否

で
あ

ろ
う
。

人
間

以
外

の
動
物

を
道

徳

的
な

行
為

主
体

と

し
て
含

め

る

こ
と
は
、

そ

の
概

念

の
意

味
内

容
を
変

更

す

る

の
で
な

け
れ
ば

不

可
能

な

の
で
あ

る
。

「
動
物

の
解

放
」
は
、
我

々
人
間

が
他

の
動

物

に
対

し

て

い
か
な
る
行

為

を
な

す
か

の
道
徳

的
考
慮

を
要

求

す

る
。

し
か

し
、
動

物

た
ち

が
、

人
間

に
対

し

て
ど

ん
な
道
徳

的

行
為

を
な

す

べ
き

か
は
問

.題

に
は

な
ら

な

い
。

動

物

た

ち
を
道
徳

的

な
行

為
主

体

と
考

え
る

な
ど

と

は
、

い
か
な

る
動
物

の
解

放
論

者

も
主

張

し
な

い
。

こ
う

し

た

こ
と
か

ら
考
え

る

と
、
人

種
差

別

や
性

差
別

に
対

す

る
解

放

運
動

と
、

動
物

の
解

放
運

動

は
決
定

的

に

レ
ベ

ル
を
異

に
し

て

い
る
と

言

わ
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
。

た

と
え
、

動
物

の
解

放

が
成

就

さ
れ

て
も
、

人
間

と
動
物

が

相
互

に
承

認

し
あ

う
と

い
う

こ
と

は
成
立

し

な

い
し
、

ま
た
動

物

を
人
間

と
同

等

の
道
徳

的

な
行
為

主

体

と
見
な

す

こ
と
も

で

き
な

い
の
で
あ

る
。
道

徳
的

な
行

為
主

体

の
共

同
体

の
中

に

は
、

動
物

は

決

し

て
参

入
す

る

こ
と
が
出

来

な

い
の

で
あ

る
。

そ
れ

に
対

し

て
、

例

え
ば
性

に
よ
る
差

別

が
撤
廃

さ

れ
る

と
、
男

性

も
女
性

も

共

に
同
じ

道
徳

的

な
行

為
主

体

な

の
で
あ

る
。

動
物

は
、

人
間

に
と

っ
て
あ

く
ま

で
も

「
そ
れ

に
対

し

て
道

徳

的
行

為
が

及

ぼ
さ
れ

る
対

象
」

(B

口
Φ
耳
)

で
あ

っ
て
、

決
し

て
道
徳

的

な
行

為

主
体

(鋤
σq
Φ
暮
)
に
は

な
り
得

な

い
。
そ
れ

は
、
ど

ん
な

環
境

倫

理
学

も
認

め
る
前

提

で
あ

ろ
う
。
未
だ

か

つ
て
、
動
物

は
道
徳

的

に
何

を
な

す

べ

き

か
、
が
真
剣

に
問
わ

れ
た

こ
と
が
あ

る

だ
ろ
う

か
。
今

ま

で
繰

り
返

し
問

わ

れ
て

き
た

の
は
、
人

間
が

動
物

を

い
か
に
道
徳

的

に
取

り
扱

う

か
、

な

の
で
あ

る
。

人
間

と
動
物

の
間

に
は
、

決
定

的

な
非
対

称
性

が
存

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

人
間

と
動
物

の
間

に
は
、

相
互

に
承

認

し
あ
う

関
係

は
成
立

し

な

い

の
で
あ

る
。

或

る
意
味

で
、
人

間

の

一
方

的

な
義
務

の
み
が
力

説

さ
れ

る
と

い

っ
て
も

よ

い
で
あ

ろ
う

。

人
間

は
道

徳
的

な

行
為

主
体

で
あ

り
、

動
物

は

そ

の
行

為

が
な

さ
れ

る
対
象

で
あ

る
。

こ
の
場

合
、

立
場

の
逆

転

(対
称

性
)

は
不

可
能

で
あ

る
。

そ
れ

故
、

環
境

倫
理

学

は
行
為

主
体

で
あ

る
人

間

に
対

し

て
、

道
徳

的

な
義
務

を

課
す

の
で
あ

る
。

そ

こ
で
環
境

倫

理
学

の
問
題

は
、

ど

の

範

囲

の
対
象

(O
巴

Φ
耳
)
に
ま

で
、
人
間

は
道

徳
的

な
行

為

を
な

す

べ
き

か
、
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

こ

の
と
き
、
道

徳
的

な
行

為
主

体

と
し

て

動
物

や
全
自

然

が
含

ま
れ

る

こ
と

は
な

い

の
で
あ

る
。
道

徳
的

な
行

為

主
体

の
共

同
体

は
、

い
わ
ば
人

間
中

心
主

義
的

で
あ

っ
て
、

こ

の
点

に
関

し

て
非

難

す

べ
き
理

由

は
な

い
で
あ

ろ
う

。

も

っ
と
も
、

こ
こ

に

「種

差

別
主
義

的

」
表
現

が
感

じ

ら
れ

る
と

い
う

の

で
あ
れ
ば

、

「
人
間

」
と

言



う

代

わ
り

に

「
人
格

(
　

)
」
と
表

現

し

て
も

い

い
。

す
な

わ

ち
、
道
徳

的

な
行

為
主

体

の
共
同

体

は
、

人
格

の
共

同
体

で
あ

っ
て
、

こ

の
共

同

体

に
は
相

互

に
承
認

し
あ

う

こ
と

が
出
来

な

い
動
物

や
自

然

は
当

然
含

ま

れ
な

い

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、

従
来

の
倫

理
学

が
追

求

し

て
き
た

問
題

が
、

実

は

こ
う

し

た
道

徳

的

な
主
体

の
共

同
体

に
関

し

て

で
あ

っ
た

こ
と

は
、
恐

ら
く

異
論

が
な

い
で
あ

ろ
う
。
例

え
ば

、

カ

ン
ト

の
道

徳

論
が

こ
う

し

た
道

徳

的

な
人
格

的
行

為
主

体

の
共

同
体

を
構
想

し

て

い
る

こ
と

は
、
明

ら

か
だ

ろ

う
。
従

来

の
倫

理
学

が
人
間

中

心
主
義

的

で
あ

る
、

と

い
う

の
は
道

徳
的

行
為

主
体

を

ど
う

理
解

す

る
か
、

に
基

づ
く

の
で
あ

る
。

し
か

し
、

こ

の
点

で
は
ほ

と
ん
ど

の
環

境
倫

理
学
者

が

同
意

せ
ざ

る
を

得

な

い
の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

現
代

の
環
境

倫

理
学
者

と

い
え
ど
も

、
道

徳
的

な
行

為
主
体

と
し

て
動
物

や
山

・
川

な

ど

の
全

自
然

を
考

え

る

こ
と
は

ほ
と

ん
ど

し
な

い
と
思

わ

れ

る
か

ら
で
あ

る
。

さ

て
、

シ
ン
ガ

ー

の
議

論

に
立

ち
戻

っ
て
ま
と

め

る
と
し

よ
う
。

シ

ン
ガ

ー

の
議

論

の
根

本
的

な
発

想

は
、
従

来

の
様

々
な
解

放
運

動

の
延
長

線
上

に

「
動
物

の
解

放
」

を
位

置

づ
け

る

こ
と

で
あ

る
。

解
放

運
動

は
、
人

間

の
範
囲

で

と
ど

ま
る

べ
き

で
は

な
く
、

動
物

の
領

域

に
拡
大

さ

れ

る

べ
き
だ

、

と

い
う

も

の

で
あ

っ
た
。

も
し
、

そ

れ
を

人
間

の
範

囲

で
停
止

す

れ
ば
、

「
種
差

別

主
義

」
の
批

判

を
受

け
ざ

る
を
得

な

い
、

と

い
う

も

の

で
あ

る
。

し

か
し
、

こ

の
議
論

は
、

従
来

の
解

放

運
動

の
本

質
を

基
本

的

に
誤
解

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
従

来

の
解
放

運
動

は
、
行
為

主

体

の
共
同
体

の
範

囲

を
ど

の
よ

う

に
拡

大

す

る
か
、

と

い
う
も

の
で
あ

る
。
差

別

が
撤
廃

さ

れ
た
暁

に
は
、
差

別
者

と
被

差

別
者

は
相

互

に
承
認

し

あ

う

こ
と
が
出

来
、

同

じ
道
徳

的

な
行
為

主
体

と
し

て
対
称

性

が
成
立

す

る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

、
「
動
物

の
解

放

」
は
決

し

て

こ
う
し

た
解
放

で
は
な

い
。
シ

ン
ガ

ー
が

想
定

し

て

い
る

の
は
、
行
為

主
体

と

し

て
の
動
物

で
は
な

く
、

人

間

の
行

為

に
よ

っ
て
作
用

を
及

ぼ

さ
れ

る
対
象

と

し

て
の
動
物

で
あ

り
、

人
間

が
道

徳
的

に
取
り

扱
う

べ
き

対
象

と

し

て
の
動
物

で
あ

る
。

す

な

わ

ち
、
人

間
が
行

為

す

る
場
合

、
道

徳
的

に
配

慮

さ
れ

る

べ
き
対
象

は
ど

の
範

囲

か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
道
徳

的

な
行

為

の
主
体

か
そ
れ

と
も
客

体

か
、

と

い
う

点

で
従
来

の
解

放
運

動

と
は
全

く

レ
ベ

ル
が

異
な

っ
て

い
る
の

で
あ

る
。
言

い
換

え

る
と
、

従
来

と

は
質
的

に
異
な

る
解

放

運
動

で
あ

っ
て
、
我

々

は

こ
の
相
違

に
注

意

す

べ
き
な

の
で
あ

る
。

し

か
も
、

道
徳

的

な
行
為

主
体

の
共
同
体

は
人
間
中

心

主
義

的

で
あ

る
。

こ

の
こ
と

は
、

シ

ン
ガ
ー

と

い
え
ど

も
是
認

す

る

は
ず

で
あ

る
。

相



互

に
承
認

し
あ

う

こ
と

が
出
来

る

の
は
、

人

間
と

人
間

の
間

に
お

い
て
で
あ

り
、

あ

る

い
は
人
格

ど

う
し

の
関
係

に
お

い
て

で
あ

る
。

こ
の
点

に

関

し

て
、

環
境

倫
理

学

が
従
来

の
倫

理
学

を

人
間
中

心

主
義

的
倫

理
学

と

し

て
批

判

す
る

こ
と

は
見
当

違

い
な

の

で
あ

る
。

こ

の
論
点

は
、
環

境

倫
理

学
も

認

め
る
共

通

の
前

提

で
あ

る
だ

ろ

う
。

(
4

)

道

徳

的

に

考

慮

す

べ

き

対

象

は

何

か

。

道

徳
的

な
行

為
主

体

の
共
同

体

と

い
う

点

で
は

、
環
境

倫

理
学

も
象

た
人

間
中

心
主
義

的

で
あ

ら
ざ

る

を
え

な

い
。

と

す
れ
ば

、

環
境
倫

理

学

が
人

間
中

心
主
義

を
批
判

す

る

の
は
、

い
か
な

る
点

に
お

い
て
な

の
か
。

こ

こ
で
、
環

境
倫

理
学

の
論

点

を
今

ま

で
の
議
論

を
参

考

に
再
構

成

し

て

み
よ
う

。

環

境
倫

理
学

の
ポ

イ

ン
ト

は
、
人
間

が

行
為

す

る
際
、
道
徳

的

に
配

慮

す

べ
き
対
象

は
何

か
、
と

い
う
論

点

に
集
約

す

る
事

が
出
来

る

だ
ろ

う
。

従
来

の
倫

理
学

は
、

こ

の
対
象

を

ホ

モ

・
サ

ピ

エ
ン

ス

(
ヒ
ト
)

と

い
う
種

に
の
み
限
定

し
て

き
た
。

こ
れ
は
典

型
的

な

「
種
差

別
主

義

し

で
あ

り
、
道

徳

的

に
は

い
か

な
る
正

当
化

も
不

可
能

だ

、

と

い
う

も

の
で
あ

る
。

要
す

る

に
、
人

間

が
行
為

す

る
際
、

道
徳

的

に
配
慮

す

べ
き
対

象

の

範

囲

を
も

っ
と
広

げ

、
「
種

差
別

主
義

」
を

撤
廃

し

て
動
物

や
植

物
、
さ

ら

に
は
山

や
川

な
ど
全

自
然

環
境

に
ま

で
道

徳

的

に
配
慮

し

て
行
為

せ

よ
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
配

慮

す

べ
き
対
象

の
範

囲

を
ど

う
規
定

す

る

か
で
、

環
境
倫

理

学

の
諸
派

が
分

か
れ

る
の

で
あ

る
。

で
は
、
我

々
人

間
が
行

為

主
体

と
し

て
配
慮

す

べ
き
対
象

は

一
体
何

で
あ

ろ
う

か
。

人

間
中

心
主
義

に
陥
ら

な

い
た

め

に
は
、

ど
ん

な
対
象

に
ま

で
等

し

く
配
慮

す

べ
き

で
あ

ろ
う

か
。

即
座

に
考

え

ら
れ

る

の
は
、

(
一
)
動
物

(
二
)
動

物

・
植

物

を
も

含

め
た
全

生
物

(三
)

山

・
川
な

ど
生

命
を

持

た
な

い
も

の
を

も
含

む

全

自
然

環

境

と

い
う
区

分

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
、

環
境

倫

理
学

で

は
、
そ

う
し

た
区

分

に
は
必

ず

し
も

な

っ
て

い
な

い
。

む

し
ろ
、

動
物

を

二

つ
に
区

分

し

「意

識

を
持

ち
、

苦
痛

を
感

じ

る

こ
と
が
出

来

る
も

の
篇

と
そ

う

で
な

い
も

の

に
分

け

る

の
が

一
般

的

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
言

う

ま



で
も

な
く

ベ

ン
サ

ム

の
伝
統

に
従

う

も

の
で
あ

り
、

シ
ン
ガ

ー

の
議

論

の
前
提

で
も
あ

る
。

そ

こ
で
、
次

の
よ
う

な
区

分
が
出

来

上
が

る
。

(
一
)

意

識

を
持

ち
、
苦

痛

を
感

じ

る
こ

と
が
出

来

る
動
物

(
二
)

動
物

・
植

物

を
含

む
全
生

物

(
三
)
生

物

・
非
生

物

を
含

め
た

全
自

然

と

い

う
区

分

で
あ

る
。

ど

の
範

囲

に
ま

で
道

徳

的

に
配
慮

す

べ
き

か

に
よ

っ
て
、
議

論

が
大

き
く
分

か
れ

て

い
る
。

ま
ず

、

(
一
)

の
範

囲

を
主
張

す

る
代
表

者

は
、

既

に
考

察

し
た

シ

ン
ガ

ー
で
あ

る
。

(
二
)

の
範

囲

を
唱

え

る
代

表
者

と
し

て
、

シ

ュ
バ
イ

ツ

ァ
ー
を
挙
げ

る
こ

と
が
出
来

る
。
彼

の

「
生
命

の
尊

厳
」
論

は
、

生
命

倫

理
学

で
も

し
ば

し
ば
論

及

さ

れ
る
。
(M
)

(三
)

の
代
表

者

は

「
土

地

の

倫
理

」
を
力

説
し
自

然

保
護

を
実

践

し
た

レ
オ
ポ

ル
ド

で
あ

ろ

う
。
聾

あ

る

い
は
、

「
木

」
を
法

廷

に
立

た
せ
、

自
然

の

「権

利

」
を
訴

え

る

ス
ト

ー

ン
も
ま

た
そ

の
代
表

で
あ

る
。
(騰
)
こ
う

し
た
様

々
な

範
囲

の
相

違

は
あ

る

に
し

て
も

、
そ

れ
ら

に
は

共
通

の
意
向

が

あ

る
。
そ
れ

は
、
人

間
が

行

為

す

る
に
際

し

て
道

徳
的

に
配
慮

す

べ
き
対

象

の
範
囲

は
、

人
間

(
ヒ
ト

と

い
う
種
)

に
の

み
限
定

さ
れ

る

べ
き

で
は
な

い
、

と

い
う

こ
と

で

あ

る
。

「
人

間
中

心
主

義
」
か
ら

の
解
放

が

共
通

の
テ
ー

マ
な

の

で
あ

る
。

そ

れ

で
は
、

そ
う

し
た
意

向

は
果

た
し

て
妥
当

な

の
だ

ろ
う

か
。

人
間

中

心
主

義

か
ら

の
解
放

は
説

得
的

な
論

拠

が
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

(
一
)
の

「
意
識

を
持

ち
、
苦
痛

を
感

じ
る

こ
と

が
出
来

る
動

物

」
は

ど
う

で
あ

ろ
う

か
。

こ

の
規

定

に
よ

れ
ば
、

或

る
状
態

の
人
間

は

こ

の
範

囲

か
ら
外

さ
れ

る

で
あ

ろ
う
。
例

え
ば

、

受
精

卵

や
胎
児

、
あ

る

い
は
植

物
人

間

な
ど

は
、

こ

の
範

囲

に
入

ら
な

い
か
も
し

れ
な

い
。

そ

の
意
味

で

は
、

こ
の
規
定

は
人
間
中

心

主
義

か
ら
免

れ
て

い
る

か
も

し
れ

な

い
。

或

る
状
態

の
人

間

に
は
道

徳
的

に
配
慮

す

る
必
要

が
な

く
、
逆

に
チ

ン

パ

ン
ジ

ー
や
犬

・
猫

に
は
道

徳
的

に
配

慮

す

べ
き
だ

か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
、

「
意
識

を
持

ち
、

苦
痛

を
感

じ

る

こ
と
が
出

来

る

か
ど
う

か
」

を
ど

う
や

っ
て
確

証

す

る
か

の
哲

学

的
な
議

論

は
度

外
視

し

て
も
、
や

は
り

こ
の
規
定

は
説

得

的

で
は
な

い
と
思
う

。
こ
の
規
定

は
、
結

局
新

た

な
「
種

差
別
主

義

」
を
導

入

し

た
だ
け

に
過
ぎ

な

い
の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

人
間
中

心

主
義

と

い
う
種
差

別
主

義

に
反
対

し

な
が

ら
、

「
意
識

を
持

ち
、

苦
痛

を
感

じ

る
事

が
出

来

る
能

力
」

と

い
う

き
わ

め

て
人

間
的

な
特

質

を
中

心

に
据

え

る

か
ら

で
あ

る
。

言

い
換

え

る
と
、

人
間

(
ヒ
ト
)

に
近

い
仲
間

を
集

め
、

そ

の
集

団
を

そ

れ
以
外

の
も

の
か
ら
区

別

し
、

そ
れ

だ
け

に
道
徳

的

な
配
慮

を
加

え

る
、

と

い
う
だ

け

に
過

ぎ

な

い
だ

ろ
う
。

な
ぜ
、

人

間

に
近

い
仲

間

を
集

め
な

け

れ
ば
な

ら

な

い
の
だ

ろ
う

か
。

な
ぜ
、

「
意

識

を
持

ち
、
苦
痛

を

感

じ
る

こ
と

が
出
来

る
動

物
」
に
だ

け
道



徳

的

に
配
慮

す

べ
き

な

の
だ

ろ
う

か
。

こ
れ

は
、
間

違

い
な

く

「種

差

別
主
義

」

な

の
で
あ

る
。

動
物

の
中

に
区
別

を

設
定

し
、

一
方

の
集

団

に

の
み
道

徳

的
な

配
慮

を
加

え

る
必
要

が
あ

る

と

い
う

の
だ

か
ら
、

こ
れ

も
ま

た

「種

差
別

主
義

」

の

一
つ
で
あ

ろ
う
。

も

っ
と
も

、

こ
れ

は
生
物

学
的

な

「
種
」

で

は
な

い

の
で
、

む
し

ろ

「
ク
ラ

ス
差
別

主
義

」

と
呼

ん
だ
方

が

い
い
か
も

し
れ

な

い
。
(π
)

注

意

し
て

お
き

た

い
の
は
、

我

々
が

「
種

差
別

主
義

」
と

い
う
批

判

の
正
当

性

を

ア
プ
リ

オ
リ

に
前
提

し

て

い
る

の
で

は
な

い
、

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

む

し
ろ
逆

で
あ

る
。

シ
ン
ガ

ー
を

始

め
、

(
一
)
の
多

く

の
論

者

た
ち
が

、

「
種
差

別
主
義

」
の
批
判

に
基

づ

い
て
、

「意

識

を
持

ち
、
苦

痛

を
感

じ
る

こ
と

が
出
来

る
動

物

」

に
ま

で
道
徳

的

に
配
慮

す

べ
き
だ

、

と
主
張

す

る

か
ら

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が
、

こ

の
主

張

は
自
己

言
及

的

に

論
駁

さ

れ
る
、

と

い
う

わ
け

な

の
で
あ

る
。

こ

の
主
張

そ

の
も

の
が
、

実

は

「
種

差
別

主
義

」

(
「
ク

ラ

ス
差

別
主
義

」
)
に
他

な

ら
な

い
の
で
あ

っ

て
、
自

己
論

駁
す

る

こ
と
な

く
自

己
主

張

す
る

こ
と

が
出
来

な

い
の
で
あ

る
。

「
ヒ
ト
」
と

い
う
種

に
道

徳
的

配
慮

を
限

定

す

る
こ
と

が
き

わ
め

て

恣
意

的

で
あ

る

と
す
れ
ば

、

「
意
識

を
持

ち
、
苦

痛
を
感

じ

る
事

が
出

来

る
動
物

」
の
集

含

に
道
徳

的
配

慮

を
限
定

す

る

こ
と
も

や

は
り
恣
意

的

で

あ

ろ
う

。

こ

の
二

つ
は
、
原

理
的

に
は
違

い
は

な

い
の

で
あ

る
。

そ

れ

で
は
、

(
二
)
は
ど
う

で
あ

ろ

う

か
。

動
物

だ

け

で
な
く

、
植
物

を

も
含

め
た

全

て

の
生
命

あ

る
も

の
に
等

し
く
道

徳
的

に
配
慮

を

す

べ
き

だ

、

と

い
う

主
張

は
果

た

し

て
説

得
的

だ

ろ
う

か
。

こ

の
主
張

の
根
底

に
は
、

生
命

は

そ
れ
自

体

で
崇
高

で
あ

る
、

と

い
う

「
生
命

の
尊

厳
」

論

が
存

し

て

い
る
。

動
物

で
あ
れ
、

植
物

で
あ
れ

、

い
か

な
る
生
命

も

そ

れ
自
体

で
尊

重

さ
れ

る

べ
き
で
あ

っ
て
、
我

々

は
全
生

物

の
生
命

を
奪

う

こ
と

は
許

さ
れ

な

い
、
と

い
う

わ
け

で
あ

る
。
「
人
間

が
本

当

に
道
徳

的

で
あ

り
得

る

の
は
、
全

て
の
生
命

を
援

助

し
、
生

命
あ

る

ど
ん

な
も

の
も

傷

つ
け
よ

う
と

し
な

い
場
合

だ

け

で
あ

る
。
(ー

ー
ー

)
人
間

に
と

っ
て
、
生
命

は

そ
れ
自

体

で
神

聖

で
あ
る
。
人
間

は
木

か
ら

葉
を

切

り
取

ら
ず
、

花

を
引

き
抜

か
ず

、
昆
虫

を
押

し

つ
ぶ

さ
な

い
よ
う

に
注

意

す
る
。
㌧
理

こ

の
よ
う

に
シ

ュ
バ
イ

ツ

ァ
ー
は
書

い
て

い
る
。
こ
う
し

た
生
命

の
尊

厳

論

は
、
確

か

に
人
間
中

心

主
義

か
ら

は
遠

く
離

れ

て

い
る
よ

う

に
思
わ

れ
る
。

い
か
な

る
生
命

も
平

等

で
あ

っ
て
、

そ

の
内

の
ど

れ

か
を
優
遇

す

る

と

い
う

こ

と
は
意

図

さ
れ

て

い
な

い
か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
、

こ

の
主

張

は
果

た
し

て
説
得

的

な

の
だ

ろ
う

か
。

こ

の
主

張

は

一
見

し

た
と

こ
ろ
、

い
か
な

る
区

別
を

も
認

め

て

い
な

い
よ

う

に
思
わ

れ

る
。

道
徳

的

に
行
為

す

る
際

、
全

て

の
生

命

に
差

異
を



設
定

し
な

い
か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
、
注

意

し

て
考

え

れ
ば

、

こ

の
主

張

が
や

は
り
差

異
を

設
定

し

て

い
る

こ
と

に
気

づ

く

は
ず

で
あ

る
。

そ

れ

は
、

生
命

あ

る
も

の
と
生

命

な
き

も

の
と

の
差

異

で
あ

り
、
無

生
物

に
対

し

て
生

物

を
特
権

的

に
重
視

す

る

こ
と

で
あ

る
。
す

な
わ

ち
、

そ

の
主

張

は

「
生

命
中

心
主

義
」

と
呼

ぶ
こ

と
が
出
来

る
だ

ろ
う
。

我

々
人
間

は
、

生
物

に
対

し

て
は
道

徳
的

に
配

慮

し

て
行

為

す

べ
き

で
あ

る
が
、
無

生
物

に
対

し

て
は

そ
う

し
た
配

慮

は
必
要

な

い
わ

け

で
あ

る
。

し
か

し
、

ど
う

し

て
人
間

は
生
物

に
対

し

て

の
み
道
徳

的

に
配
慮

す

べ
き
な

の
だ

ろ

う

か
。

こ
こ

に
は
、
再

び

「
ク
ラ

ス
差
別

主
義

」
が

潜

ん
で

い
る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

人
間

の
仲
間

た

ち

(生

物

)
だ

け

に
道

徳
的

な

配

慮

を
す

る

こ
と

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

い
ず

れ

に
し

ろ
、

こ

こ
に
は

「
1
1

中
心

主
義

」
が
存

し

て

い
る

こ
と

は
間
違

い
な

い
だ
ろ

う
。

し

か
し
、

そ

れ
を

正
当
化

す

る
論
拠

は
自

分

た

ち
が
そ

の
メ

ン
バ
ー

で
あ

る
と

い
う

以
外

に
、

一
体

ど

こ
に
あ

る
だ

ろ
う

か
。
生

命

は

ど
う
し

て

そ
れ
自

体

で
神

聖

だ

と
言
え

る

の
だ

ろ
う

か
。
生
命

の
な

い
も

の
が

そ
れ
自

体

で
は
神

聖

で
な

い
と
何

故
言

え

る

の
か
。

一
方

で
生
命

の
中

で
恣
意

的
な

区

別

を
設
定

す

る

こ
と

に
反
対

し
な

が
ら

、
他

方

で
生
命

あ

る
も

の
と
生

命

な
き

も

の
と

い
う
新

た
な

恣
意
的

区

別
を
設

定

す

る
こ

と

に
な

る

の
で

あ

る
。

さ
ら

に
、

こ

の

「
生
命

中

心
主
義

」

は
全

て

の
生
命

を
平

等

な
仕
方

で
道

徳
的

に
配

慮

す
る

、

と

い
う
指

令

に
よ

っ
て
、
全

く
不

可
能

な

こ
と

を
我

々
人
間

に
要
求

す

る

こ
と

に
な

る
。
我

々
人

間

は
、
動

物

も
、
植
物

も
食

べ
る

こ
と

な
し

に
は
生

存

す

る
こ
と

が
不
可

能

で
あ

る
。
「
動
物

の

解

放
」
論

者

で
あ

れ
ば
菜

食
主

義

の
道

が
あ

る
が

、

「生

命

の
尊

厳
」
論

者

で
あ

れ
ば
菜

食

も
ま

た
不

可
能

に
な

る
。

こ
ん
な
事

が
現

実

に
可
能

で

あ

ろ
う

か
。

ま

た
、
人

間

に
対
し

て
様

々
な

害
悪

を

も
た

ら
す
生

物

に
対

し

て
、

我

々

は

一
体

ど

ん
な
態

度
を

と

れ
ば

よ

い
の

で
あ

ろ
う

か
。

日

本

脳
炎

を
媒

介

す
る
蚊

の
発

生
を

、
我

々

は
傍
観

す

べ
き

だ
ろ

う

か
。

重

大
な
病

気

を
引

き
起

こ
す

ウ

ィ

ル
ス
や
細

菌
を

殺

す

こ
と
は
、

道
徳

的

に
許

さ
れ

な

い
の
だ

ろ
う

か
。

こ
れ

ら
は
、

あ

く
ま

で
も

人
間

の
利
益

に
基
づ

い
て
考

慮

さ
れ

る

べ
き

も

の
で
は

な

い
だ

ろ

う

か
。

も

し
、
人

間

の
利
益

と

い
う
点

を
除

外

し
、
生

命
平

等
主
義

に
立

つ
と

す
れ
ば

、
病

気

を
治
療

す

る

こ
と
も

予
防

す

る

こ
と
も
出

来

な

い
に
違

い
な

い
。

こ
ん

な

こ
と
を
、

マ
ジ

で
主

張

で
き

る

の
だ

ろ
う

か
。

生
命

の
尊

厳

と

い
う
理
想

は
美

し

く

は
あ

る
か

も
し

れ
な

い
が
、

き

わ
め

て
現
実

性

に
乏

し

い

よ
う

だ
。



最
後

に

(三
)

生
物

・
無
生

物

を
も
含

め

た
全
自

然

環
境

へ
の
道

徳

的
配
慮

、

と

い
う
主

張

は
ど

う

で
あ

ろ
う

か
。
或

る
意

味

で
は
、

「
種

差
別

主
義

」
な

い
し

「
人
間
中

心

主
義

」
に
対
す

る
徹
底

的

な
批

判

は
、

こ

の
主

張

で
あ

ろ
う

。

こ

の
主

張

は
、

「土

地

の
倫

理
」
を
唱

え
た

レ
オ
ポ

ル

ド
が
明

確

に
表

現

し

て

い
る
。
(91
)
す

な

わ
ち
、
自

然

を
部
分

的

に
保

護
す

る

の

か
、

そ
れ

と
も
全

体

と
し

て
保
護

す

る

の
か
、

と

い
う

こ

と
で
あ

る
。
言

う

ま

で
も

な
く

、

レ
オ
ポ

ル
ド
は
自

然

の
中

に
い
か
な

る
区

別
を

も
設

定

せ
ず
、

自
然

を
全

体

と
し

て
保
護

す

る

こ
と
を

力
説

す

る
。
彼

は
、

「
倫
理
学

を

人
間

の
環

境

に
ま

で
拡
張

」

し
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「土

地
倫

理

は
、

共
同
体

と

い
う
概

念

の
限

界
を

、
土

壌

・
水

・

植

物

・
動
物

・
あ
る

い
は
集

合
的

に
土

地

へ
と
拡
張

す

る
。
l

I
ー

ホ

モ

・
サ
ピ

エ
ン

ス
の
役

割

を
土
地

共

同
体

の
征

服
者

か
ら
、
平

会
員

・
市

民

へ
と
変

え

る
。
土

地
倫

理

に
は
、
仲
間

の
会

員

に
対

す

る
尊

敬

と
共

同
体

そ

の
も

の

へ
の
尊
敬

が
含

ま

れ
る
。
」
()̀2
)
こ

こ
に
は
、
ど

ん
な

「
1

1

中

心
主

義

」
も

「
l

I
差
別

主
義

」

も
な

い
の
で
あ

る
。

自
然

全
体

が
等

し

く
平
等

で
あ

っ
て
、

そ

の
内

の
何

か

一
部

分

を
優
先

さ

せ

る
こ
と

は

な

い

の
で
あ

る
。

し

か

し
、

こ

の
こ
と

は
具
体

的

に
何

を
意
味

し

て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。

こ
れ

は
、
自

然
環

境

に
対
し

て
人

間
が

一
切

手

を
加

え

て
は
な

ら
な

い
、

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う

か
。

し

か
し
、

こ
ん

な

こ
と
は

人
間

が

こ

の

地
上

か
ら

消
滅

す

る

の
で
な

い
限

り
、

と

て
も
可
能

で
は
な

い
だ

ろ
う

。
そ

れ

で
は
、

人
間

が
出

来

る
だ

け
自
然

に
対

し

て
手

を
加

え

る
こ

と
を

差

し
控

え
る
、
と

い
う

こ
と
だ

ろ
う

か
。
そ

れ
と

も
、
今

あ

る
自
然

環
境

を

そ

っ
く
り

そ

の
ま

ま
残

し

て

い
く

こ
と

な

の
だ

ろ

う

か
。
あ

る

い
は
、

自
然

環
境

を
現

在

よ
り

も

っ
と
よ

い
も

の

に
改
変

し

て

い
く

こ

と
だ

ろ
う

か
。

し
か

し
、

そ
れ

は
ど

ん
な
基

準

で
、

ど

の
よ
う

に
な

さ

れ
る

べ
き

だ

ろ
う

か
。

よ

い
自

然

環
境

と
は

、
そ

も
そ

も

い
か
な

る
も

の
だ

ろ
う

か
。

そ

こ
で
登

場
す

る

の
が
、

「
エ
コ
シ
ス

テ
ム

(生

態
系

)
」

と

い
う
概

念

で
あ

る
。

そ
れ

に
従

え
ば

、
人

間
が
自

然

環
境

に
対

し

て

い
か

に
道

徳

的

に
配
慮

す

る

か
を
考

え

る
と
き

、
準
拠

す

べ
き
は
地

球

の

エ
コ
シ
ス
テ

ム
な

の

で
あ

る
。

生
態

系

に
従

っ
て
、
人

間

は
自
然

環
境

を
保

護

す

べ

き

だ
、

と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

し

か

し
、
注

意

す

べ
き
は

「
エ
コ
シ
ス

テ
ム
」

と

い
う
概
念

は

一
つ
の
事
実

的

な
概
念

で
あ

っ
て
、

そ

こ

か
ら
道

徳

的
な
義

務

が
導
出

で
き

る
も

の
で

は
な

い
。
生
態

系

と

い
う
概
念

は
道

徳

的

に
は

ニ

ュ
ー
ト

ラ

ル
な
概
念

で
あ

っ
て
、
「
生
態

系
を

守

る

べ
き
だ
」

と

い
う
価

値

判
断

は
決

し

て
生

じ
な

い
。
も

し
、

そ

れ
を
主

張

す

る
と
す

れ
ば

、
典

型
的

な
自

然
主

義
的

誤
謬

に
陥

っ
て
し

ま
う

で
あ

ろ
う
。

例



え
ば

、
自

然
を

ホ

メ
オ

ス
タ

テ

ィ
ッ
ク
な

体
系

と

し

て
捉

え

る

ロ

ル
ス
ト

ン
は
次

の
よ

う

に
述

べ
て

い
る
。
　

で
あ

る
　

か
ら
　

よ

い
　

へ
の
移

行
、

さ
ら

に

『
す

べ
き

で
あ

る
』
へ
の
移
行

は
価

値
評

価

的
な

移
行

で
あ

る
が

、
必

然
的

に
は
遂
行

さ

れ
な

い
。
」
　

一
方

で

こ
の
よ
う

に
認

め

つ

つ
、
他

方

で

ロ
ル
ス
ト

ン
は
価

値

と
事
実

の
融

合

を
語

る

の
で
あ

る
が
、

そ

の
理
由

は
全

く

不
明
確

で
あ

る
。

自
然

が

生
態
系

を

な

す
、

と

い
う

事

実

か
ら

は
生
態

系

を
保

護
す

べ
き
だ
、

と

い
う
道

徳
的

判
断

は
必
然
的

に
は
生

じ
な

い
は
ず

で
あ

る
。

そ

も
そ

も
、
生

態
系

と

い
う
概

念
自

体

が
問

題

で
あ

る
。
確

認

す

べ
き

で
あ

る

の
は
、

生
態

系

は
ど

の
時
点

に
お

い
て
も
事

実

的

に
は
常

に
成

立

し

て

い
る

の
で
あ

っ
て
、

「生

態
系

」
は
本
来

守

ら
れ

る

べ
き
も

の

で
は
な

い
の
で
あ

る
。
問

題

は
、

ど

の
生

態
系

を

守

る
か

で
あ

っ
て
、

生
態

系

一
般

を
守

る

こ
と

で

は
な

い
。

た
と
え

現
在

の
生

態
系

が
崩

れ

て
も
、

次

に
は
新

た
な

生
態

系

が
成
立

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
例

え
ば

、

か

つ

て
地
球

上

で
恐
竜

が
生

活

し

て

い
た
生
態

系
が

あ

っ
た
。

し

か
し
、

現
在

そ
う

し

た
生
態

系

は
消
滅

し

て

い
る
が
、

別

の
生
態

系

が
成
立

し

て

い

る
。
生

態
系

一
般

が
消

滅

す

る
わ

け
で

は
な

い
。

そ
れ
故

、
問

わ

れ
る

べ
き

は
ど

ん
な
生

態
系

が
道
徳

的

に
望

ま

し

い
か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ

う
。

し

か
し
、
言

う

ま

で
も
な

く

こ
れ

に
対
す

る
答

え

は
、
生

態
系

か

ら
は
決

し

て
出

て
こ
な

い
の

で
あ

る
。

三
〇

〇
年

前

の
生
態

系

と
、

現
在

の
生
態

系

は
果

た
し

て
ど

ち
ら

が
道
徳

的

に
望

ま
し

い
も

の
だ

ろ
う

か
。

こ
れ

を
決
定

す

る
基

準
が

、
生

態
系

そ

の
も

の

に
あ

る

と
は
決

し

て
思

え
な

い
の
で
あ

る
。

は

っ
き
り

と
言

え
ば

、

こ
う
し

た

コ
生
態
系

中

心
主
義

L

で

は

い
か
な

る
道

徳

的
行

為
を

も
不

可
能

に
な
る

だ

ろ
う
。

も
し

そ

こ
か
ら
、

道
徳

的

な
当
為

を
導

き
出

す

と
し

た
ら
、

恐

ら
く

こ

っ
そ
り
別

の
価

値
基

準

を
持

ち
込

ん

で

い
る
た

め

に
他

な

ら
な

い
の
で
あ

る
。

(
5

)

人

間

中

心

主

義

で

ど

こ

が

悪

い

の

か

?

我

々
は

こ
れ

ま

で
、

「
人

間
中

心
主
義

的
倫

理
学
　
批

判

と

い
う

論
点

に
絞

っ
て
、
環

境
倫

理

学

の
議

論

を
考
察

し

て

き
た
。

そ

れ
で

は
、

こ

の

考
察

を

通

し

て

一
体
何

が
成

果

と
し

て
獲
得

さ

れ
た

の
だ

ろ
う

か
。
簡

単

に
整

理
し

て

お
き
た

い
。

第

一
に
、
道

徳
的

な

行
為

主
体

(
　

)
の
共

同
体

と

い
う
意

味

で
倫

理
学
を

構
想

す

る
と

き
、
こ

の
成

員

に
な

る

の
は
基
本

的

に
人
間

で
あ
る
、



と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

も
し
、

こ
れ

に

「
種
差

別
主

義
」

的
響

き

を
感

じ
る

な
ら
ば

、
人

格

と
言

い
換

え

て
も

よ

い
。

行
為

主
体

と

し

て
相

互

に

承
認

し
あ

う

こ
と
が

出
来

る

こ
と
、

あ

る

い
は
立
場

の
対

称
性

が
成

立

す
る

こ
と
、

こ
れ
が
道

徳
的

な
共

同
体

の
基
本
条

件

で
あ

る
だ

ろ
う

。

こ

れ

は
、

例

え
ば

フ
ァ
イ

ン
バ

ー
グ
も

「
動

物

に
は
義

務
遂

行
能

力
が

な

い
」

の

で
、

動
物

に
は

「権

利
」

が

認
め

ら
れ

な

い
、

と

い
う

仕
方

で
論

及

し

て

い
る
。
象

道

徳

が
問
題

に
な

る
の

は
、
行

為

主
体

と
し

て

の
人
間

(人
格

)
に
関

し

て

で
あ

っ
て
、
「
人

間
が

ど

ん
な
行

為

を
す

る

の
は
　
よ

い

・
悪

い
』

か
」

で
あ

る
。

こ
の
意
味

で
は
、

倫

理
学

は
あ
く

ま

で
も

「
人
間

中
心

主
義

的
倫

理
学

」

で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

ど

ん
な
行

為
を

し

て
よ
く
、

ど

ん
な
行

為

は
悪

い
か
、

何

を
な

す

べ
き

か
な

ど
が
問

題

に
な

る

の
は
、
人

間

に

お

い
て
だ
け

で
あ

る
。

シ

ン
ガ

ー
が

「動

物

の
解

放

」
論

を

唱
道

す
る

と
き
、

人
種

差
別

や

女
性
解

放

の
延

長
線

上

に

「
動
物

の
解

放

」
を

位
置

づ

け
る

の
は
、

ミ
ス
リ

～
デ

ィ

ン
グ

で
あ

る
。

そ

う

し

た
解
放

は
行

為
主

体

と
し

て

の
解

放

で
あ

っ
て
、
動

物

の
解

放

と

は
根

本

的

に
異
な

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
解

放

さ
れ

た
後

で

は
、

基
本

的

に
立
場

の
対

称
性

が
成

立

す
る

の

で
あ

っ
て
、

相
互

に
承

認

し
あ
う

こ

と
が
出

来

る

の
で
あ

る
。

「動

物

の
解
放

」
で
は

こ

の
こ
と

は
決

し

て
成

立

し
な

い
。

第

二

に
、
人

間

が
行
為

す

る
際
、
何

を
道

徳
的

に
配
慮

す

べ
き

か
、

つ
ま

り
道
徳

的

な
行

為

の
対
象

(
　

)
と

い
う
点

に
関

し

て
、
我

々

は

「
苦
痛

感
受

能
力

中

・10
主
義

」
・
「
生
命

中

心
主
義

」
・
「
エ
コ
シ

ス
テ
ム
中

心
主
義

」

を
区

別

し
た
。

人
間

中

心
主
義

に
対

立

し

て
提

示

さ
れ

る
枠

組

み

で
あ

る
が
、

そ

の
ど

れ
も
論

証
的

な
説

得

性

に
欠

け

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

そ
も
そ

も
、

我

々
は
道

徳
的

な
行

為

の
対
象

の
範

囲
、

と

い
う

点

に
関

し

て

「
人

間
中

心
主
義

」
を
捨

て
る
必
要

が
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

こ
れ

を
考

え

る
た

め

に
、

「
人
間

中

心
主
義

」
か
ら
最

も
遠

い

「
エ
コ
シ

ス
テ

ム
中
心

主
義

」

を
見

て
み

る

こ
と

に
し
よ

う
。

「
エ

コ
シ
ス
テ

ム
」
に
関

し

て
我

々
が
得

た
成

果

は
、

「
エ
コ
シ

ス
テ
ム
」
と

い
う
事

実

か
ら

は

い
か
な
る
道

徳
的

な
判

断

も
生

じ
な

い
こ
と

で

あ

っ
た

。
ま

た
、

問
題

は

「
エ

コ
シ
ス
テ

ム
」

一
般

で
は

な
く

、
ど

ん
な

「
エ
コ
シ

ス
テ
ム
」

を
守

る

か

で
あ

っ
た
。

で
は
、

こ
の
保
護

の
基

準

に
な
る

の

は

一
体
何

で
あ

ろ
う

か
。

例

え
ば

、

「
自
然

環
境

の
美

し

さ
」

を
語

る

ひ
と
が

い
る
か
も

し

れ
な

い
。
あ

る

い
は
、

「
多
様

な

生
物

種

の
存
続

」
を

求

め
る

ひ
と
も

い
る

で



(3
)

従
来
の
倫
理
学

の
整
理

に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
を
参
照
。

あ

ろ
う

。
し

か
し

、

こ
う
し

た
基

準

は
ど

れ
も

「
人
間

」
を
抜

き

に
は
成

立

し
な

い
の
で
あ

る
。

「自

然

の
美

し

さ
」
を
保

護

す

べ
き
な

の
は
、

そ

の
美

し
さ

に
感
動

す

る
人
間

が
存

在

す
る

か
ら

で
あ

る
。

ま
た

、

「多

様

な
生
物

種

の
存
続

」
を
保
護

す

べ
き

な

の
は
、

そ

れ
を
観

察

し
楽

し
む
人

間

に
と

っ
て
な

の
で
あ

る
。

あ

る

い
は
、

そ
う

し
た
自

然

環
境

を
保

護
す

る

こ
と

が
、
結

局

は
人
間

の
生

存

可
能
性

に
繋

が

る

か
ら

で
あ

る
。

こ

こ

か
ら
分

か
る

の
は
、

ど

ん
な

「
エ
コ
シ
ス

テ
ム
」

が
望

ま

し

い
か
を
考

え

る
と

き
、
自

然

の
人

間

か
ら

の
自

立

性
を

認

め

て
も

、

や
は

り
人
間

に
と

っ
て
の
自
然

が
問

題
な

の
で
あ

る
。
自

然

の
過
程

で
絶
滅

し

か
か

っ
て

い
る
生

物
種

を
、

い
わ
ば

人
為

的

に
救

済

す

る

の
は
そ

れ
を
雄

弁

に

示
す

だ
ろ

う
。

我

々
が
人

間
中

心
主

義

を
脱

す

る
と
書

う
場
合

、
慎

重

で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。
そ

れ
は
自

己
欺
隔

的

な
場

合
が

多

い
の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

一
見

し
た

と

こ
ろ
、

人
間
中

心
主

義
的

倫

理
学

を
批

判

し
て

い
な
が

ら
、

そ

れ
自
身

新

た
な

人
間
中

心
主

義

を
導

入
す

る

こ
と

が
き

わ
め

て
多

い

の

で
あ

る
。

し

か
し
、

そ

も
そ

も

「
人
間
中

心

主
義

」

は
果

た
し

て

一
体

ど

こ
が
誤

っ
て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。
道
徳

的

主
体

の
共

同
体

を
考

え

る

場
合

で
も

、
あ

る

い
は
道
徳

的

に
配
慮

す

べ
き
対
象

を
考

え

る
場
合

で
も
、
常

に

「
人
間

の
倫
理

学
」

が
問

題

で
は

な

い
だ
ろ
う

か
。

我

々
は

、

、
人
間

エ
ゴ
イ
ズ

ム
し
と

か

「
人
間

シ

灘
ー

ヴ

ィ

エ
ズ

ム
嬬
と

い
う

レ
ッ
テ

ル
で
、

従
来

の
倫

理
学

を
簡

単

に
非
難

し

な

い
よ
う

に
し

よ
う

。

讐
人

間

の
倫

理

学
」
は
そ

れ
自
体

で
は
、

決

し
て
自

然
環

境

の
破
壊

を
意

図

す
る

わ
け

で
は

な

い

の
で
あ

る
。

む
し

ろ
、

「
人
間

の
立

場
」
か
ら

の
み
有

効

か

つ
有
意

味

な
環

境
論

が
可
能

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。



道

徳

的
行

為

の
主

体

(
　

)ー

客

体

(
　

)
と

い
う
概

念

は

、
註

(3

)
フ

ラ

ン
ケ

ナ

の
論

文

に
負

っ
て

い
る

。
尚

、
フ
ラ

ン
ケ

ナ
自

身

は
ウ

ォ
ー

ノ

ッ
ク

の
次

の
論

文

か

ら
、

受

け
取

っ
て

い
る

。

「
ク

ラ

ス
差

別

主
義

」
に

つ
い
て
は
、
次

の
論

文

を
参

照

。
　

レ
オ
ポ

ル
ド
は
自
然
保
護

の
た
め
に
自
然

に
手

を
加
え
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
単
に

「自
然

の
ま
ま
に
放
置
す
る
」

こ
と
を
目
指

し
て
い
る
わ
け
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巨
ω
"蕊
塗

た
だ
し
、
こ
の
問
題
は

「権
利
」
概
念
の
再
検
討
を
必
要
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
出
来
な

い
。

(昭
和
五
九
年
度
本
学
大
掌
院
博
士
諜
程
修
了

・
東
和
大
学
工
学
部
助
教
授
)

で
は

な

い
。


