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『〈
土
〉
と
い
う
精
神
：
ア
メ
リ
カ
の
環
境
倫
理
と
農
業
』
に
続
き
、
農
業
と
食
に
関
す
る
私
の
著
作
の
翻
訳
に
力
を
注

い
で
く
れ
た
太
田
和
彦
さ
ん
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
も
と
も
と
私
は
、
環
境
倫
理
学
を
志
す
若
い
哲
学
教
授
と
し
て

こ
の
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
私
の
初
期
の
研
究
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
、
特
に
原
子
力
発
電
に
関
す
る
も
の
だ

っ
た
が
、
教
職
を
務
め
る
な
か
で
、
次
第
に
農
業
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
す
ぐ
に
、
食
と
い
う
テ
ー
マ
は

哲
学
的
考
察
の
た
め
の
多
く
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
と
、
他
の
環
境
哲
学
者
た
ち
が
そ
の
機
会
を
見
落
と
し
て
い
る
こ

と
に
気
が
つ
い
た
。

　

二
〇
世
紀
後
半
の
英
語
圏
の
環
境
哲
学
者
は
皆
、
菜
食
主
義
以
外
の
食
の
問
題
を
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
特
に
ア
メ
リ

カ
の
環
境
哲
学
者
た
ち
は
、
農
業
と
食
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
農
業
は
自

然
の
一
部
で
は
な
い
と
い
う
確
固
た
る
見
方
が
あ
っ
た
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
農
作
が
行
わ
れ
て
い
る
景
観
に
は
、

環
境
保
護
主
義
者
が
興
味
を
持
つ
よ
う
な
独
自
の
価
値
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
公
衆
衛
生
が
産
業
公
害
か
ら
、
野
生
の

生
態
系
が
資
源
採
取
か
ら
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
は
農
業
か
ら
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
も

の
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
姿
勢
は
、
自
然
保
護
区
の
設
立
や
、
大
気
や
水
の
汚
染
を
防
ぐ
た
め
の
法
規
制
、
原
生
自
然
や
絶

滅
危
惧
種
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
か
ら
生
ま
れ
た
。
農
業
は
、
野
生
生
物
の
生
息
地
の
保
全
を
目
的
と
し
た
土
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地
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
活
動
で
あ
り
、
化
学
農
薬
と
合
成
肥
料
に
よ
る
汚
染
源
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

　

フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
環
境
倫
理
学
が
取
り
組
む
べ

き
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
環
境
倫
理
学
の
主
流
に
欠
け
て
い
た
視
点
に
気
付
い
た
。
そ
れ
が
農
業
だ
っ
た
。
か
ね

て
よ
り
多
く
の
哲
学
者
は
、
農
業
を
、
自
然
の
中
に
人
間
が
溶
け
込
む
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
活
動
と
し
て
位

置
付
け
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
後
半
の
哲
学
者
た
ち
が
食
料
生
産
の
議
論
を
避
け
て
き
た
こ
と
は
、
大
き
な
変
化

を
表
し
て
い
る
。
過
去
世
代
が
農
業
を
話
題
の
中
心
に
据
え
て
い
た
の
に
対
し
、
現
在
の
世
代
は
、
農
業
を
工
業
生
産
の

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
捉
え
、
製
造
業
や
交
通
機
関
、
医
療
な
ど
の
産
業
経
済
に
お
け
る
一
分
野
に
過
ぎ
な
い
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
農
業
は
他
の
産
業
分
野
と
同
様
の
倫
理
観
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
農
業

と
食
に
お
け
る
環
境
問
題
や
社
会
問
題
に
も
、
そ
れ
に
応
じ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
き
た
。

　

し
か
し
、
二
一
世
紀
の
最
初
の
一
〇
年
間
で
、
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
般
向
け
の
書
籍
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
レ
ス
ト
ラ
ン
は
地
元
の
生
産
者
と
の
つ
な
が
り
を
築
き
は
じ
め
、
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
人

が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
支
援
型
農
業
の
モ
デ
ル
は
、
日
本
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一

〇
年
ま
で
に
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
の
大
学
は
食
農
倫
理
学
に
関
す
る
コ
ー
ス
を
新
設
し
、
学
生
の
活
動
の
た
め
の
農
場

（
実
際
に
は
農
園
）
を
造
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
私
の
著
作
は
、
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
関
係
者
や
環
境
哲
学
者
を

対
象
に
し
て
い
た
が
、『
食
農
倫
理
学
の
長
い
旅
』
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
読
者
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

食
農
倫
理
学
を
初
め
て
学
ぶ
人
が
手
に
と
れ
る
一
冊
に
な
る
よ
う
心
が
け
た
つ
も
り
だ1
＊

。

　

原
書
の
序
文
に
あ
る
よ
う
に
、
私
は
本
書
を
、
農
家
や
研
究
者
、
そ
の
他
の
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
専
門
家
と
一
緒
に
働

い
て
き
た
三
〇
年
の
間
に
学
ん
だ
多
く
の
こ
と
を
、
よ
り
広
く
、
一
般
の
人
々
に
届
け
る
た
め
に
執
筆
し
た
。
私
の
知
る
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哲
学
研
究
者
た
ち
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
読
者
諸
氏
も
、
農
業
の
こ
と
を
、
工
場
の
ラ
イ
ン
や
、
発
電
所
や
、
鉱
山

の
よ
う
な
、
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
し
て
い
る
生
産
拠
点
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

食
農
倫
理
学
は
、
次
の
一
つ
の
質
問
か
ら
出
発
す
る
。「
こ
の
生
産
拠
点
が
生
産
す
る
製
品
や
、
そ
れ
ら
を
生
産
す
る
た

め
の
方
法
は
、
周
囲
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
ま
す
か
？
」。
こ
の
影
響
に
は
、
汚
染
、
食
生
活
の
変
化
に
よ
る
有
害

な
影
響
、
労
働
者
の
処
遇
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
動
物
の
処
遇
も
含
ま
れ
る
。
お
そ
ら
く
読
者
諸
氏
は
、
こ
れ
ら
の
質
問
へ

の
答
え
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
、
医
療
分
野
、
交
通
機
関
な
ど
、
産
業
社
会
の
他
の
形
態
の
社
会
倫
理
と
よ
く
似
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
思
い
込
み
と
闘
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
思
い
込
み
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　

私
は
こ
の
本
が
、
特
に
北
米
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
。
か
つ
て
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
、
ア
マ
ル

テ
ィ
ア
・
セ
ン
、
ラ
ヘ
ル
・
ジ
ャ
エ
ギ
に
も
贈
ら
れ
た
、
北
米
社
会
哲
学
協
会
の
栄
え
あ
る
賞
「
ブ
ッ
ク
・
オ
ブ
・
ザ
・

イ
ヤ
ー
」
に
選
出
さ
れ
た
。
本
書
の
読
者
の
中
に
は
、
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
で
働
く
人
た
ち
、
特
に
農
家
の
人
々
が
直
面
し

て
い
る
課
題
や
展
望
に
共
感
さ
れ
た
人
も
い
る
と
思
う
。
出
版
社
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
本
の
売
れ
行
き
は
悪
く
な
い

そ
う
だ
。
し
か
し
、
本
書
は
私
自
身
の
哲
学
的
懸
念
を
十
全
に
表
し
て
い
な
い
。
第
6
章
「
地
場
産
の
魅
惑
」
を
除
い
て
、

フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
倫
理
的
な
問
題
が
、
食
以
外
の
分
野
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
、
医
療
分
野
、
交
通
機
関
な
ど
）
に

お
け
る
倫
理
的
な
問
題
と
根
本
的
に
同
じ
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
、
異
議
を
唱
え
て
は
い
な
い
。
人
々
が
食
料
を
生
産
し
、

流
通
さ
せ
、
消
費
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
人
間
性
を
自
然
に
深
く
結
び
つ
け
て
い
る
と
見
な
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
カ

ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
以
前
の
哲
学
者
た
ち
に
読
者
の
関
心
を
向
け
る
も
の
に
も
な
っ
て
い
な
い
。

　

ア
ジ
ア
の
状
況
、
特
に
日
本
の
状
況
は
、
欧
米
諸
国
と
は
異
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
や
中
国
の
伝
統
的
な
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思
想
を
持
つ
哲
学
者
た
ち
と
語
り
合
っ
て
わ
か
っ
た
の
は
、
私
と
同
世
代
の
著
名
な
環
境
思
想
家
た
ち
は
、
農
業
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
支
援

型
農
業
が
日
本
で
生
ま
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
し
、
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
の
生
産
者
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
は
あ
ま
り
に

も
小
規
模
で
あ
る
と
思
う
よ
う
な
農
場
を
、
日
本
人
が
今
も
大
切
に
し
て
い
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
私
も
ま
た
、
多
く

の
ア
メ
リ
カ
人
の
よ
う
に
、
日
本
で
大
切
に
さ
れ
て
き
た
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
そ
の
日
本
で
、

本
書
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
嬉
し
く
思
う
。
本
書
の
最
後
の
文
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
本
が
、
技
術
と
自
然

の
間
、
農
業
と
産
業
の
想
像
力
の
間
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
東
洋
と
西
洋
の
人
々
の
間
の
、
よ
り
深
い
対
話
へ
の
招
待
状

と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

二
〇
二
〇
年
五
月
六
日　

ミ
シ
ガ
ン
州
ラ
ン
シ
ン
グ

ポ
ー
ル
・
Ｂ
・
ト
ン
プ
ソ
ン


