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「
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
の
基
本
課
題
を
め
ぐ
っ
て

嶋
崎

隆

本
論
は
、
哲
学
の
立
場
か
ら
、
私
が
「
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
と
名
づ
け
る
分
野
に
関
し
て
、
そ
こ
に
そ
も
そ
も
原
理
的
に
、

ど
う
い
う
基
本
課
題
な
り
問
題
領
域
が
設
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
を
で
き
る
か
ぎ
り
総
合
的
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で

に
こ
の
新
し
い
哲
学
分
野
で
は
、
日
本
内
外
で
か
な
り
の
蓄
積
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
た
し
か
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
各
流
派
を

扱
っ
た
も
の
と
か
、
環
境
倫
理
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
豊
富
に
存
在
す
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
そ
も
そ
も
全
体
と
し
て
エ
コ
フ
ィ

ロ
ソ
フ
ィ
ー
が
い
か
な
る
諸
課
題
を
担
う
必
要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
幅
広
く
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
各
研
究
者
・
各
運
動
家
は
、
自
分
の
興
味
・
関
心
か
ら
問
題
を
提
起
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー

の
ど
の
分
野
に
該
当
す
る
の
か
、
な
ど
を
自
覚
し
て
展
開
す
る
こ
と
は
意
外
と
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。

本
論
は
ま
ず
前
段
と
し
て
、
地
球
規
模
の
環
境
問
題
へ
の
対
応
の
困
難
さ
に
つ
い
て
予
備
的
考
察
を
お
こ
な
う
。
さ
ら
に
具
体
的

に
地
球
温
暖
化
問
題
を
中
心
に
、
自
然
環
境
の
問
題
が
地
球
規
模
で
広
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
紹
介
・
検
討
す
る
。
す
で
に
こ
の

な
か
で
、
私
の
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
の
ス
タ
ン
ス
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
以
上
が
前
半
部
分
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
状
況
認
識
を
踏
ま
え
て
、
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
の
四
つ
の
分
野
の
究
明
を
そ
の
基
本
課
題
と
定
め
て
、
そ
こ
で
ど
う
い
う
問
題

が
、
従
来
の
哲
学
と
比
べ
て
新
し
く
登
場
し
て
き
た
の
か
を
紹
介
・
検
討
し
た
い
。
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
の
分
野
と
し
て
、
第
一

に
自
然
哲
学
と
狭
義
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
自
然
科
学
の
分
野
が
考
え
ら
れ
、
第
二
に
環
境
倫
理
に
お
け
る
多
様
な
議
論
が
考
察
さ
れ
る
。

さ
ら
に
第
三
に
、
経
済
現
象
を
中
心
に
、
環
境
問
題
を
社
会
批
判
・
社
会
認
識
と
の
関
連
で
考
察
す
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
エ
コ
ロ

ジ
カ
ル
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
形
成
の
問
題
を
、
生
活
文
化
を
背
景
に
展
開
し
た
い
。
以
上
四
つ
の
分
野
で
、
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー

の
課
題
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
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Über Grundprobleme der
”
Okophilosophie“

Takashi Shimazaki

 

In dieser Arbeit mochte ich vom philosophischen Standpunkt aus
 

betrachten, welche Grundprobleme und Gebiete der sogenannten
 

Okophilosophie man prinzipiell und systematisch annehmen muss.

Daruber gibt es nicht nur in Japan,sondern auch weltweit mittlerweile
 

ziemlich viel Forschung. Wir sehen zwar allerlei Stromungen der
 

philosophischen Okologie,der Umweltethik usw.aber es finden sich
 

wenig Reflexionen darauf,was die Grundprobleme der Okologie sind.

Die meisten Okologen behandelten unter philosophischen Vorausset-

zungen,aber sie legen nicht offen,auf welchem fundamentalen Gebiet
 

und mit welchen Kategorien sie dabei forschen.

In dieser Arbeit betrachte ich zuerst die Schwierigkeiten bei der
 

Losung der Umweltprobleme,besonders des Problems globaler Erwar-

mung.Dadurch mochte ich zu vier Grundproblemen der Okophiloso-

phie kommen.Denn meiner Meinung nach kann es nur vier Grundprob-

leme der Okophilosophie geben.Und zwar erstens die Naturphiloso-

phie,die Okologie im engeren Sinne,und die Naturwissenschaften wie
 

Geophysik,Meteorologie usw.Diese untersuchen empirisch und natur-

wissenschaftlich, was die Natur ist, d.h. ihre qualitativen und
 

quantitativen Strukturen, ihre Geschichte und Veranderungen. Jene
 

faßt die Resultate der Naturkenntnisse zusammen und bedenkt das
 

Verhaltnißzwischen Mensch und Natur. Zweitens die Umweltethik.

Unter ihren viel diskutierten Problemen mochte ich besonders den
 

Gegensatz zwischen Anthropozentrismus und Physiozentrismus
 

betrachten. Drittens der Zusammenhang der Gesellsachaft mit den
 

Umweltproblemen und der gesellschaftliche Ursprung der Okologie.

Ohne die kritische Gesellschaftstheorie kann man die Umweltprob-
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leme nicht tief genug begreifen, weil sie aus Widerspruchen der
 

Sozialwelt entspringen. Viertens die mit der Umwelt vertragliche
 

Lebensform.Einige Vorschlage dazu entwickle ich im Anschluss an
 

die Lebenskultur.

Wenn man die Okophilosophie in Verbindung zu den traditionellen
 

Gebieten der Philosophie setzt, so ergeben sich Naturphilosophie,

Ethik,Sozialphilosophie,und Theorie der Lebenswelt und Lebensfor-

m.Damit ist die ganze Okophilosophie umfasst,und es lassen sich die
 

Umweltprobleme prinzipiell begreifen. In diesem Lichte mochte ich
 

auch wichtige Stromungen der Okologie,wie social ecology”, deep
 

ecology”, Okomarxismus (sozialistische Okologie), ecofeminism”

diskutieren.

Naturlich muss man sich dabei mit der vorherrschenden,der liber-

alistischen Okologie zuerst auseinandersetzen. Diese soll kritisch
 

betrachtet werden, weil sie selbst eine der großen Ursachen fur
 

Umweltprobleme zu sein scheint.
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