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森林環境　多事争論特　集

はじめに

井上真・桑山朗人

　「森林環境研究会」年報の編集方式が変わった。前号までは通常の書籍編集と同じやり方だったが、

今回からは年間テーマを月刊誌『グリーン・パワー』に 12 回に分けて連載し、それを年報の特集テー

マとして掲載することにした。

　新編集方式初回のテーマに設定したのが「森林環境 多事争論」である。多事争論は、福沢諭吉『文

明論之概略』に書かれており（「自由の気風は唯（ただ）多事争論の間に在りて存するものと知る可し」）、

多くの人が様々な議論を戦わせることを意味する。これは多数派が力を持ちやすい社会の中で一人一人

が自由を維持するために不可欠な理念である。

　今回の特集では、森林環境研究会のメンバー全員（11 名）が、森林に関わる環境・社会・文化に関

する通説、あるいは一定の人々が共有している説を取り上げ、専門的な視点から通常とは異なる光を当

ててみた。11 回の内容はざっくりと「思想・理念」、「ガバナンス」、「エネルギー」、「地域再生」の四

つに括
くく

ることができる。一人一人が自由に多事争論を試みた結果がこの４テーマになったことは、奇し

くも当研究会メンバーの問題意識が現代社会の重要な問題と密接に絡んでいることを示している。

表紙写真：私の集落の神社の遠景＝ 2017 年 10月（井上真）
目次写真：左＝エレファントサファリをする観光客（原田一宏）
　　　　　右＝河床を切り下げてマングローブ林を再生しようと協働する人たち（鎌田磨人）
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は
じ
め
に

　

日
本
は
明
治
維
新
以
降
、
西
洋
文
明
を
集
中
的
に
導

入
し
急
速
な「
近
代
化
」を
推
進
し
て
き
た
。一
般
に「
近

代
化
」
は
、
経
済
面
で
は
産
業
化
と
し
て
、
政
治
面
で

は
民
主
化
と
し
て
、
社
会
面
で
は
自
由
・
平
等
の
実
現

と
し
て
、
文
化
面
で
は
合
理
主
義
の
実
現
と
し
て
定

義
さ
れ
る
（
富
永
１
９
９
０
）。
し
か
し
、
政
府
主
導

で
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
た
日
本
の
近
代
化
は
、
も
っ

ぱ
ら
経
済
的
近
代
化
（
産
業
化
）
に
関
心
が
向
い
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
・
社
会
・
文
化
の
面
で
は
最

近
ま
で
伝
統
的
要
素
が
色
濃
く
残
り
、
近
代
的
要
素
と

の
せ
め
ぎ
合
い
が
続
い
て
き
た
。
政
治
や
企
業
の
世
界

に
お
け
る
ム
ラ
的
要
素
（
因
習
的
人
間
関
係
な
ど
）
が

否
定
的
に
語
ら
れ
る
一
方
で
、
少
年
犯
罪
な
ど
へ
の
対

早
稲
田
大
学
人
間
科
学
学
術
院
教
授　

井
上 

真

新
し
い
森
の
思
想
を
創
生
す
る
こ
と
は
可
能
か
？

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
宗
教
は
い
つ
ど
ん
な
時
代
で
も
、

そ
し
て
世
界
中
で
、
安
心
感
と
幸
福
感
を
得
る
手
段
と

し
て
人
々
に
支
持
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
私
自
身

は
、
自
宅
の
敷
地
内
に
あ
る
屋
敷
神
や
集
落
の
氏
神
さ

ま
を
祀ま

つ

り
、
正
月
に
は
神
社
に
初
詣
に
行
き
、
祖
霊
の

供
養
は
仏
式
で
執
り
行
う
、
い
わ
ば
日
本
人
の
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
と
も
言
え
る
宗
教
行
為
の
実
践
者
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
特
定
宗
教
の
信
者
で
は
な
い
。

西
洋
的
自
然
観
vs.
東
洋
的
自
然
観
に
違
和
感

　

宗
教
に
よ
る
自
然
観
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
が

対
比
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
一
神
教
で
あ
る
前
者
に
影

響
を
受
け
た
西
洋
的
自
然
観
に
お
い
て
、
自
然
は
人
間

　

ま
た
、
日
本
の
神
道
は
森
の
宗
教
で
あ
る
。
神
社
は

今
で
も
森
に
囲
ま
れ
て
い
る
が
、
元
々
は
森
そ
の
も
の

が
神
社
で
、
神
様
は
し
め
縄
が
張
っ
て
あ
る
御
神
木
に

時
々
降
り
て
き
た
。
天
皇
を
頂
く
国
家
神
道
と
は
異
な

り
、
本
来
の
神
道
は
自
然
崇
拝
で
あ
り
、
森
だ
け
で
は

な
く
動
物
た
ち
（
狐き

つ
ね、

蛇
、
牛
な
ど
）
も
神
の
一
種
と

し
て
人
々
を
護ま

も

っ
て
く
れ
た
。

　

以
上
の
認
識
か
ら
す
る
と
、
仏
教
や
日
本
の
神
道
こ

そ
が
人
間
社
会
を
自
然
と
の
調
和
に
導
く
灯
火
に
な
り

う
る
思
想
性
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
一

方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
は
人
間
の
傲ご

う

慢ま
ん

さ
を
助
長

し
、自
然
破
壊
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。

し
か
し
、
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

策
と
し
て
地
域
社
会
の
絆
の
重
要
性
が
主

張
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
様
々
な
価
値
観
が

様
々
な
局
面
で
顔
を
出
し
て
は
引
っ
込
み

つ
つ
、
大
き
な
流
れ
と
し
て
近
代
化
と
と

も
に
社
会
全
体
が
変
化
し
て
き
た
と
言
え

る
。

　

こ
う
し
た
変
化
の
中
で
特
異
的
な
の
が

宗
教
で
あ
る
。
特
に
世
界
宗
教
の
正
統
派

教
義
は
そ
う
簡
単
に
は
変
わ
ら
な
い
。
そ

の
他
の
ほ
と
ん
ど
の
思
想
や
価
値
が
失
権

し
喪
失
す
る
可
能
性
を
持
つ
の
と
対
照
的

に
利
用
さ
れ
る
た
め
神
に

よ
っ
て
人
間
よ
り
も
後
に
創

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
間

よ
り
下
位
に
ラ
ン
ク
付
け
さ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
森
の

中
に
誕
生
し
た
後
者
に
強
く

影
響
さ
れ
た
東
洋
的
自
然
観

の
も
と
で
は
、
自
然
は
人
間

と
一
体
で
あ
り
、
時
と
し
て

神
の
宿
る
と
こ
ろ
で
さ
え

あ
っ
た
。

その１

森林環境
多事争論

私の集落の神社の祭礼＝2017 年 10月、写真
はいずれも筆者撮影

私の集落の神社の遠景＝2017 年 10月
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よ
う
な
主
張
や
理
解
に
対
し
、
文
化
的
な
排
外
主
義
の

危
う
さ
を
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問

題
を
冷
静
に
考
え
、
新
し
い
思
想
へ
の
出
発
点
と
す
る

た
め
、
ま
ず
は
主
要
な
宗
教
が
森
林
な
ど
の
自
然
を
ど

の
よ
う
に
観み

て
い
る
の
か
概
観
し
て
み
よ
う
。

宗
教
に
よ
る
自
然
観
の
違
い

・
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観

　

神
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
を
創
り
、
秩
序

を
持
っ
て
統
治
す
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
も
の
は
調

和
を
持
っ
て
い
る
。
人
間
は
、
神
の
創
造
物
の
中
で
最

高
の
も
の
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
に
世
界
が
委

ね
ら
れ
た
。
し
か
し
、
人
間
が
授
か
っ
た
栄
誉
と
地
位

は
、
決
し
て
自
然
に
対
す
る
統
治
や
侵
略
の
権
利
で
は

な
い
。
神
の
代
理
人
と
し
て
、
人
間
は
神
の
創
造
物
の

管
理
者
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
き
と
し
生
け

る
も
の
を
粗
末
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
責
任
を
持
っ
て

世
話
を
し
、
神
と
人
間
の
た
め
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
古
田
１
９
８
５
、
古
田
１
９
９
１
）。

・
イ
ス
ラ
ム
教
の
自
然
観

　

自
然
は
神
の
創
造
物
で
あ
り
贈
り
物
で
あ
る
。
創
造

物
と
し
て
の
自
然
は
完
全
で
あ
り
、
秩
序
を
持
っ
て
い

る
。
こ
の
秩
序
の
中
で
、
す
べ
て
の
創
造
物
は
運
命
を

持
ち
、
相
互
依
存
的
で
あ
り
、
全
体
の
繁
栄
と
均
衡
に

貢
献
し
て
い
る
。
贈
り
物
と
し
て
の
自
然
は
、
人
間
が

自
由
に
で
き
る
清
純
な
財
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
は

人
間
の
所
有
物
で
は
な
く
、
神
の
所
有
物
で
あ
る
。
人

間
は
神
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
神
か
ら
自

然
に
対
す
る
利
用
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の

だ
。
従
っ
て
、
自
然
を
破
壊
し
な
い
や
り
方
で
利
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
利
用
権
は
、
一
人
一
人
の

人
間
が
生
ま
れ
る
時
に
神
か
ら
新
た
に
与
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
相
続
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
は
死

ぬ
時
に
、
自
然
の
管
理
人
と
し
て
、
預
か
り
物
で
あ
る

自
然
を
受
け
取
っ
た
時
以
上
の
状
態
で
神
に
返
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（Ling

１
９
８
７
）。

・
仏
教
の
自
然
観

　

仏
教
に
強
く
影
響
さ
れ
た
東
洋
的
自
然
観
の
エ
ッ
セ

ン
ス
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教

経
典
を
ひ
も
と
く
と
、
木
材
の
生
産
に
つ
い
て
は
全
く

記
述
が
な
い
と
い
う
（
古
田
・
木
村
１
９
９
１
）。
仏

の
住
む
森
は
修
行
者
の
生
活
と
修
行
の
場
で
あ
り
、
あ

ま
り
に
も
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
客
体
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。

・
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
自
然
観

　

ヒ
ン
ズ
ー
教
に
と
っ
て
、
自
然
と
は
霊
魂
の
た
め
に

神
が
く
れ
た
贈
り
物
で
あ
る
。
寺
院
は
樹
木
や
岩
の
間

に
造
ら
れ
、祈
り
の
際
に
は
花
や
果
実
が
供
え
ら
れ
る
。

自
然
は
ま
た
そ
の
知
恵
で
人
間
を
充
実
さ
せ
る
教
師
と

し
て
尊
敬
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
賢
人
は
森
や
山
の

中
に
隠
れ
家
を
探
す
の
で
あ
る
（Ling

１
９
８
７
）。

・
ま
と
め

　

以
上
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
自
然
観

に
よ
る
と
、
神
と
契
約
し
た
人
間
の
義
務
と
し
て
、
人

間
は
自
然
を
適
切
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い

わ
ゆ
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
（
受
託
者
・
管
理
者
の

責
任
）
の
考
え
方
で
あ
る
。
一
方
、
仏
教
や
ヒ
ン
ズ
ー

教
で
は
自
然
が
客
体
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
意
識
的
な

管
理
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
人
間
を
包

み
込
ん
で
い
た
は
ず
の
自
然
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
劣
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
、
む
し
ろ
は
ら
ん
で
い

る
。「
仏
教
的
自
然
観
が
、
概
念
上
の
自
然
中
心
主
義

や
生
命
平
等
主
義
の
原
理
に
よ
っ
て
自
然
保
護
思
想
に

直
結
す
る
の
で
な
い
」（
亀
山
２
０
０
４
）
と
の
指
摘

も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
近
代
化
が
進
ん
だ

現
在
社
会
に
お
い
て
実
践
的
な
規
範
と
な
り
や
す
い
の

は
西
洋
的
自
然
観
で
あ
る
。
東
洋
的
自
然
観
は
、
近
代

化
そ
の
も
の
を
根
源
的
に
問
い
直
し
、
人
間
と
自
然
と

の
関
わ
り
の
あ
り
方
を
思
索
し
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な

社
会
を
目
指
す
契
機
と
し
て
の
有
効
性
を
持
つ
と
考
え

る
の
が
良
さ
そ
う
だ
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク（
実
利
的
）

な
西
洋
的
自
然
観
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
（
根
源
的
）
な
東
洋

的
自
然
観
と
い
う
私
な
り
の
理
解
が
妥
当
で
あ
る
な

ら
ば
、
両
者
と
も
に
現
代
社
会
で
有
効
性
を
発
揮
で
き

る
。

　

私
た
ち
が
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
落
と
し
穴
に

は
ま
る
こ
と
な
く
、
信
頼
さ
れ
る
世
界
の
一
員
と
し
て

今
後
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
一
神
教
的
思
想
を
安
易

に
軽
視
し
敵
視
す
る
論
調
か
ら
一
歩
身
を
引
き
、
個
々

人
の
思
想
を
鍛
え
上
げ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

思
想
の
創
生

　

で
は
、
思
想
と
は
何
か
。
多
く
の
場
合
、
私
た
ち
は

直
感
か
ら
出
発
し
て
論
理
的
な
検
討
を
加
え
て
い
く

と
、
何
ら
か
の
思
考
の
結
果
に
到
達
す
る
。
そ
れ
が
あ

る
程
度
体
系
的
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
に
な
っ
た
時
、
そ

れ
は
「
思
想
」
と
呼
ば
れ
る
。
次
の
記
述
は
私
自
身
の

試
行
的
な
思
索
の
途
中
経
過
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊
＊

　

ス
ギ
の
人
工
林
は
神
々
し
く
美
し
い
。
手
入
れ
の
行

き
届
い
た
大
き
な
ス
ギ
林
の
中
に
立
つ
と
、
背
筋
を
伸

ば
し
て
神
妙
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
20
代
半
ば
に
初
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め
て
奈
良
県
の
吉
野
林
業
地
帯
を
訪
れ
、
ま
っ
す
ぐ
な

大
径
木
が
林
立
す
る
ス
ギ
林
を
前
に
し
て
、
背
筋
が
ゾ

ク
ゾ
ク
し
た
こ
と
を
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
そ

の
直
後
か
ら
ボ
ル
ネ
オ
島
で
３
年
間
滞
在
し
た
が
、
ほ

と
ん
ど
手
つ
か
ず
の
熱
帯
多
雨
林
で
野
営
し
た
と
き
は

意
外
な
こ
と
に
何
も
感
じ
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
先
住

民
の
焼
畑
用
地
（
畑
と
二
次
林
）
や
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
で

の
夜
、
小
用
で
川
辺
に
向
か
う
途
中
の
木
立
で
、
墓
地

（
埋
葬
森
）
を
訪
れ
た
と
き
と
同
様
な
胸
の
ざ
わ
つ
き

を
実
感
し
た
。
こ
れ
ら
の
感
覚
は
恐
怖
と
は
異
な
る
も

の
で
、
超
自
然
の
力
に
自
分
の
心
身
す
べ
て
を
託
し
た

く
な
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
。

　

日
本
の
ス
ギ
林
と
ボ
ル
ネ
オ
先
住
民
の
焼
畑
用
地
、

こ
の
両
者
は
私
が
霊
的
存
在
を
感
じ
取
っ
た
一
点
で
共

通
点
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
自

然
生
態
系
が
異
な
り
、
そ
こ
で
生
計
を
営
む
人
々
の
民

俗
が
異
な
り
、
そ
し
て
文
化
が
異
な
る
。
果
た
し
て
本

当
に
共
通
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
霊

的
存
在
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
手
つ
か
ず
の

熱
帯
多
雨
林
と
の
対
比
か
ら
、
わ
り
と
容
易
に
導
き
だ

さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
私
は
、
人
間
の
手
の
加
え
ら
れ

て
い
る
森
、
人
間
と
の
交
流
の
あ
る
森
に
対
し
て
得
体

の
知
れ
ぬ
何
か
の
存
在
を
感
じ
と
っ
た
と
い
え
る
。
し

か
し
、
墓
地
の
よ
う
な
異
界
と
、
ス
ギ
の
人
工
林
や
焼

畑
用
地
と
を
同
列
に
論
じ
て
よ
い
と
は
思
え
な
い
。
で

は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
…
…
。

（
井
上
２
０
０
７
）

＊
＊
＊
＊

　

こ
の
よ
う
な
思
索
を
進
め
て
い
く
と
、
た
ぶ
ん
自
分

な
り
の
思
想
が
形
成
さ
れ
る
の
だ
と
思
う
。も
ち
ろ
ん
、

私
自
身
は
ま
だ
そ
の
域
に
達
し
て
い
な
い
が
…
…
。

　

思
想
は
新
し
い
価
値
を
提
示
す
る
こ
と
で
未
来
へ
の

展
望
を
示
す
。
そ
し
て
、
既
存
の
考
え
を
徹
底
的
に
検

討
す
る
哲
学
が
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
解
体
し
、
新
た
な
思

想
を
生
み
出
す
。
重
要
な
の
は
自
分
の
頭
で
考
え
る
こ

と
、
し
か
も
生
き
て
い
る
現
実
の
社
会
、
今
ま
さ
に
動

い
て
い
る
現
実
の
社
会
と
の
関
連
で
思
考
す
る
（
哲
学

す
る
）
姿
勢
で
あ
る
。
既
存
の
研
究
成
果
や
思
想
の
勉

強
は
そ
の
た
め
の
有
力
な
道
具
と
な
る
が
、
そ
れ
以
上

の
も
の
で
は
な
い
。

今
も
光
を
放
つ
内
外
の
思
想

　

宗
教
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
思
想
と
比
べ
る
と
、

学
問
の
世
界
で
生
み
出
さ
れ
た
理
論
や
法
則
の
賞
味
期

限
は
そ
れ
ほ
ど
長
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
学
者

や
専
門
家
が
抜
本
的
な
変
革
を
担
う
局
面
で
生
み
出
し

た
思
想
は
、
今
も
渋
い
光
を
放
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

大
規
模
な
築
城
や
土
木
工
事
で
自
然
破
壊
が
進
ん
だ
江

戸
時
代
、
全
国
各
地
に
森
林
再
生
な
ど
に
貢
献
し
た
先

人
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
の
思
想
は
実
践
と
結
び
つ
い
て

い
た
。
岡
山
の
熊
沢
蕃ば

ん
ざ
ん山

（
１
６
１
９
～
１
６
９
１
）

に
よ
る
土
木
事
業
を
進
め
る
際
に
環
境
へ
の
配
慮
を
欠

い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
環
境
土
木
思
想
、
愛
知
の
古

橋
源
六
郎
暉て

る

兒の
り

（
１
８
１
３
～
１
８
９
２
）
に
よ
る
利

己
を
超
え
て
地
域
社
会
の
公
益
を
目
指
し
た
共
存
共
栄

の
林
政
思
想
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
約
２
０
０
年
前
に
荒
廃
の
極
み
に
あ
っ
た
ド

イ
ツ
で
誕
生
し
た
林
学
思
想
は
現
在
で
も
有
効
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
の
誇
る
ロ
マ
ン
派
の
思
想
家
ゲ
ー
テ
に
よ

る
「
自
然
は
常
に
正
し
い
、
も
し
誤
る
と
す
れ
ば
そ
れ

は
人
間
が
間
違
え
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
思

想
を
森
林
技
術
論
と
し
て
体
系
化
し
た
の
が
、
林
学
の

祖
と
称
さ
れ
る
数
名
の
中
で
も
第
一
人
者
の
ハ
イ
ン

リ
ッ
ヒ
・
コ
ッ
タ
（
１
７
６
３
～
１
８
４
４
）
で
あ
る
。

荒
廃
の
極
み
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ
に
豊
か
な
緑
の
自
然
を

取
り
戻
し
、
伐
採
や
植
林
を
繰
り
返
し
な
が
ら
永
久
に

生
産
力
の
あ
る
状
態
で
森
林
を
維
持
す
る
こ
と
を
理
想

と
し
た
。「
荒
ら
さ
ず
に
い
つ
ま
で
も
利
用
し
続
け
る
」

と
い
う
思
想
は
、
現
在
世
界
的
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る

「
持
続
可
能
な
森
林
管
理
」
の
先
取
り
で
あ
っ
た
。

　

ベ
ル
リ
ン
大
学
林
学
教
授
を
務
め
、
コ
ッ
タ
と
並
び

林
学
の
祖
に
列
せ
ら
れ
る
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
パ
イ
ル

（
１
７
８
３
～
１
８
５
９
）
は
、
森
林
美
の
大
切
さ
を

子
供
た
ち
に
教
え
る
森
林
美
学
教
育
の
重
要
性
を
説
い

た
。
彼
の
思
想
を
一
言
で
言
う
と
「
愛
が
な
け
れ
ば
森

は
育
た
な
い
」
で
あ
り
、
森
林
の
取
り
扱
い
技
術
に
関

す
る
知
識
だ
け
で
は
な
く
森
林
へ
の
愛
着
が
重
要
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
思
想
は
現
在
の
小
中

学
校
に
お
け
る
森
林
教
育
と
し
て
結
実
し
て
い
る
。

　

エ
ー
ベ
ル
ス
ワ
ル
デ
高
等
山
林
専
門
学
校
植
物
学
教

授
を
務
め
た
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
メ
ー
ラ
ー
（
１
８
６
０

～
１
９
２
２
）
は
、「
森
林
内
に
働
く
す
べ
て
の
力
の

調
和
の
中
に
こ
そ
真
の
森
林
生
産
が
行
わ
れ
る
」
と
い

う
恒
続
林
思
想
を
提
唱
し
た
。
そ
し
て
、
森
林
を
木
材

生
産
工
場
と
見
る
考
え
が
優
勢
だ
っ
た
当
時
の
林
学
界

の
中
で
、「
健
全
な
る
森
林
有
機
体
の
恒
続
」
と
い
う

思
想
に
基
づ
い
た
森
林
施
業
を
打
ち
立
て
た
。
ま
た
、

「
森
林
家
の
業
務
は
半
ば
科
学
、
半
ば
芸
術
で
あ
る
」

と
い
う
コ
ッ
タ
の
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
恒
続
林
施
業
は

自
然
を
大
切
に
す
る
技
術
で
あ
る
と
同
時
に
美
を
造
る

技
術
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
美
し
い
森
林
景
観

と
木
材
生
産
と
の
両
立
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
点
で
現

在
に
活い

き
る
思
想
で
あ
る
。
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日
常
の
実
践
で
生
ま
れ
る
新
し
い
思
想

　

し
か
し
、
自
然
や
森
林
に
関
す
る
思
想
を
担
う
の
は

宗
教
家
や
専
門
家
だ
け
で
は
な
い
。
日
常
の
ロ
ー
カ
ル

な
実
践
を
通
し
て
様
々
な
思
想
が
創
生
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
自
然
と
人
間
社
会
と
の
関
わ
り
の
あ
り
方
の

数
だ
け
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
日
常
の
実
践
か
ら
生
じ

る
様
々
な
思
想
間
の
ズ
レ
に
つ
い
て
、
特
に
専
門
家
と

非
専
門
家
と
の
関
係
性
に
着
目
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

医
療
現
場
に
お
い
て
は
、
開
示
・
理
解
・
自
発
性
・

能
力
・
同
意
が
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に

不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、医
師
（
専
門
家
）

の
間
に
は
、
患
者
に
開
示
で
き
る
医
療
情
報
や
技
量
の

偏
差
が
確
実
に
存
在
す
る
。
ま
た
、
た
と
え
患
者
（
非

専
門
家
）
が
医
師
の
持
つ
知
識
の
す
べ
て
を
理
解
し
た

と
し
て
も
、
患
者
の
間
に
は
所
得
格
差
等
に
よ
り
選
択

可
能
な
治
療
方
法
に
差
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
患

者
の
自
己
決
定
の
実
質
を
よ
り
保
障
す
る
に
は
、
社
会

が
費
用
を
負
担
し
、
医
療
を
標
準
化
す
る
制
度
を
構
築

す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
見
す
る
と
自
由
至
上

主
義
的
に
見
え
る
自
己
決
定
の
実
質
を
保
障
す
る
の

が
、
実
は
社
会
の
「
共
同
性
」
な
の
で
あ
る
。
医
療
保

険
制
度
の
意
義
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

ま
た
、
医
療
や
森
林
管
理
を
含
む
科
学
技
術
を
民
主

的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
は
、
専
門
家
と
非
専

門
家
の
間
に
あ
る
「
知
識
」
そ
れ
自
体
の
ギ
ャ
ッ
プ
を

均な
ら

す
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
間
に
あ
る
知
識
追

求
「
目
的
」
の
ズ
レ
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
例
え
ば
熱
帯
林
を
想
定
す
る
と
、
企
業
の
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
な
ら
ば
商
業
樹
種
の
効
率
的
な
伐
採
・
搬
出
、

政
府
の
森
林
官
な
ら
ば
持
続
可
能
な
森
林
管
理
に
、
地

域
住
民
な
ら
ば
生
計
維
持
の
た
め
の
森
林
の
確
保
、
自

然
保
護
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ス
タ
ッ
フ
な
ら
ば
野
生
動
植
物
の
保

全
、
と
い
っ
た
具
合
に
目
的
は
ズ
レ
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
ズ
レ
を
調
整
し
、
可
能
な
ら
ば
融
合
す

る
た
め
の
仕
組
み
を
地
域
レ
ベ
ル
で
構
築
す
る
こ
と
が

重
要
と
な
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
多
様
な
利
害
関
係
者
に
よ
る
民
主
的
な

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
で
専
門
家
た
ち
は
側
面
支
援
者

と
し
て
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
。
地
域
住
民
と

　

私
た
ち
は
皆
、
森
林
な
ど
自
然
環
境
の
「
協
治
」
に

関
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
自
然
を
思
索
す
る
こ
と
に

よ
り
、
い
わ
ば
有
志
と
し
て
市
民
的
公
共
性
の
担
い
手

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
志
で
あ
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

精
神
か
ら
行
動
を
起
こ
す
の
だ
か
ら
、
関
わ
る
こ
と
そ

れ
自
体
に
必
要
な
費
用
（
い
わ
ゆ
る
取
引
費
用
）
は
、

基
本
的
に
は
自
己
負
担
と
な
る
。
こ
の
取
引
費
用
は
、

す
べ
て
の
人
が
よ
り
良
い
生
き
方
、
す
な
わ
ち
個
の
尊

重
と
社
会
と
の
協
調
と
を
両
立
さ
せ
る
よ
う
な
生
き

方
、
に
つ
い
て
森
林
な
ど
の
自
然
環
境
を
学
び
の
場
と

す
る
こ
と
へ
の
対
価
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。

自
ら
動
い
て
学
び
、
充
実
感
・
幸
福
感
を
引
き
寄
せ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
、
人
々
の
実
践
と
思
索
を
通

し
て
多
く
の
新
し
い
思
想
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
と
私
は

み
て
い
る
。

良
好
な
関
係
を
築
く
た
め
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
お
よ
び

多
様
な
利
害
関
係
者
と
の
合
意

形
成
を
主
導
す
る
フ
ァ
シ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
能
力
が
専
門
家

に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
地

域
の
人
々
の
経
験
に
根
差
し
た

実
践
や
知
恵
（
在
来
知
、
生
活

知
）
を
専
門
技
術
に
組
み
込
む

柔
軟
性
お
よ
び
創
造
性
も
欠
か

せ
な
い
。
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森
林
科
学
（
佐
々
木
惠
彦
・
木
平

勇
吉
・
鈴
木
和
夫
編
）、
文
永
堂
、
２
０
０

－

２
１
４
．

亀
山
純
生
（
２
０
０
４
）
環
境
思
想
と
し
て
の
仏
教
的
自
然
観
の
二
面
性
、
現

代
環
境
思
想
の
展
開
：
21
世
紀
の
自
然
観
を
創
る
（
笠
松
幸
一
・
Ｋ
・
Ａ
・
シ
ュ

プ
レ
ン
ガ
ル
ト
編
）、
新
泉
社
、
１
１
９

－

１
４
３
．

小
林
傳
司
編
（
２
０
０
２
）
公
共
の
た
め
の
科
学
技
術
、
玉
川
大
学
出
版
部
．

桑
子
敏
雄
（
１
９
９
９
）
環
境
の
哲
学
、
講
談
社
学
術
文
庫
．

Ling, C
. Y

.

（
１
９
８
７
）H

um
anity m

ust protest nature, T
hird 

W
orld Science M

ovem
ent/CA

P, pp.222.

鈴
木
秀
夫
（
１
９
７
８
）
森
林
の
思
考
・
砂
漠
の
思
考
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
．

富
永
健
一
（
１
９
９
０
）
日
本
の
近
代
化
と
社
会
変
動
、
講
談
社
学
術
文
庫
．

梅
原
猛
（
１
９
７
４
）
哲
学
す
る
心
、
講
談
社
文
庫
．

梅
原
猛
（
１
９
９
１
）「
森
の
思
想
」
が
人
類
を
救
う
、
小
学
館
．

安
田
喜
憲
（
１
９
８
８
）
森
林
の
荒
廃
と
文
明
の
盛
衰
、
思
索
社
．

ボルネオ島（インドネシア・東カリマンタン州）の熱帯雨林にて＝
2003 年 7月

ボルネオ先住民の村＝2003 年 7月
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グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ

　
“
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
（Green Infrastructure

）”

と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
直
訳
す
る

と「
緑
の
社
会
基
盤
」だ
。
社
会
基
盤（
イ
ン
フ
ラ
）は
、

「
人
々
に
、
便
利
な
暮
ら
し
、
安
全
、
良
い
環
境
、
活

力
を
提
供
す
る
施
設
と
、
そ
の
建
設
・
運
用
・
維
持
管

理
シ
ス
テ
ム
」
を
意
味
す
る
（
土
木
学
会
会
長
提
言
特

別
委
員
会
イ
ン
フ
ラ
国
勢
調
査
部
会
２
０
０
８
）。人
々

が
安
心
・
安
全
に
暮
ら
し
て
ゆ
く
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
た
め
、
建
設
、
運
用
、
維
持
管
理
の
た
め
の

費
用
を
投
入
・
投
資
し
て
き
た
結
果
、
社
会
に
蓄
積
さ

徳
島
大
学
大
学
院
社
会
産
業
理
工
学
研
究
部
教
授
　
鎌
田
磨
人

生
態
系
へ
の
投
資
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
？

れ
た
資
本
（
＝
社
会
資
本
）
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
従
来
型
の
イ
ン
フ
ラ
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
を

用
い
た
構
造
物
が
多
い
た
め
、
グ
レ
ー
イ
ン
フ
ラ
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
も
い
る
。

　

上
記
の
概
念
に
即
し
て
言
う
と
、
グ
リ
ー
ン
（
緑

≒

自
然
、
生
態
系
）
の
イ
ン
フ
ラ
と
は
、「
人
々
に
、
便

利
な
暮
ら
し
、
安
全
、
良
い
環
境
、
活
力
を
提
供
す
る

生
態
系
と
、
そ
の
運
用
・
維
持
管
理
シ
ス
テ
ム
」
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
生
態
系
が
、
安
全
・
安
心
に
生
活

し
て
ゆ
く
上
で
必
要
な
公
共
財
・
資
本
で
あ
る
こ
と
を

認
識
し
、
維
持
管
理
の
た
め
の
コ
ス
ト
を
支
払
い
な
が

ら
資
本
と
し
て
の
生
態
系
を
運
用
す
る
こ
と
で
、
持
続

的
に
サ
ー
ビ
ス
を
得
て
ゆ
く
仕
組
み
、
と
も
言
え
る
。

そ
の
仕
組
み
は
生
態
系
が
存
在
す
る
空
間
・
土
地
の
使

い
方
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
グ
リ
ー
ン
イ

ン
フ
ラ
は
「
自
然
が
持
つ
多
様
な
機
能
を
賢
く
利
用
す

る
こ
と
で
、
持
続
可
能
な
社
会
と
経
済
の
発
展
に
寄
与

す
る
土
地
利
用
計
画
」
と
も
定
義
さ
れ
る
（
グ
リ
ー
ン

イ
ン
フ
ラ
研
究
会
２
０
１
７
）。

　

人
々
が
生
態
系
か
ら
得
る
サ
ー
ビ
ス
、
す
な
わ
ち
生

態
系
サ
ー
ビ
ス
は
、
供
給
サ
ー
ビ
ス
、
調
整
サ
ー
ビ

ス
、
文
化
サ
ー
ビ
ス
、
基
盤
サ
ー
ビ
ス
の
四
つ
に
分
類

さ
れ
る
（M

illennium
 Ecosystem

 A
ssessm

ent 

２
０
０
７
）。
健
全
な
生
態
系
は
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
自
然
界
に
存
在
す
る
物
質
を
用
い
て
自
己
形
成
し
、

「
食
う
―
食
わ
れ
る
」
と
い
っ
た
生
物
間
相
互
作
用
を

介
し
て
物
質
を
循
環
さ
せ
自
ら
を
維
持
す
る
。
攪か

く

乱ら
ん

に

よ
っ
て
生
態
系
の
構
造
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
で
も
、
自

己
再
構
築
す
る
。
生
態
系
が
持
つ
自
己
形
成
・
維
持
・

回
復
能
力
に
よ
っ
て
人
々
に
必
要
な
資
本
を
作
り
出
し

て
く
れ
る
こ
と
、そ
れ
が
基
盤
サ
ー
ビ
ス
だ
。基
盤
サ
ー

ビ
ス
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

例
え
ば
、
健
全
な
森
で
あ
れ
ば
、
木
材
を
供
給
し
な

が
ら
、
水
の
流
出
過
程
を
調
整
し
て
く
れ
、
ま
た
、
癒

や
し
が
得
ら
れ
る
美
し
い
空
間
と
も
な
る
だ
ろ
う
。が
、

得
る
サ
ー
ビ
ス
を
木
材
供
給
だ
け
に
限
定
し
て
、広
く
、

一
気
に
、
残
ら
ず
伐き

る
と
、
森
が
持
っ
て
い
た
流
量
調

節
能
力
は
失
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
遊
山
の
場
で
も
な
く

な
る
。
供
給
サ
ー
ビ
ス
の
過
度
の
利
用
で
資
本
が
損
失

し
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
な
く
な
る
の
だ
。
こ

の
よ
う
な
状
態
を
、
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
間
の
ト
レ
ー
ド

オ
フ
と
呼
ぶ
。

　

あ
る
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
を
賢
く
使
う
こ
と
で
、
他
の

サ
ー
ビ
ス
の
質
を
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
ち
ら
は

生
態
系
サ
ー
ビ
ス
間
の
シ
ナ
ジ
ー
と
呼
ば
れ
る
。
目
指

す
べ
き
生
態
系
の
活
用
の
在
り
方
だ
。
以
下
、
二
つ
の

事
例
を
通
し
て
、
生
態
系
を
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
活
用
し

その２

森林環境
多事争論

森づくりを学びに橋本氏の林地を訪れた人たち。スギ植林の下層には
多様な植物・植生が保持されている
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て
い
く
こ
と
の
意
味
と
、そ
の
た
め
に
必
要
な
「
投
資
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。

生
態
系
サ
ー
ビ
ス
間
の
シ
ナ
ジ
ー

　

徳
島
県
那
賀
町
で
林
業
を
営
む
橋
本
光
治
氏
。
家
族

３
人
で
１
０
７
㌶
の
林
地
に
１
㌶
当
た
り
３
０
０
㍍
の

高
密
度
作
業
路
網
を
整
備
し
、
長
伐
期
択
伐
施
業
で
経

営
し
て
い
る
。
８
割
が
人
工
林
（
う
ち
９
割
が
ス
ギ
、

１
割
が
ヒ
ノ
キ
）、
２
割
が
天
然
林
だ
。
２
０
１
３
～

２
０
１
４
年
度
、
大
学
院
生
で
あ
っ
た
松
尾
扶
美
さ
ん

と
と
も
に
林
地
を
調
べ
、
ま
た
、
折
に
触
れ
て
橋
本
氏

か
ら
お
話
を
伺
っ
て
き
て
い
る
。

　

橋
本
氏
が
経
営
す
る
林
地
で
は
、
92
科
２
５
４
種
の

植
物
（
常
緑
高
木
35
種
、
常
緑
低
木
16
種
、
落
葉
高
木

43
種
、
落
葉
低
木
33
種
、
草
本
56
種
、
ツ
ル
植
物
29
種
、

シ
ダ
42
種
）
が
生
育
し
て
い
た
（
１
０
２
カ
所
の
調
査

区
内
で
の
結
果
）。
そ
の
う
ち
、10
種
は
徳
島
県
版
レ
ッ

ド
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
種
だ
（
絶
滅
危
惧
IA
類

２
種
、
同
IB
類
３
種
、
同
Ⅱ
類
３
種
、
準
絶
滅
危
惧
２

種
）。
そ
し
て
、
地
形
に
対
応
し
て
出
現
す
る
種
群
か

ら
な
る
11
の
植
生
型
が
識
別
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
尾
根

で
は
、
植
え
ら
れ
た
ヒ
ノ
キ
の
林
床
に
モ
チ
ツ
ツ
ジ
が

保
持
さ
れ
、
ま
た
、
天
然
性
の
モ
ミ
が
残
る
。
斜
面
の

ス
ギ
林
冠
下
に
は
、
コ
ジ
イ

－

ア
セ
ビ
型
植
生
、
ケ
ヤ

キ

－

イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
型
植
生
が
出
現
す
る
。
木
材
生
産

の
た
め
の
森
林
の
中
に
、
自
然
度
の
高
い
植
生
が
保
持

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
豊
か
な
人
工
林
は
森
づ
く
り

の
学
び
の
場
と
な
っ
て
い
て
、
多
く
の
林
業
関
係
者
や

研
究
者
が
橋
本
氏
の
林
地
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
、
僕
た

ち
が
経
験
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
訪
れ
た
人
々
は
そ

の
森
の
豊
か
さ
に
驚
き
、
癒
や
さ
れ
て
帰
る
。

　

森
づ
く
り
の
基
本
は
、「
一
利
を
興
す
よ
り
一
害
を

取
り
除
く
こ
と
」
と
「
調
和
を
図
る
こ
と
」
だ
と
橋
本

氏
は
言
う
。
そ
し
て
、
地
形
を
読
み
取
り
な
が
ら
壊
れ

な
い
作
業
路
を
丁
寧
に
作
っ
て
い
く
こ
と
、
強
い
風
が

吹
き
込
む
場
所
は
広
葉
樹
を
残
し
て
防
風
効
果
を
高
め

る
こ
と
、
む
や
み
に
広
葉
樹
は
切
ら
ず
土
壌
の
保
水
効

果
を
高
め
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
択
伐
施
業
で

筋
の
良
い
木
を
将
来
に
託
し
つ
つ
保
育
し
て
い
く
こ
と

等
、
哲
学
と
信
念
に
基
づ
い
た
森
づ
く
り
を
行
っ
て
き

て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
保
育
さ
れ
て
き
た
人
工
林
は
倒
れ

に
く
く
、
ま
た
、
崩
壊
も
少
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

河
川
や
ダ
ム
へ
の
流
木
の
抑
制
効
果
を
持
つ
。そ
し
て
、

豊
か
な
林
床
植
生
と
表
層
土
壌
は
、
降
雨
後
の
水
の
流

出
量
を
平
準
化
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
調
整
サ
ー

ビ
ス
は
ダ
ム
の
負
荷
量
を
軽
減
し
、
効
果
を
補
助
・
補

完
す
る
こ
と
で
、
流
域
の
治
水
安
全
度
を
高
め
る
。

　

今
、
僕
た
ち
は
、
降
雨
後
の
流
出
過
程
を
橋
本
氏
の

人
工
林
で
測
定
し
、
流
出
モ
デ
ル
を
構
築
し
な
が
ら
そ

の
効
果
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
だ
研
究

途
中
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
周
辺
の
人
工
林
で
の
調
査
結

果
と
比
較
す
る
と
、
林
内
植
生
に
よ
る
降
雨
遮
断
と
土

壌
で
の
貯
留
の
効
果
が
現
れ
、
流
出
量
の
平
準
化
に
貢

献
す
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
林
地
の

保
育
は
、気
候
変
動
適
応
策
と
し
て
徳
島
県
が
示
し
た
、

「
農
地
、
森
林
等
を
所
有
し
、
又
は
使
用
収
益
す
る
権

原
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
土
地
が
有
す
る
雨
水
を
浸
透

さ
せ
、
及
び
保
持
す
る
機
能
の
保
全
に
努
め
る
」
と
す

る
方
針
を
支
え
る
も
の
と
な
る
（
徳
島
県
２
０
１
６
）。

　

橋
本
氏
は
、
供
給
サ
ー
ビ
ス
の
永
続
的
な
活
用
を
前

提
と
し
な
が
ら
、
基
盤
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
・
向
上
さ
せ

る
た
め
の
努
力
（
＝
投
資
）
を
し
て
こ
ら
れ
た
。
そ
の

結
果
、
そ
の
森
林
は
学
び
の
場
と
し
て
文
化
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
調
整
サ
ー
ビ
ス
が

今
ま
で
以
上
に
向
上
し
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
見
ら
れ

る
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
間
の
シ
ナ
ジ
ー
は
、
流
域
の
安
全

性
を
高
め
つ
つ
、
地
域
を
活
性
化
し
て
ゆ
く
道
筋
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

　

国
は
、「
市
町
村
に
よ
る
継
続
的
か
つ
安
定
的
な
森

林
整
備
等
の
財
源
に
充
て
る
税
制
（
森
林
環
境
税
（
仮

称
））
等
の
新
た
な
仕
組
み
を
検
討
す
る
」
と
し
、
そ

の
創
設
に
向
け
て
「
具
体
的
な
仕
組
み
等
に
つ
い
て
総

合
的
に
検
討
し
、
平
成
30
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て

結
論
を
得
る
」
と
し
て
い
る
（
総
務
省
自
治
税
務
局

２
０
１
７
）。「
市
町
村
に
よ
る
継
続
的
か
つ
安
定
的
な

森
林
整
備
」
の
中
身
は
不
透
明
だ
け
れ
ど
、
税
金
を
出

す
側
と
し
て
は
、
橋
本
氏
の
よ
う
に
、
森
づ
く
り
に
係

る
哲
学
と
そ
れ
に
基
づ
く
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
語
れ
る

現
場
・
地
域
へ
の
投
資
に
な
れ
ば
良
い
と
思
う
。

• 流出量の平準化
• 土砂流出抑制

調整サービス

供給サービス

文化サービス

基盤サービス

• 木材供給

ダムへの負荷
量軽減、ダム
機能の補助・
補完

産業基盤

健康・癒やし

求める基本機能

付加機能（便益の上乗せ）

• 林内散策

• スギ等の成長
• 下層植生の維持

ü ツツジ開花
ü 野生ラン

• 流木抑制

橋本林業地で期待される生態系サービス間のシナジー
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マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
は
地
域
創
生
イ
ン
フ
ラ

　

沖
縄
県
金き

ん武
町
の
億お

く

首く
び

川
。
そ
の
河
口
汽
水
域
に

は
、
沖
縄
本
島
の
中
で
は
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
面
積
の

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
が
保
持
さ
れ
て
い
る
。
南
国
の
エ
キ

ゾ
チ
ッ
ク
な
雰
囲
気
を
味
わ
お
う
と
、
満
潮
時
に
は
た

く
さ
ん
の
観
光
客
が
カ
ヌ
ー
を
浮
か
べ
る
。

　

金
武
町
に
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
２
０
０
４
年
に
設
立
さ
れ
た
「
ふ
く
ら
し
ゃ
や

自
然
体
験
塾
（
以
下
、
ふ
く
ら
し
ゃ
や
）」
が
、
マ
ン

グ
ロ
ー
ブ
林
を
活
用
し
た
エ
コ
ツ
ア
ー
を
行
う
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。
ふ
く
ら
し
ゃ
や
に
よ
っ
て
道

筋
が
作
ら
れ
た
エ
コ
ツ
ア
ー
事
業
を
滞
在
型
観
光
と

し
て
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
２
０
０
８
年
に
は
「
ネ
イ

チ
ャ
ー
み
ら
い
館
（
以
下
、
み
ら
い
館
）」
が
オ
ー
プ

ン
し
た
。
金
武
町
内
の
複
数
団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
組

織
で
あ
る
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
雄
飛
ツ
ー
リ
ズ
ム
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
が
指
定
管
理
者
と
な
っ
て
み
ら
い
館
の
運
営

を
担
い
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
等
を
活
か
し
た
体
験
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
提
供
、
コ
テ
ー
ジ
や
キ
ャ
ン
プ
場
で
の
宿
泊

受
け
入
れ
、
修
学
旅
行
生
の
民
泊
窓
口
業
務
を
担
っ
て

い
る
。
２
０
０
８
年
度
に
は
７
３
０
０
人
程
度
で
あ
っ

た
み
ら
い
館
の
利
用
者
数
は
、
２
０
１
４
年
度
に
は
約

６
万
１
０
０
０
人
ま
で
に
増
加
し
た
。
そ
し
て
、
ふ
く

ら
し
ゃ
や
と
み
ら
い
館
は
、
十
数
名
の
金
武
町
出
身
の

若
者
を
雇
用
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
。コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
発
展
し
て
き
た
エ
コ
ツ
ア
ー
に
よ
っ

て
、
観
光
産
業
が
こ
れ
か
ら
の
金
武
町
の
主
力
産
業

と
し
て
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
金
武
町

２
０
１
６
）。

　

２
０
０
８
年
か
ら
行
っ
て
き
て
い
る
僕
た
ち
の
調
査

で
は
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
内
外
で
40
種
の
ハ
ゼ
類
と
39

種
の
カ
ニ
類
を
確
認
で
き
て
い
る
。
そ
の
マ
ン
グ
ロ
ー

ブ
林
で
調
査
し
て
き
た
金
武
町
立
中
川
小
学
校
は
、

２
０
１
３
年
に
ユ
ネ
ス
コ
ス
ク
ー
ル
に
認
定
さ
れ
、
ま

た
、「
第
５
回
（
２
０
１
３
年
度
）
私
の
ま
ち
の
た
か

ら
も
の
コ
ン
テ
ス
ト
」
で
優
秀
賞
を
獲
得
し
た
。
億
首

川
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
は
重
要
な
産
業
基
盤
・
教
育
基
盤

で
あ
り
、
金
武
町
は
た
く
さ
ん
の
文
化
サ
ー
ビ
ス
を
享

受
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
だ
。

　

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
実
生
は
、
洪
水
等
に
よ
っ
て
河
床

が
攪か

く
は
ん拌

さ
れ
、
表
層
土
砂
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
で
軟
弱

地
盤
が
保
持
さ
れ
る
場
所
に
生
え
る
。
そ
の
よ
う
な
場

所
が
な
け
れ
ば
、
世
代
交
代
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
に

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
は
衰
退
す
る
。
億
首
川
で
は
、
橋
脚

建
設
に
伴
う
川
幅
縮
小
に
よ
っ
て
澪み

お

筋す
じ

の
深
掘
れ
が
進

行
し
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
下
の
河
床
が
相
対
的
に
上
昇

し
た
。
そ
の
複
断
面
化
の
影
響
で
、
表
層
土
砂
の
入
れ

替
わ
り
が
減
少
し
、マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
更
新
が
阻
害
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る（
竹
村
ら
２
０
１
２
）。

　

最
近
、マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
枯
死
が
目
立
ち
は
じ
め
た
。

そ
れ
を
最
も
危
惧
す
る
の
は
、
カ
ヌ
ー
ツ
ア
ー
を
提
供

し
て
き
て
い
る
ふ
く
ら
し
ゃ
や
の
ス
タ
ッ
フ
た
ち
だ
。

僕
た
ち
研
究
グ
ル
ー
プ
は
調
査
・
解
析
の
結
果
を
ス

タ
ッ
フ
に
提
供
し
つ
つ
、
ま
た
、
彼
ら
と
協
働
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
の
仕
組
み
を
作
り
つ
つ（
今
井
ら
２
０
１
６
）、

対
応
を
話
し
合
っ
て
き
た
。
ふ
く
ら
し
ゃ
や
代
表
者
等

の
働
き
か
け
も
あ
っ
て
、
や
が
て
、
そ
の
話
し
合
い
に

は
金
武
町
や
沖
縄
県
の
担
当
部
局
、
億
首
川
に
建
設
さ

れ
た
ダ
ム
の
統
合
管
理
事
務
所
（
内
閣
府
）
の
方
た
ち

が
加
わ
る
よ
う
に
な
り
、
２
０
１
５
年
５
月
に
「
億
首

億首川河口でカヌー体験を楽しむ観光客

マングローブ林を学習の場とする小学生と地域の人々・研究者との交流
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川
環
境
保
全
推
進
連
絡
協
議
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。

　

２
０
１
７
年
３
月
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
が
枯
死
し
た
場

所
の
河
床
を
協
議
会
メ
ン
バ
ー
が
ス
コ
ッ
プ
で
掘
っ

た
。
新
し
い
実
生
の
侵
入
・
定
着
を
助
け
る
た
め
に
、

ふ
く
ら
し
ゃ
や
、
み
ら
い
館
、
金
武
町
、
ダ
ム
管
理
事

務
所
、
研
究
者
の
協
働
で
、
表
層
攪
拌
が
起
こ
り
に
く

く
な
っ
た
河
床
を
切
り
下
げ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
地
域

創
生
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
か
ら
文

化
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
取
り
続
け
る
た
め
、
人
為
的
要
因

に
よ
っ
て
低
下
し
た
基
盤
サ
ー
ビ
ス
を
人
の
手
で
向
上

さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
だ
。
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
間
シ
ナ

ジ
ー
を
創
出
す
る
管
理
の
仕
組
み
づ
く
り
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
の
保
全
・
再
生
は
目
的
で
は
な

い
。
町
の
基
幹
イ
ン
フ
ラ
を
維
持
し
、
人
々
の
暮
ら
し

を
支
え
る
た
め
の
手
段
だ
。
そ
の
よ
う
な
指
向
が
、
新

し
い
町
づ
く
り
の
在
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
、
金
武

町
の
総
合
計
画
の
中
に
描
き
出
さ
れ
て
ゆ
け
ば
よ
い
と

思
う
。

自
然
資
本
か
ら
社
会
関
係
資
本
へ

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
る
グ
レ
ー
イ
ン
フ
ラ
は
、

建
設
終
了
時
に
安
定
し
た
建
造
物
・
シ
ス
テ
ム
と
な
る

こ
と
を
目
標
に
造
り
上
げ
ら
れ
、
運
用
中
の
点
検
は
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
る
。け
れ
ど
も
、グ
リ
ー

ン
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
生
態
系
は
自
然
や
人
為
の
影
響

を
受
け
、
常
に
変
動
す
る
動
的
シ
ス
テ
ム
だ
。
不
確
実

性
を
伴
う
変
動
シ
ス
テ
ム
か
ら
定
常
的
に
サ
ー
ビ
ス
を

得
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
生
態
系
の
状
態
を
見
守
り
続
け

る
目
と
、
対
処
方
法
を
考
え
る
知
恵
・
知
識
、
そ
し
て
、

順
応
的
に
対
処
し
て
ゆ
く
力
が
必
要
だ
。

　
「
ど
の
広
葉
樹
を
残
す
か
、
そ
れ
を
見
極
め
な
あ
か

ん
の
で
。
だ
か
ら
研
究
心
が
あ
っ
て
、
…
…
禅
問
答
す

る
よ
う
に
な
る
ん
よ
」
と
言
う
橋
本
氏
。
目
標
と
す
る

森
の
姿
と
対
比
し
な
が
ら
森
の
状
態
を
観
察
し
、
ど
う

す
る
べ
き
か
を
考
え
、
順
応
的
に
対
処
し
続
け
て
き
た

こ
と
が
窺う

か
がえ

る
。
だ
か
ら
、
あ
ん
な
に
美
し
い
森
が
で

き
て
い
る
の
だ
と
も
思
う
。今
、そ
の
よ
う
な
森
づ
く
り

を
行
い
た
い
と
考
え
る
人
は
全
国
各
地
に
い
て
、多
く

の
人
が
橋
本
氏
か
ら
知
識
・
技
術
を
学
ん
で
い
る
。
そ

う
し
た
活
動
を
支
え
る「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
持
続
可
能
な
環

境
共
生
林
業
を
実
現
す
る
自
伐
型
林
業
推
進
協
会
」と

い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
組
織
も
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。

　

金
武
町
で
は
、
僕
た
ち
研
究
者
が
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林

の
状
態
や
エ
コ
ツ
ア
ー
に
関
わ
る
ス
タ
ッ
フ
の
考
え
を

調
査
し
、
ど
う
す
る
べ
き
か
を
考
え
て
き
た
。
そ
し

て
、
異
な
る
セ
ク
タ
ー
か
ら
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
集

ま
り
、
情
報
を
共
有
し
、
話
し
合
い
を
行
い
、
マ
ン
グ

ロ
ー
ブ
林
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
協
働
作
業
を
始
め
る

に
至
っ
た
。
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
と
い
う
自
然
資
本
を
維

持
・
活
用
す
る
た
め
に
、
新
し
い
人
の
関
係
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
、
す
な
わ
ち
社
会
関
係
資
本
が
創
出
さ
れ
て
き

た
の
だ
。

　

変
動
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
故
に
、
人
が
関
わ
り
続
け

る
こ
と
が
必
要
な
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
。
そ
れ
を
戦
略

的
・
計
画
的
に
運
用
す
る
こ
と
は
、
社
会
関
係
資
本
の

創
出
・
維
持
、
そ
し
て
新
し
い
社
会
づ
く
り
に
ま
で
つ

な
が
る
可
能
性
を
持
つ
。

引
用
文
献

土
木
学
会
会
長
提
言
特
別
委
員
会
イ
ン
フ
ラ
国
勢
調
査
部
会
（
２
０
０
８
）
わ

が
国
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
の
現
状
と
評
価
、
イ
ン
フ
ラ
国
勢
調
査
２
０
０
７
―

体
力
測
定
と
健
康
診
断
、２
０
０
７
年
度
土
木
学
会
会
長
提
言
特
別
委
員
会
「
イ

ン
フ
ラ
国
勢
調
査
部
会
」
報
告
書
．http://w

w
w

.jsce.or.jp/com
m

ittee/
chair2007/files/infra_final.pdf

グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
研
究
会
（
２
０
１
７
）
決
定
版
！
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
―

新
ビ
ジ
ネ
ス
で
市
場
拡
大
へ
！
、
日
経
Ｂ
Ｐ
社
．

今
井
洋
太
・
竹
村
紫
苑
・
高
里
尚
正
・
乾
隆
帝
・
赤
松
良
久
・
鎌
田
磨
人

（
２
０
１
６
）
協
働
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
る
沖
縄
本
島
億
首
川
ダ
ム
直
下
マ
ン

グ
ロ
ー
ブ
林
の
河
床
変
動
特
性
の
把
握
、
土
木
学
会
論
文
集
Ｂ
１
（
水
工
学
）　

72
(4)

、I_1093-I_1098.

金
武
町（
２
０
１
６
）地
方
版
総
合
戦
略
―
金
武
町
版
、
金
武
町
役
場
．http://

w
w

w
.tow

n.kin.okinaw
a.jp/sp/userfiles/files/kikaku/senryaku.pdf

M
illennium

 Ecosystem
 A

ssessm
ent 

（
２
０
０
７
）
横
浜
国
立
大
学
21
世

紀CO
E

翻
訳
委
員
会
訳
、 

生
態
系
サ
ー
ビ
ス
と
人
類
の
将
来
―
国
連
ミ
レ
ニ

ア
ム
エ
コ
シ
ス
テ
ム
評
価
、
オ
ー
ム
社
．

総
務
省
自
治
税
務
局（
２
０
１
７
）森
林
環
境
税（
仮
称
）の
検
討
状
況
に
つ
い

て
．http://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/m
iraitoshikaigi/

suishinkaigo2018/nourin/dai1/sankou2.pdf
竹
村
紫
苑
・
赤
松
良
久
・
鎌
田
磨
人
（
２
０
１
２
）
沖
縄
本
島
億
首
川
に
お
け

る
出
水
時
の
河
床
変
動
に
着
目
し
た
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
の
生
育
地
評
価
、
土
木

学
会
論
文
集
Ｂ
１
（
水
工
学
）　68

(4)

、I_1615-1620.

徳
島
県
（
２
０
１
６
）
徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
．

http://our.pref.tokushim
a.jp/reiki/reiki_honbun/o001RG00001746.

htm
l

河床を切り下げてマングローブ林を再生しようと協働する人たち
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は
じ
め
に

　

森
林
文
化
協
会
の
年
報
「
森
林
環
境
２
０
１
５
」

に
、
本
稿
と
同
様
の
論
考
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
有
馬

２
０
１
５
）。
筆
者
の
恩
師
で
も
あ
る
東
京
大
学
名
誉

教
授
の
有
馬
孝
礼
先
生
が
、「
Ｃ
Ｌ
Ｔ
は
国
産
材
利
用

拡
大
の
救
世
主
と
な
り
う
る
か
」
と
題
し
て
寄
稿
さ
れ

て
い
る
の
だ
。
同
様
の
タ
イ
ト
ル
で
は
あ
る
の
だ
が
、

当
時
か
ら
３
年
が
経
過
し
て
Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
規
格
・
基
準
の

整
備
は
一
気
に
進
展
し
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
を
利
用
し
た
建
物
も

次
々
に
建
築
さ
れ
て
い
る
し
、
日
本
の
林
業
・
木
材
産

業
を
取
り
巻
く
情
勢
も
変
化
し
て
き
て
い
る
。従
っ
て
、

新
た
な
視
点
も
取
り
込
み
つ
つ
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
を
中
心
と
し

た
日
本
の
木
材
利
用
の
現
状
を
見
な
が
ら
、
日
本
の
森

林
・
林
業
に
関
し
て
も
少
し
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
み
る

こ
と
と
し
た
い
。

Ｃ
Ｌ
Ｔ
と
は
何
か

　

Ｃ
Ｌ
Ｔ
と
は
、Cross Lam

inated T
im

ber

の
略

称
で
、
日
本
語
で
は
「
直
交
集
成
板
」
と
い
う
名
称
が

決
め
ら
れ
て
い
る
。
木
材
の
挽ひ

き
板
を
平
行
に
並
べ
た

層
を
、
直
交
さ
せ
な
が
ら
厚
さ
方
向
に
積
層
接
着
し
、

分
厚
く
大
判
の
板
材
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
２
０
１
３

年
に
定
め
ら
れ
た
日
本
農
林
規
格
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
）
で
は
、

東
京
大
学
大
学
院
農
学
生
命
科
学
研
究
科
准
教
授
　
青
木
謙
治

国
産
材
Ｃ
Ｌ
Ｔ
で

　
　
日
本
の
森
林
・
林
業
は
よ
み
が
え
る
の
か
？

厚
さ
が
36
㍉
㍍
以
上
５
０
０
㍉
㍍
以
下
、
幅
は
３
０
０

㍉
㍍
以
上
、
長
さ
は
９
０
０
㍉
㍍
以
上
と
す
る
こ
と
が

決
め
ら
れ
て
い
る
（
農
林
水
産
省
２
０
１
３
）。

　

Ｃ
Ｌ
Ｔ
が
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
注
目
さ
れ
て
い
る

か
と
い
う
と
、
そ
の
材
積
の
大
き
さ
に
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
木
造
建
築
物
に
用
い
ら
れ
て
き
た
材
料
は
、
柱
や

梁は
り

等
の
細
長
い
軸
材
料
か
、
合
板
や
木
質
ボ
ー
ド
等
の

比
較
的
薄
い
面
材
料
で
、
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
骨

組
み
や
パ
ネ
ル
を
作
り
、
戸
建
て
住
宅
や
大
型
建
築
物

等
を
建
築
し
て
き
た
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
少
な
い

材
料
で
大
き
な
空
間
を
造
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
と

も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
場
合
は
そ
の
分
厚

い
パ
ネ
ル
全
体
が
木
材
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

パ
ネ
ル
を
そ
の
ま
ま
壁
や
床
に
設
置
す
る
こ
と
で
建
築

物
を
構
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
圧
倒
的
な
ボ

リ
ュ
ー
ム
は
、日
本
の
衰
退
し
た
林
業
を
担
う
方
々
や
、

国
産
材
を
何
と
か
た
く
さ
ん
使
え
る
よ
う
に
し
た
い
と

願
う
木
材
関
係
者
に
と
っ
て
夢
の
材
料
と
も
言
え
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
特
に
、
国
産
針
葉
樹
の
人
工
林
が
伐

期
を
迎
え
て
い
る
現
在
、
ス
ギ
や
カ
ラ
マ
ツ
な
ど
を
活

用
し
た
国
産
材
Ｃ
Ｌ
Ｔ
が
、
日
本
の
森
林
・
林
業
の
救

世
主
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
。

　

20
年
ほ
ど
前
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
生
産
が
開
始
さ
れ

た
Ｃ
Ｌ
Ｔ
で
あ
る
が
、
木
材
の
挽
き
板
を
直
交
さ
せ
て

積
層
さ
せ
る
こ
と
で
、
挽
き
板
自
身
の
膨
潤
収
縮
を
お

互
い
に
拘
束
し
合
う
形
と
な
り
、
同
一
方
向
に
並
べ
て

その３

森林環境
多事争論

ＣＬＴの基本構成。挽き板を平行に並べた層を直
交させながら厚さ方向に積層し、厚い板材とするＣＬＴなら大判のパネルが製造できる
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接
着
す
る
も
の
よ
り
は
寸
法
安
定
性
が
高
く
な
る
。
ま

た
、
木
材
を
厚
く
使
う
こ
と
で
木
材
の
持
つ
断
熱
性
能

が
最
大
限
発
揮
さ
れ
る
し
、
吸
放
湿
性
も
十
分
備
え
て

い
る
。
強
度
的
に
は
、
そ
の
厚
み
と
大
き
さ
か
ら
、
か

な
り
大
き
な
力
に
も
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
特
性
を
持
つ
Ｃ
Ｌ
Ｔ
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
製
造

規
格
が
な
く
、
建
築
基
準
の
中
で
も
建
築
材
料
と
し
て

の
位
置
付
け
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
す
ぐ
に
利
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
２
０
１
１
年
頃

か
ら
国
の
研
究
機
関
を
中
心
に
大
々
的
に
技
術
開
発
研

究
が
開
始
さ
れ
、
２
０
１
３
年
12
月
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
制
定
、

そ
し
て
、
２
０
１
６
年
４
月
に
は
建
築
基
準
法
で
Ｃ
Ｌ

Ｔ
工
法
の
技
術
基
準
が
定
め
ら
れ
た
（
国
土
交
通
省

２
０
１
６
ａ
）
こ
と
に
よ
り
、
一
気
に
一
般
へ
の
市
場

が
開
け
て
き
て
い
る
。

公
共
建
築
物
の
木
造
化
推
進

　

Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
技
術
開
発
が
進
ん
だ
背
景
に
は
、

２
０
１
０
年
の
“
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利

用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
”
の
制
定
が
あ
る
。
こ
れ
ま

で
住
宅
建
築
が
中
心
だ
っ
た
木
造
建
築
物
を
、
よ
り
大

型
の
公
共
建
築
物
等
に
も
広
げ
て
い
こ
う
と
い
う
も
の

で
、
学
校
や
庁
舎
、
病
院
、
公
民
館
と
い
っ
た
公
共
建

築
物
を
建
築
す
る
際
に
は
、
木
造
で
建
て
る
こ
と
を
ま

ず
検
討
せ
よ
と
い
う
法
律
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
民
間

の
事
務
所
ビ
ル
等
に
も
こ
の
動
き
を
拡
散
す
る
こ
と

で
、
木
材
利
用
を
推
進
・
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
二
酸

化
炭
素
を
木
材
と
し
て
都
市
に
固
定
し
地
球
温
暖
化
防

止
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目も

く

論ろ

ん
で
い
る
。

　

こ
の
法
律
制
定
が
契
機
と
な
っ
て
、
日
本
国
内
で
は

大
型
の
木
造
建
築
物
が
次
々
と
建
築
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
防
火
規
制
の
緩
い
地
方
都
市
だ
け
で
な
く
、

規
制
の
厳
し
い
大
都
市
部
に
お
い
て
も
、
耐
火
建
築
物

を
採
用
す
る
な
ど
し
て
木
造
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
公

共
建
築
物
の
木
造
化
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
林
野
庁
が

取
り
ま
と
め
て
い
る
２
０
１
３
～
15
年
度
の
３
年
間
の

実
績
を
見
る
と
、
全
体
と
し
て
は
、
木
造
化
し
や
す
い

と
さ
れ
る
３
階
建
て
以
下
の
公
共
建
築
物
の
う
ち
30
㌫

以
上
が
実
際
に
木
造
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
細
か

く
見
る
と
木
造
化
し
た
棟
数
が
増
え
て
い
る
割
に
延
べ

面
積
は
減
少
し
て
お
り
、
小
規
模
な
建
築
物
が
優
先
的

に
木
造
化
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
本
来
目
指
し
て
い

た
大
規
模
な
建
築
物
の
木
造
化
は
ま
だ
ま
だ
進
展
し
て

い
な
い
こ
と
も
窺う

か
がえ

る
。
こ
れ
は
、
４
階
建
て
以
上
も

含
め
た
公
共
建
築
物
全
体
で
見
る
と
ま
だ
10
㌫
程
度
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
点
か
ら
も
分
か
る

こ
と
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
は
、
着
実

に
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
木
造
化
を
進

め
て
い
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
（
林
野
庁
２
０
１
７
ａ
）。

Ｃ
Ｌ
Ｔ
建
築
物
の
実
現
と
課
題

　

Ｃ
Ｌ
Ｔ
を
使
っ
た
建
築
物
に
関
し

て
は
、
２
０
１
４
年
に
高
知
県
に
お

い
て
国
土
交
通
大
臣
認
定
を
取
得
し

た
第
１
号
物
件
が
建
築
さ
れ
た
（
日

本
Ｃ
Ｌ
Ｔ
協
会
２
０
１
７
）。
こ
れ

は
国
の
建
築
基
準
が
定
め
ら
れ
る
前

で
あ
る
が
、
様
々
な
研
究
成
果
を
活

用
し
、
高
度
な
構
造
計
算
を
行
う
こ

と
で
特
別
に
国
土
交
通
大
臣
認
定

特別養護老人ホームの足立新生苑。木造（ツーバイフォー工法）による耐火５階建て構造
（１階はＲＣ造）となっている

３階建ての大阪木材仲買会館。２～３階が耐火木造となっている

単位 2013 年度 2014 年度 2015 年度

木造化を促進
するべき３階
建て以下の公
共建築物

棟数（A） 118 100 110

延べ面積（m2） 21157 11769 10402

上記のうち、
木造で整備を
行った公共建
築物

棟数（B） 24 32 60

延べ面積（m2） 5689 4047 3708

木造化率（B/A） 20.3% 32.0% 54.5%

公共建築物の建築実績

（出典：平成 28 年度 森林・林業白書）
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を
取
得
し
て
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も

同
様
の
手
続
き
を
踏
ん
だ
物
件
が
幾
つ
か
建
築
さ
れ
、

２
０
１
６
年
の
法
整
備
後
は
一
般
的
な
設
計
手
法
と
し

て
建
築
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
さ
ら
に

そ
の
動
き
が
加
速
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
だ
大
型

の
物
件
ま
で
は
広
が
っ
て
お
ら
ず
、
海
外
の
よ
う
な
中

層
建
築
物
や
超
大
型
の
建
物
に
利
用
さ
れ
る
レ
ベ
ル
に

は
到
達
し
て
い
な
い
。

　

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
は
未い

ま

だ
に
一
般
的
な

建
築
材
料
と
し
て
の
位
置
付
け
が
不
十
分
で
あ
る
点
に

あ
る
。
既
に
Ｊ
Ａ
Ｓ
が
制
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
製
造

方
法
に
関
し
て
は
き
ち
ん
と
し
た
ル
ー
ル
が
で
き
て
い

る（
ま
だ
不
十
分
な
点
や
未
検
討
の
部
分
も
あ
る
た
め
、

５
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
）。

し
か
し
、
建
築
物
で
使
用
す
る
に
は
そ
の
材
料
の
強
度

や
耐
久
性
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
き
ち
ん
と
整
備
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
、
挽
き
板
の
積
層
方
法
が
複
雑
な

Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
場
合
に
は
そ
の
層
構
成
ご
と
に
性
能
を
検
証

し
な
い
と
、
国
と
し
て
は
安
心
し
て
建
築
材
料
と
し
て

使
用
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
現
時
点
で
大
量
の
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
て
い
る
ス
ギ

を
使
っ
た
Ｃ
Ｌ
Ｔ
で
、
数
種
の
層
構
成
の
も
の
の
み
が

建
築
基
準
法
で
材
料
強
度
が
指
定
さ
れ
て
使
用
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
て
お
り
（
国
土
交
通
省
２
０
１
６
ｂ
）、

そ
れ
以
外
は
研
究
デ
ー
タ
の
蓄
積
を
待
っ
て
い
る
状
態

で
あ
る
。

　

２
０
１
７
年
度
も
、
新
た
な
層
構
成
や
、
他
の
樹

種
を
使
っ
た
Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
強
度
試
験
等
が
林
野
庁
補
助

事
業
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
受
け

て
新
し
い
材
料
強
度
の
指
定
が
な
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
。
こ
う
い
っ
た
事
業
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
徐
々

ま
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

日
本
の
森
林
資
源
の
現
状

　

日
本
は
国
土
面
積
の
３
分
の
２
に
相
当
す
る
約

２
５
０
０
万
㌶
を
森
林
に
覆
わ
れ
た
森
林
大
国
で
あ
る

が
、
そ
の
う
ち
約
１
０
０
０
万
㌶
を
占
め
る
人
工
林
は

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
植
林
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
現
在
植
林
後
50
年
前
後

が
経
過
し
て
伐
採
適
齢
期
を
迎
え
た
も
の
が
多
数
を
占

め
て
お
り
、
か
ね
て
よ
り
国
産
人
工
林
資
源
の
有
効
活

用
が
叫
ば
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
国
内
の
木
材
の
需
要
量
は
１
９
７
３
年
の
約

１
億
２
０
０
０
万
立
方
㍍
を
ピ
ー
ク
に
徐
々
に
減
少
傾

向
を
た
ど
っ
て
お
り
、
２
０
１
５
年
に
は
７
５
０
０
万

立
方
㍍
程
度
で
、
こ
こ
数
年
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
る
。

こ
の
需
要
量
に
対
す
る
供
給
の
方
は
と
い
う
と
、
国
産

材
に
よ
る
自
給
率
が
ほ
ぼ
１
０
０
㌫
だ
っ
た
第
二
次
世

界
大
戦
直
後
か
ら
ひ
た
す
ら
低
下
し
続
け
て
２
０
０
２

年
に
は
最
低
の
18
・
８
㌫
を
記
録
し
、
近
年
は
少
し
上

昇
し
て
２
０
１
５
年
実
績
で
約
33
㌫
と
な
っ
て
い
る
。

残
り
は
全
て
海
外
か
ら
の
輸
入
品
（
輸
入
丸
太
、
ま
た

は
製
品
と
し
て
の
輸
入
）
で
あ
る
（
林
野
庁
２
０
１
７

ｂ
）。

　

森
林
大
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
需
要
量
の
多
く

を
輸
入
で
賄
っ
て
い
る
と
い
う
こ
の
事
実
に
対
し
、
数

少
な
い
自
給
可
能
資
源
で
あ
る
木
材
を
も
っ
と
有
効
に

活
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
施
策
が
、
２
０
０
１
年
の
森

林
・
林
業
基
本
法
の
改
正
で
あ
り
、
２
０
０
９
年
の
森

林
・
林
業
再
生
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
国
は
国
産
材
自
給

率
を
50
㌫
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
目
標
に
、
国
産
材
需

要
拡
大
を
企
図
し
た
様
々
な
事
業
を
立
ち
上
げ
、
国
産

に
で
は
あ
る
が
Ｃ
Ｌ
Ｔ
が
使
い
や
す
い
材
料
と
し
て

認
知
さ
れ
て
い
き
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
を
使
っ
た
建
築
物
が
広 CLT 建築の国内第１号物件。製材会社の社員寮として建てられたCoCo CLT（つくば CLT 実験棟）。日本 CLT 協会が CLT の性能や施工性を調べるために建てた
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材
製
材
工
場
の
大
規
模
集
約
化
と
製
材
Ｊ
Ａ
Ｓ
の
普

及
、
合
板
や
集
成
材
へ
の
国
産
針
葉
樹
材
の
活
用
促
進

等
を
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
。
そ
の
成
果
が
徐
々
に

表
れ
て
き
て
、
木
材
供
給
の
う
ち
製
材
用
材
の
50
㌫

弱
、
合
板
用
材
の
35
㌫
が
既
に
国
産
材
に
転
換
さ
れ
て

お
り
、
製
紙
・
パ
ル
プ
用
材
も
含
め
た
全
体
の
自
給
率

が
30
㌫
超
え
と
い
う
形
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

Ｃ
Ｌ
Ｔ
は
救
世
主
に
な
り
得
る
か

　

Ｃ
Ｌ
Ｔ
は
、
こ
の
上
昇
傾
向
を
さ
ら
に
加
速
す
る
切

り
札
と
し
て
の
期
待
を
寄
せ
ら
れ
た
材
料
で
も
あ
っ

た
。
国
産
材
を
有
効
に
利
用
す
る
た
め
に
は
、
間
伐
材

や
Ｂ
材
（
製
材
用
途
の
Ａ
材
に
対
し
、
材
の
曲
が
り
な

ど
か
ら
格
付
け
が
１
ラ
ン
ク
下
が
っ
た
材
）
の
活
用
、

あ
る
い
は
製
材
端
材
の
活
用
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
用

途
開
発
の
一
つ
と
し
て
Ｃ
Ｌ
Ｔ
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

間
伐
材
は
丸
太
の
直
径
が
小
さ
い
も
の
が
多
い
た
め

に
、
柱
や
梁
等
に
使
う
大
き
な
断
面
の
製
材
を
得
ら
れ

な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
材
か
ら
挽
き
板
を
製

材
し
て
Ｃ
Ｌ
Ｔ
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
森
林
に

捨
て
置
か
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
間
伐
材
を
木
質

材
料
に
転
換
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま

た
、
Ｂ
材
か
ら
挽
き
板
を
製
材
し
て
Ｃ
Ｌ
Ｔ
を
作
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
Ａ
材
は
製
材
や
集
成
材
等
の
通
直
な

軸
材
料
に
、
Ｂ
材
は
Ｃ
Ｌ
Ｔ
に
と
使
い
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
、
製
材
端
材
な
ど
も
小
断
面
材
に
加

工
し
て
Ｃ
Ｌ
Ｔ
内
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
材

料
を
捨
て
る
こ
と
な
く
全
て
使
い
切
る
こ
と
が
で
き
、

木
材
の
有
効
活
用
は
一
層
進
む
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
に

欧
州
や
北
米
で
は
、
多
少
見
た
目
が
悪
い
（
角
に
丸
み

が
あ
っ
た
り
、
多
少
曲
が
っ
た
り
し
た
）
板
材
で
あ
っ

て
も
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
中
に
組
み
込
ん
で
製
造
し
て
し
ま
う

場
合
が
多
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
利
用
が
進
ん
で
い
な
い
森
林
資

源
を
有
効
に
活
用
で
き
る
の
が
Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
強
み
で
あ

り
、新
た
な
材
料
開
発
を
す
る
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
が
、

実
際
に
日
本
で
現
在
製
造
さ
れ
て
い
る
Ｃ
Ｌ
Ｔ
は
と
い

う
と
、
集
成
材
に
用
い
る
Ａ
材
由
来
の
挽
き
板
を
使
っ

て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
の
Ｃ

Ｌ
Ｔ
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
の
検
討
時
に
、
同
じ
挽
き
板
を
用
い
て

製
造
さ
れ
る
集
成
材
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
を
参
照
し
て
検
討
さ
れ

て
き
た
こ
と
に
由
来
し
、
特
に
Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
場
合
は
木
材

を
繊
維
直
交
方
向
に
重
ね
合
わ
せ
て
積
層
す
る
た
め
、

接
着
部
の
性
能
を
担
保
す
る
に
は
な
る
べ
く
通
直
で
曲

が
り
の
な
い
材
料
が
良
く
、
角
が
欠
け
て
い
た
り
丸
身

が
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
材
は
避
け
て
製
造
す
る
規
格

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
接
着
剤
も
海

外
で
一
般
的
な
１
液
性
ウ
レ
タ
ン
系
接
着
剤
（
発
泡
性

が
あ
り
、
隙
間
を
充
填
し
て
く
れ
る
接
着
剤
）
は
認
め

ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
も
Ｂ
材
な
ど
の
利
用
を
妨

げ
て
い
る
要
因
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
本
来
の
目

的
・
意
義
で
あ
っ
た
間
伐
材
や
Ｂ
材
、
製
材
端
材
の
利

用
は
で
き
て
お
ら
ず
、
森
林
資
源
の
有
効
活
用
、
国
産

材
を
積
極
的
に
無
駄
な
く
使
う
と
い
っ
た
理
念
は
実
現

で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。（
間
伐
材
な
ど
を

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
に
使
っ
て
し
ま
う
事
例
が
増
え
て
お

り
、
そ
の
こ
と
も
Ｃ
Ｌ
Ｔ
へ
の
利
用
を
妨
げ
て
い
る
理

由
の
一
つ
で
は
あ
る
。）

　

と
は
い
え
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
は
国
産
材
を
大
量
に
使
っ
て
製

造
で
き
る
新
た
な
材
料
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、

今
後
の
技
術
的
検
討
を
経
て
、
新
た
な
層
構
成
や
、
品

質
の
劣
る
挽
き
板
を
使
っ
た
Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
利
用
に
つ
い
て

も
徐
々
に
認
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
構
造
用
途

だ
け
で
な
く
、
造
作
用
途
の
Ｃ
Ｌ
Ｔ
で
あ
れ
ば
、
そ
う

い
っ
た
品
質
の
劣
る
挽
き
板
の
利
用
が
可
能
か
も
し
れ

な
い
。
鉄
骨
造
や
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
の

内
装
材
や
床
材
と
し
て
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
を
大
量
に
使
う
こ
と

な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
工
場
で

は
国
内
の
木
材
資
源
を
フ
ル
活
用
し
て
製
造
す
る
必
要

が
生
じ
、
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た
間
伐
材
な
ど
も
積
極

的
に
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
が
来
る
こ
と
だ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
日
本
の
森
林
・
林

業
に
も
お
金
が
回
り
、
伐
採
地
に
新
た
に
植
林
す
る
経

費
も
捻
出
で
き
る
よ
う
な
、
良
い
循
環
が
生
ま
れ
る
可

能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
だ
ま
だ
夢
物
語
の
域
を
出
な
い
話
で
は
あ
る
が
、

そ
う
い
う
可
能
性
を
秘
め
た
材
料
が
出
て
き
て
、
積
極

的
に
活
用
さ
れ
始
め
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
森
林
・

林
業
関
係
者
、
お
よ
び
木
材
関
係
者
に
大
き
な
期
待
を

抱
か
せ
て
い
る
。
国
産
材
Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
未
来
に
、
ぜ
ひ
注

目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

引
用
文
献

有
馬
孝
礼
（
２
０
１
５
）
Ｃ
Ｌ
Ｔ
は
国
産
材
利
用
拡
大
の
救
世
主
と
な
り
う
る

か
、
森
林
環
境
２
０
１
５
、１
２
０

－

１
２
７
．

農
林
水
産
省
（
２
０
１
３
）
直
交
集
成
板
の
日
本
農
林
規
格
、
平
成
25
年
12
月

20
日
農
林
水
産
省
告
示
第
３
０
７
９
号
．

国
土
交
通
省
（
２
０
１
６
ａ
）
Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建

築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め

る
等
の
件
、
平
成
28
年
４
月
１
日
国
土
交
通
省
告
示
第
６
１
１
号
．

林
野
庁
（
２
０
１
７
ａ
）
森
林
・
林
業
白
書
、
１
６
３

－

１
６
７
．

日
本
Ｃ
Ｌ
Ｔ
協
会
（
２
０
１
７
）
利
用
例

　

http://clta.jp/w
p-content/uploads/2017/09/CLT

_N
o.001-020.pdf

　

2017.11
確
認

国
土
交
通
省
（
２
０
１
６
ｂ
）
特
殊
な
許
容
応
力
度
及
び
特
殊
な
材
料
強
度
を

定
め
る
件
、
平
成
13
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１
０
２
４
号
（
最
終
改
正
、
平
成

28
年
３
月
31
日
国
土
交
通
省
告
示
第
５
６
２
号
）．

林
野
庁
（
２
０
１
７
ｂ
）
森
林
・
林
業
白
書
、
１
３
４

－

１
４
０
．
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自
然
災
害
と
人
々
の
生
業

　

２
０
１
７
年
８
月
下
旬
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
レ
イ

キ
ャ
ビ
ク
で
開
か
れ
た
防
災
関
係
の
国
際
会
議
に
参
加

す
る
機
会
を
得
た
。
会
議
の
終
了
後
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド

の
南
に
位
置
し
、
唯
一
の
有
人
島
で
あ
る
ヘ
イ
マ
エ
イ

島
を
訪
問
し
た
。
ヘ
イ
マ
エ
イ
島
で
は
、
１
９
７
３
年

に
島
の
北
西
部
で
割
れ
目
噴
火
が
起
こ
り
、
溶
岩
流
が

住
宅
地
を
襲
い
、
島
民
は
全
島
避
難
を
強
い
ら
れ
た
。

慶
應
義
塾
大
学
環
境
情
報
学
部
教
授　

一
ノ
瀬
友
博

災
害
大
国
で
い
か
に
安
全
に
生
き
る
か
？

溶
岩
が
流
れ
る
様
が
、
居
住
地
域
で
観
察
さ
れ
た
大
変

珍
し
い
噴
火
で
、
当
時
世
界
中
で
注
目
さ
れ
た
。
噴
火

以
前
に
５
０
０
０
人
以
上
あ
っ
た
人
口
か
ら
１
０
０
０

人
以
上
減
少
し
た
も
の
の
市
街
地
は
復
興
し
、
ヘ
イ
マ

エ
イ
島
で
の
漁
獲
量
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
全
体
の
３
分
の

１
に
上
り
、
火
山
を
は
じ
め
、
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

な
ど
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
一
大
拠
点
に
な
っ
て
い
る
。

直
接
溶
岩
に
覆
わ
れ
な
か
っ
た
市
街
地
も
火
山
灰
に
よ

り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。
そ
の
火
山
灰
を
掘
り
起
こ

し
、
多
く
の
住
宅
が
元
の
場
所
に
建
築
し
直
さ
れ
た
と

い
う
。
割
れ
目
噴
火
の
火
口
近
く
で
の
復
興
は
危
険
で

は
な
い
か
と
い
う
私
の
質
問
に
、
島
に
住
む
ガ
イ
ド
は

「
そ
の
前
の
噴
火
は
約
５
０
０
０
年
前
で
、
ま
あ
数
千

年
に
一
度
だ
か
ら
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
は
、
北
海
道
と
四
国
を
合
わ
せ
た

ほ
ど
の
面
積
に
約
32
万
人
が
居
住
す
る
。北
大
西
洋
海

嶺
の
上
に
位
置
し
、国
土
に
約
１
３
０
の
活
火
山
が
存

在
す
る
火
山
大
国
で
、噴
火
に
加
え
、噴
火
に
よ
る
氷
河

の
溶
解
に
伴
う
大
規
模
な
洪
水
リ
ス
ク
も
存
在
す
る
。

一
方
で
、自
然
の
恵
み
を
活
用
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用

を
行
っ
て
お
り
、発
電
に
つ
い
て
は
水
力
発
電
が
約
７

割
、地
熱
発
電
が
約
３
割
で
、電
力
は
す
べ
て
自
然
再
生

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
賄
っ
て
い
る
。ま
た
、温
泉
を
住
居
や
農

業
の
暖
房
に
活
用
し
て
お
り
、あ
ち
こ
ち
に
公
衆
浴
場

が
整
備
さ
れ
て
い
る
。先
の
ヘ
イ
マ
エ
イ
島
で
も
、噴
火

後
に
蓄
熱
し
た
ま
ま
の
溶
岩
を
し
ば
ら
く
暖
房
と
発
電

に
活
用
し
た
そ
う
で
あ
る
。自
然
災
害
に
備
え
つ
つ
、そ

の
恩
恵
を
上う

手ま

く
活
用
し
て
生
活
し
て
い
る
様
子
を
ア

イ
ス
ラ
ン
ド
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
も
そ
も
自
然
の
恩
恵
な
し
に
私
た
ち
の
生
活
は
成

り
立
た
な
い
。
日
本
に
お
い
て
は
、
広
く
稲
作
が
行
わ

れ
て
き
た
が
、水
を
大
量
に
必
要
と
す
る
水
田
耕
作
は
、

常
に
洪
水
の
危
険
と
背
中
合
わ
せ
で
あ
る
。
近
世
に
な

その４

森林環境
多事争論

1973 年の噴火による降灰で埋没した住宅

1972 年に新築され、翌年の噴火の火山灰に埋まり全壊したものの、1980 年に再建された
住宅＝写真はどちらもアイスランド・ヘイマエイ島火山博物館にて、筆者が2017 年８月27
日撮影
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り
、
低
地
に
お
い
て
大
規
模
な
水
田
耕
作
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
地
域
が
大
水
害
に
見

舞
わ
れ
る
機
会
も
増
え
た
。
東
日
本
大
震
災
以
降
、
江

戸
時
代
に
造
ら
れ
た
静
岡
県
の
命

い
の
ち

山や
ま

が
注
目
を
浴
び
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
命
山
は
高
潮
に
よ
る
大
規
模
な
被

害
を
教
訓
に
整
備
さ
れ
た
イ
ン
フ
ラ
で
あ
っ
た
。

　

世
界
各
地
の
自
然
災
害
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
々
の
立

地
環
境
に
強
く
依
存
す
る
。
同
時
に
、
人
間
の
自
然
資

源
の
活
用
、
土
地
利
用
に
も
大
き
く
影
響
を
受
け
る
。

例
え
ば
、国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
と
災
害
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
Ｅ
Ｍ

－

Ｄ
Ａ
Ｔ
の
デ
ー
タ
を
用
い
、

世
界
各
国
の
水
害
に
よ
る
被
災
者
数
と
、
小
麦
と
米
の

収
穫
面
積
の
関
係
を
見
て
み
よ
う
。
１
９
９
０
年
か
ら

２
０
１
４
年
ま
で
の
25
年
間
を
合
計
し
て
算
出
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
を
図
に
示
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
強
い
相

関
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
収
穫
面
積
が
大
き
い
ほ

ど
、
水
害
に
よ
る
被
災
者
数
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、中
国
と
イ
ン
ド
が
い
ず
れ
の
収
穫
面
積
、

被
災
者
数
も
飛
び
抜
け
て
多
い
の
で
、
両
者
を
外
し
て

相
関
を
求
め
る
と
、
小
麦
で
は
有
意
な
関
係
が
見
ら
れ

な
く
な
る
が
、
米
で
は
依
然
と
し
て
有
意
な
相
関
が
見

ら
れ
る
。
単
純
な
集
計
で
あ
る
が
、
稲
作
は
豊
富
な
水

資
源
を
必
要
と
し
、
そ
の
よ
う
な
地
域
は
降
水
量
が
多

く
常
に
洪
水
の
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ

れ
る
。

　

２
０
１
５
年
９
月
上
旬
、
台
風
18
号
に
よ
る
豪
雨
が

東
北
と
関
東
を
襲
っ
た
。
北
関
東
か
ら
東
北
ま
で
広
範

囲
に
被
害
が
及
ん
だ
が
、
最
も
被
害
が
大
き
か
っ
た
地

域
の
一
つ
が
茨
城
県
常
総
市
で
、
鬼
怒
川
と
小
貝
川
に

は
さ
ま
れ
た
水
郷
地
帯
が
堤
防
の
決
壊
の
た
め
大
き
な

被
害
を
受
け
た
。
災
害
直
後
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
被
災
し

た
住
民
の
方
が
こ
ん
な
水
害
に
遭
う
と
は
思
い
も
し
な

か
っ
た
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
い
た
の
が
強
く
印

象
に
残
っ
て
い
た
。
少
な
く
と
も
地
形
図
を
見
る
限
り

に
お
い
て
は
、
二
つ
の
河
川
に
挟
ま
れ
た
低
地
に
水
田

が
拓ひ

ら

か
れ
て
い
て
、
か
つ
て
か
ら
度
々
水
害
を
受
け
て

き
た
地
域
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
た
。
約
１
年
後
に
現

地
に
入
る
機
会
を
得
た
が
、
決
壊
し
た
堤
防
近
く
の
新

興
住
宅
地
が
大
き
な
被
害
を
受
け
て
い
た
一
方
で
、
古

く
か
ら
の
集
落
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
被
害
に
遭
わ
な

か
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
集
落
は
地
形
的

に
わ
ず
か
に
高
台
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。

津
波
被
災
と
土
地
利
用
の
変
遷

　

筆
者
は
東
日
本
大
震
災
以
降
、
宮
城
県
気
仙
沼
市
で

復
興
支
援
や
研
究
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の

一
つ
を
紹
介
し
よ
う
。
気
仙
沼
市
は
宮
城
県
の
北
東
端

に
位
置
し
、
サ
ン
マ
や
フ
カ
ヒ
レ
と
い
っ
た
漁
業
、
水

産
加
工
業
で
有
名
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
で
は
、
沿

岸
部
は
津
波
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
特
に
市

の
中
心
部
に
あ
た
る
気
仙
沼
湾
は
大
き
な
火
災
に
も

見
舞
わ
れ
た
。
死
者
行
方
不
明
者
は
１
０
０
０
人
以
上

に
上
り
、
七
十
七
銀
行
の
試
算
に
よ
れ
ば
被
害
額
は

２
０
０
０
億
円
を
超
え
、
３
分
の
１
の
雇
用
が
失
わ
れ

た
と
い
う
。
気
仙
沼
市
が
位
置
す
る
三
陸
沿
岸
は
昔
か

ら
度
々
大
津
波
を
受
け
て
き
た
地
域
と
し
て
知
ら
れ

る
。
１
９
６
０
年
に
は
チ
リ
津
波
、
１
９
３
３
年
に
は

昭
和
三
陸
津
波
、
１
８
９
６
年
に
は
明
治
三
陸
津
波
と

大
き
な
津
波
を
経
験
し
て
き
た
。
気
仙
沼
市
は
チ
リ
津

波
で
は
幸
い
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
被
害
は
受
け
な
か
っ
た

が
、
昭
和
三
陸
津
波
、
明
治
三
陸
津
波
で
は
大
き
な
被

各国の小麦の収穫面積の合計と水害による被災者数の合計の関係（矢印は中国とインド）＝
FAOとEM-DATのデータを用いて筆者作成

各国の米の収穫面積の合計と水害による被災者数の合計の関係（矢印は中国とインド）=同上

億人

（
億
ｈ
a）

（億人）

（
億
ｈ
a）
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害
を
受
け
、
そ
の
時
の
言
い
伝
え
も
数
多
く
残
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
再
び
大
き
な
被
害
が
引
き
起
こ

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

の
研
究
対
象
地
内
で
の
被
害
額
を
推
定
し
た
。
そ
の
結

果
、
都
市
的
土
地
利
用
で
は
１
１
２
７
億
円
、
農
地

で
は
６
９
０
０
万
円
の
被
害
と
算
出
さ
れ
た
。
も
し
、

１
９
１
６
年
時
点
と
同
じ
土
地
利
用
で
あ
れ
ば
、
都
市

的
土
地
利
用
に
お
け
る
被
害
は
１
０
７
億
円
、
農
地
で

は
２
・
５
億
円
と
推
定
さ
れ
、
都
市
的
土
地
利
用
の
拡

大
が
被
害
を
10
倍
以
上
に
増
大
さ
せ
た
こ
と
が
分
か

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
津
波
浸
水
範
囲
に
拡
大
し
た
都

市
的
土
地
利
用
に
は
、
気
仙
沼
市
の
産
業
を
支
え
る
水

産
加
工
業
と
そ
の
関
連
産
業
が
立
地
し
て
き
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
多
大
な
経
済
的
な
利
益
を
も
た
ら
し
て
き
た

の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
三
陸
沿
岸
の
自
治

体
と
異
な
り
、
気
仙
沼
市
で
は
そ
れ
ほ
ど
地
形
が
急
峻

で
な
い
地
域
も
多
く
、
沿
岸
部
以
外
の
高
台
で
も
都
市

開
発
が
な
さ
れ
て
き
た
。
今
回
の
津
波
で
も
そ
の
よ
う

な
立
地
で
は
被
害
が
な
か
っ
た
か
、
あ
っ
て
も
極
わ
ず

か
で
あ
っ
た
。

　

気
仙
沼
市
の
歴
史
を
遡

さ
か
の
ぼる

と
沿
岸
部
の
開
発
は
既
に

江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
当
時
は
塩

田
と
水
田
が
中
心
で
、
大
正
時
代
に
入
り
製
塩
業
が
衰

退
す
る
と
塩
田
も
水
田
に
転
換
さ
れ
て
い
っ
た
。
低
地

の
都
市
的
土
地
利
用
は
漁
港
周
辺
に
限
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
土
地
利
用
は
津
波
常
襲
地
帯
と
し
て
、
災

害
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
気
仙
沼
市

は
１
９
６
０
年
の
チ
リ
津
波
で
被
災
し
た
が
、
そ
れ
ほ

ど
被
害
が
大
き
く
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
そ
の
後
の

都
市
開
発
に
お
け
る
津
波
対
策
を
不
十
分
な
も
の
に
さ

せ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
災
害
リ
ス
ク
の
低
減

に
お
い
て
は
、
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
る
可
能
性
の

あ
る
場
所
を
利
用
し
な
い
、
財
産
と
な
る
も
の
を
配
置

し
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
経
済
的
な
損

失
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
都
市
的
土
地
利
用
と
い
う

集
約
的
な
利
用
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
多
く
の
尊

い
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

筆
者
ら
は
、
環
境
省
環
境
研
究
総
合
推
進
費

（
４
―
１
５
０
５
）
の
一
環
で
、
気
仙
沼
市
中
心

部
の
被
災
状
況
と
過
去
約
１
０
０
年
間
に
わ
た
る

土
地
利
用
の
変
遷
を
分
析
し
た
。
地
図
に
ハ
ッ

チ
（
斜
線
）
が
か
か
っ
た
部
分
が
２
０
１
１
年
の

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
浸
水
範
囲
で
あ
る

が
、
１
９
１
６
年
時
点
で
は
そ
の
大
部
分
が
水

田
や
湿
地
、
水
域
で
、
都
市
的
土
地
利
用
は
一

部
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
戦
後
間
も
な
い

１
９
５
２
年
に
は
都
市
的
土
地
利
用
が
若
干
拡
大

し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
土
地
利
用
の
変
化
は

見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
高
度
経
済
成
長
期
を
経

た
１
９
８
１
年
に
は
大
部
分
が
都
市
的
土
地
利

用
に
転
換
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
気

仙
沼
市
は
概お

お
む

ね
１
９
８
０
年
頃
に
人
口
が
最
大

に
な
り
、
そ
の
後
減
少
を
始
め
て
い
る
。
現
在

の
気
仙
沼
市
域
に
相
当
す
る
範
囲
の
１
９
８
０

年
の
人
口
は
約
９
万
２
０
０
０
人
で
あ
っ
た
が
、

２
０
１
０
年
に
は
１
万
９
０
０
０
人
近
く
減
少
し

約
７
万
３
５
０
０
人
と
な
っ
た
。
実
に
２
割
以
上

の
人
口
が
減
少
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
市

的
土
地
利
用
は
依
然
と
し
て
拡
大
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
１
９
１
６
年
時
点
で
は
対
象
と
し
た
津
波

浸
水
域
の
55
㌫
を
水
田
が
占
め
て
い
て
、
都
市
的

土
地
利
用
は
７
㌫
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
約

１
０
０
年
間
で
、
水
田
は
18
㌫
と
約
３
分
の
１
に

な
り
、
都
市
的
土
地
利
用
は
76
㌫
と
約
10
倍
に
広

が
っ
た
。
七
十
七
銀
行
の
試
算
を
基
に
、
私
た
ち

津波浸水域 ハビタットタイプ : 樹林地
竹林

草地
湿地

開放水域
水田

畑地
砂れき地

都市的土地利用0 0.5 1 2
km

1913 1952 1981 20116

宮城県気仙沼市中心部における東日本大震災の津波浸水範囲と約 100年間の土地利用の変遷
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人
口
減
少
時
代
の
防
災
・
減
災

　

初
め
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
例
を
挙
げ
た
が
、
日
本
は

ま
さ
に
自
然
災
害
の
デ
パ
ー
ト
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

10
年
程
度
の
間
に
も
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波

（
２
０
１
１
年
）、
御
嶽
山
の
噴
火
（
２
０
１
４
年
）、

熊
本
地
震
（
２
０
１
６
年
）、紀
伊
半
島
（
２
０
１
１
年
）

や
広
島
（
２
０
１
４
年
）、
福
岡
・
大
分
（
２
０
１
７

年
）
に
お
け
る
土
砂
災
害
、
茨
城
県
に
お
け
る
竜
巻

（
２
０
１
２
年
）、
栃
木
県
に
お
け
る
雪
崩
（
２
０
１
７

年
）、
そ
し
て
台
風
、
洪
水
被
害
は
毎
年
で
あ
る
し
、

落
雷
や
山
火
事
も
毎
年
各
地
で
頻
発
す
る
。
他
の
国
々

に
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
な
い
の
は
干
ば
つ
だ
け
で

あ
ろ
う
か
。
干
ば
つ
で
は
な
い
が
、
夏
に
は
高
温
被
害

も
深
刻
で
、多
く
の
方
が
熱
中
症
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
と

あ
い
ま
っ
て
世
界
に
例
を
見
な
い
複
合
災
害
と
な
っ

た
。
事
故
の
影
響
を
心
配
し
、
首
都
圏
か
ら
西
日
本
、

特
に
九
州
に
移
住
す
る
人
も
多
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

方
々
の
中
に
は
、
熊
本
地
震
で
被
災
し
た
方
も
い
る
と

い
う
。
東
日
本
大
震
災
以
降
、
日
本
政
府
は
近
い
将
来

起
こ
る
と
さ
れ
る
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
被
害
予
測

を
改
定
し
た
。
西
日
本
の
太
平
洋
沿
岸
を
中
心
に
最
悪

の
場
合
死
者
は
30
万
人
以
上
に
上
る
と
試
算
さ
れ
て
い

る
。
巨
大
津
波
が
押
し
寄
せ
る
と
さ
れ
て
い
る
地
域
で

は
、
も
は
や
諦
め
た
と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
。
災
害
大

国
日
本
で
安
全
に
暮
ら
す
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
自
然
の
仕
組
み
を

活
用
」
す
る
こ
と
と
「
人
口
減
少
」
で
あ
る
。
常
に
変

化
を
続
け
る
地
球
上
に
私
た
ち
が
生
活
す
る
以
上
、
自

然
災
害
の
リ
ス
ク
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
活
火
山
が
全
く
な
い
地
域
で
あ
っ
て
も
、
遠
く
離

れ
た
火
山
の
大
噴
火
で
降
灰
し
、
地
球
規
模
の
寒
冷
化

な
ど
大
き
な
被
害
を
被
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
し
て
い

く
つ
も
の
プ
レ
ー
ト
が
交
わ
る
上
に
位
置
し
温
暖
湿
潤

な
日
本
で
は
、
様
々
な
自
然
災
害
に
備
え
る
必
要
が
あ

る
。一
方
で
自
然
災
害
を
引
き
起
こ
す
自
然
の
営
み
は
、

私
た
ち
の
生
活
の
基
盤
で
も
あ
る
。
自
然
か
ら
の
恵
み

な
く
し
て
、
私
た
ち
の
生
活
は
成
り
立
た
な
い
。
火
山

は
変
化
に
富
ん
だ
自
然
を
育
み
、
温
泉
や
天
然
資
源
を

生
み
出
し
て
い
る
。
湿
潤
な
気
候
が
豊
か
な
水
資
源
と

産
業
を
支
え
て
い
る
。
四
季
は
日
本
の
自
然
を
特
徴
付

け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
生
活
に
彩
り
を
添
え

て
い
る
。

　

日
本
は
明
治
維
新
以
降
急
激
な
人
口
増
加
を
経
験

し
、都
市
は
拡
大
し
続
け
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

災
害
リ
ス
ク
が
高
い
地
域
の
集
約
的
土
地
利
用
が
進
ん

で
き
た
。
先
に
気
仙
沼
市
中
心
部
の
例
を
示
し
た
が
、

同
様
の
都
市
開
発
は
日
本
各
地
で
行
わ
れ
て
き
た
。
リ

ス
ク
が
高
い
地
域
に
お
け
る
防
災
は
、
巨
大
な
堤
防
の

建
設
な
ど
、
大
き
な
コ
ス
ト
を
伴
う
対
策
を
必
要
と
し

た
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
今
ま
さ
に
人
口
減
少
時
代
を

迎
え
て
い
る
。
以
前
の
よ
う
に
、
災
害
リ
ス
ク
の
高
い

土
地
を
無
理
に
利
用
し
、
高
コ
ス
ト
の
対
策
を
取
る
必

要
は
な
く
な
る
。
い
や
、
税
収
の
減
少
と
と
も
に
、
そ

も
そ
も
高
コ
ス
ト
の
対
策
は
不
可
能
に
な
る
。よ
っ
て
、

災
害
リ
ス
ク
に
応
じ
て
で
き
る
だ
け
土
地
を
賢
く
利

用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
先
に
常
総
地

域
の
洪
水
の
例
を
挙
げ
た
が
、
古
く
か
ら
あ
る
集
落
は

洪
水
で
も
ほ
と
ん
ど
被
害
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
そ

こ
に
は
長
年
の
知
恵
が
生
き
て
い
る
。
も
っ
と
も
今
回

被
害
を
受
け
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
次
も
安
全
と

は
言
え
な
い
。
農
業
に
携
わ
る
人
々
は
自
分
の
農
地
か

ら
は
る
か
離
れ
た
高
台
に
住
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

よ
っ
て
、
一
定
の
リ
ス
ク
は
織
り
込
み
済
み
で
、
様
々

な
対
策
が
な
さ
れ
た
上
で
そ
こ
で
の
生
活
が
成
り
立
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
農
業
と
関
わ
り
の
な
い
人
が
そ
の

よ
う
な
地
域
に
住
む
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
次

産
業
に
従
事
す
る
人
々
の
場
合
、
生
業
の
場
と
生
活
の

場
は
、
往
々
に
し
て
不
可
分
で
あ
る
。
一
方
で
、
多
く

の
自
然
災
害
の
被
災
者
が
一
次
産
業
と
縁
の
な
い
人
々

で
あ
る
こ
と
も
多
々
あ
る
。
近
年
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自

治
体
で
各
種
災
害
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
が
整
備
さ
れ
て

い
る
。
ど
の
土
地
に
ど
の
よ
う
な
災
害
リ
ス
ク
が
あ
る

の
か
、
市
民
も
簡
単
に
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

政
府
や
自
治
体
に
は
、
人
口
減
少
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
自
然
の
仕
組
み
を
踏
ま
え
た
土
地
利
用
計
画
が
求
め

ら
れ
る
。
近
年
生
態
系
を
基
盤
と
し
た
防
災
・
減
災（
Ｅ

ｃ
ｏ

－

Ｄ
Ｒ
Ｒ
）
が
国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
、
日
本
で

も
国
土
利
用
計
画
な
ど
に
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
災
害
リ
ス
ク
が
高
い
地
域
の
利
用
を
避
け
、

よ
り
リ
ス
ク
の
低
い
土
地
に
土
地
利
用
を
誘
導
す
る
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
津
波
防
災
を
例
に
と
れ
ば
、
自
然

の
海
岸
生
態
系
を
復
元
す
る
こ
と
に
よ
り
、
極
め
て
低

い
コ
ス
ト
で
津
波
被
害
を
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
、
か

つ
生
物
多
様
性
の
維
持
に
つ
な
が
る
。
自
治
体
で
は
、

人
口
減
少
、
防
災
、
生
物
多
様
性
保
全
は
、
そ
れ
ぞ
れ

立
地
適
正
化
計
画
、
国
土
強
靱
化
地
域
計
画
、
生
物
多

様
性
地
域
戦
略
と
い
っ
た
個
別
の
計
画
で
対
応
さ
れ
て

い
る
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
課
題
を
総
合
計
画
に
位
置
付

け
、
市
町
村
国
土
利
用
計
画
で
統
合
的
に
計
画
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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グ
ロ
ー
バ
ル
に
見
た
日
本
の
自
然

　

も
し
手
元
に
世
界
地
図
が
あ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
開
き
、

東
海
大
学
観
光
学
部
教
授
　
田
中
伸
彦

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら

　
　
日
本
の
自
然
を
観
光
の
ま
な
ざ
し
で
捉
え
ら
れ
る
か
？

や
カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
、
ナ
ミ
ブ
砂
漠
、
ア
タ
カ
マ
砂
漠
と
、

こ
ち
ら
も
乾
燥
地
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
普
通
に
考
え
れ
ば
、
地
球
上
で
日
本
が

し
、
日
本
が
あ
る
辺
り
の
緯
度
で
降
下
す
る
。
要
す
る

に
、
日
本
と
同
じ
緯
度
に
あ
る
陸
地
に
は
乾
い
た
空
気

が
舞
い
降
り
、
軒
並
み
砂
漠
化
し
や
す
く
な
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
気
候
シ
ス
テ
ム
か
ら

考
え
た
場
合
、
森
に
覆
わ
れ
た
国
と
し
て
現
在
日
本
が

存
在
す
る
こ
と
は
、
奇
跡
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
緑

が
豊
か
な
こ
と
は
、
観
光
面
か
ら
は
天
与
の
好
条
件
で

あ
る
。

豊
か
な
日
本
の
森

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
日
本
は
砂
漠
に
な
ら
ず
、
豊
か
な

森
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
要
因
の
一
つ

に
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
が
関
係
し
て
い
る
。
先
に
述
べ

た
乾
い
た
空
気
は
、
偏
西
風
に
乗
り
、
地
球
の
周
り
を

横
方
向
に
ぐ
る
ぐ
る
回
る
。
つ
ま
り
、乾
い
た
空
気
は
、

乾
い
た
ま
ま
同
緯
度
で
循
環
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
流
れ
が
邪
魔
さ
れ
る
場
所
が
１
カ
所
存
在
す
る
。

そ
れ
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
で
あ
る
。

　

乾
い
た
偏
西
風
は
、
対
流
圏
と
い
う
厚
さ
10
㌔
㍍
程

度
の
空
気
の
層
と
な
っ
て
循
環
す
る
が
、
そ
の
う
ち
の

９
㌔
㍍
近
く
を
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
は
塞
い
で
し
ま
う
（
エ

ベ
レ
ス
ト
の
標
高
は
８
８
４
８
㍍
）。
そ
う
す
る
と
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
に
阻
ま
れ
て
、
偏
西
風
は
蛇
行
せ
ざ
る

その５

森林環境
多事争論

日
本
を
見
つ
け
て
ほ
し
い
。
見

つ
か
っ
た
ら
、
最
北
端
と
最
南

端
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
横
に
線
を

引
い
て
ほ
し
い
。
ユ
ー
ラ
シ
ア

大
陸
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
、
北
ア

メ
リ
カ
大
陸
な
ど
を
通
過
す
る

平
行
な
線
が
引
か
れ
た
と
思

う
。
２
本
の
線
の
間
に
は
、
何

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
か
ら
西
に
向
け
て
出
発

す
る
と
、
ゴ
ビ
砂
漠
、
タ
ク
ラ

マ
カ
ン
砂
漠
、
ア
ラ
ビ
ア
半

島
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
、
ア
メ
リ
カ

中
西
部
の
乾
燥
地
帯
と
軒
並
み

乾
燥
地
が
連
な
っ
て
い
る
こ
と

に
気
付
い
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ

う
か
。

　

ま
た
、
同
じ
緯
度
で
南
半
球

に
反
転
さ
せ
て
線
を
引
い
て
も

状
況
は
同
じ
こ
と
が
分
か
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
乾
燥
地
帯

存
在
す
る
緯
度
の
陸
地
は
砂

漠
に
な
り
や
す
い
。
そ
の
理

由
は
科
学
的
に
も
説
明
が
つ

く
。

　

太
陽
に
よ
っ
て
、
地
球
上

で
最
も
暖
め
ら
れ
る
場
所
は

赤
道
付
近
で
あ
る
。
赤
道
付

近
で
は
、
空
気
が
暖
め
ら
れ

て
上
昇
気
流
と
な
り
、
空
高

く
上
が
り
、
雲
が
湧
き
、
雨

が
降
る
。
そ
の
雨
の
お
か
げ

で
赤
道
付
近
に
は
豊
か
な
熱

帯
雨
林
が
広
が
る
。
と
こ
ろ

で
、
雨
を
降
ら
せ
た
後
、
上

空
に
残
さ
れ
る
乾
い
た
空
気

は
ど
こ
へ
行
く
の
だ
ろ
う

か
？　

赤
道
付
近
は
、
先
ほ

ど
言
っ
た
よ
う
に
強
い
上
昇

気
流
が
あ
る
の
で
真
下
に
は

降
り
ら
れ
な
い
。そ
の
た
め
、

乾
い
た
空
気
は
南
北
に
移
動

日本が存在する緯度は本来砂漠になってもおかしくない場所である
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を
得
な
く
な
る
。
偏
西
風
は
南
東
に
進
路
を
変
え
、
イ

ン
ド
洋
、
南
シ
ナ
海
、
東
シ
ナ
海
の
上
空
を
カ
ー
ブ
し

な
が
ら
進
み
、
徐
々
に
湿
気
を
蓄
え
、
日
本
や
韓
国
に

到
達
し
て
雨
を
降
ら
せ
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
が
な
け
れ

ば
、
日
本
の
梅
雨
に
、
こ
こ
ま
で
の
雨
を
降
ら
せ
る
力

は
な
い
と
い
え
る
。

　

偏
西
風
の
蛇
行
の
お
か
げ
で
、
日
本
は
降
水
量
に
恵

ま
れ
、
国
土
の
３
分
の
２
を
森
が
覆
う
。
加
え
て
、
秋

の
台
風
や
冬
の
豪
雪
な
ど
、
降
水
量
を
底
上
げ
す
る
要

因
が
更さ

ら

に
重
な
る
た
め
、
砂
漠
化
が
起
こ
る
余
地
が
ほ

と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
世
界
の
人
々
が
こ
の
緯
度
で
森
を
旅
し
た

け
れ
ば
、日
本
は
絶
好
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
。
た
だ
、

残
念
な
が
ら
、
大
半
の
日
本
人
は
こ
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー

ジ
に
自
覚
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
関
心
も
薄
い
。
天
与
の

自
然
条
件
は
軽
視
さ
れ
、
い
ま
だ
に
マ
ス
コ
ミ
は
、
爆

買
い
や
お
も
て
な
し
、
ア
ニ
メ
や
フ
ジ
ヤ
マ
芸
者
的
な

も
の
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
日
本
人
は
「
日
本
の
自

然
」
と
い
う
観
光
の
キ
ラ
ー
コ
ン
テ
ン
ツ
を
十
分
に
活

か
せ
て
い
な
い
。

　

更
に
い
え
ば
、
伝
統
文
化
も
、
自
然
の
影
響
が
大
き

い
。
例
え
ば
、
木
造
の
神
社
仏
閣
は
、
ま
さ
に
森
林
文

化
の
賜

た
ま
も
ので

あ
る
。
ま
た
世
界
「
文
化
」
遺
産
で
も
、
平

泉
や
富
士
山
、
白
川
郷
、
紀
伊
山
地
、
法
隆
寺
地
域
、

厳
島
神
社
な
ど
は
、
森
に
囲
ま
れ
た
風
景
が
真
っ
先
に

目
に
浮
か
ぶ
。
更
に
、
ア
ニ
メ
な
ど
の
ポ
ッ
プ
カ
ル

チ
ャ
ー
で
も
、
例
え
ば
ポ
ケ
モ
ン
に
描
か
れ
る
背
景
の

森
は
ま
さ
し
く
日
本
で
あ
る
。
仮
に
ア
ラ
ビ
ア
人
が
原

作
者
だ
っ
た
ら
、情
景
描
写
は
全
く
違
う
は
ず
で
あ
る
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
も
、
海
外
の
人
々
に
日
本
の
森
は

浸
透
し
、
脳
裏
に
焼
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。

豊
か
な
日
本
の
海

　

日
本
は
海
も
広
大
で
豊
か
で
あ
る
。

　

意
外
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
の
海
の
面
積
は
世
界

第
６
位
を
誇
る
。
そ
し
て
、
太
平
洋
に
は
黒
潮
（
暖

流
）
と
親
潮
（
寒
流
）
が
流
れ
、
両
者
が
ぶ
つ
か
る
こ

と
で
多
様
な
生
態
系
が
形
づ
く
ら
れ
る
。
一
方
日
本
海

は
、
過
去
に
太
平
洋
と
切
り
離
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た

た
め
、
全
く
異
な
っ
た
生
態
系
を
構
築
し
て
い
る
。
多

様
な
海
に
囲
ま
れ
る
日
本
近
海
は
、
２
０
１
０
年
に
発

表
さ
れ
た
海
洋
生
物
セ
ン
サ
ス
（
Ｃ
ｏ
Ｍ
Ｌ
）
で
、
世

界
の
ど
こ
に
も
負
け
な
い
く
ら
い
生
物
多
様
性
が
高
い

と
評
価
さ
れ
た
（
海
洋
研
究
開
発
機
構
２
０
１
０
）。

　

観
光
面
か
ら
日
本
の
海
を
考
え
る
と
、
朝
、
知
床
で

流
氷
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
満
喫
し
た
そ
の
足
で
飛
行
機
移

動
す
る
と
、
夕
方
に
沖
縄
の
サ
ン
ゴ
礁
で
ダ
イ
ビ
ン
グ

が
で
き
る
ほ
ど
コ
ン
パ
ク
ト
で
多
様
な
自
然
に
恵
ま
れ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
国
は
世
界
を
探
し
て
も
日
本
し

か
な
い
。
ア
メ
リ
カ
も
流
氷
と
サ
ン
ゴ
礁
の
両
方
を
持

つ
が
、
流
氷
は
ア
ラ
ス
カ
、
サ
ン
ゴ
礁
は
ハ
ワ
イ
と
、

コ
ン
パ
ク
ト
で
な
い
上
に
旅
行
で
移
動
す
る
の
は
現
実

的
で
な
い
。

　

ま
た
、
近
年
人
気
を
博
し
て
い
る
ク
ル
ー
ズ
で
も
、

海
洋
は
観
光
の
可
能
性
を
秘
め
る
。
海
上
で
鳥
や
イ
ル

カ
の
群
れ
を
発
見
し
た
時
の
感
動
は
忘
れ
が
た
い
経
験

と
な
る
。

　

な
お
、
豊
か
な
海
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
様
な

海
産
物
が
あ
り
食
が
楽
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
も
繋つ

な

が

る
。
魚
、
貝
、
甲
殻
類
、
海
藻
等
々
ヘ
ル
シ
ー
で
美
味

な
日
本
食
は
、
世
界
的
に
人
気
が
上
昇
し
て
い
る
。
山

の
幸
も
含
め
、
日
本
の
食
の
活
用
も
、
観
光
に
と
っ
て

大
き
な
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
に
な
る
。

　

以
上
、
日
本
は
乾
燥
地
帯
が
取
り
巻
く
緯
度
に
偶
然

生
じ
た
奇
跡
の
森
林
国
で
、
か
つ
豊
か
な
海
を
持
つ
。

こ
の
現
実
を
、
日
本
人
は
観
光
立
国
実
現
の
た
め
に
肝

に
銘
ず
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
は
世
界
的
に
も
訪
れ
る

に
値
す
る
魅
力
的
な
自
然
を
兼
ね
備
え
た
奇
跡
の
国
な

の
で
あ
る
。

観
光
産
業
を
け
ん
引
す
る
の
は
誰
か
？

　

こ
こ
で
日
本
経
済
に
目
を
転
ず
る
と
、
近
年
は
製
造

業
を
軸
と
し
た
輸
出
産
業
の
先
行
き
に
暗
雲
が
漂
っ
て

い
る
。
そ
し
て
製
造
業
の
穴
を
埋
め
る
た
め
に
観
光
産

業
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
海
外
か
ら
の
旅

行
客
の
誘
致
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
に
は
国

を
挙
げ
て
力
を
入
れ
て
お
り
、
今
の
と
こ
ろ
は
順
調
に

里山を観光デスティネーション化するためのワークショップの1コマ＝神奈川県平塚市ゆるぎ地区
（著者撮影）
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実
績
を
伸
ば
し
て
い
る
（
観
光
庁
２
０
１
７
）。　

　

と
こ
ろ
で
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
と
は
、
貿
易
的
な

観
点
か
ら
見
る
と
、
自
動
車
同
様
、
輸
出
産
業
と
見
な

さ
れ
る
。

　

日
本
車
は
、洗
練
さ
れ
た
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
で
、

安
全
性
や
燃
費
に
優
れ
、10
年
以
上
長
持
ち
す
る
の
で
、

輸
出
先
で
良
く
売
れ
た
。
そ
れ
に
倣
う
と
、
魅
力
的
な

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ
ン
で
、
快
適
性
や
環
境
に
優

れ
、
１
０
０
年
持
続
す
る
観
光
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン

を
、
我
々
は
今
後
日
本
各
地
に
つ
く
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
（
田
中
２
０
１
７
）。

　

バ
ブ
ル
時
代
を
振
り
返
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
も
と

も
と
日
本
は
国
内
観
光
に
業
界
が
傾
倒
し
て
い
た
の

で
、イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
に
力
を
入
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
外
国
人
観
光
客
数
は
長
ら
く
年
間
数
百
万

人
程
度
に
留と

ど

ま
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
21
世
紀
に
入
り
、
日
本
は
観
光
立
国
推
進

を
宣
言
し
た
。
そ
し
て
、
力
任
せ
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

と
、
お
ざ
な
り
に
し
て
い
た
ビ
ザ
の
発
給
要
件
緩
和
な

ど
を
行
う
だ
け
で
外
国
人
観
光
客
は
面
白
い
よ
う
に
増

え
た
。
た
だ
し
水
道
の
蛇
口
を
捻ひ

ね

っ
て
水
を
出
す
の
と

同
じ
単
純
な
ノ
ウ
ハ
ウ
で
再
現
性
も
な
い
の
で
、
こ
の

成
功
体
験
は
後
世
繰
り
返
せ
な
い
。

　

何
は
と
も
あ
れ
、
今
や
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
客
は
年

間
３
０
０
０
万
人
を
超
え
る
勢
い
で
あ
る
。現
段
階
で
、

一
部
の
観
光
地
は
す
で
に
飽
和
状
態
で
、
大
都
市
や
有

名
観
光
地
の
ホ
テ
ル
は
稼
働
率
が
９
割
に
達
す
る
こ
と

も
あ
る
。

　

今
や
、
大
量
に
押
し
寄
せ
過
ぎ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観

光
客
の
負
の
問
題
は
、
世
界
で
物
議
を
醸
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
２
０
１
７
年
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
、
日
常
生
活
に

支
障
を
来
す
ま
で
増
加
し
た
観
光
客
を
標
的
に
行
わ
れ

た
自
動
車
に
よ
る
襲
撃
テ
ロ
事
件
は
記
憶
に
新
し
い
。

日
本
で
も
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
の
恩
恵
が
、
一
部
の

人
々
に
偏
っ
て
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
利
益
を
再

配
分
す
る
仕
組
み
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

観
光
入
込
客
や
利
益
が
一
部
に
集
中
す
る
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
観
光
の
偏
り
を
解
消
し
、
観
光
収
入
を
国
内
の

隅
々
に
ま
で
行
き
わ
た
ら
せ
る
た
め
に
は
、
農
山
村
や

自
然
地
域
へ
目
を
向
け
さ
せ
、
観
光
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー

シ
ョ
ン
を
分
散
さ
せ
る
と
効
果
的
で
あ
る
。
自
然
地
域

と
い
っ
て
も
、
屋
久
島
や
小
笠
原
、
白
神
山
地
、
知
床

の
世
界
自
然
遺
産
と
い
っ
た
既
に
著
名
な
観
光
地
で
は

な
く
、
む
し
ろ
ご
く
一
般
的
な
農
山
村
や
里
山
な
ど
に

外
国
人
の
目
を
向
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
人
に

と
っ
て
農
山
村
や
里
山
は
あ
り
ふ
れ
た
日
常
か
も
し
れ

な
い
が
、
先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
、
日
本
の
自
然
自
体

が
世
界
の
人
々
に
と
っ
て
は
奇
跡
な
の
で
あ
る
。
洗
練

さ
れ
た
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
き
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
あ

る
観
光
計
画
や
地
域
デ
ザ
イ
ン
を
農
山
村
に
取
り
入
れ

る
だ
け
で
も
適
度
な
観
光
客
が
訪
れ
る
。

　

こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
観
光
地
を
創
り

出
す
土
地
利
用
管
理
の
職
能
を
、
従
来
の
旅
行
３
業
界

（
旅
行
代
理
店
、
運
輸
業
者
、
宿
泊
業
者
）
は
持
っ
て

い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
必
要
な
人
材
は
、
土
地
利

用
制
度
を
熟
知
し
、
計
画
・
管
理
で
き
る
人
々
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
都
市
計
画
者
や
、
自
然
公
園
レ
ン
ジ
ャ
ー
、

そ
し
て
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
た
ち
で
あ
る
。

　

森
が
多
い
農
山
村
で
は
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
誘
致

の
成
否
が
彼
ら
の
双
肩
に
か
か
る
。
肝
心
な
の
は
、
観

光
産
業
の
成
否
の
一
翼
は
、
例
え
ば
フ
ォ
レ
ス
タ
ー

が
、
木
材
生
産
の
み
に
傾
倒
せ
ず
、
如い

何か

に
人
が
訪
れ

た
く
な
る
景
観
や
遊
歩
道
、
展
望
所
、
宿
泊
地
な
ど
を

創
れ
る
か
と
い
う
セ
ン
ス
に
か
か
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
（
由
田
２
０
１
７
）。

激
変
す
る
自
然
環
境
・
社
会
環
境

　

と
こ
ろ
で
、
今
後
の
日
本
の
自
然
管
理
は
、
従
来
の

自
然
観
の
も
と
経
験
的
に
続
け
て
も
、
近
い
将
来
行
き

詰
ま
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日

本
の
自
然
環
境
・
社
会
環
境
は
今
後
数
十
年
の
う
ち
に

激
変
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

自
然
的
側
面
で
は
、
気
候
変
動
が
懸
念
さ
れ
る
。
日

本
の
温
暖
化
は
今
後
目
に
見
え
て
進
む
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
国

連
の
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
（
Ｉ
Ｐ
Ｃ

Ｃ
）
の
成
果
を
用
い
て
公
表
し
た
「
２
０
５
０
年　

日
本
の
天
気
」
と
い
う
未
来
の
シ
ナ
リ
オ
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ2060年における日本の人口推計（出典：国立社会保障・人口問題研究所）

総人口＝8,674万人

平 均 年 齢＝54.6歳
中位数年齢＝57.3歳

年少人口
（０～14歳）９．１％

後期老年人口
（75歳以上） ２６．9％

前期老年人口
（65～7４歳） １３．０％

生産年齢人口
（１5～６４歳） ５０．９％

老年人口
（65歳以上）３９．９％
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２
０
１
４
）
に
よ
る
と
、
現
在
11
月
に
ピ
ー
ク
を
迎
え

る
京
都
の
紅
葉
は
、
２
０
５
０
年
に
は
ク
リ
ス
マ
ス

シ
ー
ズ
ン
に
ま
で
ず
れ
込
む
。
旅
行
業
に
と
っ
て
は
、

紅
葉
と
年
末
年
始
と
い
う
二
つ
の
書
き
入
れ
時
が
統
合

す
る
だ
け
で
も
経
済
的
に
痛
手
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

年
末
年
始
の
紅
葉
と
い
う
事
実
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に

受
け
止
め
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
哲
学
的
に
も
奥
が

深
く
、皆
で
対
応
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
課
題
で
あ
る
。

　

紅
葉
の
ず
れ
込
み
以
外
に
も
、
ス
キ
ー
な
ど
雪
に
頼

る
山
岳
リ
ゾ
ー
ト
や
、
珊さ

ん

瑚ご

の
白
化
が
懸
念
さ
れ
る
沖

縄
な
ど
は
、観
光
対
象
自
体
の
消
失
が
懸
念
さ
れ
る（
田

中
２
０
１
５
）。
観
光
業
界
は
近
い
将
来
、
そ
の
対
応

に
日
々
追
わ
れ
続
け
る
状
況
に
陥
る
。

　

ま
た
、
自
然
に
留
ま
ら
ず
、
社
会
環
境
の
劇
的
な
変

化
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
に
よ
り
、
自
然
地
域

の
管
理
が
そ
も
そ
も
疎お

ろ
そか

に
な
る
。
た
だ
、
観
光
面
で

は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
２
０
６
０
年
に
は
日
本

の
人
口
は
８
６
７
４
万
人
ま
で
減
少
し
、
な
ん
と
86
歳

の
人
が
最
も
多
く
な
る
（
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題

研
究
所
２
０
１
２
）。日
本
の
国
内
観
光
客
の
ボ
リ
ュ
ー

ム
層
と
な
る
後
期
高
齢
者
に
提
供
す
る
観
光
サ
ー
ビ
ス

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
我
々
は
十
分
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

２
０
６
０
年
と
は
、
今
の
大
学
生
が
、
ま
だ
現
役
で
働

い
て
い
る
近
未
来
で
あ
る
。

　

加
え
て
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
今
で
す
ら
旅
行
３
業
界

は
、
企
業
経
営
戦
略
の
面
で
安
穏
と
し
て
い
ら
れ
な
い

状
況
に
あ
る
。
日
本
の
旅
行
業
は
低
い
利
益
率
に
喘あ

え

い

で
い
る
。
運
輸
業
に
は
高
運
賃
体
質
や
地
方
交
通
の
維

持
問
題
等
が
待
ち
受
け
る
。
地
方
旅
館
は
自
立
性
が
低

く
て
集
客
の
伸
び
悩
み
や
雇
用
の
確
保
（
労
務
倒
産
）

の
危
機
に
晒
さ
れ
る
。
更
に
言
え
ば
、
地
方
創
生
の
側

面
か
ら
は
、
旅
行
３
業
界
の
利
益
は
都
会
に
環
流
し
が

ち
な
の
で
、
農
山
村
に
は
う
ま
み
が
少
な
い
。
国
土
の

均
衡
あ
る
発
展
の
た
め
に
は
、
業
界
全
体
の
リ
ス
ト
ラ

が
必
要
な
段
階
に
入
っ
て
い
る
。

　

リ
ス
ト
ラ
の
先
に
は
、
観
光
地
づ
く
り
か
ら
旅
行
業

の
経
営
ま
で
を
一
手
に
扱
え
る
実
力
を
持
つ
地
元
主

導
の
組
織
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
（D

estination M
anagem

ent 

O
rganization

）
の
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
Ｄ
Ｍ

Ｏ
が
順
調
に
動
き
出
す
と
、
地
元
の
観
光
消
費
が
増

え
、
波
及
効
果
で
地
域
食
材
や
特
産
品
の
売
り
上
げ
が

伸
び
、
一
次
産
業
も
潤
う
。
要
す
る
に
地
元
の
６
次
産

業
化
が
円
滑
に
進
む
。
観
光
先
進
国
で
は
、
既
に
Ｄ
Ｍ

Ｏ
が
効
率
的
に
動
き
、
自
然
管
理
と
企
業
経
営
と
を
一

体
に
見
た
戦
略
的
な
地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
っ
て
い

る
事
例
も
あ
る
（
田
中
２
０
１
３
、
田
中
・
二
重
作
・

シ
ョ
ウ
２
０
１
７
）。

お
わ
り
に

　

以
上
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
の
振
興
を
念
頭
に
置
い

た
我
が
国
の
農
山
村
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か

の
論
点
を
述
べ
て
き
た
。

　

日
本
の
自
然
は
、外
国
人
か
ら
見
て
間
違
い
な
く「
訪

れ
る
に
値
す
る
」観
光
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、こ
の
多
様
な
自
然
は
、た
っ
た
数
十
年

の
間
に
激
変
し
て
い
く
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。今
の
大

学
生
が
定
年
退
職
す
る
ま
で
に
、こ
の
変
化
は
起
こ
る
。

　

変
化
に
対
応
で
き
る
人
材
育
成
を
含
め
、
今
後
農
山

村
主
導
の
観
光
産
業
を
育
成
で
き
る
か
否
か
が
、
こ
の

国
の
明
暗
を
分
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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最
近
、
大
学
生
が
、
ボ
ル
ネ
オ
熱
帯
林
の
話
を
聞
き

た
い
と
、
大
阪
か
ら
訪
ね
て
き
た
。
彼
女
は
、「
動
物

が
大
好
き
な
の
で
、
ボ
ル
ネ
オ
島
に
行
っ
て
オ
ラ
ン

ウ
ー
タ
ン
の
保
護
施
設
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
い
。

地
元
の
人
に
熱
帯
林
や
生
物
多
様
性
の
大
切
さ
を
訴
え

て
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
を
護ま

も

り
た
い
」
と
話
し
た
。

　

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
は
、
ス
マ
ト
ラ
島
と
ボ
ル
ネ
オ
島

に
分
布
す
る
ア
ジ
ア
で
唯
一
の
大
型
類
人
猿
で
あ
る
。

か
つ
て
は
両
島
の
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
は
同
種
と
さ
れ
て

い
た
が
、
最
近
で
は
遺
伝
学
的
知
見
な
ど
に
よ
り
別
種

と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た（
注
１
）。雄
で
は
体
重
は
最
大
90
㌔
㌘
に
も
な
る
が
、

低
地
熱
帯
雨
林
の
樹
上
に
棲す

む
。
近
年
、
森
林
伐
採
や

ア
ブ
ラ
ヤ
シ
農
園
な
ど
の
大
規
模
な
農
地
開
発
に
よ
る

生
息
地
の
減
少
、
展
示
用
や
ペ
ッ
ト
と
し
て
の
販
売
を

目
的
と
し
た
捕
獲
と
密
輸
、森
林
火
災
な
ど
に
よ
っ
て
、

個
体
数
は
大
き
く
減
っ
て
し
ま
っ
た
。
国
際
自
然
保
護

連
合
（
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
）
の
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
は
、
絶
滅
危

惧
種
の
中
で
も
最
も
絶
滅
に
近
い
「
近
絶
滅
種
」
に
分

類
さ
れ
て
い
る
。

　

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
を
護
る
こ
と
＝
熱
帯
林
を
護
る
こ

と
？
確
か
に
、
ボ
ル
ネ
オ
の
熱
帯
林
を
護
ろ
う
、
と
い

う
と
、
た
い
て
い
出
て
く
る
の
は
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の

写
真
。
生
態
学
研
究
者
が
考
え
る
熱
帯
林
や
生
物
多
様

京
都
大
学
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
　
酒
井
章
子

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
は
ボ
ル
ネ
オ
の
熱
帯
林
を
護
れ
る
の
か
？

性
の
価
値
と
、
一
般
の
人
が
考
え
る
そ
れ
に
は
大
き
な

ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
し
か
し
、
話
を
分
か
り
や
す
く
す

る
た
め
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
、
あ
え
て
目
を
つ
ぶ
っ
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

　

彼
女
と
は
、
直
接
２
時
間
ほ
ど
話
し
た
ほ
か
、
何
度

か
長
い
メ
ー
ル
を
や
り
と
り
し
た
。
話
題
は
、
日
本
の

林
業
の
話
か
ら
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
生
態
、
生
物
多

様
性
条
約
ま
で
、
あ
ち
こ
ち
に
飛
ん
だ
が
、
は
た
し
て

彼
女
に
私
の
考
え
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
か
ど
う
か
、

心
も
と
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
を
借
り
て
、
私
が
考

え
る
熱
帯
林
の
価
値
は
ど
ん
な
も
の
か
、
そ
れ
と
オ
ラ

ン
ウ
ー
タ
ン
は
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
整
理
し
て

み
る
こ
と
に
し
た
。

生
物
多
様
性
が
高
い
ほ
ど
、優
れ
た
生
態
系
な
の
か

　

熱
帯
林
の
価
値
と
し
て
最
も
よ
く
言
及
さ
れ
る
の

は
、
そ
の
高
い
生
物
多
様
性
で
あ
る
。
地
球
の
表
面
の

２
㌫
以
下
を
占
め
る
だ
け
な
の
に
、
熱
帯
林
に
は
地
球

の
全
植
物
と
全
動
物
の
約
半
数
も
の
種
が
生
息
す
る
。

つ
ま
り
熱
帯
で
は
狭
い
面
積
に
た
く
さ
ん
の
種
が
詰
め

込
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
樹
木
の
多
様
性
を
調
べ
て
み

る
と
、
日
本
の
照
葉
樹
林
で
は
１
㌶
当
た
り
40
種
程
度

な
の
に
対
し
、
ボ
ル
ネ
オ
島
の
熱
帯
林
で
は
３
０
０
種

に
も
な
る
（
鈴
木　

１
９
９
９
）。
で
は
、
生
物
多
様

性
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
機
能
の
高
い
、
優
れ
た
生

態
系
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

生
態
系
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
が
競
争
し
た
り
、

食
べ
た
り
食
べ
ら
れ
た
り
、
お
互
い
を
利
用
し
た
り
し

て
共
存
し
て
い
る
。
な
ん
と
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
種
が

い
た
方
が
「
良
い
」
生
態
系
で
あ
る
よ
う
に
思
う
か
も

し
れ
な
い
。
経
験
的
に
は
昔
か
ら
、
多
く
の
種
か
ら
成

る
生
態
系
は
、
農
地
や
植
林
地
な
ど
、
よ
り
単
純
な
生

態
系
よ
り
外
来
種
の
侵
入
が
少
な
い
、
害
虫
の
大
発
生

その６

森林環境
多事争論

原生林に近いボルネオ熱帯林。樹高は70ｍを超えることもある。優占するフタバガキ科の材
は、ラワン材として日本に輸出されている
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が
少
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
生
物
多
様
性
が
生
態
系
の
安
定
性
（
種
の

数
や
量
の
変
動
が
少
な
い
）
や
そ
の
ほ
か
の
機
能
（
光

合
成
に
よ
る
生
産
量
な
ど
）
を
高
め
て
い
る
の
か
は
、

そ
れ
ほ
ど
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
在

多
く
の
生
態
学
者
が
、
種
の
多
様
性
は
生
態
系
の
機
能

に
と
っ
て
重
要
な
の
か
、
重
要
だ
と
す
る
と
そ
れ
は
な

ぜ
な
の
か
、
の
研
究
に
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
る
。

　

有
名
な
例
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
北
米
の
多
数
の
研

究
サ
イ
ト
で
草
原
を
模
し
た
プ
ロ
ッ
ト
を
作
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
中
の
植
物
種
数
を
変
え
て
種
数
の

効
果
を
調
べ
た
実
験
が
あ
る
。こ
の
よ
う
な
実
験
で
は
、

お
お
む
ね
多
様
性
が
草
原
の
生
産
量
や
生
産
量
の
安
定

性
を
高
め
る
と
い
っ
た
結
果
が
得
ら
れ
て
お
り
、
多
様

性
の
意
義
を
支
持
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
実
験
で
は
、
限
ら
れ

た
空
間
で
低
い
多
様
性
（
最
大
で
30
種
程
度
）
の
間
で

比
較
す
る
の
が
や
っ
と
で
、
時
に
１
０
０
０
を
超
え
る

植
物
種
が
同
居
す
る
よ
う
な
熱
帯
林
の
多
様
性
は
と
て

も
扱
え
な
い
。
し
か
も
、
種
が
加
わ
る
効
果
は
、
全
体

の
種
数
が
増
え
て
い
く
ほ
ど
薄
ま
っ
て
い
く
。だ
か
ら
、

熱
帯
林
の
よ
う
に
種
の
数
が
多
い
場
所
で
は
、
多
様
性

の
効
果
は
頭
打
ち
に
な
っ
て
い
て
、
あ
ま
り
大
き
く
な

い
と
予
想
さ
れ
る
。
現
在
の
生
態
学
か
ら
は
、
あ
る
程

度
の
多
様
性
は
重
要
だ
が
、
生
物
多
様
性
が
高
け
れ
ば

高
い
ほ
ど
ス
バ
ラ
シ
イ
生
態
系
だ
、
と
は
言
え
な
い
の

で
あ
る
。

熱
帯
林
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
価
値

　

地
球
上
ど
こ
で
あ
っ
て
も
、
人
の
生
活
は
そ
の
場
所

の
生
態
系
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
熱
帯
林
が
と

く
に
重
要
だ
と
い
わ
れ
る
の
は
、
熱
帯
に
住
む
人
だ
け

で
な
く
世
界
中
の
人
に
及
ぶ
恩
恵
が
大
き
い
か
ら
で
あ

る
。
熱
帯
林
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
価
値
に
は
、
主
に
以
下

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

（
１
）
遺
伝
的
価
値

　

国
際
社
会
に
と
っ
て
熱
帯
林
の
高
い
生
物
多
様
性
が

重
要
で
あ
る
こ
と
の
一
番
わ
か
り
や
す
い
説
明
に
、
遺

伝
資
源
と
し
て
の
利
用
が
あ
る
。
生
物
が
持
つ
化
学
物

質
や
遺
伝
子
は
、
医
薬
品
な
ど
の
開
発
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
１
９
８
１
年
か
ら
の
30
年
間
に
開

発
さ
れ
た
低
分
子
医
薬
品
（
注
２
）
の
半
分
以
上
が
、

天
然
化
合
物
及
び
そ
の
誘
導
体
、
ま
た
は
天
然
物
に

関
連
し
た
化
合
物
で
あ
る
（N

ew
m

an and Cragg 

2012

）。
開
発
さ
れ
た
も
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
供
給

さ
れ
得
る
の
で
、（
誰
で
も
買
え
る
の
か
と
い
う
問
題

は
あ
る
に
し
ろ
）
そ
の
恩
恵
に
は
地
域
に
よ
る
制
限
は

な
い
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

（
２
）
炭
素
貯
蔵
機
能

　

現
在
、
地
球
温
暖
化
の
原
因
と
さ
れ
る
大
気
中
の
温

暖
化
ガ
ス
の
増
加
を
抑
制
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
が
と

ら
れ
て
い
る
が
、
世
界
で
排
出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
の

約
１
割
は
森
林
伐
採
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
地
球
上
の

ど
こ
の
森
林
で
あ
っ
て
も
、（
森
林
に
よ
っ
て
蓄
え
ら

れ
る
炭
素
量
は
違
う
が
）
森
林
は
炭
素
を
蓄
え
る
こ
と

で
温
暖
化
防
止
に
貢
献
し
て
い
る
。

　

成
熟
し
た
熱
帯
林
は
、
樹
高
が
高
く
蓄
え
ら
れ
る
炭

素
量
が
多
い
。
そ
の
一
方
で
、
農
地
開
発
や
木
材
利
用

な
ど
を
目
的
と
し
て
さ
か
ん
に
伐
採
さ
れ
て
い
て
消
失

速
度
も
高
い
。
そ
の
保
全
は
温
暖
化
対
策
の
鍵
の
一
つ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
熱
帯
林
保
全
に
対
し
、
温
暖
化

ガ
ス
排
出
抑
制
に
貢
献
し
た
と
し
て
支
払
い
を
行
う
仕

組
み
を
作
ろ
う
と
い
う
動
き
も
あ
る
。

（
３
）
文
化
的
価
値

　

現
在
の
陸
上
生
態
系
を
構
成
す
る
主
だ
っ
た
生
物
群

が
進
化
・
多
様
化
を
遂
げ
た
白
亜
紀
中
期
～
後
期
の
地

球
は
温
暖
で
、
熱
帯
林
は
現
在
よ
り
も
ず
っ
と
広
か
っ

た
。
熱
帯
林
に
は
、
地
球
の
生
態
系
の
成
り
立
ち
を
知

る
た
め
の
手
が
か
り
が
埋
も
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
得

ら
れ
た
科
学
的
知
識
は
、
研
究
や
教
育
に
生
か
さ
れ
て

い
る
。

　

熱
帯
林
の
文
化
的
価
値
を
享
受
す
る
の
は
、
研
究
者

や
生
物
に
関
心
の
あ
る
一
部
の
人
々
ば
か
り
で
は
な

い
。絵
本
に
登
場
す
る
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
や
ゾ
ウ
、ジ
ャ

ン
グ
ル
も
、
ド
ラ
え
も
ん
の
漫
画
に
登
場
す
る
ピ
ラ
ニ

ア
も
、
熱
帯
林
の
文
化
的
価
値
の
表
れ
で
あ
る
。

アブラヤシ農園の開発は、現在ボルネオで森林が失われる最も重要な原因の一つとなっている。収穫さ
れた実から採れる油は海外に輸出され、日本でもスナック菓子やインスタント食品、洗剤等に使われてい
る
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熱
帯
林
の
ロ
ー
カ
ル
な
価
値

　

熱
帯
林
の
保
全
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
価
値
が
強
調

さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
ボ
ル
ネ
オ
の
人
々
に
と
っ
て
は

ボ
ル
ネ
オ
の
森
林
は
ま
ず
地
域
の
森
林
で
あ
り
、
日
本

に
住
む
私
た
ち
よ
り
多
く
を
そ
の
森
林
に
負
っ
て
い

る
。
彼
ら
の
生
活
の
環
境
を
整
え
、
文
化
と
結
び
つ
い

て
生
活
に
必
要
な
も
の
を
供
給
し
て
い
る
。

（
１
）
生
活
を
支
え
る

　

人
の
生
活
は
、
治
水
で
あ
っ
た
り
水
や
空
気
の
浄
化

で
あ
っ
た
り
、
そ
の
周
辺
の
自
然
生
態
系
の
恩
恵
を
受

け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
生
態
系
を
農
地
な
ど
も
っ
と

単
純
な
系
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
と
、
し
ば
し
ば
そ
の

よ
う
な
機
能
が
失
わ
れ
る
。
種
数
が
減
っ
た
か
ら
な
の

か
、
生
物
種
が
置
き
換
わ
っ
た
か
ら
な
の
か
を
厳
密
に

区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
の
よ
う
な
時
に
も
よ

く
「
生
物
多
様
性
が
失
わ
れ
た
た
め
、
土
壌
が
流
出
し

た
」
と
い
う
よ
う
に
、
生
物
多
様
性
と
い
う
言
葉
が
使

わ
れ
る
。

　

熱
帯
で
も
、
森
林
は
人
が
生
活
す
る
環
境
を
維
持
す

る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
生
態
系
の
タ
イ
プ
（
ど

ん
な
種
が
多
い
の
か
）
や
、
場
所
や
十
分
な
面
積
が
あ

る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
の
方
が
大
事
で
、
種
の
多
様

性
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
あ
れ
ば
十
分
な
こ
と
が
多

い
。
成
熟
林
並
み
の
バ
イ
オ
マ
ス
が
必
要
と
さ
れ
る
わ

け
で
も
な
い
。

（
２
）
地
域
の
文
化
と
結
び
つ
い
た
価
値

　

森
林
は
地
域
の
文
化
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
地

域
の
文
化
と
強
く
結
び
つ
い
た
生
物
多
様
性
、
生
態

系
と
い
え
ば
、
日
本
の
里
山
を
連
想
す
る
人
も
多
い

か
も
し
れ
な
い
。
熱
帯
林
に
も
、
里
山
の
よ
う
に
人

の
利
用
と
強
く
結
び
つ
い
た
景
観
が
あ
る
（
市
川　

２
０
０
７
）。

　

里
山
で
は
、
適
度
に
人
が
手
を
入
れ
る
こ
と
で
生
物

多
様
性
が
高
ま
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど

の
生
態
系
で
も
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
熱
帯

林
で
は
、
焼
き
畑
な
ど
伝
統
的
と
さ
れ
る
利
用
形
態
で

あ
っ
て
も
、
人
の
手
が
入
っ
た
と
た
ん
生
物
多
様
性
は

著
し
く
低
下
す
る
（
市
岡　

２
０
１
７
）。

　

ど
う
し
て
熱
帯
で
は
日
本
の
里
山
と
人
の
影
響
が
違

う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
ま
ず
、
日
本
の
里
山
の

生
物
に
は
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
水
田
や
宅
地
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
湿
原
の
生
物
が
多
い
こ
と
が
あ
る
。
自
然

の
生
態
系
で
の
本
来
の
生
息
地
が
な
く
な
っ
た
結
果
、

里
山
の
生
物
多
様
性
が
高
く
見
え
て
い
る
の
だ
。ま
た
、

も
と
も
と
の
生
物
相
の
違
い
も
あ
る
。
温
帯
の
森
林
で

は
、
熱
帯
の
森
林
よ
り
倒
木
、
地
す
べ
り
、
洪
水
の
よ

う
な
攪か

く
ら
ん乱

に
依
存
し
た
生
物
種
の
割
合
が
多
い
。
他
方

熱
帯
で
は
、
安
定
し
成
熟
し
た
林
で
の
み
生
き
ら
れ
る

生
物
が
多
く
、
大
き
な
攪
乱
が
入
る
と
そ
の
数
は
著
し

く
減
少
し
て
し
ま
う
。

シ
ナ
ジ
ー
と
ト
レ
ー
ド
オ
フ

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
熱
帯
林
は
さ
ま
ざ
ま

な
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
実
は
一
つ
の
森
林
で

す
べ
て
の
価
値
を
最
大
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
制

約
の
中
で
上
手
に
生
態
系
の
価
値
を
維
持
し
て
い
く
た

め
の
鍵
と
な
る
の
が
、
シ
ナ
ジ
ー
と
ト
レ
ー
ド
オ
フ
で

あ
る
。

　

例
え
ば
熱
帯
林
で
は
、
炭
素
貯
蔵
量
が
多
い
大
き
な

森
林
は
、
人
の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
て
い
な
い
生
物
多

様
性
が
高
い
森
林
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
炭
素
貯
蔵
量

の
多
い
森
林
を
守
る
ほ
ど
生
物
多
様
性
も
保
た
れ
る

時
、
こ
の
二
つ
の
機
能
が
シ
ナ
ジ
ー
の
関
係
に
あ
る
と

い
う
。

　

し
か
し
、
あ
ち
ら
を
立
て
れ
ば
こ
ち
ら
が
立
た
ず
、

と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
を
ト
レ
ー
ド

オ
フ
と
い
う
。
焼
き
畑
な
ど
伝
統
的
な
利
用
で
維
持
さ

れ
て
き
た
森
林
は
、
文
化
的
な
価
値
は
高
い
か
も
し
れ

な
い
が
炭
素
貯
蔵
量
は
少
な
い
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ウ
ー

タ
ン
が
生
息
す
る
場
所
は
、
必
ず
し
も
植
物
の
多
様
性

が
高
い
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
保

護
と
植
物
の
多
様
性
の
保
護
が
ト
レ
ー
ド
オ
フ
に
な
る

こ
と
も
あ
る
。

　

シ
ナ
ジ
ー
と
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
視
点
か
ら
、
グ
ロ
ー

バ
ル
／
ロ
ー
カ
ル
な
熱
帯
林
の
価
値
を
考
え
て
み
る
と

気
づ
く
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
価
値
ど
う
し
、
ロ
ー
カ

ル
な
価
値
ど
う
し
は
シ
ナ
ジ
ー
に
な
り
や
す
い
の
に
対

川沿いに作られた、焼き畑とそれを取りまく二次林。二次林は、繰り返し焼き畑に使
われる
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し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
価
値
と
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
は
し
ば

し
ば
ト
レ
ー
ド
オ
フ
に
な
る
こ
と
だ
。
グ
ロ
ー
バ
ル
に

価
値
の
高
い
熱
帯
林
を
残
そ
う
と
思
え
ば
、
人
の
手
が

で
き
る
だ
け
入
っ
て
い
な
い
、
バ
イ
オ
マ
ス
が
大
き
く

生
物
多
様
性
の
高
い
森
林
を
ま
と
ま
っ
た
面
積
残
す
の

が
有
効
だ
。
一
方
、
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
の
高
い
熱
帯
林

は
、人
の
住
む
場
所
の
十
分
近
く
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

利
用
は
生
物
多
様
性
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が

あ
る
。

ど
ん
な
森
林
を
護
る
の
か

　

熱
帯
林
の
問
題
は
、
冒
頭
の
大
学
生
が
考
え
る
よ
う

に
、
開
発
か
保
全
か
、
と
い
う
二
元
論
で
考
え
ら
れ
が

ち
で
あ
る
。し
か
し
、熱
帯
林
伐
採
が
熱
帯
林
の
グ
ロ
ー

バ
ル
な
価
値
の
た
め
に
国
際
的
に
批
判
さ
れ
て
き
た
結

果
、現
在
で
は
無
謀
な
伐
採
や
開
発
は
か
つ
て
よ
り
は

や
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。一
方
、保
全
す
る
側
も
、
す

べ
て
の
利
用
を
排
除
す
る
国
立
公
園
の
よ
う
な
形
で
護

る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
考
え
て
い
る（
北
山
ほ
か　

２
０
１
１
）。
開
発
か
保
全
か
、
の
二
択
で
は
な
く
、

利
用
と
保
全
を
ど
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
で
、
ど
の
よ
う

な
仕
組
み
で
両
立
さ
せ
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
、
ど
ん

な
森
林
を
ど
う
や
っ
て
護
る
の
か
、
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
代
に
き
て
い
る
。

　

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
を
護
ろ
う
、
と
い
う
言
葉
は
、
熱

帯
林
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
人
々
に
熱
帯
林

保
全
の
重
要
性
を
訴
え
る
時
に
は
便
利
で
あ
る
。
遠
く

離
れ
た
森
林
は
、
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
さ
ま

自
分
に
影
響
が
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
人
気
者

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
を
出
せ
ば
、
そ
の
森
林
の
保
全
に
共

感
し
て
も
ら
い
や
す
い
。

　

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
よ
う
に
、
保
護
活
動
へ
の
関
心

を
引
き
起
こ
す
た
め
に
使
わ
れ
る
生
物
種
を
、
フ
ラ
ッ

グ
シ
ッ
プ
・
ス
ピ
ー
シ
ー
ズ
あ
る
い
は
象
徴
種
と
呼
ぶ
。

象
徴
種
に
は
、
人
が
シ
ン
パ
シ
ー
や
カ
リ
ス
マ
性
を
感

じ
や
す
い
動
物
、
主
に
鳥
や
哺
乳
類
が
選
ば
れ
る
。
こ

の
存
在
を
護
り
た
い
、と
い
う
感
情
に
訴
え
る
こ
と
で
、

幅
広
い
人
に
生
態
系
の
保
全
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
象
徴
種
に
頼
る
方
法
に
は
、
な
ぜ
保

全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
の
思
考
を
停

止
さ
せ
て
し
ま
う
面
が
あ
る
。
熱
帯
林
の
価
値
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
、
ト
レ
ー
ド
オ
フ
関
係
に
あ
る

価
値
も
あ
る
。
も
し
保
全
で
き
る
森
林
に
限
り
が
あ
る

な
ら
ば
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
が
象
徴
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル

な
価
値
の
あ
る
熱
帯
林
の
保
全
の
た
め
に
、
ロ
ー
カ
ル

な
価
値
の
あ
る
熱
帯
林
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
す

ら
、
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
彼
女
が
「
地
元
の

人
」
に
熱
帯
林
の
大
切
さ
を
伝
え
た
い
の
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
ま
で
理
解
し
て
ボ
ル
ネ
オ
に
行
っ
て
ほ
し
か
っ
た

の
だ
。

　

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
は
、
ヒ
ト
に
近
い
動
物
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
、
カ
リ
ス
マ
性
抜
群
。
昼
行
性
の
霊
長
類

で
は
珍
し
く
単
独
性
で
、
ち
ょ
っ
と
寂
し
げ
に
見
え
る

の
は
そ
の
せ
い
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
か
自
分
に
似
て
い
る

気
も
し
て
、
地
球
上
で
命
を
つ
な
い
で
い
っ
て
ほ
し
い

動
物
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
で
も
、
そ
れ
は
、
私

が
熱
帯
林
を
大
切
だ
と
思
う
一
番
重
要
な
理
由
で
は
な

い
。
こ
の
小
論
を
こ
こ
ま
で
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
方

は
、
熱
帯
林
や
生
物
多
様
性
に
関
心
を
お
持
ち
に
違
い

な
い
。
た
ま
に
は
ボ
ル
ネ
オ
熱
帯
林
を
、
オ
ラ
ン
ウ
ー

タ
ン
抜
き
で
考
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

注
１　

本
稿
執
筆
中
に
、
ス
マ
ト
ラ
島
で
ス
マ
ト
ラ
・
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
と
は

別
種
の
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
が
発
見
さ
れ
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で

き
た
。

注
２　

わ
た
し
た
ち
が
日
常
的
に
使
う
薬
の
ほ
と
ん
ど
が
、
主
に
化
学
合
成
で

作
ら
れ
る
低
分
子
医
薬
品
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
た
ん
ぱ
く
質
な
ど
分
子
量

が
大
き
く
複
雑
な
工
程
を
経
て
作
ら
れ
る
も
の
は
バ
イ
オ
医
薬
品
と
呼
ば
れ

る
。
遺
伝
資
源
は
、
前
者
の
開
発
に
使
わ
れ
る
。
現
在
医
薬
品
市
場
で
は
後
者

の
重
要
性
が
増
し
て
お
り
、
創
薬
に
お
け
る
遺
伝
資
源
の
重
要
性
に
も
影
響
を

与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
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は
じ
め
に

昨
今
、
日
本
で
も
野
生
動
物
に
よ
る
被
害
が
多
数
報

告
さ
れ
て
い
る
が
、
人
間
と
野
生
動
物
の
関
係
は
、
熱

帯
の
国
々
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
熱
帯
地
域

で
は
、
地
域
住
民
や
先
進
国
の
人
々
に
よ
る
身
勝
手
な

乱
獲
が
、
野
生
動
物
を
絶
滅
、
激
減
へ
と
追
い
や
っ

た
り
、（
三
浦
２
０
０
８
）、
イ
ン
ド
で
は
密
猟
に
よ
る

ト
ラ
の
絶
滅
が
危
惧
さ
れ
た
り
し
て
い
る
（N

ational 

Geographic 

２
０
１
１
）。

国
立
公
園
な
ど
の
保
護
地
域
は
、
絶
滅
の
危
機
に
あ

る
希
少
な
野
生
動
物
を
人
的
圧
力
か
ら
保
護
す
る
た
め

に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
立
公
園
は
、
観
光

客
が
野
生
動
物
の
観
察
を
楽
し
む
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

振
興
と
い
う
点
か
ら
も
、
重
要
な
役
目
を
担
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
国
立
公
園
の
内
部
や
周
辺

に
居
住
す
る
地
域
住
民
は
ど
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
地
域
住
民

に
と
っ
て
歓
迎
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
国
立
公
園
に
お
け
る
地
域
住
民
と
野
生

動
物
の
関
係
に
注
目
し
、
野
生
動
物
の
保
護
が
地
域
住

民
の
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か

考
え
て
み
た
い
。
ま
た
、
国
立
公
園
の
事
例
と
し
て
、

名
古
屋
大
学
大
学
院
生
命
農
学
研
究
科
教
授
　
原
田
一
宏

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
盛
ん
な
ネ
パ
ー
ル
の
国
立
公
園
を

紹
介
し
た
い
。

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
役
割
と
地
域
住
民

ま
ず
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し

て
お
こ
う
。
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
は
様
々
な
定
義
が
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会

（
１
９
９
９
）
を
参
考
に
し
よ
う
。
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム

で
は
、
①
自
然
・
歴
史
・
文
化
な
ど
地
域
固
有
の
資
源

を
生
か
し
た
観
光
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
（
資
源
を
生
か

し
た
観
光
）
②
観
光
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
資
源
が
損
な

わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
管
理
に
基
づ
く
保

護
・
保
全
を
図
る
こ
と
（
地
域
資
源
の
保
全
）
③
地
域

資
源
の
健
全
な
存
続
に
よ
る
地
域
経
済
へ
の
波
及
効
果

が
実
現
す
る
こ
と
（
地
域
振
興
）、
を
ね
ら
い
と
し
て

い
る
。

ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
国
立
公
園
で
実
施
さ
れ
て
い

る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
み
て
み
る
と
、
三
つ
の
目
標
の

う
ち
の
前
者
二
つ
が
、
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
場
合
が

多
い
。
一
方
、
三
つ
目
の
地
域
振
興
に
つ
い
て
は
、
エ

コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
雇
用
創
出
な
ど
の
地
域
の
経
済
向
上

に
寄
与
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
効
果
が
持

続
的
で
な
か
っ
た
り
、
部
分
的
で
あ
っ
た
り
す
る
こ

と
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
は
、
公
園
管
理
が
厳
格
に

な
さ
れ
、
公
園
周
辺
に
居
住
す
る
人
々
の
森
林
資
源

へ
の
ア
ク
セ
ス
が
制
限
さ
れ
た
り
、
野
生
動
物
が
住

民
の
生
活
に
被
害
を
も
た
ら
し
て
も
、
住
民
が
保
護

さ
れ
た
野
生
動
物
を
退
治
で
き
な
い
状
況
を
作
り
出

し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
で

は
、
国
立
公
園
の
周
辺
で
ト
ラ
や
ゾ
ウ
に
よ
る
人
間

へ
の
被
害
が
後
を
絶
た
ず
、
大
き
な
経
済
的
損
失
と

な
っ
て
い
る
（M

anral, U
. et al. 

２
０
１
６
）。
ア
フ

リ
カ
で
は
、
動
物
の
観
光
に
よ
る
収
入
を
目
的
と
し
た

国
立
公
園
か
ら
、
地
域
住
民
が
排
除
さ
れ
て
い
る
（
池

谷
２
０
０
８
）。
国
に
よ
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
政
策
が
、

そ
の
地
域
の
文
化
や
風
習
を
顧
み
る
こ
と
な
く
実
施
さ

れ
た
結
果
、
地
域
固
有
の
人
間
と
野
生
動
物
の
関
係
が

壊
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
次
章
で
は
、
ネ
パ
ー

ル
の
国
立
公
園
を
紹
介
す
る
。

チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園
に
お
け
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム

ネ
パ
ー
ル
に
は
、現
在
国
立
公
園
が
10
カ
所
あ
る
が
、

こ
こ
で
紹
介
す
る
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園
は
１
９
７
３
年

に
設
立
さ
れ
た
、
ネ
パ
ー
ル
で
最
初
の
国
立
公
園
で
あ

り
、
世
界
自
然
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
国

立
公
園
の
周
辺
に
居
住
す
る
地
域
住
民
は
、
国
立
公
園

が
設
定
さ
れ
る
以
前
は
、
こ
の
地
域
の
森
林
を
利
用
し

な
が
ら
生
活
を
し
て
い
た
。
し
か
し
現
在
は
、
国
立
公

その７

森林環境
多事争論

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
地
域
住
民
と

　
　
野
生
動
物
の
共
生
を
実
現
で
き
る
の
か
？
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園
内
に
侵
入
し
た
り
、
森
林
資
源
を
採
取
し
た
り
す
る

こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
96
年
に
は
、
国
立

公
園
と
住
民
の
居
住
区
と
の
間
に
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン

（
緩
衝
帯
）
が
設
定
さ
れ
、
地
域
住
民
は
国
立
公
園
内

に
侵
入
で
き
な
い
代
わ
り
に
、
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
内

の
資
源
を
管
理
・
利
用
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
。
政

府
は
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

地
域
住
民
が
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
の
資
源
を
有
効
に
利

用
し
、
以
前
の
よ
う
に
公
園
内
の
森
林
に
依
存
せ
ず
に

収
入
を
得
る
機
会
が
得
ら
れ
、
結
果
的
に
住
民
に
よ
る

国
立
公
園
へ
の
圧
力
が
軽
減
さ
れ
、
森
林
や
野
生
動
物

の
保
護
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。

バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
が
設
定
さ
れ
た
当
時
は
、
こ
の

地
域
は
裸
地
で
あ
っ
た
が
、
政
府
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ

り
住
民
が
植
林
を
し
た
た
め
、
今
で
は
、
バ
ッ
フ
ァ
ー

ゾ
ー
ン
は
部
分
的
に
豊
か
な
森
林
で
覆
わ
れ
て
い
る
。

政
府
は
そ
の
森
林
の
管
理
を
地
域
住
民
に
任
せ
る
こ
と

に
し
た
。
こ
の
住
民
が
管
理
す
る
森
林
は
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
フ
ォ
レ
ス
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
バ
ッ

フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
に
は
草
地
も
あ
る
。
限
定
的
で
は
あ
る

も
の
の
、
住
民
は
草
地
で
牧
草
を
採
取
し
、
家
畜
を
放

牧
し
、
薪
を
採
取
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
（
原
田 

２
０
１
８
）。
さ
ら
に
、
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
で
は
、

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
活
動
と
し
て
、
エ
レ
フ
ァ
ン
ト
サ

フ
ァ
リ
、カ
ヌ
ー
、ジ
ー
プ
サ
フ
ァ
リ
や
、ワ
ニ
の
保
護
・

繁
殖
セ
ン
タ
ー
、
地
域
の
文
化
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営

な
ど
の
活
動
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
一
部
の
地
域
住
民

は
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
関
与
し
て
い
る
。
エ
コ
ツ
ー
リ

ズ
ム
か
ら
の
収
入
は
、
国
立
公
園
事
務
所
の
全
体
の
収

入
の
９
割
近
く
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、
エ
コ
ツ
ー
リ

ズ
ム
の
全
収
入
の
３
割
か
ら
５
割
は
住
民
グ
ル
ー
プ
に

も
配
分
さ
れ
、
道
路
の
建
設
、
地
域
住
民
へ
の
裁
縫
な

ど
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の
経
営
、
子
供

へ
の
奨
学
金
、環
境
教
育
活
動
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
た
。

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
困
惑
す
る
地
域
住
民

地
域
住
民
の
中
に
は
、
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
で
行
わ

れ
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
不
満
を
持
っ
て
い
る
人
も
少

な
く
な
か
っ
た
。
住
民
が
不
満
を
持
つ
理
由
は
次
に
挙

げ
る
よ
う
な
点
に
あ
っ
た
。

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
収
益
は
、
地
域
社
会
全
体
の
も

の
で
あ
り
、
個
人
の
収
入
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
エ
コ

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
収
益
を
個
人
の
収
入
に
し
、
個
人
の
経

済
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
と
し
て
も
、
住

民
は
収
入
を
貯
蓄
せ
ず
、
そ
の
日
暮
ら
し
の
た
め
に
利

用
し
て
し
ま
う
が
、
住
民
グ
ル
ー
プ
に
渡
す
と
地
域
の

持
続
的
な
発
展
に
貢
献
で
き
る
と
国
立
公
園
当
局
は
考

え
た
。

さ
ら
に
、
住
民
は
国
立
公
園
に
は
一
切
ア
ク
セ
ス
で

き
な
く
な
っ
た
。
国
立
公
園
の
設
定
以
前
は
、
地
域
住

民
は
、
そ
の
地
域
に
あ
る
広
い
草
原
で
、
草
の
採
取
、

家
畜
の
放
牧
、
薪
の
採
取
、
シ
カ
・
サ
イ
・
ト
ラ
・
イ

ノ
シ
シ
な
ど
の
野
生
動
物
の
狩
猟
、
魚
や

貝
の
採
取
を
自
由
に
し
て
い
た
。し
か
し
、

国
立
公
園
の
設
定
後
は
、
動
植
物
の
保
護

や
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
主
と
な
り
、
国
立

公
園
内
で
の
住
民
の
活
動
は
一
切
禁
止
さ

れ
た
。

バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
内
の
資
源
利
用
は

認
め
ら
れ
た
が
、
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
住
民
の
放
牧
が
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン

内
の
特
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
た
り
、
牧

草
の
採
取
が
昼
か
ら
夕
方
ま
で
に
限
定
さ

れ
た
り
、
薪
の
採
取
が
毎
月
１
日
決
め
ら

れ
た
日
の
み
に
限
定
さ
れ
た
り
し
た
。
こ

バッファーゾーン内の道端での家畜の放牧

国立公園の境界に隣接する家

エレフェントサファリをする観光客
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れ
ら
の
利
用
制
限
は
、
観
光
客
が
ジ
ー
プ
サ
フ
ァ
リ
で

バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
内
を
通
る
際
に
、
家
畜
や
地
域
住

民
に
出
く
わ
し
て
観
光
客
を
幻
滅
さ
せ
な
い
よ
う
に
と

い
う
政
府
の
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
制
限
を
、
住
民
は
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。

バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
の
利
用
制
限
は
、
バ
ッ
フ
ァ
ー

ゾ
ー
ン
内
で
住
民
が
ト
ラ
や
サ
イ
な
ど
の
野
生
動
物
に

出
く
わ
し
た
り
、
動
物
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
り
す
る

頻
度
を
増
加
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
。
バ
ッ
フ
ァ
ー

ゾ
ー
ン
が
設
定
さ
れ
る
以
前
は
、
住
民
に
よ
る
自
由
な

家
畜
の
放
牧
や
牧
草
の
採
取
が
、
適
度
な
草
地
を
維
持

し
、
ト
ラ
が
シ
カ
を
狙
い
、
サ
イ
が
草
を
食
べ
る
場
を

提
供
し
て
い
た
。
住
民
の
話
に
よ
る
と
、
以
前
は
、
野

生
動
物
に
よ
る
人
間
へ
の
被
害
は
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た

そ
う
だ
。
し
か
し
、
草
地
の
利
用
制
限
は
、
草
地
を
叢

林
へ
と
変
え
、
動
物
や
住
民
が
必
要
と
す
る
草
地
を
減

少
さ
せ
、
限
ら
れ
た
草
地
を
求
め
て
、
動
物
と
住
民
が

出
く
わ
す
機
会
が
増
え
る
原
因
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴

い
動
物
の
被
害
が
増
加
し
た
。ま
た
、バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー

ン
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
フ
ォ
レ
ス
ト
が
的
確
に
管
理

さ
れ
、
森
林
が
豊
か
に
な
っ
た
た
め
に
、
国
立
公
園
と

バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
が
森
林
で
つ
な
が
り
、
動
物
が
国

立
公
園
か
ら
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
へ
と
容
易
に
移
動
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
動
物
と
人
間
と
の
距
離

を
近
く
し
、
動
物
の
被
害
を
増
加
さ
せ
る
原
因
の
一
つ

と
な
っ
た
。

ま
た
、
限
ら
れ
た
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
内
の
草
地
か

ら
牧
草
を
手
に
入
れ
る
の
が
難
し
く
な
り
、
住
民
の
中

に
は
、
や
む
を
得
ず
家
畜
の
数
を
減
ら
し
た
り
、
手
放

し
た
り
す
る
も
の
も
い
た
。
家
畜
の
数
の
減
少
は
、
家

畜
の
ふ
ん
か
ら
の
バ
イ
オ
ガ
ス
を
利
用
し
て
い
る
貧
し

い
人
々
の
生
活
に
も
影
響
を
与
え
た
。
彼
ら
は
、
日
々

の
食
料
な
ど
を
作
る
た
め
に
、
自
分
の
飼
育
す
る
家
畜

の
ふ
ん
を
集
め
た
り
、
道
端
に
落
ち
て
い
る
家
畜
の
ふ

ん
を
拾
っ
た
り
し
て
バ
イ
オ
ガ
ス
を
作
っ
て
い
た
。
十

分
な
量
の
家
畜
の
ふ
ん
が
手
に
入
り
に
く
く
な
っ
た
現

在
、
生
活
を
し
て
い
く
た
め
に
、
ど
う
に
か
燃
料
を
手

に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
々
は
、
許
可
が
出
て
い

な
い
場
所
で
、
や
む
を
得
ず
燃
材
を
採
取
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
家
畜
の
減
少
が
、
回
り
ま
わ
っ
て
森
林
の
破

壊
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。

ト
ラ
、
サ
イ
、
ゾ
ウ
が
町
や
村
に
出
没
す
る
頻
度
も

高
く
な
っ
た
。
筆
者
が
２
０
１
７
年
５
月
に
現
地
調
査

に
行
っ
た
際
に
も
、
夜
中
に
サ
イ
が
観
光
客
の
集
ま
る

町
に
出
没
し
、
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
。
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ

に
よ
る
農
作
物
へ
の
被
害
も
増
え
、
人
々
は
農
作
物
が

収
穫
で
き
な
い
こ
と
に
困
惑
し
て
い
た
。
し
か
し
、
野

生
動
物
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
法
的
に
禁
止
さ
れ
て
い

た
。国

立
公
園
当
局
は
、
野
生
動
物
の
町
や
村
へ
の
侵
入

を
防
ぐ
た
め
に
、
フ
ェ
ン
ス
を
作
り
始
め
た
。
当
初
は

簡
易
な
有
刺
鉄
線
で
作
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
格
子
状

の
鉄
線
と
な
り
、
一
部
の
場
所
で
は
電
気
柵
を
作
っ
て

い
た
。
ま
た
、
野
生
動
物
が
鉄
線
や
柵
で
傷
を
負
わ
な

い
よ
う
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
フ
ェ
ン
ス
が
作
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
た
だ
、
公
園
全
体
に
フ
ェ
ン

ス
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
フ
ェ

ン
ス
が
あ
る
の
は
集
落
が
国
立
公
園
に
隣
接
し
て
い
る

ご
く
一
部
の
地
域
に
限
ら
れ
て
い
た
。
住
民
は
フ
ェ
ン

ス
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
が
国
立
公
園
か
ら
排
除
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
政
府
が
国
立
公
園
内
の
森
林
保

全
や
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
繁
栄
の
た
め
に
実
施
し
た
、

バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
内
で
の
住
民
に
よ
る
資
源
の
利
用

制
限
や
、住
民
の
生
計
向
上
の
た
め
に
実
施
し
た
、バ
ッ

フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
内
で
の
住
民
に
よ
る
森
林
管
理
が
、
結

果
的
に
野
生
動
物
の
被
害
を
増
加
さ
せ
、
家
畜
の
数
を

減
少
さ
せ
、
さ
ら
に
は
森
林
の
破
壊
の
原
因
に
も
な
っ

て
い
る
と
い
う
、
な
ん
と
も
皮
肉
な
状
況
を
招
い
て
い

た
。

野
生
動
物
の
被
害
と
そ
の
補
償

次
に
、
地
域
住
民
に
対
す
る
野
生
動
物
の
被
害
と
そ

の
補
償
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
２
０
１
４
年
７
月
か

ら
15
年
６
月
の
１
年
間
の
野
生
動
物
に
よ
る
被
害
は
、

死
亡
が
９
件
、
け
が
が
19
件
、
家
畜
の
ダ
メ
ー
ジ
が
66

件
、
家
屋
や
家
畜
小
屋
が
41
件
、
食
料
貯
蔵
庫
が
３
件
、

農
作
物
が
77
件
で
あ
っ
た
。
国
立
公
園
か
ら
の
補
償
金

夜中に町に現れたサイ
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は
、
死
亡
が
約
50
万
円
、
重
傷
が
約
10
万
円
、
軽
傷
が

約
１
万
円
、
水
牛
が
約
３
万
円
、
そ
の
他
の
家
畜
が
約

１
万
円
、
家
屋
・
家
畜
小
屋
・
食
料
貯
蔵
庫
が
約
１
万

円
、
農
作
物
が
約
１
万
円
と
定
め
ら
れ
て
い
た
（CN

P 

offi
ce 

２
０
１
５
）。
補
償
の
対
象
と
な
る
の
は
、
国

立
公
園
外
で
起
こ
っ
た
被
害
の
み
、
す
な
わ
ち
、
政
府

の
規
則
に
沿
っ
た
森
林
産
物
採
取
や
移
動
中
の
被
害
に

限
ら
れ
て
お
り
、
国
立
公
園
内
に
違
法
に
侵
入
し
た
際

の
被
害
や
規
則
に
違
反
し
た
薪
の
採
取
は
補
償
の
対
象

と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

被
害
に
あ
っ
た
住
民
は
、
被
害
か
ら
30
日
以
内
に
、

必
要
な
書
類
、
証
拠
写
真
な
ど
を
添
え
て
国
立
公
園
に

補
償
金
申
請
書
を
提
出
す
る
。
教
育
レ
ベ
ル
が
低
く
、

十
分
な
知
識
が
な
い
住
民
に
と
っ
て
、
補
償
金
の
申
請

は
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
た
。
補
償
金
の
額
が
少
な
い
こ

と
に
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
住
民
も
い
た
。

筆
者
は
15
年
に
、
主
が
ト
ラ
の
一
撃
を
浴
び
て
死
亡

し
た
と
い
う
一
家
を
訪
問
し
、
そ
の
時
の
状
況
や
今
の

生
活
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。
そ
の
男
性
は
近
所
の
知

人
と
二
人
で
朝
早
く
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
に
家
畜
の
草

を
取
り
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
草
を
採
取

し
て
い
る
際
に
、
知
人
が
「
痛
い
っ
」
と
い
う
男
性
の

悲
鳴
を
聞
き
、
声
の
す
る
ほ
う
を
見
た
と
こ
ろ
、
ト
ラ

が
男
性
を
引
き
ず
っ
て
森
の
中
に
入
っ
て
い
く
と
こ
ろ

だ
っ
た
。
知
人
は
急
い
で
村
に
戻
り
、
村
人
が
19
頭
の

ゾ
ウ
を
引
き
連
れ
て
現
場
に
戻
っ
た
。
ト
ラ
を
驚
か
せ

て
、
な
ん
と
か
ト
ラ
か
ら
男
性
を
引
き
離
し
た
が
、
男

性
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
。
遺
族
は
、
国
立
公
園
当

局
か
ら
約
50
万
円
の
補
償
金
を
受
け
と
っ
た
が
、
そ
の

後
男
性
の
娘
は
高
校
を
や
め
一
家
の
面
倒
を
見
る
こ
と

に
な
っ
た
。
ま
た
家
畜
の
面
倒
を
見
る
人
が
い
な
く

な
っ
た
た
め
に
、
家
畜
を
手
放
し
た
。

家
畜
の
え
さ
を
買
う
お
金
も
な
く
、
野
生
の
牧
草
を

家
畜
の
え
さ
と
し
て
利
用
す
る
し
か
な
い
貧
し
い
人
々

は
、
ト
ラ
に
襲
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
を

感
じ
つ
つ
も
、
牧
草
を
取
る
た
め
に
毎
日
バ
ッ
フ
ァ
ー

ゾ
ー
ン
に
行
か
ざ
る
を
得
な
い
。野
生
動
物
を
保
護
し
、

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
実
施
し
て
い
く
中
で
、
ど
う
す
れ

ば
地
域
住
民
に
も
適
切
に
利
益
が
配
分
さ
れ
、
ど
う
す

れ
ば
彼
ら
が
野
生
動
物
の
被
害
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
野
生
動
物
と
共
生
で
き
る
か
を
改
め
て
考
え
る
必

要
が
あ
り
そ
う
だ
。

人
間
と
野
生
動
物
の
よ
り
よ
い
関
係
を
目
指
し
て

宮
内
（
２
０
１
７
）
は
、
行
政
が
良
か
れ
と
思
っ
て

実
施
し
た
環
境
保
全
政
策
が
対
立
を
引
き
起
こ
し
、
保

全
活
動
が
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
「
ズ
レ
」

が
、環
境
保
全
を
困
難
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

国
立
公
園
当
局
は
、
野
生
動
物
の
保
護
と
同
時
に
、
野

生
動
物
を
売
り
に
し
た
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ
る
収
益

の
確
保
を
目
指
し
て
い
た
。さ
ら
に
、住
民
が
エ
コ
ツ
ー

リ
ズ
ム
に
参
加
し
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
村
の

収
入
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
が
で
き
る
だ
け

森
林
に
依
存
し
な
い
生
き
方
を
模
索
し
、
結
果
的
に
国

立
公
園
の
森
林
が
保
全
さ
れ
、
野
生
動
物
が
保
護
さ
れ

る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
住
民
は
自
分
た
ち

の
生
活
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
快

く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
両
者
の
間
に
は
、
野
生
動
物

や
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
考
え
の
「
ズ
レ
」
が
生

じ
、
結
果
的
に
地
域
住
民
と
野
生
動
物
の
関
係
を
悪
化

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
回
紹
介
し
た
ネ

パ
ー
ル
の
国
立
公
園
の
事
例
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
生
物

多
様
性
の
保
全
や
野
生
動
物
の
保
護
、
そ
れ
ら
を
基
盤

と
し
た
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
、
地
域
住
民
が
周
り
の
自

然
環
境
を
生
か
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
き
た
ロ
ー
カ
ル
な

生
計
の
基
盤
を
揺
る
が
し
て
い
る
事
例
と
い
え
る
。

池
谷
（
２
０
０
８
）
は
、
ア
フ
リ
カ
の
国
立
公
園
で

の
研
究
を
も
と
に
、
今
ま
で
の
地
域
住
民
を
国
立
公
園

外
に
排
除
す
る
よ
う
な
考
え
方
で
は
な
く
、
動
物
と
人

間
と
の
共
存
関
係
の
あ
り
方
を
追
い
求
め
る
「
動
物
保

護
論
」
を
提
唱
し
て
い
る
。
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
た
め

の
野
生
動
物
保
護
主
義
が
、
元
来
の
地
域
住
民
と
自
然

と
の
関
係
を
ゆ
が
め
て
い
る
こ
と
を
政
府
自
身
も
認
識

し
、
自
然
環
境
や
文
化
、
生
業
と
連
関
す
る
地
域
社
会

の
文
脈
の
中
に
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
実
践
を
埋
め
込

む
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て
、
地
域
社
会
の
持
続
的
な

発
展
と
自
然
資
源
の
保
全
が
同
時
に
実
現
で
き
る
と
い

え
よ
う
。

（
謝
辞
）
本
文
は
、（
公
財
）
豊
秋
奨
学
会
の
研
究
助
成
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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固
定
価
格
買
取
制
度
に
よ
る
普
及

日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
の
向
上
と
二
酸
化
炭
素

排
出
量
の
削
減
を
目
的
と
し
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
普
及
の
た
め
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
固
定

価
格
買
取
制
度
（
以
下
、
固
定
価
格
買
取
制
度
）
が

２
０
１
２
年
７
月
に
導
入
さ
れ
た
。
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
で
発
電
し
た
電
気
を
、
国
が
定
め
る
一
定
価
格
で

一
定
の
期
間
、
電
気
事
業
者
が
買
い
取
る
こ
と
を
義
務

づ
け
た
制
度
で
あ
り
、買
い
取
り
に
要
し
た
費
用
は「
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
促
進
賦
課
金
」
と
し
て
、
電

気
使
用
者
で
あ
る
私
た
ち
か
ら
毎
月
の
電
気
料
金
に
上

乗
せ
さ
れ
る
形
で
電
気
使
用
量
に
応
じ
て
徴
収
さ
れ
て

い
る
（
経
済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 

２
０
１
７

ａ
）。
固
定
価
格
買
取
制
度
が
買
い
取
り
の
対
象
と
し

て
い
る
の
は
、
太
陽
光
・
風
力
・
水
力
・
地
熱
・
バ
イ

オ
マ
ス
の
い
ず
れ
か
を
使
っ
て
発
電
さ
れ
た
電
気
で
あ

る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
種
別
や
発
電
規
模
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
た
認
定
基
準
に
基
づ
い
て
事
業
計
画
が
国
に
よ
っ

て
認
定
さ
れ
る
と
、
そ
の
時
点
で
の
買
い
取
り
価
格
で

一
定
の
期
間
、
買
い
取
り
が
保
証
さ
れ
る
。

制
度
導
入
以
降
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発

電
量
が
急
速
に
増
え
て
き
た
。
制
度
導
入
時
に
は
風
力

発
電
よ
り
も
買
取
実
績
発
電
量
が
少
な
か
っ
た
太
陽
光

東
京
大
学
ア
ジ
ア
生
物
資
源
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
　
則
定
真
利
子

発
電
が
、
そ
の
後
大
幅
に
拡
大
し
た
こ
と
が
大
き
く
貢

献
し
て
お
り
、
２
０
１
７
年
度
に
は
毎
月
の
買
取
実
績

発
電
量
の
約
７
割
強
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
太
陽

光
発
電
に
比
べ
て
少
な
い
も
の
の
、
バ
イ
オ
マ
ス
発
電

も
伸
び
て
お
り
、
制
度
導
入
年
度
に
は
買
取
実
績
発

電
量
が
風
力
発
電
の
10
分
の
１
以
下
で
あ
っ
た
も
の

が
、
３
年
後
の
２
０
１
５
年
度
に
は
逆
転
し
、
17
年
９

月
時
点
で
の
制
度
導
入
以
来
の
累
積
買
取
実
績
発
電
量

が
風
力
発
電
と
ほ
ぼ
同
じ
に
ま
で
至
っ
て
い
る
（
経
済

産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 

２
０
１
８
ａ
）。
資
源
エ

ネ
ル
ギ
ー
庁
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
資
源
が
枯

渇
せ
ず
繰
り
返
し
使
え
、
発
電
時
や
熱
利
用
時
に
地

球
温
暖
化
の
原
因
と
な
る
二
酸
化
炭
素
を
ほ
と
ん
ど

排
出
し
な
い
優
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

で
説
明
し
て
い
る
（
経
済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 

２
０
１
８
ｂ
）。
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
の
だ
ろ
う
か
。

二
酸
化
炭
素
排
出
削
減
効
果

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
で
は
化
石
燃
料
以
外
の
生
物
由
来

の
資
源
を
燃
焼
す
る
こ
と
で
タ
ー
ビ
ン
を
回
し
て
発
電

す
る
。
植
物
由
来
の
資
源
と
し
て
、バ
イ
オ
燃
料
作
物
、

農
業
廃
棄
物
や
間
伐
材
、
製
材
端
材
、
建
築
資
材
廃
棄

物
、
剪せ

ん

定て
い

枝
な
ど
を
利
用
す
る
。
植
物
に
含
ま
れ
る
炭

素
は
、
植
物
が
成
長
の
過
程
で
光
合
成
に
よ
っ
て
大
気

中
か
ら
固
定
し
た
二
酸
化
炭
素
で
あ
る
た
め
、
燃
焼
に

よ
っ
て
二
酸
化
炭
素
と
し
て
排
出
さ
れ
て
も
大
気
の
二

酸
化
炭
素
濃
度
に
影
響
を
与
え
ず
、
こ
の
こ
と
か
ら
植

物
由
来
の
燃
料
は
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
使
用
す
る
植
物

由
来
資
源
を
生
産
、
収
穫
、
加
工
、
輸
送
す
る
過
程
で

二
酸
化
炭
素
が
排
出
さ
れ
る
の
で
、
発
電
シ
ス
テ
ム
と

し
て
は
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
は
な
い
。
バ
イ
オ

マ
ス
発
電
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
排
出
削
減
効
果
は
こ
れ

ら
の
過
程
を
考
慮
に
入
れ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
排
出

削
減
効
果
に
つ
い
て
ま
じ
め
に
考
え
て
い
る
人
た
ち
に

と
っ
て
は
大
前
提
で
あ
る
が
、
日
本
の
社
会
で
あ
ま
り

広
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

燃
料
に
何
を
使
っ
て
い
る
の
か

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
は
、
太
陽
光
発
電
や
風
力
発
電
と

は
異
な
り
、
発
電
の
場
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
確
保
の
場

が
一
致
し
な
く
て
も
よ
い
。
固
定
価
格
買
取
制
度
に
よ

る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
拡
大
の
意
義
と
し
て
エ

ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
の
改
善
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
に

は
、
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
に
つ
い
て
も
そ
の
燃
料
は
国
内

で
調
達
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
な
よ
う
に

その８

森林環境
多事争論

バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
は

　
　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
の
か
？
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思
う
が
、
実
際
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
む
し

ろ
規
模
の
大
き
な
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
は
海
外
で
の
燃
料

調
達
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
主
な
も
の
は
北
米
産

の
木注注

注

質
ペ
レ
ッ
ト
と
マ
レ
ー
シ
ア
産
あ
る
い
は
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
産
の
ヤ注注

注

シ
油
あ
る
い
は
ヤ
シ
核
殻
（
Ｐ
Ｋ

Ｓ
）
で
あ
る
。
２
０
１
７
年
９
月
ま
で
に
認
定
さ
れ
た

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
事
業
の
発
電
容
量
は
１
３
０
０
万
㌔

㍗
を
超
え
て
い
る
（
経
済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー

庁 

２
０
１
７
ｂ
）。
こ
の
う
ち
１
０
６
２
万
㌔
㍗
を

占
め
る
２
万
㌔
㍗
以
上
の
大
規
模
事
業
に
限
っ
て
、

６
０
０
０
㌔
㍗
あ
た
り
９
万
立
方
㍍
の
燃
料
が
必
要

で
あ
る
と
し
て
必
要
バ
イ
オ
マ
ス
量
を
試
算
す
る
と

１
億
５
９
３
０
万
立
方
㍍
と
な
る
。
２
０
１
６
年
度
に

閣
議
決
定
さ
れ
た
森
林
・
林
業
基
本
計
画
で
の
製
材
用

材
や
合
板
用
材
な
ど
す
べ
て
を
含
め
た
木
材
供
給
量
の

２
０
２
５
年
目
標
値
が
４
０
０
０
万
立
方
㍍
で
あ
り
、

認
定
さ
れ
た
発
電
容
量
を
国
産
バ
イ
オ
マ
ス
で
実
現
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、こ
の
認
定
事
業
の
う
ち
、

燃
料
に
Ｐ
Ｋ
Ｓ
を
含
む
も
の
は
出
力
ベ
ー
ス
で
４
割
を

超
え
る
（
経
済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
２
０
１
７

ｂ
）。
国
と
し
て
は
、
国
産
の
低
級
材
の
燃
料
利
用
に

よ
る
林
業
活
性
化
を
に
ら
み
つ
つ
も
、
バ
イ
オ
マ
ス
発

電
の
導
入
拡
大
の
た
め
に
は
海
外
で
の
燃
料
調
達
も
前

提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
在
拡
大
し

つ
つ
あ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
の
主
力
は
太
陽

光
発
電
で
あ
り
、
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
が
占
め
る
割
合
は

電
力
供
給
量
と
し
て
１
割
強
程
度
で
あ
る
た
め
、
バ
イ

オ
マ
ス
発
電
に
輸
入
バ
イ
オ
マ
ス
が
使
わ
れ
て
も
国
全

体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
に
与
え
る
影
響
は
軽
微
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
陽
光
や
風
力
に
よ
る
発
電
と

異
な
っ
て
安
定
的
に
発
電
を
行
え
る
電
源
と
し
て
の
特

徴
が
あ
り
、
地
域
活
性
化
に
も
資
す
る
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
が
、
為
替
や
世

界
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
に
影
響
を
受
け
る
輸
入
バ
イ
オ
マ

ス
に
依
存
し
て
い
る
状
況
は
、な
ん
と
も
奇
妙
で
あ
る
。

ア
ブ
ラ
ヤ
シ
生
産
の
二
酸
化
炭
素
排
出

ヤ
シ
油
あ
る
い
は
Ｐ
Ｋ
Ｓ
の
利
用
は
、
原
材
料
で
あ

る
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
の
生
産
過
程
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
排

出
量
が
大
き
い
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
バ
イ
オ
マ
ス
発

電
の
二
酸
化
炭
素
排
出
削
減
効
果
に
つ
い
て
は
慎
重
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
の
二
大
生
産
国

で
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
、
広
大
な

面
積
の
土
地
が
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
農
園
と
な
っ
て
お
り
、
両

国
で
の
熱
帯
林
の
消
失
あ
る
い
は
劣
化
の
要
因
と
な
っ

て
き
た
（W

icke et al. 

２
０
１
１
）。
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
で
は
こ
の
先
も
作
付
面
積
の
増
加
が
予
想
さ
れ
て
い

る
。
森
林
の
現
存
量
が
大
き
く
成
長
量
も
大
き
な
熱
帯

林
を
開
発
し
た
場
合
、
開
発
前
よ
り
も
土
地
の
二
酸
化

炭
素
固
定
能
が
低
下
す
る
。
さ
ら
に
、
開
発
に
よ
っ
て

土
壌
中
の
有
機
物
の
分
解
が
促
進
さ
れ
、
二
酸
化
炭
素

と
し
て
大
気
中
に
放
出
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
熱
帯
林

を
開
発
し
て
生
産
さ
れ
た
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
は
化
石
燃

料
の
代
替
燃
料
と
な
り
得
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る

（Fargione et al. 

２
０
０
８
）。
生
物
多
様
性
や
地
域

社
会
の
資
源
損
失
と
い
っ
た
面
で
も
問
題
が
あ
る
場
合

が
少
な
く
な
く
、
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
の
持
続
性
を
考
え

る
上
で
必
要
な
環
境
や
社
会
へ
の
配
慮
と
い
う
点
に
お

い
て
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

ス
マ
ト
ラ
島
と
ボ
ル
ネ
オ
島
の
熱
帯
泥
炭
湿
地
林
で

の
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
農
園
の
開
発
は
、
炭
素
循
環
の
面
で
特

に
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
湛
水
環
境
で
は
、
土
壌
中
の

酸
素
濃
度
が
低
下
す
る
た
め
、
根
の
機
能
障
害
に
よ
り

多
く
の
植
物
種
で
生
育
が
阻
害
さ
れ
る
。
作
物
の
中
で

は
湛
水
に
対
し
て
耐
性
が
比
較
的
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
も
例
外
で
は
な
く
、
生
産
の
た
め
に

は
排
水
設
備
を
整
備
し
て
水
位
を
地
表
面
下
数
十
㌢
㍍

ボルネオ島の上空を飛ぶと、アブラヤシ農園（左手前）が広がっているのを目にする。土地条件が不
適なためかアブラヤシの生育が悪い。右奥は農園転換前の二次林（インドネシア東カリマンタン州）

タイ南部低湿地域の農園で実をつけたアブラヤシ。
土地条件がよいところではもっと大きな実をつける
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に
下
げ
る
必
要
が
あ
る
。
熱
帯
泥
炭
湿
地
林
は
、
湛
水

環
境
で
の
嫌
気
的
な
条
件
で
植
物
遺
骸
の
分
解
が
抑
制

さ
れ
る
た
め
に
数
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
膨
大
な
量
の

有
機
物
が
泥
炭
と
し
て
蓄
積
さ
れ
、
そ
こ
に
成
立
し

て
い
る
森
林
の
大
き
な
成
長
量
と
相
ま
っ
て
、
二
酸

化
炭
素
の
巨
大
な
吸
収
源
で
あ
っ
た
が
（Page et al. 

２
０
０
４
）、
開
発
に
と
も
な
う
排
水
に
よ
っ
て
好
気

条
件
と
な
っ
て
微
生
物
に
よ
る
泥
炭
の
分
解
が
進
み
、

森
林
の
伐
採
に
よ
っ
て
二
酸
化
炭
素
固
定
能
が
著
し
く

損
な
わ
れ
る
こ
と
も
加
わ
り
、
二
酸
化
炭
素
の
巨
大
な

排
出
源
と
な
っ
て
い
る
（H

ooijer et al. 

２
０
１
０
）。

地
下
水
位
が
低
い
ほ
ど
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
の
生
育
の
た
め

に
は
よ
い
が
、
そ
の
分
、
好
気
条
件
に
晒
さ
れ
る
泥

炭
が
増
え
る
の
で
泥
炭
分
解
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
排

出
が
増
え
、
少
な
く
と
も
地
表
面
下
50
㌢
ま
で
は
地
下

水
位
が
低
い
ほ
ど
排
出
量
が
増
え
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（Couw
enberg et al. 

２
０
１
０
）。

こ
の
開
発
に
と
も
な
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
化

石
燃
料
を
代
替
す
る
こ
と
に
よ
る
排
出
削
減
で
相
殺

す
る
に
は
４
０
０
年
以
上
か
か
る
と
い
う
試
算
も
あ

り
（Fargione et al.

２
０
０
８
）、
泥
炭
湿
地
で
生

産
さ
れ
た
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
か
ら
得
ら
れ
た
ヤ
シ
油
を
バ
イ

オ
マ
ス
発
電
の
燃
料
と
す
る
の
は
避
け
る
べ
き
で
あ

る
。
開
発
の
際
に
地
上
部
植
生
を
取
り
除
く
た
め
に
火

入
れ
を
行
う
場
合
に
は
泥
炭
の
焼
失
に
よ
り
更
に
二
酸

化
炭
素
排
出
量
が
増
え
る
。
ま
た
、
開
発
に
よ
る
排
水

で
泥
炭
が
乾
燥
す
る
こ
と
に
よ
り
野
火
が
発
生
し
や
す

く
な
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
も
問

題
と
な
っ
て
い
る
。
泥
炭
の
焼
失
は
、
二
酸
化
炭
素

排
出
量
が
膨
大
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
人
々
の

健
康
や
輸
送
活
動
、
経
済
活
動
一
般
へ
の
煙
害
に
よ
る

悪
影
響
が
周
辺
国
を
巻
き
込
ん
で
生
じ
て
お
り
、
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
へ
の
施
肥
に
よ
る
二
酸

化
窒
素
の
発
生
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
へ
の
寄
与
も

小
さ
く
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（O

ktarita et al. 

２
０
１
７
）。

ヤ
シ
油
輸
入
国
の
対
応

ヤ
シ
油
の
主
要
輸
入
国
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
で
は
、
ヤ
シ
油

の
バ
イ
オ
燃
料
と
し
て
の
使
用
を
禁
止
す
る
方
向
に
動

い
て
い
る
。
日
本
で
は
、
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
生
産
過
程
で
の

二
酸
化
炭
素
の
排
出
問
題
に
関
し
て
、
２
０
１
８
年
度

か
ら
は
ヤ
シ
油
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、

持
続
可
能
な
ヤ
シ
油
の
生
産
と
利
用
を
促
進
す
る
こ
と

を
目
的
に
活
動
し
て
い
る
非
営
利
組
織
で
あ
る
「
持
続

可
能
な
パ
ー
ム
油
の
た
め
の
円
卓
会
議
」（
Ｒ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
）

に
よ
る
第
三
者
認
証
の
証
明
を
事
業
認
定
の
要
件
に
含

め
る
こ
と
で
対
応
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
既
に
認

定
さ
れ
て
い
る
事
業
に
対
し
て
追
加
的
に
こ
れ
を
求
め

る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
Ｒ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る

認
証
を
受
け
る
際
の
基
準
と
な
る
「
原
則
と
基
準
」
は

泥
炭
湿
地
で
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
を
生
産
す
る
場
合
の
開
発
規

模
や
水
位
管
理
に
規
定
を
設
け
て
い
る
も
の
の
、
生
産

そ
の
も
の
を
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
Ｒ
Ｓ
Ｐ

Ｏ 

２
０
１
３
）。
さ
ら
に
そ
の
水
位
管
理
は
地
下
水
位

を
平
均
50
㌢
に
維
持
す
る
と
い
う
も
の
で
（
Ｒ
Ｓ
Ｐ
Ｏ 

２
０
１
３
）、
泥
炭
分
解
を
抑
制
す
る
効
果
は
ほ
と
ん

ど
期
待
で
き
な
い
。

Ｐ
Ｋ
Ｓ
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
は
廃
棄
物
で
あ
る

タイ南部低湿地域に新規に造成されたアブラヤシ農園。生産量は上位２カ国に比べてはるかに少
ないが、タイでもアブラヤシ農園が拡大している

タイ南部低湿地域のアブラヤシ農園。排水整備が不十分なため、年によって雨季の湛水が厳しい
とアブラヤシが枯死する
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も
の
を
活
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
原
料
生
産
過
程

で
の
持
続
性
に
つ
い
て
は
事
業
認
定
の
要
件
と
し
な
い

と
い
う
考
え
方
の
よ
う
で
あ
る
。
無
価
値
あ
る
い
は
コ

ス
ト
で
あ
る
ゴ
ミ
に
価
値
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
ゴ

ミ
を
排
出
す
る
シ
ス
テ
ム
を
コ
ス
ト
的
に
支
え
る
こ
と

に
な
る
と
考
え
れ
ば
、
Ｐ
Ｋ
Ｓ
に
つ
い
て
も
そ
の
由
来

に
よ
っ
て
扱
い
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

少
し
話
が
脱
線
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
東
南
ア
ジ

ア
で
の
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
の
生
産
の
拡
大
が
二
酸
化
炭
素
の

排
出
を
増
大
さ
せ
て
い
る
の
は
事
実
だ
が
、
排
水
し
て

生
産
環
境
を
十
分
に
整
え
た
条
件
で
は
、
ア
ブ
ラ
ヤ
シ

が
生
産
性
が
非
常
に
高
い
油
糧
作
物
で
あ
り
、
生
産
国

そ
し
て
生
産
者
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
作
物
で
あ

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
使
用
す
る
側
は
代
替
が
見
つ

か
れ
ば
使
用
を
止
め
れ
ば
よ
い
だ
け
の
こ
と
だ
が
、
生

物
資
源
の
場
合
、
生
産
す
る
側
に
は
生
産
を
止
め
て
も

生
産
の
た
め
に
改
変
さ
れ
た
土
地
が
残
さ
れ
る
。
泥
炭

湿
地
は
多
く
の
作
物
に
は
耕
作
不
適
地
で
あ
り
、
ア
ブ

ラ
ヤ
シ
と
同
等
の
収
益
を
も
た
ら
す
作
物
を
見
つ
け
る

の
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヤ
シ
油
は

食
用
油
や
食
品
加
工
、
石
け
ん
な
ど
が
本
来
の
用
途
で

あ
る
か
ら
、
バ
イ
オ
燃
料
と
し
て
の
使
用
が
な
く
な
っ

て
も
需
要
が
急
激
に
減
る
こ
と
は
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
急
激
な
需
要
の
低
下
に
よ
り
生
産
者
が
苦
境
に

立
つ
可
能
性
が
あ
る
。
ヤ
シ
油
の
主
要
輸
入
国
で
あ
る

Ｅ
Ｕ
は
一
過
的
に
大
量
な
供
給
拡
大
を
引
き
起
こ
し
た

当
事
者
と
し
て
そ
の
可
能
性
に
対
す
る
認
識
を
も
つ
べ

き
で
あ
り
、
代
替
と
な
る
作
物
生
産
に
つ
い
て
共
に
知

恵
を
絞
る
責
任
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
日
本
も
同
様
の

立
場
に
立
つ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
地
球
温
暖
化
問
題
の
原
因
で
あ

る
化
石
燃
料
の
大
量
消
費
を
享
受
し
て
き
た
当
事
者
で

も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。

土
地
利
用
の
変
化
に
と
も
な
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出

の
問
題
は
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
ブ
ラ

ジ
ル
で
の
ダ
イ
ズ
や
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
生
産
、
米
国
で
の

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
生
産
で
も
化
石
燃
料
の
代
替
に
よ
る

排
出
抑
制
に
よ
っ
て
こ
の
土
地
利
用
に
よ
る
排
出
を
相

殺
す
る
の
に
長
い
年
数
が
か
か
る
と
試
算
さ
れ
て
い
る

（Fargione et al. 

２
０
０
８
）。
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
を

利
用
す
る
場
合
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
条
件
で
生
産
さ

れ
て
い
る
の
か
が
非
常
に
重
要
と
な
る
。
需
要
の
急
激

な
拡
大
は
不
適
地
へ
の
生
産
の
拡
大
を
引
き
起
こ
し
う

る
。
不
適
地
で
の
生
産
は
収
量
の
低
下
を
通
じ
て
土
地

利
用
変
化
に
と
も
な
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
相
殺
年

数
を
さ
ら
に
引
き
延
ば
す
こ
と
に
な
る
が
、
か
と
い
っ

て
生
産
環
境
を
整
え
る
た
め
に
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

投
入
し
た
り
、
大
規
模
な
造
成
に
よ
っ
て
二
酸
化
炭
素

排
出
を
増
や
し
た
り
す
る
こ
と
は
利
用
目
的
か
ら
考
え

て
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
直
接
的
な
土
地
利
用
の
変

化
に
加
え
、
そ
の
土
地
を
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
の
生
産
に

利
用
す
る
こ
と
が
他
の
土
地
の
利
用
を
生
む
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
二
酸
化
炭
素
排
出
や
生
物
多
様
性
な
ど

へ
の
影
響
に
つ
い
て
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
燃
料
の
生
産
か
ら
輸
送

ま
で
の
過
程
で
の
二
酸
化
炭
素
排
出
を
き
ち
ん
と
考
慮

し
て
は
じ
め
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
り
得
る
。

日
本
で
の
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
は
、
国
内
で
発
生
す
る
植

物
資
源
・
廃
棄
物
に
限
定
し
て
、
熱
利
用
を
前
提
と
し

た
シ
ス
テ
ム
を
材
料
と
し
て
の
利
用
と
統
合
的
に
地
道

に
展
開
し
て
い
く
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
1)　

木
質
ペ
レ
ッ
ト
は
、
乾
燥
し
て
細
か
く
粉
砕
し
た
木
質
材
料
を
小
さ
な

円
筒
状
に
圧
縮
成
型
し
た
も
の
で
、
木
材
チ
ッ
プ
に
比
べ
て
水
分
量
が
少
な
く
、

熱
量
密
度
が
高
い
た
め
、
輸
送
効
率
の
面
で
も
発
電
効
率
の
面
で
も
優
れ
て
い

る
（
石
丸 

２
０
１
５
）。

注
2)　

ヤ
シ
油
は
、
主
要
食
用
油
の
中
で
最
も
生
産
量
が
多
く
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
と
マ
レ
ー
シ
ア
で
世
界
の
生
産
量
の
９
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。
Ｐ
Ｋ
Ｓ
は
、

ヤ
シ
油
と
ヤ
シ
核
油
を
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
の
果
肉
と
種
子
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
製
造
し
た

後
に
廃
棄
物
と
し
て
残
る
種
子
の
殻
で
あ
り
、
加
工
が
不
要
で
、
油
分
を
含
む

た
め
木
質
ペ
レ
ッ
ト
と
遜
色
の
な
い
発
熱
量
を
有
す
る
（
石
丸
２
０
１
５
）。

石
丸
美
奈
（
２
０
１
５
） 

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
事
業
の
拡
大
と
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入
バ
イ
オ
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２
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０
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４
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私
は
、
東
日
本
大
震
災
被
災
地
の
岩
手
県
宮
古
市
で

２
０
１
１
～
13
年
、
勤
務
し
た
。
最
初
は
被
災
の
取
材

が
メ
イ
ン
だ
っ
た
が
、
次
第
に
復
興
が
テ
ー
マ
に
な
る

中
で
、
膨
大
な
投
資
が
被
災
地
再
生
に
役
立
っ
て
い
る

の
か
、
疑
問
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
岩
手
県
沿
岸
北

部
の
被
災
地
は
、
震
災
前
か
ら
過
疎
化
、
高
齢
化
の
厳

し
い
と
こ
ろ
だ
。
早
期
復
興
の
た
め
の
大
量
投
資
は
も

ち
ろ
ん
新
し
い
産
業
や
雇
用
も
呼
び
起
こ
す
だ
ろ
う

が
、
む
し
ろ
そ
れ
ま
で
の
地
域
経
済
の
枠
組
み
を
壊
さ

な
い
か
気
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
震
災
が
れ
き
の
処
理
だ
。

が
れ
き
の
量
は
当
初
、
岩
手
県
は
ふ
だ
ん
の
処
理
量

の
11
年
分
、
宮
城
県
は
19
年
分
あ
る
と
さ
れ
た
。
本
来

は
災
害
が
れ
き
も
家
庭
ご
み
同
様
、
発
生
市
町
村
内
で

処
理
す
る
の
が
原
則
だ
が
、
阪
神
大
震
災
（
１
９
９
５

年
）
に
な
ら
い
、
３
年
で
片
付
け
よ
う
と
す
る
と
、
仮

焼
却
炉
な
ど
で
処
理
能
力
を
増
強
し
て
も
と
て
も
追
い

つ
か
な
い
。
環
境
省
は
全
国
規
模
で
広
域
処
理
す
る
計

画
を
立
て
た
。
費
用
は
全
額
国
持
ち
と
し
、
受
け
入
れ

自
治
体
探
し
に
乗
り
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
放
射
能
汚

染
を
心
配
す
る
住
民
の
突
き
上
げ
か
ら
受
け
入
れ
自
治

体
探
し
は
難
航
し
た
。

最
初
に
引
き
受
け
た
の
は
、
東
京
都
だ
。
福
島
第
一

原
発
か
ら
最
も
離
れ
た
大
規
模
被
災
地
の
宮
古
市
か
ら

ま
ず
が
れ
き
を
運
び
だ
し
た
。
２
０
１
１
年
11
月
だ
っ

た
。集
積
場
で
山
積
み
さ
れ
て
い
る
が
れ
き
を
分
別
し
、

放
射
線
量
を
測
定
し
、
ダ
ン
プ
に
積
み
込
み
、
さ
ら
に

盛
岡
で
Ｊ
Ｒ
に
積
み
替
え
、
東
京
へ
。
複
雑

な
工
程
を
仕
切
っ
た
の
は
、
大
手
ゼ
ネ
コ
ン

で
あ
る
。
こ
の
方
式
が
各
地
域
で
と
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
も
の
も
の
し
い
搬
出
作
業
を

取
材
し
て
い
た
時
、
近
隣
の
複
数
の
町
村
長

が
漏
ら
し
た
言
葉
に
、
私
は
驚
か
さ
れ
た
。

「
地
元
で
10
年
、
20
年
か
け
て
ゆ
っ
く
り
処
理

し
て
も
ら
え
な
い
の
か
な
。
全
額
国
が
費
用

を
出
し
て
く
れ
る
な
ら
、
そ
の
分
雇
用
が
保

証
さ
れ
て
助
か
る
の
に
」。
目
の
前
の
が
れ
き

の
山
や
、
放
射
能
問
題
と
は
全
く
別
に
、
過

疎
地
の
雇
用
や
今
後
の
産
業
を
気
に
し
て
い

た
。当

時
、
１
㌧
あ
た
り
の
処
理
費
は
４
万 

４
０
０
０
円
。
こ
れ
に
東
京
ま
で
の
輸
送
費

が
１
万
５
０
０
０
円
と
計
算
さ
れ
て
い
た
。

宮
古
市
近
郊
の
こ
の
２
町
村
の
場
合
、
13
万

㌧
の
が
れ
き
を
す
べ
て
東
京
に
運
べ
ば
運
搬

費
だ
け
で
20
億
円
か
か
る
計
算
だ
っ
た
。
村

の
一
般
会
計
予
算
の
３
分
の
２
に
あ
た
る
。

そ
ん
な
に
巨
額
投
資
す
る
な
ら
、
む
し
ろ
長
く
時
間
を

か
け
、
近
在
の
未
利
用
地
に
集
積
し
、
地
元
の
人
を
雇

い
、
ゆ
っ
く
り
処
理
す
れ
ば
、
こ
れ
も
一
つ
の
堅
い
働

その９

森林環境
多事争論

朝
日
新
聞
編
集
委
員
　
伊
藤
智
章

被
災
地
支
援
は
地
域
の
自
立
に
つ
な
げ
ら
れ
る
か
？

がれきを積んだコンテナの放射線量を測定してから東京へ運び出す作業員＝ 2011 年 11月、岩手県宮古市
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き
口
に
な
る
、
と
い
う
の
だ
。

そ
の
町
村
長
は
、「
ぼ
や
き
」
に
と
ど
ま
っ
た
が
、

自
分
た
ち
の
手
で
実
行
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
宮
城
県

東
松
島
市
だ
。実
際
に
被
災
者
ら
１
５
０
０
人
を
雇
い
、

自
力
処
理
に
当
た
っ
た
。
地
域
経
済
対
策
と
い
う
よ
り

も
、
２
０
０
３
年
の
宮
城
北
部
連
続
地
震
の
時
、
廃
棄

物
処
理
に
手
間
取
っ
た
苦
い
経
験
が
出
発
点
だ
っ
た
。

震
災
の
時
は
収
集
段
階
か
ら
分
別
を
呼
び
掛
け
、
仮
置

き
場
で
も
手
作
業
で
分
別
し
、
98
㌫
の
リ
サ
イ
ク
ル
率

を
達
成
し
た
。
担
い
手
に
な
っ
た
の
が
、
地
元
雇
用
の

被
災
者
た
ち
だ
っ
た
。港
が
壊
れ
出
漁
で
き
な
い
漁
師
、

高
齢
者
、
女
性
ら
だ
。
重
機
の
運
転
は
で
き
な
く
て
も

可
燃
ご
み
、
金
属
、
不
燃
物
な
ど
に
よ
り
分
け
た
。

同
市
の
担
当
者
に
よ
る
と
、
分
別
し
、
減
量
す
る
こ

と
で
の
ス
ム
ー
ズ
な
処
理
が
目
的
だ
っ
た
が
、
結
果
的

に
被
災
者
雇
用
と
な
り
、
初
期
の
経
済
復
興
に
貢
献
し

た
。
全
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
の
も
、
ゼ
ネ
コ
ン
で

は
な
く
、
同
市
建
設
業
協
会
だ
。
震
災
前
に
協
定
を
結

ん
で
お
り
、
会
長
が
災
害
対
策
本
部
に
詰
め
、
連
絡

調
整
役
に
な
っ
た
。
約
１
１
０
年
分
の
が
れ
き
が
発
生

し
た
が
、
大
半
は
自
力
処
理
し
、
単
価
は
近
隣
の
宮
城

県
女
川
町
の
60
㌫
、
全
体
経
費
は
環
境
省
見
込
み
の

７
３
０
億
円
を
大
き
く
下
回
る
５
８
０
億
円
だ
っ
た
。

し
か
も
そ
の
経
費
の
大
半
は
地
元
で
使
わ
れ
た
。

私
は
熊
本
地
震
（
２
０
１
６
年
）
の
現
場
で
、
そ
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
伝
授
し
て
い
る
東
松
島
市
の
部
長
級
職
員

に
会
っ
た
。「
自
分
た
ち
で
復
興
を
支
え
た
自
負
」
を

強
調
し
て
い
た
。
環
境
省
は
今
後
の
東
海
地
震
、
東
南

海
地
震
の
が
れ
き
対
策
で
も
広
域
処
理
を
想
定
し
て
い

る
。
量
や
被
災
の
場
所
に
よ
っ
て
は
必
要
だ
ろ
う
が
、

地
元
処
理
の
積
極
的
な
意
味
も
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

東
松
島
市
に
は
、
四
国
や
首
都
圏
の
自
治
体
が
研
修
に

来
て
い
る
そ
う
だ
。

商
業
で
も

宮
古
駅
前
の
商
店
街
は
、
津
波
で
多
く
の
店
舗
の
１

階
が
水
と
泥
に
つ
か
っ
た

が
、
場
所
が
湾
の
奥
に
あ

り
、
受
け
た
津
波
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
大
き
く
は
な
く
、

建
物
の
多
く
が
残
っ
た
。

そ
の
被
災
建
物
で
、
震
災

後
数
日
で
商
売
を
再
開
し

た
。
パ
イ
オ
ニ
ア
は
、
あ

る
衣
料
品
店
だ
っ
た
。
商

品
を
片
付
け
な
が
ら
干
し

て
い
た
ら
、
着
の
身
着
の

ま
ま
で
逃
げ
た
近
所
の
被

災
者
が
「
汚
れ
物
で
も
い

い
か
ら
」
と
買
い
に
来
た
。
こ
れ
も
商
売
に
な
る
の
か

と
気
付
き
、
１
枚
１
０
０
円
で
売
り
に
出
し
た
ら
行
列

が
で
き
た
。
近
隣
住
民
も
ふ
だ
ん
は
郊
外
の
大
型
店
に

車
で
買
い
物
に
い
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
津
波
で
車
を

流
さ
れ
、
道
路
も
不
通
。
そ
の
時
、
歩
い
て
い
け
る
近

所
に
店
が
あ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
だ
。
酒
店
、
靴
店
、

カ
メ
ラ
店
な
ど
商
店
街
の
ほ
か
の
店
が
続
き
、
に
ぎ

わ
っ
た
。
住
民
も
助
か
り
、
被
災
商
店
街
も
日
銭
が
入

り
、
店
を
本
格
再
開
す
る
自
信
が
つ
い
た
。「
困
っ
た

時
は
近
所
の
店
だ
、
と
言
わ
れ
、
う
れ
し
か
っ
た
ね
」。

衣
料
品
店
の
お
や
じ
さ
ん
は
話
し
た
も
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
数
カ
月
が
過
ぎ
る
と
、
そ
の
商
店
街
に

ま
た
元
気
が
な
く
な
っ
た
。
郊
外
の
大
型
店
が
再
開
し

た
り
、
復
興
支
援
と
し
て
出
店
攻
勢
を
か
け
て
き
た
コ

ン
ビ
ニ
に
客
を
奪
わ
れ
た
り
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
被

災
地
に
大
量
の
支
援
物
資
が
届
け
ら
れ
、
近
所
の
店
に

頼
る
ま
で
も
な
い
、
と
い
う
雰
囲
気
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
。

商
店
主
た
ち
が
最
初
に
期
待
し
て
い
た
の
は
、
仮
設

住
宅
入
居
時
の
買
い
物
だ
っ
た
。
不
便
な
避
難
所
暮
ら

し
か
ら
解
放
さ
れ
れ
ば
、
日
用
品
の
買
い
物
が
増
え
る

だ
ろ
う
、
と
い
う
読
み
だ
っ
た
。
近
く
の
別
の
地
域
だ

が
、
あ
る
時
計
店
の
お
や
じ
さ
ん
は
数
百
個
、
腕
時
計

や
枕
時
計
を
仕
入
れ
て
待
っ
た
が
、
善
意
の
品
物
が

次
々
に
届
け
ら
れ
、
空
振
り
だ
っ
た
と
嘆
い
て
い
た
。

例
え
ば
、
日
本
赤
十
字
社
は
当
時
、
仮
設
住
宅
入
居

時
に
各
戸
に
生
活
家
電
６
点
セ
ッ
ト
（
冷
蔵
庫
、
洗
濯

機
、
炊
飯
器
、
テ
レ
ビ
、
電
子
レ
ン
ジ
、
電
気
ポ
ッ
ト
）

を
届
け
て
い
る
。
被
災
地
の
仮
設
住
宅
だ
け
で
な
く
、

沖
縄
を
含
む
全
国
に
散
ら
ば
っ
た
避
難
者
宅
に
も
届
け

て
お
り
、
そ
の
数
は
13
万
世
帯
に
の
ぼ
る
。
海
外
救
援

宮城県東松島市のがれき分別作業
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金
１
０
０
０
億
円
の
う
ち
、
３
０
０
億
円
が
こ
う
し
た

生
活
家
電
の
寄
贈
な
ど
に
使
わ
れ
た
。
仕
入
れ
は
大
手

メ
ー
カ
ー
に
協
力
を
仰
ぎ
、
配
布
に
は
被
災
自
治
体
が

か
か
わ
っ
た
。
日
赤
以
外
に
も
多
く
の
支
援
物
資
が
直

接
、
被
災
地
、
仮
設
住
宅
に
送
り
届
け
ら
れ
た
。
生
活

再
建
に
役
立
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
多
く
の
被

災
地
の
商
品
流
通
業
者
を
素
通
り
し
て
い
っ
た
。

宮
古
市
の
商
店
主
た
ち
は
２
０
１
２
年
10
月
、「
自

衛
策
」
と
し
て
、
地
域
通
貨
「
リ
ア
ス
」
を
発
行
し

た
。
地
域
限
定
商
品
券
の
よ
う
な
も
の
で
、
都
会
の
支

援
者
ら
に
購
入
し
て
も
ら
い
、
被
災
者
に
贈
っ
て
被
災

地
の
商
店
で
の
支
払
い
に
使
っ
て
も
ら
う
。
支
援
者
が

被
災
地
で
の
商
品
購
入
に
使
っ
て
も
よ
い
。
善
意
は
確

実
に
被
災
者
に
届
く
し
、
地
域
の
商
店
も
潤
う
、
と
い

う
仕
組
み
だ
。
い
ま
も
続
け
て
お
り
、
こ
の
６
年
で
約

４
５
０
０
万
円
発
行
し
た
。

た
だ
し
、ス
タ
ー
ト
は
支
援
の
ピ
ー
ク
が
過
ぎ
た
後
。

北
九
州
の
自
動
車
学
校
、岐
阜
の
高
校
が
毎
年
購
入
し
、

時
に
は
宮
古
市
に
届
け
に
来
て
く
れ
る
な
ど
交
流
を
深

め
た
が
、
加
盟
店
は
宮
古
市
中
心
の
約
３
０
０
店
に
と

ど
ま
り
、
ほ
か
の
被
災
地
に
ま
で
広

げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
発
案

者
の
宮
古
駅
前
の
商
店
街
の
前
理
事

長
、
佐
香
英
一
さ
ん
に
よ
る
と
、
阪

神
大
震
災
の
時
に
、
現
地
の
商
店
主

が
な
か
な
か
再
起
で
き
な
か
っ
た
経

験
を
聞
き
、
思
い
つ
い
た
。
た
だ
、

購
入
者
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
、

商
店
主
が
支
援
の
カ
ネ
で
も
う
け
て

い
い
の
か
、
と
い
う
問
い
合
わ
せ
や

抗
議
に
悩
ま
さ
れ
た
、
と
い
う
。
佐

香
さ
ん
は
「
私
ら
も
被
災
者
な
の
に
…
…
。
経
済
を
回

す
、
と
い
う
こ
と
が
、
な
か
な
か
分
か
っ
て
も
ら
え
な

い
」
と
嘆
く
。

北
海
道
南
西
沖
地
震
（
１
９
９
３
年
）
で
大
津
波
災

害
に
あ
っ
た
北
海
道
の
離
島
、
奥
尻
町
も
善
意
の
支
援

物
資
に
困
惑
し
た
町
だ
。
地
震
後
数
分
で
巨
大
津
波
に

襲
わ
れ
、
約
２
０
０
人
が
亡
く
な
っ
た
島
の
悲
劇
で
、

全
国
か
ら
支
援
物
資
が
届
け
ら
れ
た
が
、
段
ボ
ー
ル
に

食
料
、
衣
料
、
雑
貨
が
ご
ち
ゃ
混
ぜ
で
詰
め
ら
れ
て
お

り
、
町
役
場
は
そ
の
仕
分
け
に
追
わ
れ
た
。
５
０
０
０

㌧
届
い
た
と
い
い
、
島
の
高
校
体
育
館
は
す
ぐ
満
杯
に

な
り
、
最
後
は
札
幌
で
道
庁
職
員
が
仕
分
け
し
、
島
に

運
ん
だ
。
支
援
物
資
の
ゆ
う
パ
ッ
ク
配
送
は
無
料
だ
っ

た
が
、
そ
れ
は
最
初
の
集
積
地
ま
で
。
札
幌
で
仕
分
け

し
た
後
、
島
へ
車
や
フ
ェ
リ
ー
で
輸
送
す
る
の
は
町
の

負
担
で
、
１
億
円
か
か
っ
た
と
い
う
。
夏
の
災
害
で
傷

ん
だ
支
援
物
資
の
食
料
を
焼
却
し
て
い
た
ら
、「
善
意

を
燃
や
す
被
災
町
役
場
」
と
問
題
視
さ
れ
、
抗
議
の
電

話
が
殺
到
し
た
。被
災
25
年
の
取
材
で
訪
ね
た
と
こ
ろ
、

当
時
の
町
総
務
課
長
は
「
予
想
で
き
な
い
こ
と
ば
か
り

だ
っ
た
」
と
語
っ
た
。

地
元
材
に
よ
る
仮
設
住
宅

東
日
本
大
震
災
は
、
５
万
２
０
０
０
戸
の
仮
設
住
宅

の
う
ち
、
25
㌫
、
１
万
３
０
０
０
戸
が
木
造
で
造
ら
れ

た
。
当
初
、
各
県
と
災
害
協
定
を
結
ん
で
い
た
プ
レ
ハ

ブ
建
築
協
会
加
盟
の
大
手
住
宅
メ
ー
カ
ー
が
建
設
を
始

め
た
が
、
数
が
膨
大
過
ぎ
る
う
え
、
地
元
を
活
用
す
べ

き
だ
と
い
う
声
に
押
さ
れ
、
政
策
変
更
。
各
県
は
県
内

に
本
店
、
営
業
所
を
持
つ
業
者
を
公
募
す
る
な
ど
し
て

地
元
活
用
に
配
慮
し
た
。
最
終
的
に
木
造
仮
設
の
割
合

は
、宮
城
県
13
㌫
、岩
手
県
27
㌫
、福
島
県
43
㌫
と
な
っ

た
。そ

の
先
駆
け
は
、
岩
手
県
住
田
町
だ
。
町
面
積
の
９

割
が
森
林
で
、「
森
林
・
林
業
日
本
一
の
町
」
を
掲
げ

る
同
町
は
、
大
き
な
津
波
被
害
を
受
け
た
岩
手
県
陸
前

高
田
市
や
同
県
大
船
渡
市
に
内
陸
側
で
隣
接
す
る
。
震

災
発
生
か
ら
３
日
後
、
木
造
一
戸
建
て
仮
設
住
宅
の
建

設
に
踏
み
切
っ
た
。
93
戸
の
完
成
は
５
月
末
。
被
災
地

で
は
、
完
成
が
10
月
ま
で
ず
れ
込
ん
だ
と
こ
ろ
ま
で
あ

る
の
に
、
当
時
の
町
長
の
決
断
で
３
億
円
を
町
単
独
で

用
意
し
て
造
っ
た
。
の
ち
に
東
京
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
募
金
を

呼
び
掛
け
、
こ
れ
ま
で
に
２
億
円
を
届
け
て
い
る
。

中
国
の
四
川
大
地
震
の
惨
状
な
ど
か
ら
、
当
時
の
町

長
が
木
造
仮
設
を
発
案
し
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
住
田
住

宅
産
業
に
設
計
さ
せ
て
い
た
。
社
長
の
佐
々
木
一
彦
さ

ん
に
よ
る
と
、
２
０
１
１
年
３
月
末
に
内
閣
府
に
説
明

す
る
予
定
で
準
備
し
て
い
た
図
面
が
役
立
っ
た
、
と
い

う
。
町
内
の
仮
設
は
町
産
の
ス
ギ
、
カ
ラ
マ
ツ
を
活
用

し
、
地
元
工
務
店
や
大
工
に
発
注
し
た
。
費
用
は
１
戸

３
０
０
万
～
３
５
０
万
円
で
、
プ
レ
ハ
ブ
の
半
分
程
度

地域通貨「リアス」を手にする岩手県宮古市の佐香英一さん
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だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
震
災
直
後
の
地
域
経
済
に
貢
献
し

た
。
た
だ
町
商
工
会
な
ど
に
よ
る
と
、
問
題
提
起
や
町

の
Ｐ
Ｒ
に
は
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
復
興
住
宅
の

受
注
を
は
じ
め
、
復
興
過
程
で
特
段
町
内
企
業
が
脚
光

を
浴
び
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
住
田
住
宅
産
業
の

年
間
売
上
高
も
震
災
後
、
３
億
円
に
達
し
た
が
、
い
ま

は
１
億
５
０
０
０
万
円
と
震
災
前
の
水
準
に
戻
っ
て
い

る
。そ

れ
で
も
今
回
の
経
験
で
地
元
の
産
業
を
生
か
す
意

義
は
全
国
に
知
ら
れ
た
。
同
町
は
全
国
20
カ
所
に
木
造

仮
設
の
備
蓄
拠
点
を
も
う
け
る
よ
う
提
言
し
て
い
る
。

建
築
用
木
材
の
ほ
か
、
今
回
入
手
に
苦
労
し
た
と
い
う

断
熱
材
や
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
、
風
呂
や
ト
イ
レ
な
ど
を
あ

ら
か
じ
め
用
意
し
て
お
き
、
即
応
で
き
る
体
制
を
つ
く

り
た
い
、
と
い
う
。
同
町
は
木
造
仮
設
の
設
計
図
も
公

開
し
て
い
る
。

「
漏
れ
バ
ケ
ツ
」
モ
デ
ル

地
域
づ
く
り
に
、
地
域
を
穴
の
開
い
た
バ
ケ
ツ
に
た

と
え
る
考
え
方
が
あ
る
。
地
域
と
い
う
バ
ケ
ツ
に
、
外

か
ら
補
助
金
や
観
光
客
の
使
う
お
金
、
企
業
の
投
資
な

ど
の
水
を
一
生
懸
命
注
ぎ
込
む
だ
け
で
な
く
、
地
域

外
か
ら
購
入
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
代
金
、
地
域
外

の
建
設
業
者
へ
の
支
払
い
と
い
っ
た
穴
を
な
る
べ

く
ふ
さ
ぎ
、
水
（
お
金
）
が
外
へ
漏
れ
な
い
よ
う

に
し
て
、
地
域
の
中
で
お
金
を
循
環
さ
せ
る
こ
と

も
、
地
域
の
経
済
力
を
保
つ
こ
と
に
な
る
、
と
い

う
考
え
だ
。
例
え
ば
、
毎
日
買
う
パ
ン
も
、
地
域

外
の
大
手
工
場
か
ら
搬
入
さ
れ
る
パ
ン
を
買
う
よ

り
、
地
元
の
パ
ン
屋
さ
ん
か
ら
買
え
ば
、
地
域
外

に
流
出
す
る
お
金
は
、
パ
ン
の
原
材
料
費
や
エ
ネ

ル
ギ
ー
代
金
な
ど
に
と
ど
ま
る
。
パ
ン
屋
さ
ん
の

納
税
や
消
費
も
地
元
で
行
わ
れ
る
分
、
地
域
経
済

に
波
及
効
果
も
あ
る
。
原
材
料
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
も

地
域
の
生
産
物
が
使
わ
れ
れ
ば
、
外
へ
流
出
す
る

お
金
は
さ
ら
に
減
る
。
も
ち
ろ
ん
全
く
水
を
漏
ら

さ
な
い
完
全
自
給
自
足
の
「
鎖
国
」
体
制
は
不
効

率
で
、
ジ
リ
貧
に
陥
る
だ
ろ
う
が
、
漏
れ
バ
ケ
ツ

の
穴
を
な
る
べ
く
小
さ
く
し
て
、
地
域
内
の
お
金

の
回
転
を
増
や
そ
う
、
と
い
う
も
の
。

一
人
の
消
費
者
か
ら
み
れ
ば
、
地
元
の
店
が
い

つ
も
安
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
商
品
点
数
も
限
ら

れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
場
合
、
地
元
の

焼
き
た
て
の
パ
ン
を
買
っ
た
方
が
お
い
し
い
し
、
豊
か

な
気
分
を
味
わ
え
る
。
島
根
県
海
士
町
な
ど
で
の
実
践

が
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
考
え
方
は
、
被
災
地
経
済
の
再
生
に
も
応
用
で

き
る
だ
ろ
う
。
被
災
直
後
は
、
経
済
効
率
を
無
視
し
て

支
援
計
画
を
考
え
が
ち
だ
が
、
将
来
を
考
え
て
早
い
段

階
か
ら
地
域
社
会
の
活
用
を
目
指
し
た
い
。
東
松
島
市

の
よ
う
に
地
元
の
人
材
、
収
入
の
あ
て
を
失
っ
た
被
災

当
事
者
に
も
働
い
て
も
ら
え
ば
、
効
果
は
大
き
い
。
支

援
の
お
金
は
被
災
地
で
使
わ
れ
、
現
地
の
経
済
再
生
に

貢
献
す
る
。
東
松
島
市
の
担
当
者
も
「
財
源
は
国
に
保

証
し
て
ほ
し
い
が
、
な
る
べ
く
地
元
を
活
用
し
た
い
」

と
話
す
。
宮
古
市
の
佐
香
さ
ん
は
「
日
赤
が
支
援
金
の

一
部
で
、
地
域
通
貨
や
地
域
商
品
券
を
買
っ
て
被
災
者

に
配
っ
て
く
れ
た
ら
被
災
者
も
商
店
も
助
か
る
」
と
話

し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
何
で
も
地
元
で
、
と
い
う
の
は
酷
だ
ろ

う
。
被
災
の
程
度
に
も
よ
る
し
、
震
災
前
か
ら
着
想
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
東
松
島
市
や
宮
古
市
の
挑
戦
も
機

能
し
た
。
住
田
町
も
同
様
だ
。
ど
う
自
立
の
芽
を
育
て

る
か
。
支
援
す
る
側
も
さ
れ
る
側
も
そ
の
発
想
や
見
極

め
の
必
要
性
を
実
感
す
る
。
巨
大
災
害
か
ら
の
復
興
で

あ
ろ
う
と
、
善
意
の
寄
付
で
あ
ろ
う
と
、
地
域
の
現
実

を
顧
み
な
い
支
援
は
、
地
域
の
長
期
的
な
持
続
を
困
難

に
す
る
だ
ろ
う
。

参
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献

朝
日
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「
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２
０
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３
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役
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２
０
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４
年
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仮
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援
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０
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８
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）「
地
元
経
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を
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」
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岩手県住田町の木造仮設
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気
仙
沼
の
挑
戦

「
リ
ア
ス
の
里
。
山
が
海
に
迫
っ
て
い
る
。
木
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
使
わ
な
い
手
は
な
い
。
地
域
に
根
ざ
し
た

エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
。
東
日
本
大
震
災
後
、
気
仙
沼
の
復

興
を
考
え
る
際
に
、
こ
れ
を
柱
の
一
つ
に
据
え
る
こ
と

に
し
た
の
で
す
」。
気
仙
沼
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
の

髙
橋
正
樹
社
長
は
、
熱
く
、
一
言
一
言
、
か
み
し
め
る

よ
う
に
力
強
く
語
っ
た
。

２
０
１
１
年
３
月
11
日
。
三
陸
沖
を
震
源
に
発
生
し

た
東
日
本
大
震
災
で
、
宮
城
県
気
仙
沼
市
も
大
津
波
に

襲
わ
れ
た
。海
岸
沿
い
の
港
町
の
建
物
の
大
半
が
、次
々

と
押
し
流
さ
れ
た
。
髙
橋
さ
ん
は
気
仙
沼
市
と
そ
の
周

辺
に
15
カ
所
の
事
業
所
を
構
え
、Ｌ
Ｐ
ガ
ス
を
販
売
し
、

ガ
ソ
リ
ン
を
供
給
す
る
会
社
を
営
ん
で
い
た
。

地
震
と
津
波
で
そ
の
う
ち
13
カ
所
は
建
物
が
壊
れ
、

機
能
を
失
っ
た
。
残
っ
た
２
カ
所
の
事
業
所
で
、
被
災

し
た
人
た
ち
や
救
援
に
駆
け
つ
け
た
人
た
ち
の
車
を
動

か
す
ガ
ソ
リ
ン
を
、
提
携
し
て
い
た
石
油
会
社
、
全
国

の
仲
間
た
ち
の
支
援
を
受
け
て
供
給
し
続
け
た
。

被
災
直
後
、
地
域
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
は
、
良
く
も
悪

く
も
、
ガ
ソ
リ
ン
が
頼
り
だ
っ
た
。
10
㍑
限
定
で
、
給

油
の
回
数
は
１
日
１
０
０
０
回
を
超
す
。被
災
直
後
は
、

そ
ん
な
毎
日
が
続
い
た
。

朝
日
新
聞
大
阪
本
社
編
集
局
長
補
佐
　
桑
山
朗
人

気
仙
沼
市
が
震
災
復
興
計
画
の
策
定
に
乗
り
出
し
た

の
は
、
被
災
か
ら
約
３
カ
月
後
の
６
月
だ
っ
た
。
市
民

の
思
い
、
気
持
ち
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
、
市
内
外
問

わ
ず
、
地
元
出
身
の
11
人
が
市
長
に
よ
っ
て
メ
ン
バ
ー

に
招し

ょ
う
へ
い聘

さ
れ
、
ほ
ぼ
毎
週
集
ま
っ
て
議
論
を
重
ね
た
そ

う
だ
。
毎
回
欠
か
さ
ず
、
東
京
か
ら
通
う
人
も
い
た
。

そ
の
気
仙
沼
市
震
災
復
興
市
民
委
員
会
の
座
長
を
務
め

た
の
が
髙
橋
さ
ん
だ
っ
た
。

気
仙
沼
市
は
日
本
有
数
の
港
町
。
東
三
陸
の
リ

ア
ス
式
海
岸
の
一
角
に
あ
り
、
海
の
す
ぐ
横
に
山

が
迫
る
。
市
域
の
72
㌫
、
約
２
４
０
平
方
㌔
㍍

が
森
林
だ
が
、
気
仙
沼
市
の
第
１
次
産
業
の
生

産
額
に
お
け
る
林
業
の
比
率
は
ご
く
わ
ず
か
。
９

割
以
上
を
水
産
業
が
占
め
る
。
国
産
木
材
の
３
分

の
１
か
ら
５
分
の
１
の
低
価
格
で
入
手
で
き
る
外

材
に
押
さ
れ
、
林
業
は
ま
す
ま
す
衰
退
の
一
途
を

た
ど
っ
て
い
る
。
林
業
に
従
事
す
る
人
が
ど
ん
ど

ん
減
っ
て
い
く
と
い
う
悪
循
環
も
あ
り
、
間
伐
も

さ
れ
な
い
放
置
さ
れ
た
人
工
林
が
広
が
る
状
況
に

な
っ
て
い
た
。

市
民
委
員
会
で
は
、
地
域
振
興
、
環
境
問
題
も

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
。
環
境
に
優
し
く
、
持
続

可
能
な
、
そ
し
て
地
域
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る

も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
侃か

ん
か
ん
が
く
が
く

々
諤
々
、
議
論
の
末

に
、
気
仙
沼
市
が
ま
と
め
た
震
災
復
興
計
画
で
は
、
環

境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
に
つ
い
て
「
地
産
地
消
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
導
入
、
持
続
可
能
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
導
入
」を
推
進
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
自
立
分
散
型
、

循
環
型
社
会
の
構
築
を
め
ざ
す
の
だ
。
そ
の
中
で
、
森

林
資
源
を
生
か
す
具
体
策
の
検
討
が
始
ま
っ
た
。

市
民
委
員
会
の
座
長
を
務
め
て
い
た
髙
橋
さ
ん
も
、

地
球
温
暖
化
へ
の
対
応
を
考
え
る
と
、
化
石
燃
料
を
扱

その10

森林環境
多事争論

日
本
の
森
林
は

　
　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
資
源
と
な
り
得
る
の
か
？

港のすぐ脇にまで山が迫る宮城県気仙沼市＝ 2017 年３月、朝日新聞社機から（朝日新聞提供）
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う
こ
と
で
多
く
の
二
酸
化
炭
素
を
排
出
し
て
い
る
、
と

い
う
良
心
の
呵か

し
ゃ
く責

が
あ
っ
た
と
い
う
。
自
社
で
新
し
い

事
業
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う
と
、
ド
イ
ツ
で
す
で
に
実

績
が
あ
る
温
熱
利
用
も
可
能
な
熱
電
プ
ラ
ン
ト
を
導

入
、
木
材
チ
ッ
プ
を
活
用
す
る
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル

ギ
ー
事
業
に
乗
り
出
す
こ
と
に
し
た
。

た
だ
、
持
続
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
す
る
に
は
、
林

業
の
立
て
直
し
も
必
要
だ
っ
た
。
気
仙
沼
市
内
の
山
は

大
半
が
手
つ
か
ず
で
、
チ
ッ
プ
な
ど
の
利
用
は
ご
く
一

部
。
荒
れ
た
山
は
海
に
十
分
な
栄
養
を
も
た
ら
す
こ
と

も
で
き
な
い
。
気
仙
沼
市
は
山
の
活
性
化
に
本
格
的
に

取
り
組
む
こ
と
に
し
た
。
震
災
の
翌
年
の
２
０
１
２
年

に
は
林
業
者
と
研
究
会
を
開
き
、
そ
の
後
も
毎
年
、
自

伐
林
業
養
成
講
座
も
実
施
。
間
伐
材
の
搬
出
や
チ
ッ
プ

化
、
搬
送
な
ど
、
森
林
組
合
だ
け
で
な
く
、
個
人
林
業

家
も
こ
れ
ま
で
延
べ
６
０
０
人
が
受
講
し
て
い
る
。

13
年
に
は
燃
料
材
の
買
取
制
度
を
、
地
域
通
貨
を
活

用
す
る
形
で
始
め
た
。
14
年
に
熱
電
供
給
プ
ラ
ン
ト
が

稼
働
し
、
現
在
は
平
均
す
る
と
、
だ
い
た
い
１
カ
月
あ

た
り
40
万
～
50
万
㌔
㍗
時
（
約
１
５
０
０
世
帯
分
に
相

当
）
の
電
力
供
給
と
、
併
せ
て
近
隣
ホ
テ
ル
へ
の
熱
供

給
が
実
現
し
て
い
る
。
使
っ
た
間
伐
材
は
買
取
数
量
で

約
１
万
㌧
。
林
業
を
支
え
る
こ
と
で
、
地
産
地
消
、
地

域
内
循
環
の
定
着
を
め
ざ
し
て
い
る
。

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー

木
材
チ
ッ
プ
を
利
用
し
た
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
は
、
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
中
で
主
役
に
な
る
わ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
二
酸
化

炭
素
の
排
出
を
抑
え
る
た
め
に
は
森
林
資
源
の
有
効
活

用
も
重
要
で
、そ
の
中
で
果
た
す
役
割
は
小
さ
く
な
い
。

ち
り
も
積
も
れ
ば
…
…
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、

残
念
な
が
ら
、
ま
だ
ま
だ
う
ま
く
定
着
し
て
い
な
い
の

が
実
態
だ
。

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
国
際
組
織
「
Ｒ
Ｅ
Ｎ
21
」
が
ま

と
め
た
「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
世
界
白
書
２
０
１
７
」
に

よ
る
と
、
最
終
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に
お
け
る
バ
イ
オ
マ

ス
の
割
合
は
２
０
１
５
年
時
点
で
約
14
㌫
。
た
だ
、
電

力
と
し
て
の
利
用
は
ご
く
わ
ず
か
で
、
大
半
は
熱
利
用

と
し
て
の
需
要
が
中
心
だ
。

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
研
究
所

（
Ｉ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
）
が
ま
と
め
た
「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
白
書

２
０
１
７
」
で
も
、
バ
イ
オ
マ
ス
に
つ
い
て
は
厳
し

い
分
析
が
さ
れ
て
い
る
。「
森
林
環
境
多
事
争
論
そ
の

８　

バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
な
の
か
？
」
で
、
則
定
真
利
子
氏
が
指
摘
し
て
い

る
が
、
日
本
の
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
で
も
固
定
買
取
制
度

の
導
入
が
始
ま
っ
た
も
の
の
、
燃
料
と
な
る
木
材
チ
ッ

プ
な
ど
の
調
達
に
国
内
外
で
課
題
が
山
積
し
て
お
り
、

し
か
も
世
界
的
に
は
バ
イ
オ
マ
ス
の
大
半
を
担
っ
て
い

る
熱
利
用
に
つ
い
て
も
、
国
内
に
は
熱
を
運
ぶ
熱
導
管

（
温
水
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
）
の
よ
う
な
イ
ン
フ
ラ
が
な
く
、

い
っ
こ
う
に
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
だ
。

も
と
も
と
固
定
買
取
制
度
が
始
ま
る
前
は
、
バ
イ
オ

マ
ス
発
電
と
い
う
よ
り
は
廃
棄
物
発
電
に
依
存
し
た
エ

ネ
ル
ギ
ー
利
用
が
中
心
だ
っ
た
。
制
度
導
入
で
木
質
バ

イ
オ
マ
ス
に
も
期
待
が
集
ま
り
、設
備
も
増
え
始
め
た
。

だ
が
、
期
待
と
は
裏
腹
に
、
国
内
で
の
間
伐
材
な
ど
未

気仙沼地域エネルギー開発の木材チップ置き場。すぐそばに木材チップを乾燥させ、燃焼する熱電プラントが
整備されている＝気仙沼市

世界の最終エネルギー消費におけるバイオマス発電および熱利用のシェア（左）と、
バイオマスのエネルギー利用の内訳（右）＝ ISEP自然エネルギー白書 2017 から
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利
用
材
の
調
達
に
向
け
た
シ
ス
テ
ム
、
環
境
整
備
が
進

ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
、
コ
ス
ト
面
を
考
え
て
燃
料
は

海
外
か
ら
調
達
す
る
形
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

で
は
、
こ
う
し
た
バ
イ
オ
マ
ス
資
源
は
、
も
う
期
待

さ
れ
て
い
な
い
の
か
。

Ｉ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
の
飯
田
哲
也
所
長
は
「
確
か
に
大
規
模
発

電
に
期
待
を
か
け
る
も
の
で
は
な
い
が
、
地
産
地
消
、

そ
し
て
効
率
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
と
い
う
点
で
、
ま

だ
ま
だ
十
分
役
割
は
あ
る
」
と
み
る
。

飯
田
さ
ん
に
よ
る
と
、
世
界
的
に
み
る
と
、
効
率
的

な
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
欧
州
で
普

及
し
て
い
る
。
と
く
に
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
の
北
欧
は
面

白
い
。「
そ
も
そ
も
コ
ン
セ
プ
ト
が
全
然
違
う
。
地
域

熱
供
給
が
カ
ギ
を
握
っ
て
い
て
、
温
熱
と
電
力
と
両
方

が
相
互
に
連
動
・
融
通
・
補
完
し
合
う
シ
ス
テ
ム
が

で
き
あ
が
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
交
通
分
野
の
セ
ク
タ
ー

カ
ッ
プ
リ
ン
グ
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
分
野
横
断
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
転
換
）
へ
と
進
み
つ
つ
あ
る
。
日
本
か
ら
み
る

と
、
２
周
か
３
周
は
先
を
進
ん
で
い
る
」。
デ
ン
マ
ー

ク
の
最
終
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
バ
イ
オ
マ
ス
が
占
め

る
割
合
は
、
バ
イ
オ
ガ
ス
を
含
め
て
22
㌫
（
２
０
１
７

年
）
で
、
前
年
か
ら
10
㌫
増
と
な
お
拡
大
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
北
欧
や
韓
国
は
熱
利
用
が
普
及
し
て
い

る
。
温
水
利
用
の
た
め
の
温
水
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
各
地

域
、
各
家
庭
に
備
わ
っ
て
い
る
。
暖
房
は
温
熱
を
利
用

し
、
熱
と
電
気
の
有
機
的
な
活
用
が
進
ん
で
い
る
。
欧

州
連
合
も
、
２
０
５
０
年
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
の
軸

に
地
域
熱
供
給
を
位
置
づ
け
た
。
一
方
、
日
本
で
は
電

気
と
ガ
ス
は
そ
れ
ぞ
れ
国
の
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
支
援
を
受
け
て
い
た
が
、
熱
利
用
に
つ
い
て
独
立
し

た
法
体
系
は
な
く
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
も
ま
っ
た
く
進
ん

で
い
な
い
。

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
特
徴

エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
木
質
バ
イ

オ
マ
ス
は
発
電
だ
け
で
は
な
く
、
温
熱
と
併
せ
た
利
用

が
適
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
だ
。デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、

蒸
気
、
高
温
水
、
中
温
水
、
低
温
水
と
何
段
階
に
も
分

け
て
極
め
て
高
い
熱
効
率
を
実
現
し
て
い
る
。

木
材
チ
ッ
プ
を
燃
や
し
て
発
電
だ
け
で
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
得
よ
う
と
す
る
と
、
そ
も
そ
も
木
材
チ
ッ
プ
が
含
ん

で
い
る
水
を
蒸
発
さ
せ
な
い
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
が
悪

い
。
そ
こ
で
、
燃
焼
時
に
出
る
熱
を
効
率
よ
く
活
用
す

る
こ
と
で
「
で
き
る
だ
け
捨
て
ず
に
使
う
」
技
術
開
発

が
進
ん
で
き
て
い
る
。
原
子
力
や
化
石
燃
料
な
ど
の
よ

う
な
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
は
な
り
得
な
い
が
、
熱

利
用
も
含
め
て
考
え
る
と
、
小
規
模
で
地
産
地
消
に
向

い
て
い
る
貴
重
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
な
の
だ
。

国
は
、
固
定
買
取
制
度
で
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所

に
お
け
る
買
取
価
格
を
決
め
る
際
、
モ
デ
ル
と
な
る
発

電
設
備
の
規
模
を
５
０
０
０
㌔
㍗
と
し
、
熱
利
用
に
つ

い
て
は
検
討
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
大
量
の
燃
料

を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
木
材
の
集
荷
範
囲
が
数
十

㌔
㍍
圏
と
広
く
な
り
、
燃
料
調
達
が
難
し
く
、
安
定
し

た
燃
料
確
保
に
は
２
０
０
０
㌔
㍗
以
下
の
発
電
設
備
規

模
の
も
の
の
ほ
う
が
現
実
的
だ
。
ま
た
、
小
規
模
の
設

備
の
ほ
う
が
、
熱
電
利
用
に
向
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、

２
０
１
５
年
度
か
ら
２
０
０
０
㌔
㍗
未
満
で
も
未
利
用

材
を
利
用
す
る
小
規
模
発
電
に
つ
い
て
も
新
た
な
価
格

区
分
が
で
き
て
、
よ
り
小
さ
な
地
域
内
で
木
材
資
源
を

調
達
で
き
る
制
度
も
始
ま
っ
た
。
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
は

定
着
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

林
野
庁
に
よ
る
と
、
日
本
の
木
材
需
要
量
は
約

８
０
０
０
万
立
方
㍍
。
そ
の
中
で
、
国
内
で
製
材
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
３
割
程
度
だ
が
、
こ
の
10
年

間
、
ほ
ぼ
横
ば
い
か
微
減
傾
向
だ
。
一
方
で
、
燃
料
材

と
し
て
の
利
用
は
、
全
体
の
１
割
に
は
満
た
な
い
も
の

の
、
こ
の
10
年
間
で
約
６
倍
と
伸
び
て
き
て
い
る
。

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
燃
料
材
は
、
制
度
導
入
で
こ
こ

数
年
の
う
ち
に
、
急
速
に
国
産
材
の
供
給
量
が
増
え
て

い
る
。
製
材
・
パ
ル
プ
用
材
な
ど
で
加
工
さ
れ
た
際
の

端
材
と
い
っ
た
副
産
物
や
解
体
廃
材
も
含
め
る
と
、
燃

料
材
は
さ
ら
に
多
く
の
量
が
供
給
さ
れ
て
い
る
。

２
０
１
７
年
９
月
末
の
時
点
で
、
主
な
燃
料
が
「
未

利
用
材
」「
一
般
木
質
・
農
作
物
残ざ

ん

渣さ

（
液
体
燃
料
を

除
く
）」「
リ
サ
イ
ク
ル
材
料
」
で
あ
る
木
質
バ
イ
オ
マ

ス
発
電
所
は
、
全
国
で
１
２
６
カ
所
が
稼
働
、
発
電
出

力
は
２
２
１
万
㌔
㍗
ま
で
成
長
し
て
き
た
。こ
の
う
ち
、

60
カ
所
（
発
電
出
力
計
40
万
㌔
㍗
）
は
、
間
伐
材
な
ど

の
未
利
用
木
材
を
活
用
し
て
い
る
。

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
は
、
発
電
だ
け
で
利
用
し
よ
う
と

す
る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
効
率
が
悪
く
、
蒸
気
タ
ー

ビ
ン
だ
け
だ
と
15
～
30
㌫
程
度
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
効

率
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
発
電
施
設
を
大
き
く
す
る
方

法
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
熱

利
用
も
併
せ
て
行
う
と
、
小
規
模
施
設
で
も
エ
ネ
ル

ギ
ー
効
率
が
60
～
80
㌫
程
度
ま
で
期
待
で
き
る
。

だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
熱
を
利
用
す
る
メ
ド
を
事

業
者
自
ら
開
拓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
林
野

庁
は
、
全
国
各
地
の
熱
利
用
、
熱
電
併
用
の
先
進
事
例

を
集
め
、「
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
熱
利
用
・
熱
電
併
給
事

例
集
」
を
２
０
１
７
年
秋
に
ま
と
め
た
。
薪
に
よ
る
熱

利
用
を
し
て
い
る
17
施
設
、
木
材
の
チ
ッ
プ
や
ペ
レ
ッ
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活
用
す
る
計
画
で
、
熱
導
管
を
敷
設
す
る
工
事
が
す
で

に
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
公
共
施
設
は
い
ず
れ

も
村
の
中
心
部
に
集
中
し
て
お
り
、
ゆ
く
ゆ
く
は
、
村

営
住
宅
や
小
・
中
学
校
、
さ
ら
に
は
農
業
プ
ラ
ン
ト
に

も
熱
導
管
を
敷
設
し
、
温
水
の
供
給
を
実
現
し
た
い
考

え
だ
。

課
題
は
、
夏
季
と
冬
季
で
熱
需
要
に
大
き
な
差
が
出

て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
。
現
状
で
は
、
冬
季
に
な
る
と
ボ

イ
ラ
ー
を
稼
働
さ
せ
る
た
め
に
灯
油
も
活
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
薪
の
価
格
や
、
運
搬
を
は
じ
め
と
す
る
コ

ス
ト
の
削
減
に
も
課
題
は
あ
る
。

小
規
模
で
の
活
用
と
い
う
点
で
は
、
欧
州
を
中
心
に

家
庭
用
ボ
イ
ラ
ー
（
薪
ス
ト
ー
ブ
）
が
普
及
し
て
い
る
。

利
用
者
自
ら
が
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
パ
ネ
ル
ヒ
ー
タ
ー

も
併
せ
て
買
っ
て
き
て
、
水
道
管
と
つ
な
ぎ
、
給
湯
だ

け
で
な
く
各
部
屋
の
暖
房
に
も
活
用
し
て
い
る
と
い

う
。「『
バ
イ
オ
マ
ス
Ｄ
Ｉ
Ｙ
』
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
自
分

で
買
っ
て
き
て
自
分
で
つ
く
っ
ち
ゃ
う
。
い
ま
、
山
間

地
域
に
入
る
若
者
が
少
し
ず
つ
増
え
て
き
て
い
る
。
日

本
で
も
、
そ
う
い
う
取
り
組
み
に
向
か
う
と
面
白
い
」

と
井
筒
さ
ん
は
話
す
。

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
に
取
り
組
む
活
動
は
い
ず
れ

も
地
道
だ
が
、
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
間
違
い
な
く
あ
る
。

自
伐
林
業
家
も
関
心
を
寄
せ
始
め
て
い
る
。
こ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
利
用
の
特
徴
は
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
や
る
、

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

林
業
の
再
興
、
端
材
、
建
築
廃
材
の
利
用
な
ど
、
分

野
横
断
的
な
取
り
組
み
が
必
要
だ
が
、
気
仙
沼
市
や
西

粟
倉
村
の
よ
う
に
、
自
治
体
や
地
域
で
積
極
的
に
関

わ
っ
て
い
く
人
た
ち
が
い
る
か
ど
う
か
も
、
普
及
の
大

き
な
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。

ト
に
よ
る
熱
利
用
の
18
施
設
、
気
仙
沼
市
の
よ
う
な
熱

電
併
給
４
施
設
の
計
39
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

日
本
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
協
会
も
、発
電
、

熱
利
用
の
導
入
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成
し
、
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
く
な
ど
、
普
及
に
努
め
て
い
る
。
木
質
バ
イ

オ
マ
ス
は
、
則
定
氏
の
論
考
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
太
陽

光
や
風
力
と
違
っ
て
、
木
材
な
ど
の
原
材
料
を
購
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築

で
き
れ
ば
、
安
定
的
な
供
給
と
、
原
材
料
を
供
出
す
る

地
域
に
雇
用
も
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
地
域

の
活
性
化
に
つ
な
が
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。

同
協
会
の
川
越
裕
之
総
括
専
門
調
査
員
は
「
農
林
水

産
省
と
経
済
産
業
省
の
連
名
で
『
地
域
内
エ
コ
シ
ス
テ

ム
』
を
提
唱
し
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
地
域
の
関
係

者
の
連
携
の
も
と
、
熱
電
併
給
や
小
規
模
の
熱
利
用
に

よ
り
、
森
林
資
源
を
地
域
内
で
持
続
的
に
活
用
す
る
仕

組
み
だ
。
こ
の
取
り
組
み
が
全
国
で
広
ま
れ
ば
、
よ
り

地
域
内
で
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
有
効
活
用
が
期
待
で
き

る
」
と
話
す
。
協
会
で
は
相
談
窓
口
を
設
け
て
、
各
自

治
体
や
導
入
を
検
討
し
て
い
る
事
業
者
か
ら
の
問
い
合

わ
せ
に
細
か
く
対
応
し
て
い
る
。

町
お
こ
し
と
の
連
携
が
カ
ギ

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
は
、
と
く
に
熱
利
用
の
観
点
か
ら

地
産
地
消
に
い
か
に
生
か
す
か
が
重
要
に
な
っ
て
く

る
。
そ
う
し
た
点
で
、
町
お
こ
し
と
連
動
し
て
導
入
を

始
め
た
例
は
、
小
規
模
だ
が
参
考
に
な
る
。

岡
山
県
西に

し

粟あ
わ

倉く
ら

村そ
ん

で
の
取
り
組
み
が
そ
う
だ
。

公
共
施
設
に
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
を
ボ
イ
ラ
ー
で
燃
や

し
て
熱
利
用
す
る
設
備
の
導
入
に
向
け
て
、
動
き
出
し

て
い
る
。
５
年
ほ
ど
前
に
、
西
粟
倉
村
が
地
産
地
消
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
に
つ
い
て
構
想
を
始
め
た
こ
と
が

き
っ
か
け
だ
っ
た
。
そ
の
構
想
づ
く
り
を
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
と
し
て
手
伝
っ
た
「
ｓ
ｏ
ｎ
ｒ
ａ
ｋ
ｕ
」
の
井
筒

耕
平
社
長
が
、
ま
ず
、
自
ら
が
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
な
り
、

村
内
に
天
然
温
泉
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
設
け
、
カ
フ
ェ

や
レ
ス
ト
ラ
ン
を
併
設
し
て
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ

ラ
ー
を
設
置
し
、
宿
泊
・
観
光
業
を
始
め
て
い
る
。「
い

く
ら
構
想
を
描
い
て
も
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
い
な
い
と
回

ら
な
い
。
自
分
が
や
っ
て
み
よ
う
」と
思
っ
た
と
い
う
。

温
浴
施
設
だ
け
で
な
く
、
地
域
熱
供
給
も
動
き
出
し

た
。
村
内
の
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
は
、
ま
ず
は
豊
か

な
自
然
の
中
で
子
育
て
を
し
よ
う
と
村
が
設
立
し
た
保

育
園
で
ス
タ
ー
ト
。
そ
の
後
、
村
役
場
や
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
な
ど
公
共
施
設
に
順
次
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ

ラ
ー
を
設
置
、
そ
こ
で
作
っ
た
温
水
を
暖
房
と
給
湯
に



44

〝
サ
ス
テ
ナ
バ
ブ
ル〝

の
時
代

環
境
を
学
ぶ
人
に
広
く
知
ら
れ
る
「
地
球
白
書
」

（State of the W
orld

）
と
い
う
本
が
あ
る
。
私
は
そ

の
翻
訳
チ
ー
ム
に
入
っ
て
い
る
。
２
０
１
６
年
12
月
に

発
刊
さ
れ
た
「
地
球
白
書
２
０
１
３

－

１
４
」（
図
）

が
日
本
語
で
読
め
る
最
新
刊
だ
が
、
同
書
の
冒
頭
、
現

代
は
「
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
」（
持
続
可
能
）
で
は
な
く
、

「
サ
ス
テ
ナ
バ
ブ
ル

4

4

4

」（
持
続
可
能
バ
ブ
ル
）
の
時
代
だ

と
書
か
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、何
に
で
も「
持
続
可
能
な
」

と
つ
け
て
さ
え
い
れ
ば
許
さ
れ
る
、
そ
ん
な
“
持
続
可

能
性
”
が
バ
ブ
ル
の
よ
う
に
切
り
売
り
さ
れ
る
時
代
と

い
う
皮
肉
で
あ
る
。
下
記
は
、「
地
球
白
書
２
０
１
３

－

１
４
」
か
ら
抜
き
出
し
た
一
文
で
あ
る
。

「
持
続
可
能
な
車
」「
持
続
可
能
な
下
着
」
ま
で
、「
持

続
可
能
な（sustainable

）」と
い
う
言
葉
が
、メ
デ
ィ

ア
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
２
０
１
２
年
、
英
国
は
「
史

上
初
の
持
続
可
能
な
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
を
目
指
し
た

が
、
こ
の
場
合
の
「
持
続
可
能
な
」
と
は
人
間
や
地

球
に
何
が
起
こ
ろ
う
と
、
４
年
に
１
度
の
イ
ベ
ン
ト

の
た
め
に
「
永
遠
に
続
く
未
来
」
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。環
境
へ
の
影
響
を
基
準
に
す
れ
ば
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
は
無
論
、
20
世
紀
の
大
会
の
方
が
、

ず
っ
と
「
持
続
可
能
」
だ
っ
た
。
本
書
の
テ
ー
マ
は

「
持
続
可
能
性
は
、
ま
だ
実
現
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
」

で
あ
る

元
来
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
（
持
続
可

能
性
）
と
は
、
地
球
環
境
や
将
来
世
代
の
た

め
に
、
現
状
（business as usual

）
で
は

い
け
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
克

服
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
倫
理
的
な
概

念
だ
っ
た
。
し
か
し
、近
年
乱
発
さ
れ
る「
サ

ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
例
に
あ
る
よ
う
に
、
他
者
や
環
境
の
こ
と

は
と
も
か
く
、「
自
分
た
ち
の
ビ
ジ
ネ
ス
を

続
け
る
の
だ
」
と
い
う
程
度
の
意
味
で
の
“
サ
ス
テ
イ

ナ
ビ
リ
テ
ィ
”
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
、
と
同
書
は
厳

し
く
批
判
す
る
。
今
回
は
「
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」

の
観
点
か
ら
21
世
紀
文
明
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

持
続
可
能
な
開
発
と
は
？

本
稿
で
言
う
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
は
、「
持
続
可

能
な
開
発
」（sustainable developm

ent

／
以
下
、

Ｓ
Ｄ
＝
注
１
）
と
同
義
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
は
、
１
９
８
７

年
の
ブ
ル
ン
ト
ラ
ン
ト
報
告
（O

ur Com
m

on Future

／
邦
題
「
地
球
の
未
来
を
守
る
た
め
に
」）
で
広
く
知

ら
れ
る
概
念
と
な
り
、
92
年
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
で
採
択

さ
れ
た
リ
オ
宣
言
や
行
動
計
画
（
ア
ジ
ェ
ン
ダ
21
）
で

具
体
化
さ
れ
た
。
ブ
ル
ン
ト
ラ
ン
ト
報
告
は
、
Ｓ
Ｄ
を

「
将
来
の
世
代
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
能
力
を
損
な
う
こ

と
な
く
、
今
日
の
世
代
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
よ
う
な
開

発
」
と
定
義
す
る
。
Ｓ
Ｄ
概
念
の
重
要
な
貢
献
は
、
南

北
問
題
に
代
表
さ
れ
る
国
家
間
の
相
克
を
超
え
て
、「
将

来
世
代
」
に
対
す
る
現
世
代
の
責
務
を
明
示
し
た
こ
と

で
あ
る
（
世
代
間
衡
平
と
呼
ば
れ
る
）。

一
方
、
Ｓ
Ｄ
は
そ
の
定
義
に
あ
る
「
ニ
ー
ズ
」
が
何

で
あ
る
か
に
つ
い
て
十
分
に
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
が
故

に
、
玉
虫
色
の
解
釈
を
可
能
に
し
、
冒
頭
で
述
べ
た
サ

森林環境
多事争論

東
京
大
学
大
学
院
新
領
域
創
成
科
学
研
究
科
准
教
授
　
田
中
俊
徳

サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
は
21
世
紀
の
文
明
た
り
得
る
か
？

その11
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ス
テ
ナ
バ
ブ
ル
を
招
来
し
て
い
る
。
こ
の
「
ニ
ー
ズ
」

に
つ
い
て
議
論
を
深
め
な
い
限
り
、
私
た
ち
は
い
つ
ま

で
も
市
場
的
な
論
理
で
“
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
”
を

喧
伝
し
、
決
し
て
持
続
可
能
で
は
な
い
社
会
の
構
築
に

邁ま
い

進し
ん

す
る
可
能
性
が
あ
る
。

ニ
ー
ズ
は
す
で
に
満
ち
て
い
る
？

近
代
経
済
学
の
泰
斗
と
し
て
知
ら
れ
る
ジ
ョ
ン
・
メ

イ
ナ
ー
ド
・
ケ
イ
ン
ズ
が
１
９
３
０
年
に
発
表
し
た「
孫

の
世
代
の
経
済
的
可
能
性
」
に
は
、
要
約
す
れ
ば
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

技
術
革
新
に
よ
る
労
働
生
産
性
の
向
上
（
単
位
労
働

時
間
当
た
り
生
産
量
の
増
加
）
に
よ
っ
て
、
孫
の
世

代
、
つ
ま
り
、
１
０
０
年
後
（
＝
２
０
３
０
年
）
に

は
、
１
日
３
時
間
の
労
働
で
「
基
本
的
ニ
ー
ズ
」
が

満
た
さ
れ
る
時
代
が
や
っ
て
く
る

「
大
規
模
な
戦
争
や
人
口
の
大
幅
増
が
な
い
限
り
」

と
い
う
留
保
を
彼
は
つ
け
た
が
、
現
実
に
は
、
第
２
次

世
界
大
戦
が
起
こ
り
、
人
口
は
当
時
の
３
倍
以
上
に
増

加
し
た
。
し
か
し
、
科
学
技
術
の
発
展
は
凄す

さ

ま
じ
く
、

１
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
予
想
を
超
え
て
大

幅
に
増
加
し
た
。
ケ
イ
ン
ズ
が
「
基
本
的
ニ
ー
ズ
」
と

呼
ん
だ
も
の
に
つ
い
て
議
論
の
余
地
は
あ
る
が
、
私
た

ち
は
物
質
的
に
充
足
し
て
久
し
い
。
例
え
ば
、
現
在
の

日
本
に
住
む
一
般
的
な
人
々
は
19
世
紀
の
王
侯
貴
族
な

み
の
豊
か
さ
を
享
受
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。
私
た

ち
が
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
自
動
車
や
電
車
は
、
王
侯

貴
族
の
煌き

ら

び
や
か
な
馬
車
よ
り
も
安
全
か
つ
早
く
、
遠

く
ま
で
、
快
適
に
私
た
ち
を
目
的
地
に
送
り
届
け
て
く

れ
る
し
、
現
代
の
人
々
は
、
世
界
中
の
新
鮮
な
食
材
を

手
頃
な
価
格
で
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
暑
い
夏
に

氷
の
入
っ
た
炭
酸
水
を
飲
む
こ
と
は
、
か
つ
て
王
侯
貴

族
に
の
み
許
さ
れ
た
特
権
だ
っ
た
が
、
私
た
ち
は
誰
も

が
そ
の
種
の
豊
か
さ
を
享
受
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ケ
イ
ン
ズ
予
想
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ

る
労
働
時
間
は
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
？　

彼
の
予
測
し

た
よ
う
に
１
日
３
時
間
労
働
に
な
っ
た
の
か
。
答
え

は
、
私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
通
り
、「
否
」
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
や
過
労
死
、
ブ
ラ
ッ
ク

企
業
、
非
正
規
雇
用
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
指
摘
さ
れ

る
。
確
か
に
私
た
ち
の
労
働
生
産
性
や
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
劇
的

に
向
上
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、
ケ
イ
ン
ズ
の
指
摘
は

現
実
の
も
の
と
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
例
え
ば
、
東
京

～
大
阪
間
を
移
動
す
る
の
に
江
戸
時
代
に
は
片
道
約
２

週
間
か
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
１
９
６
４
年
、
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
あ
わ
せ
て
「
夢
の
超
特
急
」
新
幹

線
が
登
場
し
た
が
、
そ
れ
で
も
東
京
～
大
阪
間
の
移
動

は
約
４
時
間
か
か
っ
て
い
た
。
今
は
、
２
時
間
半
な
の

で
、
こ
の
半
世
紀
で
、
往
復
３
時
間
の
短
縮
が
達
成
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
洗
濯
機
や
掃
除
機
の
登
場

に
よ
り
、
家
事
に
か
か
る
時
間
も
大
幅
に
減
少
し
た
。

洗
濯
板
で
１
時
間
か
か
っ
た
洗
濯
が
、
今
は
洗
剤
を
入

れ
、
ボ
タ
ン
を
押
す
だ
け
で
済
む
。
電
子
レ
ン
ジ
や
コ

ピ
ー
機
、
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ホ
の
登
場
も
私
た
ち
の
労

働
生
産
性
を
劇
的
に
向
上
さ
せ
た
（
昔
は
卒
業
論
文
を

ガ
リ
版
刷
り
す
る
た
め
だ
け
に
数
日
費
や
し
た
と
言
わ

れ
る
）。
元
来
、
こ
う
し
た
労
働
生
産
性
の
向
上
は
、

人
々
に
余
暇
を
提
供
す
る
と
目
さ
れ
て
き
た
。
家
族
や

友
人
と
過
ご
す
時
間
、
自
分
の
趣
味
に
費
や
す
時
間
、

ゆ
っ
く
り
ご
飯
を
食
べ
、
ゆ
っ
く
り
と
眠
る
時
間
…
…

１
９
６
０
年
代
に
は
、
週
休
三
日
制
が
現
実
的
な
未
来

と
し
て
議
論
さ
れ
始
め
る
が
、
半
世
紀
た
っ
た
今
も
そ

れ
は
実
現
し
て
い
な
い
。
一
体
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
？

ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

労
働
生
産
性
が
向
上
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
忙
し
く

な
る
と
い
う
現
象
は
19
世
紀
に
経
済
学
者
の
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ス
タ
ン
レ
ー
・
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
が
「
石
炭
問
題
」

で
唱
え
た
説
、い
わ
ゆ
る「
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」に
類
似
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、技
術
革
新
に
よ
っ

て
資
源
利
用
の
効
率
性
が
上
昇
し
て
も
、
な
ぜ
か
、
資

源
の
消
費
量
は
増
加
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
現
象
で
あ

る
（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ワ
ッ
ト
が
蒸
気
機
関
を
発
明
し
、

石
炭
の
燃
焼
効
率
が
劇
的
に
向
上
し
た
が
、
石
炭
の
消

費
量
も
劇
的
に
増
加
し
た
）。
同
様
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

が
現
代
社
会
に
生
じ
て
い
る
。

新
幹
線
の
例
で
考
え
れ
ば
分
か
り
や
す
い
が
、
か
つ

て
東
京
か
ら
関
西
や
九
州
に
向
か
う
出
張
は
１
泊
以
上

が
標
準
だ
っ
た
。
時
間
が
か
か
り
便
数
も
限
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
（
松
本
清
張
の
小
説
で
は
、
旅
情
あ
ふ

れ
る
鉄
道
に
よ
る
出
張
の
風
景
が
度
々
描
か
れ
る
）。

し
か
し
、
資
源
利
用
の
効
率
改
善
（
こ
の
場
合
は
移
動

時
間
の
短
縮
）
そ
の
も
の
が
原
因
と
な
っ
て
、
日
帰
り

出
張
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
高
ま
り
、
結
果
と
し
て
、

以
前
よ
り
も
慌
た
だ
し
く
、
旅
情
も
な
い
時
間
を
過
ご

す
こ
と
と
な
る
。
メ
ー
ル
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
も
同
様
で

あ
る
。
情
報
伝
達
の
コ
ス
ト
が
低
下
し
、
資
源
利
用
の

効
率
性
が
上
昇
す
る
と
、
私
た
ち
は
よ
り
一
層
、
そ
れ

に
依
存
す
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
人
間
が
限
ら

れ
た
情
報
と
能
力
の
中
で
限
定
合
理
的
に
行
動
し
て
い



46

る
と
い
う
行
動
経
済
学
の
原
則
を
踏
ま
え
れ
ば
仕
方
の

な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
電
子
レ
ン
ジ
が
世
の
中
に
普
及

し
た
際
、
誰
も
が
そ
の
便
利
さ
に
魅
了
さ
れ
た
が
、
こ

の
小
さ
な
四
角
い
箱
が
家
族
そ
ろ
っ
て
夕
食
を
食
べ
る

と
い
う
、
ご
く
当
た
り
前
の
日
常
を
も
破
壊
し
得
る
と

考
え
た
人
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
（
今
で
も
そ
う
考
え

て
い
る
人
は
少
な
い
）。
ま
た
、
日
本
人
の
平
均
通
勤

時
間
や
残
業
時
間
は
信
じ
難
い
ほ
ど
長
い
が
、
通
勤
手

当
と
残
業
手
当
が
そ
の
重
大
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
善
か

れ
と
思
っ
て
開
発
さ
れ
た
利
器
や
制
度
が
、
長
期
的
に

私
た
ち
の
幸
福
を
阻
害
し
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
、

私
た
ち
は
も
う
少
し
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
必
要
が

あ
る
。

顕
示
的
消
費
と
恐
る
べ
き
「
暇
」

科
学
技
術
の
劇
的
な
進
歩
の
わ
り
に
私
た
ち
が
相
変

わ
ら
ず
忙
し
い
要
因
は
他
に
も
あ
る
。
一
つ
に
、
ソ
ー

ス
テ
ィ
ン
・
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
が
提
唱
し
た
「
顕
示
的
消
費
」

と
呼
ば
れ
る
人
間
の
競
争
的
な
性
で
あ
る
。「
見
せ
び

ら
か
し
消
費
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
性
向
は
、
質
的

に
「
よ
り
良
い
も
の
」
を
生
み
出
す
原
動
力
に
も
な
る

が
、
本
質
的
に
は
「
他
人
よ
り
良
い
も
の
を
」
と
い
う

欲
望
に
基
づ
く
た
め
、
御
し
が
た
い
も
の
に
な
り
や
す

い
。
か
つ
て
は
、
宗
教
や
倫
理
が
、
こ
の
性
向
を
抑
制

す
る
た
め
の
金
言
や
物
語
を
用
意
し
た
が
、
宗
教
や
伝

統
的
村
落
社
会
の
規
範
か
ら
自
由
に
な
っ
た
現
代
に
お

い
て
、
こ
の
危
険
な
性
向
は
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
例

え
ば
、
広
告
産
業
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
必
ず
し
も
必

要
で
は
な
い
も
の
を
買
わ
せ
よ
う
と
日
々
努
力
し
て
い

る
が
、
そ
の
戦
略
は
、
人
間
の
持
つ
顕
示
的
消
費
の
性

向
を
巧
み
に
刺
激
す
る
も
の
だ
。
ア
メ
リ
カ
の
政
治
経

済
学
者
ジ
ョ
ン
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
は
消
費
社
会
の
勃
興

を
見
た
１
９
５
８
年
に
「
自
分
の
欲
し
い
も
の
を
広
告

屋
に
教
え
て
も
ら
う
」
と
表
現
し
た
が
、
21
世
紀
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
よ
り
巧
妙
さ
を
増
し
て
い

る
。「
じ
ゅ
う
ぶ
ん
豊
か
で
、
貧
し
い
社
会
」
の
著
者

で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
、
企
業
が
広

告
に
用
い
る
費
用
は
税
控
除
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、「
課
税
」
さ
れ
る
べ
き
だ
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ

な
ら
、
広
告
に
扇
動
さ
れ
た
消
費
行
動
は
、
規
制
の
弱

い
発
展
途
上
国
の
自
然
環
境
や
人
権
を
も
蹂じ

ゅ
う
り
ん躙

し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
観

点
か
ら
も
重
大
な
問
題
提
起
で
あ
る
。

労
働
時
間
が
思
う
よ
う
に
減
少
し
な
い
も
う
一
つ
の

理
由
と
し
て
、
哲
学
的
な
問
い
と
な
る
が
、「
人
間
は

暇
を
恐
れ
て
い
る
」
と
い
う
重
要
な
事
実
が
あ
る
（
例

え
ば
、
國
分
功
一
郎
「
暇
と
退
屈
の
倫
理
学
」）。
会
社

で
し
か
生
き
て
こ
な
か
っ
た
男
性
が
退
職
し
た
瞬
間
、

「
何
を
し
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
」
結
果
、
妻
の
後

ば
か
り
つ
い
て
回
っ
て
迷
惑
が
ら
れ
、「
濡ぬ

れ
落
ち
葉
」

と
形
容
さ
れ
た
の
は
少
し
前
に
な
る
が
、「
余
暇
を
楽

し
む
」
と
い
う
作
業
は
、
極
め
て
創
造
的
な
作
業
で
あ

り
、
相
応
の
姿
勢
や
知
性
、
感
性
が
な
い
と
難
し
い
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
２
）。
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
が

労
働
の
大
半
を
代
替
す
る
時
代
が
遠
か
ら
ず
や
っ
て
く

る
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
私
た
ち
は
、
い
か
に

地
球
環
境
に
過
度
な
負
荷
を
与
え
ず
に
労
働
生
産
性
の

向
上
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
暇
」
と
向
き
合
う
か
、
と
い

う
、
産
業
革
命
以
来
の
重
要
な
テ
ー
マ
を
改
め
て
議
論

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
、私
た
ち
の
「
ニ
ー
ズ
」

が
何
で
あ
り
、
そ
れ
を
適
切
に
満
た
す
た
め
に
、
い
か

な
る
社
会
の
変
革
が
必
要
か
を
議
論
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
。

「
社
会
的
動
物
」
と
し
て
の
ニ
ー
ズ

ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
で
あ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
マ
ズ

ロ
ー
は
、
人
間
の
基
本
的
欲
求
を
、
１
．
生
理
的
欲
求

（
食
欲
、睡
眠
欲
、性
欲
な
ど
）、２
．
安
全
の
欲
求
（
健

康
や
財
産
、雇
用
の
安
全
な
ど
）、３
．
社
会
的
欲
求（
愛

や
友
情
、
社
会
へ
の
帰
属
意
識
な
ど
）、
４
．
承
認
欲

求
（
自
己
尊
重
や
達
成
感
、
他
者
か
ら
の
評
価
な
ど
）、

５
．
自
己
実
現
の
欲
求
（
創
造
性
、
成
長
、
社
会
へ
の

貢
献
な
ど
）、
の
五
つ
に
分
類
し
た
。「
動
物
と
し
て
の

人
間
」
は
、
生
理
的
欲
求
と
安
全
の
欲
求
が
満
た
さ
れ

れ
ば
良
い
わ
け
だ
が
、「
社
会
的
動
物
」で
あ
る
人
間
は
、

こ
れ
だ
け
で
は
満
た
さ
れ
な
い
。
そ
の
先
に
は
、
所
属

（
家
族
や
友
情
）
や
愛
情
へ
の
欲
求
、
成
功
や
他
者
か

ら
の
尊
敬
へ
の
欲
求
、
そ
し
て
、
社
会
的
な
問
題
の
解

決
に
貢
献
し
、
よ
り
倫
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
欲
求
が

あ
る
。
つ
ま
り
、
科
学
技
術
や
経
済
が
発
展
し
、
世
の

中
が
ど
れ
だ
け
便
利
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、

人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
上
で
必
要
な
ニ
ー
ズ
を
満

た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
近
代
社
会
は
、
経

済
拡
大
や
技
術
発
展
に
ば
か
り
資
源
を
投
下
し
、
幸
福

や
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
（
将
来
世
代
の
幸
福
）
と
い

う
重
要
な
点
を
蔑

な
い
が
しろ

に
し
て
き
た
面
が
あ
る
。

カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、「
経
済
の
文
明
史
」
の

中
で
「
利
得
の
動
機
が
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

は
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
に
は
け
っ
し
て
思
い
浮
か
ば
な

か
っ
た
・・・
市
場
は
社
会
の
従
属
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」

と
言
う
。
し
か
し
、
近
年
は
、
社
会
や
文
化
が
経
済
の

従
属
物
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
科
学
技
術
の
発
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展
や
民
主
主
義
の
浸
透
、
自
由
主
義
経
済
に
よ
っ
て
私

た
ち
が
享
受
し
て
き
た
「
豊
か
さ
」
を
否
定
す
る
つ
も

り
は
無
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
人
間
と
し
て
の
ニ
ー
ズ

を
十
分
に
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。こ
れ
ら
は
、

愛
や
友
情
、
信
頼
、
尊
厳
と
い
っ
た
人
間
が
培
っ
て
き

た
価
値
を
希
薄
に
し
た
面
が
あ
る
し
、
信
頼
に
基
づ
く

集
合
行
為
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
伝
統
や
文
化
、

芸
術
、
慣
習
、
景
観
と
い
っ
た
「
か
た
ち
の
な
い
も
の
」

を
急
速
に
衰
退
さ
せ
た
。多
く
の
人
が
認
め
る
よ
う
に
、

現
代
社
会
は
、本
来
、補
助
的
な
デ
ー
タ
で
し
か
な
か
っ

た
「
数
字
」（
例
え
ば
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
年
収
）
に
過
度
に

影
響
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
決
定
の
本
質
た
る
目
的

や
理
念
、
規
範
が
衰
退
し
た
か
ら
で
あ
る
。

20
世
紀
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
21
世
紀
の
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

物
質
的
に
満
た
さ
れ
た
21
世
紀
を
生
き
る
私
た
ち
が

追
求
す
べ
き
は
、
幸
福
や
豊
か
さ
の
価
値
を
再
定
義
す

る
こ
と
、
即
ち
私
た
ち
人
類
が
幸
福
に
生
き
る
た
め
の

「
ニ
ー
ズ
」
が
何
で
あ
る
の
か
、
そ
の
優
先
順
位
を
明

確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー

は
、「
良
い
生
活
」
に
必
要
な
基
本
的
価
値
（

≒
ニ
ー

ズ
）に
つ
い
て
古
今
東
西
の
文
献
か
ら
考
察
し
、「
健
康
・

安
定
・
尊
敬
・
人
格
ま
た
は
自
己
の
確
立
・
自
然
と
の

調
和
・
友
情
・
余
暇
」
の
七
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ

ら
基
本
的
価
値
を
満
た
す
の
に
必
要
な
の
は
、（
少
な

く
と
も
先
進
国
と
言
わ
れ
る
国
々
で
は
）
経
済
拡
大
で

も
技
術
革
新
に
よ
る
「
も
っ
と
便
利
な
生
活
」
で
も
な

い
だ
ろ
う
（
注
３
）。

宗
教
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
衰
退
し
、
価
値
相
対
主
義

（
そ
れ
は
資
本
主
義
や
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
相
性
が
良
い
）

が
隆
盛
を
見
せ
る
現
代
、
私
た
ち
は
新
た
な
道
標
、
つ

ま
り
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
未
来
へ
の
光
明
を
必
要

と
し
て
い
る
。
20
世
紀
、
そ
の
役
割
は
主
に
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
思
想
が
担
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
や
ト

ラ
ン
プ
大
統
領
の
当
選
を
目
撃
し
た
私
た
ち
は
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
が
万
能
で
は
な
い
こ
と
を
思
い
知
っ
た
。
つ

ま
り
、
民
主
主
義
の
プ
ロ
セ
ス
さ
え
確
保
す
れ
ば
、
そ

れ
で
Ｏ
Ｋ
と
い
う
生
易
し
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中

で
行
動
す
る
人
々
へ
の
視
点
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
こ

で
、
21
世
紀
の
新
た
な
道
標
と
し
て
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
の
思
想
、つ
ま
り
、「
地
球
環
境
へ
の
配
慮
」、「
将

来
世
代
へ
の
配
慮
」、「
自
然
と
の
調
和
」
と
い
う
規
範

が
参
照
に
値
す
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
私
た
ち
人
間
の

切
実
な
「
ニ
ー
ズ
」
が
何
で
あ
る
の
か
、
そ
の
ニ
ー
ズ

が
満
た
さ
れ
た
後
の
社
会
は
ど
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い

る
の
か
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
未
来
を
求

め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
「
問
い
」
を
研
磨
し
て
い
く

こ
と
が
21
世
紀
の
文
明
論
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
ケ
イ

ン
ズ
は
「
ニ
ー
ズ
が
満
た
さ
れ
た
後
」
の
社
会
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
宗
教
と
伝
統
的
な
徳
と
い
う
確
実
で
ま

ち
が
い
の
な
い
原
則
の
い
く
つ
か
に
立
ち
返
る
自
由

を
手
に
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
貪ど

ん

欲よ
く

は
悪

徳
で
あ
り
、
高
利
貸
し
は
悪
で
あ
り
、
金
銭
欲
は
憎

む
べ
き
だ
と
い
う
原
則
、
明
日
の
こ
と
を
あ
ま
り
考

え
な
い
人
ほ
ど
徳
と
知
恵
の
道
を
着
実
に
歩
ん
で
い

け
る
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
そ
し
て
再
び
手
段
よ
り

も
目
的
に
価
値
を
見
出
し
、
効
用
よ
り
善
を
選
ぶ
よ

う
に
な
る
。
一
日
、
一
時
間
を
清
く
ゆ
た
か
に
す
ご

す
方
法
を
教
え
て
く
れ
る
人
、
も
の
ご
と
を
素
直
に

楽
し
め
る
人
、
織
り
も
せ
ず
紡
ぎ
も
し
な
い
野
の
百ゆ

合り

に
敬
意
を
払
う
よ
う
に
な
る
（
注
４
）

物
質
的
豊
か
さ
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
拡
大
の
先
に
私
た
ち
が
見

た
の
は
、
必
ず
し
も
満
た
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
社
会

だ
っ
た
。
21
世
紀
は
、
お
金
持
ち
で
も
権
力
者
で
も
な

く
、
豊
か
な
時
間
や
知
性
、
真
の
友
を
持
ち
、
サ
ス
テ

イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
思
想
を
有
す
る
人
間
が
ク
ー
ル
（
格

好
い
い
）
な
時
代
に
な
る
だ
ろ
う
。

注
１　

２
０
１
５
年
に
は
国
連
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な

開
発
の
た
め
の
２
０
３
０
ア
ジ
ェ
ン
ダ
）
が
採
択
さ
れ
、
持
続
可
能
な
未
来
を

目
指
す
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

注
２　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
人
間
の
究
極
的
な
幸
福
（
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
）

を
「
知
性
に
よ
る
観
照
的
活
動
」
と
す
る
。

注
３　

フ
ラ
ン
ス
の
経
済
哲
学
者
で
あ
る
セ
ル
ジ
ュ
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
は
「
脱

成
長
」
を
提
唱
し
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
学
で
は
、
持
続
可
能
な
「
脱
成
長
」

（degrow
th

）
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

注
４　

こ
の
種
の
発
想
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
老
荘
思
想
や
ヒ
ン
ズ
ー
教
、

セ
ネ
カ
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
も
同
じ
考
え
方
を
し
て
い
る
。

熊本県水俣市にある水俣病資料館にて。公害は 20 世紀の「発展」のあり方を問うた。グロー
バル資本主義の不調は 21 世紀の発展のあり方を問うている。「私たちはどんな未来をつくりた
いのか」これこそサステイナビリティの観点から問われるべき重要な問題である
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「
森
林
環
境　
多
事
争
論
」
の
最
終
回
に
あ
た
る
12
回
目
は
、
執
筆
者
で
あ
る
森
林
環
境
研
究
会
幹
事
が
集
ま
っ
て
開

い
た
座
談
会
の
内
容
を
四
つ
の
テ
ー
マ
に
絞
っ
て
紹
介
し
た
い
。
①
地
球
規
模
で
み
た
森
林
環
境
の
管
理
体
制
（
そ
の

５
）
②
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
地
域
の
共
生
（
そ
の
７
）
③
森
林
資
源
と
バ
イ
オ
マ
ス
の
将
来
性
（
そ
の
10
）
④
21
世
紀

の
価
値
観
と
持
続
可
能
性
（
そ
の
11
）。
各
幹
事
か
ら
出
た
意
見
や
課
題
の
ポ
イ
ン
ト
と
と
も
に
、
各
テ
ー
マ
の
執
筆

者
に
よ
る
追
加
の
論
考
を
ま
と
め
て
も
ら
っ
た
。

①
森
林
の
管
理

【
要
約
】
森
林
環
境　
多
事
争
論
そ
の
５

「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
日
本
の
自
然
を

観
光
の
ま
な
ざ
し
で
捉
え
ら
れ
る
か
？
」

日
本
の
国
土
は
降
水
量
が
多
く
、
豊
か
な
森
に
覆
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
海
に
つ
い
て
も
日
本
は
世
界
第
６

位
の
面
積
（
排
他
的
経
済
水
域
）
を
誇
り
、
流
氷
か
ら

サ
ン
ゴ
礁
ま
で
が
揃そ

ろ

う
ほ
ど
多
様
な
自
然
を
擁
し
て
い

る
。
こ
れ
ほ
ど
自
然
が
豊
か
な
国
は
珍
し
く
、
観
光
面

か
ら
は
天
与
の
好
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
様
な

日
本
で
、
21
世
紀
に
入
り
観
光
立
国
が
提
唱
さ
れ
、
国

を
挙
げ
て
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
、こ
れ
ま
で
従
来
の
旅
行
３
業
界（
旅

行
代
理
店
、
運
輸
業
者
、
宿
泊
業
者
）
は
、
既
存
の
有

名
観
光
地
は
活
用
で
き
て
も
、
新
た
な
観
光
地
を
創
り

出
す
ノ
ウ
ハ
ウ
に
は
乏
し
く
、積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。

観
光
立
国
の
推
進
で
は
、
今
後
日
本
各
地
に
新
た
な
観

光
地
を
創
造
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今

後
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ら
自
然
の
専
門
家
が
、
自
然
管
理
と

企
業
経
営
と
を
一
体
的
に
見
た
戦
略
的
な
地
域
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
カ
ギ
を
握
る
。

【
意
見
・
質
問
】

今
ま
で
取
り
立
て
て
観
光
地
で
は
な
か
っ
た
里
山
な

ど
の
農
山
村
で
観
光
産
業
を
振
興
す
る
こ
と
に
、
ど
の

よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
観
光

に
よ
る
収
入
は
、
農
山
村
の
経
済
循
環
に
と
っ
て
、
本

当
に
有
効
で
あ
り
、
魅
力
的
な
も
の
と
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
た
ち
に
、
観
光
的
な
知
識

や
技
術
を
身
に
つ
け
て
も
ら
う
必
然
性
は
あ
る
の
か
。

【
回
答
】

地
方
創
生
を
考
え
、
農
山
村
の
経
済
を
活
性
化
し
よ

う
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
近
い
将
来
、
日
本
全
体

で
30
～
40
兆
円
程
度
の
産
業
規
模
が
見
込
め
る
旅
行

業
を
無
視
す
る
こ
と
は
も
っ
た
い
な
い
と
考
え
て
い

る
。
例
え
ば
、
現
在
の
林
業
産
出
額
は
約
４
０
０
０
億

円
と
い
わ
れ
て
い
る
（
表
１
）。
一
方
、
旅
行
業
は
、

２
０
２
０
年
に
は
29
兆
円
（
国
内
21
兆
円
、
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
８
兆
円
）、
30
年
に
は
37
兆
円
（
国
内
22
兆
円
、

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
15
兆
円
）の
収
入
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
そ
の
１
割
が
農
山
村
の
収
入
と
し
て
流
れ
る

だ
け
で
も
３
～
４
兆
円
規
模
に
な
る
。
林
業
の
産
業
規

模
と
比
較
す
る
と
、
桁
違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

森林環境
多事争論
その12

森
林
を
守
り
、
共
存
す
る
た
め
に
、

　
　
私
た
ち
は
持
続
可
能
な
社
会
を
築
け
る
か
？

座
談
会
よ
り研究会幹事ら
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現
在
、
実
現
す
る
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
が
、
日
本

で
は
、
30
年
に
国
内
に
６
０
０
０
万
人
の
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
旅
行
者
を
受
け
入
れ
、
地
方
部
に
１
億
３
０
０
０
万

人
の
外
国
人
宿
泊
客
を
迎
え
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い

る
。
過
疎
化
に
悩
み
、
定
住
人
口
の
確
保
に
苦
慮
し
て

い
る
地
域
で
は
、
宿
泊
に
よ
る
交
流
人
口
の
増
加
は
メ

リ
ッ
ト
と
な
る
（
表
２
）。
そ
れ
以
外
の
業
界
へ
の
波

及
効
果
も
大
き
い
。
例
え
ば
、
観
光
に
か
か
わ
る
ま
ち

づ
く
り
や
、
地
場
の
農
産
物
の
利
用
な
ど
、
観
光
に
関

連
し
た
産
業
は
裾
野
が
広
い
。

こ
の
様
に
地
方
創
生
に
観
光
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
観
光
に
よ
る
お
金
の
循
環
は
、
現
在
は
地
元

を
十
分
潤
し
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば

島
根
県
を
対
象
に
行
わ
れ
た
マ
ネ
ー
フ
ロ
ー
分
析
の
研

究
事
例
で
は
、
現
状
で
は
地
域
経
済
に
お
け
る
観
光
関

連
産
業
の
比
率
は
予
想
以
上
に
少
な
い
。
こ
の
地
域
で

は
、地
域
の
収
支
を
交
付
税
と
年
金
で
補ほ

填て
ん

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
旅
行
業
に
関

し
て
い
え
ば
、
都
会
主
導
の
い
わ
ゆ
る
「
発
地
型
」
の

旅
行
業
を
脱
却
し
、
地
方
主
導
の
「
着
地
型
」
に
改
め

る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
、
温
泉
地
に
お
け
る
温
浴
施
設
や
館
内
暖
房

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
化
石
燃
料
か
ら
バ
イ
オ
マ
ス
に
変

え
て
い
く
だ
け
で
、
農
山
村
か
ら
石
油
産
出
国
に
流
出

す
る
お
金
が
地
元
に
留
ま
り
、
新
た
な
お
金
の
域
内
循

環
が
生
ま
れ
る
。
自
然
を
よ
く
知
る
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ら

に
観
光
に
対
し
て
関
心
を
持
っ
て
も
ら
い
、
自
然
環
境

や
農
山
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
持
続
性
に
配
慮
し
な
が

ら
、
賢
明
な
方
法
で
日
本
の
隅
々
に
観
光
業
を
取
り
入

れ
て
い
け
れ
ば
、
農
山
村
の
お
金
の
循
環
に
貢
献
で
き

る
と
考
え
て
い
る
。	
東
海
大
学
観
光
学
部
　
田
中
伸
彦

②
地
域
の
共
生

【
要
約
】
森
林
環
境　
多
事
争
論
そ
の
７

「
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
地
域
住
民
と

野
生
生
物
の
共
生
を
実
現
で
き
る
の
か
？
」

ネ
パ
ー
ル
の
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園
（
１
９
７
３
年
に

指
定
）
で
は
、
地
域
住
民
が
国
立
公
園
内
の
森
林
資
源

を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
代
わ
り
に
国
立
公
園

の
周
り
に
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
が
設
定
さ
れ
、
バ
ッ

フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
内
の
森
林
か
ら
自
分
た
ち
の
日
常
生
活

に
必
要
な
森
林
資
源
を
採
取
し
、
草
地
を
利
用
す
る
こ

と
が
許
可
さ
れ
た
。
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
で
は
、
エ
コ

ツ
ー
リ
ズ
ム
も
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ

ム
か
ら
の
収
益
は
個
人
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
こ
と
、

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
資
源

利
用
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
、
村
で
の
野
生
動
物
の
被

害
が
増
加
し
た
こ
と
、
野
生
動
物
の
被
害
の
補
償
金
の

額
が
少
な
く
、
住
民
に
は
補
償
金
申
請
が
困
難
で
あ
る

こ
と
な
ど
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
不
満
を
抱
い
て
い
る

住
民
も
い
た
。
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
ど
う
す

れ
ば
地
域
住
民
に
適
切
に
利
益
が
配
分
さ
れ
、

ど
う
す
れ
ば
住
民
が
野
生
動
物
と
共
生
し
て

い
け
る
か
を
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

【
意
見
・
質
問
】

観
光
の
た
め
に
動
物
を
保
護
す
る
こ
と

は
、
多
く
の
経
済
価
値
を
生
み
出
す
と
思
わ

れ
て
お
り
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
側
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

な
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
今

回
の
ネ
パ
ー
ル
の
事
例
は
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ

ム
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
政
策
の
問
題
で

は
な
い
の
か
。

意見をかわす森林環境

林業産出額
（総計）

4,363億円
（前年比3％減）

（内訳）

木材生産 2,183億円
（前年比7％減）

キノコ類の産出額 2,110億円
（前年比1％減）

出典：平成28年度 森林・林業白書

表 1　日本の林業産出額の現状

2020年 2030年

訪日外国人旅行客数 4,000万人
（2015年の約2倍）

6,000万人
（2015年の約3倍）

訪日外国人消費額 8兆円
（2015年の2倍超）

15兆円
（2015年の4倍超）

地方部での
外国人宿泊者数

7,000万人泊
（2015年の3倍弱）

1億3,000万人泊
（2015年の約5倍）

日本人国内旅行
消費額

21兆円
（最近5年間の平均

から約5％増）

22兆円
（最近5年間の平均

から約10％増）
出典：明日の日本を支える観光ビジョン構想会議

表 2　日本の観光産業の未来予想図
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【
回
答
】

今
回
紹
介
し
た
ネ
パ
ー
ル
の
事
例
で
は
、
も
と
も
と

地
域
住
民
が
利
用
し
て
い
た
身
近
に
あ
っ
た
森
林
資
源

が
、
国
立
公
園
に
よ
っ
て
囲
い
込
ま
れ
、
さ
ら
に
は
そ

こ
で
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

住
民
は
資
源
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
け
ら
れ
、
な
お
か
つ

野
生
動
物
か
ら
の
被
害
を
受
け
、
生
活
に
支
障
を
き
た

し
て
い
る
た
め
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に

感
じ
て
い
た
。

同
じ
南
ア
ジ
ア
で
も
、
今
調
査
を
し
て
い
る
ブ
ー
タ

ン
の
湿
原
保
全
地
域
は
、
２
０
１
６
年
９
月
に
ラ
ム

サ
ー
ル
条
約
に
登
録
さ
れ
た
湿
原
で
あ
る
が
、
こ
の
湿

原
で
は
、
住
民
が
家
畜
を
放
牧
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、

ま
た
、
越
冬
の
た
め
に
毎
年
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
ツ
ル
が
湿

原
に
飛
来
し
、
湿
原
や
ツ
ル
を
目
当
て
に
、
国
内
外
か

ら
観
光
客
が
訪
問
す
る
。
住
民
は
ツ
ル
を
長
生
き
、
幸

せ
の
象
徴
と
し
て
大
切
に
し
、
湿
原
を
保
全
し
、
ツ
ル

が
今
後
も
ず
っ
と
飛
来
し
て
く
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
お

り
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
対
し
て
肯
定
的
な
意
見
を

持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ツ
ル
は
湿
原
だ
け
で
は
な
く
、

住
民
の
農
地
に
も
侵
入
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
住
民
は

そ
れ
に
つ
い
て
も
問
題
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
、
湿
原
保
全
、
ツ
ル
の
保
護
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
、

住
民
の
生
活
が
う
ま
く
共
生
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

東
南
ア
ジ
ア
の
国
立
公
園
で
は
、
国
立
公
園
に
よ
っ

て
は
、
公
園
内
が
コ
ア
ゾ
ー
ン
や
利
用
ゾ
ー
ン
な
ど
と

し
て
区
分
け
さ
れ
て
い
た
り
、
国
立
公
園
の
周
辺
に

バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
を
設
け
て
、
そ
こ
で
の
住
民
の
資

源
利
用
が
認
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。以
前
は
、

国
立
公
園
は
で
き
る
だ
け
住
民
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す

る
政
策
に
傾
注
し
て
い
た
が
、
昨
今
で
は
、
国
立
公

園
の
利
用

ゾ
ー
ン
を

う
ま
く
活

用
し
て
、

住
民
に
森

林
保
全
や

森
林
再
生

の
手
伝
い

を
し
て
も

ら
い
な
が

ら
、
同
時
に
、
住
民
に
そ
の
土
地
を
利
用
し
て
も
ら
う

よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
国
立
公
園
当
局
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が

協
力
し
な
が
ら
実
施
す
る
例
も
見
ら
れ
る
。
今
回
紹
介

し
た
ネ
パ
ー
ル
の
国
立
公
園
の
事
例
で
は
、
公
園
内
の

資
源
は
利
用
で
き
な
く
て
も
、
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
で

は
資
源
利
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
バ
ッ
フ
ァ
ー

ゾ
ー
ン
で
は
同
時
に
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
も
実
施
し
た
こ

と
が
、
住
民
と
国
立
公
園
当
局
の
関
係
を
よ
り
複
雑
に

し
た
と
い
え
る
。

	

名
古
屋
大
学
大
学
院
生
命
農
学
研
究
科
　
原
田
一
宏

③
エ
ネ
ル
ギ
ー

【
要
約
】
森
林
環
境　
多
事
争
論
そ
の
10

「
日
本
の
森
林
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

資
源
と
な
り
得
る
の
か
？
」

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
中
で
と
く
に
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
自
然
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
国
際
組
織
「
Ｒ
Ｅ
Ｎ
21
」
が
ま
と
め
た
「
自
然

エ
ネ
ル
ギ
ー
世
界
白
書
２
０
１
７
」
の
デ
ー
タ
に
よ
れ

ば
、
最
終
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に
お
け
る
バ
イ
オ
マ
ス
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
は
14
㌫
ほ
ど
。
電
力
と
し
て
の
利
用

よ
り
熱
源
と
し
て
の
利
用
が
中
心
と
み
て
と
れ
る
。
デ

ン
マ
ー
ク
な
ど
北
欧
で
は
、
温
熱
と
電
力
両
方
、
い
わ

ゆ
る
熱
電
併
給
の
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
り
、
最
終
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
バ
イ
オ
マ
ス
の
割
合
は
２
割
を
超

え
、
今
も
伸
び
て
い
る
と
い
う
。

日
本
国
内
で
は
、
世
界
と
比
べ
る
と
シ
ェ
ア
は
か
な

り
低
い
。
固
定
価
格
買
取
制
度
を
導
入
し
た
当
初
は
、

大
規
模
発
電
プ
ラ
ン
ト
へ
の
指
向
が
強
く
、
原
材
料
と

な
る
チ
ッ
プ
な
ど
を
海
外
か
ら
輸
入
す
る
も
の
が
ほ
と

ん
ど
。
こ
こ
数
年
、
小
・
中
規
模
の
プ
ラ
ン
ト
も
支
援

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
整
備
が
進
ん
で
き
た
。

荒
廃
し
た
林
業
の
再
生
も
視
野
に
入
れ
、
地
域
活
性
化

を
に
ら
ん
だ
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
の
サ
イ
ク
ル
が
確
立
で

き
る
か
ど
う
か
が
カ
ギ
だ
。

【
意
見
・
質
問
】

バ
イ
オ
マ
ス
で
は
、
熱
利
用
が
効
率
的
で
あ
る
が
、

日
本
で
は
な
ぜ
熱
利
用
に
進
ん
で
こ
な
か
っ
た
の
か
。

ま
た
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
効
率
を
み
た

場
合
、
地
域
に
よ
っ
て
、
ま
た
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
あ

ま
り
に
も
開
き
が
大
き
い
よ
う
だ
が
？

【
回
答
】

国
内
で
熱
利
用
が
進
ま
な
い
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
は
、や
は
り
電
気
、ガ
ス
と
の
違
い
に
よ
る
。電
気
、

ガ
ス
は
も
と
も
と
公
共
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
制
度
も
含
め

て
手
厚
い
国
の
支
援
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
、
熱
利

用
に
つ
い
て
は
そ
こ
ま
で
の
支
援
が
な
か
っ
た
こ
と
が

大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

電
気
、
ガ
ス
は
、
プ
ラ
ン
ト
の
整
備
や
燃
料
の
調
達

の
ほ
か
、
電
線
、
ガ
ス
管
な
ど
の
敷
設
も
含
め
て
、
細

か
な
制
度
設
計
と
支
援
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
一
方
、

熱
利
用
に
つ
い
て
は
熱
導
管
の
敷
設
な
ど
、
利
用
を
促

ブータン越冬のために湿原に飛来したツル
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す
イ
ン

フ
ラ
の

整
備
を

支
援
す

る
仕
組

み
は
ほ

ぼ
な
い

上
、
熱

利
用
は

広
範
囲

で
の
活

用
に
は

不
向
き

で
比
較

的
狭
い
エ
リ
ア
内
で
効
率
よ
く
使
う
ほ
う
が
適
し
て
い

る
。
電
気
と
熱
の
供
給
エ
リ
ア
が
異
な
る
こ
と
も
、
普
及

が
進
ま
な
い
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
支
援
策
と
し
て
、
固
定
価

格
買
取
制
度
が
あ
る
が
、
当
初
は
大
規
模
発
電
プ
ラ
ン

ト
に
し
か
適
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
バ
イ

オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
効
率
的
な
地
域
利
用
の
シ
ス
テ

ム
を
踏
ま
え
、
２
０
０
０
㌔
㍗
未
満
の
小
規
模
な
プ
ラ

ン
ト
に
対
し
て
も
、
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
経
済
産
業
省
、
林
野
庁
の
取
り
組
み
も
あ

り
、
一
般
社
団
法
人
の
日
本
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル

ギ
ー
協
会
が
各
自
治
体
や
企
業
な
ど
の
相
談
に
応
じ
る

な
ど
、
地
道
な
活
動
を
始
め
て
い
る
。

バ
イ
オ
マ
ス
の
熱
効
率
に
つ
い
て
振
れ
幅
が
大
き
い

の
は
、
確
立
し
た
シ
ス
テ
ム
が
な
く
、
各
地
域
、
各
国

に
よ
っ
て
活
用
方
法
が
さ
ま
ざ
ま
あ
る
か
ら
だ
。ま
た
、

原
材
料
と
な
る
木
材
チ
ッ
プ
の
特
性
に
も
関
係
し
て
い

る
。
木
材
チ
ッ
プ
の
水
分
を
、
ど
う
い
う
形
で
蒸
発
さ

せ
る
か
。
蒸
発
し
た
水
分
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
活

用
す
る
か
し
な
い
か
。
ま
た
、
熱
を
伝
え
る
水
の
温
度

に
よ
っ
て
使
う
用
途
も
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
高
温
、
中

温
、
低
温
と
多
段
階
で
使
え
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て

い
る
か
。
利
用
方
法
に
伴
っ
て
プ
ラ
ン
ト
の
仕
組
み
も

変
わ
っ
て
く
る
。	

朝
日
新
聞
大
阪
本
社
　
桑
山
朗
人

④
理
念

【
要
約
】
森
林
環
境　
多
事
争
論
そ
の
11

「
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
は

21
世
紀
の
文
明
た
り
得
る
の
か
？
」

ケ
イ
ン
ズ
は
２
０
３
０
年
頃
に
は
、
１
日
３
時
間
も

働
け
ば
人
間
の
「
基
本
的
ニ
ー
ズ
」
が
満
た
さ
れ
る
社

会
が
到
来
す
る
と
予
想
し
た
。
科
学
技
術
の
発
展
に
よ

る
労
働
生
産
性
の
向
上
が
見
込
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
。

18
年
現
在
、
彼
の
予
測
を
超
え
る
ほ
ど
科
学
技
術
は
発

展
し
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
も
拡
大
し
た
。
し
か
し
、
不
思
議
な
こ

と
に
、
私
た
ち
は
忙
し
く
な
る
一
方
で
あ
る
。
ま
た
、

非
正
規
雇
用
や
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
、貧
富
の
差
は
拡
大
し
続
け
て
い
る
。「
持

続
可
能
な
発
展
」
を
現
実
の
も
の
と
す
る
に
は
、
幸
福

や
豊
か
さ
の
価
値
を
再
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

際
、
人
が
幸
福
に
生
き
る
た
め
の
「
ニ
ー
ズ
」
が
何
で

あ
る
の
か
、
そ
の
優
先
順
位
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、

サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
思
想
を
鍛
え
上
げ
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。

【
意
見
・
質
問
】

日
本
で
も
こ
れ
だ
け
格
差
が
拡
大
し
て
き
た
。
中
流

以
上
の
暮
ら
し
を
し
て
い
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
理
想

的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
述
べ
て
い
る
こ

と
は
理
解
で
き
る
が
、
実
際
に
ど
う
や
る
の
か
。　

【
回
答
】

理
想
な
き
社
会
は
、
指
針
な
き
航
海
と
同
じ
で
、
頼

り
な
い
。
ま
ず
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
物
質
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
す
で
に
私
た
ち
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
は
十
分
に
満
た

さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
広
く
共
有
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
貧
困
や
格
差
、
長
時
間
労
働

と
い
っ
た
問
題
が
、
分
配
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
鮮
明

と
な
る
。
資
本
が
偏
在
す
る
結
果
、
忙
し
い
人
は
よ
り

忙
し
く
、
不
安
定
な
人
は
よ
り
不
安
定
に
な
る
社
会
構

造
が
あ
る
。
こ
れ
を
変
革
し
て
い
く
た
め
の
拠
所
と
し

て
「
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
思
想
」
を
鍛
え
上
げ
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
地
球
環
境

へ
の
配
慮
」、「
将
来
世
代
へ
の
配
慮
」、「
自
然
と
の
調

和
」
を
社
会
の
規
範
と
し
、
幸
福
志
向
の
制
度
変
革
を

行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
種
の
こ
と
は
地
道
に
言
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
ろ
う
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
お
茶
と
一
緒
で
、
当
初
は

誰
も
売
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
当
た
り
前
の

存
在
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
よ
り
現
実
的
に
は
、
制
度

設
計
が
鍵
と
な
る
。
例
え
ば
、
連
載
の
中
で
も
書
い
た

よ
う
に
、
残
業
手
当
や
通
勤
手
当
が
、
長
時
間
労
働
の

誘
因
と
な
り
、
人
々
の
可
処
分
時
間
を
損
ね
て
い
る
。

こ
れ
ら
手
当
は
段
階
的
に
縮
小
・
廃
止
し
、ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
や
技
能
向
上
を
推
奨
す
る
た
め
の
手
当
、
ワ
ー
ク

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
等
に
振
り
向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
、
国
連
の
定
め
た
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発

目
標
）
の
よ
う
な
国
際
目
標
を
官
民
連
携
し
て
推
奨
し

て
い
く
こ
と
も
一
つ
の
有
力
な
手
段
に
な
る
だ
ろ
う
。

東
京
大
学
大
学
院
新
領
域
創
成
科
学
研
究
科
　
田
中
俊
徳

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
　
設
備
容
量
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 日本のバイオマス発電設備の累積導入量（環境エネルギー政策研究所の調査による）



― 25 ―

針を、京都府亀岡市が 13 日、明らかにした。環境省リサイクル推進

室は「全国でも聞いたことがない試み」としている。プラスチックご

みによる海洋汚染を減らすのが目的。有料での提供も禁じる内容で、

2020 年度中の施行をめざす。

18 日／農林水産省
「COP24」等の結果について
12 月 2 日から 15 日まで、カトヴィツェ（ポーランド）において、

「気候変動枠組条約第 24 回締約国会議（COP24）」及び関連会合が開

催され、パリ協定を運用するためのルールとなる実施指針の採択に合

意した。実施指針に基づき、パリ協定の下でも、引き続き我が国の森

林や農地土壌による吸収量を削減目標の達成に活用することが可能と

なる。また、議長国ポーランドのイニシアティブにより、「気候を守

るための森林に関するカトヴィツェ閣僚宣言」が、我が国を含めた各

国の賛同を得て発表された。同宣言では、パリ協定の長期目標の達成

に向けて、森林及び木材などの林産物による地球規模での貢献を強化

する行動を加速することを宣言した。

18 日／朝日新聞
EU、30 年に 37.5％減合意　車 CO2 排出量 
欧州連合（EU）が検討する新車の乗用車に課す二酸化炭素（CO2）

排出量の新規制案について、欧州議会と、加盟国でつくる閣僚理事会

は 17 日、2021 年時点の排出削減目標から、さらに 30 年に 37.5％減

らす内容で合意した。EU域内の自動車産業の競争力を強めることが

主な狙いで、自動車メーカーの経営戦略に大きく影響しそうだ。

20 日／朝日新聞（群馬）
「美しの森」選定の 2 カ所、管理「不適切」
林野庁が昨年度に選定した「美しの森お薦め国有林」について、総

務省関東管区行政評価局は 19 日、訪日外国人を含む利用者の立場か

ら現地を調査した結果、県内の自然休養林 2カ所の管理が不適切と

して、林野庁関東森林管理局に改善を求めた。

20 日／林野庁
木質バイオマスエネルギー利用動向
平成 29（2017）年にエネルギーとして利用された木質バイオマ

スの量は、木材チップが 873 万絶乾ｔ（前年比 12.8％増）、木質ペ

レットが 38 万ｔ（前年比 75.2％増）、薪（まき）が 6万ｔ（前年比

27.5％増）、木粉（おが粉）が 41 万ｔ（前年比 25.8％増）で、木材

チップのうち、間伐材・林地残材等に由来するものは 263 万絶乾ｔ（前

年比 37.4％増）だった。また、木質バイオマスを利用する発電機の

数は 264 基（前年から 24 基増）で、再生可能エネルギー固定価格買

取制度の認定を受けた複数の木質バイオマス発電施設等が稼働を開始

したことにより、間伐材・林地残材等に由来する木材チップが多量に

使われ始めたことを示している。

25 日／朝日新聞
イヌワシ繁殖地再生へ　宮城で官民連携
北上山地の南部にそびえる宮城県・翁（おきな）倉山周辺で、国と

民間企業が足並みをそろえて森林計画を作り、国の天然記念物イヌワ

シの繁殖地を再生する方針が今月発表された。対象は翁倉山周辺の石

巻市、登米市、南三陸町の国有林と民有林計約 3100ha。取り組みに

協力する日本自然保護協会によると、イヌワシ減少の背景には狩りに

適した草地や獲物になるノウサギなどの動物が減ったことがある。適

切な伐採で草地を増やすなど、森林の手入れでイヌワシを呼び戻す。

26 日／朝日新聞
日本、IWC 脱退　商業捕鯨、来年 7 月から
政府は 26 日、鯨の資源管理をしている国際捕鯨委員会（IWC）か

らの脱退を表明した。反捕鯨国が過半数を占める IWCに加盟したま

までは、日本が目指す商業捕鯨の再開は難しいと判断した。2018 年

内に IWCに通知し、2019 年 6 月末に脱退。同年 7月から約 30 年ぶ

りに商業捕鯨を再開する。
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製材業で使わなくなったスギの端材を再利用できるためコストが安く

済み、地方の活性化も期待できる。

■
　11月　　　　　　　

■

3 日／朝日新聞
世界遺産に「奄美・沖縄」再挑戦
ユネスコ（国連教育科学文化機関）の世界遺産登録に向けて、政府

は 2日、自然遺産の「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」（鹿

児島、沖縄両県）を国内候補として再推薦すると発表した。2019 年

2月までに推薦書を再提出し、20年の登録を目指す。文化遺産の「北

海道・北東北の縄文遺跡群」（北海道と青森・岩手・秋田の 3県）も

同年の登録を目指しており、関係省庁で調整が続いていた。

5 日／朝日新聞（福島）
命を守る森へ植樹　南相馬
豊かな森を未来に引き継ぐことを目指す「ふくしま植樹祭」が 4日、

南相馬市鹿島区で開かれた。参加した3000人が約2万7000本を植樹。

木々が成長して森林になると、津波から地域を守る防災林になる。6

月に天皇、皇后両陛下が出席して同市で開かれた全国植樹祭の理念を

受け継ごうと、今年から始まった。

7 日／林野庁
ナラ枯れ被害が増加
林野庁は、主要な森林病害虫被害である、松くい虫被害及びナラ

枯れ被害について、平成 29（2017）年度の都道府県の発生状況をま

とめた。松くい虫被害は約 40 万㎥で北海道を除く 46 都府県で発生。

被害量は前年度より約 4万 1000㎥減った。ナラ枯れ被害は新たに発

生した 2県を含む 32 府県で報告され、被害量は約 9万 3000㎥で、

前年度より約 9000㎥増えた。

13 日／関東森林管理局
福島県相双地域の森林事務所の再開について
福島県相双地域にある七つの森林事務所は、東京電力福島第一原子

力発電所の事故を受けて閉鎖していましたが、これまでに四つの森林

事務所（原町、川内、富岡、葛尾）を再開してきました。このたび、

木戸森林事務所を新築し再開するなど、残る三つの森林事務所（木戸、

草野、浪江）についても再開します。森林事務所は森林整備の拠点で

あり、その再開で国有林の間伐や出荷などが本格的に進むことになる。

16 日／朝日新聞
マウンテンゴリラ、絶滅リスク減
国際自然保護連合（IUCN、本部スイス）は 14 日、絶滅の恐れが

ある野生生物を記載した「レッドリスト」の最新版を発表した。世界

の 9万 6951 種を評価し、2万 6840 種を絶滅危惧種とした。絶滅危

惧種の数は、今年7月に公表されたレッドリストよりも643種増えた。

アフリカ中央部に生息するマウンテンゴリラは、これまで絶滅の恐れ

が最も強い「絶滅危惧 1A類」に分類されていたが、生息数が増えて

いるとして危険度を 1段階引き下げ、「絶滅危惧 1B類」と評価した。

また、世界の海に生息するナガスクジラも「絶滅危惧 1B類」から「絶

滅危惧 2類」へ危険度が 1段階引き下げられた。商業捕鯨の禁止で、

生息数が 1970 年代からほぼ倍の 10万頭まで増えたためだという。

23 日／世界気象機関
温室効果ガス年報、最高値を更新
ＷＭＯ（世界気象機関）全球大気監視計画から得られた最新の解析

によると、2017 年の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の地上での

世界平均濃度は、それぞれ、解析開始以来の最高値を更新した。工業

化（1750 年）以前の二酸化炭素は 146％、メタンは 257％、一酸化

二窒素は 122％である（気象庁和訳より）。

24 日／朝日新聞
温暖化影響「米国に 45 兆円の被害」　米政府 
米政府は 23 日、地球温暖化の米国への影響や対策の効果などをま

とめた「国家気候評価書」を発表した。米国で温暖化に関連した山火

事やハリケーンなどにより 2015 年以降で 4000 億ドル（約 45 兆円）

近くの被害が出たと指摘。ニューヨーク・タイムズ紙などによると、

評価書は、適切な対策が取られなかった場合、2100 年までには米国

の国内総生産の最大 10％の経済損失が生じるとした。

30 日／朝日新聞
飲料業界、「ペットボトル 100％回収」計画
飲料メーカーでつくる全国清涼飲料連合会（全清飲）は 29 日、家

庭などから出るペットボトルを 2030 年度までに 100％回収・リサイ

クルするとした計画を発表した。プラスチックによる海洋汚染対策で

ストロー廃止などの動きが始まる中、ペットボトル商品を多く扱う業

界でも取り組みを打ち出すことにした。

30 日／朝日新聞
「来訪神」無形文化遺産に登録決定
ユネスコ（国連教育科学文化機関）は 29 日、日本政府提案の「来

訪神　仮面・仮装の神々」を無形文化遺産に登録すると決めた。モー

リシャスで開かれた政府間委員会で採択された。「男鹿のナマハゲ」（秋

田県男鹿市）や「宮古島のパーントゥ」（沖縄県宮古島市）など東北

から沖縄まで 8県の 10 の行事。2009 年に登録された「甑島（こし

きじま）のトシドン」（鹿児島県薩摩川内市）とあわせて拡大させる

形での登録となる。国内の登録数は 21件のまま。

■
　12月　　　　　　　

■

6 日／朝日新聞
シャネル、ワニやヘビ革使いません
フランスのシャネルは、ワニやヘビなどの革を今後はバッグや靴、

服に使わない方針を明らかにした。高品質の革を倫理にかなった方法

で入手することがとても困難になってきたためという。人気ブランド

が高級な商品の中心となる素材で方針転換したことは、ファッション

界に広く影響を与えそうだ。

14 日／朝日新聞
レジ袋、有料でも「禁止」　京都・亀岡、条例制定へ
小売店にプラスチックのレジ袋の提供を禁止する条例を制定する方
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3067m）の山頂登山が、26 日に解禁されることになった。地元・長

野県木曽町の原久仁男町長が 21 日午前、安全対策が整ってきたとし

て、山頂登山を認めると発表した。

22 日／朝日新聞
ニホンウナギ、さらに保護を
絶滅危惧種に指定されているニホンウナギの保護について、日本、

韓国、台湾の科学者など専門家が東京都内で会議を開いた。ニホンウ

ナギを持続的に利用するには現状では不十分だとして、さらなる対策

が必要だとした。

26 日／朝日新聞【西部】
ため池決壊、危険度を予測するシステム
地震や豪雨の際にため池が決壊する危険度をリアルタイムに予測す

るシステムを、国立研究開発法人の農研機構（農業・食品産業技術総

合研究機構、茨城県つくば市）などが開発した。自治体やため池の管

理者向けで、来年度から本格運用を始める。

28 日／林野庁
木材自給率 36.1％、7 年連続で上昇
林野庁の平成 29（2017）年の「木材需給表」によると木材の総需

要量は、8172 万 2000㎥（丸太換算。以下同じ）で前年比べ 4.7％増。

国内生産量は 2952 万 8000㎥で同 8.8％増加した。木材自給率は、1.3

ポイント上昇して 36.1％となり、7年連続で上昇した。

28 日／朝日新聞
気温上昇 1.5℃に抑えても豪雨頻発
産業革命以降の気温上昇を 1.5℃に抑えても世界中で極端な高温が

増え、多くの地域で豪雨が頻発する―。こんな予測を、国連気候変

動に関する政府間パネル（IPCC）がまとめた。10 月に公表する特別

報告書の最終草案に盛り込んだ。現状のままでは2040年ごろに1.5℃

を超えると指摘し、地球温暖化対策の一層の推進を求めた。

最終草案によると、世界の平均気温は昨年時点で産業革命前より

1℃上昇した。

■
　10月　　　　　　　

■

5 日／朝日新聞
気温 2℃上昇で地球が「温室化」 
地球温暖化により、世界の平均気温が産業革命前に比べて 2℃度前

後上昇すると、温暖化に歯止めがかからなくなり、上昇幅は 4～ 5℃

に達する可能性があるとの予測を、ストックホルム大などの国際研究

チームがまとめた。温室化した地球を意味する「ホットハウス・アー

ス」に移行するという。米科学アカデミー紀要に論文を発表した。

13 日／朝日新聞
九電、太陽光発電抑制を開始
九州電力は 13 日午前、再生可能エネルギー事業者の太陽光発電を

一時的に止める「出力抑制」を開始した。九電の送電網につながる約

2万 4千件の太陽光発電事業者のうち 9759 件が対象になる。出力抑

制は離島を除き、国内で初めて。

13 日／朝日新聞
微小プラ、国内 11 河川で検出
プラスチックが劣化して砕けた 5mm以下の微小な「マイクロプラ

スチック」について、首都圏と大阪府内の 11 河川を調べたところ、

全ての河川から検出されたと、環境ベンチャー「ピリカ」（東京）が

12 日、発表した。成分を分析したところ、プラスチック浮遊物の 4

分の 1が人工芝だったという。河川敷のグラウンドなどに敷かれた

人工芝が劣化してちぎれ、河川に流れ込んだとみられる。

15 日／朝日新聞
トキ放鳥 10 周年祝う　佐渡
一度絶滅した国の特別天然記念物トキの野生復帰 10 周年を祝う放

鳥式が 15 日、新潟県佐渡市で開かれた。トキを育て、保護してきた

地元の関係者や、トキを提供してきた中国の代表団、秋篠宮家の長女

眞子さまらが見守るなか、11 羽のトキが淡い桃色の羽を広げて飛び

立った。

17 日／朝日新聞
使い捨てプラ、30 年までに 25％減　レジ袋、20 年にも有料化
　環境省方針
海洋汚染が世界的に問題になっているプラスチックごみの削減に

向け、環境省は 2030 年までの数値目標として使い捨てプラ排出量の

25％削減を、策定中のプラスチック資源循環戦略に盛り込む。レジ

袋やストロー、皿などを想定。レジ袋については早ければ 20 年にも

原則有料化を目指す。19 日の中央環境審議会小委員会で戦略の素案

を示す。国が使い捨てプラの削減目標をつくるのは初めて。

20 日／朝日新聞
「湖沼」世界会議閉幕
第 17 回世界湖沼会議は 19 日、つくば市のつくば国際会議場で閉

会した。5日間の討議のまとめとして、湖沼がもたらす恵みを等しく

受け、次世代に引き継ぐことを求める「いばらき霞ケ浦宣言」を発表

した。ただ、23 年前に県内で開いた同会議から霞ケ浦の水質に大き

な改善はなく、成果となる施策も打ち出せないなど、主催県として課

題が残される結果となった。

22 日／朝日新聞（青森）
増える鳥獣害　研究全国大会
鳥獣害を考える「野生動物対策技術研究会全国大会」（同研究会主催）

が深浦町であった。行政や研究機関、狩猟の関係者約 120 人が参加。

19 日は東北野生動物保護管理センターの宇野壮春代表が東北の状況

を報告した。イノシシが北上し青森県に達したことや、積雪に生息を

阻まれてきたシカが季節によってすみかを変えることを覚え、越冬や

繁殖をしていることについて説明した。

24 日／朝日新聞
スギ、自動車部品に変身　22 年実用化目指す
スギの成分を使ってボンネットやひじ掛けといった自動車用の部品

を世界で初めて開発したと、産業技術総合研究所（産総研）などが

23 日発表した。2022 年の実用化をめざし、試験走行を始める。木材

の主要成分「リグニン」を改質して繊維強化複合材に使った。林業や
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別天然記念物のライチョウのヒナを捕獲し、その様子の写真をイン

ターネットにアップロードする問題があったと、環境省信越自然環境

事務所が 7月 31 日発表した。同事務所は、ライチョウを許可なく捕

まえることは、種の保存法、文化財保護法などに違反する疑いがある

として富山県警に相談した。登山者らにも捕獲しないように呼びかけ

ている。

23 日／朝日新聞【大阪】
タイワンザル根絶宣言、和歌山県に学会功労賞
国が特定外来生物に指定している「タイワンザル」について、日本

霊長類学会は 7月、長年捕獲作業を続けて昨年末に根絶宣言を出し

た和歌山県に学会功労賞を授与した。和歌山県では、1950 年代に閉

園した動物園で飼育されていたタイワンザルが野生化し、ニホンザル

との交雑も発生。県が 2003 年から全頭の捕獲作業を始め、これまで

にタイワンザルとその交雑種計366匹を駆除した。外来のサルを巡っ

ては、千葉県でも、特定外来生物の「アカゲザル」が大量に繁殖し、

ニホンザルとの交雑が起きている。

■
　９月　　　　　　　

■

4 日／朝日新聞
酷暑　202 地点、最高を観測
気象庁は 3日、6～ 8月の気温や雨の状況を発表した。平均気温は

東日本（関東甲信、東海、北陸）で平年を 1.7℃上回り、1946 年の

統計開始以降、最も高かった。西日本（近畿、中国、四国、九州）は

1.1℃上回り、過去 2番目。降水量は 7月の西日本豪雨の影響もあり、

西日本の太平洋側などで平年を大きく上回った。気象庁によると、7

月中旬以降、日本の上空で太平洋高気圧とチベット高気圧が重なる状

態が続き、気温を押し上げた。全国 927 の観測地点のうち、202 地

点で最高気温が観測史上 1位（タイ記録含む）を記録。国内史上最

高となった埼玉県熊谷市の 41.1℃（7月 23 日）をはじめ、40℃以上

となる地点も相次いだ。雨も多く、西日本の太平洋側は平年の約 1.3

倍の降水量を記録。北日本（北海道、東北）の日本海側は約 1.6 倍だっ

た。

5 日／朝日新聞【大阪】
台風 21 号で関空冠水　3 府県で 9 人死亡
非常に強い台風 21 号は 4日、大雨や暴風、記録的な高潮をもたら

し、各地で被害が相次いだ。警察庁によると、大阪府と滋賀、三重両

県で計 9人が死亡。関西空港では高潮により冠水したうえ、タンカー

が関空連絡橋に衝突して橋が大きく破損し、関空は孤立状態となった。

5 日／朝日新聞
アライグマ生息域 10 年で 3 倍
各地で農作物などに被害を及ぼす特定外来生物のアライグマの生息

域が約 10 年前と比べて、3倍に広がっていることが環境省の調査で

分かった。新たに見つかった 9県を含め、44 都道府県で確認された。

7 日／朝日新聞
北海道で震度 7　大規模土砂崩れ、全域停電
6 日午前 3 時 8 分ごろ、北海道胆振（いぶり）地方を震源とする

地震が発生し、厚真（あつま）町で震度 7を観測するなど道内各地

が強い揺れに襲われた。政府によると厚真町などで 9人が死亡した。

同町では大規模な土砂崩れが発生して 31 人の安否が不明で、救出活

動が続いている。このほか道内では家屋の倒壊などに伴い、けが人は

約300人に上る。地震の影響で道内のほぼ全域295万戸が一時停電し、

市民生活や経済活動に大きな影響を与えている。

9 日／朝日新聞（長野）
棚田の維持管理や農地の在り方議論　小谷でサミット、650 人
参加
第 24 回全国棚田（千枚田）サミットが 8日、小谷村で始まった。

県内外から棚田の保全などに取り組む約 650 人が参加。高齢化や担

い手不足が著しい山間地の農業をどう守り、地域振興に役立てていく

かなどが議論された。

13 日／朝日新聞
太陽光発電の買い取り、現在の半額以下　経産省方針、20 年代
半ばに
経済産業省は 12 日、太陽光発電の電力を家庭や事業者から電力会

社が買い取る際の価格を、2020 年代半ばに現在の半分以下に下げる

方針を示した。買い取り価格は電気料金に転嫁されており、利用者の

負担は減るが、太陽光発電のさらなる普及にはブレーキとなる可能性

もある。

14 日／朝日新聞
飢餓人口 8.2 億人　3 年連続増、紛争・異常気象響く
世界で飢えに苦しむ人が 2017 年は 8 億 2100 万人にのぼり、3年

連続で前年を上回ったことが、国連機関がまとめた報告書で明らかに

なった。紛争に加え、異常気象によって農業が打撃を受け、飢えにつ

ながったという。報告書は国連世界食糧計画（WFP）、国連食糧農業

機関（FAO）などがまとめ、11日に発表した。

18 日／朝日新聞
燃料電池で走る列車、ドイツで営業開始
鉄道が電化されていない区間の多いドイツで17日、燃料電池を使っ

た列車の営業運転が始まった。車両を製造したフランスのアルストム

社によると世界初の取り組みという。走行時に二酸化炭素を出さず、

環境にやさしい次世代の列車として世界的に注目されている。

20 日／朝日新聞（北海道）
ウミガラスヒナ、今夏巣立ち最多
絶滅の恐れのある海鳥、ウミガラス（オロロン鳥）の国内唯一の繁

殖地、天売島（羽幌町）で、今夏少なくとも 18羽のヒナが巣立ったと、

環境省が発表した。過去 20年間では巣立ち、飛来数とも最多だった。

ウミガラスは、環境省のレッドデータブックで絶滅の恐れが最も高い

絶滅危惧 1A類に指定されている。

21 日／朝日新聞
御嶽山頂登山、26 日から解禁
死者 58人・行方不明者 5人を出した 2014 年 9月 27 日の噴火災害

で、山頂周辺への立ち入りが禁止されていた御嶽山（長野・岐阜県境、
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■
　７月　　　　　　　

■

3 日／朝日新聞
エネルギー計画、原発推進方針を維持
政府は 3日、中長期のエネルギー政策の方向性を示す「第 5次エ

ネルギー基本計画」を閣議決定した。原発を「重要なベースロード電

源」として再稼働させる方針を明記。核燃料サイクルを維持し、原発

輸出も進めるなど、原発を推進する従来の方針を踏襲した。2015 年

に決めた 30 年度時点での電源構成比率（原発 20 ～ 22％、再生エネ

22 ～ 24％、石炭火力 26％など）の目標を変えず、「まずは確実な実

現に全力を挙げる」と明記した。

4 日／朝日新聞
環境アセスにメガソーラー、国が方針
環境省は 3日、大規模な太陽光発電所を、環境影響評価（環境アセ

スメント）法の対象に加える方針を明らかにした。事業者は計画段階

で、環境影響の調査や住民説明会の開催が義務付けられる。近く有識

者を交えた検討会を立ち上げ、具体的な対象の議論を始める。太陽光

発電は、出力 1千 kW以上のメガソーラーといわれる大規模発電所が

増えている。メガソーラーは太陽光パネルを並べる広大な土地が必要

で、設置のために開発が許可された森林は 16 年度は約 2500ha。12

年度の約 10 倍だ。

4 日／朝日新聞
プラごみ量、日本 2 位　1 人あたり年 32 キロ　国連報告書
日本は、1人あたりの使い捨てプラスチックごみの発生量が世界 2

位―。国連環境計画（UNEP）の報告書でこんな実態が明らかになっ

た。1位は米国だった。使い捨てプラは、海洋汚染を引き起こす微小

なプラスチック粒「マイクロプラスチック」の原因になる。脱使い捨

てプラ製品の動きが各国で進んでいる。

5 日／朝日新聞
キタシロサイ、絶滅防げ　凍結精子と別種のサイの卵子で受精
卵 
絶滅が確実視されているキタシロサイの精子と、別の種のサイの卵

子から、人工的に受精卵をつくることに、ドイツや九州大などの国際

研究チームが成功した。英科学誌ネイチャー・コミュニケーション

ズに 5日、発表する。キタシロサイの遺伝子を残す手段になるほか、

絶滅の恐れがある別の哺乳動物にも応用できる可能性があるという。

9 日／気象庁
今般の豪雨の名称について 
6 月 28 日以降の台風第 7号や梅雨前線の影響によって、西日本を

中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨となり、全国各地で甚大な被

害が発生したことを踏まえ、気象庁は、今般の豪雨について、その名

称を「平成	30 年 7月豪雨」と定めた。

※ 8月 7日／内閣府
平成 30 年７月豪雨等による被害状況（速報）
総雨量は四国地方で 1800mm、東海地方で 1200mmを超えるな

ど、7月の月降水量平年値の 2～ 4倍となったところもあった。48

時間雨量、72 時間雨量などが、中国地方、近畿地方などの多くの

地点で観測史上	1 位となった。

※ 11 月 7日までの林野庁への報告
平成 30 年 7 月豪雨により、広島県をはじめ西日本の広域で山腹

崩壊、土石流等による甚大な災害が発生した。山地災害を含む林野

関係被害は、34 道府県の 1万 2472 カ所に及び、被害額は約 1607

億円にのぼった。内訳は林地荒廃 2807 カ所、治山施設 90 カ所、

林道施設等 9504 カ所など。

13 日／朝日新聞
石炭火力投融資、日生が全面中止へ
日本生命保険は 12 日、国内外の大型事業融資（プロジェクトファ

イナンス、PF）で、石炭火力発電への新規の投融資を今後全面的に

取りやめる方針を明らかにした。日本の大手金融機関が、国内外を問

わず石炭火力発電への投融資の中止を表明するのは初めて。生保最大

手の決断が金融業界に影響を与えそうだ。この日の報道陣向け懇談会

で、幹部が「難しいテーマだが、公益性の高い保険会社として判断し

た」と述べ、中止の方針を明らかにした。

18 日／朝日新聞（鹿児島）
ノネコ捕獲始まる　奄美で月 30 匹予定　環境省
環境省は 17 日から、奄美大島の希少動物を襲う野生化した猫（ノ

ネコ）の捕獲を始めた。山中に仕掛けたワナを使い、月 30匹を予定。

捕ったノネコは収容施設で 1週間ほど譲渡先を探しながら一時飼育

する。野生化して飼育が難しく数も多いため、引き取り手がなければ

安楽死させる。

24 日／朝日新聞
「災害級」41.1℃　熊谷、国内最高を更新
23 日は関東甲信と東海を中心に記録的な暑さとなった。埼玉県熊

谷市では午後 2時 23 分、国内の観測史上最高を約 5年ぶりに更新す

る 41.1℃を記録。全国の観測地点の約 4分の 1で最高気温が 35℃以

上の猛暑日となり、各地で熱中症とみられる死者も出た。気象庁は同

日夕の緊急記者会見で「命の危険がある暑さ。一つの災害と認識して

いる」と危機感を示した。

26 日／朝日新聞
コスモス国際賞にベルク氏
1990 年に大阪で開かれた国際花と緑の博覧会（花の万博）を記念

したコスモス国際賞の第 26 回受賞者に、フランス国立社会科学高等

研究院教授で、地理学者のオギュスタン・ベルクさん（75）が選ばれた。

日仏会館学長や宮城大教授などを歴任。風土と文化との関係を論じた

哲学者の和辻哲郎の風土論に影響を受け、欧米で生態系などの自然と

人間の営む文化が切り離されて論じられることを批判し、文化を自然

の中に含めてとらえる「風土学」を切り開いた。

■
　８月　　　　　　　

■

1 日／朝日新聞（長野）
登山者、ライチョウ捕まえないで
富山県側の北アルプス唐松岳山頂付近で 7月上旬、登山者が国の特



― 20 ―

2 日／朝日新聞（高知）
国の庁舎で初、全面 CLT
国の庁舎で初めて CLT（直交集成板）を全面的に使った嶺北森林

管理署の新庁舎の起工式が 1日、本山町の同管理署であった。四国森

林管理局は「高知から CLTを発信したい」と意気込んでいる。CLT

はパネル形の木材で、繊維の方向が直角に交わるように木板を重ね合

わせている。繊維の方向に沿って割れやすい木材の弱点を克服し強度

が高い。断熱性や遮音性も優れている。

4 日／朝日新聞
政府、温暖化長期戦略検討へ
政府は、地球温暖化対策の長期戦略づくりに着手する。エネルギー・

環境分野の「グリーン成長戦略」と位置づけ、2019 年 6 月に大阪市

で開く主要 20 カ国・地域首脳会議（G20 サミット）で、「脱炭素化」

に向けた日本の取り組みをアピールするねらいだ。ただ、原発や石炭

火力などの扱いをめぐり、政府内の調整が難航するおそれもある。

8 日／朝日新聞
噴火の西之島にオオアジサシの営み戻る
断続的に噴火している東京・小笠原諸島の西之島で、絶滅危惧種の

海鳥オオアジサシが集団繁殖していることがわかった。朝日新聞社

機「あすか」に同乗した森林総合研究所の川上和人・主任研究員が 5

日、確認した。2013 年の噴火以降、繁殖は見られなくなっていたが、

5年ぶりに繁殖地が復活した。オオアジサシは国内では西之島と沖縄

県・尖閣諸島でのみ繁殖する絶滅危惧種。西之島では島の中央付近で

150～200ペアが繁殖していたが、13年からの噴火で営巣地が埋まり、

繁殖集団は確認できなくなっていた。

14 日／朝日新聞（茨城）
トンボがすむ水辺考える「サミット」
トンボや水辺の環境について考える「全国トンボ市民サミット茨城

県涸沼（ひぬま）大会」が茨城町や鉾田市で開かれた。全国から延べ

約 250 人（実行委員会発表）が参加し、希少なヒヌマイトトンボが

生息する涸沼の保全と活用などについて意見を交わした。

15 日／朝日新聞
SDGs 都市に 29 自治体　政府
政府は 15 日、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」を地

方にも広めようと、優れた取り組みを提案した 29 自治体を「SDGs

未来都市」に選んだ。成功モデルがほかの自治体に波及することで、

昨年 10 月時点で 1％だった SDGs に取り組む自治体の割合を、2020

年までに 30％に伸ばすことをめざす。

16 日／朝日新聞（千葉）
チバニアン「国のお墨付き」　「地磁気逆転地層」天然記念物指
定へ
地質学上の時代区分に「チバニアン」の名が刻まれる可能性がある

ことで注目される市原市田淵地区の「地磁気逆転地層」が、国の天然

記念物に指定されることになった。国の文化審議会が 15 日、文部科

学相に答申した。正式指定の秋ごろに向けて、地元の市原市は地層の

保存保護を進め、研究材料や観光資源として活用を図る方針だ。

21 日／朝日新聞【大阪】
サンゴの白化・死滅、活性酸素除去で抑制
海水温の上昇によるサンゴの白化や死滅は、活性酸素を除去するこ

とで抑制できる―。京都大の植田充美教授（細胞分子生物学）らの

研究グループがそんな実験結果をまとめ、国際学術誌マリン・バイオ

テクノロジーに論文を発表した。近年、地球温暖化に伴う海水温上昇

などの影響で、サンゴの白化や死滅が世界各地で多数報告されている。

21 日／朝日新聞
山の遭難、死亡・不明 354 人　昨年
昨年 1年間に全国の山で遭難したのは 3111 人（前年比 182 人増）

で、うち死者・行方不明者は 354 人（前年比 35 人増）に上った。い

ずれも統計の残る 1961 年以降最多。警察庁が 21 日発表した。中高

年の登山ブームの高まりを受け、60～ 70代の遭難者が45.3％を占め、

死者・行方不明者でも 60歳以上が 229 人で 64.7％だった。

27 日／朝日新聞（秋田）
クマ出没相次ぎ、「警報」へ格上げ
県は 26 日、発令中だったツキノワグマ出没注意報を警報に切り替

えると発表した。仙北市田沢湖玉川で 23 日に遺体で見つかった男性

がクマに襲われた可能性が高いことや、昨年度を上回るクマの目撃情

報が寄せられているため。警報発令は 2016 年 9 月、17 年 5 月に続

いて 3度目となる。県自然保護課によると、今年度の県内でのクマ

の目撃情報は 6月 25 日現在で 399 件。昨年度の同時期と比べて 53

件多い。

28 日／林野庁
まつたけ生産量が大幅減
林野庁は、特用林産物の主要品目であるきのこ類、たけのこ、炭に

ついて、平成 29（2017）年の生産量（速報値）を取りまとめた。き

のこ類の生産量はほぼ前年並みだが、「乾しいたけ」は減少、「まつた

け」は大幅な減少となった。また、「たけのこ」は大幅な減少、「白炭」

は増加、「黒炭」は減少、「竹炭」は大幅な増加となった。

28 日／朝日新聞
コメの栄養分、二酸化炭素増で減少
大気中の二酸化炭素濃度が高まると、コメに含まれるビタミンやた

んぱく質などの栄養分が減ることが、東京大などのチームの実験でわ

かった。米科学誌に論文を発表した。二酸化炭素が増えるとイネが吸

収する炭素の量が増え、土壌から吸収する窒素などとのバランスが崩

れるため、ビタミンやたんぱく質など窒素を含む栄養分が減るという。

29 日／朝日新聞
山階芳麿賞に江崎保男さん
山階鳥類研究所は 28 日、鳥類の研究や保護に顕著な功績があった

人や団体を表彰する第 20 回山階芳麿賞（朝日新聞社共催）を、江崎

保男・兵庫県立コウノトリの郷公園統括研究部長（66）に贈ると発

表した。江崎氏は国の特別天然記念物コウノトリの保護に尽力。同公

園の設立やコウノトリの野生復帰に取り組んだ。
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■
　５月　　　　　　　

■

3 日／朝日新聞（石川）
ハヤブサのヒナ、5 年連続県庁で誕生
県庁のベランダで、ハヤブサのヒナ 5羽が生まれた。誕生は 5年連

続、県職員が 4月下旬に確認した。ハヤブサは環境省のレッドリス

トで絶滅危惧 2類に指定。県自然環境課によると、高いところから

獲物を探すことができる海岸近くの断崖に巣をつくる習性があり、県

庁高層階のベランダが似ていることから営巣場所に選んだと考えられ

るという。専門家の助言を受けてベランダにマットを敷いて砂利をま

き、営巣しやすいように配慮した。

18 日／農林水産省
「国産ジビエ認証制度」を制定
農林水産省は、捕獲した野生のシカ及びイノシシを処理する食肉処

理施設の認証を行う「国産ジビエ認証制度」を制定した。ジビエ（捕

獲した野生のシカ及びイノシシを利用した食肉）の利用拡大に当たっ

ては、消費者から信頼される食品であるために、流通するジビエの安

全性の向上及び透明性の確保を図ることが必要。このため、平成 29

（2017）年度において、捕獲から流通に至る有識者から成る「国産ジ

ビエ認証制度制定に関する専門委員会」において衛生管理基準や認証

体制等について検討した。

19 日／朝日新聞
二酸化炭素ゼロ発電、証書取引開始
化石燃料を使わず発電したことを示す証書の取引が 18 日、日本卸

電力取引所（JEPX）で初めてあった。世界的に機運が高まる「脱炭素化」

を促すねらいがあるが、将来的には原発でつくった電気も対象となる

見通しだ。「非化石価値取引市場」と呼ばれ、経済産業省の主導で創

設した。証書は、固定価格買い取り制度（FIT）によってつくられた

再生可能エネルギーが対象。電力小売事業者が、再生エネ 1kWh 当

たり 1.3 ～ 4.0 円を、金融機関などでつくる「低炭素投資促進機構」

（GIO）に支払うと、GIO が証書を発行する。この証書を市場で購入

した電力小売事業者は、同じ量の電気を「二酸化炭素排出ゼロ」の環

境価値があるとして売ることができる。

21 日／朝日新聞（北海道）
エゾシカ協会設立 20 年
エゾシカ対策や有効活用などに取り組む「エゾシカ協会」（赤坂猛

会長）の設立 20 周年を記念したシンポジウムが 20 日、札幌市で開

かれた。将来的な捕獲や管理手法、食肉としての流通のあり方などに

ついて研究者らが意見を交わした。シンポでは、酪農学園大の伊吾田

宏正准教授が、個体数管理を担う「プロ」の認証制度がある英国を例

に挙げ、「協会も英国に習ったシカ捕獲認証制度（DCC）を始めた。『捕

獲』と『利用』をつなぐ、こうした人材の育成が必要だ」と語った。

24 日／朝日新聞（岐阜）
地域づくり、東白川村・白川町・名大が連携
東白川村と白川町は、持続可能な地域づくりを研究テーマとする名

古屋大学大学院の環境学研究科と連携協定を結んだ。東白川村であっ

た調印式で、今井俊郎村長は「中山間地域の課題はここに凝縮されて

いる。ここがだめなら日本自体が大丈夫なのかとなる」と語り、連携

に期待を寄せた。

25 日／林野庁
森林経営管理制度（森林経営管理法）について
25 日、新たな法律である「森林経営管理法」が可決され、成立し

た。2019 年 4月 1日に施行され、「新たな森林管理システム」がスター

トする。国内の森林は、戦後や高度経済成長期に植栽されたスギやヒ

ノキなどの人工林が大きく育ち、木材として利用可能な時期を迎えよ

うとしている。一方、我が国の森林の所有は小規模・分散的で、長期

的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有者への森林

への関心が薄れ、森林の管理が適切に行われない、伐採した後に植林

がされないという事態が発生している。適切な経営管理が行われてい

ない森林を、意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化するととも

に、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経

営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図る

こととする。

28 日／環境省
カワウソの調査結果について
平成 29（2017）年に長崎県対馬において生息が確認されたカワウ

ソについて、環境省による調査の結果、少なくともユーラシアカワウ

ソのオス 2個体、メス 1個体が生息していることが示唆された。対

馬島内にて痕跡調査（糞、毛、足跡、食痕等を捜索する調査）をし、

採取した計 10 個の糞についてDNA分析を実施した。オスのうちの

1匹とメスはDNA型が類似しており、親子、兄弟姉妹のような関係か、

遺伝子の多様性がかなり失われた隔離された同一個体群出身である可

能性が高いものと考えられた。

29 日／日本森林学会
林業遺産に「津軽森林鉄道」など 8 件
日本森林学会が選定している「林業遺産」は、2017 年度分として「津

軽森林鉄道」（東北森林管理局ほか）など 8件が登録され、総計 31

件になった。

■
　６月　　　　　　　

■

1 日／農林水産省
「平成 29 年度森林・林業白書」の公表について
本日、「平成 29（2017）年度森林及び林業の動向」及び「平成 30

年度森林及び林業施策」（「平成 29 年度森林・林業白書」）が、国会

提出案件として閣議決定された。森林・林業白書においては、特集

として、「新たな森林管理システムの構築」をテーマに、我が国の森

林管理をめぐる課題や、「新たな森林管理システム」の構築の必要

性、方向性等について記述。「森林環境税（仮称）の創設」、「日EU・

EPAの交渉結果等」、「「地域内エコシステム」の構築に向けて」、「「日

本美（うつく）しの森	お薦め国有林」の選定」、「明治 150 年～森林・

林業の軌跡～」等を紹介した。
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電力を 100％再エネでまかなう企業連合「RE100」への参加を 50 社

にするなどの数値目標を掲げた。

22 日／朝日新聞
キタシロサイ、最後のオス死ぬ
世界に 1頭だけ生存していたキタシロサイのオスが 19日、死んだ。

ケニア中部のオル・ペジェタ自然保護区が発表した。保護区のメス 2

頭が残るのみで絶滅がほぼ確実な状況となった。AP通信によると、

死んだオス 1頭の名前は「スーダン」。45 歳だった。高齢のため筋肉

や骨が衰えて立てなくなり、症状が悪化したため安楽死させた。キタ

シロサイはかつて、アフリカ中部に広く生息した。だが、角がベトナ

ムや中国などアジアで主に漢方薬として売られ、それを目当てにした

密猟が横行するなどして激減した。

29 日／朝日新聞
21 兆円、サウジと太陽光発電事業　ソフトバンク
ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長とサウジアラビアのムハ

ンマド皇太子が、滞在先の米ニューヨークで 27日夜（日本時間 28日）

に記者団と会見し、世界最大となる計 200GWの太陽光発電事業をサ

ウジで始めると明らかにした。太陽光パネルの工場も同国内に設ける

といい、2030 年までの総事業費は計 2000 億ドル（約 21 兆円）規模

にのぼる。

※ 10 月 1日／朝日新聞　事業、棚上げか
米紙ウォールストリート・ジャーナルは 9月 30 日、サウジアラ

ビア政府が太陽光発電事業を棚上げしたと報じた。

30 日／朝日新聞
浮かぶ風力発電、お墨付き
長崎県五島市の沖合で海に浮かべた風車で発電する「浮体式洋上風

力発電」計画の環境影響評価（アセスメント）手続きで、中川雅治環

境相は 29 日、「望ましい」などとする意見書を、世耕弘成経済産業

相に出した。世界で大幅導入が期待されている浮体式を、国内でも後

押しする形だ。許認可を出す経産相が環境相意見を踏まえ、勧告を出

す。計画は、長崎県五島市沖に浮体式9基（出力計約2万 2千キロワッ

ト）を戸田建設（東京都）が設置、2021 年の稼働を目指す。

■
　４月　　　　　　　

■

4 日／朝日新聞
サル、温泉でストレス解消
人と同様に、ニホンザルも温泉でストレスを解消している―。そ

んな研究結果を京都大のグループがまとめた。雪の中で温泉につかる

「スノーモンキー」として有名な長野県・地獄谷野猿公苑のニホンザ

ルの入浴状況を調査。これと並行して、サルのふんも採取し、ストレ

スの目安となるホルモン「グルココルチコイド」の濃度を分析した。

温泉に入浴した週は、入浴しない週よりもこのホルモンの濃度が平均

で約 2割低く、ストレスが軽減されていることが分かった。ストレ

スの低下が確認できたのは寒い冬の季節で、暖かい時期にはこうした

「入浴効果」はみられなかった。国際学術誌に 3日、論文を発表した。

5 日／朝日新聞
神鋼の石炭火力、省エネ対策勧告
神戸製鋼所が計画している石炭火力発電所の環境影響評価（アセス

メント）手続きで、世耕弘成経済産業相は 4日、同社が持つ火力発電

所全体（既存、建設中含む）で、省エネ法が示す発電効率の指標を確

実に達成することなどを求める勧告を出した。条件を満たせば新設を

容認する方向だ。同社は神戸市灘区に石炭火力発電所 2基（計約 130

万 kW）を新設する計画で、2021 年度の稼働を目指している。

8 日／朝日新聞
温室ガス目標、「日本不十分」と OECD
日本政府が国際約束している 2030 年度までの温室効果ガス削減目

標に対し、経済協力開発機構（OECD）が「不十分だ」と指摘し、対

策強化を求める報告書案をまとめた。再生可能エネルギーについて、

太陽光だけでなく風力や地熱なども展開を加速するよう促している。

11 日／朝日新聞
スイセンは有毒、ニラと混同注意
山や自宅の庭などで採った食用の植物について、消費者庁は 11日、

有毒植物と混同しないよう注意を呼びかけた。昨年までの10年間で、

有毒植物による食中毒で10人が死亡。スイセンをニラと間違えるケー

スが多いという。スイセンとニラの葉は外見が似ている。ニラには独

特のにおいがあるが、はっきりと区別できない場合もあるという。ス

イセンの葉を食べると吐き気や下痢などの症状がでることがある。

24 日／京都大学
絶滅危惧種のコウモリ、22 年ぶりに発見
絶滅危惧種のヤンバルホオヒゲコウモリが、沖縄本島で 22 年ぶり

に発見された。2月 20 日、沖縄本島北部のやんばるの森でフィール

ド調査中に、1匹のオス（体重 4.9g）を生きたまま捕獲。同月 27 日

までにさらに 2匹のオスを捕らえた。ヤンバルホオヒゲコウモリは、

1996 年にやんばるで初めて 2体が発見されて以来、沖縄本島では見

つかっていなかった。

26 日／森林総合研究所
木を発酵させ香り豊かなアルコールに
森林研究・整備機構森林総合研究所は、木を原料として樹木の香り

を豊富に含むアルコールを製造する技術を開発した。現段階ではお酒

ではないが、安全性が確認されれば木のお酒を製造する技術になるか

もしれない。森林総研で既に開発していた湿式ミリング処理という技

術を応用して、低温（80℃以下）で木材に食品用の酵素と酵母を加

えてアルコール発酵する技術を開発した。

26 日／朝日新聞（青森）
「農泊」過去最多 6658 人
農山漁村地域で地元の人とのふれあいを楽しむ「グリーン・ツーリ

ズム」の宿泊者数が昨年度、県内では 6658 人に上り、2008 年度の

統計開始以来、最多となったことが、県のまとめでわかった。台湾を

中心に海外からの旅行者が急増していることが要因。県は三村申吾知

事によるトップセールスなどでさらに「農泊」の利用者増を図りたい

という。
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生親和性が求められる分野での新しいビジネスの創出が期待される。

IoT の発展に伴い様々なセンサーが使われると、センサーや電池が回

収できずにそのまま放置される危険性が高まる。このような課題を解

決する要素技術として、回収困難な場合も土壌や生物へ影響を与えな

い「土に還る」電池を発想した。

21 日／朝日新聞
パリ協定達成でも海面上昇最大 1.2m、独研究所
地球温暖化対策「パリ協定」で掲げる、平均気温上昇を産業革命前

に比べて 2℃未満に抑える目標を達成しても、2300 年までに海面の

高さは最大 1.2 ｍ高くなるとの研究結果を、ドイツのポツダム気候影

響研究所などのチームがまとめた。20 日付英科学誌ネイチャー・コ

ミュニケーションズに発表した。

22 日／朝日新聞
永久凍土に水銀　温暖化で溶け出す恐れ
北半球の陸地の 2割を占める永久凍土地域の土壌に、大量の水銀が

閉じ込められていることが、米地質調査所（USGS）などの研究で分

かった。地球温暖化が進んで凍土が溶けると、水銀が環境中に放出さ

れる恐れがある。研究チームは、2004 年から 12 年に米アラスカの

永久凍土地域の 13カ所で、地表 98 ～ 248cmの深さの土壌を採取し、

水銀の濃度を調べた。シベリアなどほかの地域のデータと照合して、

推計したところ、北半球の永久凍土地域の土壌には 165 万 6000t の

水銀が含まれていることが分かった。ほかの地域の土壌や海、大気中

にある水銀の総量の倍近いという。

27 日／奈良県森林技術センター
マツタケ近縁種の人工栽培に成功
奈良県森林技術センターは、マツタケ近縁種で正式名称「バカマツ

タケ」の人工栽培技術の開発に取り組んできたところ、全国で初めて、

人工的に林内でバカマツタケ菌を増殖させ子実体（きのこ）の発生に

成功した（平成 30 年 1月 19 日特許出願）。今後、栽培技術を確立し

て、県内の「きのこ生産者」に技術を普及していきたいと考えている。

森林研究・整備機構森林総合研究所との共同研究による成果。バカマ

ツタケは、松林にでるマツタケと異なり広葉樹の根に菌根を形成する。

見た目はマツタケとほぼ同じで、マツタケよりも香りが強く、食味も

同等の食用きのこ。

■
　３月　　　　　　　

■

1 日／環境省
「巨樹・巨木林データベース」を全面リニューアル
環境省生物多様性センターでは、自然環境保全基礎調査（緑の国勢

調査）の一環として実施されてきた巨樹・巨木林調査の結果を提供す

るウェブサイト「巨樹・巨木林データベース」を全面リニューアルし

た。全国約 7万本にも及ぶ巨樹・巨木林のデータベースを再構築す

るとともに、国立公園や都市公園、社寺などに残る巨樹・巨木林を巡

るおすすめの観察コースガイド（日本語・英語）など、より多くの人

に巨樹・巨木林の魅力を感じてもらえるよう新たなコンテンツを多数

追加した。

6 日／朝日新聞
再エネ発電証書、取引市場創設へ　経産省
経済産業省は 5月、化石燃料を使わずに発電したことを示す証書を

取引する「非化石価値取引市場」を新たに創設する。温室効果ガスの

排出削減に向けた機運が高まる中、太陽光や風力などの再生可能エネ

ルギーで生み出した電気の証書に価値を持たせて取引し、「脱・化石

燃料」を促進するねらいがある。証書は金融機関などでつくる一般社

団法人「低炭素投資促進機構」（GIO）が発行し、電力小売事業者が

1kWh 当たり 1.3 ～ 4.0 円（非化石価値相当）で買う。電力小売事業

者がこの証書を買うと、同じ分量の電気を「非化石」として売ること

ができるという。

10 日／朝日新聞【西部】
無断伐採件数、半数超が九州
林野庁は 9日、所有者に無断で木が伐採されたとして、2017 年 4

月から 18 年 1 月の間に自治体などに相談が全国で 62 件あったと発

表した。このうち九州が半数以上の 33 件を占めたという。宮崎県で

民有林の盗伐が相次いでいることを受け、林野庁が初めて調査した。

故意に伐採した疑いがあるものが 11 件、認識違いによって伐採され

たものが 37 件、状況が不明なものが 14 件。警察に相談した例も 28

件あったという。

林野庁によると、全国的に人工林が木材として適した時期を迎え

ている。木材自給率は 02 年の 18.8％を底に上昇傾向で、16 年には

34.8％と 1985 年の水準にまで回復している。特に九州は「売れる木」

が他地域に比べて多くあり、無断伐採の件数が多くなっているとみら

れる。

13 日／森林総合研究所
紀伊半島に新種、クマノザクラ
森林研究・整備機構森林総合研究所は、和歌山県林業試験場と共同

で、紀伊半島南部（奈良・三重・和歌山県）に新種の野生のサクラが

分布していることを確認した。このサクラは、同地域に分布するヤマ

ザクラやカスミザクラと似ており、これらの種とこれまで区別されて

いなかった。クマノザクラと命名され、「染井吉野」に代わる新たな

観賞用樹木として期待される。

13 日／朝日新聞
夏の北極、過去 15 年間で気温 2℃上昇
北極の夏の気温が、2016 年までの 15 年間で約 2℃上昇し、乾燥化

も進んでいることが、海洋研究開発機構などのグループの研究でわ

かった。オンライン学術誌リモート・センシングに発表した。研究グ

ループは、北極の陸域の 8割を占める「ツンドラ域」を対象に、地

上気温の観測などを基にしたシミュレーション結果や衛星による観測

データを分析。気温と陸域貯水量の推移を導き出した。

21 日／朝日新聞
全電力再エネ企業「50 社に」　環境省
環境省は 20 日、再生可能エネルギー拡大のための支援策をまとめ

た「再エネ加速化・最大化促進プログラム」を発表した。消費者・企業・

自治体が主役となり、脱炭素社会実現のために、「再エネを我が国の

主力エネルギー源にする」とし、2020 年度までに、事業運営で使う
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■
　１月　　　　　　　

■

5 日／朝日新聞
海を渡った日本のアリが、米国の在来種を追いやる
日本に広く生息するアリが船で米国に渡り、日本にいた時と違うえ

さを食べて在来種を追いやっているとする調査結果を、琉球大学など

日米の研究チームが英科学誌に発表した。「外来種は予測できない大

きな影響を侵入地の生態系に与えうる」と警告している。このアリは

日本などアジアに広く生息する体長約 5mmのオオハリアリ。森の朽

ち木などにいてほとんどシロアリだけを食べる。ふだん目にすること

は少ない。米国には日本などの船から 19 世紀に侵入、生息域を広げ

たと考えられている。

13 日／朝日新聞（栃木）
日光杉並木、7 割が衰退・枯死
国の特別史跡と特別天然記念物に二重指定されている日光杉並木街

道の緊急調査で、7割の木が「衰退・やや衰退」「ほぼ枯死」と判定

され老朽化が進んでいることがわかった。倒木につながる「特に注意

すべき」「重度」の要因があるとされた木も 3割近くに達した。

18 日／世界気象機関
世界の平均気温、過去 3 年が「暑さトップ 3」
世界気象機関（WMO）は 18 日、世界の平均気温が観測史上最も高

い上位 3位を、2017 年までの 3年が占めたと発表した。温暖化傾向

が止まっていないことを裏付けた。WMOは米航空宇宙局（NASA）

のデータや日本の気象庁の分析結果を使った。過去最高だったのは

2016 年で、19 世紀の産業革命前と比べて 1.2℃高かった。太平洋東

部の赤道付近の海面水温が上がり、気温が高めになるエルニーニョ現

象の影響が強かった。17年は 1.1℃高く、15 年と同レベル。エルニー

ニョ現象が無かった年としては過去最高となった。

22 日／農林水産省
野生鳥獣による農作物被害、2016 年度 172 億円
2016 年度の野生鳥獣による農作物被害金額は 172 億円で、前年度

より 5億円減少した。被害額の減少は 4年連続。調査を始めた 1999

年度以降で最も少なく、ピークだった 2010 年度（239 億円）より 3

割減った。駆除や防護柵の設置などが一定の効果を上げたとみられる。

主な獣種別の被害は、シカ 56 億円、イノシシ 51 億円、サル 10 億円

など。都道府県別では、北海道の 44 億円、福岡の 7億円、長野の 6

億円などが多かった。

24 日／朝日新聞
47 都道府県の木、新国立ぐるり　ひさしに使用へ
47 都道府県の木々に囲まれた競技場に―。東京五輪・パラリン

ピックの主会場となる新国立競技場の軒ひさしの部分に、全ての都道

府県の木材を使う構想を22日、建設主体の日本スポーツ振興センター

（JSC）が明らかにした。「全ての日本人の心を一つにする競技場」を

目指し、方位に合わせて各都道府県のスギやマツを配置。北門と東門

には東日本大震災で被災した東北 3県の木材を、南門は熊本地震が

あった熊本県の木材を使う。設計した隈研吾氏は「気候や風土による

木材の色合いの違いを楽しんでほしい」。見積もりの甘さや予算の増

額が問題となった新国立競技場だが、担当者は「調達費は予算内でお

さえます」。

25 日／森林総合研究所
小笠原諸島に固有の海鳥を発見
森林研究・整備機構森林総合研究所は、北海道大学、NPO法人小

笠原自然文化研究所と共同で、小笠原諸島のセグロミズナギドリが、

他地域とは遺伝的に異なる固有種であることを明らかにした。新種発

見に匹敵する意義を持ち、保全のための研究を進める必要がある。

30 日／朝日新聞（兵庫）
AI でイノシシやシカを捕獲、装置導入へ
イノシシやシカによる農作物被害を減らそうと、県は新年度から、

新しい捕獲装置を導入する。人工知能（AI）を活用し、群れごと捕

まえられるという。被害が大きい地域に「捕獲専門家チーム」を派遣

する事業と合わせ、県は 3000 万円程度の事業費を見込む。新たに導

入されるのは、3～ 4m四方の捕獲用オリ「AI ゲート」。県森林動物

研究センター（丹波市）などが開発中で、人工知能を備えている。被

害防止対策が手薄な地域に数台を試験的に導入する。

■
　２月　　　　　　　

■

3 日／朝日新聞
象牙国内取引、合法証明を厳格化
海外で強く批判されている象牙の国内取引について、環境省は、売

買などに登録が必要な丸ごとの象牙（全形牙）を合法に入手したこと

を証明する方法を、来年夏をめどに厳格化する。過去の通関書類など

公的な資料の添付を義務づけ、現在の登録量の 9割以上を占める「第

三者の証言」を認めない。中川雅治環境相が 2日、方針を示した。実

施されれば、流通量が大幅に減りそうだ。すでに印鑑などに加工され

た象牙製品はそもそも登録の対象外だが、環境省は、おおもととなる

全形牙の規制が進めば、違法象牙の流通をより確実に防げるとしてお

り、国内市場への批判をかわす狙いもある。

8 日／住友林業
350m 木造超高層建築の開発構想を始動
住友林業株式会社は、1691（元禄 4）年の創業から 350 周年を迎

える 2041 年を目標に高さ 350m（地上 70 階）の木造超高層建築物

を実現する構想「W350 計画」をまとめた。高層建築物の木造化・木

質化と街を森にかえる「環境木化都市」の実現をめざす。総工費は約

6000 億円と試算している。

19 日／NTT
「土に還（かえ）る」電池を開発　有害物質ゼロ
日本電信電話株式会社（NTT）は、土壌や生物へ悪影響を与えな

い電池を作製し、動作を確認した。電池部材が肥料成分から構成され、

有害物質やレアメタルを使わないことから環境負荷が低い。今後、本

電池を活用した、無害でレアメタルフリーな低環境負荷なセンサーの

実現を目指す。土壌水分センサーや、生態系、土壌などの環境モニタ

リング、洪水、汚染、気象などに関する現象の検出など、自然との共
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緑のデータ・テーブル

〔凡例〕

15 日／朝日新聞	 記事掲載日／朝日新聞の東京本社発行版に掲載

15 日／朝日新聞【西部】	 記事掲載日／朝日新聞西部本社など、東京以外

	 の３本社発行版に掲載

15 日／朝日新聞（山形）	 記事掲載日／朝日新聞の山形県版など地域面に掲載

15 日／農林水産省	 プレスリリースなどが出た日／発表主体

2018 年森林環境年表
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するなどしている自治会幹部や住職らの動向について協議。
「平穏な大垣市を維持したい」として県警側から、反対運動
を起こしそうな（この時点では風力発電とは無関係な）大垣
市内の住民について、学歴や活動歴、病歴、動向をリークし
ていた。
警察がなぜ私企業に加担するのか。報じた後、住民は怒っ
た。
住民運動を敵視して情報収集したり、私企業に漏らしたり
した県警などの責任を問い、県や国を相手に国家賠償や情報
抹消を求める訴訟を起こし、いま、岐阜地裁で弁論が続く。
ただ、警察のあり方とは別に、シーテック社の住民対応も
批判されて当然だろう。議事録によれば、表向き、「ご理解
願いたい」と低姿勢で地域住民に近づきながら、裏では特定
の住民について「何でも反対する」と酷評し、「新しい情報
が入り次第、連絡する」と警察と連携していた。地元自治会
がこの後、さすがに反対を決議し、事業はストップ。シーテッ
ク社は大垣事務所撤退を余儀なくされている。
現場近くの三重県の青山高原では、日本有数の風力発電施
設が集中立地する。山道のカーブを切るごとに出現する巨大
な風車は、近未来社会の光景なのかとかつては思ったが、住
民監視のうえで築かれる「持続可能な社会」は、グロテスクだ。

アセス強化を

大手電力会社が再生エネを高値で買い取る「固定価格買い
取り制度（ＦＩＴ）」が 2012 年に導入されてから、再生エ
ネは急速に普及する。国は 2030 年度には電源のうち２割前
後ずつ原発と再生エネでまかなう「長期エネルギー見通し」
（2015 年）を発表している。ただ、開発は十分な調査と住
民同意抜きにすすめられていいことではない。
朝日新聞と一橋大学などが 2017 年、全国 47都道府県と
1741 市区町村を対象に再生エネの導入状況をアンケートし
たら、「景観」「騒音」などを理由にしたトラブルが、解決済
みを含めて 31道府県（66％）、350 市区町村（25％）もあっ
た。今後増加を心配している自治体も多かった。トラブル経
験の市区町村は３年前の調査より倍増している。
最近は設置した後、転売していく再生エネ業者も多い。私
が愛知県の知多半島で会った太陽光発電のオーナーは、遠隔
地から自分の投資物件を見に来た一家だった。草むしりにき

た、といい、「アパート経営より堅い」と顔をほころばせて
話した。ところが、現場にきたら、すぐ南側の隣接地で小型
風力発電施設の工事が始まっていて、びっくり。「日陰になっ
ちゃう」。慌てて仲介業者に電話していた。その太陽光発電
施設自体、田んぼや砂浜近くの景観をこわし、近所の住民は
顔をしかめていたのだが、今度は自分が被害者になりかけた
のだ。
やはり無秩序に立地していい施設ではない。本来なら下水
処理場や工場など住民に直接影響しない場所でこそ展開して
もらいたい施設だが、現実には休耕田や林地など収益性の低
い土地が、ばらばらに開発されている。トラブルを防止する
には、先にあげたアセスの拡大強化が望まれる。
ただ、その推進役になるはずの環境省が、この問題では、
風力発電のアセス手続きをこれまでの３、４年から半減させ
るべく、旗をふっているのは解せない。国と自治体が同時に
審査したり、調査期間を短縮したりさせ、施設普及に弾みを
つけたい、という。だが、例えば希少生物、とりわけ風力
発電でよく問題になる猛禽類営巣への影響は、１年で判断
できるものではないだろう。大垣市の風力発電トラブルも、
2010 年にアセス手続きの方法書を県に提出していた。予定
地周辺ではクマタカ生息が確認され、知事意見で「猛禽類調
査は少なくとも２年」などと要求されているさなかだった。
これに「アセス迅速化」が適用され、水面下で警察とともに
監視された住民が押し切られていたら、いまごろ尾根に風車
が林立していたかもしれない。
目を向けていくべきではないだろうか。
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に造成地を広げて設置。県の砂防法や森林法の許可もとって
いなかった。朝日新聞で報じると、「明らかな法令違反だ」（大
村秀章知事）などと県や市のトップも強い言葉で批判した。
遺跡まで壊していたこともわかった。万博計画当時に活動し
た自然保護愛好家たちが県や市に「完全撤去させろ」と申し
入れた。
だが、結局、土地の所有者の意向が強かった。県や市は事
後的に調整池などを設置させ、道路も復活させ、施設の３割
を撤去させたが、そこまでだった。いまも業者は操業を続け
ている。それでも現場にいけば、感じることだが、深い森の
散策路からのぞく、無機質な太陽光発電装置群は、あまりに
そぐわない。
環境省がようやく 2018 年度、環境影響評価に大規模太陽
光発電を含めるべく、検討に乗り出したが、最低限、早く実
現してもらいたい。アセスは万全ではないが、瀬戸市でのト
ラブルも計画段階で、情報が住民に公開されていれば、専門
家とともに無秩序な開発を監視、抑制。森も守れたかもしれ
ない。残念だ。

住民を監視する再生エネ会社

2014 年７月に報じたのは、岐阜県大垣市で風力発電施設
建設をめぐり、中部電力の子会社「シーテック」（名古屋市）
が、反対住民らの動向を監視するため、岐阜県警と情報交換
していたことも報じた。
計画では同市と隣の関ケ原町の山の
尾根に 16 基、合計最大出力４万８千
キロワットの施設を建設するもの。風
力発電は大型の羽根を尾根に取り付け
るため、山道を大きく広げる。山並み
の景観破壊や道路拡張による山崩れの
心配、電磁波による健康被害など一部
の住民は不安を募らせ、勉強会を企画
していた。それをめぐる情報交換だ。
同社は「議事録」と称し、同署との
やりとりを一問一答の内部記録で残し
ており、朝日新聞が入手した議事録に
よると、2013、14年に少なくとも４回、
大垣署で両者は面談し、勉強会を計画

岐阜県警大垣署とのやり取りを記したシーテック社の議事録

風力発電用の巨大風車が林立する三重県津市の青山高原＝2006年９月撮影
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各地で再生可能エネルギーの設置をめぐり、トラブルが頻
発している。2011 年３月の原発事故の後、再生エネへの期
待は大きいが、現場をみれば、首をかしげたくなることが少
なくない。政府はアセス短縮化などで普及を後押しするとい
うが、住民合意なき設置は禍根を残す。

市の中止勧告を無視してメガソーラー設置

名古屋市を拠点に取材する私にとって、2016 年２月に報
じた愛知県瀬戸市の愛知万博会場隣接地の太陽光パネル設置
問題は、衝撃的だった。
現場は、「海

かい

上
しょ

の森」といい、名古屋市中心部から西へ 10
数キロ。都心に近いのに、深い森が残り、シデコブシなど希
少植物があり、オオタカが営巣する。砂防池には枯死した木
があり、上高地に似た風景から「大正池」と呼ばれる。知る
人ぞ知る都市住民の散策路があった。愛知県はここで 2005
年に万博を開き、跡地を住宅団地にする計画を立てたが、地
元ばかりか、海外からも批判されて土壇場で計画を大幅変更。
別の場所にメイン会場を移したいわくつきの場所だ。
「森で変なことが起きている」。そんな情報で2016年２月、
現場を見に行って驚いた。
そこは、うっそうとした森の一番奥。林がすっかり切り開
かれ、２・３ヘクタールの更地が突然出現し、５千枚近い太
陽光発電パネルが敷き詰められていた。出力 1174 キロワッ
トのメガソーラーだった。
あたりに人影はない。だが、周囲に金網のフェンスが張ら
れ、「監視カメラ稼働中」の看板まで取り付けてあって、あ
まりのギャップに言葉を失った。
現場は県の森に隣接する民有林。建設業者が取得し、手っ
取り早くもうけようとしたらしい。後でわかったことだが、

瀬戸市はさすがに水面下で業者を止めようとしていた。
市土地利用調整条例に基づき、開発申請に対し、「環境万
博の理念に合わない」「下流への影響が懸念される」などと
して中止勧告していたのだ。
だが、業者は取得した土地を遊ばせておけない。「もとも
と一部あった資材置き場を広げただけだ」などとして、強引

朝日新聞編集委員　伊藤智章

再生可能エネルギー
「前のめり」への疑問

海上の森に隣接する林を伐採し設置されていた太陽光発電施設＝2016年２月、愛知
県瀬戸市海上町
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ろな点で違っている。日光や風の影響を受けやすく、乾燥し
やすい。人を始め、森の外からやってくる生物にもさらされ
る。

連続していた森林を伐採して林縁を作ると何がおこるか。
アマゾン熱帯林で、大規模な実験が行われてきた。1980 年
代に作られた林縁では、少しずつ林縁の高木が枯死し、低

木が密に生
い茂り、現
在では薄暗
い森林内部
とまったく
異なる状態
と な っ た。
一定面積の
森林を残し
たつもりで

も、林縁部分の森林は壊れていってしまうのだ。地球上の森
林の 70％は、林縁（森林の縁から１km 以内）である、と
いう推計もある。この林縁効果によって失われた熱帯林も、
膨大な面積になるはずだ。

パーム油利用をめぐる世界の動きと日本

パ ー ム 油 は、
現在世界で最も
生産量の多い植
物油である。パー
ム油生産のため
のアブラヤシ農
園の栽培面積は
増加しつづけて
おり、熱帯林減少の重要な要因となっている。

パーム油では、このような批判への対応の一つとして認証
制度が導入されている。認証制度の主体となっているのは、
環境保護ＮＧＯ、企業、銀行や投資家などが集まって 2004
年に設立された、ＲＳＰＯ（Roundtable on Sustainable  
Palm Oil、持続可能なパーム油のための円卓会議）である。
持続性や環境への配慮に関するＲＳＰＯの基準をクリアし
認証を受けたパーム油は、認証を受けていないものより高

い価格で売買される。ＲＳＰＯには世界の 4000 近くもの会
社・団体が参加しており、 国際市場に流通するパーム油の約
20％が認証パーム油となっている。認証基準が十分なもの
なのかは議論があるが、一定の効果をもたらしている。

日本でもパーム油は、インスタント麺やスナック菓子など
に広く使われている。製品には『植物油』としか記載されな
いことが多いため意識されないが、一人あたり年間５kg の
パーム油を消費しており、菜種油に次いで重要な植物油と
なっている。
しかし、熱帯
の農地開発や
ＲＳＰＯ認証
に対する日本
での認知度は
低く、パーム
油を使う国内
食品メーカー
のＲＳＰＯ加
入も遅れている。

もう一つ、気がかりな日本国内の動きとして、再生可能エ
ネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ）におけるパーム油やパー
ムヤシ殻を燃料とするバイオマス発電の認定が増えているこ
とがある。他の記事（https://www.huffingtonpost.jp/
shinrinbunka/palm-olein_a_23356149/）でも議論され
ているのでここでは詳しくはふれないが、パーム油による発
電を加速する現行制度は、速やかに再検討されるべきであろ
う。アメリカやヨーロッパでは、バイオマス燃料としてのパー
ム油利用は、熱帯林減少への危惧や温室効果ガス排出削減効
果が疑問視されていることから、すでに規制が進んでいる。
ここでも日本の対応は遅れが目立つ。

かつて日本は、熱帯林から木材を大量に輸入して国際的な
非難をあびた。その一方で国内の林業は衰退していった。現
在のパーム油輸入と国内の耕作放棄地の拡大は、その過去に
だぶってみえる。大きく違っている点があるとすると、現在
のほうが、製品の原料やエネルギー調達に対する企業の責任
がより重くなっていることかもしれない。消費者であるわた
したちも、日本で使われるパーム油の由来や使い方に厳しい
目を向けていくべきではないだろうか。

アマゾン熱帯林で実験的に作られた林縁．林縁には背の低い樹木
がびっしりと葉を茂らせている

植栽されたばかりのアブラヤシ園．大規模農園は奥地へと
広がっている

熟したアブラヤシの実．果肉と種子から油がとれ、種子の殻部分
も燃料とされる
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なお続く熱帯林の危機

世界の森林面積は、依然として減少傾向が続いているもの
の、前世紀に比べると消失速度はゆるやかになった。しかし
熱帯地域だけを見ると、消失速度は今なお上昇している。火
災や木材生産は森林「劣化」の重要な要因だが、近年目立

つのはグローバ
ル市場に向けた
パーム油や大豆
などを生産する
ための農地（と
りわけ大規模農
園）への転換に
よる森林「消失」
である。その背

景には、世界的な食料需要の増加に加え、温室効果ガス排出
削減への動きに支えられたバイオ・エネルギー需要の増加が
ある。

熱帯林は、高い生物多様性を誇り、貴重な遺伝資源を擁し
ている。しかし、人口増加や気候変動の緊急性を考えると、
熱帯林を犠牲にして食料や燃料生産に活用するのは、やむを
得ない。そう考える向きもあろう。しかし、熱帯林の農地へ
の転換にはさまざまな問題点が指摘されており、長期的な食
料生産や温室効果ガス削減に結びつくのか疑問も多い。

熱帯林の大規模農園への転換がもたらすもの

まず当初から指摘されてきたのは、熱帯林から大規模農園
への転換が、大きな二酸化炭素排出源となっていることで
ある。バイオ燃料生産のために森林を伐採するのであれば、

化石燃料の
かわりにバ
イオ燃料を
使 っ て も、
その温室効
果ガス削減
効果はみか
けよりずっ
と小さいも
のとなる。とくに、地下部にしばしば地上部を上回る量のバ
イオマスを蓄積している泥炭湿地林のアブラヤシ園への転換
は、その問題が大きい。

熱帯林の伐採は、その場所のバイオマスや生物多様性の喪
失をもたらすばかりではなく、周辺にもさまざまな波及効果
をもたらすと考えられている。その一つが、乾燥化である。

熱帯林が維持されるためには一定以上の降水量が必要だ
が、その降水量を支えているのは実は熱帯林そのものである。
というのも、熱帯林からは日中多くの水分が大気にもどって
いく。熱帯林に降り注ぐ雨の大半が、もともとは熱帯林から
蒸発したものなのだ。熱帯林が裸地になると蒸発量が少なく
なり、残された森林へ降る雨の量も減る。これを裏づけるよ
うに、すでに熱帯林での降水量の減少がいろいろな場所で観
測されている。雨が必要なのは農地も同じであるが、その農
地への雨も、熱帯林によって維持されていることをわたした
ちは忘れてはならない。

開発を免れた熱帯林は、連続した大きな森林ではなく、い
びつだったり、小さく分断されたりして残されることが多い。
このような森林の大きな問題点は、面積に比して長い『林縁』
である。森林の『縁（ふち）』は、森林の内部とは、いろい

京都大学准教授　酒井章子

大規模農園に転換される熱帯林

ボルネオ島の熱帯雨林

パーム油を絞る工場の屋上に積まれたアブラヤシの実
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が採択されている。2018 年 4 月には、日本初となる「綾ユ
ネスコエコパークセンター」が開所され、ビジターセンター
やセミナー室などが併設され、BR 活動の拠点となることが
期待されている（写真４）。

また、屋久島・口永良部島 BR では、2015 年に大噴火を
起こし、全島避難となった口永良部島を対象に、災害復興、
地域振興の理念的支柱として BR を活用する方針が定められ
ている。2018 年 2 月には、全国エコツーリズム大会の分科
会「口永良部島を中心にエコパークを考える」が開催され、
筆者が座長を務め、京都大学の山極寿一総長や口永良部島の
貴舩森区長、イオン環境財団などが集まり、口永良部島の将
来像や官民連携のあり方などが議論された（写真５）。

国内外の 700 近い BR が、地域特有の課題やビジョ
ンを持ちながら、それぞれのやり方で「持続可能な
発展のモデル地域」になるための努力を行い、相互
に情報共有を行い、切磋琢磨している。世界遺産や
ラムサール条約湿地といった類似の制度と異なるの
は、BR がネットワーク活動を重視しており、世界、
地域（東アジアやヨーロッパなど）、国内と様々なレ
ベルで情報共有や技能習得を推進するための国際会
議や管理者向けの訓練コース、講演会等を数多く設
置している点である。日本でも 2015 年 10 月に日本

ユネスコエコパークネットワーク（JBRN）が設置され、国
内レベルでの情報交換や協力体制の構築を目指している（図
３）。2017 年 8 月には JBRN とイオン環境財団との連携協
定も調印され、相互連携して、人と自然の共生を推進してい
くことが決まっている。ユネスコが BR を中心として、国連
の定める SDG ｓ（持続可能な開発目標）に貢献することを
謳っていることもあり、これから BR を目指す地域が国内外
で増えることが予想される。ユネスコエコパークが「持続可
能な発展のモデル地域」となることができるか、今後も注視
していきたい。

図３　日本ユネスコエコパークネットワークのロゴ

写真５　屋久島で開催された全国エコツーリズム大会のエコパーク分科会に集った人々
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を受け、基準を合格した産品のみが用
いることのできる Quality Brand の
2 種類が存在する（写真 1）。認証制度
を運用するのは、Dachmarke Rhön

（以下、DR）という団体であり、企業
がレーン BR の Quality Brand を使
用する際には、企業の職員数に応じて、
年間 90~2160 ユーロの支払いが求め
られる。2015 年時点で、184 の企業
がメンバーとなっており、レーン BR
の認証制度を活用している。いずれの
企業も対価に見合う認証の効果を感じ
なければ離脱するため、DR は、認証
制度の管理とマーケティングの双方に
真剣に取り組む必要がある（これは、
行政主導による補助金漬けの認証制度
と異なる点である）。同様のBR認証は、
韓国の済州島やインドネシアのチボダ
ス、ベトナムのカットバ島など、世界
中の BR で推進されており、BR にお
ける代表的な活動の一つと言える（写
真 3）。また、レーン BR では、地産地
消を推進するために、地域のレストラ
ンを「星」ならぬ「アザミ」の数で評
価している（写真 2）。地域で生産され
た食材を 20% 以上使っていたら 1 つ、
40% 以上で 2 つ、60% 以上で 3 つの
アザミが与えられる。ミシュランの星
のように一目で地域の食材利用状況が
分かるため、観光客の目安にもなる。

日本の BR も負けてはいない。宮崎
県の綾 BR では、地域大学との連携に
注力している。綾町は、2015 年に宮
崎大学、2016 年に南九州大学、2017
年に宮崎国際大学と「包括的連携に関する協定」を締結し、
これら大学の研究プロジェクトに対して 1 件 20 万円、年間
5-6 件の助成を行っている。綾 BR は、プロジェクトに必要
な連絡調整等の研究支援を行い、大学は研究成果を綾町に還

元することが求められる（綾町ユネスコエコパーク推進室に
は東京大学で博士号を取得した職員も従事している）。過去
には、綾町の生態系サービスを定量化する研究や外国人観光
客の満足度を高める研究、環境保全型農業に関する研究など

写真３　韓国の済州島にあるスーパー。済州島ＢＲの認証を受けた産品のみを扱うコーナーがある

写真４　綾ユネスコエコパークセンター外観
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持続可能な発展」に資することが求められる。
人は生活するうえで、水や空気、土壌や生物資源など、

自然の恵みを享受している。私達人間の暮らしは自然な
しでは成り立たないが、同じく、自然も人間を必要とす
るケースがある。例えば、田んぼや畑、里山、牧草地など、
人が介入することで形成された二次的自然に依存する動
植物は数多い。日本にいる絶滅危惧種のうち約半数は、
こうした二次的自然に生息するとも言われる。都市に住
んでいると気が付かないことも多いが、人と自然は相互
に密接に連関している。こうした「人と自然の関係」を
健康な状態で保ち、持続可能な発展を目指す地域が、BR
＝ユネスコエコパークとして登録される。

BR として登録されるには、登録を目指す地方自治体
が日本ユネスコ国内委員会（事務局は文部科学省）に申
請書を提出する必要がある。日本ユネスコ国内員会で申
請が認められたら、日本国として、ユネスコに申請書が
送付される。次に、ユネスコ事務局長が委嘱する BR 国
際諮問委員会（12 名の専門家からなる）が書類審査を行
い、登録、情報照会、登録延期、不登録の勧告がなされる。
最終的に、世界 34 カ国の代表からなるユネスコ MAB 国
際調整理事会にて審議が行われる。審査プロセスは世界
遺産と類似しているが、BR の場合、専門家による現地調
査がない点が異なり、地元でのメディア報道も少ない現
状にある（今後は、BR の人気が高まることも予見され、
現地調査を加えるように筆者は提言している）。世界自然
遺産の推薦が、トップダウン的に決められるのに対して、
BR は、地方自治体が申請者・管理者となるため、必然的
に「地域が主役」となる点も特徴である。

「海外や国内での取り組み」

では、BR が「持続可能な発展のモデル地域」となるた
めに、具体的にどのような取組が行われているのか。海
外や国内の事例を挙げたい。

ドイツのレーン BR では、地域の伝統的な農村景観を保
全し、農産品や観光の付加価値を高めるための取組が行わ
れている。その一つに、認証制度がある。レーン BR では、
地域で生産されたものであれば、使用料なしで自由に使
える Identity Brand と独自の厳しい基準に基づく審査

写真１　レーンＢＲで実施されている認証制度の種類

写真２　レーンＢＲで実施されている認証制度と地産地消を推進するアザミ
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ユネスコ（国連教育科学文化機関）が 1971 年に開始した
「人間と生物圏」計画（MAB 計画）が、存在感を増しつつある。
世界遺産条約（1972 年）の前年に誕生し、人と自然の共生
を目的に開始された同計画は、生物圏保存
地域（Biosphere Reserve, 略称 BR。日
本ではユネスコエコパークと通称される）
の指定で知られる。BR は、2018 年 9 月現
在、世界 122 カ国に 686 カ所あり、日本で
は白山やみなかみ、南アルプス、綾、屋久島・
口永良部島など 9 カ所が指定されている。
イリナ・ボコヴァ前ユネスコ事務局長は「世
界遺産は価値を保存する制度。BR は価値
を創造する制度」だと指摘し、ユネスコは、
BR を「持続可能な発展のモデル地域」と
位置づけ、多くの予算を投じて支援してい
る。日本では、まだ知名度の低い “BR（ユ
ネスコエコパーク）” とは、一体、どの
ような制度なのか。筆者は、ユネスコ
の「BR 管理の標準枠組み」設計プロジェ
クトの主査を務め、世界中の BR を視
察してきた。簡潔に紹介したい。

「ユネスコエコパーク（BR）の特徴」

BR の特徴は、人が居住し、産業が行
われている地域を含め、丸ごと保護区
として登録する点である。図２にある
ように、BR は、自然を厳重に保護する
ことを目的とした「核心地域」、自然を
守りながら環境教育やエコツーリズム

などに活用する「緩衝地域」、そして、環境と調和した暮ら
しや持続可能な発展を目指す「移行地域」から構成される。
これら地域は、BR の目的である「自然保護、学術研究支援、

東京大学准教授　田中俊徳

ユネスコエコパーク
持続可能な発展のモデル地域となるか？

図１　ユネスコMAB計画のロゴ（人と自然の関係に注目した史上初の国際的な自然保護制度。ロゴの中央上部
に人の形が見える）

図２　ユネスコエコパークの概念図
　　　南アルプスユネスコエコパークウェブサイト http://minami-alps-br.org/about.html　より引用
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である。大岐海岸は、足摺半島の東側の付け根に位置し、足
摺宇和海国立公園の一部である。大岐海岸は別名大岐松原と
呼ばれ、かつてはクロマツが優占するマツ林であったという
ことであるが、私が見た林はタブノキを始めとした常緑広葉
樹が生長した照葉樹林であった（写真 2）。南北に 1.3km、
幅 200mの見事な海岸林である。生物学では、一
方向からの強い風の影響を受けて成立する風衝植生
というものを勉強するが、教科書で見るような海岸
植生を私は初めて日本の砂浜で見たかもしれない
（写真 3）。
この大岐海岸では、森林総合研究所四国支所の大
谷達也博士を中心としたチームが植生の成り立ちに
ついて研究を進めているが、少なくとも第二次世界
大戦以後もクロマツを主体とした海岸林であったこ
とは確かなようで、地域の住民も松枯れの影響を受
けるまで、ほとんどクロマツであったと言う。樹齢
100 年を超えるようなタブノキも存在するので、常
緑広葉樹も混在していたことは明らかであるが、い
ずれにしても 60 年から 70 年で見事な照葉樹林に

移り変わってきたようだ。
この大岐海岸の林はとても貴重な存在であると筆者は考え
ている。誤解を恐れずに言えば、クロマツ林を放っておいた
ら見事な照葉樹林になってしまったのである。先に述べたよ
うに、かつて必要に迫られマツ林が海岸線に造林され、活用
されながら維持されてきた。しかし、地域住民の生業と生活
の変化とともにその価値は大きく低下してしまった。人口減
少、高齢化も重なり、管理が放棄され、荒れ果てたマツ林は
あちこちの海岸線で見られる。一方で、日本の砂浜にはほと
んど自然林が残されていない上に、自然の海岸林を復元する
方法も確立されていない。大岐海岸の照葉樹林は、その方法
を明らかにするための貴重な存在である。
美しい白砂青松を次の世代に残せる、あるいは残すべき場
所では今後もそのための努力を払うべきであろう。だが、急
激な人口減少時代を迎え、すべての海岸林で同様な維持管理
はもはや不可能である。管理ができないのであれば、適切な
方法で植生を遷移させていく必要がある。また、日本の大部
分の海岸線では津波や高潮のリスクがある。自然の海岸林で
あっても防潮堤の代わりを果たすわけではないが、単調な構
造のクロマツ林より複雑な自然林の方が災害に対してもはる
かに効果的だろう。そして生物多様性保全の視点からは両者
は雲泥の差である。大岐海岸で明らかになる植生遷移のプロ
セスが、他の地域にも適用可能かどうかは分からないが、と
にかく今注目すべき海岸林であるということは確かである。

写真３　大岐海岸と海岸林（2018年2月に筆者が撮影）

写真２　大岐浜海岸林内のタブノキ（2017年12月に筆者が撮影）
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白砂青松とは、白い砂浜とその背後の青々としたマツの風
景を表す言葉であるが、日本の美しい海岸風景の典型として
知られている。日本三景として名高い天橋立は、砂州の上に
クロマツが生育していて、国指定の文化財である特別名勝に
指定されている。他にも虹ノ松原（佐賀県）、高田松原（岩
手県）、三保松原（静岡県）、気比の松原（福井県）、慶野松
原（兵庫県）、入野松原（高知県）など、国が指定している
特別名勝、名勝があり、県や市町村が指定する松原は、さら
にたくさんある。ゆえに多くの人々が日本の砂浜というと白
砂青松を容易に想像するだろう。しかし、この松（たいてい
はクロマツ）が、ほとんど植栽されたものであることを知る
人はそれほど多くない。その多くが江戸時代以降に防潮や防
砂の目的で植林されたと言われている。
東日本大震災による津波で大きな被害を受け、奇跡の一本
松だけが残った高田松原が有名になったが、各地のマツ林が

大きな被害を受けた。流出した倒木が市街地の被害を大きく
したとの指摘も聞かれたが、その後の検証では一定の津波被
害軽減効果が明らかになっている。
復興にあたっては、写真 1のようにクロマツが大規模に
植林されている。地下水が高い砂浜では、根の生育が悪く、
津波の威力の前に根こそぎ倒れてしまったという検証結果に
基づき、植林に際しては山砂を使い土盛りし、苗が植えられ
ている。しかし、自然の海岸植生が復活しつつあった場所に、
再び大規模にクロマツを植林すること自体が海岸の生態系に
大きな悪影響を及ぼすという指摘もある。日本の砂浜と言え
ば、白砂青松なのだから、松を植えることは当然だと思われ
ている節もあるが、東日本大震災以前からマツ林は松枯れに
よる被害を受け、その防除のために多額の予算と労力が費や
されてきた。かつての海岸のマツ林は、防潮、防砂機能以外
に、建築材、薪、焚き付け用の松葉、肥料、松根油など人々
の生活に欠かせないもので、それ故に地域住民によって維
持管理がされてきた。
筆者は昨年末に高知県土佐清水市の大岐海岸を初めて訪

れた（図 1）。
土佐清水市
はご承知の
ように南海
トラフ巨大
地震による
津波で、最
高レベルの
津波に直面
する可能性
がある地域

慶應義塾大学教授　一ノ瀬友博

人口減少時代の海岸林
―土佐清水市大岐海岸

写真１　東日本大震災津波被災地のクロマツ植林（岩沼市において2017年9月に筆者が撮
影）

図１　大岐海岸の位置（国土地理院の電子地形図（タイル）に
地名を追記して掲載）

大岐海岸
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あとがき

森林や環境の問題に関わってきた研究者とジャーナリストで構成する森林環境研究会

は、森林文化協会の専門委員会として年間の研究テーマを選び、その成果を年報という

形で発表している。新しい編集方式に移行した今回の特集テーマ「森林環境　多事争論」

の狙いは、「はじめに」で責任編集者が述べた通りである。また、注目すべき話題につ

いて取り上げてきたトレンド・レビューのコーナーも新方式を試み、協会のブログで公

開した研究会メンバーの論考を収録した。緑のデータ・テーブルには、2018 年におけ

る朝日新聞の報道と各種プレスリリースから重要と思われるものをピックアップし、森

林・環境問題をめぐる 1 年間の動きをたどった。

この年報が、これまで以上に多くの方々に読まれ、森林文化協会が理念とする「山と

木と人の共生」に向けての歩みが少しでも進むことを願う。

森林文化協会　斎藤義浩
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