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「
環
境
」
は
、
い
ま
や
人
類
が
直
面
す
る
最
重
要
課
題
と
書
っ
て
過
言
で
な
い
。
地
球
温
暖
化
や
環
境
破
壊
に
対
し
て
、
世
界
中
の
国
々
の

間
で
、
国
際
的
な
協
議
や
対
策
が
講
じ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
環
境
」
は
、
人
類
全
体
の
政
治
的
・
国
際
的
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
以
前
に
、
入
々
の
毎
日
の
生
活
に
密
着
し
た
問
題
で
あ
る
。
琵
琶
湖
畔
に
暮
ら
し
て
い
る
私
な
ど
は
、
湖
の
水
質
保
全
に
絡
む
「
環
境
」

の
話
題
を
毎
日
の
よ
う
に
耳
に
す
る
。
想
え
ば
、
大
学
の
学
部
や
学
科
な
ど
の
名
前
に
「
環
境
」
の
二
文
字
を
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
す
で

に
久
し
い
。

　
史
学
研
究
会
が
関
わ
る
学
問
分
野
で
は
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
地
理
学
が
早
く
か
ら
研
究
上
「
環
境
」
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
き
た

し
、
歴
史
学
・
考
古
学
で
も
、
環
境
史
や
環
境
考
古
学
と
い
っ
た
学
問
分
野
が
す
で
に
確
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
史
学
全
般
を
眺
め
れ
ば
、

地
理
学
ほ
ど
正
面
か
ら
「
環
境
」
を
研
究
の
論
点
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
優
れ
た
実
績
は
い

く
つ
も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
本
会
元
理
事
長
で
ギ
リ
シ
ア
史
家
の
藤
縄
謙
三
教
授
の
論
文
は
、
そ
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
藤
縄
教
授
は
、
一
九

八
二
年
に
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
自
然
の
荒
廃
の
問
題
」
と
い
う
長
大
な
論
文
を
発
表
し
て
い
る
（
『
西
洋
古
典
学
研
究
』
第
三
〇
巻
）
。
こ

の
論
文
の
中
で
教
授
は
、
古
く
は
緑
豊
か
な
大
地
で
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ア
が
、
今
日
で
は
大
部
分
が
荒
涼
た
る
岩
山
の
目
立
つ
風
景
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
理
由
を
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
海
で
の
戦
い
の
た
め
に
森
林
を
伐
採
し
て
驚
く
ほ
ど
多
く
の
船
を
作
っ
た
こ
と
な
ど
を
史
料
を
渉
猟
し
つ
つ

説
得
的
に
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
緑
が
失
わ
れ
荒
野
と
な
っ
た
ギ
リ
シ
ア
の
環
境
が
、
太
古
以
来
信
仰
さ
れ
て
き
た
異
教
か
ら
人
々
が
離
れ
て
、

茨
を
象
徴
と
す
る
苦
悩
の
宗
教
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
ま
さ
に
そ
の
心
性
を
生
み
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
論
文
の
よ
う
な
試
み
は
、
今
日
の
西
洋
古
代
史
研
究
で
も
稀
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
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二
〇
〇
入
年
度
の
史
学
研
究
会
の
例
会
で
、
共
通
論
題
と
し
て
「
環
境
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
歴
史
学
、
地
理
学
、
考
古

学
の
研
究
者
が
こ
の
「
環
境
」
を
共
同
で
論
じ
た
な
ら
ば
、
一
般
社
会
に
む
け
て
も
影
響
力
を
持
つ
よ
う
な
意
義
深
い
「
環
境
」
認
識
が
得
ら

れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
分
野
で
も
新
た
な
発
見
や
展
開
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
期
待
か
ら
で
あ
っ
た
。
京
都
大
学
文

学
研
究
科
の
関
係
専
修
教
員
に
例
会
の
研
究
報
告
者
候
補
推
薦
を
依
頼
し
、
童
名
の
報
告
者
と
艶
名
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
決
定
し
て
、
御
斎

暴
い
た
だ
い
た
。
そ
の
際
、
「
環
境
」
と
は
一
般
に
「
自
然
環
境
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
や
す
い
が
、
例
会
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
こ
の
意

味
に
限
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
分
野
で
広
く
捉
え
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願
い
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
皆
さ
ん
の
御
尽
力
で
、
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
年
）
四
月
一
九
日
に
開
催
の
史
学
研
究
会
例
会
は
、
一
〇
〇
名
を
越
え
る
参

加
者
を
得
、
内
容
的
に
も
す
こ
ぶ
る
有
意
義
な
も
の
と
な
っ
た
。
本
号
は
、
こ
の
例
会
で
の
研
究
報
告
を
踏
ま
え
て
執
筆
い
た
だ
い
た
論
文
を

核
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
号
論
説
の
う
ち
、
日
本
史
の
橋
本
道
範
氏
（
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
）
と
井
黒
忍
音
（
日
本
学
術
振
興
会
）
の
論
文

は
、
例
会
第
一
部
「
環
境
を
生
き
る
1
水
と
生
業
の
歴
史
」
で
お
話
し
い
た
だ
い
た
も
の
を
基
と
す
る
。
北
村
昌
史
氏
（
大
阪
市
立
大
学
）
、
水

野
祥
子
氏
（
九
州
産
業
大
学
）
、
祖
田
亮
次
氏
（
北
海
道
大
学
）
の
論
文
は
、
例
会
の
第
二
部
「
環
境
を
変
え
る
－
住
環
境
と
自
然
環
境
を
め
ぐ
る

施
策
と
思
考
」
に
お
い
て
話
し
て
い
た
だ
い
た
報
告
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
例
会
の
第
三
部
で
は
考
古
学
の
松
井
章
氏
（
奈
良
文
化
財
研

究
所
）
、
西
南
ア
ジ
ア
史
学
の
川
本
正
知
氏
（
奈
良
産
業
大
学
）
、
そ
し
て
現
代
史
学
の
鶴
見
太
郎
氏
（
早
稲
田
大
学
）
に
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い

て
討
論
を
お
こ
な
っ
た
が
、
鶴
見
氏
に
は
御
自
身
の
研
究
の
立
場
か
ら
「
環
境
」
に
注
目
し
た
御
論
文
を
本
号
に
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
本
号
に
は
、
以
上
の
六
編
の
論
文
だ
け
で
な
く
、
中
国
古
代
史
専
攻
の
吉
本
道
雅
氏
（
京
都
大
学
）
か
ら
環
境
考
古
学
に
関
わ
る
研
究
動
向

を
、
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
専
攻
の
永
田
諒
一
氏
（
岡
山
大
学
）
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
の
「
小
氷
期
」
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
を
寄
稿
い
た
だ
い
た
。

こ
う
し
て
、
本
号
は
、
専
門
分
野
の
違
い
を
越
え
て
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
雄
編
八
編
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
歴
史

学
・
地
理
学
・
考
古
学
の
「
環
境
」
に
関
わ
る
研
究
活
動
の
広
が
り
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
本
号
は
四
編
の
書
評
と
一
編
の
紹
介
文
も

掲
載
し
て
い
る
。
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環
境
破
壊
や
環
境
保
護
と
い
っ
た
今
真
っ
盛
り
の
テ
ー
マ
を
単
純
に
過
去
に
遡
ら
せ
、
歴
史
学
研
究
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
、

時
代
錯
誤
の
批
判
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
環
境
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
は
ず
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
現
代

へ
の
筋
道
に
慎
重
に
絡
め
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
他
の
研
究
分
野
、
さ
ら
に
は
～
般
社
会
に
む
け
て
も
有
効
な
研
究
成
果
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
本
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
に
は
、
個
々
の
分
野
に
即
し
て
眺
め
る
と
、
従
来
の
有
力
説
を
痛
切
に
批
判
す
る
も
の
や
わ
が
国
で
初
め
て
の
史

料
を
使
っ
て
実
証
研
究
す
る
も
の
、
問
題
の
議
論
の
あ
り
方
の
基
礎
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
、
そ
し
て
問
題
の
輪
郭
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
す

る
も
の
な
ど
、
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
号
を
手
に
と
っ
て
く
だ
さ
っ
た
読
者
に
は
、
各
論
説
・
研
究
動
向
が
個
々
に
論
じ
る
テ
ー
マ
や
論

点
だ
け
で
な
く
、
数
編
の
論
説
・
研
究
動
向
、
そ
し
て
書
評
・
紹
介
に
も
通
じ
る
よ
う
な
、
共
通
す
る
論
点
を
発
見
し
て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し

く
思
う
。
そ
し
て
、
歴
史
学
、
地
理
学
、
考
古
学
が
共
通
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
「
環
境
」
に
か
か
わ
る
論
点
は
何
か
、
ま
た
共
通
し
て

は
扱
え
な
い
論
点
、
あ
る
い
は
学
問
の
違
い
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
異
な
る
「
環
境
」
へ
の
対
応
は
何
か
な
ど
、
概
究
法
や
史
料
の
性
格
、
議
論

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
問
題
を
発
見
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
「
環
境
」
だ
け
で
な
く
、
自
身
が
関
わ
る
専
門
領
域
の
学

問
的
性
格
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
理
解
が
深
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
よ
ろ
し
く
御
検
討
願
い
ま
す
。
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