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名大さんが行く 25

　中国、重慶で生まれ育った周君如さん。「日本に行きた

かった」という夢をかなえて、４年前名古屋大学にやって来

た。中国、韓国で暮らした経験から、日中韓の連携で大気

汚染問題に取り組めたら。そのための研究がしたいと、経

済環境論講座の中田実研究室の門をたたいた。とはいえ、

経済学の分野でも、「環境経済学」はゼロからのスタート。

中田先生から、その基礎をみっちりたたき込まれた。

　最近の研究テーマは「中国における多階層の大気汚染

政策」。中央政府と地方政府での環境政策のちがいを明ら

かにしながら理論モデルを導いて、最適な環境政策を組み

立てようというもの。先行研究が少ないことが悩みと周さ

ん。「自分は中国人なので大気汚染も実感しています。そこ

に少しだけでも役立てればいい」と研究に取り組んでいる。

研究室では、すでに先輩格。「後輩はかわいい！」と、初めて

のまちで暮らす留学生たちを気にかける。

　将来は、「中国でも、日本でも、研究者の道に行けたら幸

せ」と周さん。「自分一人の戦い」という“研究”と、学生たち

に親身に接する、中田先生のような“教育者”の両立を思い

描いている。

周 君如（シュウ クンジョ）さん
社会環境学専攻　経済環境論講座　博士後期課程　１年
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編集後記●
　リスクが存在する場合にはリスクの種類や大きさ等を知ることに加え、それらを踏まえてどう意思決定するかを考え対応していく必
要があります。そこで今回のエコラボトークではリスクのガバナンスに注目し、リスクが存在する場合の合意形成や政策策定についてお
話をうかがいました。その中でガバナンスのアクターが政府から企業や市民社会を含めたものに広がっているという話が印象に残りま
した。エコラボトークにご参加いただいた皆様並びに原稿のご執筆やインタビューに応じていただいた皆様に感謝申し上げます。

（中野牧子）

【環・37号　広報委員会】　
中野 牧子（環３7号編集委員長）

勅使川原 正臣（広報委員長）

三村 耕一

坂井 亜規子

井料 美帆

上村 泰裕

山岡 耕春

特集●リスクのガバナンス
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エコラボトーク

リスクのガバナンス  その先にあるもの
　立川 雅司
　丸山 康司
   高橋 誠 

環境学の未来予測  25

リスクのガバナンス
　藤田 耕史／平山 修久／伊賀 聖屋

環境学の授業拝見！　
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今号の表紙から読み解く環境学のキーワード 25

　岩手県宮古市田老地区は、「津波太郎」と称されるほどに、繰り返し津波に
襲われてきた。明治三陸津波（1896年）では8割以上の住民を失い、およそ
40年後の昭和三陸津波（1933年）でも壊滅的と言えるほどの被害を受けた。
復興に際して当時の田老村当局は、高所移転しかないという国や県の基本方
針を退け、防潮堤の建設と市街地の再整備による現地復興を決めた。1940
年調査に訪れた地理学者の山口弥一郎は、一部完成した防潮堤を目の当た
りにして「如何にも津浪より護られた都市の如き観を呈してゐる」（『津浪と村』、
原文ママ）と述べている。その後のチリ津波（1960年）では、幸いにして被害は
皆無だったが、地理学者の田辺健一によれば、津波がここでは小さく、防潮堤
には至らなかったという。
 2011年3月11日、再び襲来した津波は防潮堤を破壊し、市街地をほぼ壊滅
させ、200余名の生命を奪った。結局、防潮堤によって田老が守られることはな
かった。復興計画は、今度は高所移転に舵を切り、併せて、以前より5メートル
高い防潮堤を新たに建設することにした。生活は不便になり、事業の完了を待
たずに町を出た人も少なくない。必ずや、津波はまたやってくるだろう。しかし、い
つどのくらいの津波がやってくるか、最新科学でも正確にはわからない。私たち
は、この難問にどうやって答えを出したらいいだろうか。

社会環境学専攻　高橋 誠 教授

表紙写真：上・田老地区全景（2019.2.24）　下・田老地区の新しい防潮堤（2018.9.6）高橋撮影
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ぞ
れ
の
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究
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野
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今
日
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葉
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。
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介
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葉
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。
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。
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。
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す
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東京大学大学院社会学研究科修
士課程中退。博士（農学）。農林水
産政策研究所、茨城大学などを経
て、現職。専門は、食と農の社会
学、科学技術社会論。最近はゲノム
編集技術をめぐる社会動向などを
研究。著書に遺伝子組換え作物を
めぐる「共存」など。

立川 雅司 たちかわ まさし

食
品
安
全
政
策
は
、
科
学
的
な
安
全

が
担
保
さ
れ
れ
ば
流
通
可
能
に
な
り

ま
す
。
遺
伝
子
組
換
え
食
品
な
ど
に

一
般
の
人
た
ち
は
懸
念
を
持
つ
わ
け

で
す
が
、
科
学
的
に
安
全
と
認
め
ら

れ
れ
ば
流
通
す
る
。
リ
ス
ク
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
な
か
で
も
、
す
ご
く
科
学

的
な
リ
ス
ク
な
ん
で
す
。
た
ぶ
ん
ほ

か
の
分
野
と
は
少
し
ア
プ
ロ
ー
チ
が

違
う
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

丸
山　

専
門
は
環
境
社
会
学
で
す
。

最
近
で
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導

入
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
環
境

影
響
の
リ
ス
ク
を
ど
う
考
え
る
か
を

研
究
し
て
い
ま
す
。
環
境
問
題
を
解

決
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
の
社
会
的
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
テ
ー

マ
で
す
。

　

む
ず
か
し
い
の
は
、
科
学
が
必
ず

し
も
答
え
を
出
せ
な
い
場
合
が
あ
る

こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
景
観
と
か

音
、
臭
い
、
は
っ
き
り
し
た
影
響
が

現
れ
始
め
る
ポ
イ
ン
ト
が
み
つ
か
ら

な
か
っ
た
り
、
評
価
者
の
主
観
に
よ

っ
て
事
業
の
評
価
が
プ
ラ
ス
に
な
っ

た
り
、
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
り
す

る
。
ど
こ
で
線
を
引
い
て
も
全
員
が

不
満
を
持
っ
て
し
ま
う
。
ど
う
い
う

リ
ス
ク
の
取
り
方
を
す
べ
き
か
、
み

ん
な
で
決
め
る
仕
組
み
を
つ
く
る
こ

と
も
研
究
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

高
橋　

辞
書
的
に
言
う
と
、
リ
ス
ク

は
中
立
的
な
概
念
で
す
。
何
か
が
起

こ
る
確
率
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
。
そ

の
影
響
を
良
か
ら
ぬ
こ
と
と
考
え
る

の
か
、
ど
の
く
ら
い
を
許
容
範
囲
と

す
る
の
か
は
、
人
の
受
け
止
め
方
の

問
題
の
よ
う
で
す
。
た
だ
、
ど
う
も
、

個
人
に
対
す
る
影
響
と
社
会
に
対
す

る
影
響
は
違
う
み
た
い
で
す
ね
。

立
川　

I
R
G
C
＊
が
提
唱
し
て
い

る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
は
、
リ
ス

ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
コ
ン
サ
ー

ン
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
あ
っ
て
、
リ

ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
科
学
的
な

評
価
、
コ
ン
サ
ー
ン
・
ア
セ
ス
メ
ン

ト
は
、
今
言
わ
れ
た
景
観
の
よ
う

な
、
社
会
科
学
的
な
懸
念
に
対
し
て

の
評
価
で
、
本
来
は
こ
れ
に
つ
い
て

も
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
た
方
が
い
い
と

言
っ
て
い
ま
す
。

　

リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
で
は
、
よ

く
予
防
原
則
が
議
論
さ
れ
ま
す
が
、

ど
の
分
野
に
対
し
て
議
論
さ
れ
る
の

か
、
け
っ
こ
う
国
に
よ
っ
て
違
い
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
は
煙
草
や
大
気
汚

染
、
テ
ロ
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
遺
伝
子
組
換
え
食
品
や
化
学
物
質

に
対
し
て
予
防
原
則
が
発
動
さ
れ
ま

す
。
国
、
時
代
に
よ
っ
て
も
違
う
。

で
す
か
ら
現
代
の
日
本
社
会
で
ど
う

い
う
と
こ
ろ
に
、
ど
う
い
う
リ
ス

ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
が
必
要

か
、
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
検
討
し
な

い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

丸
山　

景
観
で
言
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
な
ど
は
風
力
発
電
が
中
止
に
な
る

原
因
の
ほ
と
ん
ど
が
景
観
で
す
。
日

本
で
は
景
観
が
原
因
に
な
っ
た
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
が
社
会
の
違
い
。
何

が
問
題
に
な
る
か
、
社
会
的
コ
ン
テ

ク
ス
ト
、
文
化
で
か
な
り
違
う
。
だ

か
ら
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
影
響
を
受
け
る
人
た

ち
が
限
定
さ
れ
る
場
合
は
、
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
が
ち
ゃ
ん
と
納
得
で
き
る

線
を
見
つ
け
る
こ
と
が
、
答
え
の
出

し
方
に
な
り
得
る
ん
で
す
。
そ
の
と

き
に
や
は
り
科
学
的
知
見
は
必
要
で

す
。
鳥
が
ぶ
つ
か
っ
て
死
ぬ
確
率
は

ど
れ
く
ら
い
か
。
ど
れ
く
ら
い
な
ら

許
容
で
き
る
か
。
た
だ
、
そ
の
線
の

引
き
方
は
地
域
に
よ
っ
て
変
わ
る
の

で
、
ケ
ー
ス
ケ
ー
ス
で
決
め
て
い
っ

た
方
が
合
理
的
。
一
律
に
決
め
る
と

か
え
っ
て
大
変
に
な
り
ま
す
。

高
橋　

災
害
の
話
で
言
う
と
、
同
じ

リ
ス
ク
を
扱
っ
て
も
、
自
然
科
学
者

と
社
会
科
学
者
で
は
使
い
方
が
微
妙

に
違
っ
て
、
地
震
学
で
リ
ス
ク
と
言
っ

た
場
合
は
、
簡
単
に
言
え
ば
地
震
が

起
こ
る
蓋
然
性
の
こ
と
を
指
し
ま
す

が
、
そ
れ
が
社
会
に
ど
ん
な
影
響
を

与
え
る
か
は
社
会
科
学
の
問
題
で

す
。
ハ
ザ
ー
ド
掛
け
る
曝
露
量
。
最

近
で
は
、
そ
こ
に
脆
弱
性
を
掛
け
た

り
、
受
容
力
や
回
復
力
で
割
っ
た
り

し
ま
す
。

丸
山　

そ
れ
で
言
う
と
、
便
益
が
あ

る
か
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
リ
ス

ク
っ
て
、
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
注
目
さ

れ
が
ち
で
す
が
、
投
資
リ
ス
ク
の
よ

う
に
バ
ラ
ン
ス
で
見
る
も
の
で
す
。

立
川　

リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
ど

う
い
う
ふ
う
に
制
度
化
す
る
か
と
い

う
と
き
、
け
っ
き
ょ
く
日
本
の
制
度

は
リ
ス
ク
に
関
し
て
は
政
策
的
な
関

与
が
あ
り
ま
す
が
、
便
益
に
つ
い
て

は
市
場
に
委
ね
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が

多
い
。
で
す
か
ら
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
な
か
に
便
益
が
包
摂
さ
れ
ず

に
検
討
さ
れ
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
遺
伝
子
組
み
換
え
技
術

が
出
て
き
た
と
き
に
、
ど
う
管
理
す

べ
き
か
と
い
う
リ
ス
ク
だ
け
が
注
目

さ
れ
た
。
本
当
は
新
し
い
技
術
を
世

の
中
に
ど
う
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
か
、
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
も
総
合

的
に
考
え
た
方
が
い
い
ん
だ
け
れ
ど

も
。
そ
れ
は
制
度
的
に
あ
ま
り
考
え

な
い
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。
で
す
か
ら
フ
ォ
ー
カ
ス
の
当
て

方
が
政
策
や
制
度
に
な
っ
た
と
き
に

偏
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
市
場
に
委

ね
た
場
合
、
自
由
競
争
の
世
界
で
そ

の
便
益
を
誰
が
享
受
す
る
の
か
。
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
、
不
公
正
が
出
て
き
た

場
合
も
制
度
的
に
は
フ
ォ
ロ
ー
し
な

い
ん
で
す
。
害
悪
と
か
明
ら
か
に
病

気
に
な
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の

で
な
い
限
り
、
国
は
介
入
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

丸
山　

社
会
学
が
問
題
に
す
る
の

は
、
あ
る
リ
ス
ク
が
起
こ
る
と
し

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
誰
が
便
益
を
得

て
、
誰
が
リ
ス
ク
を
負
う
の
か
。
リ

ス
ク
と
便
益
の
分
配
構
造
で
す
よ

ね
。
一
方
に
便
益
だ
け
を
得
て
い
る

人
が
い
て
、
一
方
で
リ
ス
ク
だ
け
を

取
る
人
が
い
る
場
合
は
、
社
会
的
公

正
さ
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら

リ
ス
ク
と
便
益
の
問
題
と
同
時
に
、

意
思
決
定
に
関
与
で
き
る
か
ど
う
か

と
い
う
話
も
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

だ
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
大
事
に
な
る

ん
で
す
。
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国
、
時
代
、
社
会
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
で

リ
ス
ク
の
捉
え
方
は
異
な
る
。

政
府
か
ら
市
民
へ
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
主
体
を

広
げ
る
。

自然災害の地理学研究に取り組ん
でいます。このエコラボトークでは、
「都市・農村から見る持続可能な
社会の構築」（Vol.24）で、新進気
鋭の建築学者との対話に苦闘しま
したが、今回は聞き役に徹します。
二人の専門家を前に、やや緊張して
います。

高橋 誠 たかはし まこと

環境保全に伴う社会的摩擦やジレ
ンマについての研究に従事し、現在
は再生可能エネルギーの導入に伴
う諸問題に取り組んでいる。地方自
治体のエネルギー政策や市民出資
など地域密着型の事業づくりにもか
かわっている。著書：「再生可能エネ
ルギーの社会化」（有斐閣）、「再生
可能エネルギーのリスクとガバナン
ス」（ミネルヴァ書房）ほか。
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士課程中退。博士（農学）。農林水
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立川 雅司 たちかわ まさし

食
品
安
全
政
策
は
、
科
学
的
な
安
全

が
担
保
さ
れ
れ
ば
流
通
可
能
に
な
り

ま
す
。
遺
伝
子
組
換
え
食
品
な
ど
に

一
般
の
人
た
ち
は
懸
念
を
持
つ
わ
け

で
す
が
、
科
学
的
に
安
全
と
認
め
ら

れ
れ
ば
流
通
す
る
。
リ
ス
ク
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
な
か
で
も
、
す
ご
く
科
学

的
な
リ
ス
ク
な
ん
で
す
。
た
ぶ
ん
ほ

か
の
分
野
と
は
少
し
ア
プ
ロ
ー
チ
が

違
う
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

丸
山　

専
門
は
環
境
社
会
学
で
す
。

最
近
で
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導

入
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
環
境

影
響
の
リ
ス
ク
を
ど
う
考
え
る
か
を

研
究
し
て
い
ま
す
。
環
境
問
題
を
解

決
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
の
社
会
的
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
テ
ー

マ
で
す
。

　

む
ず
か
し
い
の
は
、
科
学
が
必
ず

し
も
答
え
を
出
せ
な
い
場
合
が
あ
る

こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
景
観
と
か

音
、
臭
い
、
は
っ
き
り
し
た
影
響
が

現
れ
始
め
る
ポ
イ
ン
ト
が
み
つ
か
ら

な
か
っ
た
り
、
評
価
者
の
主
観
に
よ

っ
て
事
業
の
評
価
が
プ
ラ
ス
に
な
っ

た
り
、
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
り
す

る
。
ど
こ
で
線
を
引
い
て
も
全
員
が

不
満
を
持
っ
て
し
ま
う
。
ど
う
い
う

リ
ス
ク
の
取
り
方
を
す
べ
き
か
、
み

ん
な
で
決
め
る
仕
組
み
を
つ
く
る
こ

と
も
研
究
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

高
橋　

辞
書
的
に
言
う
と
、
リ
ス
ク

は
中
立
的
な
概
念
で
す
。
何
か
が
起

こ
る
確
率
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
。
そ

の
影
響
を
良
か
ら
ぬ
こ
と
と
考
え
る

の
か
、
ど
の
く
ら
い
を
許
容
範
囲
と

す
る
の
か
は
、
人
の
受
け
止
め
方
の

問
題
の
よ
う
で
す
。
た
だ
、
ど
う
も
、

個
人
に
対
す
る
影
響
と
社
会
に
対
す

る
影
響
は
違
う
み
た
い
で
す
ね
。

立
川　

I
R
G
C
＊
が
提
唱
し
て
い

る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
は
、
リ
ス

ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
コ
ン
サ
ー

ン
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
あ
っ
て
、
リ

ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
科
学
的
な

評
価
、
コ
ン
サ
ー
ン
・
ア
セ
ス
メ
ン

ト
は
、
今
言
わ
れ
た
景
観
の
よ
う

な
、
社
会
科
学
的
な
懸
念
に
対
し
て

の
評
価
で
、
本
来
は
こ
れ
に
つ
い
て

も
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
た
方
が
い
い
と

言
っ
て
い
ま
す
。

　

リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
で
は
、
よ

く
予
防
原
則
が
議
論
さ
れ
ま
す
が
、

ど
の
分
野
に
対
し
て
議
論
さ
れ
る
の

か
、
け
っ
こ
う
国
に
よ
っ
て
違
い
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
は
煙
草
や
大
気
汚

染
、
テ
ロ
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
遺
伝
子
組
換
え
食
品
や
化
学
物
質

に
対
し
て
予
防
原
則
が
発
動
さ
れ
ま

す
。
国
、
時
代
に
よ
っ
て
も
違
う
。

で
す
か
ら
現
代
の
日
本
社
会
で
ど
う

い
う
と
こ
ろ
に
、
ど
う
い
う
リ
ス

ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
が
必
要

か
、
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
検
討
し
な

い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

丸
山　

景
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と
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
な
ど
は
風
力
発
電
が
中
止
に
な
る

原
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の
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と
ん
ど
が
景
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で
す
。
日
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は
景
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が
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に
な
っ
た
こ
と

は
な
い
。
そ
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社
会
の
違
い
。
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題
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る
か
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的
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ン
テ
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ス
ト
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で
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な
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違
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。
だ

か
ら
、
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エ
ネ
ル
ギ
ー
の
プ

ロ
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ェ
ク
ト
で
影
響
を
受
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た
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れ
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納
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き
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し
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な
り
得
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で
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。
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と
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は
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科
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必
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で
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確
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は

ど
れ
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い
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ど
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か
。
た
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、
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地
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に
よ
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て
変
わ
る
の

で
、
ケ
ー
ス
ケ
ー
ス
で
決
め
て
い
っ

た
方
が
合
理
的
。
一
律
に
決
め
る
と

か
え
っ
て
大
変
に
な
り
ま
す
。
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の
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で
言
う
と
、
同
じ
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を
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っ
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も
、
自
然
科
学
者

と
社
会
科
学
者
で
は
使
い
方
が
微
妙

に
違
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て
、
地
震
学
で
リ
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ク
と
言
っ

た
場
合
は
、
簡
単
に
言
え
ば
地
震
が

起
こ
る
蓋
然
性
の
こ
と
を
指
し
ま
す

が
、
そ
れ
が
社
会
に
ど
ん
な
影
響
を

与
え
る
か
は
社
会
科
学
の
問
題
で

す
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弱
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け
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り
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受
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力
や
回
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。
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で
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と
、
便
益
が
あ

る
か
に
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化
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て
し
ま
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も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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ク
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、
マ
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ス
の
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が
注
目
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が
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す
が
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投
資
リ
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の
よ
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に
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で
見
る
も
の
で
す
。
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に
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的
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関

与
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す
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遺
伝
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組
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換
え
技
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が
出
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た
と
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に
、
ど
う
管
理
す

べ
き
か
と
い
う
リ
ス
ク
だ
け
が
注
目

さ
れ
た
。
本
当
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新
し
い
技
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を
世

の
中
に
ど
う
受
け
入
れ
ら
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よ
う

に
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、
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
も
総
合

的
に
考
え
た
方
が
い
い
ん
だ
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組
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に
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と
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ま
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に
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た
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合
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由
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争
の
世
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そ

の
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が
出
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害
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明
ら
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に
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も
の

で
な
い
限
り
、
国
は
介
入
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と
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す
。
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学
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に
す
る
の

は
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あ
る
リ
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が
起
こ
る
と
し

て
、
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に
よ
っ
て
誰
が
便
益
を
得

て
、
誰
が
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を
負
う
の
か
。
リ
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と
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益
の
分
配
構
造
で
す
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ね
。
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に
便
益
だ
け
を
得
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る
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が
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て
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一
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だ
け
を

取
る
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が
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る
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合
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的
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が
問
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に
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ま
す
。
だ
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と
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問
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と
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に
、

意
思
決
定
に
関
与
で
き
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か
ど
う
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と
い
う
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も
問
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に
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。

だ
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
大
事
に
な
る

ん
で
す
。

＊International Risk
  Governance Council

国
、
時
代
、
社
会
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
で

リ
ス
ク
の
捉
え
方
は
異
な
る
。

政
府
か
ら
市
民
へ
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
主
体
を

広
げ
る
。

自然災害の地理学研究に取り組ん
でいます。このエコラボトークでは、
「都市・農村から見る持続可能な
社会の構築」（Vol.24）で、新進気
鋭の建築学者との対話に苦闘しま
したが、今回は聞き役に徹します。
二人の専門家を前に、やや緊張して
います。

高橋 誠 たかはし まこと

環境保全に伴う社会的摩擦やジレ
ンマについての研究に従事し、現在
は再生可能エネルギーの導入に伴
う諸問題に取り組んでいる。地方自
治体のエネルギー政策や市民出資
など地域密着型の事業づくりにもか
かわっている。著書：「再生可能エネ
ルギーの社会化」（有斐閣）、「再生
可能エネルギーのリスクとガバナン
ス」（ミネルヴァ書房）ほか。

丸山 康司 まるやま やすし

←

←



高
橋　

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
元
々
の
意
味

に
は
物
事
を
決
め
る
仕
組
み
、
調
整

や
統
治
と
い
う
言
葉
が
あ
て
ら
れ
ま

す
が
、
そ
の
使
わ
れ
方
に
は
か
な
り

時
代
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。

　

災
害
の
話
で
言
う
と
、
災
害
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
と
い
う
言
葉
を
、
ご
く
最

近
で
は
災
害
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
言

葉
に
置
き
換
え
る
動
き
が
出
て
き
ま

し
た
。
ど
こ
の
国
で
も
政
府
が
災
害

を
管
理
し
よ
う
と
す
る
仕
組
み
が
あ

り
ま
す
。
日
本
で
は
1
9
6
1
年
の

災
害
対
策
基
本
法
で
骨
格
が
決
め
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
体
制
を

「
防
災
の
国
家
化
」
と
言
う
人
も
い

ま
す
。
最
近
、
そ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

面
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
が
議
論
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
、
ガ
バ
ナ

ン
ス
と
い
う
言
葉
は
、
ど
う
使
わ
れ

て
い
ま
す
か
。

立
川　

今
、
「
ガ
バ
メ
ン
ト
か
ら
ガ

バ
ナ
ン
ス
へ
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
統
治
、
管
理
の
ア
ク

タ
ー
と
し
て
政
府
以
外
の
企
業
、
市

民
社
会
を
束
ね
る
形
で
管
理
の
あ
り

方
を
模
索
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
三
角

形
―
―
国
家
と
市
場
と
市
民
社
会
。

そ
の
な
か
で
ど
う
役
割
分
担
を
す
る

か
。
そ
れ
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し

ま
す
。
で
す
か
ら
防
災
の
国
家
化
と

い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
国
家
が
本
来

の
ミ
ニ
マ
ム
な
役
割
を
し
て
い
な
か

っ
た
の
を
位
置
づ
け
た
と
い
う
ふ
う

に
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

食
品
安
全
の
分
野
で
言
う
と
、
ガ

バ
ナ
ン
ス
は
ソ
フ
ト
ロ
ウ
と
ハ
ー
ド

ロ
ウ
で
議
論
さ
れ
ま
す
。
規
制
は
最

小
限
で
、
規
制
か
ら
少
し
は
ず
れ

る
、
た
と
え
ば
規
格
基
準
の
適
合
と

か
、
表
示
の
適
正
な
ど
に
つ
い
て
は

民
間
で
も
い
い
と
。
つ
ま
り
三
重
構

造
に
な
っ
て
い
て
、
一
番
広
い
と
こ

ろ
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
二
番
目
に
監

督
・
管
理
、
一
番
小
さ
い
と
こ
ろ
に

規
制
が
あ
り
ま
す
。

　

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
主
体
は
、
こ
れ
ま

で
は
ほ
と
ん
ど
政
府
で
し
た
が
、

GLO
BA
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の
よ
う
な
民
間
の

認
証
団
体
が
出
て
き
た
り
、
市
民
社

会
も
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ア
ク
タ
ー
と
し

て
参
加
す
る
動
き
が
あ
り
ま
す
。
第

三
者
認
証
機
関
で
な
く
て
も
、
生
産

者
と
消
費
者
の
信
頼
関
係
の
中
で
確

認
す
れ
ば
、
こ
れ
は
十
分
安
全
で
す

ね
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
枠
組
み
で

も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
市
民
社
会

の
中
で
新
し
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り

方
を
模
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

ぶ
ん
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
も
同
じ
議
論
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は

政
府
中
心
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
も
う
少
し
主
体
の
幅
を
広
げ
て

い
く
方
が
、
変
化
す
る
現
代
社
会
に

対
応
し
や
す
い
、
新
し
い
ガ
バ
ナ
ン

ス
を
模
索
す
る
上
で
も
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。

丸
山　

背
景
に
あ
る
の
は
、
一
つ
は

科
学
の
不
確
実
性
で
す
。
良
い
悪
い

を
科
学
的
手
法
で
白
黒
付
け
に
く
い

問
題
が
増
え
て
き
て
い
る
。
も
う
一

つ
は
価
値
の
多
様
化
。
気
持
ち
悪
い

と
か
、
見
た
目
が
悪
い
と
か
、
法
律

を
策
定
す
る
根
拠
が
曖
昧
で
、
制
度

化
す
る
の
が
む
ず
か
し
く
な
っ
て
い

る
。
で
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
完
全
に

自
由
に
す
る
わ
け
に
も
、
一
律
禁
止

に
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
広
い

意
味
で
の
管
理
、
選
択
を
通
じ
た
や

り
方
が
、
今
生
み
出
さ
れ
て
き
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

高
橋　

大
学
に
求
め
ら
れ
る
も
の
に

「
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
研
究
」
と

「
地
域
貢
献
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

二
つ
、
両
立
は
む
ず
か
し
い
ん
で
し

ょ
う
か
。
今
の
お
話
を
聞
く
と
、
ま

だ
誰
も
わ
か
っ
て
い
な
い
よ
う
な
社

会
の
あ
り
方
を
突
き
詰
め
る
こ
と

と
、
地
域
貢
献
と
は
成
り
立
つ
の
で

は
な
い
か
と
。

丸
山　

S
D
G
s
な
ど
で
よ
く
使
わ

れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
「
C
O
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
｜
共
創
」
が
あ
り
ま
す
。

た
ぶ
ん
最
適
解
は
ロ
ー
カ
ル
で
し
か

決
め
ら
れ
な
い
。
い
い
技
術
か
ど
う

か
は
ユ
ー
ザ
ー
と
の
関
係
性
で
決
ま

っ
て
き
ま
す
。
そ
の
な
か
で
最
適
解

を
み
つ
け
た
り
、
そ
こ
に
至
る
た
め

の
方
法
論
を
確
立
す
る
。
そ
こ
に
専

門
性
が
あ
っ
て
、
新
し
い
科
学
が
あ

る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ま
さ
に
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
仕
組
み
が
。

　

防
災
で
言
う
と
、
氾
濫
が
お
こ
る

頻
度
を
ど
の
く
ら
い
で
設
定
す
る
の

か
。
そ
の
頻
度
に
よ
っ
て
通
常
の
土

地
利
用
は
ど
う
な
る
の
か
。
最
適
解

は
場
所
、
場
所
で
し
か
決
ま
ら
な

い
。
だ
か
ら
科
学
は
万
能
薬
で
は
な

く
て
誰
か
の
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な

い
く
ら
い
の
位
置
づ
け
し
か
で
き
な

く
て
、
逆
に
、
潜
在
的
に
誰
か
に
押

し
売
り
し
て
し
ま
う
危
険
性
も
自
覚

し
な
い
と
い
け
な
い
。

高
橋　

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
規
制
に
比

べ
る
と
、
そ
う
い
う
仕
組
み
は
今
ま

っ
た
く
な
い
で
す
よ
ね
。
ガ
バ
ナ
ン

ス
と
い
う
言
葉
は
そ
の
き
っ
か
け
に

な
る
。

立
川　

新
し
い
科
学
技
術
が
登
場

し
、
新
し
い
リ
ス
ク
が
生
ま
れ
る
。

現
代
は
加
速
社
会
の
時
代
で
す
。
科

学
技
術
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
見
合

う
よ
う
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
は
手
が
つ
け
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
合
意
形
成
の
新
し
い
仕
組

み
の
よ
う
な
も
の
を
開
発
し
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
の

は
社
会
科
学
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で

す
ね
。

丸
山　

低
確
率
の
問
題
に
対
す
る
漠

然
と
し
た
不
安
は
常
に
あ
る
も
の
で

す
が
、
そ
れ
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
楽
観

的
に
生
き
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
や
9
・
11
、

3
・
11
な
ど
、
そ
れ
が
実
際
に
起
こ

っ
て
し
ま
う
と
無
視
す
る
こ
と
も
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
一
方
で
リ
ス
ク

っ
て
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
、
な
く
な

る
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
悩
ま
し
さ

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
ど
こ
か
で
楽
観
視
す
る
こ

と
も
大
事
で
、
決
し
て
リ
ス
ク
が
な

い
の
が
良
い
社
会
で
は
な
い
。
そ
れ

な
ら
ば
、
ど
こ
か
で
、
積
極
的
に
望

ま
し
い
社
会
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と

い
う
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
い
く
ベ
ク

ト
ル
が
欲
し
い
と
思
っ
て
い
て
、
リ

ス
ク
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
こ
と
だ

け
を
や
っ
て
も
、
そ
こ
に
答
え
は
な

最
適
解
に
至
る
方
法
論
の
確
立
―
―

新
し
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

あ
り
方
を
環
境
学
研
究
科
で
。い

ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
ジ
レ
ン
マ
か
ら
出
て
き

た
の
が
バ
ッ
ク
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
と

い
う
発
想
で
す
。
望
ま
し
い
社
会
を

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
提
起
し
て
そ
の
道
筋

を
考
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
や
り
方

で
、
S
D
G
s
や
パ
リ
協
定
の
背
景

に
あ
る
考
え
方
で
す
。
リ
ス
ク
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
先
の
も
の
と
し
て
、
そ

う
い
う
発
想
が
必
要
な
の
か
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。

高
橋　

そ
う
い
う
も
の
を
提
起
す
る

の
に
、
自
然
科
学
者
も
、
社
会
科
学

者
も
か
か
わ
り
、
そ
こ
に
市
民
も
同

じ
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
環
境
学
研
究
科
に
い
る
私

た
ち
は
、
期
せ
ず
し
て
自
然
科
学
者

が
隣
に
い
る
の
で
、
何
か
や
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

リ
ス
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の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
テ
ー
マ

に
、
新
し
い
、
今
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で
に
な
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プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
ぜ
ひ
や
り
ま
し
ょ
う
。
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ナ
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ス
の
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々
の
意
味

に
は
物
事
を
決
め
る
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み
、
調
整

や
統
治
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ら
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ま
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が
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方
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は
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な
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が
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よ
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す
。
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害
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葉
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葉
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し
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。
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害
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よ
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と
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1
9
6
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害
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災
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国
家
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近
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す
か
。
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市
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は
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と
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で
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限
で
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ら
少
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は
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る
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た
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ば
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の
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合
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、
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正
な
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に
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て
は
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も
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と
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造
に
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と
こ
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は
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目
に
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・
管
理
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と
こ
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が
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り
ま
す
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体
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、
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で
は
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と
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政
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で
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た
が
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と
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て
参
加
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る
動
き
が
あ
り
ま
す
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三
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認
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関
で
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も
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と
消
費
者
の
信
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関
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の
中
で
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ば
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安
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で
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と
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う
よ
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で
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会

の
中
で
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の
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と
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ま
す
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る
現
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会
に
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し
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す
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を
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る
上
で
も
必
要
だ
と
思

い
ま
す
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景
に
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は
、
一
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は

科
学
の
不
確
実
性
で
す
。
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悪
い

を
科
学
的
手
法
で
白
黒
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け
に
く
い

問
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が
増
え
て
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て
い
る
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一
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化
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悪
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と
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た
目
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と
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を
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な
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の
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を
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今
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出
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と
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す
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に
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る
も
の
に
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プ
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ス
の
研
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と
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が
あ
り
ま
す
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こ
の
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、
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は
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ジ
メ
ン
ト
や
規
制
に
比

べ
る
と
、
そ
う
い
う
仕
組
み
は
今
ま

っ
た
く
な
い
で
す
よ
ね
。
ガ
バ
ナ
ン

ス
と
い
う
言
葉
は
そ
の
き
っ
か
け
に

な
る
。

立
川　

新
し
い
科
学
技
術
が
登
場

し
、
新
し
い
リ
ス
ク
が
生
ま
れ
る
。

現
代
は
加
速
社
会
の
時
代
で
す
。
科

学
技
術
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
見
合

う
よ
う
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
は
手
が
つ
け
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
合
意
形
成
の
新
し
い
仕
組

み
の
よ
う
な
も
の
を
開
発
し
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
の

は
社
会
科
学
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で

す
ね
。

丸
山　

低
確
率
の
問
題
に
対
す
る
漠

然
と
し
た
不
安
は
常
に
あ
る
も
の
で

す
が
、
そ
れ
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
楽
観

的
に
生
き
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
や
9
・
11
、

3
・
11
な
ど
、
そ
れ
が
実
際
に
起
こ

っ
て
し
ま
う
と
無
視
す
る
こ
と
も
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
一
方
で
リ
ス
ク

っ
て
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
、
な
く
な

る
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
悩
ま
し
さ

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
ど
こ
か
で
楽
観
視
す
る
こ

と
も
大
事
で
、
決
し
て
リ
ス
ク
が
な

い
の
が
良
い
社
会
で
は
な
い
。
そ
れ

な
ら
ば
、
ど
こ
か
で
、
積
極
的
に
望

ま
し
い
社
会
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と

い
う
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
い
く
ベ
ク

ト
ル
が
欲
し
い
と
思
っ
て
い
て
、
リ

ス
ク
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
こ
と
だ

け
を
や
っ
て
も
、
そ
こ
に
答
え
は
な

最
適
解
に
至
る
方
法
論
の
確
立
―
―

新
し
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

あ
り
方
を
環
境
学
研
究
科
で
。い

ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
ジ
レ
ン
マ
か
ら
出
て
き

た
の
が
バ
ッ
ク
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
と

い
う
発
想
で
す
。
望
ま
し
い
社
会
を

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
提
起
し
て
そ
の
道
筋

を
考
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
や
り
方

で
、
S
D
G
s
や
パ
リ
協
定
の
背
景

に
あ
る
考
え
方
で
す
。
リ
ス
ク
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
先
の
も
の
と
し
て
、
そ

う
い
う
発
想
が
必
要
な
の
か
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。

高
橋　

そ
う
い
う
も
の
を
提
起
す
る

の
に
、
自
然
科
学
者
も
、
社
会
科
学

者
も
か
か
わ
り
、
そ
こ
に
市
民
も
同

じ
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
環
境
学
研
究
科
に
い
る
私

た
ち
は
、
期
せ
ず
し
て
自
然
科
学
者

が
隣
に
い
る
の
で
、
何
か
や
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

リ
ス
ク
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
テ
ー
マ

に
、
新
し
い
、
今
ま
で
に
な
い
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
ぜ
ひ
や
り
ま
し
ょ
う
。



　

学
部
生
時
代
に
海
外
遠
征
で
目
の
当
た
り

に
し
た
氷
河
に
魅
せ
ら
れ
て
以
来
、
毎
年
の

よ
う
に
氷
河
へ
赴
き
、
そ
の
変
動
を
測
り
続

け
て
き
ま
し
た
。
現
地
観
測
で
得
ら
れ
る

デ
ー
タ
は
他
に
代
え
が
た
い
確
た
る
証
拠
で

は
あ
る
も
の
の
、
「
観
測
さ
れ
て
い
る
現
在

進
行
中
の
氷
河
縮
小
は
今
後
ど
う
な
る
？
」

と
の
問
い
は
、
気
候
変
動
の
、
特
に
温
暖
化

問
題
に
お
け
る
氷
河
研
究
に
と
っ
て
、
避
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ

で
す
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
気
候
変
動
に
関
す
る

総
合
的
報
告
書
で
あ
る
I
P
C
C
レ
ポ
ー
ト

の
最
新
版
（
第
五
次
報
告
書
2
0
1
3
）
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
、
全
球
の
氷
河
の
将
来
を

見
積
も
っ
た
研
究
は
5
つ
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
、
現
在
の
地
球
上
に
、
氷
河
が

ど
こ
に
ど
れ
だ
け
あ
る
か
？
に
つ
い
て
の
情

報
（
氷
河
台
帳
）
が
当
時
未
整
備
だ
っ
た
こ

と
が
主
な
原
因
で
し
た
。
そ
の
後
、

I
P
C
C
第
五
次
報
告
書
の
出
版
を
機
に
整

備
さ
れ
た
氷
河
台
帳
は
現
在
第
6
版
ま
で
改

訂
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
「
基
本
的
な
条
件

（
氷
河
の
数
と
規
模
、
お
よ
び
将
来
の
気
候

デ
ー
タ
）
を
揃
え
た
上
で
、
様
々
な
数
値
計

算
モ
デ
ル
で
全
球
の
氷
河
の
将
来
予
測
を
し

よ
う
」
と
の
機
運
が
高
ま
り
、GlacierM

IP

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
立
案
さ
れ
、
私
た
ち
の
雪

氷
圏
研
究
グ
ル
ー
プ
も
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

図
は
私
た
ち
の
計
算
結
果
の
一
部
で
、
上

の
図
は
温
室
効
果
ガ
ス
の
最
大
排
出
量
シ
ナ

リ
オ
（
R
C
P
8.5
）
に
お
け
る
世
界
各
地

（
19
地
域
）
の
氷
河
変
動
の
様
子
で
、

2
0
0
0
年
の
氷
河
体
積
が
基
準
に
な
っ
て

い
ま
す
。
地
域
に
よ
っ
て
氷
河
の
減
り
方
は

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
下
の
図
は
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
2

つ
の
将
来
シ
ナ
リ
オ
（
抑
制
的
な
R
C
P
2.6

と
最
大
排
出
で
あ
る
R
C
P
8.5
）
で
の
、
氷

河
縮
小
に
よ
る
海
水
準
の
上
昇
を
示
し
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
はGlacierM

IP

の
成
果
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

私
た
ち
自
身
の
興
味
と
し
て
、
地
域
的
に
異

な
る
氷
河
変
動
の
原
因
の
解
明
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
温
暖
化
の
程
度
や
降
水
量
の
変

化
が
氷
河
縮
小
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
こ

れ
ま
で
に
も
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
た

ち
の
ア
ジ
ア
高
山
域
で
の
研
究
で
、
同
じ
程

度
の
温
暖
化
で
も
氷
河
の
反
応
の
仕
方
は
気

候
条
件
（
寒
冷
乾
燥
か
温
暖
湿
潤
か
）
に

よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
今

後
、
全
球
ス
ケ
ー
ル
で
温
暖
化
と
氷
河
の
応

答
そ
れ
ぞ
れ
の
寄
与
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

60
年
前
の
1
9
5
9
年
伊
勢
湾
台
風
は
、

災
害
対
策
基
本
法
制
定
の
契
機
と
な
る
な
ど

今
日
の
我
が
国
に
お
け
る
防
災
対
策
の
原
点

と
な
っ
た
災
害
で
す
。
24
年
前
の
1
9
9
5

年
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
高
度
に
発
達

し
た
都
市
が
激
甚
な
被
害
を
被
り
、
防
災
分

野
の
み
な
ら
ず
、
上
下
水
道
や
廃
棄
物
な
ど

環
境
衛
生
分
野
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

与
え
ま
し
た
。
「
防
災
」
か
ら
「
減
災
」
へ
、

耐
震
管
路
な
ど
の
水
道
施
設
の
耐
震
技
術
の

み
な
ら
ず
、
自
助
、
共
助
、
公
助
や
連
携
の

必
要
性
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
2
0
1
1
年

東
日
本
大
震
災
で
は
、
近
代
国
家
と
し
て
発

展
を
遂
げ
て
以
来
経
験
を
し
た
こ
と
が
な
い

津
波
災
害
に
よ
り
、
災
害
廃
棄
物
な
ど
、
災

害
時
や
復
旧
・
復
興
期
に
お
け
る
環
境
衛
生

の
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。
「
国

土
強
靭
化
」
「
災
害
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
」
か
つ

「
持
続
可
能
」
な
社
会
を
、
産
官
学
民
協
働

で
共
創
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま

す
。

　

災
害
時
に
は
人
命
・
健
康
・
環
境
に
影
響

を
与
え
る
様
々
な
課
題
が
発
生
し
、
災
害
と

環
境
に
関
し
、
環
境
分
野
、
防
災
分
野
に
お

い
て
個
別
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
と
技
法
を
相

互
に
関
連
付
け
、
系
統
的
に
整
理
・
統
合
・

発
展
さ
せ
る
こ
と
が
、
将
来
の
南
海
ト
ラ
フ

巨
大
地
震
等
の
国
難
の
克
服
に
は
求
め
ら
れ

ま
す
。
国
立
環
境
研
究
所
は
、
2
0
1
1
年

東
日
本
大
震
災
以
降
、
被
災
地
の
環
境
回
復

や
環
境
創
生
、
将
来
の
災
害
に
備
え
た
対
応

に
関
す
る
災
害
環
境
研
究
に
取
り
組
ん
で
き

て
い
ま
す
。
名
古
屋
大
学
環
境
学
研
究
科

は
、
「
持
続
」
「
安
全
・
安
心
」
を
理
念
と

し
、
文
理
融
合
型
の
研
究
科
と
し
て

2
0
0
1
年
に
誕
生
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

減
災
連
携
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
減
災
館
を

地
域
に
お
け
る
産
官
学
民
連
携
の
場
と
し
な

が
ら
、
減
災
社
会
の
実
現
に
向
け
た
研
究
、

普
及
、
啓
発
の
活
動
を
し
て
き
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
こ
れ
ま
で
衛
生
工
学
を
勉
強
し
、

水
道
工
学
、
環
境
工
学
、
防
災
学
、
災
害
環

境
学
、
減
災
連
携
の
分
野
で
研
究
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
安
全
・
安
心

を
め
ざ
す
防
災
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
の
分
野
で

は
、
上
水
道
や
災
害
廃
棄
物
は
ひ
と
つ
の
研

究
対
象
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
環
境
学
の
分
野

で
は
、
災
害
や
防
災
は
ひ
と
つ
の
研
究
ト
ピ

ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。

「
持
続
性
」
「
安
全
・
安
心
」
を
鑑
み
た
と

き
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
環
境
防
災
・
減
災
力

を
向
上
さ
せ
る
実
践
科
学
と
し
て
の
災
害
環

境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
災
害
時
の
人
命
・
健

康
・
環
境
に
対
す
る
影
響
を
低
減
す
る
た
め

に
必
要
な
社
会
環
境
シ
ス
テ
ム
を
デ
ザ
イ

ン
・
管
理
す
る
た
め
の
技
法
、
体
系
的
な
知

識
体
系
の
確
立
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

「
暮
ら
し
を
支
え
る
埋
設
管
路
」
を
テ
ー

マ
と
し
た
特
別
企
画
展
が
、
2
0
1
9
年
7

月
19
日
か
ら
2
ヶ
月
間
減
災
館
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
活
動
が
、
実
践
的

な
災
害
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
の
確
立
に
向

け
た
一
歩
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。

氷河の行く末を予測する
地球環境科学専攻　気候科学講座　藤田 耕史 教授

氷河の行く末を予測する
地球環境科学専攻　気候科学講座　藤田 耕史 教授

氷河の行く末を予測する
地球環境科学専攻　気候科学講座　藤田 耕史 教授

求められる実践的な災害環境マネジメント学
減災連携研究センター　平山 修久 准教授

今
回
の
テ
ー
マ
は　

リ
ス
ク
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

環
境
学
の

未
来
予
測

京都大学大学院都市環境
工学専攻博士後期課程修
了。博士（工学）。専門は衛
生工学、災害環境工学。
水道システムの災害対策、
危機管理、災害廃棄物マ
ネジメント手法などの研究
に取り組んでいる。

平山 修久

環
境
学
の

未
来
予
測
VO L . 2 5

地
球
・
都
市
・
社
会
3
つ
の

視
点
で
「
こ
れ
か
ら
」
を

考
え
ま
す
。

専門は氷河学、気候学。ヒマラヤ、中央アジアでの
現地観測を研究活動の中心に据えつつ、リモートセ
ンシングと数値計算モデリングで氷河とその変動を
多面的に捉えることをめざしている。

藤田 耕史



　

学
部
生
時
代
に
海
外
遠
征
で
目
の
当
た
り

に
し
た
氷
河
に
魅
せ
ら
れ
て
以
来
、
毎
年
の

よ
う
に
氷
河
へ
赴
き
、
そ
の
変
動
を
測
り
続

け
て
き
ま
し
た
。
現
地
観
測
で
得
ら
れ
る

デ
ー
タ
は
他
に
代
え
が
た
い
確
た
る
証
拠
で

は
あ
る
も
の
の
、
「
観
測
さ
れ
て
い
る
現
在

進
行
中
の
氷
河
縮
小
は
今
後
ど
う
な
る
？
」

と
の
問
い
は
、
気
候
変
動
の
、
特
に
温
暖
化

問
題
に
お
け
る
氷
河
研
究
に
と
っ
て
、
避
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ

で
す
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
気
候
変
動
に
関
す
る

総
合
的
報
告
書
で
あ
る
I
P
C
C
レ
ポ
ー
ト

の
最
新
版
（
第
五
次
報
告
書
2
0
1
3
）
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
、
全
球
の
氷
河
の
将
来
を

見
積
も
っ
た
研
究
は
5
つ
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
、
現
在
の
地
球
上
に
、
氷
河
が

ど
こ
に
ど
れ
だ
け
あ
る
か
？
に
つ
い
て
の
情

報
（
氷
河
台
帳
）
が
当
時
未
整
備
だ
っ
た
こ

と
が
主
な
原
因
で
し
た
。
そ
の
後
、

I
P
C
C
第
五
次
報
告
書
の
出
版
を
機
に
整

備
さ
れ
た
氷
河
台
帳
は
現
在
第
6
版
ま
で
改

訂
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
「
基
本
的
な
条
件

（
氷
河
の
数
と
規
模
、
お
よ
び
将
来
の
気
候

デ
ー
タ
）
を
揃
え
た
上
で
、
様
々
な
数
値
計

算
モ
デ
ル
で
全
球
の
氷
河
の
将
来
予
測
を
し

よ
う
」
と
の
機
運
が
高
ま
り
、GlacierM

IP

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
立
案
さ
れ
、
私
た
ち
の
雪

氷
圏
研
究
グ
ル
ー
プ
も
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

図
は
私
た
ち
の
計
算
結
果
の
一
部
で
、
上

の
図
は
温
室
効
果
ガ
ス
の
最
大
排
出
量
シ
ナ

リ
オ
（
R
C
P
8.5
）
に
お
け
る
世
界
各
地

（
19
地
域
）
の
氷
河
変
動
の
様
子
で
、

2
0
0
0
年
の
氷
河
体
積
が
基
準
に
な
っ
て

い
ま
す
。
地
域
に
よ
っ
て
氷
河
の
減
り
方
は

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
下
の
図
は
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
2

つ
の
将
来
シ
ナ
リ
オ
（
抑
制
的
な
R
C
P
2.6

と
最
大
排
出
で
あ
る
R
C
P
8.5
）
で
の
、
氷

河
縮
小
に
よ
る
海
水
準
の
上
昇
を
示
し
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
はGlacierM

IP

の
成
果
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

私
た
ち
自
身
の
興
味
と
し
て
、
地
域
的
に
異

な
る
氷
河
変
動
の
原
因
の
解
明
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
温
暖
化
の
程
度
や
降
水
量
の
変

化
が
氷
河
縮
小
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
こ

れ
ま
で
に
も
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
た

ち
の
ア
ジ
ア
高
山
域
で
の
研
究
で
、
同
じ
程

度
の
温
暖
化
で
も
氷
河
の
反
応
の
仕
方
は
気

候
条
件
（
寒
冷
乾
燥
か
温
暖
湿
潤
か
）
に

よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
今

後
、
全
球
ス
ケ
ー
ル
で
温
暖
化
と
氷
河
の
応

答
そ
れ
ぞ
れ
の
寄
与
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

60
年
前
の
1
9
5
9
年
伊
勢
湾
台
風
は
、

災
害
対
策
基
本
法
制
定
の
契
機
と
な
る
な
ど

今
日
の
我
が
国
に
お
け
る
防
災
対
策
の
原
点

と
な
っ
た
災
害
で
す
。
24
年
前
の
1
9
9
5

年
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
高
度
に
発
達

し
た
都
市
が
激
甚
な
被
害
を
被
り
、
防
災
分

野
の
み
な
ら
ず
、
上
下
水
道
や
廃
棄
物
な
ど

環
境
衛
生
分
野
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

与
え
ま
し
た
。
「
防
災
」
か
ら
「
減
災
」
へ
、

耐
震
管
路
な
ど
の
水
道
施
設
の
耐
震
技
術
の

み
な
ら
ず
、
自
助
、
共
助
、
公
助
や
連
携
の

必
要
性
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
2
0
1
1
年

東
日
本
大
震
災
で
は
、
近
代
国
家
と
し
て
発

展
を
遂
げ
て
以
来
経
験
を
し
た
こ
と
が
な
い

津
波
災
害
に
よ
り
、
災
害
廃
棄
物
な
ど
、
災

害
時
や
復
旧
・
復
興
期
に
お
け
る
環
境
衛
生

の
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。
「
国

土
強
靭
化
」
「
災
害
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
」
か
つ

「
持
続
可
能
」
な
社
会
を
、
産
官
学
民
協
働

で
共
創
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま

す
。

　

災
害
時
に
は
人
命
・
健
康
・
環
境
に
影
響

を
与
え
る
様
々
な
課
題
が
発
生
し
、
災
害
と

環
境
に
関
し
、
環
境
分
野
、
防
災
分
野
に
お

い
て
個
別
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
と
技
法
を
相

互
に
関
連
付
け
、
系
統
的
に
整
理
・
統
合
・

発
展
さ
せ
る
こ
と
が
、
将
来
の
南
海
ト
ラ
フ

巨
大
地
震
等
の
国
難
の
克
服
に
は
求
め
ら
れ

ま
す
。
国
立
環
境
研
究
所
は
、
2
0
1
1
年

東
日
本
大
震
災
以
降
、
被
災
地
の
環
境
回
復

や
環
境
創
生
、
将
来
の
災
害
に
備
え
た
対
応

に
関
す
る
災
害
環
境
研
究
に
取
り
組
ん
で
き

て
い
ま
す
。
名
古
屋
大
学
環
境
学
研
究
科

は
、
「
持
続
」
「
安
全
・
安
心
」
を
理
念
と

し
、
文
理
融
合
型
の
研
究
科
と
し
て

2
0
0
1
年
に
誕
生
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

減
災
連
携
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
減
災
館
を

地
域
に
お
け
る
産
官
学
民
連
携
の
場
と
し
な

が
ら
、
減
災
社
会
の
実
現
に
向
け
た
研
究
、

普
及
、
啓
発
の
活
動
を
し
て
き
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
こ
れ
ま
で
衛
生
工
学
を
勉
強
し
、

水
道
工
学
、
環
境
工
学
、
防
災
学
、
災
害
環

境
学
、
減
災
連
携
の
分
野
で
研
究
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
安
全
・
安
心

を
め
ざ
す
防
災
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
の
分
野
で

は
、
上
水
道
や
災
害
廃
棄
物
は
ひ
と
つ
の
研

究
対
象
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
環
境
学
の
分
野

で
は
、
災
害
や
防
災
は
ひ
と
つ
の
研
究
ト
ピ

ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。

「
持
続
性
」
「
安
全
・
安
心
」
を
鑑
み
た
と

き
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
環
境
防
災
・
減
災
力

を
向
上
さ
せ
る
実
践
科
学
と
し
て
の
災
害
環

境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
災
害
時
の
人
命
・
健

康
・
環
境
に
対
す
る
影
響
を
低
減
す
る
た
め

に
必
要
な
社
会
環
境
シ
ス
テ
ム
を
デ
ザ
イ

ン
・
管
理
す
る
た
め
の
技
法
、
体
系
的
な
知

識
体
系
の
確
立
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

「
暮
ら
し
を
支
え
る
埋
設
管
路
」
を
テ
ー

マ
と
し
た
特
別
企
画
展
が
、
2
0
1
9
年
7

月
19
日
か
ら
2
ヶ
月
間
減
災
館
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
活
動
が
、
実
践
的

な
災
害
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
の
確
立
に
向

け
た
一
歩
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。

氷河の行く末を予測する
地球環境科学専攻　気候科学講座　藤田 耕史 教授

氷河の行く末を予測する
地球環境科学専攻　気候科学講座　藤田 耕史 教授

氷河の行く末を予測する
地球環境科学専攻　気候科学講座　藤田 耕史 教授

求められる実践的な災害環境マネジメント学
減災連携研究センター　平山 修久 准教授

今
回
の
テ
ー
マ
は　

リ
ス
ク
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

環
境
学
の

未
来
予
測

京都大学大学院都市環境
工学専攻博士後期課程修
了。博士（工学）。専門は衛
生工学、災害環境工学。
水道システムの災害対策、
危機管理、災害廃棄物マ
ネジメント手法などの研究
に取り組んでいる。

平山 修久

環
境
学
の

未
来
予
測
VO L . 2 5

地
球
・
都
市
・
社
会
3
つ
の

視
点
で
「
こ
れ
か
ら
」
を

考
え
ま
す
。

専門は氷河学、気候学。ヒマラヤ、中央アジアでの
現地観測を研究活動の中心に据えつつ、リモートセ
ンシングと数値計算モデリングで氷河とその変動を
多面的に捉えることをめざしている。

藤田 耕史



理学、工学、人文社会科学、異なる専門領域の学生
がともに学ぶ環境学研究科ならではの授業です。

　黄砂とともに飛来する真菌や細菌などの微生物―
バイオエアロゾルの研究をしています。この授業では地
球温暖化について、その基本知識とともに、広い視野
で考えるきっかけをくれます。研究は一つのテーマを突
き詰めますが、この授業で得た様々な視点や新しい知
識は、やがて研究につながるものだと思っています。

　オムニバス形式の授業が新鮮です。毎回、分野のちがう
先生から地球温暖化のいろいろな側面の講義が聴けま
す。私の研究は「大気窒素酸化物」ですが、「温室効果ガ
スとエアロゾル」の講義でエアロゾル粒子が温暖化だけで
なく、寒冷化の要因でもあると知ったのは驚きでした。新し
い知識を得られるのが、この授業の面白さです。

　「温暖化によって、近未来の環境がどうなるか」をテーマに、理学、工学、社会科学の領域を横断してオ

ムニバス形式で行われる環境学研究科ならではの授業です。ガイダンスを含めて全15回。３専攻の教授

陣は、温暖化の仕組み、自然環境の変動、社会や産業への影響、近未来の環境予測と政策・展望などを

取り上げ、わかりやすく説明します。学生たちも、自分の専門とは異なる分野の講義を聴くことで、様々な

観点から温暖化の影響を理解できると、毎年好評です。

　世間では、「温暖化」について様々な議論があるなか、正しい知識を身

に着けることが必要と中塚先生。「温暖化で降水量は増えるのか」「化

石燃料の消費のみで温暖化が進むのか」、一面的にとらえるのでなく、

データや、複層的な要因を探ることで、正確に温暖化を理解してほしい

と言います。「学生たちは卒業後、環境問題に対してなんらかのアクシ

ョンを起こす立場になっていくでしょう。そのとき正確な知識を元にした

意思決定ができる人になってもらいたい」と期待しています。

地球環境科学専攻　地球環境変動論講座　M1

自分の専門とは異なる分野の講義を聴くことで、様々な分 専 な 分 の 義 く で 様

と、とできるできる理解で理解で影響を理影響を理化の影化の影温暖化温暖化から温から温観点か観点かか 温 化 影 理 で

面的にとらえるのでなく面 に ら の なく、

データや、複層的な要因を探ることで、正確に温暖化を理解してタ 複 的 要 を こ で 確 温 化 理 て

　

私
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
背
景
と
し
た
食

の
世
界
の
多
様
化
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
て

い
ま
す
。
特
に
、
国
内
外
の
様
々
な
エ
ビ
養

殖
業
を
題
材
と
し
な
が
ら
、
互
い
に
異
質
な

生
産
空
間
が
生
み
出
さ
れ
る
仕
組
み
を
、
人

間
と
非
|
人
間
（
自
然
物
、
技
術
等
）
の
関

係
性
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
エ
ビ
の
養
殖
で
は
、
病
気
の
リ

ス
ク
が
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
処

す
る
た
め
に
化
学
薬
品
等
を
投
与
す
る
集
約

的
な
生
産
方
法
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
生
産
様
式
は
中
長
期

的
に
病
気
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
と
同
時
に
、

食
の
安
全
に
関
わ
る
リ
ス
ク
を
引
き
起
こ
し

て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
、
近
年
は
従
来
の
生
産
様
式
に
対
す
る
オ

ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
追
求
す
る
動
き
が
各
地
で

み
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
エ
ビ
生
産
の
典
型
的

な
も
の
と
し
て
、
環
境
保
全
型
養
殖
の
よ
う

な
、
地
理
的
環
境
と
結
び
つ
く
度
合
い
の
強

い
生
産
実
践
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
そ

れ
と
は
別
に
、
高
度
な
技
術
に
よ
り
生
み
出

さ
れ
た
資
本
財
を
投
入
す
る
こ
と
で
、
エ
ビ

養
殖
の
リ
ス
ク
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
動
き

も
出
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
閉
鎖
循
環
式
養
殖

（
R
A
S
）
で
す
。
R
A
S
は
、
建
屋
の
中

に
、
水
槽
、
ろ
過
装
置
、
水
循
環
ポ
ン
プ
等

の
機
器
を
配
置
す
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
大
き
な
特
徴
は
、
一
回
の
生
産

期
間
で
水
を
一
切
交
換
せ
ず
、
生
産
過
程
を

人
工
的
に
管
理
し
て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
そ
の
取
り
巻
く
自
然
環
境
か
ら
養

殖
池
を
物
理
的
に
切
り
離
す
こ
と
で
、
病
気

の
発
生
リ
ス
ク
を
低
減
し
よ
う
と
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
の

管
理
を
通
じ
て
、
化
学
薬
品
を
一
切
使
用
し

な
い
エ
ビ
生
産
（
＝
食
の
安
全
を
め
ぐ
る
リ

ス
ク
の
回
避
）
を
実
現
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
R
A
S
で
は
、
生
産
の
あ
ら
ゆ
る
局

面
に
科
学
技
術
が
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
エ

ビ
や
水
が
様
々
な
機
器
・
技
術
と
の
関
係
に

強
く
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

従
来
の
生
産
様
式
と
は
違
う
形
で
、
エ
ビ
や

水
の
振
る
舞
い
の
予
測
可
能
性
が
低
下
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「
循
環
水

槽
で
水
質
が
ど
う
変
化
す
る
か
」
「
閉
鎖
空

間
で
エ
ビ
が
ど
う
行
動
す
る
か
」
と
い
っ
た

点
で
不
確
実
性
が
高
ま
る
わ
け
で
す
。
そ
の

よ
う
な
R
A
S
固
有
の
課
題
は
、
時
と
し
て

エ
ビ
の
生
存
率
の
低
下
と
い
う
新
た
な
リ
ス

ク
へ
と
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

現
代
の
食
の
世
界
で
は
、
既
存
の
生
産
空

間
が
抱
え
る
様
々
な
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
た

め
に
、
新
た
な
生
産
空
間
が
再
帰
的
に
生
み

出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、

R
A
S
の
ケ
ー
ス
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
人

間
が
科
学
技
術
や
自
然
物
と
新
た
な
関
係
を

構
築
す
る
に
つ
れ
、
そ
こ
に
別
の
リ
ス
ク
を

抱
え
込
む
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
食
の
世
界

に
お
け
る
リ
ス
ク
を
考
え
る
上
で
は
、
リ
ス

ク
を
生
産
空
間
の
創
発
と
連
動
す
る
過
程
と

し
て
捉
え
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
に
固

有
の
人
間
と
非
|
人
間
の
関
係
の
履
歴
を
問

う
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

環
境
学
の

未
来
予
測

専門は人文地理学。グロー
バル経済下における多様な
食料の生産空間の創発に
ついて研究している。その際
の切り口として注目している
のが、人間と非－人間の関
係性である。
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理学、工学、人文社会科学、異なる専門領域の学生
がともに学ぶ環境学研究科ならではの授業です。

　黄砂とともに飛来する真菌や細菌などの微生物―
バイオエアロゾルの研究をしています。この授業では地
球温暖化について、その基本知識とともに、広い視野
で考えるきっかけをくれます。研究は一つのテーマを突
き詰めますが、この授業で得た様々な視点や新しい知
識は、やがて研究につながるものだと思っています。

　オムニバス形式の授業が新鮮です。毎回、分野のちがう
先生から地球温暖化のいろいろな側面の講義が聴けま
す。私の研究は「大気窒素酸化物」ですが、「温室効果ガ
スとエアロゾル」の講義でエアロゾル粒子が温暖化だけで
なく、寒冷化の要因でもあると知ったのは驚きでした。新し
い知識を得られるのが、この授業の面白さです。

　「温暖化によって、近未来の環境がどうなるか」をテーマに、理学、工学、社会科学の領域を横断してオ

ムニバス形式で行われる環境学研究科ならではの授業です。ガイダンスを含めて全15回。３専攻の教授

陣は、温暖化の仕組み、自然環境の変動、社会や産業への影響、近未来の環境予測と政策・展望などを

取り上げ、わかりやすく説明します。学生たちも、自分の専門とは異なる分野の講義を聴くことで、様々な

観点から温暖化の影響を理解できると、毎年好評です。

　世間では、「温暖化」について様々な議論があるなか、正しい知識を身

に着けることが必要と中塚先生。「温暖化で降水量は増えるのか」「化

石燃料の消費のみで温暖化が進むのか」、一面的にとらえるのでなく、

データや、複層的な要因を探ることで、正確に温暖化を理解してほしい

と言います。「学生たちは卒業後、環境問題に対してなんらかのアクシ

ョンを起こす立場になっていくでしょう。そのとき正確な知識を元にした

意思決定ができる人になってもらいたい」と期待しています。

地球環境科学専攻　地球環境変動論講座　M1
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取
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可
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あ
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ま
す
。
食
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世
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け
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ス
ク
を
考
え
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は
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を
生
産
空
間
の
創
発
と
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動
す
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程
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有
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間
と
非
|
人
間
の
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係
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歴
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う
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と
が
重
要
と
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え
て
い
ま
す
。
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名大さんが行く 25

　中国、重慶で生まれ育った周君如さん。「日本に行きた

かった」という夢をかなえて、４年前名古屋大学にやって来

た。中国、韓国で暮らした経験から、日中韓の連携で大気

汚染問題に取り組めたら。そのための研究がしたいと、経

済環境論講座の中田実研究室の門をたたいた。とはいえ、

経済学の分野でも、「環境経済学」はゼロからのスタート。

中田先生から、その基礎をみっちりたたき込まれた。

　最近の研究テーマは「中国における多階層の大気汚染

政策」。中央政府と地方政府での環境政策のちがいを明ら

かにしながら理論モデルを導いて、最適な環境政策を組み

立てようというもの。先行研究が少ないことが悩みと周さ

ん。「自分は中国人なので大気汚染も実感しています。そこ

に少しだけでも役立てればいい」と研究に取り組んでいる。

研究室では、すでに先輩格。「後輩はかわいい！」と、初めて

のまちで暮らす留学生たちを気にかける。

　将来は、「中国でも、日本でも、研究者の道に行けたら幸

せ」と周さん。「自分一人の戦い」という“研究”と、学生たち

に親身に接する、中田先生のような“教育者”の両立を思い

描いている。

周 君如（シュウ クンジョ）さん
社会環境学専攻　経済環境論講座　博士後期課程　１年
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編集後記●
　リスクが存在する場合にはリスクの種類や大きさ等を知ることに加え、それらを踏まえてどう意思決定するかを考え対応していく必
要があります。そこで今回のエコラボトークではリスクのガバナンスに注目し、リスクが存在する場合の合意形成や政策策定についてお
話をうかがいました。その中でガバナンスのアクターが政府から企業や市民社会を含めたものに広がっているという話が印象に残りま
した。エコラボトークにご参加いただいた皆様並びに原稿のご執筆やインタビューに応じていただいた皆様に感謝申し上げます。

（中野牧子）
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