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名大くんが行く 28

　中国の国費留学生、江世君さん。室井研二准教授のもとで博士論文に

取り組んでいます。テーマは「中国農村における貧困扶助政策とガバナンス

に関する比較研究」。吉林大学の学部時代、黒竜江省の農村でフィールド

ワークをして以来、「農村」は江さんにとって重要な研究対象になりました。

　中国で拡大する都市と農村の地域格差。政府も大規模な農村貧困扶助

政策を展開しますが、その効果については更なる検証が必要と言われていま

す。「農村内の立場の違い、不公平感など現実はもっと複雑だとフィールド

ワークで感じた。農民自身が扶助政策をどう受け止めているのか、農村社会

の側から捉え直してみたかった」と江さん。農村において政策の理念が歪曲

されていることを分析した修士論文を引き継ぎ、研究をさらに深めています。

コロナ禍でフィールドワークができない今は、日本の農村について文献を読

む日々。「日本では、農村の過疎化、高齢化、限界集落の問題が言われてい

るが、中国でもそれはすでにトレンド。今後の中国に農村問題は強い影響力

を及ぼす」と江さん。今後は広い中国の様 な々地域でフィールドワークを行

い、農村の比較研究もしたいと考えています。

　「室井先生と研究テーマについて初めて話をしたとき、『社会学は常にパ

ラドクスに着目し、批評する目が必要』と言われた」と江さん。農民の生活、

農村地域社会の在り方、当たり前と見える状況のなかに何が起こっている

のか。日本で学んだ社会学の視点を大切に、再びフィールドワークを始めま

す。将来は研究者の道へ。中国、日本それぞれの農村政策の研究を続けな

がら、両国の社会学の交流にも力を尽くしたいと語ってくれました。
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編集後記●
　今回は「地球環境問題へのアプローチ」をテーマに、各専門分野でご活躍の先生方にご自身の環境学に関わる取り組みについて
執筆していただき、エコラボトークでは「過去へのアプローチ」に取り組まれている先生方に、自然と人の相互関係ついてお話をしてい
ただきました。その中で話されていた「自然現象の恵みと災い」の関係は、人が自然とどう向き合っているかを端的に示していると思い
ます。複雑化・多様化する地球環境問題を解く鍵は、わたしたちの生活様式を自然にもう少し委ね、自然と人との関係をよりシンプル
に認識するところにあるように感じています。         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（淺原良浩）

【環・40号　広報委員会】　
淺原 良浩（環40号編集委員長）

室井 研二（広報委員長）

坂井 亜規子

井料 美帆

宮脇 勝

香坂 玲

山岡 耕春

特集●地球環境問題へのアプローチ
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今号の表紙から読み解く環境学のキーワード 28

　表紙の写真は、筆者がヨルダンで調査する旧石器時代の遺跡（6万年前頃）か
ら望む風景である。「空っぽの世界」のイメージとして掲載した。近代以前は「空っ
ぽの世界」と言われ、環境問題を抱えた現代の「いっぱいの世界」と区別されるこ
とがある。しかし過去にも環境問題があり、その記録から現在の環境問題につい
て教訓を得ることができるのではないだろうか。
　ヨルダン付近では、20万年前には体重800kgもあるウシが立派な石槍で狩猟
されていた。その技術は当時のホモ・サピエンスやネアンデルタール人の増加を促
したが、5万年前にかけて狩猟圧のために大型獣の獲得量が減少した。その時、
ホモ・サピエンスは狩猟具をより発達させたのではなく、ウサギなどの小型動物の
狩猟にシフトしたことで人口を維持した。この様に、人類の技術や行動は必ずしも
拡大成長したのでなく、柔軟な行動変化によって社会が継続したことが多い。
　19世紀以降に普及した発展史観が今も一般的である。人類の歩みに対する
イメージは、今後の人類の行き先の選択にも影響するだろう。人類社会が現在ま
で続いてきた道筋をより正しく理解すれば、私たちは持続可能な社会を実現する
ための新たな価値観を生み出し、行動することができるのではないだろうか。そのた
めにも多様な観点から人類史を見つめる必要がある。
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平井 敬
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今
日
来
て
い
た
だ
い
た
先
生
方

は
、
私
も
含
め
「
過
去
」
に
つ
い
て
の

研
究
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
代
は
地
球

規
模
の
環
境
問
題
が
深
刻
化
す
る
時
代

で
す
が
、
過
去
の
世
界
は
ど
う
で
あ
っ

た
の
か
。
過
去
の
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然
と
人
間
は
ど
の

よ
う
に
関
係
し
て
い
た
の
か
。
は
た
し

て
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境
問
題
は
あ
っ
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の
か
。
そ
こ
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探
れ
ば
今
の
環
境
問
題
に
対
す
る
理
解

や
教
訓
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ま
し
た
。
最
初
に
自
己
紹
介
を
兼
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ご
研
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に
つ
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お
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し
い
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だ

け
ま
す
か
。

中
塚　

専
門
は
古
気
候
学
で
、
樹
木
の

年
輪
に
刻
ま
れ
た
様
々
な
タ
イ
ム
ス
ケ

ー
ル
の
気
候
史
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。
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。
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長
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。
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ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
参
加
し
、

そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
『
気
候
変
動
か

ら
読
み
な
お
す
日
本
史
』
を
刊
行
し
ま

し
た
。
先
史
古
代
か
ら
近
世
ま
で
、
過

去
の
気
候
変
動
に
対
し
て
人
々
が
ど

う
対
応
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
詳
細

な
気
候
変
動
の
デ
ー
タ
と
歴
史
学
や

考
古
学
の
こ
れ
ま
で
の
膨
大
な
蓄
積

を
対
照
さ
せ
て
、
新
し
い
議
論
を
行
っ

て
い
ま
す
。

堀　

専
門
は
自
然
地
理
学
で
、
主
に
人

間
の
生
活
の
場
に
な
っ
て
い
る
沖
積
平

野
を
対
象
に
、
地
形
や
そ
れ
を
構
成
す

る
堆
積
物
を
観
察
・
分
析
し
、
そ
れ
ら

の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
を

し
て
い
ま
す
。
興
味
が
あ
る
の
は
、
最
終

氷
期
最
盛
期
（
約
2
1
0
0
0
年
前
）

以
降
の
環
境
変
動
、
特
に
氷
河
性
海
水

準
変
動
に
対
し
て
平
野
が
ど
の
よ
う
に

応
答
し
て
き
た
か
と
い
う
点
で
す
。

　
「
現
在
は
過
去
を
解
く
鍵
で
あ
る
」

と
い
う
の
は
地
質
学
で
よ
く
知
ら
れ
た

斉
一
説
で
す
が
、
洪
水
や
津
波
が
起
こ

っ
た
と
き
に
低
地
に
ど
う
い
っ
た
変
化

が
起
こ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
堆
積
物

が
た
ま
る
の
か
を
実
際
に
見
に
行
っ

て
、
過
去
の
地
形
や
地
層
の
形
成
過
程

の
解
釈
に
ど
う
生
か
せ
る
か
に
つ
い
て

も
考
え
て
い
ま
す
。

平
井　

私
は
環
境
問
題
と
い
う
よ
り
防

災
に
関
わ
る
こ
と
を
し
て
お
り
ま
す
。

私
自
身
の
ベ
ー
ス
は
地
震
学
で
す
。
現

在
は
建
築
の
耐
震
工
学
に
関
連
し
て
、

地
震
に
よ
る
強
震
動
の
分
析
、
予
測
、

地
震
の
揺
れ
を
増
幅
さ
せ
る
よ
う
な

地
下
構
造
の
探
査
、
そ
う
い
う
こ
と
を

専
門
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
近
辺

の
災
害
、
特
に
地
震
と
そ
れ
に
伴
う
津

波
の
調
査
も
行
い
な
が
ら
人
材
育
成

的
な
こ
と
も
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
並

行
し
て
、
減
災
連
携
研
究
セ
ン
タ
ー
設

立
当
初
か
ら
古
文
書
勉
強
会
を
主
催

し
て
い
ま
す
。
古
文
書
を
解
読
し
て
過

去
の
災
害
を
調
べ
よ
う
と
い
う
取
り
組

み
で
す
。
今
日
呼
ば
れ
た
の
は
こ
ち
ら

の
方
で
す
ね
（
笑
）
。

門
脇　

私
は
、
旧
石
器
時
代
と
新
石
器

時
代
、
人
々
が
狩
猟
採
集
の
生
活
を
し

て
い
た
時
代
か
ら
農
耕
牧
畜
が
始
ま
る

時
代
ま
で
を
対
象
に
し
た
考
古
学
研

究
を
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
の
発
掘
で
出

て
き
た
石
器
、
動
物
骨
、
植
物
遺
存

体
、
建
築
物
な
ど
を
分
析
し
、
昔
の
人

が
ど
の
よ
う
に
社
会
や
文
化
を
築
い
て

き
た
か
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
変

わ
っ
た
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。
地
域
と

し
て
は
西
ア
ジ
ア
、
中
近
東
地
域
に
興

味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

考
古
学
や
歴
史
の
研
究
は
、
い
ま
だ

発
展
史
観
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
野
蛮
な
時
代
か
ら
狩
猟
採

集
、
農
業
、
そ
し
て
文
明
が
起
こ
っ
た

と
い
う
よ
う
に
、
人
間
は
足
し
算
を
し

て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
考
え
方
で

す
。
今
回
あ
ら
た
め
て
環
境
問
題
を
考

え
た
と
き
に
、
昔
の
人
の
環
境
問
題
に

対
す
る
応
答
は
、
必
ず
し
も
拡
大
成
長

だ
け
で
は
な
く
て
、
柔
軟
な
応
答
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
と
こ

ろ
か
ら
読
み
取
れ
た
ら
い
い
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。

＊
高
分
解
能
古
気
候
学
と
歴
史
・
考
古
学
の
連
携

に
よ
る
気
候
変
動
に
強
い
社
会
シ
ス
テ
ム
の
探
索

門
脇　

テ
ー
マ
に
掲
げ
ま
し
た
過
去

の
自
然
と
人
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
で

す
が
、
一
年
単
位
の
気
候
の
復
元
か
ら

見
え
て
き
た
気
候
変
動
に
対
し
て
、
過

去
の
人
た
ち
は
ど
う
影
響
を
受
け
て
き

た
の
で
し
ょ
う
か
。
具
体
的
な
例
が
あ

り
ま
し
た
ら
お
願
い
し
ま
す
。

中
塚　

一
年
単
位
の
復
元
デ
ー
タ
を
見

ま
す
と
、
数
年
周
期
の
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ

南
方
振
動
か
ら
ボ
ン
ド
サ
イ
ク
ル
と

言
わ
れ
る
千
年
周
期
の
変
動
ま
で
が

き
れ
い
に
出
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
過
去

の
気
候
変
動
が
日
本
社
会
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
ま
し
た
。

　

千
年
周
期
の
変
動
か
ら
見
て
行
く

と
、
た
と
え
ば
弥
生
時
代
の
ム
ラ
は
、

低
地
に
環
濠
集
落
を
形
成
し
て
い
ま
し

た
が
、
弥
生
時
代
中
期
末
に
水
害
が
増

え
た
こ
と
で
住
居
だ
け
が
高
台
に
移

り
、
水
田
と
の
距
離
が
で
き
て
、
田
の

収
穫
物
を
盗
ま
れ
る
恐
れ
が
出
て
き
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
弥
生
時
代
後
期
は

戦
乱
の
時
代
に
な
り
ま
し
た
が
、
や
が

て
広
域
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
求
め
て
古
墳

時
代
と
い
う
初
期
国
家
の
出
現
を
み

ま
す
。
気
候
変
動
に
よ
り
社
会
が
変

わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
一
つ
の
環
境

適
応
の
事
例
だ
と
解
釈
で
き
ま
す
。 

　

も
う
一
つ
、
10
世
紀
ご
ろ
に
い
わ
ゆ

る
中
世
温
暖
期
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本

で
は
暖
か
く
な
る
と
乾
燥
す
る
ん
で
す

ね
。
当
時
日
本
は
律
令
国
家
で
土
地
は

す
べ
て
国
有
で
し
た
が
、
干
ば
つ
が
激

し
く
な
り
灌
漑
が
で
き
な
く
な
っ
て
耕

作
放
棄
地
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

の
後
に
出
て
き
た
の
が
荘
園
制
で
す
。

力
の
あ
る
貴
族
や
寺
社
が
国
に
と
っ
て

代
わ
る
形
で
、
い
わ
ゆ
る
民
間
資
本
が

耕
作
放
棄
地
を
再
開
発
し
て
い
き
ま
し

た
。
つ
ま
り
中
央
集
権
の
古
代
国
家
が

実
質
的
に
壊
れ
て
、
地
方
分
散
の
中
世

の
日
本
に
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
の
ひ
と

つ
の
契
機
が
10
世
紀
の
大
規
模
な
干
ば

つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

数
十
年
周
期
の
気
候
変
動
に
も
、
飢

饉
や
戦
乱
と
の
間
に
強
い
関
係
性
が
あ

る
こ
と
が
、
日
本
を
含
む
世
界
中
で
明

ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
気
候
変
動
が
社
会
転
換
の
ト
リ
ガ
ー

に
な
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
の

で
す
が
、
問
題
は
人
々
が
そ
れ
に
ど
う

い
う
ふ
う
に
応
答
し
た
か
で
す
。
国
家

の
形
成
に
つ
な
が
っ
た
時
代
も
あ
れ

ば
、
国
家
の
解
体
に
つ
な
が
っ
た
時
代

も
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
世
界
に

先
駆
け
て
高
度
な
市
場
経
済
の
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
り
始
め
ま
す
。
時
代
に
よ
っ

て
い
ろ
ん
な
こ
と
が
起
き
て
い
て
、
発

展
史
観
な
ど
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
そ

の
時
代
の
人
た
ち
の
創
意
工
夫
で
う
ま

く
い
く
と
き
も
あ
れ
ば
、
む
ち
ゃ
く
ち

ゃ
に
な
る
と
き
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

学
ぶ
こ
と
も
多
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

堀　

気
候
変
動
が
人
間
社
会
の
変
化

の
ト
リ
ガ
ー
に
な
る
と
言
わ
れ
た
の
で

す
が
、
か
つ
て
地
理
で
も
環
境
決
定
論

の
議
論
が
あ
っ
て
、
様
々
な
批
判
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
気
候
変
動
が

ト
リ
ガ
ー
に
な
る
と
い
う
考
え
方
は
、

人
文
科
学
や
社
会
科
学
の
方
に
も
受

け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
か
。

中
塚　

ま
さ
に
文
理
融
合
研
究
の
鍵
と

な
る
と
こ
ろ
で
す
。
私
自
身
、
歴
史
学

者
や
考
古
学
者
の
研
究
を
あ
る
程
度

勉
強
し
た
上
で
議
論
を
し
て
い
ま
す

し
、
古
気
候
デ
ー
タ
の
精
度
が
か
な
り

上
が
っ
て
き
た
の
で
、
彼
ら
自
身
も
そ

の
デ
ー
タ
を
見
て
、
歴
史
の
事
象
と
す

ご
く
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
実
感

し
て
い
る
よ
う
で
す
。
新
し
い
高
精
度

の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
具
体
的
な
議

論
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

門
脇　

人
間
は
環
境
に
対
し
て
社
会

を
つ
く
り
、
道
具
を
つ
く
り
、
文
化
や

制
度
を
つ
く
っ
て
応
答
す
る
の
で
、
人

間
が
ど
う
対
応
し
た
か
は
社
会
の
あ
り

方
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
平
井
先
生
、
古
文
書
記
録
か
ら
そ

の
対
応
の
仕
方
、
地
域
に
よ
る
違
い
な

ど
見
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

平
井　

対
応
の
仕
方
は
時
代
と
場
所
に

よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
す
。
記
録
の
残
り

方
も
時
代
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
江
戸

時
代
以
前
の
記
録
で
す
と
、
残
る
べ
く

し
て
残
っ
た
よ
う
な
、
し
っ
か
り
し
た

記
録
が
少
数
あ
り
ま
す
。
近
世
に
は
、

意
図
せ
ず
し
て
残
っ
た
と
い
う
も
の
も

あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
情
報
の
質
も
玉
石

混
交
で
、
歴
史
地
震
の
分
野
で
い
え

ば
、
一
番
信
用
で
き
る
の
は
、
そ
の
地

震
の
体
験
者
が
そ
の
時
に
書
い
た
も
の

で
す
。
そ
う
い
う
話
を
聞
い
た
と
か
、

何
年
も
経
っ
て
か
ら
書
か
れ
た
も
の
も

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
他
の
資
料
と
比
べ

て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

門
脇　

お
そ
ら
く
次
の
災
害
の
種
を
蒔

い
て
い
る
の
は
、
気
候
が
安
定
し
て
い

て
静
か
な
と
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
。
古
文
書
に

書
か
れ
て
い
な
い
時
代
、
災
害
記
録
が

な
い
時
代
に
人
が
何
を
し
て
し
ま
っ
た

の
か
、
自
然
に
負
荷
を
か
け
過
ぎ
た
の

か
。
そ
こ
か
ら
逆
に
学
べ
る
こ
と
が
あ

る
と
思
う
ん
で
す
が
。

　

堀
先
生
、
現
代
も
同
じ
で
、
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
で
危
険
と
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
も
開
発
が
行
わ
れ
る
、
私
た
ち
は

災
害
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
平

気
候
変
動
と
社
会
の
変
化

博士（理学）。専門は自然地理学
で、河川・海岸に分布する地形や堆
積物の形成過程を野外調査や試
料分析にもとづいて研究している。
学部では文学部の教育を担当。

堀 和明 ほり かずあき

博士（理学）。専門は同位体地球
化学と古気候学。同位体比を使っ
た地球表層の物質循環の研究の
後、近年は樹木年輪の酸素同位体
比による気候と歴史の関係の解明
に取り組む。

中塚 武 なかつか たけし

人
間
は
、

災
害
の
種
を
蒔
く



ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
参
加
し
、

そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
『
気
候
変
動
か

ら
読
み
な
お
す
日
本
史
』
を
刊
行
し
ま

し
た
。
先
史
古
代
か
ら
近
世
ま
で
、
過

去
の
気
候
変
動
に
対
し
て
人
々
が
ど

う
対
応
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
詳
細

な
気
候
変
動
の
デ
ー
タ
と
歴
史
学
や

考
古
学
の
こ
れ
ま
で
の
膨
大
な
蓄
積

を
対
照
さ
せ
て
、
新
し
い
議
論
を
行
っ

て
い
ま
す
。

堀　

専
門
は
自
然
地
理
学
で
、
主
に
人

間
の
生
活
の
場
に
な
っ
て
い
る
沖
積
平

野
を
対
象
に
、
地
形
や
そ
れ
を
構
成
す

る
堆
積
物
を
観
察
・
分
析
し
、
そ
れ
ら

の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
を

し
て
い
ま
す
。
興
味
が
あ
る
の
は
、
最
終

氷
期
最
盛
期
（
約
2
1
0
0
0
年
前
）

以
降
の
環
境
変
動
、
特
に
氷
河
性
海
水

準
変
動
に
対
し
て
平
野
が
ど
の
よ
う
に

応
答
し
て
き
た
か
と
い
う
点
で
す
。

　
「
現
在
は
過
去
を
解
く
鍵
で
あ
る
」

と
い
う
の
は
地
質
学
で
よ
く
知
ら
れ
た

斉
一
説
で
す
が
、
洪
水
や
津
波
が
起
こ

っ
た
と
き
に
低
地
に
ど
う
い
っ
た
変
化

が
起
こ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
堆
積
物

が
た
ま
る
の
か
を
実
際
に
見
に
行
っ

て
、
過
去
の
地
形
や
地
層
の
形
成
過
程

の
解
釈
に
ど
う
生
か
せ
る
か
に
つ
い
て

も
考
え
て
い
ま
す
。

平
井　

私
は
環
境
問
題
と
い
う
よ
り
防

災
に
関
わ
る
こ
と
を
し
て
お
り
ま
す
。

私
自
身
の
ベ
ー
ス
は
地
震
学
で
す
。
現

在
は
建
築
の
耐
震
工
学
に
関
連
し
て
、

地
震
に
よ
る
強
震
動
の
分
析
、
予
測
、

地
震
の
揺
れ
を
増
幅
さ
せ
る
よ
う
な

地
下
構
造
の
探
査
、
そ
う
い
う
こ
と
を

専
門
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
近
辺

の
災
害
、
特
に
地
震
と
そ
れ
に
伴
う
津

波
の
調
査
も
行
い
な
が
ら
人
材
育
成

的
な
こ
と
も
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
並

行
し
て
、
減
災
連
携
研
究
セ
ン
タ
ー
設

立
当
初
か
ら
古
文
書
勉
強
会
を
主
催

し
て
い
ま
す
。
古
文
書
を
解
読
し
て
過

去
の
災
害
を
調
べ
よ
う
と
い
う
取
り
組

み
で
す
。
今
日
呼
ば
れ
た
の
は
こ
ち
ら

の
方
で
す
ね
（
笑
）
。

門
脇　

私
は
、
旧
石
器
時
代
と
新
石
器

時
代
、
人
々
が
狩
猟
採
集
の
生
活
を
し

て
い
た
時
代
か
ら
農
耕
牧
畜
が
始
ま
る

時
代
ま
で
を
対
象
に
し
た
考
古
学
研

究
を
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
の
発
掘
で
出

て
き
た
石
器
、
動
物
骨
、
植
物
遺
存

体
、
建
築
物
な
ど
を
分
析
し
、
昔
の
人

が
ど
の
よ
う
に
社
会
や
文
化
を
築
い
て

き
た
か
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
変

わ
っ
た
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。
地
域
と

し
て
は
西
ア
ジ
ア
、
中
近
東
地
域
に
興

味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

考
古
学
や
歴
史
の
研
究
は
、
い
ま
だ

発
展
史
観
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
野
蛮
な
時
代
か
ら
狩
猟
採

集
、
農
業
、
そ
し
て
文
明
が
起
こ
っ
た

と
い
う
よ
う
に
、
人
間
は
足
し
算
を
し

て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
考
え
方
で

す
。
今
回
あ
ら
た
め
て
環
境
問
題
を
考

え
た
と
き
に
、
昔
の
人
の
環
境
問
題
に

対
す
る
応
答
は
、
必
ず
し
も
拡
大
成
長

だ
け
で
は
な
く
て
、
柔
軟
な
応
答
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
と
こ

ろ
か
ら
読
み
取
れ
た
ら
い
い
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。

＊
高
分
解
能
古
気
候
学
と
歴
史
・
考
古
学
の
連
携

に
よ
る
気
候
変
動
に
強
い
社
会
シ
ス
テ
ム
の
探
索

門
脇　

テ
ー
マ
に
掲
げ
ま
し
た
過
去

の
自
然
と
人
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
で

す
が
、
一
年
単
位
の
気
候
の
復
元
か
ら

見
え
て
き
た
気
候
変
動
に
対
し
て
、
過

去
の
人
た
ち
は
ど
う
影
響
を
受
け
て
き

た
の
で
し
ょ
う
か
。
具
体
的
な
例
が
あ

り
ま
し
た
ら
お
願
い
し
ま
す
。

中
塚　

一
年
単
位
の
復
元
デ
ー
タ
を
見

ま
す
と
、
数
年
周
期
の
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ

南
方
振
動
か
ら
ボ
ン
ド
サ
イ
ク
ル
と

言
わ
れ
る
千
年
周
期
の
変
動
ま
で
が

き
れ
い
に
出
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
過
去

の
気
候
変
動
が
日
本
社
会
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
ま
し
た
。

　

千
年
周
期
の
変
動
か
ら
見
て
行
く

と
、
た
と
え
ば
弥
生
時
代
の
ム
ラ
は
、

低
地
に
環
濠
集
落
を
形
成
し
て
い
ま
し

た
が
、
弥
生
時
代
中
期
末
に
水
害
が
増

え
た
こ
と
で
住
居
だ
け
が
高
台
に
移

り
、
水
田
と
の
距
離
が
で
き
て
、
田
の

収
穫
物
を
盗
ま
れ
る
恐
れ
が
出
て
き
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
弥
生
時
代
後
期
は

戦
乱
の
時
代
に
な
り
ま
し
た
が
、
や
が

て
広
域
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
求
め
て
古
墳

時
代
と
い
う
初
期
国
家
の
出
現
を
み

ま
す
。
気
候
変
動
に
よ
り
社
会
が
変

わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
一
つ
の
環
境

適
応
の
事
例
だ
と
解
釈
で
き
ま
す
。 

　

も
う
一
つ
、
10
世
紀
ご
ろ
に
い
わ
ゆ

る
中
世
温
暖
期
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本

で
は
暖
か
く
な
る
と
乾
燥
す
る
ん
で
す

ね
。
当
時
日
本
は
律
令
国
家
で
土
地
は

す
べ
て
国
有
で
し
た
が
、
干
ば
つ
が
激

し
く
な
り
灌
漑
が
で
き
な
く
な
っ
て
耕

作
放
棄
地
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

の
後
に
出
て
き
た
の
が
荘
園
制
で
す
。

力
の
あ
る
貴
族
や
寺
社
が
国
に
と
っ
て

代
わ
る
形
で
、
い
わ
ゆ
る
民
間
資
本
が

耕
作
放
棄
地
を
再
開
発
し
て
い
き
ま
し

た
。
つ
ま
り
中
央
集
権
の
古
代
国
家
が

実
質
的
に
壊
れ
て
、
地
方
分
散
の
中
世

の
日
本
に
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
の
ひ
と

つ
の
契
機
が
10
世
紀
の
大
規
模
な
干
ば

つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

数
十
年
周
期
の
気
候
変
動
に
も
、
飢

饉
や
戦
乱
と
の
間
に
強
い
関
係
性
が
あ

る
こ
と
が
、
日
本
を
含
む
世
界
中
で
明

ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
気
候
変
動
が
社
会
転
換
の
ト
リ
ガ
ー

に
な
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
の

で
す
が
、
問
題
は
人
々
が
そ
れ
に
ど
う

い
う
ふ
う
に
応
答
し
た
か
で
す
。
国
家

の
形
成
に
つ
な
が
っ
た
時
代
も
あ
れ

ば
、
国
家
の
解
体
に
つ
な
が
っ
た
時
代

も
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
世
界
に

先
駆
け
て
高
度
な
市
場
経
済
の
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
り
始
め
ま
す
。
時
代
に
よ
っ

て
い
ろ
ん
な
こ
と
が
起
き
て
い
て
、
発

展
史
観
な
ど
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
そ

の
時
代
の
人
た
ち
の
創
意
工
夫
で
う
ま

く
い
く
と
き
も
あ
れ
ば
、
む
ち
ゃ
く
ち

ゃ
に
な
る
と
き
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

学
ぶ
こ
と
も
多
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

堀　

気
候
変
動
が
人
間
社
会
の
変
化

の
ト
リ
ガ
ー
に
な
る
と
言
わ
れ
た
の
で

す
が
、
か
つ
て
地
理
で
も
環
境
決
定
論

の
議
論
が
あ
っ
て
、
様
々
な
批
判
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
気
候
変
動
が

ト
リ
ガ
ー
に
な
る
と
い
う
考
え
方
は
、

人
文
科
学
や
社
会
科
学
の
方
に
も
受

け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
か
。

中
塚　

ま
さ
に
文
理
融
合
研
究
の
鍵
と

な
る
と
こ
ろ
で
す
。
私
自
身
、
歴
史
学

者
や
考
古
学
者
の
研
究
を
あ
る
程
度

勉
強
し
た
上
で
議
論
を
し
て
い
ま
す

し
、
古
気
候
デ
ー
タ
の
精
度
が
か
な
り

上
が
っ
て
き
た
の
で
、
彼
ら
自
身
も
そ

の
デ
ー
タ
を
見
て
、
歴
史
の
事
象
と
す

ご
く
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
実
感

し
て
い
る
よ
う
で
す
。
新
し
い
高
精
度

の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
具
体
的
な
議

論
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

門
脇　

人
間
は
環
境
に
対
し
て
社
会

を
つ
く
り
、
道
具
を
つ
く
り
、
文
化
や

制
度
を
つ
く
っ
て
応
答
す
る
の
で
、
人

間
が
ど
う
対
応
し
た
か
は
社
会
の
あ
り

方
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
平
井
先
生
、
古
文
書
記
録
か
ら
そ

の
対
応
の
仕
方
、
地
域
に
よ
る
違
い
な

ど
見
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

平
井　

対
応
の
仕
方
は
時
代
と
場
所
に

よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
す
。
記
録
の
残
り

方
も
時
代
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
江
戸

時
代
以
前
の
記
録
で
す
と
、
残
る
べ
く

し
て
残
っ
た
よ
う
な
、
し
っ
か
り
し
た

記
録
が
少
数
あ
り
ま
す
。
近
世
に
は
、

意
図
せ
ず
し
て
残
っ
た
と
い
う
も
の
も

あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
情
報
の
質
も
玉
石

混
交
で
、
歴
史
地
震
の
分
野
で
い
え

ば
、
一
番
信
用
で
き
る
の
は
、
そ
の
地

震
の
体
験
者
が
そ
の
時
に
書
い
た
も
の

で
す
。
そ
う
い
う
話
を
聞
い
た
と
か
、

何
年
も
経
っ
て
か
ら
書
か
れ
た
も
の
も

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
他
の
資
料
と
比
べ

て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

門
脇　

お
そ
ら
く
次
の
災
害
の
種
を
蒔

い
て
い
る
の
は
、
気
候
が
安
定
し
て
い

て
静
か
な
と
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
。
古
文
書
に

書
か
れ
て
い
な
い
時
代
、
災
害
記
録
が

な
い
時
代
に
人
が
何
を
し
て
し
ま
っ
た

の
か
、
自
然
に
負
荷
を
か
け
過
ぎ
た
の

か
。
そ
こ
か
ら
逆
に
学
べ
る
こ
と
が
あ

る
と
思
う
ん
で
す
が
。

　

堀
先
生
、
現
代
も
同
じ
で
、
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
で
危
険
と
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
も
開
発
が
行
わ
れ
る
、
私
た
ち
は

災
害
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
平

気
候
変
動
と
社
会
の
変
化

博士（理学）。専門は自然地理学
で、河川・海岸に分布する地形や堆
積物の形成過程を野外調査や試
料分析にもとづいて研究している。
学部では文学部の教育を担当。

堀 和明 ほり かずあき

博士（理学）。専門は同位体地球
化学と古気候学。同位体比を使っ
た地球表層の物質循環の研究の
後、近年は樹木年輪の酸素同位体
比による気候と歴史の関係の解明
に取り組む。

中塚 武 なかつか たけし

人
間
は
、

災
害
の
種
を
蒔
く



野
の
形
成
過
程
を
ご
研
究
さ
れ
て
何
か

お
考
え
は
あ
り
ま
す
か
。

堀　

日
本
は
降
水
量
が
多
く
、
地
殻
変

動
も
活
発
な
の
で
、
平
野
の
多
く
は
長

期
的
に
み
る
と
沈
降
し
て
い
ま
す
。
木

曽
三
川
下
流
域
に
分
布
す
る
濃
尾
平
野

も
沈
降
し
て
い
て
、
過
去
の
地
形
を
形

作
っ
て
い
た
堆
積
物
は
今
の
地
表
面
よ

り
も
下
に
現
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
現

在
の
地
形
と
過
去
の
地
形
は
必
ず
し
も

同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
ら
は
今
の

川
を
見
て
、
あ
れ
こ
れ
考
え
て
し
ま
う

の
で
す
が
、
昔
の
川
の
姿
に
つ
い
て
も

も
っ
と
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
な
い
と
い
け

な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
大
き
な
川
沿

い
は
高
い
人
工
堤
防
で
守
ら
れ
て
い
る

の
で
安
心
感
を
覚
え
る
と
い
う
か
、
錯

覚
し
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
実
際
の
土
地
の
高
さ
は
川
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
に
示
さ
れ
た
危
険
度
の
大
小
だ
け
で

な
く
、
実
物
の
川
、
特
に
増
水
時
の
川

を
僕
ら
は
常
に
意
識
し
な
い
と
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。

平
井　

気
候
の
安
定
し
た
時
期
に
、
人

間
が
災
害
の
種
を
蒔
い
て
い
る
と
い
う

の
は
、
地
震
を
見
て
も
そ
う
で
す
ね
。

地
震
で
よ
く
揺
れ
る
の
は
川
が
氾
濫
し

て
で
き
た
よ
う
な
低
地
で
、
そ
こ
に
は

人
は
あ
ま
り
住
ま
な
い
方
が
い
い
の
で

す
が
、
水
害
の
こ
と
を
忘
れ
て
住
み
始

め
る
。
特
に
こ
こ
1
0
0
年
、
西
洋
的

な
土
木
技
術
、
建
築
技
術
が
入
っ
て
き

て
か
ら
は
、
自
然
を
征
服
す
る
と
い
う

と
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人

類
の
英
知
で
災
害
を
あ
る
程
度
抑
え
込

む
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
の
で
、
そ

う
い
う
技
術
を
駆
使
し
て
ど
ん
ど
ん
低

地
に
ま
ち
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。
で

も
そ
れ
を
超
え
る
よ
う
な
災
害
が
来
た

と
き
に
は
大
き
な
被
害
を
受
け
る
。
私

が
言
う
ま
で
も
な
く
、
寺
田
寅
彦
が

『
天
災
と
国
防
』
で
も
指
摘
し
て
い
ま

す
。
「
い
や
が
上
に
も
災
害
を
大
き
く

す
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
も
の
は
た

れ
あ
ろ
う
文
明
人
そ
の
も
の
な
の
で
あ

る
」
と
。

　

人
間
に
と
っ
て
不
都
合
だ
か
ら
災
害

と
い
う
わ
け
で
、
自
然
に
と
っ
て
は
単

な
る
自
然
現
象
。
自
然
現
象
は
た
い
が

い
恵
み
と
災
い
の
両
面
が
あ
り
ま
す
。

日
本
は
世
界
の
中
で
も
災
害
が
多
い
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
逆
に
言
え
ば
そ
れ
だ

け
自
然
の
恵
み
も
豊
か
で
す
。
過
去
の

地
震
を
調
べ
る
な
か
で
名
所
図
会
な
ど

を
よ
く
見
ま
す
が
、
断
層
と
お
ぼ
し
き

段
差
や
水
辺
の
景
観
は
人
を
惹
き
つ
け

る
、
水
も
豊
富
で
酒
蔵
が
建
つ
。
怒
ら

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
然
の
恵

み
を
受
け
取
り
つ
つ
、
し
か
し
時
々
災

い
も
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ず

に
、
あ
ま
り
調
子
に
の
ら
ず
過
ご
し
て

い
く
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
と
、
私

は
思
い
ま
す
。

中
塚　

我
々
は
生
き
物
で
す
か
ら
、
環

境
が
よ
け
れ
ば
適
応
す
る
。
だ
か
ら
こ

そ
生
き
永
ら
え
て
き
た
の
で
す
が
、
そ

の
後
に
来
る
大
き
な
破
綻
に
対
し
て
、

備
え
な
け
れ
ば
ま
ず
い
ん
で
す
よ
ね
。

江
戸
時
代
に
は
、
享
保
、
天
明
、
天
保

の
三
大
飢
饉
が
ほ
ぼ
50
年
周
期
で
起

き
て
い
ま
す
。
村
の
長
老
は
、
い
つ
飢

饉
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
、
浮
か
れ

る
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
と
一
生
懸
命
書
き
残

し
て
い
ま
す
。
今
我
々
が
議
論
し
て
い

る
よ
う
な
歴
史
に
学
ぼ
う
と
い
う
姿
勢

は
、
昔
か
ら
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
命
を
救
う
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
思
い
ま
す
。

門
脇　

少
し
大
き
な
観
点
で
す
が
、
歴

史
的
な
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
環
境
問
題

に
対
し
て
人
は
、
社
会
は
、
ど
の
よ
う

に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
ら
、
し
な
や
か
に

対
応
し
て
い
け
る
で
し
ょ
う
か
。

中
塚　

私
は
地
球
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

成
果
を
ま
と
め
る
上
で
、
数
十
年
周
期

の
気
候
変
動
の
た
び
に
人
々
が
ど
う
い

う
ふ
う
に
対
応
す
る
か
と
い
う
観
点
で

話
を
組
み
立
て
ま
し
た
。
3
つ
ほ
ど
や

る
べ
き
こ
と
が
あ
っ
て
、
１
つ
目
は
変

動
を
予
測
し
て
対
応
で
き
る
よ
う
に
す

る
。
今
こ
の
瞬
間
は
起
き
て
な
く
て
も

５
年
10
年
、
20
年
後
に
起
き
る
可
能
性

が
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
の
生
活
に
大
き

な
影
響
を
も
た
ら
し
ま
す
。
２
つ
目
は

変
動
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

地
球
温
暖
化
対
策
で
あ
れ
ば
二
酸
化

炭
素
を
減
ら
す
。
予
測
し
た
ら
対
応
す

る
こ
と
が
大
事
。
３
つ
目
と
し
て
歴
史

か
ら
学
べ
る
こ
と
は
、
社
会
の
変
革
。

気
候
変
動
は
大
き
な
不
幸
を
招
き
ま

す
が
、
人
間
社
会
に
変
革
を
迫
る
タ
イ

ミ
ン
グ
で
も
あ
る
。
あ
る
意
味
、
そ
れ

を
好
機
と
捉
え
て
社
会
を
変
え
て
い

く
。
単
に
予
測
し
、
予
防
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
影
響
を
受
け
る
か
ら
に
は
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
社
会
の
仕
組

み
を
つ
く
っ
て
い
く
、
そ
れ
が
重
要
だ

と
い
う
こ
と
を
歴
史
は
示
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
現
代
社
会
に
お
け
る
社
会

の
変
革
の
道
筋
と
、
弥
生
時
代
の
そ
れ

は
全
く
違
う
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
に
生
き
て
い
る
人
が
真
剣
に
考
え

る
こ
と
が
大
事
で
す
。
未
来
は
、
現
在

や
過
去
と
は
違
い
ま
す
。
歴
史
的
に
も

社
会
に
は
多
様
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
理
解
し
て
、
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

門
脇　

本
当
に
社
会
の
変
革
は
大
事

で
す
ね
。
そ
れ
に
は
政
策
な
ど
の
レ
ベ

ル
で
の
動
き
の
他
に
、
一
人
ひ
と
り
の

日
常
の
行
動
変
化
、
選
択
も
必
要
だ
と

思
う
ん
で
す
ね
。
子
ど
も
が
学
校
か
ら

Ｓ
Ｄ
Ｇ
s
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
も
ら
っ

て
き
た
ん
で
す
が
、
小
学
校
か
ら
学
ぶ

の
だ
と
驚
き
ま
し
た
。
教
育
で
人
間
の

価
値
観
を
変
え
ら
れ
れ
ば
一
人
ひ
と
り

の
行
動
変
化
が
起
き
る
。
こ
れ
は
す
ご

く
大
き
な
力
だ
と
思
い
ま
す
。
歴
史
を

見
れ
ば
常
に
成
長
、
拡
大
で
は
な
く
、

現
状
に
対
応
し
た
多
様
な
行
動
変
化

が
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
を
学
び

取
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

堀　

な
に
ご
と
も
規
模
を
大
き
く
し
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
我
々
の
よ
う
に
日
本
の

人
口
が
増
え
て
い
た
時
代
に
生
ま
れ
た

人
間
は
、
ま
だ
競
争
原
理
と
か
成
長
主

義
の
価
値
観
の
な
か
に
い
る
。
で
も
人

口
減
の
時
代
に
生
ま
れ
た
今
の
子
ど
も

た
ち
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
た
ぶ
ん
そ
う
い
う
人
た
ち
が
こ
れ

か
ら
社
会
を
変
革
す
る
役
割
を
担
っ
て

い
く
の
で
し
ょ
う
ね
。

中
塚　

ま
さ
に
今
言
わ
れ
た
こ
と
が

重
要
で
、
歴
史
を
見
る
と
現
代
の
よ

う
な
成
長
第
一
主
義
の
時
代
は
ほ
と

ん
ど
な
い
ん
で
す
ね
。
多
く
の
時
代

は
、
特
に
環
境
が
悪
く
な
っ
た
時
代

は
、
成
長
で
は
な
く
持
続
可
能
性
を

意
識
し
た
社
会
づ
く
り
に
な
る
、
そ

の
中
に
は
今
の
我
々
か
ら
す
る
と
、

身
分
制
が
あ
っ
た
り
、
競
争
を
抑
え

た
り
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
シ
ス
テ

ム
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
地

球
環
境
問
題
が
出
て
き
て
い
る
今

日
、
内
な
る
成
長
主
義
を
人
類
の
知

恵
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
か
な
く

て
は
い
け
な
い
。
つ
ま
り
成
長
第
一

主
義
は
、
最
終
的
に
は
不
安
定
で
種

の
絶
滅
、
社
会
の
崩
壊
を
も
た
ら
す

と
い
う
こ
と
を
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
良
い
こ
と

も
、
悪
い
こ
と
も
教
訓
と
し
て
も
う

一
度
歴
史
に
学
ぶ
こ
と
が
大
事
な
の

か
な
と
思
い
ま
す
。

門
脇　

歴
史
を
見
る
と
、
長
期
に
わ
た

り
続
い
た
社
会
や
経
済
が
あ
っ
た
一
方

で
崩
壊
・
消
滅
し
た
も
の
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
か
ら
教
訓

を
得
る
た
め
に
は
、
両
者
の
間
で
何
が

違
っ
た
の
か
を
慎
重
に
見
極
め
る
こ
と

が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
繁
栄
し
た
集

団
や
社
会
経
済
は
「
優
れ
て
い
た
」
と

簡
単
に
片
付
け
る
の
で
は
な
く
、
当
時

の
人
々
の
行
動
や
社
会
、
そ
し
て
そ
れ

を
と
り
ま
く
環
境
を
正
確
に
復
元
す
る

こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
復

元
に
基
づ
い
て
、
当
時
の
人
々
が
ど
の

よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
に

ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
が
具
体
的
に

明
ら
か
に
な
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
対
応
の
結
果
ど
う
な
っ
た
か
、

と
い
う
点
は
歴
史
的
事
実
か
ら
知
れ
る

こ
と
が
強
み
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
も
、
既
成
観
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、

客
観
的
な
方
法
で
多
面
的
な
観
点
か

ら
過
去
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
学
際
的
な
歴
史

研
究
は
以
前
か
ら
も
目
指
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
過
去
の
自
然
と
人
の
相
互
作

用
か
ら
教
訓
を
得
る
た
め
に
も
、
そ
の

必
要
性
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
る
と
言

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

歴
史
に
学
ぶ
、

多
様
な
行
動
変
化
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野
の
形
成
過
程
を
ご
研
究
さ
れ
て
何
か

お
考
え
は
あ
り
ま
す
か
。

堀　

日
本
は
降
水
量
が
多
く
、
地
殻
変

動
も
活
発
な
の
で
、
平
野
の
多
く
は
長

期
的
に
み
る
と
沈
降
し
て
い
ま
す
。
木

曽
三
川
下
流
域
に
分
布
す
る
濃
尾
平
野

も
沈
降
し
て
い
て
、
過
去
の
地
形
を
形

作
っ
て
い
た
堆
積
物
は
今
の
地
表
面
よ

り
も
下
に
現
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
現

在
の
地
形
と
過
去
の
地
形
は
必
ず
し
も

同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
ら
は
今
の

川
を
見
て
、
あ
れ
こ
れ
考
え
て
し
ま
う

の
で
す
が
、
昔
の
川
の
姿
に
つ
い
て
も

も
っ
と
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
な
い
と
い
け

な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
大
き
な
川
沿

い
は
高
い
人
工
堤
防
で
守
ら
れ
て
い
る

の
で
安
心
感
を
覚
え
る
と
い
う
か
、
錯

覚
し
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
実
際
の
土
地
の
高
さ
は
川
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
に
示
さ
れ
た
危
険
度
の
大
小
だ
け
で

な
く
、
実
物
の
川
、
特
に
増
水
時
の
川

を
僕
ら
は
常
に
意
識
し
な
い
と
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。

平
井　

気
候
の
安
定
し
た
時
期
に
、
人

間
が
災
害
の
種
を
蒔
い
て
い
る
と
い
う

の
は
、
地
震
を
見
て
も
そ
う
で
す
ね
。

地
震
で
よ
く
揺
れ
る
の
は
川
が
氾
濫
し

て
で
き
た
よ
う
な
低
地
で
、
そ
こ
に
は

人
は
あ
ま
り
住
ま
な
い
方
が
い
い
の
で

す
が
、
水
害
の
こ
と
を
忘
れ
て
住
み
始

め
る
。
特
に
こ
こ
1
0
0
年
、
西
洋
的

な
土
木
技
術
、
建
築
技
術
が
入
っ
て
き

て
か
ら
は
、
自
然
を
征
服
す
る
と
い
う

と
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人

類
の
英
知
で
災
害
を
あ
る
程
度
抑
え
込

む
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
の
で
、
そ

う
い
う
技
術
を
駆
使
し
て
ど
ん
ど
ん
低

地
に
ま
ち
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。
で

も
そ
れ
を
超
え
る
よ
う
な
災
害
が
来
た

と
き
に
は
大
き
な
被
害
を
受
け
る
。
私

が
言
う
ま
で
も
な
く
、
寺
田
寅
彦
が

『
天
災
と
国
防
』
で
も
指
摘
し
て
い
ま

す
。
「
い
や
が
上
に
も
災
害
を
大
き
く

す
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
も
の
は
た

れ
あ
ろ
う
文
明
人
そ
の
も
の
な
の
で
あ

る
」
と
。

　

人
間
に
と
っ
て
不
都
合
だ
か
ら
災
害

と
い
う
わ
け
で
、
自
然
に
と
っ
て
は
単

な
る
自
然
現
象
。
自
然
現
象
は
た
い
が

い
恵
み
と
災
い
の
両
面
が
あ
り
ま
す
。

日
本
は
世
界
の
中
で
も
災
害
が
多
い
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
逆
に
言
え
ば
そ
れ
だ

け
自
然
の
恵
み
も
豊
か
で
す
。
過
去
の

地
震
を
調
べ
る
な
か
で
名
所
図
会
な
ど

を
よ
く
見
ま
す
が
、
断
層
と
お
ぼ
し
き

段
差
や
水
辺
の
景
観
は
人
を
惹
き
つ
け

る
、
水
も
豊
富
で
酒
蔵
が
建
つ
。
怒
ら

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
然
の
恵

み
を
受
け
取
り
つ
つ
、
し
か
し
時
々
災

い
も
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ず

に
、
あ
ま
り
調
子
に
の
ら
ず
過
ご
し
て

い
く
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
と
、
私

は
思
い
ま
す
。

中
塚　

我
々
は
生
き
物
で
す
か
ら
、
環

境
が
よ
け
れ
ば
適
応
す
る
。
だ
か
ら
こ

そ
生
き
永
ら
え
て
き
た
の
で
す
が
、
そ

の
後
に
来
る
大
き
な
破
綻
に
対
し
て
、

備
え
な
け
れ
ば
ま
ず
い
ん
で
す
よ
ね
。

江
戸
時
代
に
は
、
享
保
、
天
明
、
天
保

の
三
大
飢
饉
が
ほ
ぼ
50
年
周
期
で
起

き
て
い
ま
す
。
村
の
長
老
は
、
い
つ
飢

饉
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
、
浮
か
れ

る
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
と
一
生
懸
命
書
き
残

し
て
い
ま
す
。
今
我
々
が
議
論
し
て
い

る
よ
う
な
歴
史
に
学
ぼ
う
と
い
う
姿
勢

は
、
昔
か
ら
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
命
を
救
う
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
思
い
ま
す
。

門
脇　

少
し
大
き
な
観
点
で
す
が
、
歴

史
的
な
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
環
境
問
題

に
対
し
て
人
は
、
社
会
は
、
ど
の
よ
う

に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
ら
、
し
な
や
か
に

対
応
し
て
い
け
る
で
し
ょ
う
か
。

中
塚　

私
は
地
球
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

成
果
を
ま
と
め
る
上
で
、
数
十
年
周
期

の
気
候
変
動
の
た
び
に
人
々
が
ど
う
い

う
ふ
う
に
対
応
す
る
か
と
い
う
観
点
で

話
を
組
み
立
て
ま
し
た
。
3
つ
ほ
ど
や

る
べ
き
こ
と
が
あ
っ
て
、
１
つ
目
は
変

動
を
予
測
し
て
対
応
で
き
る
よ
う
に
す

る
。
今
こ
の
瞬
間
は
起
き
て
な
く
て
も

５
年
10
年
、
20
年
後
に
起
き
る
可
能
性

が
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
の
生
活
に
大
き

な
影
響
を
も
た
ら
し
ま
す
。
２
つ
目
は

変
動
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

地
球
温
暖
化
対
策
で
あ
れ
ば
二
酸
化

炭
素
を
減
ら
す
。
予
測
し
た
ら
対
応
す

る
こ
と
が
大
事
。
３
つ
目
と
し
て
歴
史

か
ら
学
べ
る
こ
と
は
、
社
会
の
変
革
。

気
候
変
動
は
大
き
な
不
幸
を
招
き
ま

す
が
、
人
間
社
会
に
変
革
を
迫
る
タ
イ

ミ
ン
グ
で
も
あ
る
。
あ
る
意
味
、
そ
れ

を
好
機
と
捉
え
て
社
会
を
変
え
て
い

く
。
単
に
予
測
し
、
予
防
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
影
響
を
受
け
る
か
ら
に
は
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
社
会
の
仕
組

み
を
つ
く
っ
て
い
く
、
そ
れ
が
重
要
だ

と
い
う
こ
と
を
歴
史
は
示
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
現
代
社
会
に
お
け
る
社
会

の
変
革
の
道
筋
と
、
弥
生
時
代
の
そ
れ

は
全
く
違
う
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
に
生
き
て
い
る
人
が
真
剣
に
考
え

る
こ
と
が
大
事
で
す
。
未
来
は
、
現
在

や
過
去
と
は
違
い
ま
す
。
歴
史
的
に
も

社
会
に
は
多
様
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
理
解
し
て
、
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

門
脇　

本
当
に
社
会
の
変
革
は
大
事

で
す
ね
。
そ
れ
に
は
政
策
な
ど
の
レ
ベ

ル
で
の
動
き
の
他
に
、
一
人
ひ
と
り
の

日
常
の
行
動
変
化
、
選
択
も
必
要
だ
と

思
う
ん
で
す
ね
。
子
ど
も
が
学
校
か
ら

Ｓ
Ｄ
Ｇ
s
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
も
ら
っ

て
き
た
ん
で
す
が
、
小
学
校
か
ら
学
ぶ

の
だ
と
驚
き
ま
し
た
。
教
育
で
人
間
の

価
値
観
を
変
え
ら
れ
れ
ば
一
人
ひ
と
り

の
行
動
変
化
が
起
き
る
。
こ
れ
は
す
ご

く
大
き
な
力
だ
と
思
い
ま
す
。
歴
史
を

見
れ
ば
常
に
成
長
、
拡
大
で
は
な
く
、

現
状
に
対
応
し
た
多
様
な
行
動
変
化

が
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
を
学
び

取
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

堀　

な
に
ご
と
も
規
模
を
大
き
く
し
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
我
々
の
よ
う
に
日
本
の

人
口
が
増
え
て
い
た
時
代
に
生
ま
れ
た

人
間
は
、
ま
だ
競
争
原
理
と
か
成
長
主

義
の
価
値
観
の
な
か
に
い
る
。
で
も
人

口
減
の
時
代
に
生
ま
れ
た
今
の
子
ど
も

た
ち
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
た
ぶ
ん
そ
う
い
う
人
た
ち
が
こ
れ

か
ら
社
会
を
変
革
す
る
役
割
を
担
っ
て

い
く
の
で
し
ょ
う
ね
。

中
塚　

ま
さ
に
今
言
わ
れ
た
こ
と
が

重
要
で
、
歴
史
を
見
る
と
現
代
の
よ

う
な
成
長
第
一
主
義
の
時
代
は
ほ
と

ん
ど
な
い
ん
で
す
ね
。
多
く
の
時
代

は
、
特
に
環
境
が
悪
く
な
っ
た
時
代

は
、
成
長
で
は
な
く
持
続
可
能
性
を

意
識
し
た
社
会
づ
く
り
に
な
る
、
そ

の
中
に
は
今
の
我
々
か
ら
す
る
と
、

身
分
制
が
あ
っ
た
り
、
競
争
を
抑
え

た
り
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
シ
ス
テ

ム
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
地

球
環
境
問
題
が
出
て
き
て
い
る
今

日
、
内
な
る
成
長
主
義
を
人
類
の
知

恵
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
か
な
く

て
は
い
け
な
い
。
つ
ま
り
成
長
第
一

主
義
は
、
最
終
的
に
は
不
安
定
で
種

の
絶
滅
、
社
会
の
崩
壊
を
も
た
ら
す

と
い
う
こ
と
を
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
良
い
こ
と

も
、
悪
い
こ
と
も
教
訓
と
し
て
も
う

一
度
歴
史
に
学
ぶ
こ
と
が
大
事
な
の

か
な
と
思
い
ま
す
。

門
脇　

歴
史
を
見
る
と
、
長
期
に
わ
た

り
続
い
た
社
会
や
経
済
が
あ
っ
た
一
方

で
崩
壊
・
消
滅
し
た
も
の
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
か
ら
教
訓

を
得
る
た
め
に
は
、
両
者
の
間
で
何
が

違
っ
た
の
か
を
慎
重
に
見
極
め
る
こ
と

が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
繁
栄
し
た
集

団
や
社
会
経
済
は
「
優
れ
て
い
た
」
と

簡
単
に
片
付
け
る
の
で
は
な
く
、
当
時

の
人
々
の
行
動
や
社
会
、
そ
し
て
そ
れ

を
と
り
ま
く
環
境
を
正
確
に
復
元
す
る

こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
復

元
に
基
づ
い
て
、
当
時
の
人
々
が
ど
の

よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
に

ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
が
具
体
的
に

明
ら
か
に
な
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
対
応
の
結
果
ど
う
な
っ
た
か
、

と
い
う
点
は
歴
史
的
事
実
か
ら
知
れ
る

こ
と
が
強
み
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
も
、
既
成
観
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、

客
観
的
な
方
法
で
多
面
的
な
観
点
か

ら
過
去
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
学
際
的
な
歴
史

研
究
は
以
前
か
ら
も
目
指
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
過
去
の
自
然
と
人
の
相
互
作

用
か
ら
教
訓
を
得
る
た
め
に
も
、
そ
の

必
要
性
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
る
と
言

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

歴
史
に
学
ぶ
、

多
様
な
行
動
変
化
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を行っている。

平井 敬 ひらい たかし



　

地
球
環
境
と
地
球
科
学
と
の
境
界
問
題
の

例
と
し
て
、
原
子
力
発
電
に
よ
っ
て
生
じ
る

高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
地
下
処
分
（
地

層
処
分
）
や
、
二
酸
化
炭
素
の
地
下
貯
留

（C
C
S

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
近

年
の
人
間
活
動
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の

代
償
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
世

代
で
生
じ
た
も
の
は
現
世
代
で
対
応
す
る

（
将
来
の
世
代
に
先
送
り
し
な
い
）
、
と
い

う
の
がO

E
CD
/N
EA

で
の
議
論
を
は
じ
め

国
際
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
処
す
る
技
術
と
し
て

共
通
す
る
こ
と
は
、
地
下
数
百
メ
ー
ト
ル
よ

り
も
深
い
地
質
環
境
に
数
百
年
〜
数
万
年
以

上
に
渡
っ
て
隔
離
し
、
自
然
環
境
に
委
ね
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
は
、
放
射
性
廃
棄

物
は
放
射
性
元
素
の
放
射
能
が
半
減
期
に

よ
っ
て
減
衰
す
る
ま
で
の
期
間
、
ま
た
二
酸

化
炭
素
に
お
い
て
は
温
暖
化
の
進
行
を
氷
河

期
の
到
来
等
で
抑
制
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
の
期

間
、
地
球
表
層
で
の
物
質
循
環
シ
ス
テ
ム
か

ら
隔
離
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

地
下
環
境
に
こ
れ
ら
を
隔
離
す
る
た
め
に

は
、
地
下
に
埋
設
あ
る
い
は
注
入
し
た
後

に
、
ア
ク
セ
ス
し
た
孔
（
立
坑
や
ボ
ー
リ
ン

グ
孔
）
の
長
期
シ
ー
リ
ン
グ
が
不
可
欠
と
な

る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
も
重
要
な
シ
ー
リ
ン
グ

素
材
の
１
つ
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
時
点
で

は
数
千
年
以
上
も
の
耐
久
性
を
求
め
る
こ
と

は
難
し
い
。
一
方
で
、
自
然
界
に
は
数
千
万

年
〜
数
億
年
以
上
に
渡
っ
て
物
質
の
状
態
を

保
持
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
球
状
コ
ン
ク

リ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
球
状
コ
ン
ク
リ
ー

シ
ョ
ン
は
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
カ
ル
サ
イ

ト:CaC
O
3

）
を
主
成
分
と
す
る
球
状
体
の

岩
塊
で
あ
り
、
直
径
１
メ
ー
ト
ル
サ
イ
ズ
で

も
数
年
ほ
ど
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
シ
ョ
ン
中
の
物
質

（
化
石
）
が
保
存
良
好
な
の
は
、
急
速
に
沈

殿
し
た
カ
ル
サ
イ
ト
が
堆
積
物
の
細
か
い
隙

間
を
充
填
・
シ
ー
リ
ン
グ
し
、
外
部
と
の
化

学
反
応
を
遮
断
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の

シ
ー
リ
ン
グ
プ
ロ
セ
ス
は
、
地
層
処
分
や
二

酸
化
炭
素
貯
留
の
み
な
ら
ず
、
地
下
ト
ン
ネ

ル
な
ど
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
修
復

や
、
石
油
掘
削
及
びLPG
備
蓄
等
地
下
空
間

利
用
に
伴
う
ボ
ー
リ
ン
グ
孔
の
、
長
期
シ
ー

リ
ン
グ
と
い
っ
た
工
学
技
術
に
も
応
用
可
能

の
は
ず
で
あ
る
。

　

地
層
処
分
は
、
最
終
的
に
は
数
万
年
以
上

も
の
隔
離
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
ア
イ
デ

ア
も
、
元
は
と
言
え
ば
ア
フ
リ
カ
・
ガ
ボ
ン

共
和
国
の
ウ
ラ
ン
鉱
床
中
か
ら
発
見
さ
れ
た

約
２０
億
年
前
の
オ
ク
ロ
天
然
原
子
炉
（
自
然

現
象
：
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ア
ナ
ロ
グ
）
に
学
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
人
間
活
動
の
影
響
も
含
め
た

地
球
環
境
の
様
々
な
変
化
に
お
い
て
、
長
期

の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、

こ
れ
か
ら
も
自
然
の
仕
組
み
に
学
び
、
自
然

と
調
和
す
る
技
術
が
さ
ら
に
重
要
に
な
る
と

考
え
て
い
る
。

　

我
々
の
生
活
と
産
業
を
支
え
て
い
る
石

油
、
石
炭
な
ど
の
資
源
の
枯
渇
に
伴
い
、
こ

れ
ら
の
資
源
を
原
料
と
す
る
マ
テ
リ
ア
ル
の

生
産
を
は
じ
め
、
資
源
利
用
の
あ
り
方
自
体

を
見
直
す
こ
と
が
迫
ら
れ
て
い
る
。
化
石
資

源
の
利
用
が
急
速
に
増
大
し
た
結
果
は
、
資

源
枯
渇
だ
け
で
な
く
、
地
球
温
暖
化
の
原
因

と
な
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
ご
み
に
よ
る
海
洋
汚
染
な
ど
深
刻
な
環
境

問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
枯
渇
性
資
源
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
、
化
石
資
源
に
由
来
す

る
マ
テ
リ
ア
ル
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
加
え
て
、

化
石
資
源
の
代
わ
り
に
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
用

は
持
続
可
能
な
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
注

目
を
集
め
て
い
る
。

　

従
来
、
バ
イ
オ
マ
ス
は
燃
焼
に
よ
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
資
源
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、

今
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
バ
イ
オ
ベ

ー
ス
材
料
の
資
源
と
し
て
の
利
用
が
可
能
に

な
り
、
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
新
し
い
材
料
の
生

産
が
広
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
森
林
資
源

か
ら
製
造
さ
れ
る
セ
ル
ロ
ー
ス
ナ
ノ
フ
ァ
イ

バ
ー
（CN

F

）
は
鋼
鉄
の
1
/
5
の
軽
さ
で

5
倍
の
強
度
の
特
性
を
有
し
て
お
り
、
自
動

車
部
材
、
情
報
電
子
材
料
、
包
装
材
料
、
建

築
材
料
な
ど
の
多
く
の
用
途
に
汎
用
的
に
採

用
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
代
替
物

に
な
れ
る
バ
イ
オ
マ
ス
ベ
ー
ス
材
料
は
活
発

に
開
発
さ
れ
て
お
り
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ゴ
ミ

の
問
題
を
解
決
で
き
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て

い
る
。

　

バ
イ
オ
マ
ス
は
再
生
可
能
な
資
源
と
言
わ

れ
て
も
、
無
限
で
は
な
い
。
化
石
資
源
の
よ

う
に
急
速
に
使
用
量
が
増
加
す
る
と
食
糧
問

題
を
引
き
起
こ
し
た
り
、
バ
イ
オ
ベ
ー
ス
材

料
の
生
産
に
よ
り
自
然
環
境
を
破
壊
さ
せ
た

り
す
る
な
ど
懸
念
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
未
利

用
の
バ
イ
オ
マ
ス
や
廃
棄
物
か
ら
取
り
出
し

た
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
マ
テ
リ
ア
ル
を
製
造
す

る
よ
う
な
資
源
利
用
は
持
続
可
能
な
シ
ナ
リ

オ
の
一
つ
で
あ
り
、
ゴ
ミ
問
題
解
決
に
も
貢

献
で
き
る
手
法
で
あ
る
。
筆
者
の
研
究
グ
ル

ー
プ
は
、
産
業
廃
棄
物
の
カ
ニ
と
エ
ビ
の
殻

に
含
ま
れ
て
い
る
キ
チ
ン
、
魚
の
白
子
か
ら

抽
出
さ
れ
る
核
酸
（D

N
A

）
な
ど
の
バ
イ
オ

マ
ス
資
源
に
着
目
し
て
、
吸
着
分
離
剤
、
補

強
材
な
ど
機
能
性
材
料
を
作
製
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
バ
イ
オ
ベ
ー
ス
マ
テ
リ
ア
ル
の
応

用
性
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
筆
者

は
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
資
源
と
し
て
サ
ス
テ
イ

ナ
ブ
ル
な
利
用
を
一
層
重
視
し
て
、
人
と
環

境
と
の
調
和
に
配
慮
し
た
バ
イ
オ
ベ
ー
ス
材

料
の
多
様
性
を
広
げ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
い

と
望
ん
で
い
る
。

球状コンクリーションに学ぶ
名古屋大学博物館　吉田 英一 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

バイオマス由来の材料
都市環境学専攻　環境機能物質学講座　ジンチェンコ アナトーリ 准教授

今
回
の
テ
ー
マ
は　

地
球
環
境
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

環
境
学
の

未
来
予
測

モスクワ大学卒業、名古屋大学環境
学研究科修了。専門は高分子科学、
特に天然高分子。天然高分子を中心
とした材料科学、物理化学、生物物
理学など学際的な視点から、化学物
質が関わっている環境問題について
研究を進めている。

ジンチェンコ アナトーリ

環
境
学
の

未
来
予
測
VO L . 2 8

地
球
・
都
市
・
社
会
3
つ
の

視
点
で
「
こ
れ
か
ら
」
を

考
え
ま
す
。

専門は応用地質学。岩石・鉱物の風化や変
質などの地球科学的現象から、工学的技術
への応用・展開に関する研究を行っている。

吉田 英一



　

地
球
環
境
と
地
球
科
学
と
の
境
界
問
題
の

例
と
し
て
、
原
子
力
発
電
に
よ
っ
て
生
じ
る

高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
地
下
処
分
（
地

層
処
分
）
や
、
二
酸
化
炭
素
の
地
下
貯
留

（C
C
S

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
近

年
の
人
間
活
動
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の

代
償
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
世

代
で
生
じ
た
も
の
は
現
世
代
で
対
応
す
る

（
将
来
の
世
代
に
先
送
り
し
な
い
）
、
と
い

う
の
がO

E
CD
/N
EA

で
の
議
論
を
は
じ
め

国
際
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
処
す
る
技
術
と
し
て

共
通
す
る
こ
と
は
、
地
下
数
百
メ
ー
ト
ル
よ

り
も
深
い
地
質
環
境
に
数
百
年
〜
数
万
年
以

上
に
渡
っ
て
隔
離
し
、
自
然
環
境
に
委
ね
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
は
、
放
射
性
廃
棄

物
は
放
射
性
元
素
の
放
射
能
が
半
減
期
に

よ
っ
て
減
衰
す
る
ま
で
の
期
間
、
ま
た
二
酸

化
炭
素
に
お
い
て
は
温
暖
化
の
進
行
を
氷
河

期
の
到
来
等
で
抑
制
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
の
期

間
、
地
球
表
層
で
の
物
質
循
環
シ
ス
テ
ム
か

ら
隔
離
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

地
下
環
境
に
こ
れ
ら
を
隔
離
す
る
た
め
に

は
、
地
下
に
埋
設
あ
る
い
は
注
入
し
た
後

に
、
ア
ク
セ
ス
し
た
孔
（
立
坑
や
ボ
ー
リ
ン

グ
孔
）
の
長
期
シ
ー
リ
ン
グ
が
不
可
欠
と
な

る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
も
重
要
な
シ
ー
リ
ン
グ

素
材
の
１
つ
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
時
点
で

は
数
千
年
以
上
も
の
耐
久
性
を
求
め
る
こ
と

は
難
し
い
。
一
方
で
、
自
然
界
に
は
数
千
万

年
〜
数
億
年
以
上
に
渡
っ
て
物
質
の
状
態
を

保
持
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
球
状
コ
ン
ク

リ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
球
状
コ
ン
ク
リ
ー

シ
ョ
ン
は
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
カ
ル
サ
イ

ト:CaC
O
3

）
を
主
成
分
と
す
る
球
状
体
の

岩
塊
で
あ
り
、
直
径
１
メ
ー
ト
ル
サ
イ
ズ
で

も
数
年
ほ
ど
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
シ
ョ
ン
中
の
物
質

（
化
石
）
が
保
存
良
好
な
の
は
、
急
速
に
沈

殿
し
た
カ
ル
サ
イ
ト
が
堆
積
物
の
細
か
い
隙

間
を
充
填
・
シ
ー
リ
ン
グ
し
、
外
部
と
の
化

学
反
応
を
遮
断
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の

シ
ー
リ
ン
グ
プ
ロ
セ
ス
は
、
地
層
処
分
や
二

酸
化
炭
素
貯
留
の
み
な
ら
ず
、
地
下
ト
ン
ネ

ル
な
ど
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
修
復

や
、
石
油
掘
削
及
びLPG

備
蓄
等
地
下
空
間

利
用
に
伴
う
ボ
ー
リ
ン
グ
孔
の
、
長
期
シ
ー

リ
ン
グ
と
い
っ
た
工
学
技
術
に
も
応
用
可
能

の
は
ず
で
あ
る
。

　

地
層
処
分
は
、
最
終
的
に
は
数
万
年
以
上

も
の
隔
離
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
ア
イ
デ

ア
も
、
元
は
と
言
え
ば
ア
フ
リ
カ
・
ガ
ボ
ン

共
和
国
の
ウ
ラ
ン
鉱
床
中
か
ら
発
見
さ
れ
た

約
２０
億
年
前
の
オ
ク
ロ
天
然
原
子
炉
（
自
然

現
象
：
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ア
ナ
ロ
グ
）
に
学
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
人
間
活
動
の
影
響
も
含
め
た

地
球
環
境
の
様
々
な
変
化
に
お
い
て
、
長
期

の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、

こ
れ
か
ら
も
自
然
の
仕
組
み
に
学
び
、
自
然

と
調
和
す
る
技
術
が
さ
ら
に
重
要
に
な
る
と

考
え
て
い
る
。

　

我
々
の
生
活
と
産
業
を
支
え
て
い
る
石

油
、
石
炭
な
ど
の
資
源
の
枯
渇
に
伴
い
、
こ

れ
ら
の
資
源
を
原
料
と
す
る
マ
テ
リ
ア
ル
の

生
産
を
は
じ
め
、
資
源
利
用
の
あ
り
方
自
体

を
見
直
す
こ
と
が
迫
ら
れ
て
い
る
。
化
石
資

源
の
利
用
が
急
速
に
増
大
し
た
結
果
は
、
資

源
枯
渇
だ
け
で
な
く
、
地
球
温
暖
化
の
原
因

と
な
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
ご
み
に
よ
る
海
洋
汚
染
な
ど
深
刻
な
環
境

問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
枯
渇
性
資
源
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
、
化
石
資
源
に
由
来
す

る
マ
テ
リ
ア
ル
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
加
え
て
、

化
石
資
源
の
代
わ
り
に
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
用

は
持
続
可
能
な
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
注

目
を
集
め
て
い
る
。

　

従
来
、
バ
イ
オ
マ
ス
は
燃
焼
に
よ
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
資
源
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、

今
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
バ
イ
オ
ベ

ー
ス
材
料
の
資
源
と
し
て
の
利
用
が
可
能
に

な
り
、
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
新
し
い
材
料
の
生

産
が
広
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
森
林
資
源

か
ら
製
造
さ
れ
る
セ
ル
ロ
ー
ス
ナ
ノ
フ
ァ
イ

バ
ー
（CN

F

）
は
鋼
鉄
の
1
/
5
の
軽
さ
で

5
倍
の
強
度
の
特
性
を
有
し
て
お
り
、
自
動

車
部
材
、
情
報
電
子
材
料
、
包
装
材
料
、
建

築
材
料
な
ど
の
多
く
の
用
途
に
汎
用
的
に
採

用
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
代
替
物

に
な
れ
る
バ
イ
オ
マ
ス
ベ
ー
ス
材
料
は
活
発

に
開
発
さ
れ
て
お
り
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ゴ
ミ

の
問
題
を
解
決
で
き
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て

い
る
。

　

バ
イ
オ
マ
ス
は
再
生
可
能
な
資
源
と
言
わ

れ
て
も
、
無
限
で
は
な
い
。
化
石
資
源
の
よ

う
に
急
速
に
使
用
量
が
増
加
す
る
と
食
糧
問

題
を
引
き
起
こ
し
た
り
、
バ
イ
オ
ベ
ー
ス
材

料
の
生
産
に
よ
り
自
然
環
境
を
破
壊
さ
せ
た

り
す
る
な
ど
懸
念
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
未
利

用
の
バ
イ
オ
マ
ス
や
廃
棄
物
か
ら
取
り
出
し

た
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
マ
テ
リ
ア
ル
を
製
造
す

る
よ
う
な
資
源
利
用
は
持
続
可
能
な
シ
ナ
リ

オ
の
一
つ
で
あ
り
、
ゴ
ミ
問
題
解
決
に
も
貢

献
で
き
る
手
法
で
あ
る
。
筆
者
の
研
究
グ
ル

ー
プ
は
、
産
業
廃
棄
物
の
カ
ニ
と
エ
ビ
の
殻

に
含
ま
れ
て
い
る
キ
チ
ン
、
魚
の
白
子
か
ら

抽
出
さ
れ
る
核
酸
（D

N
A

）
な
ど
の
バ
イ
オ

マ
ス
資
源
に
着
目
し
て
、
吸
着
分
離
剤
、
補

強
材
な
ど
機
能
性
材
料
を
作
製
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
バ
イ
オ
ベ
ー
ス
マ
テ
リ
ア
ル
の
応

用
性
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
筆
者

は
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
資
源
と
し
て
サ
ス
テ
イ

ナ
ブ
ル
な
利
用
を
一
層
重
視
し
て
、
人
と
環

境
と
の
調
和
に
配
慮
し
た
バ
イ
オ
ベ
ー
ス
材

料
の
多
様
性
を
広
げ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
い

と
望
ん
で
い
る
。

球状コンクリーションに学ぶ
名古屋大学博物館　吉田 英一 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

バイオマス由来の材料
都市環境学専攻　環境機能物質学講座　ジンチェンコ アナトーリ 准教授

今
回
の
テ
ー
マ
は　

地
球
環
境
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

環
境
学
の

未
来
予
測

モスクワ大学卒業、名古屋大学環境
学研究科修了。専門は高分子科学、
特に天然高分子。天然高分子を中心
とした材料科学、物理化学、生物物
理学など学際的な視点から、化学物
質が関わっている環境問題について
研究を進めている。

ジンチェンコ アナトーリ

環
境
学
の

未
来
予
測
VO L . 2 8

地
球
・
都
市
・
社
会
3
つ
の

視
点
で
「
こ
れ
か
ら
」
を

考
え
ま
す
。

専門は応用地質学。岩石・鉱物の風化や変
質などの地球科学的現象から、工学的技術
への応用・展開に関する研究を行っている。

吉田 英一



　

研
究
者
に
対
し
て
、
理
想
の
都
市
と
は
何

か
と
問
う
と
、
多
く
の
場
合
、
〜
と
い
う
条

件
下
で
は
〜
の
よ
う
な
都
市
が
理
想
で
あ

る
、
と
い
っ
た
条
件
付
き
の
回
答
が
返
っ
て

き
ま
す
。
例
え
ば
、
気
候
変
動
適
応
に
関
す

る
理
想
都
市
、
社
会
的
包
摂
に
つ
い
て
優
れ

た
都
市
、
経
済
的
効
率
性
の
高
い
都
市
な
ど

を
議
論
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
分

野
の
研
究
者
は
得
意
で
、
地
球
環
境
問
題
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
各
分
野
の
知
見
を
統

合
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
学
際
的
研
究
が

環
境
学
研
究
科
や
各
地
の
学
際
的
機
関
で
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
人
の
研
究
者
が
多
数

の
分
野
の
研
究
を
同
時
に
同
じ
深
度
で
追
及

す
る
こ
と
は
難
し
く
、
近
隣
の
研
究
分
野
に

つ
い
て
何
か
意
見
を
述
べ
た
く
と
も
、
自
身

の
分
野
で
な
い
研
究
に
つ
い
て
議
論
を
す
る

こ
と
は
「
不
安
」
を
伴
う
こ
と
が
多
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
を
都
市
間
の
関
係
性
に
置
き

換
え
て
み
る
と
、
自
身
が
親
し
み
の
あ
る
都

市
以
外
に
つ
い
て
、
問
題
点
や
可
能
性
を
議

論
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
ま

す
。
都
市
の
場
合
、
対
外
的
な
議
論
の
み
な

ら
ず
、
対
内
的
に
も
他
都
市
と
比
較
し
た
自

ら
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
曖
昧
に
理
解
さ
れ
て

い
る
状
況
で
は
、
都
市
と
い
う
複
雑
な
対
象

を
前
に
漠
然
と
し
た
不
安
を
持
ち
得
ま
す
。

こ
れ
は
地
域
に
つ
い
て
も
同
様
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
不
安
を
解
消
す
る
一
つ
の
方

法
と
し
て
、
対
象
を
比
較
可
能
な
か
た
ち
で

可
視
化
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。
下

図
は
、
各
都
市
の
周
辺
地
域
を
含
む
約

2
0
0
㎞
四
方
の
範
囲
を
切
り
出
し
、
そ
の

範
囲
の
人
口
分
布
を
立
体
的
に
示
し
た
図
で

す
。
デ
ー
タ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
整
備
さ
れ
た

LandScan

と
呼
ば
れ
る
約
1
㎞
四
方
の
解
像

度
の
も
の
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
都
市
及
び

そ
の
周
辺
を
含
む
都
市
地
域
の
特
徴
に
つ
い

て
、
こ
の
図
を
見
る
前
に
は
異
な
る
イ
メ
ー

ジ
を
持
た
れ
て
い
た
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、
世
界
都
市
論
等
の
中
で
大

都
市
と
し
て
議
論
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
、

周
辺
も
含
め
て
見
れ
ば
、
中
心
部
の
密
度
や

周
辺
の
人
口
の
多
さ
で
は
比
較
的
「
コ
ン
パ

ク
ト
」
な
都
市
に
見
え
ま
す
。
各
都
市
、
各

国
に
注
目
し
て
い
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観

点
か
ら
示
唆
を
抽
出
で
き
る
基
盤
と
な
る
情

報
が
あ
れ
ば
、
「
安
心
」
し
て
建
設
的
か
つ

国
際
的
な
議
論
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
現
在
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
緑
地
利
用
と
社

会
・
経
済
的
格
差
に
関
し
て
共
同
研
究
者
の

香
坂
玲
教
授
と
解
析
を
進
め
て
い
ま
す
が
、

可
視
化
の
長
所
と
短
所
を
考
慮
し
つ
つ
、
問

題
の
特
定
と
解
決
に
向
け
た
方
向
性
を
議
論

す
る
基
盤
の
提
示
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

環
境
学
の

未
来
予
測

学際的都市地域研究と国際的に
比較可能な空間情報の活用
社会環境学専攻　環境政策論講座　内山 愉太 特任講師

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。

　この授業では、地球環境と密接に関わっている地球上の生物について、
環境変化や時代変化に伴う形態変化や生息場所の変化など、｢生物の進
化｣の観点から学んでいます。毎週、学生全員で生物の進化史や生物多様
性に関する英語論文を輪読し、林先生の解説を踏まえながら論文の内容
の理解を深めています。地球の進化とともに、生物も自然環境に適合しなが
ら生き延びてきたことを実感できる、スケールの大きい授業内容です。
　また、林先生は授業内容だけでなく、私たちが英語で論文を書く際や読
む際にポイントとなる英単語・熟語なども毎回教えてくださいます。人数は少
ないですが、学生と先生の距離が近い点もこの授業の魅力です！

　生物圏進化学特論は生物圏の進化、変遷に関連した基礎的事項、

「種」、「種分化」、「生態系」、「（古）生物地理」などについて講究する

授業です。「数百万、時には数千万いると見積もられる地球上の種が、

どう進化し多様性を持つに至ったかを講義し、議論しています」と林先

生。生物分野以外、時には都市環境学専攻の学生が受講したことも

あり、受講生のバックグラウンドを考慮した上で、どんな専攻の学生に

も有用性が高くなるよう、講義に工夫を加えています。「今年は日本人

の学生ばかりだったので輪読形式に。他分野にも共通して使えるよう

な科学英語のティップスの紹介などにも時間を割いています。留学生がいるときはスライドな

どを用いた講義形式にしたりします」。

 生物圏の進化を知ることは、現在の生物圏の状態を評価するこ

と、将来の生物圏を予測することの礎となると林先生。「この授業

を通じて、将来生態系の保全やアセスメントなど環境の仕事に

携わる方だけでなく、他分野で活躍される方が、「生態系を構成

する一個体のホモ・サピエンス」としてのライフスタイルやマイン

ドセットの選択をする上でも、役に立つ情報や考え方を提供す

ることができれば、と思っています」。

、

るる

 

と

をを

携携

すす

す」す」いますます論してい論して、議論、議論義し、義し、かを講かを講ったかったかに至っに至っを持つを持様性を様性をし多様し多様進化進化どうどう し 様 を っ か 講 、 論 い す

が、が上の種上の種地球上地球上れる地れる地積もられ積もられと見積と見積万いると万いると数千万数千万には数には数、時に時に数百万数百万「数「数数 万 に 数 万 と 積 れ 地 上 種

生物圏の進化を知ることは、現在の生物圏の状態を評価するこ生 圏 進 知 こ 、 在 生 の 態 評 す

、将来の生物圏を予測することの礎となるの 物 を 測 こ の なと

林誠司先生

地球環境科学専攻　地質・地球生物学講座

都市地域マネジメントにつ
いて生物多様性・持続可能
性等のGISを活用した評価
から、農業遺産等の地域
認定制度の活用手法、多
世代型の地域観光資源管
理の研究に携わっている。

内山 愉太

東京名古屋

ニューヨーク コルカタ



　

研
究
者
に
対
し
て
、
理
想
の
都
市
と
は
何

か
と
問
う
と
、
多
く
の
場
合
、
〜
と
い
う
条

件
下
で
は
〜
の
よ
う
な
都
市
が
理
想
で
あ

る
、
と
い
っ
た
条
件
付
き
の
回
答
が
返
っ
て

き
ま
す
。
例
え
ば
、
気
候
変
動
適
応
に
関
す

る
理
想
都
市
、
社
会
的
包
摂
に
つ
い
て
優
れ

た
都
市
、
経
済
的
効
率
性
の
高
い
都
市
な
ど

を
議
論
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
分

野
の
研
究
者
は
得
意
で
、
地
球
環
境
問
題
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
各
分
野
の
知
見
を
統

合
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
学
際
的
研
究
が

環
境
学
研
究
科
や
各
地
の
学
際
的
機
関
で
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
人
の
研
究
者
が
多
数

の
分
野
の
研
究
を
同
時
に
同
じ
深
度
で
追
及

す
る
こ
と
は
難
し
く
、
近
隣
の
研
究
分
野
に

つ
い
て
何
か
意
見
を
述
べ
た
く
と
も
、
自
身

の
分
野
で
な
い
研
究
に
つ
い
て
議
論
を
す
る

こ
と
は
「
不
安
」
を
伴
う
こ
と
が
多
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
を
都
市
間
の
関
係
性
に
置
き

換
え
て
み
る
と
、
自
身
が
親
し
み
の
あ
る
都

市
以
外
に
つ
い
て
、
問
題
点
や
可
能
性
を
議

論
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
ま

す
。
都
市
の
場
合
、
対
外
的
な
議
論
の
み
な

ら
ず
、
対
内
的
に
も
他
都
市
と
比
較
し
た
自

ら
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
曖
昧
に
理
解
さ
れ
て

い
る
状
況
で
は
、
都
市
と
い
う
複
雑
な
対
象

を
前
に
漠
然
と
し
た
不
安
を
持
ち
得
ま
す
。

こ
れ
は
地
域
に
つ
い
て
も
同
様
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
不
安
を
解
消
す
る
一
つ
の
方

法
と
し
て
、
対
象
を
比
較
可
能
な
か
た
ち
で

可
視
化
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。
下

図
は
、
各
都
市
の
周
辺
地
域
を
含
む
約

2
0
0
㎞
四
方
の
範
囲
を
切
り
出
し
、
そ
の

範
囲
の
人
口
分
布
を
立
体
的
に
示
し
た
図
で

す
。
デ
ー
タ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
整
備
さ
れ
た

LandScan

と
呼
ば
れ
る
約
1
㎞
四
方
の
解
像

度
の
も
の
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
都
市
及
び

そ
の
周
辺
を
含
む
都
市
地
域
の
特
徴
に
つ
い

て
、
こ
の
図
を
見
る
前
に
は
異
な
る
イ
メ
ー

ジ
を
持
た
れ
て
い
た
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、
世
界
都
市
論
等
の
中
で
大

都
市
と
し
て
議
論
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
、

周
辺
も
含
め
て
見
れ
ば
、
中
心
部
の
密
度
や

周
辺
の
人
口
の
多
さ
で
は
比
較
的
「
コ
ン
パ

ク
ト
」
な
都
市
に
見
え
ま
す
。
各
都
市
、
各

国
に
注
目
し
て
い
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観

点
か
ら
示
唆
を
抽
出
で
き
る
基
盤
と
な
る
情

報
が
あ
れ
ば
、
「
安
心
」
し
て
建
設
的
か
つ

国
際
的
な
議
論
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
現
在
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
緑
地
利
用
と
社

会
・
経
済
的
格
差
に
関
し
て
共
同
研
究
者
の

香
坂
玲
教
授
と
解
析
を
進
め
て
い
ま
す
が
、

可
視
化
の
長
所
と
短
所
を
考
慮
し
つ
つ
、
問

題
の
特
定
と
解
決
に
向
け
た
方
向
性
を
議
論

す
る
基
盤
の
提
示
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

環
境
学
の

未
来
予
測

学際的都市地域研究と国際的に
比較可能な空間情報の活用
社会環境学専攻　環境政策論講座　内山 愉太 特任講師

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。

　この授業では、地球環境と密接に関わっている地球上の生物について、
環境変化や時代変化に伴う形態変化や生息場所の変化など、｢生物の進
化｣の観点から学んでいます。毎週、学生全員で生物の進化史や生物多様
性に関する英語論文を輪読し、林先生の解説を踏まえながら論文の内容
の理解を深めています。地球の進化とともに、生物も自然環境に適合しなが
ら生き延びてきたことを実感できる、スケールの大きい授業内容です。
　また、林先生は授業内容だけでなく、私たちが英語で論文を書く際や読
む際にポイントとなる英単語・熟語なども毎回教えてくださいます。人数は少
ないですが、学生と先生の距離が近い点もこの授業の魅力です！

　生物圏進化学特論は生物圏の進化、変遷に関連した基礎的事項、

「種」、「種分化」、「生態系」、「（古）生物地理」などについて講究する

授業です。「数百万、時には数千万いると見積もられる地球上の種が、

どう進化し多様性を持つに至ったかを講義し、議論しています」と林先

生。生物分野以外、時には都市環境学専攻の学生が受講したことも

あり、受講生のバックグラウンドを考慮した上で、どんな専攻の学生に

も有用性が高くなるよう、講義に工夫を加えています。「今年は日本人

の学生ばかりだったので輪読形式に。他分野にも共通して使えるよう

な科学英語のティップスの紹介などにも時間を割いています。留学生がいるときはスライドな

どを用いた講義形式にしたりします」。

 生物圏の進化を知ることは、現在の生物圏の状態を評価するこ

と、将来の生物圏を予測することの礎となると林先生。「この授業

を通じて、将来生態系の保全やアセスメントなど環境の仕事に

携わる方だけでなく、他分野で活躍される方が、「生態系を構成

する一個体のホモ・サピエンス」としてのライフスタイルやマイン

ドセットの選択をする上でも、役に立つ情報や考え方を提供す

ることができれば、と思っています」。

、

るる

 

と

をを

携携

すす

す」す」いますます論してい論して、議論、議論義し、義し、かを講かを講ったかったかに至っに至っを持つを持様性を様性をし多様し多様進化進化どうどう し 様 を っ か 講 、 論 い す

が、が上の種上の種地球上地球上れる地れる地積もられ積もられと見積と見積万いると万いると数千万数千万には数には数、時に時に数百万数百万「数「数数 万 に 数 万 と 積 れ 地 上 種

生物圏の進化を知ることは、現在の生物圏の状態を評価するこ生 圏 進 知 こ 、 在 生 の 態 評 す

、将来の生物圏を予測することの礎となるの 物 を 測 こ の なと

林誠司先生

地球環境科学専攻　地質・地球生物学講座

都市地域マネジメントにつ
いて生物多様性・持続可能
性等のGISを活用した評価
から、農業遺産等の地域
認定制度の活用手法、多
世代型の地域観光資源管
理の研究に携わっている。

内山 愉太

東京名古屋

ニューヨーク コルカタ
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　中国の国費留学生、江世君さん。室井研二准教授のもとで博士論文に

取り組んでいます。テーマは「中国農村における貧困扶助政策とガバナンス

に関する比較研究」。吉林大学の学部時代、黒竜江省の農村でフィールド

ワークをして以来、「農村」は江さんにとって重要な研究対象になりました。

　中国で拡大する都市と農村の地域格差。政府も大規模な農村貧困扶助

政策を展開しますが、その効果については更なる検証が必要と言われていま

す。「農村内の立場の違い、不公平感など現実はもっと複雑だとフィールド

ワークで感じた。農民自身が扶助政策をどう受け止めているのか、農村社会

の側から捉え直してみたかった」と江さん。農村において政策の理念が歪曲

されていることを分析した修士論文を引き継ぎ、研究をさらに深めています。

コロナ禍でフィールドワークができない今は、日本の農村について文献を読

む日々。「日本では、農村の過疎化、高齢化、限界集落の問題が言われてい

るが、中国でもそれはすでにトレンド。今後の中国に農村問題は強い影響力

を及ぼす」と江さん。今後は広い中国の様 な々地域でフィールドワークを行

い、農村の比較研究もしたいと考えています。

　「室井先生と研究テーマについて初めて話をしたとき、『社会学は常にパ

ラドクスに着目し、批評する目が必要』と言われた」と江さん。農民の生活、

農村地域社会の在り方、当たり前と見える状況のなかに何が起こっている

のか。日本で学んだ社会学の視点を大切に、再びフィールドワークを始めま

す。将来は研究者の道へ。中国、日本それぞれの農村政策の研究を続けな

がら、両国の社会学の交流にも力を尽くしたいと語ってくれました。

江世君（Jiang Shijun）さん
社会環境学専攻　社会学講座　博士後期課程　2年
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編集後記●
　今回は「地球環境問題へのアプローチ」をテーマに、各専門分野でご活躍の先生方にご自身の環境学に関わる取り組みについて
執筆していただき、エコラボトークでは「過去へのアプローチ」に取り組まれている先生方に、自然と人の相互関係ついてお話をしてい
ただきました。その中で話されていた「自然現象の恵みと災い」の関係は、人が自然とどう向き合っているかを端的に示していると思い
ます。複雑化・多様化する地球環境問題を解く鍵は、わたしたちの生活様式を自然にもう少し委ね、自然と人との関係をよりシンプル
に認識するところにあるように感じています。         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（淺原良浩）

【環・40号　広報委員会】　
淺原 良浩（環40号編集委員長）

室井 研二（広報委員長）

坂井 亜規子

井料 美帆

宮脇 勝

香坂 玲

山岡 耕春

特集●地球環境問題へのアプローチ




