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名大くんが行く 34

　環境学研究科が2022年度から開始した社会人対象の「知の共創プログラム」。

小林さんは仕事をしながら、「社会人博士後期院生」として多忙ななか研究を続けて

いる。名古屋大学工学部建築学科を卒業し、大学院に進み、建築という仕事ととも

に人生を歩んできた小林さん。住宅設計に携わり、阪神淡路大震災で被災して集合

住宅やコミュニティに関心を寄せ、介護の経験から福祉や在宅介護の在り方を考

え、今は、設計をしながら分譲マンションの管理組合支援に取り組む。そんな小林さ

んが60歳を機に学び直しを決意。縁あって河村則之准教授（社会学）のゼミへの

参加を経て、知の共創プログラムに参加した。

　研究テーマは「問題解決型住民組織の形成要因―分譲マンション管理組合

に着目して―」。分譲マンションの維持管理は、住民組織の管理組合が担う。修繕

や建替え、それ以外にも何か問題が起こったとき積極的に解決を目指す管理組合

もあれば、先送りするところもある。その対応が分かれる要因は何か。さらに居住者

の高齢化で管理組合の活動そのものが困難になるとき、どんな仕組みがあれば活

動を継続できるのか。仕事で感じていた課題を、より広く調査し社会学的に分析しよ

うというのが目的だ。「住民同士がどう支え合い、頑張って活動していけるか、その手

掛かりがつかめれば、マンションだけでなく町内会や地域づくりにも役立てられる」と

小林さん。今は調査と週2回のゼミと仕事に奮闘する毎日だ。

　知の共創プログラムは、環境学研究科の多分野の教員の下、学際的なテーマで

研究する受講生が集う。「自分の知らない領域の研究について発表を聞き、質問を

し、考える。すごくフィールドが広がる」と小林さん。そして年1回、受講生がチームで共通のテーマに取り組む「公開合同

シンポジウム」にもやりがいを感じている。研究を越えてつながりが広がる院生生活を楽しんでいる。

　　　　　知の共創プログラム　https://www.env.nagoya-u.ac.jp/co_creation/index.html

小林　聡さん  Kobayashi Satoshi知の共創プログラム　社会環境学専攻
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編集後記●
　本号では‶フィールド学の地平「てくてくテクトニクス」の取り組みから見る可能性"をエコラボトークのテーマとしました。「てくてく」
と歩きながら、地質と建築の意味を持つ「テクトニクス」を観察して、自然と社会の関係を議論する活動が当研究科では行われていま
す。エコラボトークでは、この「てくてくテクトニクス」のこれまでの活動をお聞きするとともに、地質・建築・森林学の観点からフィー
ルド学を議論しました。これらを通して、異なる専門家とフィールドを歩くことにより見えるものが全く違ってくることや、フィールド学
における分野連携の重要性を改めて認識させられました。本号では他にもフィールド学に関連する研究を紹介する記事が掲載されて
います。これらが当研究科の基盤ともいえるフィールド学の目指す方向性の理解にお役に立てば幸いです。　　　     （熊谷 博之）

【環・46号　広報委員会】　
熊谷 博之（環46号編集委員長）

赤渕 芳宏（広報委員長）

山崎 敦子

李 時桓

齋藤 輝幸

伊賀 聖屋

谷川 寛樹
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特集●フィールド学の地平
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フィールド学の地平
「てくてくテクトニクス」の取り組みから見る可能性
竹内 誠
堀田 典裕
平野 恭弘
熊谷 博之

環境学の未来予測  34

フィールド学の地平 自然環境と社会の営み
　中塚 武／張 馨／齋藤 仁

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 34

　人類の営みは少なからずその地域の地質や地形と密接
に関係して発達してきました。例えば、たびたび洪水が起こ
った濃尾平野では、人々は自然堤防という高まりに集落を
形成し、また岐阜城や犬山城などは強固なチャートという岩
石からなる山に築かれました。地域に固有の街並みや風景
は、人々の営為を収める建造物や構築物を、こうした自然
環境に応答させることで作られた結果と言えます。最近はそ
のような経験則を無視した開発のために、災害が生じてい
ます。今一度、自然との共存を見つめ直し、私たちの未来を
見つめ直す時期が来ています。
　表紙の写真は、「てくてく」と歩きながら中部地方の様々
な風景（地質・地形と建造物・構築物）を観察し、両者の関
連性を考える「てくてくツアー2021」の様子です。木曽川
の流れと風化・侵食に強いチャートという岩石が作り出す景
観に魅了された吉田初三郎の鳥瞰図を手にしながら、川上
貞奴の別荘などを見学しました。

環境学研究科地球環境科学専攻 教授　竹内　誠

環境学研究科 地球環境科学専攻 教授

環境学研究科 都市環境学専攻 准教授

環境学研究科 地球環境科学専攻 准教授

環境学研究科 地球環境科学専攻 教授

竹内 誠
地球環境科学専攻 教授

堀田 典裕
都市環境学専攻 准教授

平野 恭弘
地球環境科学専攻 准教授

熊谷 博之（司会）
地球環境科学専攻 教授教授

フィールド学の地平
「てくてくテクトニクス」の取り組みから見る可能性

熊
谷　

今
回
は
、
環
境
学
研
究
科
が
分
野
横

断
で
取
り
組
む
地
球
規
模
課
題
10
課
題
の
一

つ
「
て
く
て
く
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
」
に
か
か
わ

る
先
生
方
と
、
そ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、

ま
た
フ
ィ
ー
ル
ド
学
の
捉
え
方
に
つ
い
て
、

議
論
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
て
く

て
く
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
」
の
趣
旨
を
お
話
し
い

た
だ
け
ま
す
か
。

竹
内　

こ
の
テ
ー
マ
に
参
加
し
て
い
る
の

は
、
私
た
ち
地
質
学
と
堀
田
先
生
の
建
築
学

の
分
野
で
す
。
ど
ち
ら
も
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
「
テ
ク
ト
ニ
ク

ス
」
と
い
う
の
は
、
地
球
の
岩
石
圏
の
変
動

や
歴
史
を
研
究
す
る
地
球
科
学
の
学
問
分
野

で
、
プ
レ
ー
ト
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
と
い
う
有
名

な
理
論
も
あ
り
ま
す
が
、
建
築
学
で
も
部
材

間
の
構
法
を
表
す
「
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
」
が
あ

り
、
じ
ゃ
あ
こ
れ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
地
形
・

地
質
と
人
間
・
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
議
論

を
深
め
よ
う
と
３
年
間
試
行
錯
誤
し
て
き
ま

し
た
。

　

取
り
組
み
と
し
て
は
中
部
地
方
の
具
体
的

な
フ
ィ
ー
ル
ド
を
選
ん
で
「
て
く
て
く
ツ
ア

ー
」
を
開
催
し
、
て
く
て
く
歩
き
な
が
ら
、

地
質
や
地
形
、
建
造
物
や
構
造
物
を
観
察
、

実
際
に
現
地
で
も
の
を
見
る
こ
と
で
課
題
の

て
く
て
く
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
の

取
り
組
み

てくてくツアー2023（鳥羽市）
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解
決
に
つ
な
げ
よ
う
と
い
う
も
の
で

す
。
第
１
回
の
て
く
て
く
ツ
ア
ー
は
岐

阜
県
各
務
原
市
の
鵜
沼
、
２
回
目
は
愛

知
県
新
城
市
鳳
来
寺
山
、
３
回
目
は
三

重
県
鳥
羽
市
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
ま
し

た
。

堀
田

鵜
沼
と
い
う
土
地
は
、
近
代
都

市
を
考
え
る
上
で
非
常
に
面
白
い
場
所

だ
と
前
々
か
ら
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
言

う
の
も
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け

て
全
国
の
街
の
鳥
瞰
図
を
描
い
た
吉
田

初
三
郎
と
い
う
画
家
の
ア
ト
リ
エ
が
鵜

沼
の
対
岸
、
木
曽
川
を
挟
ん
で
犬
山
側

に
あ
り
ま
し
た
。
彼
の
描
い
た
鵜
沼
周

辺
の
絵
（
下
図
）
が
非
常
に
手
が
込
ん
で

い
て
、
岩
山
が
他
の
絵
に
は
見
ら
れ
な

い
ほ
ど
派
手
な
色
使
い
に
な
っ
て
い
る
。

ど
う
し
て
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、
竹

内
先
生
か
ら
、
こ
の
辺
り
は
チ
ャ
ー
ト

と
泥
岩
と
砂
岩
が
露
頭
す
る
非
常
に
面

白
い
場
所
だ
と
教
え
て
い
た
だ
き
、
じ

ゃ
あ
第
１
回
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
ま
し

ょ
う
と
い
う
話
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

建
築
的
に
も
鵜
沼
側
に
は
、
日
本
初

の
女
優
と
言
わ
れ
る
川
上
貞
奴
の
別
荘

「
萬
松
園
」
が
あ
り
ま
す
。
屋
根
に
鋳

鉄
製
の
屋
根
瓦
が
使
わ
れ
て
い
た
り
、

数
寄
屋
の
建
物
に
茅
葺
の
田
舎
屋
が
建

て
ら
れ
て
い
た
り
、
様
々
な
構
法
の
組

み
合
わ
せ
で
で
き
て
い
る
建
物
で
、
建

築
学
で
い
う
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
の
代
表
と

し
て
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

熊
谷

２
回
目
の
鳳
来
寺
山
は
、
ど
う

い
う
と
こ
ろ
で
し
た
か
。

竹
内

鳳
来
寺
山
の
あ
る
愛
知
県
東

部
、
設
楽
地
方
の
地
質
は
1
5
0
0
万

年
前
頃
の
火
山
活
動
で
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
す
。
カ
ル
デ
ラ
が
で
き
て
そ
の
中

心
に
神
社
や
寺
院
、
信
仰
の
里
が
あ
っ

て
、
写
経
す
る
た
め
で
す
か
ね
、
硯
工

房
が
あ
っ
て
。
今
も
特
産
品
で
あ
る
硯

は
、
上
を
覆
っ
た
火
山
岩
の
荷
重
で
強

固
に
な
っ
た
大
野

層
の
泥
岩
を
利
用

し
て
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。

堀
田

鳳
来
寺
山

の
山
腹
に
は
東
照

宮
が
あ
り
ま
す
。

石
組
が
特
徴
で

す
。
こ
の
石
が
ど

う
い
う
岩
石
で
、
ど
こ
か
ら
来
た
の

か
、
参
加
者
で
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま

し
た
。
石
垣
は
や
は
り
我
々
の
共
通
と

な
る
テ
ー
マ
の
一
つ
だ
と
、
そ
の
時
に

思
い
ま
し
た
。

平
野

鳳
来
寺
山
に
は
、
実
は
日
本
一

の
樹
高
を
持
っ
て
い
た
60
ｍ
く
ら
い
の

傘
杉
が
あ
る
ん
で
す
。
今
は
京
都
花
脊

の
三
本
杉
の
う
ち
２
本
に
抜
か
れ
て
第

三
位
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
本
当
に
大

き
な
木
が
た
く
さ
ん
あ
る
場
所
で
す
。

私
の
専
門
で
あ
る
森
林
科
学
の
目
だ
け

で
な
く
、
地
質
や
建
築
の
目
で
も
見
て

そ
の
地
域
を
さ
ら
に
理
解
し
た
い
と
参

加
し
ま
し
た
。
大
き
な
木
々
が
生
育
で

き
る
環
境
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
ス

ギ
は
水
を
好
む
の
で
地
質
的
に
は
水
が

多
い
と
こ
ろ
、
岩
の
中
に
根
っ
こ
が
上

手
く
入
っ
て
水
が
循
環
し
て
い
る
よ
う

な
場
所
。
そ
し
て
寺
社
に
守
ら
れ
て
き

た
と
い
う
人
と
の
関

わ
り
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
そ
ん
な
こ
と
を

現
地
を
見
て
思
い
ま

し
た
。

　

森
林
は
地
質
の
上

に
成
り
立
ち
、
そ
の

土
地
の
影
響
を
す
ご

く
受
け
る
。
特
に
日

本
は
、
世
界
と
比
べ

て
も
人
が
植
え
た
山

が
圧
倒
的
に
多
く
、

森
林
を
上
手
に
利
用

し
て
き
た
文
化
、
歴

史
が
あ
り
ま
す
。
フ

ィ
ー
ル
ド
で
見
る
と

き
、
森
林
の
環
境
と

い
う
の
は
自
然
と
人

間
の
つ
な
が
り
を
理

解
す
る
場
と
し
て
、

改
め
て
重
要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

堀
田

四
周
を
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
場

所
を
「
八
葉
蓮
華
」
と
言
う
言
葉
に
例

え
ま
す
が
、
鳳
来
寺
山
が
カ
ル
デ
ラ
だ

と
知
り
、
ま
さ
に
現
地
で
そ
れ
を
実
感

し
ま
し
た
。

竹
内

３
回
目
の
鳥
羽
市
は
、
2
0
2
2

年
に
環
境
学
研
究
科
と
鳥
羽
市
が
「
連

携
・
協
力
に
関
す
る
協
定
」
を
結
ん
だ

の
で
開
催
地
に
選
び
ま
し
た
。
海
岸
地

の
恐
竜
化
石
産
出
層
を
含
む
地
層
を
見

た
り
、
近
現
代
の
Ｒ
Ｃ
造
建
築
を
見
学

す
る
こ
と
で
、
鳥
羽
市
の
自
然
と
歴
史

に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

堀
田

こ
の
時
は
、
地
質
の
案
内
人
と

し
て
産
総
研
の
内
野
隆
之
先
生
、
建
築

の
案
内
人
と
し
て
、
神
戸
大
学
の
梅
宮

弘
光
先
生
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し

た
。
梅
宮
先
生
は
戦
後
間
も
な
い
時
期

に
つ
く
ら
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

円
形
建
築
の
設
計
者
で
あ
る
坂
本
鹿
名

夫
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
方
で
、

鳥
羽
市
に
残
さ
れ
て
い
る
彼
の
建
築
に

つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

熊
谷

い
つ
も
何
人
く
ら
い
参
加
さ
れ

て
い
る
ん
で
す
か
。

堀
田

30
人
程
度
で
す
ね
。

熊
谷

我
々
が
企
画
す
る
と
、
ど
う
し

て
も
地
層
を
見
る
だ
け
、
博
物
館
を
見

学
す
る
だ
け
に
な
り
そ
う
で
、
建
物
と

一
緒
に
見
る
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か

な
い
で
す
ね
。
地
球
惑
星
系
と
建
築
系

が
一
緒
に
取
り
組
む
交
流
の
機
会
で
も

あ
る
し
、
以
前
か
ら
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク

な
活
動
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

堀
田

両
者
を
結
び
つ
け
て
何
か
を
考

え
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
テ
ー
マ
の
最

大
の
課
題
で
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
関
係

性
を
見
つ
け
出
す
か
。
そ
こ
が
一
番
難

し
い
け
れ
ど
も
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。

熊
谷

皆
さ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究
の

ベ
ー
ス
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
あ
り
、

フ
ィ
ー
ル
ド
学
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら
、
フ
ィ
ー
ル

ド
学
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方

で
取
り
組
ま
れ
、
今
後
ど
ん
な
ふ
う
に

進
め
て
い
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
議

論
で
き
れ
ば
と
思
う
の
で
す
が
。

竹
内

地
球
科
学
は
、
地
球
の
46
億
年

の
営
み
の
な
か
で
ど
う
い
っ
た
こ
と
が

起
こ
っ
て
き
た
の
か
を
解
明
す
る
分
野

で
す
。
そ
れ
は
実
験
室
で
再
現
す
る
の

は
難
し
い
。
自
然
が
成
し
遂
げ
た
現
象

は
地
球
そ
の
も
の
に
残
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
ま
ず
地
質
を
見
て
、
そ
こ
か
ら

起
こ
っ
た
現
象
の
情
報
を
で
き
る
だ
け

た
く
さ
ん
取
り
出
す
こ
と
が
基
本
で
あ

り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
研
究
の
ま

さ
に
ス
タ
ー
ト
、
本
当
の
基
礎
と
言
え

ま
す
。
で
す
か
ら
学
生
に
は
フ
ィ
ー
ル

ド
か
ら
情
報
を
取
り
出
す
能
力
を
し
っ

か
り
と
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
。
そ
う
い

う
教
育
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

平
野

フ
ィ
ー
ル
ド
学
っ
て
、
と
に
か

く
ま
ず
そ
の
現
場
を
よ
く
見
て
、
そ
こ

に
通
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
感

じ
て
ほ
し
い
ん
で
す
よ
ね
。
ど
う
し
て

こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の

か
。
こ
う
い
う
色
を
、
形
を
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
疑

問
に
思
い
、
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
学
生
を
育
て
て
い
き
た
い
。
私
自

身
、
森
に
行
っ
て
樹
木
の
根
っ
こ
を
見

て
、
持
ち
帰
っ
て
い
ろ
い
ろ
解
析
す
る

わ
け
で
す
が
、
他
の
分
野
の
人
か
ら
聞

か
れ
た
と
き
に
、
単
に
調
べ
る
根
っ
こ
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解
決
に
つ
な
げ
よ
う
と
い
う
も
の
で

す
。
第
１
回
の
て
く
て
く
ツ
ア
ー
は
岐

阜
県
各
務
原
市
の
鵜
沼
、
２
回
目
は
愛

知
県
新
城
市
鳳
来
寺
山
、
３
回
目
は
三

重
県
鳥
羽
市
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
ま
し

た
。

堀
田

鵜
沼
と
い
う
土
地
は
、
近
代
都

市
を
考
え
る
上
で
非
常
に
面
白
い
場
所

だ
と
前
々
か
ら
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
言

う
の
も
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け

て
全
国
の
街
の
鳥
瞰
図
を
描
い
た
吉
田

初
三
郎
と
い
う
画
家
の
ア
ト
リ
エ
が
鵜

沼
の
対
岸
、
木
曽
川
を
挟
ん
で
犬
山
側

に
あ
り
ま
し
た
。
彼
の
描
い
た
鵜
沼
周

辺
の
絵
（
下
図
）
が
非
常
に
手
が
込
ん
で

い
て
、
岩
山
が
他
の
絵
に
は
見
ら
れ
な

い
ほ
ど
派
手
な
色
使
い
に
な
っ
て
い
る
。

ど
う
し
て
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、
竹

内
先
生
か
ら
、
こ
の
辺
り
は
チ
ャ
ー
ト

と
泥
岩
と
砂
岩
が
露
頭
す
る
非
常
に
面

白
い
場
所
だ
と
教
え
て
い
た
だ
き
、
じ

ゃ
あ
第
１
回
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
ま
し

ょ
う
と
い
う
話
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

建
築
的
に
も
鵜
沼
側
に
は
、
日
本
初

の
女
優
と
言
わ
れ
る
川
上
貞
奴
の
別
荘

「
萬
松
園
」
が
あ
り
ま
す
。
屋
根
に
鋳

鉄
製
の
屋
根
瓦
が
使
わ
れ
て
い
た
り
、

数
寄
屋
の
建
物
に
茅
葺
の
田
舎
屋
が
建

て
ら
れ
て
い
た
り
、
様
々
な
構
法
の
組

み
合
わ
せ
で
で
き
て
い
る
建
物
で
、
建

築
学
で
い
う
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
の
代
表
と

し
て
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

熊
谷

２
回
目
の
鳳
来
寺
山
は
、
ど
う

い
う
と
こ
ろ
で
し
た
か
。

竹
内

鳳
来
寺
山
の
あ
る
愛
知
県
東

部
、
設
楽
地
方
の
地
質
は
1
5
0
0
万

年
前
頃
の
火
山
活
動
で
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
す
。
カ
ル
デ
ラ
が
で
き
て
そ
の
中

心
に
神
社
や
寺
院
、
信
仰
の
里
が
あ
っ

て
、
写
経
す
る
た
め
で
す
か
ね
、
硯
工

房
が
あ
っ
て
。
今
も
特
産
品
で
あ
る
硯

は
、
上
を
覆
っ
た
火
山
岩
の
荷
重
で
強

固
に
な
っ
た
大
野

層
の
泥
岩
を
利
用

し
て
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。

堀
田

鳳
来
寺
山

の
山
腹
に
は
東
照

宮
が
あ
り
ま
す
。

石
組
が
特
徴
で

す
。
こ
の
石
が
ど

う
い
う
岩
石
で
、
ど
こ
か
ら
来
た
の

か
、
参
加
者
で
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま

し
た
。
石
垣
は
や
は
り
我
々
の
共
通
と

な
る
テ
ー
マ
の
一
つ
だ
と
、
そ
の
時
に

思
い
ま
し
た
。

平
野

鳳
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寺
山
に
は
、
実
は
日
本
一

の
樹
高
を
持
っ
て
い
た
60
ｍ
く
ら
い
の

傘
杉
が
あ
る
ん
で
す
。
今
は
京
都
花
脊

の
三
本
杉
の
う
ち
２
本
に
抜
か
れ
て
第

三
位
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
本
当
に
大

き
な
木
が
た
く
さ
ん
あ
る
場
所
で
す
。

私
の
専
門
で
あ
る
森
林
科
学
の
目
だ
け

で
な
く
、
地
質
や
建
築
の
目
で
も
見
て

そ
の
地
域
を
さ
ら
に
理
解
し
た
い
と
参

加
し
ま
し
た
。
大
き
な
木
々
が
生
育
で

き
る
環
境
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
ス

ギ
は
水
を
好
む
の
で
地
質
的
に
は
水
が

多
い
と
こ
ろ
、
岩
の
中
に
根
っ
こ
が
上

手
く
入
っ
て
水
が
循
環
し
て
い
る
よ
う

な
場
所
。
そ
し
て
寺
社
に
守
ら
れ
て
き

た
と
い
う
人
と
の
関

わ
り
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
そ
ん
な
こ
と
を

現
地
を
見
て
思
い
ま

し
た
。

　

森
林
は
地
質
の
上

に
成
り
立
ち
、
そ
の

土
地
の
影
響
を
す
ご

く
受
け
る
。
特
に
日

本
は
、
世
界
と
比
べ

て
も
人
が
植
え
た
山

が
圧
倒
的
に
多
く
、

森
林
を
上
手
に
利
用

し
て
き
た
文
化
、
歴

史
が
あ
り
ま
す
。
フ

ィ
ー
ル
ド
で
見
る
と

き
、
森
林
の
環
境
と

い
う
の
は
自
然
と
人

間
の
つ
な
が
り
を
理

解
す
る
場
と
し
て
、

改
め
て
重
要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

堀
田

四
周
を
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
場

所
を
「
八
葉
蓮
華
」
と
言
う
言
葉
に
例

え
ま
す
が
、
鳳
来
寺
山
が
カ
ル
デ
ラ
だ

と
知
り
、
ま
さ
に
現
地
で
そ
れ
を
実
感

し
ま
し
た
。

竹
内

３
回
目
の
鳥
羽
市
は
、
2
0
2
2

年
に
環
境
学
研
究
科
と
鳥
羽
市
が
「
連

携
・
協
力
に
関
す
る
協
定
」
を
結
ん
だ

の
で
開
催
地
に
選
び
ま
し
た
。
海
岸
地

の
恐
竜
化
石
産
出
層
を
含
む
地
層
を
見

た
り
、
近
現
代
の
Ｒ
Ｃ
造
建
築
を
見
学

す
る
こ
と
で
、
鳥
羽
市
の
自
然
と
歴
史

に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

堀
田

こ
の
時
は
、
地
質
の
案
内
人
と

し
て
産
総
研
の
内
野
隆
之
先
生
、
建
築

の
案
内
人
と
し
て
、
神
戸
大
学
の
梅
宮

弘
光
先
生
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し

た
。
梅
宮
先
生
は
戦
後
間
も
な
い
時
期

に
つ
く
ら
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

円
形
建
築
の
設
計
者
で
あ
る
坂
本
鹿
名
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に
つ
い
て
研
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さ
れ
て
い
る
方
で
、

鳥
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市
に
残
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れ
て
い
る
彼
の
建
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に

つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

熊
谷

い
つ
も
何
人
く
ら
い
参
加
さ
れ

て
い
る
ん
で
す
か
。

堀
田

30
人
程
度
で
す
ね
。

熊
谷

我
々
が
企
画
す
る
と
、
ど
う
し

て
も
地
層
を
見
る
だ
け
、
博
物
館
を
見

学
す
る
だ
け
に
な
り
そ
う
で
、
建
物
と

一
緒
に
見
る
と
い
う
の
は
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な
か
な
か

な
い
で
す
ね
。
地
球
惑
星
系
と
建
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系

が
一
緒
に
取
り
組
む
交
流
の
機
会
で
も

あ
る
し
、
以
前
か
ら
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク

な
活
動
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

堀
田

両
者
を
結
び
つ
け
て
何
か
を
考

え
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
テ
ー
マ
の
最

大
の
課
題
で
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
関
係

性
を
見
つ
け
出
す
か
。
そ
こ
が
一
番
難

し
い
け
れ
ど
も
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。

熊
谷

皆
さ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究
の

ベ
ー
ス
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
あ
り
、

フ
ィ
ー
ル
ド
学
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら
、
フ
ィ
ー
ル

ド
学
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方

で
取
り
組
ま
れ
、
今
後
ど
ん
な
ふ
う
に

進
め
て
い
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
議

論
で
き
れ
ば
と
思
う
の
で
す
が
。

竹
内

地
球
科
学
は
、
地
球
の
46
億
年

の
営
み
の
な
か
で
ど
う
い
っ
た
こ
と
が

起
こ
っ
て
き
た
の
か
を
解
明
す
る
分
野

で
す
。
そ
れ
は
実
験
室
で
再
現
す
る
の

は
難
し
い
。
自
然
が
成
し
遂
げ
た
現
象

は
地
球
そ
の
も
の
に
残
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
ま
ず
地
質
を
見
て
、
そ
こ
か
ら

起
こ
っ
た
現
象
の
情
報
を
で
き
る
だ
け

た
く
さ
ん
取
り
出
す
こ
と
が
基
本
で
あ

り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
研
究
の
ま

さ
に
ス
タ
ー
ト
、
本
当
の
基
礎
と
言
え

ま
す
。
で
す
か
ら
学
生
に
は
フ
ィ
ー
ル

ド
か
ら
情
報
を
取
り
出
す
能
力
を
し
っ

か
り
と
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
。
そ
う
い

う
教
育
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

平
野

フ
ィ
ー
ル
ド
学
っ
て
、
と
に
か

く
ま
ず
そ
の
現
場
を
よ
く
見
て
、
そ
こ

に
通
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
感

じ
て
ほ
し
い
ん
で
す
よ
ね
。
ど
う
し
て

こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の

か
。
こ
う
い
う
色
を
、
形
を
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
疑

問
に
思
い
、
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
学
生
を
育
て
て
い
き
た
い
。
私
自

身
、
森
に
行
っ
て
樹
木
の
根
っ
こ
を
見

て
、
持
ち
帰
っ
て
い
ろ
い
ろ
解
析
す
る

わ
け
で
す
が
、
他
の
分
野
の
人
か
ら
聞

か
れ
た
と
き
に
、
単
に
調
べ
る
根
っ
こ

専門は地質学。産業技術総合研究所
特定フェローとして、日本の地質図作
成にも携わりながら、東アジアの地質
構造発達を研究。著書に『5万分の1
地質図幅泊地域の地質』（地質調査
総合センター、2017）など。

竹内 誠 たけうち まこと

専門は建築デザイン。研究テーマは環
境概念から見た建築設計の理論と実
践。著書に『吉田初三郎の鳥瞰図を
読む』『山林都市』『〈モータウン〉のデ
ザイン』など。作品に「各務原市 合葬
式墓地」「展覧会〈Architecture for 
Last One Mile〉」など。

堀田 典裕 ほった よしひろ

フ
ィ
ー
ル
ド
で

大
切
に
し
た
い

広
く
読
み
取
る
力

てくてくテクトニクス2023
三重県鳥羽市　旧鳥羽小学校講堂

てくてくテクトニクス2022
愛知県鳳来寺山　東照宮石段と杉林

てくてくテクトニクス2021木曽川河岸チャート層露頭現場

吉田初三郎『日本第一の河川美日本ライン探勝交通案内図』1928



だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
森
や
環
境

を
含
め
て
根
っ
こ
の
役
割
を
わ
か
り
や

す
く
説
明
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の

た
め
に
は
現
場
で
起
き
て
い
る
こ
と
を

よ
く
見
て
、
そ
の
周
り
の
環
境
、
そ
れ

こ
そ
人
の
文
化
ま
で
俯
瞰
的
に
見
て
解

説
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
フ
ィ
ー
ル
ド
学

は
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
自
分
の
一
番
興

味
あ
る
対
象
が
あ
る
の
で
す
け
ど
、
同

時
に
そ
の
対
象
を
取
り
ま
く
環
境
も
き

ち
ん
と
見
て
理
解
す
る
。
そ
う
い
う
学

問
に
な
っ
て
い
く
と
い
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

熊
谷

建
築
学
で
は
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、

ど
う
い
う
捉
え
方
を
さ
れ
て
い
る
の
で

す
か
。

堀
田

例
え
ば
建
築
史
の
分
野
で
は
、

建
物
の
痕
跡
を
見
て
元
の
形
を
想
像
し

た
り
、
そ
の
時
代
背
景
を
考
え
た
り
し

ま
す
。
部
分
を
見
て
全
体
を
想
像
す
る

こ
と
は
分
野
を
越
え
て
同
じ
だ
と
思
い

ま
す
。
た
だ
建
築
学
に
と
っ
て
フ
ィ
ー

ル
ド
学
は
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
建
築
を
設
計
す
る
と
き
、
敷

地
が
持
つ
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
を
理
解
す

る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
が
、
あ
る
程

度
訓
練
す
る
と
、
図
面
を
見
れ
ば
お
お

よ
そ
の
雰
囲
気
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る

ん
で
す
。
で
も
や
は
り
行
っ
て
み
る
と
違

っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
し
て

や
学
生
は
、
ま
ず
は
現
地
に
行
っ
て
、
そ

の
場
所
が
持
っ
て
い
る
特
徴
を
捉
え
る

こ
と
が
す
ご
く
重
要
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
学

は
と
て
も
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

熊
谷

建
築
の
分
野
で
、
今
、
課
題
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
な
ん
で
す
か
。

堀
田

近
代
の
初
め
にForm
 Follow

s 
Function

と
い
う
言
葉
の
下
に
、
機
能

に
即
し
た
形
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
動
き

が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
要
す
る

に
、
小
学
校
だ
か
ら
教
室
を
つ
く
っ

て
、
そ
れ
に
沿
っ
た
建
物
の
形
を
つ
く

ろ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
今

は
、Form

 Follow
s Finance

。
情
け

な
い
話
で
す
け
れ
ど
も
、
経
済
の
論
理

で
建
物
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
を

乗
り
越
え
る
た
め
に
私
が
思
う
の
は
、

Form
 Follow

s Tectonics

だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
環
境
に
合
っ
た
持
続
的
な

構
法
や
材
料
を
き
ち
ん
と
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
う
い
う
と

こ
ろ
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。

熊
谷

周
り
の
フ
ィ
ー
ル
ド
、
環
境
も

配
慮
に
入
れ
た
形
で
建
築
を
進
め
な
い

と
い
け
な
い
っ
て
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

私
は
火
山
な
ど
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し

て
い
る
ん
で
す
が
、
最
近
、
惑
星
と
か

月
、
小
惑
星
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
ま

し
て
。
人
間
は
行
っ
て
な
い
ん
で
す
け

ど
、
は
や
ぶ
さ
と
か
、
は
や
ぶ
さ
２
が

小
惑
星
へ
行
っ
て
、
実
際
に
も
の
を
採

っ
て
き
て
、
そ
れ
を
分
析
す
る
。
そ
こ

で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
を
調
べ

る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
、
究
極
の
フ
ィ

ー
ル
ド
学
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で

す
。
月
は
有
人
探
査
が
計
画
さ
れ
て
い

て
、
数
年
後
に
は
人
が
降
り
立
っ
て
、

月
は
人
間
が
行
く
フ
ィ
ー
ル
ド
に
な

る
。
そ
こ
で
見
え
る
も
の
が
地
球
と
比

べ
て
ど
う
な
の
か
、
今
か
ら
す
ご
く
興

味
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
意
味

で
も
こ
の
地
球
で
、
ち
ゃ
ん
と
フ
ィ
ー

ル
ド
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
人
が
、
そ

の
目
で
月
を
見
る
。
そ
こ
か
ら
何
を
引

き
出
せ
る
か
、
面
白
い
観
点
か
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。

熊
谷

タ
イ
ト
ル
に
も
あ
り
ま
す
「
フ

ィ
ー
ル
ド
学
の
地
平
」
に
つ
い
て
、
皆
さ

ん
が
考
え
る
「
地
平
」
と
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の
で
す
か
。

竹
内

私
が
考
え
る
の
は
、
一
つ
は
自
分

の
研
究
に
お
い
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
し
、
研
究
を
突
き
詰
め
、
彼
方
の
ゴ

ー
ル
、
地
平
線
に
向
か
っ
て
進
む
の
で

す
が
、
到
達
し
た
と
思
っ
て
も
ま
た
次

の
目
標
が
出
て
き
て
次
な
る
地
平
を
め

ざ
す
。
地
平
と
は
そ
う
い
う
無
限
の
可

能
性
だ
と
い
う
の
が
一
つ
。

　

も
う
一
つ
は
、
も
う
少
し
広
い
意
味

合
い
と
し
て
、
こ
れ
こ
そ
環
境
学
研
究

科
の
異
分
野
の
、
そ
の
異
な
っ
た
文
化

が
融
合
し
て
、
遠
く
を
見
て
い
く
と
い

う
こ
と
。
フ
ィ
ー
ル
ド
に
行
っ
て
、
例

え
ば
沢
な
ん
か
歩
い
て
行
く
と
、
調
査

に
一
番
厄
介
な
砂
防
ダ
ム
が
出
て
き
た

り
し
ま
す
。
嫌
だ
な
と
思
う
ん
だ
け

ど
、
み
ん
な
と
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
砂
防
ダ
ム
の
役
割
、
つ
く
ら
れ
た

時
代
や
工
法
、
そ
こ
に
溜
ま
っ
た
堆
積

物
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
。
い
ろ

ん
な
こ
と
が
同
時
に
見
え
る
ん
で
す
。

広
く
、
遠
く
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

熊
谷

確
か
に
、
人
間
が
関
与
し
た
も

の
も
含
め
て
一
つ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
研

究
す
る
よ
う
な
分
野
は
、
今
ま
で
に
あ

ま
り
な
い
視
点
で
は
あ
り
ま
す
ね
。

竹
内

事
前
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
課

題
な
ど
を
聞
い
て
お
く
と
、
実
際
、
共

同
研
究
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
可
能

性
は
あ
り
ま
す
。

平
野

そ
う
い
う
視
点
で
言
う
と
、
環

境
学
研
究
科
は
、
臨
床
環
境
学
研
修
、

O
n-site Research

Training

（
オ
ン

サ
イ
ト
リ
サ
ー
チ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
）
と

い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
実
習
を
、
伊
勢
湾
流

域
圏
を
対
象
に
行
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ

い
ろ
な
分
野
の
先
生
を
含
め
、
博
士
後

期
課
程
の
学
生
た
ち
が
参
加
し
、
自
分

の
研
究
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
俯
瞰
的
な
視

野
を
持
っ
て
、
現
場
で
実
践
的
に
課
題

を
見
つ
け
、
解
決
の
た
め
の
処
方
箋
の

提
案
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
も
う
10
数
年
続
け
て
き
て
、

い
つ
も
思
う
の
は
、
他
分
野
の
先
生
が
一

人
い
る
だ
け
で
全
然
見
え
方
が
違
う
。

環
境
学
研
究
科
と
し
て
、
学
生
の
頃
か

ら
俯
瞰
的
な
視
点
を
持
て
る
よ
う
に
教

育
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
ま
す
ま
す

重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

熊
谷

た
だ
そ
の
時
に
ね
、
下
手
を
す
る

と
専
門
性
を
持
た
な
い
ま
ま
行
っ
て
し

ま
う
こ
と
も
有
り
得
て
、
た
だ
広
く
見

る
の
と
、
何
か
を
突
き
詰
め
た
上
で
違
う

見
方
を
す
る
の
は
違
う
ん
で
す
よ
ね
。

平
野

そ
れ
は
感
じ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
こ
そ
、
博
士
課
程
の
後
期
課
程
じ
ゃ

な
い
と
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

後
期
課
程
の
学
生
は
修
士
論
文
を
書
い

て
い
て
、
自
分
で
こ
れ
と
い
う
も
の
を

持
っ
て
い
る
の
で
、
一
つ
の
レ
ベ
ル
を
ア

ッ
プ
し
て
る
と
思
う
ん
で
す
。

熊
谷

だ
か
ら
、
我
々
は
や
っ
ぱ
り
専

門
性
を
持
っ
た
人
を
育
て
な
い
と
い
け

な
い
し
、
と
言
っ
て
も
狭
い
視
野
の
専

門
性
で
は
困
る
。
難
し
い
と
こ
ろ
で
す

が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
一
番
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。

熊
谷

最
後
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
学
に
つ

い
て
、
ま
た
今
後
の
活
動
に
つ
い
て
、
一

言
お
願
い
し
ま
す
。

竹
内

ど
れ
だ
け
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か

ら
情
報
を
取
り
出
す
か
は
人
の
能
力
に

よ
っ
て
全
然
違
い
ま
す
し
、
異
な
る
視

点
を
持
っ
た
人
が
行
け
ば
、
違
う
も
の

が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
に
何
か
ブ
レ
ー

ク
ス
ル
ー
が
起
こ
る
気
も
し
ま
す
。
そ

し
て
学
生
に
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
が
本
当

に
楽
し
い
と
思
え
る
よ
う
に
、
自
然
か

ら
感
じ
取
る
感
性
を
磨
く
よ
う
な
教
育

を
し
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

平
野

多
く
の
人
は
、
森
に
行
っ
て

も
、
同
じ
よ
う
な
木
が
生
え
て
い
る
と

専門は森林生態学、臨床環境学。温
暖化や酸性化における森の根の適応
機構や根系の見える化を研究。著書
に『森の根の生態学』（共立出版、
2020年）『根っこのふしぎな世界３-く
らしと根っこはつながっている』（文研
出版、2023年）。

平野 恭弘 ひらの やすひろ

専
門
性
と
俯
瞰
的
視
野
で

自
然
と
人
間
の

関
係
を
問
う

分
野
を
越
え
て
、

と
も
に
フ
ィ
ー
ル
ド
へ

《司会》熊谷 博之 くまがい ひろゆき

し
か
思
わ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

特
に
地
下
の
様
子
は
全
然
違
う
。
地
質

や
地
形
や
土
壌
、
気
候
、
地
下
の
世
界

を
覗
く
こ
と
で
、
そ
の
広
が
り
を
想
像

で
き
る
。
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
人
の

手
が
入
っ
て
、
野
生
動
物
が
来
て
、
そ

う
い
う
環
境
の
中
で
森
が
出
来
上
が
っ

て
い
る
。
目
に
見
え
る
も
の
だ
け
で
は

な
い
、
そ
の
広
が
り
も
想
像
で
き
る
よ

う
な
力
を
養
う
。
自
分
自
身
も
そ
う
あ

り
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
学
生
も
そ
ん

な
ふ
う
に
な
っ
た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
。

堀
田

フ
ィ
ー
ル
ド
学
と
い
う
の
は
、

実
は
も
の
す
ご
く
専
門
的
な
総
合
学

で
、
自
身
の
専
門
分
野
か
ら
対
象
に
対

し
て
、
何
ら
か
の
視
点
を
見
出
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
も
「
て
く
て
く

テ
ク
ト
ニ
ク
ス
」
で
は
楽
し
く
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
言
わ
な
い
と
い
け
な
い
。

私
自
身
す
ご
く
鍛
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

熊
谷

異
な
る
専
門
分
野
の
方
た
ち
と

フ
ィ
ー
ル
ド
を
見
る
こ
と
で
、
新
た
な

発
見
が
で
き
る
ん
だ
と
、
お
話
を
聞
い

て
思
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。



だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
森
や
環
境

を
含
め
て
根
っ
こ
の
役
割
を
わ
か
り
や

す
く
説
明
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の

た
め
に
は
現
場
で
起
き
て
い
る
こ
と
を

よ
く
見
て
、
そ
の
周
り
の
環
境
、
そ
れ

こ
そ
人
の
文
化
ま
で
俯
瞰
的
に
見
て
解

説
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
フ
ィ
ー
ル
ド
学

は
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
自
分
の
一
番
興

味
あ
る
対
象
が
あ
る
の
で
す
け
ど
、
同

時
に
そ
の
対
象
を
取
り
ま
く
環
境
も
き

ち
ん
と
見
て
理
解
す
る
。
そ
う
い
う
学

問
に
な
っ
て
い
く
と
い
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

熊
谷

建
築
学
で
は
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、

ど
う
い
う
捉
え
方
を
さ
れ
て
い
る
の
で

す
か
。

堀
田

例
え
ば
建
築
史
の
分
野
で
は
、

建
物
の
痕
跡
を
見
て
元
の
形
を
想
像
し

た
り
、
そ
の
時
代
背
景
を
考
え
た
り
し

ま
す
。
部
分
を
見
て
全
体
を
想
像
す
る

こ
と
は
分
野
を
越
え
て
同
じ
だ
と
思
い

ま
す
。
た
だ
建
築
学
に
と
っ
て
フ
ィ
ー

ル
ド
学
は
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
建
築
を
設
計
す
る
と
き
、
敷

地
が
持
つ
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
を
理
解
す

る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
が
、
あ
る
程

度
訓
練
す
る
と
、
図
面
を
見
れ
ば
お
お

よ
そ
の
雰
囲
気
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る

ん
で
す
。
で
も
や
は
り
行
っ
て
み
る
と
違

っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
し
て

や
学
生
は
、
ま
ず
は
現
地
に
行
っ
て
、
そ

の
場
所
が
持
っ
て
い
る
特
徴
を
捉
え
る

こ
と
が
す
ご
く
重
要
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
学

は
と
て
も
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

熊
谷

建
築
の
分
野
で
、
今
、
課
題
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
な
ん
で
す
か
。

堀
田

近
代
の
初
め
にForm

 Follow
s 

Function

と
い
う
言
葉
の
下
に
、
機
能

に
即
し
た
形
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
動
き

が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
要
す
る

に
、
小
学
校
だ
か
ら
教
室
を
つ
く
っ

て
、
そ
れ
に
沿
っ
た
建
物
の
形
を
つ
く

ろ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
今

は
、Form

 Follow
s Finance

。
情
け

な
い
話
で
す
け
れ
ど
も
、
経
済
の
論
理

で
建
物
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
を

乗
り
越
え
る
た
め
に
私
が
思
う
の
は
、

Form
 Follow

s Tectonics

だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
環
境
に
合
っ
た
持
続
的
な

構
法
や
材
料
を
き
ち
ん
と
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
う
い
う
と

こ
ろ
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。

熊
谷

周
り
の
フ
ィ
ー
ル
ド
、
環
境
も

配
慮
に
入
れ
た
形
で
建
築
を
進
め
な
い

と
い
け
な
い
っ
て
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

私
は
火
山
な
ど
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し

て
い
る
ん
で
す
が
、
最
近
、
惑
星
と
か

月
、
小
惑
星
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
ま

し
て
。
人
間
は
行
っ
て
な
い
ん
で
す
け

ど
、
は
や
ぶ
さ
と
か
、
は
や
ぶ
さ
２
が

小
惑
星
へ
行
っ
て
、
実
際
に
も
の
を
採

っ
て
き
て
、
そ
れ
を
分
析
す
る
。
そ
こ

で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
を
調
べ

る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
、
究
極
の
フ
ィ

ー
ル
ド
学
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で

す
。
月
は
有
人
探
査
が
計
画
さ
れ
て
い

て
、
数
年
後
に
は
人
が
降
り
立
っ
て
、

月
は
人
間
が
行
く
フ
ィ
ー
ル
ド
に
な

る
。
そ
こ
で
見
え
る
も
の
が
地
球
と
比

べ
て
ど
う
な
の
か
、
今
か
ら
す
ご
く
興

味
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
意
味

で
も
こ
の
地
球
で
、
ち
ゃ
ん
と
フ
ィ
ー

ル
ド
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
人
が
、
そ

の
目
で
月
を
見
る
。
そ
こ
か
ら
何
を
引

き
出
せ
る
か
、
面
白
い
観
点
か
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。

熊
谷

タ
イ
ト
ル
に
も
あ
り
ま
す
「
フ

ィ
ー
ル
ド
学
の
地
平
」
に
つ
い
て
、
皆
さ

ん
が
考
え
る
「
地
平
」
と
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の
で
す
か
。

竹
内

私
が
考
え
る
の
は
、
一
つ
は
自
分

の
研
究
に
お
い
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
し
、
研
究
を
突
き
詰
め
、
彼
方
の
ゴ

ー
ル
、
地
平
線
に
向
か
っ
て
進
む
の
で

す
が
、
到
達
し
た
と
思
っ
て
も
ま
た
次

の
目
標
が
出
て
き
て
次
な
る
地
平
を
め

ざ
す
。
地
平
と
は
そ
う
い
う
無
限
の
可

能
性
だ
と
い
う
の
が
一
つ
。

　

も
う
一
つ
は
、
も
う
少
し
広
い
意
味

合
い
と
し
て
、
こ
れ
こ
そ
環
境
学
研
究

科
の
異
分
野
の
、
そ
の
異
な
っ
た
文
化

が
融
合
し
て
、
遠
く
を
見
て
い
く
と
い

う
こ
と
。
フ
ィ
ー
ル
ド
に
行
っ
て
、
例

え
ば
沢
な
ん
か
歩
い
て
行
く
と
、
調
査

に
一
番
厄
介
な
砂
防
ダ
ム
が
出
て
き
た

り
し
ま
す
。
嫌
だ
な
と
思
う
ん
だ
け

ど
、
み
ん
な
と
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
砂
防
ダ
ム
の
役
割
、
つ
く
ら
れ
た

時
代
や
工
法
、
そ
こ
に
溜
ま
っ
た
堆
積

物
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
。
い
ろ

ん
な
こ
と
が
同
時
に
見
え
る
ん
で
す
。

広
く
、
遠
く
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

熊
谷

確
か
に
、
人
間
が
関
与
し
た
も

の
も
含
め
て
一
つ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
研

究
す
る
よ
う
な
分
野
は
、
今
ま
で
に
あ

ま
り
な
い
視
点
で
は
あ
り
ま
す
ね
。

竹
内

事
前
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
課

題
な
ど
を
聞
い
て
お
く
と
、
実
際
、
共

同
研
究
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
可
能

性
は
あ
り
ま
す
。

平
野

そ
う
い
う
視
点
で
言
う
と
、
環

境
学
研
究
科
は
、
臨
床
環
境
学
研
修
、

O
n-site Research

Training

（
オ
ン

サ
イ
ト
リ
サ
ー
チ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
）
と

い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
実
習
を
、
伊
勢
湾
流

域
圏
を
対
象
に
行
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ

い
ろ
な
分
野
の
先
生
を
含
め
、
博
士
後

期
課
程
の
学
生
た
ち
が
参
加
し
、
自
分

の
研
究
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
俯
瞰
的
な
視

野
を
持
っ
て
、
現
場
で
実
践
的
に
課
題

を
見
つ
け
、
解
決
の
た
め
の
処
方
箋
の

提
案
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
も
う
10
数
年
続
け
て
き
て
、

い
つ
も
思
う
の
は
、
他
分
野
の
先
生
が
一

人
い
る
だ
け
で
全
然
見
え
方
が
違
う
。

環
境
学
研
究
科
と
し
て
、
学
生
の
頃
か

ら
俯
瞰
的
な
視
点
を
持
て
る
よ
う
に
教

育
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
ま
す
ま
す

重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

熊
谷

た
だ
そ
の
時
に
ね
、
下
手
を
す
る

と
専
門
性
を
持
た
な
い
ま
ま
行
っ
て
し

ま
う
こ
と
も
有
り
得
て
、
た
だ
広
く
見

る
の
と
、
何
か
を
突
き
詰
め
た
上
で
違
う

見
方
を
す
る
の
は
違
う
ん
で
す
よ
ね
。

平
野

そ
れ
は
感
じ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
こ
そ
、
博
士
課
程
の
後
期
課
程
じ
ゃ

な
い
と
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

後
期
課
程
の
学
生
は
修
士
論
文
を
書
い

て
い
て
、
自
分
で
こ
れ
と
い
う
も
の
を

持
っ
て
い
る
の
で
、
一
つ
の
レ
ベ
ル
を
ア

ッ
プ
し
て
る
と
思
う
ん
で
す
。

熊
谷

だ
か
ら
、
我
々
は
や
っ
ぱ
り
専

門
性
を
持
っ
た
人
を
育
て
な
い
と
い
け

な
い
し
、
と
言
っ
て
も
狭
い
視
野
の
専

門
性
で
は
困
る
。
難
し
い
と
こ
ろ
で
す

が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
一
番
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。

熊
谷

最
後
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
学
に
つ

い
て
、
ま
た
今
後
の
活
動
に
つ
い
て
、
一

言
お
願
い
し
ま
す
。

竹
内

ど
れ
だ
け
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か

ら
情
報
を
取
り
出
す
か
は
人
の
能
力
に

よ
っ
て
全
然
違
い
ま
す
し
、
異
な
る
視

点
を
持
っ
た
人
が
行
け
ば
、
違
う
も
の

が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
に
何
か
ブ
レ
ー

ク
ス
ル
ー
が
起
こ
る
気
も
し
ま
す
。
そ

し
て
学
生
に
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
が
本
当

に
楽
し
い
と
思
え
る
よ
う
に
、
自
然
か

ら
感
じ
取
る
感
性
を
磨
く
よ
う
な
教
育

を
し
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

平
野

多
く
の
人
は
、
森
に
行
っ
て

も
、
同
じ
よ
う
な
木
が
生
え
て
い
る
と

専門は森林生態学、臨床環境学。温
暖化や酸性化における森の根の適応
機構や根系の見える化を研究。著書
に『森の根の生態学』（共立出版、
2020年）『根っこのふしぎな世界３-く
らしと根っこはつながっている』（文研
出版、2023年）。

平野 恭弘 ひらの やすひろ

専
門
性
と
俯
瞰
的
視
野
で

自
然
と
人
間
の

関
係
を
問
う

分
野
を
越
え
て
、

と
も
に
フ
ィ
ー
ル
ド
へ

《司会》熊谷 博之 くまがい ひろゆき

し
か
思
わ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

特
に
地
下
の
様
子
は
全
然
違
う
。
地
質

や
地
形
や
土
壌
、
気
候
、
地
下
の
世
界

を
覗
く
こ
と
で
、
そ
の
広
が
り
を
想
像

で
き
る
。
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
人
の

手
が
入
っ
て
、
野
生
動
物
が
来
て
、
そ

う
い
う
環
境
の
中
で
森
が
出
来
上
が
っ

て
い
る
。
目
に
見
え
る
も
の
だ
け
で
は

な
い
、
そ
の
広
が
り
も
想
像
で
き
る
よ

う
な
力
を
養
う
。
自
分
自
身
も
そ
う
あ

り
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
学
生
も
そ
ん

な
ふ
う
に
な
っ
た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
。

堀
田

フ
ィ
ー
ル
ド
学
と
い
う
の
は
、

実
は
も
の
す
ご
く
専
門
的
な
総
合
学

で
、
自
身
の
専
門
分
野
か
ら
対
象
に
対

し
て
、
何
ら
か
の
視
点
を
見
出
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
も
「
て
く
て
く

テ
ク
ト
ニ
ク
ス
」
で
は
楽
し
く
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
言
わ
な
い
と
い
け
な
い
。

私
自
身
す
ご
く
鍛
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

熊
谷

異
な
る
専
門
分
野
の
方
た
ち
と

フ
ィ
ー
ル
ド
を
見
る
こ
と
で
、
新
た
な

発
見
が
で
き
る
ん
だ
と
、
お
話
を
聞
い

て
思
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。



　

人
間
活
動
に
よ
る
深
刻
な
地
球
環
境
の
悪

化
、
特
に
世
界
中
で
頻
発
す
る
熱
波
や
干
ば

つ
、
洪
水
な
ど
の
気
候
災
害
の
農
業
な
ど
へ

の
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
輸
入
食
料
に

依
存
し
た
日
本
の
人
々
は
、
近
い
将
来
、
飢

餓
に
直
面
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た

気
温
や
降
水
量
の
変
化
が
千
年
や
万
年
を
か

け
て
ゆ
っ
く
り
進
む
な
ら
、
人
類
に
十
分
な

適
応
力
が
あ
る
こ
と
が
長
い
人
類
史
か
ら
推

察
で
き
る
が
、
変
動
が
数
十
年
で
起
き
る
こ

と
が
適
応
を
難
し
く
す
る
。
こ
の
変
動
の
時

間
ス
ケ
ー
ル
と
人
間
の
適
応
力
の
関
係
性
を

私
自
身
の
研
究
を
元
に
議
論
し
た
い
。

　

私
は
木
材
の
年
輪
に
含
ま
れ
る
セ
ル
ロ
ー

ス
の
酸
素
同
位
体
比
か
ら
、
過
去
数
千
年
間

の
日
本
の
夏
の
気
候
を
年
単
位
で
復
元
し
、

そ
の
デ
ー
タ
を
日
本
の
歴
史
学
者
や
考
古
学

者
と
共
有
す
る
こ
と
で
、
過
去
の
気
候
変
動

が
人
間
社
会
に
与
え
た
影
響
を
調
査
し
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
数
十
年
周
期
の
気
候
変
動

の
激
化
が
社
会
の
転
換
を
促
し
た
こ
と
が
分

か
っ
て
き
た
（
図
）
。
前
近
代
の
農
業
社
会

で
は
、
数
年
周
期
の
変
動
に
は
「
穀
物
の
備

蓄
」
で
、
数
百
年
周
期
の
変
動
に
は
「
出
生

率
の
調
整
」
で
対
応
で
き
た
が
、
数
十
年
周

期
の
変
動
に
は
ど
ち
ら
も
が
機
能
せ
ず
、
人

口
や
生
活
水
準
と
農
業
生
産
量
の
深
刻
な
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
て
、
飢
饉
や
難
民
が
多

数
発
生
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

数
十
年
ス
ケ
ー
ル
の
生
産
力
の
変
動
は
、

社
会
内
部
の
様
々
な
要
因
で
も
生
じ
、
新
し

い
技
術
や
制
度
の
導
入
と
そ
の
副
作
用
と
い

う
形
で
歴
史
上
の
社
会
の
危
機
や
転
換
の
背

景
と
な
っ
た
。
我
々
は
そ
う
し
た
変
動
に
直

面
し
た
人
々
の
営
み
か
ら
様
々
な
教
訓
を
得

て
き
た
が
、
特
に
「
数
十
年
ス
ケ
ー
ル
の
気

候
変
動
へ
の
人
間
社
会
の
適
応
」
と
い
う

「
同
じ
原
因
に
よ
る
多
様
な
社
会
影
響
の
事

例
」
を
時
代
や
地
域
を
越
え
て
比
較
分
析
す

れ
ば
、
環
境
変
動
へ
の
社
会
の
適
応
可
能
性

に
つ
い
て
新
し
い
洞
察
が
得
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
さ
し
あ
た
り
気
候
や
文
化
が
互
い

に
全
く
異
な
る
が
史
資
料
が
充
実
し
て
い
る

日
本
と
欧
州
の
間
で
、
新
し
い
「
比
較
気
候

適
応
史
」
の
国
際
共
同
研
究
を
始
め
た
い
と

考
え
て
い
る
。
気
候
危
機
に
直
面
す
る
私
た

ち
が
過
去
か
ら
何
を
学
び
取
れ
る
の
か
、
今

後
の
研
究
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。

今
回
の
テ
ー
マ
「
て
く
て
く
テ
ク
ト
ニ
ク

ス
＿
自
然
環
境
と
社
会
の
営
み
＿
」
を
見
た

と
き
、
「
元
々
地
上
に
道
は
な
い
。
歩
く
人

が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ
が
道
に
な
る
」
と
い

う
フ
レ
ー
ズ
が
頭
に
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。

昔
か
ら
人
の
移
動
に
よ
り
小
道
が
で
き
、
馬

車
が
通
る
た
め
道
路
が
舗
装
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
も
同
様

に
、
高
度
経
済
成
長
と
急
速
な
モ
ー
タ
リ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
の
発
展
と
と
も
に
交
通
需
要
の
急

増
に
後
追
い
し
、
整
備
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
需
要
追
随
型
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら

整
備
し
た
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
道
路

の
量
的
ス
ト
ッ
ク
を
拡
充
で
き
た
も
の
の
暫

定
２
車
線
区
間
の
よ
う
な
一
部
の
道
路
が
サ

ー
ビ
ス
水
準
を
妥
協
し
て
い
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
現
今
、
道
路
を
造
る
時
代
か
ら
使
う

時
代
へ
変
化
し
、
単
に
道
路
を
つ
な
ぎ
、
交

通
量
を
処
理
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
道
路
が

本
来
有
す
べ
き
機
能
を
明
確
に
し
、
そ
の
機

能
に
対
し
て
道
路
利
用
者
へ
提
供
す
る
道
路

交
通
サ
ー
ビ
ス
の
質
も
確
保
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

道
路
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
は
何
で
し
ょ

う
。
日
本
の
道
路
舗
装
や
設
備
な
ど
の
ク
オ

リ
テ
ィ
が
非
常
に
高
い
か
ら
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ

ル
が
高
い
の
で
は
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
円
滑
性
や
安
全
性
な
ど
の
観
点
か

ら
み
る
と
必
ず
し
も
そ
う
と
言
え
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
日
本
で
は
、
速
達
性
が
期
待
さ
れ

る
幹
線
道
路
で
も
、
信
号
交
差
点
や
沿
道
へ

の
出
入
箇
所
が
連
担
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り

車
が
頻
繁
に
減
速
や
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
や
、
安
全
性
を
重
視
す
べ
き
生
活

道
路
が
抜
け
道
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
と
ド

イ
ツ
で
は
、
道
路
の
計
画
・
設
計
・
運
用
の

段
階
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
概
念
を
導

入
し
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
を
す
で
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
近
年
、
日
本
で
も
性
能
照
査

型
道
路
計
画
が
提
唱
さ
れ
て
、
高
速
道
路
か

ら
住
宅
地
内
に
あ
る
生
活
道
路
ま
で
あ
ら
ゆ

る
階
層
に
対
応
し
て
い
る
機
能
が
発
揮
で
き

る
よ
う
、
道
路
構
造
と
交
通
運
用
を
検
討
し

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
従
来
の
道
路
設
計
に

は
車
を
主
役
と
し
て
考
え
て
い
ま
し
た
が
、

現
在
は
歩
行
者
、
自
転
車
、
電
動
キ
ッ
ク
ボ

ー
ド
等
の
道
路
利
用
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に

合
わ
せ
て
、
日
本
の
交
通
状
況
に
特
化
し
た

設
計
・
評
価
手
法
も
必
要
で
す
。
私
の
専
門

も
そ
の
う
ち
の
一
部
で
イ
ン
フ
ラ
面
が
利
用

者
挙
動
に
与
え
る
影
響
を
定
量
的
に
評
価

数十年スケールの変動が社会に及ぼす影響
地球環境科学専攻　地球環境変動論　中塚 武 教授

今
回
の
テ
ー
マ
は

フ
ィ
ー
ル
ド
学
の
地
平

自
然
環
境
と
社
会
の
営
み

環
境
学
の

未
来
予
測

博士（工学）。専門分野は交通工学。特に道
路構造と交通制御が利用者挙動に影響を与
えるについて研究。利用者の安全性と円滑
性の向上に寄与する交通運用と道路構造設
計について取り組んでいる。

張 馨
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境
学
の

未
来
予
測
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地
球
・
都
市
・
社
会
3
つ
の

視
点
で
「
こ
れ
か
ら
」
を

考
え
ま
す
。

専門は、同位体地球化学・古気候学。
酸素同位体比年輪年代法を提唱して、
文理融合の歴史研究を遂行中。『気候
適応の日本史－人新世をのりこえる視
点』（吉川弘文館）等の著書有。

年輪酸素同位体比（夏の気候）の変動と中国と日本の歴史

中塚 武

都市環境学専攻　持続的共発展教育研究センター　張 馨 講師

道路交通サービスの質の向上をめざして

し
、
よ
り
効
果
的
で
合
理
的
な
交
通
安
全
対

策
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す

る
手
法
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
歩

行
者
が
安
全
で
安
心
し
て
利
用
で
き
る
交
通

信
号
制
御
・
道
路
構
造
設
計
や
、
車
両
の
円

滑
性
向
上
に
寄
与
す
る
交
差
点
制
御
方
式
、

ラ
ウ
ン
ド
ア
バ
ウ
ト
の
構
造
設
計
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
自
動
運
転
技
術
の

進
化
に
よ
り
、
近
い
将
来
に
は
様
々
な
レ
ベ

ル
の
自
動
運
転
車
が
混
在
す
る
よ
う
に
な
る

と
予
想
さ
れ
ま
す
。
自
動
運
転
車
の
社
会
実

装
に
先
立
ち
、
交
通
工
学
的
な
視
点
か
ら
の

基
礎
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

近
い
将
来
、
安
全
・
安
心
・
快
適
な
道
路

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
あ
ら
ゆ
る
道
路

利
用
者
に
よ
り
良
い
道
路
交
通
サ
ー
ビ
ス
の

「
お
も
て
な
し
」
で
き
る
よ
う
自
分
の
力
を

注
ぎ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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人
間
活
動
に
よ
る
深
刻
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地
球
環
境
の
悪

化
、
特
に
世
界
中
で
頻
発
す
る
熱
波
や
干
ば

つ
、
洪
水
な
ど
の
気
候
災
害
の
農
業
な
ど
へ

の
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
輸
入
食
料
に

依
存
し
た
日
本
の
人
々
は
、
近
い
将
来
、
飢

餓
に
直
面
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た

気
温
や
降
水
量
の
変
化
が
千
年
や
万
年
を
か

け
て
ゆ
っ
く
り
進
む
な
ら
、
人
類
に
十
分
な

適
応
力
が
あ
る
こ
と
が
長
い
人
類
史
か
ら
推

察
で
き
る
が
、
変
動
が
数
十
年
で
起
き
る
こ

と
が
適
応
を
難
し
く
す
る
。
こ
の
変
動
の
時

間
ス
ケ
ー
ル
と
人
間
の
適
応
力
の
関
係
性
を

私
自
身
の
研
究
を
元
に
議
論
し
た
い
。

　

私
は
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材
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年
輪
に
含
ま
れ
る
セ
ル
ロ
ー

ス
の
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素
同
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比
か
ら
、
過
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気
候
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年
単
位
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し
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そ
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デ
ー
タ
を
日
本
の
歴
史
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者
や
考
古
学

者
と
共
有
す
る
こ
と
で
、
過
去
の
気
候
変
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が
人
間
社
会
に
与
え
た
影
響
を
調
査
し
て
き

た
。
そ
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果
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数
十
年
周
期
の
気
候
変
動

の
激
化
が
社
会
の
転
換
を
促
し
た
こ
と
が
分

か
っ
て
き
た
（
図
）
。
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代
の
農
業
社
会

で
は
、
数
年
周
期
の
変
動
に
は
「
穀
物
の
備

蓄
」
で
、
数
百
年
周
期
の
変
動
に
は
「
出
生

率
の
調
整
」
で
対
応
で
き
た
が
、
数
十
年
周

期
の
変
動
に
は
ど
ち
ら
も
が
機
能
せ
ず
、
人

口
や
生
活
水
準
と
農
業
生
産
量
の
深
刻
な
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
て
、
飢
饉
や
難
民
が
多

数
発
生
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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社
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や
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と
そ
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い
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形
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史
上
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と
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。
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「
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候
変
動
へ
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い
う

「
同
じ
原
因
に
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る
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な
社
会
影
響
の
事

例
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分
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ば
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環
境
変
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適
応
可
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性
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ら
れ
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史
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史
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取
れ
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ク
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＿
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。
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環
境
学
の

未
来
予
測

専門は自然地理学。地理情
報システム（GIS）やドローン
観測を用いて、土砂災害の
発生要因の地域性を、地形・
地質・気候・植生等の自然地
理学的要素から総合的に解
明する研究を行う。

ドローンで撮影した阿蘇火山での山崩れ（冬の草原）。豪雨と地震に伴う
山崩れが混在する。初めて現地を訪れた際、高密度な山崩れを目の当たり
にし、近年繰り返し山崩れが発生していたことからも、このままでは山がなく
なってしまうのではないかと心配になったのを鮮明に覚えています。

学生ボランティア
と福祉施設のマ

ッチングで

起業したmusbu
nの鈴村萌芽さん

がプレゼン

齋藤 仁

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、サステナブル・アン
トレプレナーシップについて、会社ビ
ジネスモデルの変化から業界共通の
意識までトータルで学びました。論
文を要約して発表し、先生と受講生

たちと討論しながら進んでいく形で、みんなの考え方まで
知ることができて、自分にとって吸収できることが多いとこ
ろが魅力的です。また、私の研究では、環境規制と製造業
の生産性の関係の実証分析を行っています。環境規制に
対して、業界共通の意識が動いているかもしれないので、
今後リーディングカンパニーの行動について分析したいと
考えています。

　「スタートアップ創出元年」と位置づけ、勢いのあるスタートアップ企業の育成をめ

ざす日本。名古屋大学でも、東海地区国立５大学で始めた起業家育成プロジェクト

「Tongali（とんがり）」を実施し、アイデアピッチコンテストでは熱い戦いが繰り広げら

れています。そうした中、涌田先生の授業は、「起業とサステナブル・アントレプレナー

シップ（持続可能な企業家活動）」をテーマに、欧米で増えつつある「サステナブル・ア

ントレプレナーシップ」について、海外の論文を読み研究動向を共有しながら、それを

取り巻く社会・経済について議論することをねらいとしています。「Ｚ世代の出現で意識も変わり、社会的な課

題を解決しようとする人たちも増えてくるでしょう。でも企業家だけを単体として見るのではなく、それを支援する

人や金融システムについての理解が必要」と涌田先生。

　時には、実際に起業した方をゲストに招き、起業した動機や事業内容につ

いて話を聞いたり、学生自身が、自分の国の社会的課題を挙げて、その解決策

を発表することで問題解決の糸口を探る機会を設けることも。「実際に起業を

勧めているわけではないですが、どのように解決するか（Hoｗ）だけではなく、そ

もそも何が問題で（What）、なぜこのようなことになっているのか（Why）を突き

詰めることが大事。まさにこれがアントレプレナーの精神で、こういう思考パター

ンはどんな場面でも役に立つと思います」。社会問題や環境問題について課

題を見出し、解決に取り組む視点は、ますます求められていきます。
学生ボランティア

と福福福祉施福祉施施設のマ施設のママッチンマッチンングで

学 ラ ィ 福 施 マ ン

んがプレゼンん レ

つ

策

をを

そ

き

ー

課
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題を解決しようとする人たちも増えてくるでしょう。でも企業家だけを単体として見るのではなく、それを支援する題を解決しようとする人たちも増えてくるでしょう。でも企業家だけを単体として見るのではなく、それを支援する決 よ す 人 も え る ょ で 企 家 を 体 し る で く れ 支 す

どのように解決するか（Hoｗ）だけではなく、そどのように解決するか（Hoｗ）だけではなく、そど う 解 す ｗ け は 、そそ

もそも何が問題で（What）、なぜこのようなことになっているのか（Why）を突きyそ 何 問 a な こ う こ な の W 突き

人や金融システムについての理解が必要」融 ス ム い の 解 必

社会環境学専攻
博士前期課程１年

社会環境学専攻　地理学講座　齋藤 仁 准教授

ドローンを用いて山崩れを予測する

取り巻く社会 経済にく 会 済

　この授業では、サステナビリティや起
業家精神に関する経営組織論、社会起
業家精神に関する経営学の知識を学ぶ
ことができます。授業では、指定された
論文について順番に発表し、質疑応答
や討論を行う形式で進められます。この

アプローチは、論文の内容を深く理解するだけでなく、教員や
他の学生との思考的なつながりを築くのにも役立ちます。
　先生が起業した学生を招待して経験を共有する授業は、私
に深い印象を与えました。同じ年齢でありながら、既に学んだ
理論を実践に移している学生がいることを知り、驚きました。
皆さんの話を聞くことで、人生には様 な々可能性があることを
知りました。このような授業は非常に意義深く、重要だと感じ
ています。

社会環境学専攻
博士前期課程１年

日
本
列
島
は
湿
潤
変
動
帯
に
位
置
し
、
地

震
、
火
山
活
動
、
豪
雨
に
伴
う
自
然
災
害
が

頻
発
し
ま
す
。
特
に
山
間
地
域
で
は
豪
雨
や

地
震
に
伴
い
土
砂
災
害
が
頻
発
し
、
そ
の
把

握
や
予
測
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ど
の
よ
う
な
斜
面
が
ど
の
よ
う
な
条
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で
崩
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の
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を
分
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し
、
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崩
れ
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り
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を
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は
、
今
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。
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と
、
人
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機
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も
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に
、
ま
た
地
上
の
視
点
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、
地
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を
俯
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す
る
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を
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ま
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。
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や
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ら
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視
点
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レ
オ
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真
測
量
と
呼
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れ
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技
術

を
適
用
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る
こ
と
で
、
地
表
の
3
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元
形
状

を
高
解
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（
〜
数
cm
程
度
）
に
得
る
こ
と

が
で
き
ま
す
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ま
た
高
い
空
間
解
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だ
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で
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、
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に
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な
コ
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も
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、
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は
不
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で
あ
っ
た
高
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度
な
環
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モ
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リ
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グ
も
可
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な
り
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し
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地
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野
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も
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を
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、
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地
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変
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地
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、
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、
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地
形
な
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関
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研
究
が
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数
行
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い
ま
す
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例
え
ば
、
九
州
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る

阿
蘇
火
山
で
は
、
近
年
、
豪
雨
と
地
震
に
伴

う
山
崩
れ
が
多
発
し
ま
し
た
（
写
真
）
。
阿
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火
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は
巨
大
火
砕
流
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に
よ
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形
成

さ
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た
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ル
デ
ラ
を
有
し
、
そ
の
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に
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口
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崩
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。
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本
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も
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多
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崩
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が
発
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。
そ
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ら
を
ド
ロ
ー
ン
で
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精
細
に
観
測
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、
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逃
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た
小
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模
な
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崩
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が
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流
出
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大
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結
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か
に
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ま
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現
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用
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た
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中
で
あ
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土
砂
災
害
予
測
に
向
け
て
研
究
を
進
め

て
い
ま
す
。

詰めることが大事。こ が 。
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震
に
伴

う
山
崩
れ
が
多
発
し
ま
し
た
（
写
真
）
。
阿

蘇
火
山
は
巨
大
火
砕
流
噴
火
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
カ
ル
デ
ラ
を
有
し
、
そ
の
中
央
に
は

中
央
火
口
丘
が
存
在
し
ま
す
。
阿
蘇
火
山
の

斜
面
は
草
地
と
し
て
も
利
用
さ
れ
、
日
本
最

大
級
の
草
原
景
観
が
有
名
で
す
。
そ
の
一
方

で
、
斜
面
に
は
火
山
灰
が
厚
く
堆
積
し
て
山

崩
れ
が
起
こ
り
や
す
く
、
過
去
繰
り
返
し
土

砂
災
害
が
発
生
し
て
き
ま
し
た
。
2
0
1
2

年
豪
雨
と
2
0
1
6
年
熊
本
地
震
に
お
い
て

も
、
多
数
の
山
崩
れ
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ

れ
ら
を
ド
ロ
ー
ン
で
高
精
細
に
観
測
し
た
結

果
、
従
来
は
見
逃
さ
れ
て
き
た
小
規
模
な
山

崩
れ
が
土
砂
流
出
量
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
結
果
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

2
0
1
2
年
豪
雨
に
よ
る
山
崩
れ
に
よ
り
そ

の
上
部
斜
面
が
不
安
定
と
な
り
、
2
0
1
6

年
熊
本
地
震
に
よ
り
さ
ら
に
山
崩
れ
が
発
生

し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
現
在

も
ド
ロ
ー
ン
を
用
い
た
観
測
を
継
続
中
で
あ

り
、
土
砂
災
害
予
測
に
向
け
て
研
究
を
進
め

て
い
ま
す
。

詰めることが大事。こ が 。
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　環境学研究科が2022年度から開始した社会人対象の「知の共創プログラム」。

小林さんは仕事をしながら、「社会人博士後期院生」として多忙ななか研究を続けて

いる。名古屋大学工学部建築学科を卒業し、大学院に進み、建築という仕事ととも

に人生を歩んできた小林さん。住宅設計に携わり、阪神淡路大震災で被災して集合

住宅やコミュニティに関心を寄せ、介護の経験から福祉や在宅介護の在り方を考

え、今は、設計をしながら分譲マンションの管理組合支援に取り組む。そんな小林さ

んが60歳を機に学び直しを決意。縁あって河村則之准教授（社会学）のゼミへの

参加を経て、知の共創プログラムに参加した。

　研究テーマは「問題解決型住民組織の形成要因―分譲マンション管理組合

に着目して―」。分譲マンションの維持管理は、住民組織の管理組合が担う。修繕

や建替え、それ以外にも何か問題が起こったとき積極的に解決を目指す管理組合

もあれば、先送りするところもある。その対応が分かれる要因は何か。さらに居住者

の高齢化で管理組合の活動そのものが困難になるとき、どんな仕組みがあれば活

動を継続できるのか。仕事で感じていた課題を、より広く調査し社会学的に分析しよ

うというのが目的だ。「住民同士がどう支え合い、頑張って活動していけるか、その手

掛かりがつかめれば、マンションだけでなく町内会や地域づくりにも役立てられる」と

小林さん。今は調査と週2回のゼミと仕事に奮闘する毎日だ。

　知の共創プログラムは、環境学研究科の多分野の教員の下、学際的なテーマで

研究する受講生が集う。「自分の知らない領域の研究について発表を聞き、質問を

し、考える。すごくフィールドが広がる」と小林さん。そして年1回、受講生がチームで共通のテーマに取り組む「公開合同

シンポジウム」にもやりがいを感じている。研究を越えてつながりが広がる院生生活を楽しんでいる。

　　　　　知の共創プログラム　https://www.env.nagoya-u.ac.jp/co_creation/index.html

小林　聡さん  Kobayashi Satoshi知の共創プログラム　社会環境学専攻
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環 境 学 研 究 科
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編集後記●
　本号では‶フィールド学の地平「てくてくテクトニクス」の取り組みから見る可能性"をエコラボトークのテーマとしました。「てくてく」
と歩きながら、地質と建築の意味を持つ「テクトニクス」を観察して、自然と社会の関係を議論する活動が当研究科では行われていま
す。エコラボトークでは、この「てくてくテクトニクス」のこれまでの活動をお聞きするとともに、地質・建築・森林学の観点からフィー
ルド学を議論しました。これらを通して、異なる専門家とフィールドを歩くことにより見えるものが全く違ってくることや、フィールド学
における分野連携の重要性を改めて認識させられました。本号では他にもフィールド学に関連する研究を紹介する記事が掲載されて
います。これらが当研究科の基盤ともいえるフィールド学の目指す方向性の理解にお役に立てば幸いです。　　　     （熊谷 博之）

【環・46号　広報委員会】　
熊谷 博之（環46号編集委員長）

赤渕 芳宏（広報委員長）

山崎 敦子

李 時桓

齋藤 輝幸

伊賀 聖屋

谷川 寛樹

名古屋大学大学院
環境学研究科

特集●フィールド学の地平




