
〒464-8601　名古屋市千種区不老町　名古屋大学大学院環境学研究科
TEL.052-789-3455
www.env.nagoya-u.ac.jp/

名大さんが行く 33

　軽くて耐久性に富み、その使いやすさから使い捨てとして広く利用されるプラス

チック。リサイクルされるプラスチックは世界中で１割にも満たず、ほとんどが埋め

立てや焼却で処理されています。陳さんは、資源循環型社会の実現をめざして、

廃棄物の再資源化に取り組むジンチェンコ准教授のサステナブルマテリアル研

究室で、そのプラスチックに着目。ケミカルリサイクルの研究に邁進しています。ケ

ミカルリサイクルとは、プラスチック廃棄物を利用して従来の化学原料の代替品

をつくり、環境材料の合成に有効活用すること。もともと中国の大学で化学を

専攻していた陳さん。その知識を環境問題に結びつけたいと考えていた陳さんに

とって、環境学研究科はぴったりの場所だったのです。

　研究では、廃ペットボトルを、解重合を通じてオリゴマー（化学原料）に分解。

それを合成することで、プラスチック由来の水ベースのハイドロゲルなど４種の

機能性材料を作成しました。そのうち、ハイドロゲルは吸着剤として優れ、水質

汚染物質を除去するだけでなく、従来の高価な吸着剤の代替品として経済性も

高く、廃棄物リサイクルニーズに応えるものとして大いに注目されています。陳さ

んは、この研究成果が認められ今年、名古屋大学学術奨励賞を受賞しました。

　「実験は試行錯誤の連続で結果はすぐには出ません。でも大丈夫。私には覚

悟があります」と陳さん。新しい材料を自分の手でつくり出し、環境問題に貢献

するというチャレンジ精神が研究に向かわせています。そして世界中の研究者が

地球環境を考えて研究に取り組んでいけば、よりよい未来が待っていると信じて

います。
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編集後記●
　本号では「環境と人間のウェルビーイング」をテーマとして取り上げ、「エコラボトーク」では2人のプロジェクトリーダーから、テーマ
設定のコンセプト、ウェルビーイングを支える社会制度設計の必要性、気候変動への適応策と地域再生、人生のやりがいの確保と
大学が果たしうる役割、環境学研究科の今後の教育プログラムなどについてお話を伺いました。「環境学の未来予測」でも本テーマ
を踏まえ、遊牧と砂漠化回避、建築耐震の役割、国際的環境政策の限界について大変興味深い執筆をいただきました。「環境と人
間のウェルビーイング」を考え、これからの活動につながるきっかけになればと思います。改めて本号にご協力をいただいた皆様に深
く感謝申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（齋藤 輝幸）
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今号の表紙から読み解く環境学のキーワード 33 　気候変動に対して、現在さまざまな「緩和策」と「適応策」
が考えられていますが、その一つとして、ひと自身も適応してい
く必要があります。
　元々、衣服を重ね着したり薄着になることは温度変化への
適応行動の一つですが、近年の夏の暑さへの対応としては、
これまでのような薄着（クールビズ）だけでは限界があります。
そこで、建物エントランス部などに採涼空間を設けて、屋外か
らの入室時にまずは体を適度に冷やし、その後の居室では、で
きるだけ冷房に頼らない工夫を施すことで、快適性を犠牲にす
ることなく冷房用エネルギーの削減を図ろうとしています。

　表紙の写真は、環境総合館の１階に実験施設とし
て設けた採涼空間で、室内にある木製の椅子も含
め、学内の共同研究メンバーによる手作りです。木質
空間とすることで利用者にくつろぎを与え、また木材
産業への貢献を意図し、実験終了後の利活用も計
画されています。
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環境学研究科地球環境科学専攻 教授
環境学研究科附属持続的共発展教育研究

センター長

高野 雅夫
環境学研究科

都市環境学専攻 准教授

齋藤 輝幸
環境学研究科

社会環境学専攻 准教授

上村 泰裕
教授

幸
市環

環境学研究科地球環境科学専攻 教授
環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター長

環境学研究科社会環境学専攻 准教授

環境学研究科都市環境学専攻 准教授

環境と人間の
ウェルビーイング

気候変動の時代をどう生きるか



名古屋大学大学院
環 境 学 研 究 科

エコラボトーク

環境と人間のウェルビーイング
気候変動の時代をどう生きるか
高野 雅夫
上村 泰裕
齋藤 輝幸

環境学の未来予測  33

環境と人間のウェルビーイング
　篠田 雅人／長江 拓也／松本 睦

環境学の授業拝見！　

名大さんが行く  33

今号の表紙から読み解く環境学のキーワード 33 　気候変動に対して、現在さまざまな「緩和策」と「適応策」
が考えられていますが、その一つとして、ひと自身も適応してい
く必要があります。
　元々、衣服を重ね着したり薄着になることは温度変化への
適応行動の一つですが、近年の夏の暑さへの対応としては、
これまでのような薄着（クールビズ）だけでは限界があります。
そこで、建物エントランス部などに採涼空間を設けて、屋外か
らの入室時にまずは体を適度に冷やし、その後の居室では、で
きるだけ冷房に頼らない工夫を施すことで、快適性を犠牲にす
ることなく冷房用エネルギーの削減を図ろうとしています。

　表紙の写真は、環境総合館の１階に実験施設とし
て設けた採涼空間で、室内にある木製の椅子も含
め、学内の共同研究メンバーによる手作りです。木質
空間とすることで利用者にくつろぎを与え、また木材
産業への貢献を意図し、実験終了後の利活用も計
画されています。

環境学研究科都市環境学専攻 准教授 齋藤 輝幸

環境学研究科地球環境科学専攻 教授
環境学研究科附属持続的共発展教育研究

センター長

高野 雅夫
環境学研究科

都市環境学専攻 准教授

齋藤 輝幸
環境学研究科

社会環境学専攻 准教授

上村 泰裕
教授

幸
市環

環境学研究科地球環境科学専攻 教授
環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター長

環境学研究科社会環境学専攻 准教授

環境学研究科都市環境学専攻 准教授

環境と人間の
ウェルビーイング

気候変動の時代をどう生きるか



齋
藤　

今
回
は
環
境
学
研
究
科
が
取
り
組

む
地
球
規
模
課
題
「
10
課
題
」
の
8
番

目
、
「
環
境
と
人
間
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン

グ
」
に
つ
い
て
、
世
話
人
の
お
二
人
の
先

生
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
都
市
環
境

を
研
究
し
て
い
る
者
と
し
て
は
、
興
味
深

い
テ
ー
マ
で
す
。
ま
ず
こ
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
の
お
考
え
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま

す
か
。

上
村

環
境
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
で
、

環
境
学
研
究
科
に
も
、
人
間
の
居
住
環
境

か
ら
生
物
の
環
境
、
さ
ら
に
地
球
環
境
ま

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
さ
れ
て
い
る
先

生
方
が
い
ま
す
。
私
は
社
会
学
な
の
で
、

環
境
も
大
事
で
す
が
、
社
会
も
大
事
で

す
。
福
祉
社
会
学
や
比
較
社
会
政
策
の
分

野
で
、
貧
困
・
不
平
等
、
仕
事
や
福
祉
の

問
題
に
関
心
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。
し
か
し
近
年
、
気
候
変
動
の
問
題

が
こ
れ
だ
け
深
刻
に
な
っ
て
く
る
と
、
ま

さ
に
社
会
学
の
問
題
と
し
て
、
我
々
の
暮

ら
し
て
い
る
社
会
の
シ
ス
テ
ム
と
環
境
の

関
係
を
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

始
め
ま
し
た
。SD

Gs
（
持
続
可
能
な
開
発

目
標
）
を
見
て
も
、
環
境
に
関
す
る
テ
ー

マ
と
社
会
政
策
で
扱
う
よ
う
な
テ
ー
マ
の

両
方
が
入
っ
て
い
ま
す
。
2
0
3
0
年
ア

ジ
ェ
ン
ダ
の
前
文
で
は
、
環
境
問
題
に
対

す
る
緊
急
の
行
動
が
必
要
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
「
誰
ひ
と
り
置
き
去
り
に
し
な
い

こ
と
を
誓
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
貧
困
や
不
平
等
の
問
題
も
置
き
去
り

に
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か

ら
、
環
境
に
対
す
る
取
り
組
み
と
人
間
の

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に
関
す
る
取
り
組

み
、
そ
の
両
方
が
人
類
の
課
題
で
あ
り
、

そ
れ
を
ど
う
両
立
さ
せ
る
か
を
環
境
学
研

究
科
で
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

高
野

私
の
専
門
の
地
球
科
学
に
は

「
地
球
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
考
え
方
が

あ
っ
て
、
「
生
命
と
地
球
の
共
進
化
」

と
言
う
の
で
す
が
、
無
機
的
な
水
と
か

大
気
、
そ
う
い
う
環
境
と
生
命
は
相
互

に
作
用
し
な
が
ら
進
化
し
て
き
た
。
そ

の
過
程
で
人
間
が
生
ま
れ
、
今
や
「
人

新
世
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
人
間
が

環
境
を
変
え
る
よ
う
な
力
を
持
っ
た
。

で
も
こ
れ
も
あ
く
ま
で
も
生
命
と
地
球

の
共
進
化
の
一
幕
で
あ
る
と
い
う
捉
え

方
を
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
中
で
、
た

ま
た
ま
、
我
々
は
今
の
地
球
に
生
ま
れ

て
、
か
な
り
大
き
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し

て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
っ
て
何

だ
ろ
う
と
考
え
た
と
き
、
「
環
境
と
人

間
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
は
非
常
に
刺
激
的
で
、
相
互
作

用
の
中
で
存
在
す
る
な
ら
ば
、
今
、
環

境
と
人
間
の
関
係
が
お
か
し
く
な
っ
て

い
る
か
ら
、
人
間
だ
け
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー

イ
ン
グ
を
追
求
し
て
も
無
理
で
、
環
境

と
人
間
と
も
に
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に

な
る
こ
と
を
模
索
す
る
。
あ
る
い
は
環

境
と
人
間
と
の
関
係
を
ウ
ェ
ル
に
す

る
。
こ
の
課
題
は
そ
う
い
う
コ
ン
セ
プ

ト
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

齋
藤　

「
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」
に
つ

い
て
少
し
ご
説
明
い
た
だ
け
ま
す
か
。

上
村　

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
語
源
は

ギ
リ
シ
ア
語
の
「
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
」

で
、
魂
が
良
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
ま
す
。
良
き
人
生
と
い
っ
た

こ
と
で
、
幸
福
と
ほ
ぼ
同
義
で
す
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
』
で
、
幸
福
な
人
生
と
は
何
だ
ろ
う

か
と
問
い
か
け
、
持
続
可
能
な
幸
福
に

つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
と
言

う
と
、
個
人
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
精

神
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
り
、
企
業
の

業
績
と
関
連
づ
け
て
経
営
論
と
し
て
語

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
私
の

専
門
の
社
会
政
策
の
観
点
か
ら
言
う

と
、
人
々
の
良
き
人
生
を
支
え
る
社
会

制
度
の
設
計
が
重
要
で
す
。
よ
く
引
き

合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
仕
事
、
関

係
、
お
金
、
身
体
、
地
域
と
い
う
ウ
ェ

ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
5
つ
の
要
素
で
、
こ

れ
は
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
社
が
挙
げ
て
い
る
項

目
で
す
。
人
生
に
と
っ
て
本
当
に
大
事

な
も
の
は
何
か
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ

る
点
で
有
益
で
す
が
、
個
人
単
位
の

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を
考
え
る
だ
け
で

な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
社
会
制
度
を
ど

う
設
計
す
る
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で

す
。
そ
の
一
方
で
、
環
境
の
こ
と
も
考

え
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
両
者
を
ど
う
両

立
さ
せ
て
い
く
か
が
課
題
に
な
り
ま

す
。

　

高
野
先
生
の
「
共
進
化
」
の
お
話
に

つ
な
げ
て
言
う
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
ケ
イ

ト
・
ラ
ワ
ー
ス
と
い
う
経
済
学
者
が

「
社
会
環
境
の
ド
ー
ナ
ツ
」
（
図
参

照
）
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
ド
ー
ナ
ツ

の
内
側
の
円
が
社
会
的
土
台
。
す
べ
て

の
人
が
最
低
限
享
受
す
べ
き
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
の
基
準
、
地
球
規
模
で
達

成
す
べ
き
規
範
で
す
。SD

Gs

で
も
め
ざ

す
べ
き
も
の
と
し
て
合
意
さ
れ
て
い
ま

す
。
一
方
、
ド
ー
ナ
ツ
の
外
側
の
円
―

生
態
学
的
天
井
と
か
惑
星
的
限
界
と
呼

ば
れ
ま
す
―
は
環
境
問
題
を
表
わ
し
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
の
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
を
、
環
境
の
天
井
を
破
ら

な
い
範
囲
で
満
た
さ
な
き
ゃ
い
け
な

い
。
社
会
的
土
台
と
惑
星
的
限
界
の
間

の
薄
い
ド
ー
ナ
ツ
の
範
囲
に
人
類
の
未

来
を
収
め
て
い
か
な
い
と
、
外
に
出
た

ら
気
候
崩
壊
が
起
こ
る
し
、
中
が
崩
れ

た
ら
不
平
等
や
貧
困
が
悪
化
し
、
人
間

社
会
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
図
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
問
い

か
け
て
い
る
ん
で
す
ね
。
環
境
問
題
だ

け
を
解
決
す
れ
ば
す
む
話
で
は
な
く

て
、
我
々
の
社
会
が
達
成
し
て
き
た
価

値
を
い
か
に
持
続
可
能
な
も
の
に
す
る

か
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

ま
で
環
境
問
題
に
取
り
組
む
と
き
に
、

果
た
し
て
人
間
社
会
の
土
台
と
の
関
係

づ
け
を
考
え
て
き
た
だ
ろ
う
か
と
思
う

ん
で
す
。
環
境
学
研
究
科
で
は
、
環
境

問
題
だ
け
で
な
く
、
社
会
は
ど
う
あ
る

べ
き
か
も
含
め
て
考
え
な
い
と
い
け
な

い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
環
境
問
題
に

も
本
格
的
に
は
取
り
組
め
な
い
の
で

す
。

　

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
政
策
学
の

大
家
の
イ
ア
ン
・
ゴ
フ
先
生
は
、
気
候

変
動
に
直
面
す
る
人
類
の
困
難
の
乗
り

越
え
方
と
し
て
「
環
境
社
会
政
策
」
を

提
案
し
て
い
ま
す
。
そ
の
前
提
は
、

人
々
の
最
低
限
度
の
基
本
的
権
利
を
保

障
し
た
う
え
で
環
境
問
題
に
取
り
組
む

と
い
う
こ
と
で
す
。
一
つ
は
グ
リ
ー
ン

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
。
技
術
的
な
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
ど
ん
ど
ん
投
資
す
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
医
療
や
教
育
だ
け
で

な
く
、
住
宅
・
介
護
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
ア
ク
セ
ス
な
ど
を
普
遍
的
ベ
ー
シ
ッ

ク
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
す
る
。
誰
も

が
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
も
し

く
は
低
額
で
提
供
し
、
生
活
に
必
要
な

経
費
を
下
げ
て
い
く
。
お
金
で
は
な
く

サ
ー
ビ
ス
を
配
る
。
そ
の
ほ
う
が
公
平

で
あ
り
エ
コ
で
も
あ
る
と
い
う
考
え
方

で
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
平
等
主
義
的

な
必
要
充
足
経
済
と
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
ま
す
。
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
の
思
想

と
も
つ
な
が
る
の
で
す
が
、
持
続
可
能

な
幸
福
の
た
め
に
は
並
外
れ
た
贅
沢
は

必
要
な
い
。
良
き
人
生
の
た
め
の
土
台

と
天
井
を
設
定
し
て
、
天
井
を
超
え
た

ら
重
税
を
課
す
、
そ
う
い
う
議
論
で

す
。
こ
れ
ま
で
福
祉
社
会
学
や
社
会
政

策
学
で
は
最
低
限
度
の
生
活
保
障
に
つ

い
て
は
議
論
し
て
き
た
ん
で
す
が
、
最

高
限
度
の
天
井
に
つ
い
て
議
論
し
て
こ

な
か
っ
た
。
し
か
し
惑
星
的
限
界
を
考

え
る
と
、
天
井
に
も
基
準
を
設
け
る
こ

と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
言
う
の
で
す
。

　

こ
れ
は
私
自
身
の
考
え
で
す
が
、
例

え
ば
電
気
代
。
一
律
に
環
境
税
を
か
け

て
、
環
境
に
い
い
こ
と
だ
か
ら
皆
さ
ん

協
力
し
て
下
さ
い
と
言
わ
れ
て
も
、
生

活
が
苦
し
く
な
る
か
ら
賛
成
で
き
な

い
。
そ
う
い
う
方
法
で
は
な
く
て
、
最

低
限
必
要
な
電
力
は
無
料
に
し
て
お
い

て
、
必
要
以
上
の
使
用
量
に
は
重
い
累
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必
要
な
の
は

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を

支
え
る
社
会
制
度

環
境
と
人
間
、と
も
に

「
ウ
ェル
ビ
ー
イ
ン
グ
」に
な
る

道
筋
は

社会環境のドーナツ――社会的土台と惑星的限界のあいだ
出所 Raworth,Doughnut Economics,Random House,2017
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今
回
は
環
境
学
研
究
科
が
取
り
組

む
地
球
規
模
課
題
「
10
課
題
」
の
8
番

目
、
「
環
境
と
人
間
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン

グ
」
に
つ
い
て
、
世
話
人
の
お
二
人
の
先

生
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
都
市
環
境

を
研
究
し
て
い
る
者
と
し
て
は
、
興
味
深

い
テ
ー
マ
で
す
。
ま
ず
こ
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
の
お
考
え
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま

す
か
。

上
村

環
境
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
で
、

環
境
学
研
究
科
に
も
、
人
間
の
居
住
環
境

か
ら
生
物
の
環
境
、
さ
ら
に
地
球
環
境
ま

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
さ
れ
て
い
る
先

生
方
が
い
ま
す
。
私
は
社
会
学
な
の
で
、

環
境
も
大
事
で
す
が
、
社
会
も
大
事
で

す
。
福
祉
社
会
学
や
比
較
社
会
政
策
の
分

野
で
、
貧
困
・
不
平
等
、
仕
事
や
福
祉
の

問
題
に
関
心
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。
し
か
し
近
年
、
気
候
変
動
の
問
題

が
こ
れ
だ
け
深
刻
に
な
っ
て
く
る
と
、
ま

さ
に
社
会
学
の
問
題
と
し
て
、
我
々
の
暮

ら
し
て
い
る
社
会
の
シ
ス
テ
ム
と
環
境
の

関
係
を
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

始
め
ま
し
た
。SD

Gs

（
持
続
可
能
な
開
発

目
標
）
を
見
て
も
、
環
境
に
関
す
る
テ
ー

マ
と
社
会
政
策
で
扱
う
よ
う
な
テ
ー
マ
の

両
方
が
入
っ
て
い
ま
す
。
2
0
3
0
年
ア

ジ
ェ
ン
ダ
の
前
文
で
は
、
環
境
問
題
に
対

す
る
緊
急
の
行
動
が
必
要
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
「
誰
ひ
と
り
置
き
去
り
に
し
な
い

こ
と
を
誓
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
貧
困
や
不
平
等
の
問
題
も
置
き
去
り

に
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か

ら
、
環
境
に
対
す
る
取
り
組
み
と
人
間
の

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に
関
す
る
取
り
組

み
、
そ
の
両
方
が
人
類
の
課
題
で
あ
り
、

そ
れ
を
ど
う
両
立
さ
せ
る
か
を
環
境
学
研

究
科
で
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

高
野

私
の
専
門
の
地
球
科
学
に
は

「
地
球
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
考
え
方
が

あ
っ
て
、
「
生
命
と
地
球
の
共
進
化
」

と
言
う
の
で
す
が
、
無
機
的
な
水
と
か

大
気
、
そ
う
い
う
環
境
と
生
命
は
相
互

に
作
用
し
な
が
ら
進
化
し
て
き
た
。
そ

の
過
程
で
人
間
が
生
ま
れ
、
今
や
「
人

新
世
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
人
間
が

環
境
を
変
え
る
よ
う
な
力
を
持
っ
た
。

で
も
こ
れ
も
あ
く
ま
で
も
生
命
と
地
球

の
共
進
化
の
一
幕
で
あ
る
と
い
う
捉
え

方
を
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
中
で
、
た

ま
た
ま
、
我
々
は
今
の
地
球
に
生
ま
れ

て
、
か
な
り
大
き
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し

て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
っ
て
何

だ
ろ
う
と
考
え
た
と
き
、
「
環
境
と
人

間
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
は
非
常
に
刺
激
的
で
、
相
互
作

用
の
中
で
存
在
す
る
な
ら
ば
、
今
、
環

境
と
人
間
の
関
係
が
お
か
し
く
な
っ
て

い
る
か
ら
、
人
間
だ
け
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー

イ
ン
グ
を
追
求
し
て
も
無
理
で
、
環
境

と
人
間
と
も
に
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に

な
る
こ
と
を
模
索
す
る
。
あ
る
い
は
環

境
と
人
間
と
の
関
係
を
ウ
ェ
ル
に
す

る
。
こ
の
課
題
は
そ
う
い
う
コ
ン
セ
プ

ト
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

齋
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「
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」
に
つ

い
て
少
し
ご
説
明
い
た
だ
け
ま
す
か
。

上
村　

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
語
源
は

ギ
リ
シ
ア
語
の
「
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
」

で
、
魂
が
良
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
ま
す
。
良
き
人
生
と
い
っ
た

こ
と
で
、
幸
福
と
ほ
ぼ
同
義
で
す
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
』
で
、
幸
福
な
人
生
と
は
何
だ
ろ
う

か
と
問
い
か
け
、
持
続
可
能
な
幸
福
に

つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
と
言

う
と
、
個
人
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
精

神
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
り
、
企
業
の

業
績
と
関
連
づ
け
て
経
営
論
と
し
て
語

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
私
の

専
門
の
社
会
政
策
の
観
点
か
ら
言
う

と
、
人
々
の
良
き
人
生
を
支
え
る
社
会

制
度
の
設
計
が
重
要
で
す
。
よ
く
引
き

合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
仕
事
、
関

係
、
お
金
、
身
体
、
地
域
と
い
う
ウ
ェ

ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
5
つ
の
要
素
で
、
こ

れ
は
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
社
が
挙
げ
て
い
る
項

目
で
す
。
人
生
に
と
っ
て
本
当
に
大
事

な
も
の
は
何
か
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ

る
点
で
有
益
で
す
が
、
個
人
単
位
の

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を
考
え
る
だ
け
で

な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
社
会
制
度
を
ど

う
設
計
す
る
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で

す
。
そ
の
一
方
で
、
環
境
の
こ
と
も
考

え
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
両
者
を
ど
う
両

立
さ
せ
て
い
く
か
が
課
題
に
な
り
ま

す
。

　

高
野
先
生
の
「
共
進
化
」
の
お
話
に

つ
な
げ
て
言
う
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
ケ
イ

ト
・
ラ
ワ
ー
ス
と
い
う
経
済
学
者
が

「
社
会
環
境
の
ド
ー
ナ
ツ
」
（
図
参

照
）
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
ド
ー
ナ
ツ

の
内
側
の
円
が
社
会
的
土
台
。
す
べ
て

の
人
が
最
低
限
享
受
す
べ
き
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
の
基
準
、
地
球
規
模
で
達

成
す
べ
き
規
範
で
す
。SD

Gs

で
も
め
ざ

す
べ
き
も
の
と
し
て
合
意
さ
れ
て
い
ま

す
。
一
方
、
ド
ー
ナ
ツ
の
外
側
の
円
―

生
態
学
的
天
井
と
か
惑
星
的
限
界
と
呼

ば
れ
ま
す
―
は
環
境
問
題
を
表
わ
し
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
の
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
を
、
環
境
の
天
井
を
破
ら

な
い
範
囲
で
満
た
さ
な
き
ゃ
い
け
な

い
。
社
会
的
土
台
と
惑
星
的
限
界
の
間

の
薄
い
ド
ー
ナ
ツ
の
範
囲
に
人
類
の
未

来
を
収
め
て
い
か
な
い
と
、
外
に
出
た

ら
気
候
崩
壊
が
起
こ
る
し
、
中
が
崩
れ

た
ら
不
平
等
や
貧
困
が
悪
化
し
、
人
間

社
会
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
図
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
問
い

か
け
て
い
る
ん
で
す
ね
。
環
境
問
題
だ

け
を
解
決
す
れ
ば
す
む
話
で
は
な
く

て
、
我
々
の
社
会
が
達
成
し
て
き
た
価

値
を
い
か
に
持
続
可
能
な
も
の
に
す
る

か
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

ま
で
環
境
問
題
に
取
り
組
む
と
き
に
、

果
た
し
て
人
間
社
会
の
土
台
と
の
関
係

づ
け
を
考
え
て
き
た
だ
ろ
う
か
と
思
う

ん
で
す
。
環
境
学
研
究
科
で
は
、
環
境

問
題
だ
け
で
な
く
、
社
会
は
ど
う
あ
る

べ
き
か
も
含
め
て
考
え
な
い
と
い
け
な

い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
環
境
問
題
に

も
本
格
的
に
は
取
り
組
め
な
い
の
で

す
。

　

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
政
策
学
の

大
家
の
イ
ア
ン
・
ゴ
フ
先
生
は
、
気
候

変
動
に
直
面
す
る
人
類
の
困
難
の
乗
り

越
え
方
と
し
て
「
環
境
社
会
政
策
」
を

提
案
し
て
い
ま
す
。
そ
の
前
提
は
、

人
々
の
最
低
限
度
の
基
本
的
権
利
を
保

障
し
た
う
え
で
環
境
問
題
に
取
り
組
む

と
い
う
こ
と
で
す
。
一
つ
は
グ
リ
ー
ン

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
。
技
術
的
な
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
ど
ん
ど
ん
投
資
す
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
医
療
や
教
育
だ
け
で

な
く
、
住
宅
・
介
護
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
ア
ク
セ
ス
な
ど
を
普
遍
的
ベ
ー
シ
ッ

ク
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
す
る
。
誰
も

が
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
も
し

く
は
低
額
で
提
供
し
、
生
活
に
必
要
な

経
費
を
下
げ
て
い
く
。
お
金
で
は
な
く

サ
ー
ビ
ス
を
配
る
。
そ
の
ほ
う
が
公
平

で
あ
り
エ
コ
で
も
あ
る
と
い
う
考
え
方

で
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
平
等
主
義
的

な
必
要
充
足
経
済
と
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
ま
す
。
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
の
思
想

と
も
つ
な
が
る
の
で
す
が
、
持
続
可
能

な
幸
福
の
た
め
に
は
並
外
れ
た
贅
沢
は

必
要
な
い
。
良
き
人
生
の
た
め
の
土
台

と
天
井
を
設
定
し
て
、
天
井
を
超
え
た

ら
重
税
を
課
す
、
そ
う
い
う
議
論
で

す
。
こ
れ
ま
で
福
祉
社
会
学
や
社
会
政

策
学
で
は
最
低
限
度
の
生
活
保
障
に
つ

い
て
は
議
論
し
て
き
た
ん
で
す
が
、
最

高
限
度
の
天
井
に
つ
い
て
議
論
し
て
こ

な
か
っ
た
。
し
か
し
惑
星
的
限
界
を
考

え
る
と
、
天
井
に
も
基
準
を
設
け
る
こ

と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
言
う
の
で
す
。

　

こ
れ
は
私
自
身
の
考
え
で
す
が
、
例

え
ば
電
気
代
。
一
律
に
環
境
税
を
か
け

て
、
環
境
に
い
い
こ
と
だ
か
ら
皆
さ
ん

協
力
し
て
下
さ
い
と
言
わ
れ
て
も
、
生

活
が
苦
し
く
な
る
か
ら
賛
成
で
き
な

い
。
そ
う
い
う
方
法
で
は
な
く
て
、
最

低
限
必
要
な
電
力
は
無
料
に
し
て
お
い

て
、
必
要
以
上
の
使
用
量
に
は
重
い
累

専門は地球環境システム学。中山間
地域の地域再生を研究・実践。主な
著書は『自然（じねん）の哲学』（ヘウ
レーカ、2011年）『人は100Wで生き
られる』（大和書房、2021年）など。

高野 雅夫 たかの まさお

専門は社会学。デジタル経済の到来
を背景にインフォーマル雇用の研究を
進めている。著書に『福祉のアジア―
国際比較から政策構想へ』（名古屋大
学出版会、2015年）。訳書にベラン＆
マホン『社会政策の考え方―現代世
界の見取図』（有斐閣、2023年）。

上村 泰裕 かみむら やすひろ

必
要
な
の
は

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を

支
え
る
社
会
制
度

環
境
と
人
間
、と
も
に

「
ウ
ェル
ビ
ー
イ
ン
グ
」に
な
る

道
筋
は

社会環境のドーナツ――社会的土台と惑星的限界のあいだ
出所 Raworth,Doughnut Economics,Random House,2017



進
環
境
税
を
か
け
る
こ
と
に
し
て
は
ど

う
か
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
の

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
と
環
境
を
両
立
さ

せ
る
環
境
社
会
政
策
を
考
え
て
い
く
こ

と
が
、
一
つ
の
方
向
と
し
て
あ
り
う
る

わ
け
で
す
。

齋
藤　

や
は
り
天
井
と
い
う
も
の
を
考

え
て
い
か
な
い
と
、
持
続
性
を
保
て
な

く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
大
事
な

視
点
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
社
会

と
し
て
ど
う
賛
同
し
て
も
ら
え
る
か
。

多
く
の
人
が
関
わ
る
企
業
も
変
わ
っ
て

い
か
な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。

高
野

僕
は
、
気
候
変
動
に
対
す
る
考

え
方
は
大
き
く
三
つ
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
一
つ
は
懐
疑
派
。
気
候
変
動
は

自
然
の
変
動
で
あ
っ
て
人
為
的
な
も
の

で
は
な
い
。
起
き
て
い
る
け
ど
大
し
た

こ
と
な
い
と
言
う
。
こ
れ
は
根
強
く

あ
っ
て
、
地
球
科
学
者
の
中
に
も
懐
疑

派
が
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
正
反
対
の

環
境
テ
ロ
派
。
気
候
変
動
に
よ
っ
て
壊

滅
的
な
被
害
が
発
生
す
る
と
し
て
、
環

境
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
促
す
た
め
に

過
激
な
活
動
を
す
る
。
有
名
な
絵
画
に

落
書
き
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
か
。
僕

の
立
場
は
三
番
目
の
適
応
派
で
す
。
気

候
変
動
対
策
は
「
緩
和
策
」
と
「
適
応

策
」
の
二
本
柱
で
い
く
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
緩
和
も
大
事
で
す

け
れ
ど
も
、
「
適
応
」
で
き
れ
ば
い

い
、
適
応
が
チ
ャ
ン
ス
に
な
る
場
合
も

あ
る
と
い
う
捉
え
方
を
し
ま
す
。

　

例
え
ば
沖
縄
で
品
質
の
い
い
コ
ー
ヒ

ー
が
本
格
的
に
生
産
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
温
暖
化
に
よ
っ
て
コ
ー
ヒ

ー
栽
培
の
適
地
を
意
味
す
る
、
い
わ
ゆ

る
コ
ー
ヒ
ー
ベ
ル
ト
が
北
上
し
て
栽
培

が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
沖
縄
で

は
そ
れ
で
地
域
経
済
を
活
性
化
し
よ
う

と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
長
野
県
は
全

国
屈
指
の
リ
ン
ゴ
と
ブ
ド
ウ
の
生
産
地

で
す
が
、
リ
ン
ゴ
は
長
野
県
よ
り
北
の

方
、
ブ
ド
ウ
は
南
の
方
で
生
産
さ
れ
て

い
て
、
長
野
県
に
は
そ
の
両
方
が
あ

る
。
栽
培
適
地
の
境
目
で
非
常
に
気
候

に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
ん
で
す
ね
。
僕
が

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
た
長
野
県
高

山
村
で
は
実
際
、
リ
ン
ゴ
園
が
ど
ん
ど

ん
な
く
な
っ
て
ブ
ド
ウ
園
に
変
わ
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
一
種
の
適
応
に
見
え
る

ん
で
す
が
、
話
は
そ
う
単
純
じ
ゃ
な
く

て
、
リ
ン
ゴ
園
が
な
く
な
る
背
景
に

は
、
高
齢
化
と
後
継
者
不
足
が
あ
り
、

一
方
で
、
ブ
ド
ウ
を
育
て
た
い
、
ワ
イ

ナ
リ
ー
を
や
り
た
い
と
若
い
人
た
ち
が

移
住
し
て
来
て
担
い
手
と
な
っ
て
い

る
。
外
か
ら
見
れ
ば
気
候
変
動
の
影
響

に
見
え
ま
す
が
、
中
で
は
社
会
問
題
で

あ
り
、
社
会
的
な
変
革
な
ん
で
す
。
環

境
問
題
か
社
会
問
題
か
と
い
う
先
ほ
ど

か
ら
の
話
で
い
う
と
、
社
会
的
な
変
革

と
気
候
変
動
が
重
な
っ
て
い
て
、
そ
れ

は
分
け
ら
れ
な
い
。
適
応
策
は
社
会
問

題
の
解
決
策
と
し
て
現
れ
る
。
だ
か
ら

逆
に
言
う
と
チ
ャ
ン
ス
な
ん
で
す
。
こ

の
ま
ま
放
っ
て
お
く
と
持
続
不
可
能
な

地
域
社
会
、
地
域
経
済
の
中
で
、
気
候

変
動
と
い
う
一
つ
の
外
力
に
よ
っ
て
中
が

自
ら
変
わ
っ
て
い
く
。
持
続
可
能
な
社

会
を
つ
く
る
意
味
で
は
良
い
き
っ
か
け

に
な
る
と
い
う
感
じ
が
し
て
い
る
ん
で

す
。

　

も
う
一
つ
例
を
言
う
と
、
岐
阜
県
の

中
津
川
市
加
子
母
地
区
は
「
桃
太
郎
」

と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
ト
マ
ト
の
産
地
だ
っ

た
ん
で
す
が
、
夏
の
高
温
障
害
が
出
て

商
品
に
な
ら
な
く
な
っ
て
、
み
ん
な
で

話
し
合
っ
て
高
温
に
強
い
品
種
に
切
り

替
え
た
。
そ
の
時
喧
々
諤
々
議
論
し
た

そ
う
で
す
。
議
論
は
、
自
分
た
ち
が
な

ぜ
こ
こ
で
ト
マ
ト
栽
培
し
て
い
る
の
か
、

そ
も
そ
も
論
に
ま
で
至
っ
た
と
言
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
や
っ
て
き
た

農
業
の
あ
り
方
や
地
域
を
再
確
認
す
る

機
会
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思

い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
の
が
適
応
。
非
常

に
複
雑
な
社
会
変
革
な
ん
で
す
ね
。

上
村

い
まC

hatG
P
T

が
話
題
で
す

が
、
こ
れ
か
ら
数
十
年
の
間
に
多
く
の

仕
事
が
A
I
と
ロ
ボ
ッ
ト
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
る
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
少

子
高
齢
化
に
よ
る
人
手
不
足
と
の
兼
ね

合
い
で
、
今
後
ど
う
転
ぶ
か
ま
だ
見
通

せ
ま
せ
ん
が
。
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に

関
連
さ
せ
て
言
え
ば
、
人
生
の
や
り
が

い
を
ど
う
や
っ
て
確
保
し
て
い
く
か
が

大
問
題
で
す
。
そ
れ
を
考
え
る
の
も
環

境
社
会
政
策
か
も
し
れ
な
く
て
、
一
つ

に
は
大
学
院
が
重
要
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
大
学
が
社
会
の
ハ
ブ
に
な
っ

て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
22
世
紀
に

向
け
て
ど
の
よ
う
な
社
会
を
つ
く
っ
て

い
っ
た
ら
よ
い
か
。
そ
う
い
う
地
球
規

模
の
課
題
に
、
や
り
が
い
を
持
っ
て
挑

戦
で
き
る
大
学
院
が
必
要
で
す
。

高
野

素
晴
ら
し
い
ね
、
そ
れ
。

上
村

経
済
的
な
こ
と
を
心
配
せ
ず
に

研
究
に
没
頭
で
き
る
仕
組
み
、
や
り
が

い
を
持
っ
て
未
来
社
会
を
構
想
し
て
い

け
る
楽
し
み
。
私
の
予
想
で
は
、
そ
う

し
た
研
究
の
中
か
ら
一
つ
や
二
つ
は
ビ

ジ
ネ
ス
と
し
て
当
た
る
も
の
が
出
て
く

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
も
し
当
た
っ
た

ら
、
大
学
や
社
会
に
利
益
を
還
元
し
て

も
ら
う
。
そ
れ
を
、
例
え
ば
森
を
守
る

グ
リ
ー
ン
ジ
ョ
ブ
と
か
人
を
守
る
ケ
ア

ワ
ー
ク
に
従
事
し
て
い
る
方
々
の
待
遇

改
善
に
役
立
て
る
と
よ
い
。
今
は
逆
の

こ
と
が
起
こ
っ
て
い
て
、
大
学
が
ど
ん

ど
ん
や
せ
細
っ
て
い
く
感
じ
で
す
。
そ

の
流
れ
を
逆
転
さ
せ
、
大
学
が
中
心
に

な
っ
て
、
や
り
が
い
の
あ
る
研
究
、
や

り
が
い
の
あ
る
仕
事
を
生
み
出
し
て
い

く
。
そ
こ
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
の
芽
が
出
て

き
た
ら
社
会
に
還
元
し
て
い
く
。
そ
う

い
う
仕
組
み
を
作
っ
て
い
か
な
い
と
、

21
世
紀
後
半
の
日
本
社
会
は
ち
ょ
っ
と

つ
ら
く
な
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

も
っ
と
大
学
を
社
会
の
中
心
で
活
用
し

て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

高
野

今
年
度
か
ら
環
境
学
研
究
科
の

リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
始

ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
今
の
お
話

で
す
。
大
卒
で
企
業
に
入
っ
て
定
年
ま

で
安
泰
と
い
う
モ
デ
ル
は
既
に
崩
れ
た

わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
状
況
で
は
、
40

代
半
ば
ぐ
ら
い
で
将
来
ど
う
す
る
か
を

真
剣
に
考
え
始
め
る
。
そ
う
い
う
人
た

ち
が
も
う
一
度
大
学
に
来
て
、
働
き
な

が
ら
新
し
い
知
識
や
ス
キ
ル
を
身
に
つ

け
て
、
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
に
羽
ば
た

い
て
い
く
、
そ
う
い
う
時
代
に
な
っ
て

き
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

今
、
世
の
中
はSD

G
s

流
行
り
だ
け

ど
、
結
局
何
が
変
わ
っ
た
の
か
見
え
な

い
。
そ
れ
は
人
が
変
わ
っ
て
い
な
い
か

ら
。
そ
こ
でI

D
G
s

（I
n
n
e
r 

D
evelopm

ent Goals

）
と
い
う
の
が
世

界
的
に
注
目
さ
れ
始
め
ま
し
た
。SD

Gs

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
人
間
の
内

面
、
生
き
方
が
変
わ
ら
な
い
と
い
け
な

い
。
今
ま
で
は
、
成
長
型
社
会
に
適
合

す
る
よ
う
な
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
を
発
達

さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
教

育
、
大
学
だ
っ
た
と
思
う
ん
だ
け
ど
、

そ
う
じ
ゃ
な
い
。
持
続
可
能
な
社
会
を

め
ざ
す
た
め
の
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
に
変

え
て
、
大
学
も
企
業
も
変
わ
っ
て
い
か

な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
問
題

意
識
だ
と
思
う
ん
で
す
。

上
村

そ
こ
か
ら
何
か
新
し
い
構
想
が

生
ま
れ
て
、
世
の
中
が
変
わ
っ
て
い
く

き
っ
か
け
に
な
る
と
い
い
で
す
よ
ね
。

齋
藤

持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
に
意

欲
を
持
っ
て
い
る
人
が
い
て
、
そ
の
人

た
ち
に
機
会
を
与
え
、
や
り
が
い
を
持

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
確

か
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。
ぜ
ひ
実

現
し
た
い
で
す
ね
。
今
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

専門は建築環境工学。主に温熱環境
に対する人の心理・生理的反応を分
析し、知的生産性の向上や健康への
影響に配慮しつつ、換気・冷暖房設備
の省エネ・省CO₂対策についても検討
している。

齋藤 輝幸 さいとう てるゆき

気
候
変
動
は
「
外
力
」

社
会
変
革
を
ど
う
促
す
か

持
続
可
能
な
社
会
を

つ
く
る
に
は
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。
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縄
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あ
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リ
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ド
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ど

ん
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く
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て
ブ
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に
変
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て
、
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な
る
背
景
に

は
、
高
齢
化
と
後
継
者
不
足
が
あ
り
、

一
方
で
、
ブ
ド
ウ
を
育
て
た
い
、
ワ
イ

ナ
リ
ー
を
や
り
た
い
と
若
い
人
た
ち
が

移
住
し
て
来
て
担
い
手
と
な
っ
て
い

る
。
外
か
ら
見
れ
ば
気
候
変
動
の
影
響

に
見
え
ま
す
が
、
中
で
は
社
会
問
題
で

あ
り
、
社
会
的
な
変
革
な
ん
で
す
。
環

境
問
題
か
社
会
問
題
か
と
い
う
先
ほ
ど

か
ら
の
話
で
い
う
と
、
社
会
的
な
変
革

と
気
候
変
動
が
重
な
っ
て
い
て
、
そ
れ

は
分
け
ら
れ
な
い
。
適
応
策
は
社
会
問

題
の
解
決
策
と
し
て
現
れ
る
。
だ
か
ら

逆
に
言
う
と
チ
ャ
ン
ス
な
ん
で
す
。
こ

の
ま
ま
放
っ
て
お
く
と
持
続
不
可
能
な

地
域
社
会
、
地
域
経
済
の
中
で
、
気
候

変
動
と
い
う
一
つ
の
外
力
に
よ
っ
て
中
が

自
ら
変
わ
っ
て
い
く
。
持
続
可
能
な
社

会
を
つ
く
る
意
味
で
は
良
い
き
っ
か
け

に
な
る
と
い
う
感
じ
が
し
て
い
る
ん
で

す
。

　

も
う
一
つ
例
を
言
う
と
、
岐
阜
県
の

中
津
川
市
加
子
母
地
区
は
「
桃
太
郎
」

と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
ト
マ
ト
の
産
地
だ
っ

た
ん
で
す
が
、
夏
の
高
温
障
害
が
出
て

商
品
に
な
ら
な
く
な
っ
て
、
み
ん
な
で

話
し
合
っ
て
高
温
に
強
い
品
種
に
切
り

替
え
た
。
そ
の
時
喧
々
諤
々
議
論
し
た

そ
う
で
す
。
議
論
は
、
自
分
た
ち
が
な

ぜ
こ
こ
で
ト
マ
ト
栽
培
し
て
い
る
の
か
、

そ
も
そ
も
論
に
ま
で
至
っ
た
と
言
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
や
っ
て
き
た

農
業
の
あ
り
方
や
地
域
を
再
確
認
す
る

機
会
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思

い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
の
が
適
応
。
非
常

に
複
雑
な
社
会
変
革
な
ん
で
す
ね
。

上
村

い
まC

hatG
P
T

が
話
題
で
す

が
、
こ
れ
か
ら
数
十
年
の
間
に
多
く
の

仕
事
が
A
I
と
ロ
ボ
ッ
ト
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
る
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
少

子
高
齢
化
に
よ
る
人
手
不
足
と
の
兼
ね

合
い
で
、
今
後
ど
う
転
ぶ
か
ま
だ
見
通

せ
ま
せ
ん
が
。
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に

関
連
さ
せ
て
言
え
ば
、
人
生
の
や
り
が

い
を
ど
う
や
っ
て
確
保
し
て
い
く
か
が

大
問
題
で
す
。
そ
れ
を
考
え
る
の
も
環

境
社
会
政
策
か
も
し
れ
な
く
て
、
一
つ

に
は
大
学
院
が
重
要
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
大
学
が
社
会
の
ハ
ブ
に
な
っ

て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
22
世
紀
に

向
け
て
ど
の
よ
う
な
社
会
を
つ
く
っ
て

い
っ
た
ら
よ
い
か
。
そ
う
い
う
地
球
規

模
の
課
題
に
、
や
り
が
い
を
持
っ
て
挑

戦
で
き
る
大
学
院
が
必
要
で
す
。

高
野

素
晴
ら
し
い
ね
、
そ
れ
。

上
村

経
済
的
な
こ
と
を
心
配
せ
ず
に

研
究
に
没
頭
で
き
る
仕
組
み
、
や
り
が

い
を
持
っ
て
未
来
社
会
を
構
想
し
て
い

け
る
楽
し
み
。
私
の
予
想
で
は
、
そ
う

し
た
研
究
の
中
か
ら
一
つ
や
二
つ
は
ビ

ジ
ネ
ス
と
し
て
当
た
る
も
の
が
出
て
く

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
も
し
当
た
っ
た

ら
、
大
学
や
社
会
に
利
益
を
還
元
し
て

も
ら
う
。
そ
れ
を
、
例
え
ば
森
を
守
る

グ
リ
ー
ン
ジ
ョ
ブ
と
か
人
を
守
る
ケ
ア

ワ
ー
ク
に
従
事
し
て
い
る
方
々
の
待
遇

改
善
に
役
立
て
る
と
よ
い
。
今
は
逆
の

こ
と
が
起
こ
っ
て
い
て
、
大
学
が
ど
ん

ど
ん
や
せ
細
っ
て
い
く
感
じ
で
す
。
そ

の
流
れ
を
逆
転
さ
せ
、
大
学
が
中
心
に

な
っ
て
、
や
り
が
い
の
あ
る
研
究
、
や

り
が
い
の
あ
る
仕
事
を
生
み
出
し
て
い

く
。
そ
こ
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
の
芽
が
出
て

き
た
ら
社
会
に
還
元
し
て
い
く
。
そ
う

い
う
仕
組
み
を
作
っ
て
い
か
な
い
と
、

21
世
紀
後
半
の
日
本
社
会
は
ち
ょ
っ
と

つ
ら
く
な
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

も
っ
と
大
学
を
社
会
の
中
心
で
活
用
し

て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

高
野

今
年
度
か
ら
環
境
学
研
究
科
の

リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
始

ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
今
の
お
話

で
す
。
大
卒
で
企
業
に
入
っ
て
定
年
ま

で
安
泰
と
い
う
モ
デ
ル
は
既
に
崩
れ
た

わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
状
況
で
は
、
40

代
半
ば
ぐ
ら
い
で
将
来
ど
う
す
る
か
を

真
剣
に
考
え
始
め
る
。
そ
う
い
う
人
た

ち
が
も
う
一
度
大
学
に
来
て
、
働
き
な

が
ら
新
し
い
知
識
や
ス
キ
ル
を
身
に
つ

け
て
、
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
に
羽
ば
た

い
て
い
く
、
そ
う
い
う
時
代
に
な
っ
て

き
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

今
、
世
の
中
はSD

G
s

流
行
り
だ
け

ど
、
結
局
何
が
変
わ
っ
た
の
か
見
え
な

い
。
そ
れ
は
人
が
変
わ
っ
て
い
な
い
か

ら
。
そ
こ
でI

D
G
s

（I
n
n
e
r 

D
evelopm

ent Goals

）
と
い
う
の
が
世

界
的
に
注
目
さ
れ
始
め
ま
し
た
。SD

Gs

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
人
間
の
内

面
、
生
き
方
が
変
わ
ら
な
い
と
い
け
な

い
。
今
ま
で
は
、
成
長
型
社
会
に
適
合

す
る
よ
う
な
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
を
発
達

さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
教

育
、
大
学
だ
っ
た
と
思
う
ん
だ
け
ど
、

そ
う
じ
ゃ
な
い
。
持
続
可
能
な
社
会
を

め
ざ
す
た
め
の
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
に
変

え
て
、
大
学
も
企
業
も
変
わ
っ
て
い
か

な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
問
題

意
識
だ
と
思
う
ん
で
す
。

上
村

そ
こ
か
ら
何
か
新
し
い
構
想
が

生
ま
れ
て
、
世
の
中
が
変
わ
っ
て
い
く

き
っ
か
け
に
な
る
と
い
い
で
す
よ
ね
。

齋
藤

持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
に
意

欲
を
持
っ
て
い
る
人
が
い
て
、
そ
の
人

た
ち
に
機
会
を
与
え
、
や
り
が
い
を
持

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
確

か
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。
ぜ
ひ
実

現
し
た
い
で
す
ね
。
今
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

専門は建築環境工学。主に温熱環境
に対する人の心理・生理的反応を分
析し、知的生産性の向上や健康への
影響に配慮しつつ、換気・冷暖房設備
の省エネ・省CO₂対策についても検討
している。

齋藤 輝幸 さいとう てるゆき

気
候
変
動
は
「
外
力
」

社
会
変
革
を
ど
う
促
す
か

持
続
可
能
な
社
会
を

つ
く
る
に
は



　

皆
さ
ん
、
最
古
の
地
球
環
境
問
題
は
何
だ

か
知
っ
て
い
ま
す
か
。
そ
の
ひ
と
つ
は
砂
漠

化
で
す
。
地
球
温
暖
化
は
産
業
革
命
以
降
の

環
境
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
砂
漠
化
は
人

類
史
の
時
間
ス
ケ
ー
ル
の
な
か
で
始
ま
り
、

そ
の
活
動
の
強
化
・
拡
大
と
と
も
に
進
行
し

て
き
ま
し
た
。
世
界
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る

と
、
農
業
や
そ
れ
が
支
え
た
古
代
文
明
が
砂

漠
化
（
た
と
え
ば
、
土
壌
塩
類
化
や
水
食
）

に
よ
っ
て
滅
ん
だ
例
は
い
く
つ
も
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
草
原
や
ツ

ン
ド
ラ
は
一
部
を
除
い
て
は
深
刻
な
砂
漠
化

の
影
響
が
及
ん
で
い
な
い
地
域
で
す
が
、
遊

牧
は
数
千
年
前
に
そ
こ
で
発
生
し
、
今
日
ま

で
続
い
て
き
ま
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
国
で
は
、

世
界
で
唯
一
基
幹
産
業
と
し
て
生
き
残
っ
て

い
ま
す
。

　

ユ
ー
ラ
シ
ア
内
陸
の
乾
燥
地
で
は
、
近
年

の
急
激
な
温
暖
化
と
乾
燥
化
の
な
か
で
、
ソ

連
崩
壊
に
よ
り
1
9
9
0
年
代
、
多
く
の

国
々
で
計
画
経
済
か
ら
市
場
経
済
へ
と
移
行

し
、
土
地
利
用
も
多
様
な
変
化
を
と
げ
ま
し

た
。
モ
ン
ゴ
ル
国
で
は
、
市
場
経
済
の
な
か

で
家
畜
数
が
急
増
、
草
原
の
収
容
力
を
超

え
、
危
機
的
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

「
な
ぜ
遊
牧
が
持
続
可
能
で
あ
っ
た
か
、
今

後
、
草
原
生
態
系
を
存
続
で
き
る
の
か
、
そ

し
て
、
遊
牧
民
の
暮
ら
し
を
守
れ
る
の
か
」

と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
き
ま
す
。
わ
れ
わ
れ

は
、
新
し
い
遊
牧
社
会-

生
態
系
モ
デ
ル
を

用
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
気
候
・
社
会
シ
ナ
リ

オ
の
下
、
将
来
の
家
畜
数
が
収
容
力
内
に
収

ま
る
か
を
予
測
し
、
生
態
系
と
経
済
を
両
立

で
き
る
2
0
5
0
年
ま
で
の
シ
ナ
リ
オ
を
遊

牧
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
示
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
人
と
の
共
同
研
究

で
あ
り
、
「
ポ
ス
ト
社
会
主
義
体
制
に
お
け

る
伝
統
文
化
の
復
興
」
と
い
う
当
地
の
動
向

を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
。

　

遊
牧
は
、
家
畜
と
と
も
に
人
間
が
移
動

し
、
草
原
を
広
く
薄
く
利
用
す
る
営
み
で

す
。
遊
牧
に
は
、
移
動
に
よ
り
土
地
へ
の
環

境
負
荷
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
持

続
的
に
利
用
し
、
砂
漠
化
（
こ
の
場
合
は
、

風
食
）
を
回
避
す
る
伝
統
知
が
み
つ
け
ら
れ

ま
す
。
昔
か
ら
、
「
土
地
に
鍬
を
い
れ
る

な
」
と
い
う
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
戒
め
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
を
科
学
的
に
解
釈
す
る
と
、

乾
燥
地
の
た
だ
で
さ
え
薄
い
土
壌
（
わ
ず
か

に
草
の
つ
い
た
）
を
、
掘
り
返
し
て
露
出
さ

せ
る
と
、
す
ぐ
に
乾
燥
し
て
風
食
さ
れ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
一
部

の
小
さ
い
粒
子
（
黄
砂
）
は
日
本
に
も
飛
ん

で
き
ま
す
。
鍬
を
使
う
農
耕
と
は
、
よ
り
集

約
的
に
農
業
生
産
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
に
対
し
、
「
草
原
を
広
く
薄
く
使
う
」
と

い
う
粗
放
的
な
土
地
利
用
を
チ
ン
ギ
ス
・
カ

ン
は
推
奨
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

モ
ン
ゴ
ル
草
原
の
表
層
土
壌
で
あ
る
A
層

は
せ
い
ぜ
い
数
十
セ
ン
チ
で
あ
り
、
近
年
の

過
放
牧
に
よ
り
草
原
が
裸
地
化
し
、
風
食
に

よ
り
そ
の
表
面
か
ら
肥
沃
な
土
壌
が
失
わ
れ

た
場
合
、
土
地
の
生
産
性
も
失
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
数
千
年
に
及
ぶ
時
間
ス
ケ
ー

ル
で
生
成
さ
れ
て
き
た
土
壌
の
喪
失
、
そ
れ

は
、
わ
れ
わ
れ
が
回
避
す
べ
き
不
可
逆
的
な

砂
漠
化
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な

背
景
か
ら
、
「
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
ビ
ジ
ョ
ン

2
0
5
0
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で

い
る
の
で
す
。

タ
イ
ト
ル
はSD

G
s

の
11
番
目
の
目
標
に

建
築
耐
震
を
合
わ
せ
て
み
ま
し
た
。
紀
元
前

数
千
年
に
は
、
既
に
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、
我
が
国

で
も
竪
穴
住
居
が
存
在
し
ま
し
た
。
そ
こ
か

ら
、
人
生
の
そ
の
時
々
に
お
け
る
ウ
ェ
ル
ビ

ー
イ
ン
グ
に
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
て
き
た

建
築
、
な
か
で
も
、
近
代
か
ら
現
代
へ
の
過

渡
期
に
現
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
物

と
鉄
骨
造
建
物
は
、
こ
の
1
0
0
年
余
り
で

驚
異
的
な
発
展
を
遂
げ
、
ま
ち
並
み
に
大
き

な
変
化
を
与
え
ま
し
た
。

中
高
層
建
物
、
超
高
層
建
物
が
大
地
震
を

受
け
る
と
き
、
構
造
骨
組
は
弾
性
領
域
を
超

え
て
、
梁
や
柱
、
壁
な
ど
の
構
造
部
材
が

「
損
傷
し
な
が
ら
粘
る
」
弾
塑
性
領
域
に
お

い
て
し
な
り
、
揺
れ
に
耐
え
ま
す
。
大
地
震

に
対
し
て
、
構
造
骨
組
に
高
い
補
修
性
能
を

確
保
す
る
設
計
が
、
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち

づ
く
り
に
重
要
で
す
。
比
較
的
頻
繁
に
起
き

る
地
震
に
対
し
て
、
建
物
の
継
続
使
用
性

は
、
内
外
装
材
・
設
備
機
器
と
い
っ
た
二
次

部
材
の
被
害
に
依
存
す
る
こ
と
も
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

近
年
の
取
り
組
み
か
ら
、
「
大
地
震
時

に
基
礎
が
滑
動
す
る
機
構
に
よ
っ
て
上
部

骨
組
の
損
傷
を
大
幅
に
軽
減
す
る
基
礎
滑

り
構
法
」
「
内
外
装
材
・
設
備
機
器
の
機

能
維
持
性
を
大
幅
に
向
上
さ
せ
る
耐
震
対

策
」
等
々
、
都
市
と
人
間
の
居
住
地
を
さ

ら
に
安
全
、
強
靭
か
つ
持
続
可
能
に
す
る

高
耐
震
建
築
の
設
計
条
件
が
明
ら
か
に
な

モンゴル遊牧ビジョン2050
地球環境科学専攻　地球環境変動論講座　篠田 雅人 教授

今
回
の
テ
ー
マ
は　

環
境
と
人
間
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ

環
境
学
の

未
来
予
測

2014年に防災科学技術研究
所兵庫耐震工学研究センター
から、減災連携研究センターに
異動。大型実験、数値解析に基
づき、鉄筋コンクリート造建物、
鉄骨造オフィスビル、高耐震木
造住宅を対象に、幅広く建築耐
震の研究に取り組む。

二次部材の高耐震化（7ヶ国連携） 基礎滑り機構の検証（日米共研）

長江 拓也

環
境
学
の

未
来
予
測
VO L . 3 3

地
球
・
都
市
・
社
会
3
つ
の

視
点
で
「
こ
れ
か
ら
」
を

考
え
ま
す
。

専門は気候学、干ばつ科学、乾燥地科学、IPCC
第2～4次報告書の作成に貢献。主な著作は
『神々の大地 アフリカ』、『乾燥地の自然』、『砂
漠と気候 増補2訂版』、「人類と砂漠化」（沙漠
研究）、「干ばつと人類社会」（雑誌地理）。

篠田 雅人

都市環境学専攻　減災連携研究センター　長江 拓也 准教授

住み続けられるまちづくりのための建築耐震

く
わ

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
上
記
の
発
展
を
支
え
た

先
達
は
、
時
代
の
社
会
要
求
、
向
上
心
に
応

え
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
、
真
っ
向
か
ら
真
摯
に

取
り
組
ま
れ
ま
し
た
。
実
務
の
最
前
線
に
身

を
投
じ
た
卒
業
生
た
ち
が
将
来
、
こ
う
し
た

先
達
と
等
価
な
瑞
々
し
い
成
果
を
目
指
せ
る

環
境
整
備
に
向
け
て
、
研
究
者
と
し
て
さ
ら

な
る
ト
ラ
イ
を
加
速
す
べ
き
フ
ェ
イ
ズ
と
感

じ
て
い
ま
す
。



皆
さ
ん
、
最
古
の
地
球
環
境
問
題
は
何
だ

か
知
っ
て
い
ま
す
か
。
そ
の
ひ
と
つ
は
砂
漠

化
で
す
。
地
球
温
暖
化
は
産
業
革
命
以
降
の

環
境
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
砂
漠
化
は
人

類
史
の
時
間
ス
ケ
ー
ル
の
な
か
で
始
ま
り
、

そ
の
活
動
の
強
化
・
拡
大
と
と
も
に
進
行
し

て
き
ま
し
た
。
世
界
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る

と
、
農
業
や
そ
れ
が
支
え
た
古
代
文
明
が
砂

漠
化
（
た
と
え
ば
、
土
壌
塩
類
化
や
水
食
）

に
よ
っ
て
滅
ん
だ
例
は
い
く
つ
も
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
草
原
や
ツ

ン
ド
ラ
は
一
部
を
除
い
て
は
深
刻
な
砂
漠
化

の
影
響
が
及
ん
で
い
な
い
地
域
で
す
が
、
遊

牧
は
数
千
年
前
に
そ
こ
で
発
生
し
、
今
日
ま

で
続
い
て
き
ま
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
国
で
は
、

世
界
で
唯
一
基
幹
産
業
と
し
て
生
き
残
っ
て

い
ま
す
。

ユ
ー
ラ
シ
ア
内
陸
の
乾
燥
地
で
は
、
近
年

の
急
激
な
温
暖
化
と
乾
燥
化
の
な
か
で
、
ソ

連
崩
壊
に
よ
り
1
9
9
0
年
代
、
多
く
の

国
々
で
計
画
経
済
か
ら
市
場
経
済
へ
と
移
行

し
、
土
地
利
用
も
多
様
な
変
化
を
と
げ
ま
し

た
。
モ
ン
ゴ
ル
国
で
は
、
市
場
経
済
の
な
か

で
家
畜
数
が
急
増
、
草
原
の
収
容
力
を
超

え
、
危
機
的
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

「
な
ぜ
遊
牧
が
持
続
可
能
で
あ
っ
た
か
、
今

後
、
草
原
生
態
系
を
存
続
で
き
る
の
か
、
そ

し
て
、
遊
牧
民
の
暮
ら
し
を
守
れ
る
の
か
」

と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
き
ま
す
。
わ
れ
わ
れ

は
、
新
し
い
遊
牧
社
会-

生
態
系
モ
デ
ル
を

用
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
気
候
・
社
会
シ
ナ
リ

オ
の
下
、
将
来
の
家
畜
数
が
収
容
力
内
に
収

ま
る
か
を
予
測
し
、
生
態
系
と
経
済
を
両
立

で
き
る
2
0
5
0
年
ま
で
の
シ
ナ
リ
オ
を
遊

牧
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
示
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
人
と
の
共
同
研
究

で
あ
り
、
「
ポ
ス
ト
社
会
主
義
体
制
に
お
け

る
伝
統
文
化
の
復
興
」
と
い
う
当
地
の
動
向

を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
。

遊
牧
は
、
家
畜
と
と
も
に
人
間
が
移
動

し
、
草
原
を
広
く
薄
く
利
用
す
る
営
み
で

す
。
遊
牧
に
は
、
移
動
に
よ
り
土
地
へ
の
環

境
負
荷
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
持

続
的
に
利
用
し
、
砂
漠
化
（
こ
の
場
合
は
、

風
食
）
を
回
避
す
る
伝
統
知
が
み
つ
け
ら
れ

ま
す
。
昔
か
ら
、
「
土
地
に
鍬
を
い
れ
る

な
」
と
い
う
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
戒
め
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
を
科
学
的
に
解
釈
す
る
と
、

乾
燥
地
の
た
だ
で
さ
え
薄
い
土
壌
（
わ
ず
か

に
草
の
つ
い
た
）
を
、
掘
り
返
し
て
露
出
さ

せ
る
と
、
す
ぐ
に
乾
燥
し
て
風
食
さ
れ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
一
部

の
小
さ
い
粒
子
（
黄
砂
）
は
日
本
に
も
飛
ん

で
き
ま
す
。
鍬
を
使
う
農
耕
と
は
、
よ
り
集

約
的
に
農
業
生
産
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
に
対
し
、
「
草
原
を
広
く
薄
く
使
う
」
と

い
う
粗
放
的
な
土
地
利
用
を
チ
ン
ギ
ス
・
カ

ン
は
推
奨
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

モ
ン
ゴ
ル
草
原
の
表
層
土
壌
で
あ
る
A
層

は
せ
い
ぜ
い
数
十
セ
ン
チ
で
あ
り
、
近
年
の

過
放
牧
に
よ
り
草
原
が
裸
地
化
し
、
風
食
に

よ
り
そ
の
表
面
か
ら
肥
沃
な
土
壌
が
失
わ
れ

た
場
合
、
土
地
の
生
産
性
も
失
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
数
千
年
に
及
ぶ
時
間
ス
ケ
ー

ル
で
生
成
さ
れ
て
き
た
土
壌
の
喪
失
、
そ
れ

は
、
わ
れ
わ
れ
が
回
避
す
べ
き
不
可
逆
的
な

砂
漠
化
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な

背
景
か
ら
、
「
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
ビ
ジ
ョ
ン

2
0
5
0
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で

い
る
の
で
す
。

タ
イ
ト
ル
はSD

G
s

の
11
番
目
の
目
標
に

建
築
耐
震
を
合
わ
せ
て
み
ま
し
た
。
紀
元
前

数
千
年
に
は
、
既
に
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、
我
が
国

で
も
竪
穴
住
居
が
存
在
し
ま
し
た
。
そ
こ
か

ら
、
人
生
の
そ
の
時
々
に
お
け
る
ウ
ェ
ル
ビ

ー
イ
ン
グ
に
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
て
き
た

建
築
、
な
か
で
も
、
近
代
か
ら
現
代
へ
の
過

渡
期
に
現
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
物

と
鉄
骨
造
建
物
は
、
こ
の
1
0
0
年
余
り
で

驚
異
的
な
発
展
を
遂
げ
、
ま
ち
並
み
に
大
き

な
変
化
を
与
え
ま
し
た
。

中
高
層
建
物
、
超
高
層
建
物
が
大
地
震
を

受
け
る
と
き
、
構
造
骨
組
は
弾
性
領
域
を
超

え
て
、
梁
や
柱
、
壁
な
ど
の
構
造
部
材
が

「
損
傷
し
な
が
ら
粘
る
」
弾
塑
性
領
域
に
お

い
て
し
な
り
、
揺
れ
に
耐
え
ま
す
。
大
地
震

に
対
し
て
、
構
造
骨
組
に
高
い
補
修
性
能
を

確
保
す
る
設
計
が
、
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち

づ
く
り
に
重
要
で
す
。
比
較
的
頻
繁
に
起
き

る
地
震
に
対
し
て
、
建
物
の
継
続
使
用
性

は
、
内
外
装
材
・
設
備
機
器
と
い
っ
た
二
次

部
材
の
被
害
に
依
存
す
る
こ
と
も
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

近
年
の
取
り
組
み
か
ら
、
「
大
地
震
時

に
基
礎
が
滑
動
す
る
機
構
に
よ
っ
て
上
部

骨
組
の
損
傷
を
大
幅
に
軽
減
す
る
基
礎
滑

り
構
法
」
「
内
外
装
材
・
設
備
機
器
の
機

能
維
持
性
を
大
幅
に
向
上
さ
せ
る
耐
震
対

策
」
等
々
、
都
市
と
人
間
の
居
住
地
を
さ

ら
に
安
全
、
強
靭
か
つ
持
続
可
能
に
す
る

高
耐
震
建
築
の
設
計
条
件
が
明
ら
か
に
な
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環
境
問
題
は
、
今
や
人
類
の
存
続
に
関
わ

る
世
界
的
大
問
題
で
あ
る
。
世
界
的
な
環
境

対
策
は
前
世
紀
か
ら
論
議
さ
れ
て
お
り
、
京

都
議
定
書
の
よ
う
な
取
り
組
み
も
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
京
都
議
定
書
は
先
進
国
の
一

部
（A

nnex
I

国
）
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
効
果
は

限
定
的
で
あ
っ
た
。
例
え
ばGütschow
et 

al.

（
2
0
1
8
）の
推
定
に
よ
れ
ば
、1
9
9
8

年
か
ら
2
0
1
5
年
の
期
間
でA
nnex

I

国

の
排
出
量
が
6
%
減
少
し
た
も
の
の
、N

on-
A
nnex I

国
の
排
出
量
は
61
%
増
加
し
た
。

　

京
都
議
定
書
に
続
く
世
界
的
取
り
組
み
の

一
環
と
し
て
、
2
0
1
5
年
に
締
結
さ
れ
た

パ
リ
協
定
が
あ
る
。
こ
の
協
定
の
特
徴
は
、

数
多
く
の
先
進
国
・
途
上
国
が
参
加
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
協
定
の

拘
束
力
は
弱
い
。
京
都
議
定
書
で
は
、
目
標

を
達
成
で
き
な
い
参
加
国
へ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ

ー
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
パ
リ
協
定
で
は
、

そ
の
よ
う
な
強
制
力
は
初
め
か
ら
設
定
さ
れ

て
い
な
い
。
環
境
問
題
へ
の
各
国
の
取
り
組

み
は
あ
く
ま
で
自
発
的
・
分
権
的
で
あ
り
、

”環
境
連
邦
主
義“
と
も
呼
ば
れ
る
状
況
に
な

っ
て
い
る
。
実
際
、
絶
対
的
な
排
出
量
削
減

を
目
指
し
て
い
る
国
が
あ
る
一
方
で
、
排
出

量
／
G
D
P
比
で
目
標
を
設
定
し
て
い
る
国

も
あ
る
。
政
策
の
実
施
状
況
を
検
証
す
る
仕

組
み
も
あ
る
が
、
現
在
の
国
際
的
環
境
政
策

が
”各
国
に
よ
っ
て
分
権
的
に
定
め
ら
れ
た

政
策
の
寄
せ
集
め“
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。

　

私
の
狭
義
の
専
門
で
あ
る
財
政
連
邦
主
義

の
分
野
で
は
、
”分
権
的
決
定
に
よ
っ
て
、
全

世
界
的
視
点
か
ら
望
ま
し
い
政
策
を
実
現
す

る
の
は
困
難“
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
限
界
は
、
環
境
政
策
に
も
当
て
は

ま
る
。
全
世
界
一
体
と
な
っ
て
環
境
問
題
に

取
り
組
め
ば
良
い
の
だ
が
、
各
国
主
権
と
の

兼
ね
合
い
が
問
題
と
な
る
。
公
共
経
済
学
や

環
境
経
済
学
で
は
、
環
境
連
邦
主
義
的
枠
組

み
を
前
提
と
し
た
維
持
可
能
な
国
際
的
政
策

協
調
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
理
論
的
模
索
が

続
け
ら
れ
て
い
る
。

環
境
学
の

未
来
予
測

博士（経済学）。専門分野は応
用ミクロ経済学・公共経済学・
地域経済学。最近は、財政連
邦主義の応用として、環境連邦
主義の理論研究を行っている。

松本 睦

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、温暖化問題とそれに
対する緩和と適応について、建築や都市
のスケールで学んでいます。先生の質問
に私たちが意見や考えを述べながら進
行するため、主体的に深く考えることが

できると感じています。自然科学的根拠をもとに温暖化の影響
や緩和策・適応策について学ぶため、視野が広がり、幅広い知
識が得られることも魅力の1つです。また、私の研究では、脱炭
素化に対応するための建物設備の改修計画を行なっており、脱
炭素化の推進によって、地球温暖化の進行を緩和し、持続可
能な未来の実現に寄与することを目的としています。そのため、
気候変動や極端気象の増加、海面上昇、生物多様性の減少な
どの影響に対して、危機意識を持ち、地球温暖化対策の重要
性や研究の位置づけを再認識することができる授業です。

　頻発する極端な気象、生態系の変化…。今や地球温暖化は全世界的な社会問

題となっています。「建築や土木を学ぶ学生にとって、気象や気候を知ることは大

切な要素。正しく理解できていないと、時代に適したものはつくれません」と飯塚先

生。この授業は、学生たちが地球温暖化や都市温暖化（ヒートアイランド）を正しく

理解し、建築や土木的な側面から温暖化問題にどのようなアプローチができるか考

えることを狙いとしています。

　15回の授業で学ぶのは、まずは温暖化の実態。地球規模の温暖化と都市固有の温暖化―ヒートアイ

ランド現象について概要をつかみ、次に原因を探り、それが過去、現在、未来にわたってどのような影響を

及ぼすか理解し、緩和策や適応策を考えます。地球温暖化のメカニズムを物理数学で解いたり、ＩＰＣＣの

レポートを原文で読むなど、さまざまな方向から温暖化問題に迫ります。「今の学生が社会で活躍する頃に

は温暖化はもっと深刻になっているでしょう。正しい知識を持って対策を考えてほ

しいと強く思っています」。

　最後は、それぞれが考える温暖化対策をプレゼンテーション。学んだ知識をも

とに温暖化を我が事と考え発表します。「温暖化は誰もが避けられない問題。

理解するだけでなく、正しい知識を周知してもらうことも期待しています」と飯

塚先生は、さらに先をみつめています。
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。
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それぞれが考える温暖化対策をプレゼンテーション。学んだ知識をもそれぞれが考える温暖化対策をプレゼンテ ション。学んだ知識をもぞ が え 暖 対 を ゼ テ だ 識 ももも

とに温暖化を我が事と考え発表温 化 我 え 表

えることを狙いえる とを狙こ を

都市環境学専攻
博士前期課程1年

社会環境学専攻　経済環境論講座　松本 睦 教授

国際的環境政策の限界について

回 授業で学ぶ回 授 で ぶ

　この授業は、地球温暖化やヒートア
イランドをはじめとする地球環境問題
について、人間活動の側面から、緩和

策や適応策を知ることができます。また、比較的少人
数、質疑応答形式で授業が進められるため、自分だけ
では気づかない課題を知るきっかけとなるとともに、環
境問題の重要性を身をもって感じることができます。
　特に、講義の中で「地球温暖化を悪いものとしてだ
け捉えるのではなく、良い面も見るべき」という話をさ
れていたことが印象的で、先入観に捉われず、新たな
角度から物事を考える姿勢は、今後の研究にも生きる
と考えています。

都市環境学専攻
博士前期課程１年

Gütschow, J., Jeffery, L., Gieseke, R., Gebel, R., 2018. 
The PRIMAP-hist national historical emissions time series 
（1850‒2015）. V. 1.2. GFZ Data Services.
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名大さんが行く 33

　軽くて耐久性に富み、その使いやすさから使い捨てとして広く利用されるプラス

チック。リサイクルされるプラスチックは世界中で１割にも満たず、ほとんどが埋め

立てや焼却で処理されています。陳さんは、資源循環型社会の実現をめざして、

廃棄物の再資源化に取り組むジンチェンコ准教授のサステナブルマテリアル研

究室で、そのプラスチックに着目。ケミカルリサイクルの研究に邁進しています。ケ

ミカルリサイクルとは、プラスチック廃棄物を利用して従来の化学原料の代替品

をつくり、環境材料の合成に有効活用すること。もともと中国の大学で化学を

専攻していた陳さん。その知識を環境問題に結びつけたいと考えていた陳さんに

とって、環境学研究科はぴったりの場所だったのです。

　研究では、廃ペットボトルを、解重合を通じてオリゴマー（化学原料）に分解。

それを合成することで、プラスチック由来の水ベースのハイドロゲルなど４種の

機能性材料を作成しました。そのうち、ハイドロゲルは吸着剤として優れ、水質

汚染物質を除去するだけでなく、従来の高価な吸着剤の代替品として経済性も

高く、廃棄物リサイクルニーズに応えるものとして大いに注目されています。陳さ

んは、この研究成果が認められ今年、名古屋大学学術奨励賞を受賞しました。

　「実験は試行錯誤の連続で結果はすぐには出ません。でも大丈夫。私には覚

悟があります」と陳さん。新しい材料を自分の手でつくり出し、環境問題に貢献

するというチャレンジ精神が研究に向かわせています。そして世界中の研究者が

地球環境を考えて研究に取り組んでいけば、よりよい未来が待っていると信じて

います。

陳　嘉儀さん  CHAN Kayee
都市環境学専攻　環境機能物質学講座　博士後期課程２年
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環 境 学 研 究 科
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編集後記●
　本号では「環境と人間のウェルビーイング」をテーマとして取り上げ、「エコラボトーク」では2人のプロジェクトリーダーから、テーマ
設定のコンセプト、ウェルビーイングを支える社会制度設計の必要性、気候変動への適応策と地域再生、人生のやりがいの確保と
大学が果たしうる役割、環境学研究科の今後の教育プログラムなどについてお話を伺いました。「環境学の未来予測」でも本テーマ
を踏まえ、遊牧と砂漠化回避、建築耐震の役割、国際的環境政策の限界について大変興味深い執筆をいただきました。「環境と人
間のウェルビーイング」を考え、これからの活動につながるきっかけになればと思います。改めて本号にご協力をいただいた皆様に深
く感謝申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（齋藤 輝幸）

【環・45号　広報委員会】　
齋藤 輝幸（環45号編集委員長）

赤渕 芳宏（広報委員長）
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