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今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
の
な
か
で
、
生
態
系
の
持
続
可
能
性
は
と
く
に
差
し
迫
っ
た
も
の
で
あ
り
、
幅
広
い
背

景
を
も
っ
た
研
究
者
た
ち
が
こ
の
問
題
を
な
ん
と
か
理
解
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
本
書
も
、
こ
の
探
求
の
一
助
に
な

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
実
践
的
な
解
決
策
は
示
せ
な
い
が
、
環
境
破
壊
と
い
う
差
し
迫
っ
た
現
実
に
対
す
る
理
論

的
な
提
案
と
し
て
、
社
会
科
学
と
人
文
学
の
理
論
的
ツ
ー
ル
を
ど
の
よ
う
に
変
容
さ
せ
う
る
の
か
を
検
討
す
る
。
私
の

貢
献
は
、
経
験
哲
学
（em

pirical philosophy
）
の
実
演
と
い
う
形
を
と
る
。
ひ
ら
め
き
の
源
泉
と
し
て
食
べ
る
こ
と

に
関
す
る
民
族
誌
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
既
存
の
哲
学
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
豊
か
に
し
よ
う
と
試

み
る
。
こ
れ
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ア
の
な
か
で
現
在
使
わ
れ
て
い
る
理
論
的
な
言
葉
は
、
過
去
の
問
題

を
取
り
扱
う
た
め
に
準
備
さ
れ
た
も
の
だ
。
過
去
の
問
題
が
消
え
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
処

す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
言
葉
は
、
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
地
球
上
の
生
命
に
対
す
る
人
間
の
干
渉
に
は
う
ま
く
な

じ
ん
で
い
な
い
。
過
去
の
言
葉
に
は
、
考
え
た
り
話
す
こ
と
を
上
に
置
き
、
食
べ
た
り
育
む
こ
と
を
下
に
位
置
づ
け
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る
、「
人
ザ
・
ヒ
ユ
ー
マ
ン

間
」
に
つ
い
て
の
階
層
的
な
理
解
が
染
み
つ
い
て
い
る
。
こ
の
階
層
化
に
干
渉
し
た
ら
何
が
起
き
る
だ
ろ
う

か
。
身
体
を
維
持
す
る
食
べ
物
を
、
実
際
的
な
目
的
に
資
す
る
だ
け
で
な
く
理
論
的
に
も
意
義
深
い
も
の
と
し
て
尊
重

し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
文
脈
で
は
、
理
論
と
い
う
用
語
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
分
析
的
に
ま
と
め
る
作
業
か
ら
導
か
れ
る
包
括
的
な

説
明
図
式
を
表
す
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
現
実
が
知
覚
さ
れ
操
作
さ
れ
る
方
法
を
形
作
る
こ
と
に
寄
与
す

る
言
葉
、
モ
デ
ル
、
比
喩
、
構
文
を
意
味
す
る
。
あ
る
思
想
が
現
れ
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
一
方
で
、
他

の
思
想
を
背
景
に
押
し
や
っ
た
り
排
除
し
う
る
よ
う
な
知
的
な
道
具
立
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
理
論
」
が
思
考
を
開
い

た
り
閉
じ
た
り
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
日
の
ア
カ
デ
ミ
ア
に
普
及
し
て
い
る
理
論
的
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
何
を
言
語
化
す

る
こ
と
に
寄
与
し
、
何
に
沈
黙
を
強
い
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
私
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
は
こ
の

問
い
で
あ
る
。
現
在
の
社
会
科
学
と
人
文
学
が
依
拠
し
て
い
る
理
論
的
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
、
封
建
領
主
か
ら
の
解
放
や
、

人
間
を
疎
外
か
ら
守
る
こ
と
や
、
平
和
な
政
治
体
制
を
構
想
す
る
こ
と
と
い
っ
た
、
人
間
主
義
的
な
理
想
を
結
節
点
と

し
て
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
き
た
。
前
世
紀
を
通
じ
て
、
研
究
者
た
ち
は
、
人
間
の
尊
厳
の
た
め
に
発
言
し
、
産
業
プ
ロ

セ
ス
が
人
間
を
資
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
反
論
し
て
き
た
。
実
験
室
に
お
い
て
人
間
の
被
験
者
を
物
言
わ
ぬ
客
体

の
よ
う
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
、
数
百
万
人
が
殺
さ
れ
た
戦
争
へ
の
応
答
と
し
て
合
理
性
と
適
正
手
続
を
擁

護
し
て
き
た
。
人
間
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
敬
意
が
十
分
に
払
わ
れ
て
い
な
い
人
び
と
が
か
つ
て
多
く
い
た
し
、
今
も
い

る
と
い
う
こ
と
を
、
繰
り
返
し
主
張
し
て
き
た
。
し
か
し
、
人
権
が
少
な
く
と
も
理
論
上
は
全
人
類
に
与
え
ら
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
や
は
り
理
論
上
は
、
世
界
の
他
の
部
分
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
人
間
に

は
考
え
話
す
能
力
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
人
間
を
差
別
化
し
た
。
こ
れ
が
人
間
例
外
主
義
で
あ
り
、「
人
間
」
は
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何
か
し
ら
特
別
な
価
値
の
あ
る
生
き
物
だ
と
い
う
信
念
で
あ
る
。

過
去
数
十
年
の
あ
い
だ
、
人
間
例
外
主
義
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
批
判
さ
れ
て
き
た
。
批
判
者
た
ち
は
、「
人

間
」
を
強
制
、
疎
外
、
暴
力
と
い
っ
た
暴
虐
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
は
理
解
を
示
し
て
い
る
。
疑
問
を
呈
し
て
い

る
の
は
、
私
た
ち
の
共
感
を
人
間
に
限
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
だ
。
他
の
生
き
物
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
尊
重
に
値
す
る

し
、
地
上
の
無
生
物
も
同
じ
く
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
最
近
の
マ
ル
チ
ス
ピ
ー
シ
ー
ズ
研
究

は
、
象
、
犬
、
ト
マ
ト
、
ミ
ミ
ズ
、
鮭
、
ゴ
ム
ツ
ル
、
小
麦
や
そ
の
ほ
か
多
く
の
生
命
体
に
関
心
を
向
け
て
き
た
し
、

人モ
ア
・
ザ
ン
・
ヒ
ユ
ー
マ
ン

間
以
上
の
存
在
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
岩
や
川
や
水
や
油
や
リ
ン
や
塩
と
い
っ
た
多
様
な
物
に
手
を
の
ば
し
て
き
た）

1
（

。

研
究
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
現
象
を
自
ら
の
言
葉
で
問
い
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
言
葉
と
は
な
ん

だ
ろ
う
か
。
羊
や
微
生
物
や
分
子
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ダ
ニ
や

ツ
ル
や
岩
の
独
特
の
主
体
性
を
称
揚
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
こ
こ
に
引
っ
か
か
っ
て
い
る
。「
エ

ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
」
や
「
主
体
性
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、「
人
間
」
に
つ
い
て
の
あ
る
特
定
の
理
解
、
す
な
わ
ち
二
十
世

紀
の
人
間
学
（philosophical anthropology
）
が
（
先
人
た
ち
の
議
論
に
も
と
づ
い
て
）
形
作
っ
た
ま
さ
に
人
間
中
心

主
義
的
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
徹
頭
徹
尾
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
こ
の
見
立
て
が
、
本
書
の
出
発
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

私
た
ち
の
理
論
的
な
道
具
立
て
に
刻
み
込
ま
れ
た
「
人
間
」
は
普ザ
・
ヒ
ユ
ー
マ
ン

遍
的
な
人
間
で
は
な
く
、
極
め
て
特
殊
な
種
類
の
、

人ア

・

ヒ

ユ

ー

マ

ン

間
の
一
つ
の
あ
り
方
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
種
の
人
間
は
、
ち
ょ
う
ど
世
界
と
の
身
体
的
な
関
わ
り
の

上
位
に
「
彼マ
マ

」
の
思
考
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
他
の
生
き
物
の
上
に
そ
び
え
立
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、〔
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
や
主
体
性
な
ど
の
〕
彼
の
特
徴
を
人
間
以
外
の
世
界
に
も
広
め
て
い
く
こ
と
で
、「
人
間
」

か
ら
例
外
主
義
を
奪
い
と
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
徴
も
ま
た
、
改
め
て
検
討
し
な
お
す
に
値
す
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る
。
人
間
で
あ
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

人
間
主
義
的
な
哲
学
の
伝
統
に
お
け
る
知
的
な
道
具
立
て
は
、
今
日
の
「
国
際
的
な
」
社
会
科
学
と
人
文
学
に
広

く
浸
透
し
て
い
る
。
本
書
で
は
、
お
も
に
英
語
で
行
わ
れ
た
研
究
を
参
照
す
る
。
隣
接
し
て
い
る
言
語
に
埋
め
込
ま
れ

て
い
る
理
論
は
根
本
的
に
異
な
る
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
私
が
記
述
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
人
間
学
の
形
成
に
、

ド
イ
ツ
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
は
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
オ
ラ
ン
ダ
で
育
ち
教
育
を
受
け
た
の
で
、
オ
ラ
ン
ダ

語
の
文
献
も
用
い
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
隣
接
言
語
間
の
共
通
性
と
摩
擦
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
射
程
を
超
え

て
い
る）

2
（

。
全
般
的
に
、
本
書
の
問
い
の
正
確
な
地
理
的
範
囲
に
つ
い
て
は
精
査
し
て
い
な
い
。
私
は
、
英
語
で
出
版
さ

れ
た
近
年
の
学
術
研
究
の
背
後
で
温
存
さ
れ
続
け
て
い
る
「
人
間
」
の
階
層
化
の
痕
跡
に
干
渉
す
る
こ
と
に
集
中
し
た
。

こ
の
階
層
化
に
は
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
と
き
に
「
人
間
」
は
、
卑
し
い
死
す
べ
き
身
体
と
高
貴
な
考
え
る
精

神
と
い
う
二
つ
の
物
サ
ブ
ス
タ
ン
ス

質
に
分
け
ら
れ
、
上
下
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
物
質
で
は
な
く
活
動
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
こ
の
場
合
、
食
事
や
呼
吸
と
い
っ
た
代
謝
の
過
程
が
基
礎
的
な
も
の
と
さ
れ
、
動
く
こ
と
は
や
や
高
次
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
知
覚
は
さ
ら
に
上
に
あ
り
、
考
え
る
こ
と
は
も
っ
と
も
際
立
っ
た
高
次
の
活
動
と
さ
れ
る
。
複
数
の
感
覚
を

比
較
し
て
評
価
を
下
す
研
究
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
嗅
覚
と
味
覚
は
信
用
さ
れ
ず
、
触
覚
は
疑
わ
れ
る
が
、
視
覚
と
聴

覚
は
外
界
の
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
称
賛
さ
れ
る
。
本
書
で
は
こ
の
ラ
ン
ク
付
け
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
て

い
く
が
、
こ
の
短
い
要
約
が
す
で
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、（
身
体
物
質
に
付
随
し
、
代
謝
活
動
で
あ
り
、
信
頼
で
き

な
い
感
覚
を
使
う
）
食
べ
る
こ
と
は
、
つ
ね
に
見
下
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
が
、
私
の
探
求
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

私
た
ち
が
「
人
間
」
に
よ
る
世
界
に
つ
い
て
の
認
知
的
な
省
察
を
称
賛
す
る
こ
と
を
や
め
、
そ
の
代
わ
り
に
人
間
に
よ
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る
世
界
と
の
代
謝
的
な
関
わ
り
あ
い
か
ら
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
別
の
言

い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
食
べ
る
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
の
理
論
的
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
つ
い
て
の
ひ

ら
め
き
を
得
る
と
し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
取
り
組
む
た
め
に
、
昨
今
の
知
的
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
ど
の
よ
う
に
「
人
間
」
に
関
す
る
階
層
的
な
理
解

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
し
て
い
く
。
比
較
の
た
め
の
足
場
と
し
て
、
食
べ
る
こ
と
に
関
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
模
範
状
況
を
幾
度
も
紹
介
す
る
こ
と
で
、
理
論
的
な
ひ
ら
め
き
の
源
泉
に
は
多
く
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
あ

る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
介
入
は
、
一
連
の
一
般
的
な
用
語
の
も
と
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。
二
章
は
あビ
ー
イ
ン
グるこ

と
に
つ

い
て
。
こ
の
抽
象
的
な
言
葉
を
吟
味
し
、
個
別
具
体
的
な
も
の
で
満
た
す
こ
と
で
、
周
囲
に
広
が
る
環
境
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
三
次
元
の
身
体
を
持
っ
た
存
ビ
ー
イ
ン
グ
ス

在
と
し
て
の
人
間
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
の
存
在
に
と
っ
て
重
要
な
ア
イ
コ
ン

は
歩
く
人
だ
。
し
か
し
、
歩
く
人
が
環
境
の
な
か
で
（
一
方
の
足
を
も
う
一
方
の
足
の
前
に
出
し
て
）
身
体
を
動
か
す

の
に
対
し
、
食
べ
る
人
は
身
体
の
な
か
で
（
齧
っ
た
り
噛
ん
だ
り
飲
み
込
ん
だ
り
し
て
）
環
境
を
動
か
す
。
こ
の
こ
と

が
、
ま
っ
た
く
異
な
る
存
在
を
生
み
出
す
。
三
章
は
、
知
る
こ
と
に
つ
い
て
。
通
常
、
知
る
こ
と
は
、
主
体
に
よ
る
客

体
へ
の
関
わ
り
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
主
体
は
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
知
る
対
象
を
知
覚
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か

し
、
知
る
こ
と
が
離
れ
た
場
所
か
ら
編
み
上
げ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
食
べ
る
際
に
は
、
知
ら
れ
る
客
体
は
知
る
主
体
に

組
み
入
れ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
客
体
と
主
体
の
両
方
の
変
容
が
生
じ
る
。
四
章
で
取
り
上
げ
る
す
る
こ
と
に
つ

い
て
の
確
立
さ
れ
た
理
解
は
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
モ
デ
ル
と
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
自
由
意
志
に
よ
る
手
足
の
運

動
の
よ
う
な
意
図
的
な
行
為
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
食
べ
る
際
に
、
通
常
、
手
は
食
べ
物
を
口
に
運
ぶ
。
飲
み
込
む
こ

と
も
筋
肉
に
よ
る
活
動
だ
。
だ
が
、
そ
れ
に
続
く
消
化
す
る
こ
と
は
同
じ
よ
う
に
は
練
習
で
き
な
い
し
、
中
心
か
ら
制



14

く
る
。
本
書
で
の
学
び
を
首
尾
一
貫
し
た
全
体
に
溶
か
し
込
む
の
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
を
そ
の
ま
ま
際
立
た
せ
る
こ
と
に
し
た
。
色
と
り
ど

り
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
や
、
多
声
的
な
歌
や
、
い
う
な
れ
ば
ビ
ュ
ッ
フ
ェ

の
よ
う
に
。

本
書
は
難
し
い
。
理
論
的
な
道
具
立
て
と
経
験
的
な
布
置
の
あ
い
だ

を
、
通
常
と
は
異
な
る
や
り
方
で
行
き
来
し
て
い
る
こ
と
も
理
由
の
一

つ
だ
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
経
験
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
食
べ
る
こ
と

そ
れ
自
体
に
関
す
る
理
論
的
な
結
論
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
、
あ
る
、
知
る
、
す
る
、
関
わ
る
に
関
す
る
私
た
ち
の
理

解
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
十
年
近
く
に
わ
た
り
、
私

は
、
関
連
す
る
文
献
を
読
み
、
食
べ
る
状
況
を
民
族
誌
的
に
調
査
し
て

御
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
広
が
り
、
か
き
回
す
た
ぐ
い
の
す
る
こ
と
で
あ
る
。
五
章
で
は
、
関
わ
る
こ
と

に
取
り
組
む
。
二
十
世
紀
の
研
究
者
た
ち
は
、
人
は
互
い
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
関
わ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
た
。
与
え
る
こ
と
は
奪
う
こ
と
よ
り
も
良
い
の
だ
と
強
調
し
、
親キ
ン
シ
ツ
プ

族
関
係
や
交コ
ン
パ
ニ
オ
ン
シ
ツ
プ

友
関
係
に
つ
い
て
主
張
し
て

き
た
。
こ
の
主
張
は
、
関
わ
り
あ
う
も
の
が
対
等
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
食
べ
る
こ
と
は
非
対

称
的
な
関
係
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
平
等
を
ど
う
達
成
す
る
か
と
い
う
問
い
か
ら
、
異
な
る
も
の
の
消
去
を
い
か
に

避
け
る
の
か
へ
と
変
化
さ
せ
る
。
最
後
に
六
章
で
は
、
社
会
‐
物
質
的
な
政
治
に
関
心
を
向
け
、
再
び
理
論
に
戻
っ
て

言
葉
と
革
命

一
九
七
一
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
公
共
放
送
は
人

間
の
本
性
に
つ
い
て
の
哲
学
的
議
論
を
放
送
し

た
。
二
人
の
主
役
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
で
話

を
し
た
。
ノ
ー
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
ア
メ
リ

カ
英
語
を
話
し
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
一

文
一
文
が
長
い
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
し
た
。
オ
ラ

ン
ダ
人
の
司
会
は
、
大
部
分
は
英
語
を
話
し
て

い
た
が
、
折
を
見
て
フ
ラ
ン
ス
語
に
切
り
替
え

て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
語
に
よ
る
字
幕
が
つ
け
ら

れ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
背
景
説
明
が
挿
入
さ
れ

た
。
背
景
説
明
を
行
っ
た
の
は
、
よ
く
知
ら
れ

た
知
識
人
で
、
フ
ロ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
大
学
の
哲
学


