






　まえ
が
き  

 　

良
か
れ
と
思
っ
た
開
発
や
制
度
が
、
の
ち
に
大
き
な
災
い
を
招
い
て
き
た
。
本
書
で
は
そ
れ
を
増
災

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
開
発
と
災
害
は
両
立
で
き
な
い
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
。
開
発
や
開
発

を
推
進
す
る
た
め
の
法
制
度
に
は
、
わ
か
り
や
す
い
目
先
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
一
方
、
災
害
と
な
っ
て

後
世
に
禍
根
を
残
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
人
々
を
苦
し
め
る
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
ま
た
、
原
発
事
故

の
よ
う
な
大
事
故
と
な
っ
て
突
如
と
し
て
顕
在
化
す
る
も
の
も
あ
る
。
ど
ち
ら
の
ケ
ー
ス
で
も
、
失
敗

に
気
づ
い
て
も
元
に
は
戻
す
こ
が
で
き
な
い
不
可
逆
性
が
特
徴
で
あ
る
。

　

一
方
、
１
９
９
５
年
阪
神
淡
路
大
震
災
の
教
訓
と
し
て
、
災
害
が
発
生
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
被
害

を
最
小
限
に
留
め
る
た
め
の
、
ソ
フ
ト
（
法
制
度
）
を
中
心
と
し
た
施
策
と
し
て
、
減
災
と
い
う
概
念

が
あ
る
。
河
川
の
堤
防
を
整
備
し
て
災
害
を
起
こ
さ
な
い
防
災
に
対
し
て
、
避
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て



人
命
だ
け
は
守
ろ
う
と
す
る
の
が
減
災
で
あ
る
。
水
防
災
に
お
い
て
我
が
国
で
は
、
河
川
施
設
の
ハ
ー

ド
整
備
が
公
共
事
業
費
の
削
減
に
よ
り
困
難
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、２
０
０
５
年
に
水
防
法
を
改
正
し
、

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
基
づ
い
た
避
難
体
制
を
整
備
す
る
減
災
へ
と
大
き
く
舵
を
切
っ
た
。
し
か
し
、
大

切
な
資
産
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
、
被
害
を
最
小
限
に
留
め
た
と
は
言
え
な
い
。
や
は
り
、
事
前
に

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
を
、
本
著
で
は
事
前
減
災

と
読
ん
で
い
る
。

　

本
著
で
は
、
古
代
や
中
世
の
日
本
に
お
け
る
増
災
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
２
０
２
１
年
８
月
に
発
生

し
た
熱
海
市
伊
豆
山
地
区
の
土
石
流
災
害
を
振
り
返
る
。
こ
の
災
害
に
は
後
に
議
論
す
る
「
現
代
の
増

災
」
を
考
え
る
上
で
ヒ
ン
ト
と
な
る
重
要
な
要
素
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
災
害
で
は
、
土
砂

災
害
警
戒
区
域
の
上
流
に
存
在
す
る
土
砂
の
種
類
や
土
砂
量
、
そ
し
て
そ
の
安
定
性
に
対
応
し
た
警
戒

避
難
が
困
難
で
あ
る
等
、
土
砂
災
害
防
止
法
で
は
居
住
者
の
安
全
が
カ
バ
ー
で
き
な
い
こ
と
が
顕
在
化

し
た
。
盛
土
に
関
す
る
法
制
度
運
用
な
ら
び
に
行
政
の
対
応
に
も
、
我
が
国
の
縦
割
り
行
政
や
、
地
方

分
権
改
革
に
基
づ
く
都
道
府
県
へ
の
許
認
可
権
限
移
譲
の
問
題
点
等
、
我
が
国
の
縮
図
と
言
っ
て
よ
い



構
造
的
課
題
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
防
災
の
専
門
家
と
し
て
、
熱
海
市
土
石
流
災
害
に
つ
い
て
整
理

し
た
。

　

本
著
で
は
現
代
の
増
災
と
し
て
、
行
き
過
ぎ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
と
グ
ラ
ン
ピ
ン
グ
開
発

と
い
う
２
つ
の
増
災
の
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
気
候
変
動
対
策
と
し
て
我
が
国
を
含
む
多

く
の
先
進
諸
国
が
取
り
組
む
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
は
、
行
き
過
ぎ
て
し
ま
う
と
土
砂
災
害
に
留

ま
る
こ
と
な
く
、
地
域
を
崩
壊
さ
せ
、
日
本
列
島
を
荒
廃
さ
せ
る
よ
う
な
大
き
な
犠
牲
を
伴
う
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
ま
た
、
グ
ラ
ン
ピ
ン
グ
開
発
を
通
し
て
、
縦
割
り
行
政
の
弊
害
が
大
災
害

に
つ
な
が
る
危
険
性
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
や
市
町
村
へ
の
許
認
可
権
限
移
譲
の
問
題
を
含
め
、
実
例

を
挙
げ
て
説
明
す
る
。

　

増
災
と
言
っ
て
開
発
に
反
対
す
る
ば
か
り
で
は
、
よ
り
良
い
、
か
つ
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る

課
題
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
増
災
を
事
前
に
防
止
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
提
案
さ
せ
て
も
ら
う
。
過
去
に
学
び
、
現
在
の
増
災
に
つ
い
て
見
つ
め
直
し
、
将
来
の
増
災
を
予

防
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
被
害
を
事
前
に
軽
減
す
る
事
前
減
災
の
た
め
に
役
立
て
て
い
た
だ
き
た
い
。
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第
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章
　
増
災
と
は
、
そ
し
て
減
災
と
は



2　

１
・
１　

日
本
は
自
然
災
害
の
多
発
国

　

我
が
国
は
自
然
災
害
の
多
発
国
（D

isaster-prone Country

）
で
あ
る
。
日
本
列
島
は
急
峻
な
地

形
、
脆
弱
な
地
質
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
世
界
の
０
・
２
５
％
の
面
積
で
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
世

界
で
発
生
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
５
以
上
の
地
震
の
約
20
％
、
活
火
山
の
約
７
％
が
我
が
国
の
国
土
な

ら
び
に
周
辺
海
域
に
集
中
し
て
お
り
、
年
間
降
水
量
も
多
い
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に
位

置
す
る
島
国
で
あ
る
た
め
、台
風
の
襲
来
を
受
け
る
。
狭
い
国
土
の
20
％
の
平
野
部
に
人
口
の
約
50
％
、

財
産
の
約
75
％
が
集
中
す
る
な
ど
、
我
が
国
で
は
地
震
、
津
波
、
豪
雨
、
豪
雪
、
台
風
、
高
波
・
高

潮
、
地
す
べ
り
、
が
け
崩
れ
、
土
石
流
、
火
山
噴
火
等
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
自
然
事
象
（
ハ
ザ
ー
ド
、

H
azard

）
が
多
発
す
る
。

　

災
害
の
こ
と
を
英
語
で
はdisaster

と
言
う
。dis

は
「
離
れ
て
」
あ
る
い
は
「
～
な
し
で
」
と
い

う
否
定
的
を
意
味
し
、aster

は
ギ
リ
シ
ャ
語
の‘astron’,

す
な
わ
ち
星
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

disaster

は
星
の
な
い
状
態
、星
に
見
離
さ
れ
た
「
不
運
」
を
意
味
す
る
。
災
害
と
は
ハ
ザ
ー
ド
に
よ
っ

て
人
の
生
命
、
身
体
、
財
産
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
者
の
い
な
い
無
人
島

や
砂
漠
の
ど
真
ん
中
で
大
地
震
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
人
の
営
み
が
な
い
の
で
災
害
が
発
生
す
る
こ
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と
は
な
い
。
経
済
大
国
で
あ
る
我
が
国
で
は
、
狭
い
国
土
の
さ
ら
に
平
野
部
に
人
も
財
産
も
集
中
し
て

い
る
た
め
、
ハ
ザ
ー
ド
が
災
害
に
直
結
し
、
さ
ら
に
そ
の
規
模
も
大
き
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
我
が
国

は
自
然
災
害
リ
ス
ク
の
高
い
国
、
災
害
多
発
国
と
な
っ
て
い
る
。

　

繰
り
返
し
発
生
す
る
自
然
災
害
を
経
験
し
、
自
然
災
害
か
ら
学
ん
だ
結
果
、
災
害
の
発
生
を
未
然
に

防
止
し
、
被
害
を
軽
減
す
る
技
術
が
構
築
さ
れ
、
仕
組
み
（
法
制
度
）
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の

結
果
、
我
が
国
は
防
災
先
進
国
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
災
害
対
策
が
も
っ
と
も
進
ん
だ
国
の
一
つ
と
な
っ

た
。
そ
れ
で
も
年
間
の
自
然
災
害
に
よ
る
犠
牲
者
は
世
界
の
約
０
・
３
％
、
被
害
額
は
世
界
の
約
10
％

を
占
め
て
お
り
、
や
は
り
現
在
で
も
災
害
多
発
国
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
両
面
の
災
害

対
策
の
強
化
・
拡
充
が
望
ま
れ
て
い
る
。

１
・
２　

自
然
災
害
の
素
因
と
誘
因

　

自
然
災
害
は
、
誘
因
が
素
因
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
図

―
１
・
１
を
用
い
て
説
明
す
る
。誘
因
と
は
、地
震
に
よ
っ
て
発
生
す
る
津
波
、砂
地
盤
の
液
状
化
、台
風
、

高
波
・
高
潮
、
豪
雨
や
豪
雪
に
よ
っ
て
発
生
す
る
洪
水
、
積
雪
、
地
す
べ
り
、
が
け
崩
れ
、
土
石
流
、

火
山
噴
火
、
火
山
噴
火
に
よ
っ
て
発
生
す
る
溶
岩
流
、
火
砕
流
、
噴
石
等
の
自
然
事
象
あ
る
い
は
ハ
ザ
ー

第１章
増災とは、そして減災とは
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ド
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
種
類
の
自
然
災
害
の
ハ
ザ
ー
ド
が
あ
り
、
そ
の
発
生
頻
度
が
高

く
、
強
度
も
高
い
。
ま
た
、
地
震
や
台
風
と
い
っ
た
誘
因
で
あ
る

自
然
事
象
を
防
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

素
因
に
は
ハ
ザ
ー
ド
を
生
じ
や
す
い
地
形
や
脆
弱
な
地
質
と

い
っ
た
自
然
素
因
と
、
人
口
や
建
物
・
施
設
・
資
産
の
集
中
し
た

社
会
や
組
織
の
脆
弱
性
と
い
っ
た
人
の
営
み
に
起
因
す
る
社
会
素

因
が
あ
る
。
山
地
か
平
野
か
に
よ
っ
て
発
生
す
る
災
害
の
種
類
も

規
模
も
異
な
る
。
例
え
ば
、
地
盤
が
軟
弱
で
低
い
土
地
で
あ
る
沖

積
平
野
は
、
地
震
で
は
揺
れ
や
す
く
、
豪
雨
で
は
浸
水
や
河
川
氾

濫
の
影
響
を
受
け
や
す
い
自
然
素
因
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
素
因
に
は
、
災
害
に
お
い
て
犠
牲

者
を
増
や
し
て
し
ま
う
高
齢
化
社
会
や
維
持
管
理
の
行
き
届
か
な
い
イ
ン
フ
ラ
の
脆
弱
性
な
ど
が
含
ま

れ
る
。
自
治
体
の
実
効
的
な
防
災
体
制
の
整
備
状
況
や
地
区
住
民
の
防
災
意
識
の
高
低
も
、
社
会
素
因

に
含
ま
れ
る
。
急
傾
斜
地
に
お
け
る
切
土
・
盛
土
に
よ
る
宅
地
開
発
や
湿
地
の
埋
立
て
、
斜
面
を
造
成

し
た
大
規
模
太
陽
光
発
電
施
設
な
ど
、
人
口
改
変
を
行
っ
た
土
地
は
、
自
然
素
因
と
社
会
素
因
の
中
間

誘因
地震 竜巻 台風 地すべり 豪雨 豪雪

津波 液状化 がけ崩れ 雹

高波 高潮 土石流 火山噴火

素因
地形・地質などの脆弱性
河川 山地 平野
氾濫原 急傾斜地

自然素因 社会素因

沖積地盤 低地
火山 断層

社会・組織、防災力
人口 都市環境
高齢化 防災体制

堤防 ライフライン

法制度 道路・鉄道
土地の人口改変

図－ 1.1　自然災害の誘因と素因
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的
存
在
と
言
え
る
。

　

誘
因
を
防
止
、
軽
減
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
素
因
に
働
き
か
け
て
災
害
の
発
生
を
防
止
し
た
り
、

被
害
を
軽
減
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
自
然
災
害
の
予
防
と
は
、
堤
防
の
か
さ
上
げ
、
建
物
の
耐

震
化
等
の
ハ
ー
ド
対
策
に
よ
っ
て
災
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
災
害

に
よ
る
被
害
の
軽
減
で
は
、
砂
防
堰
堤
の
よ
う
に
ハ
ー
ド
対
策
に
よ
っ
て
最
悪
の
被
害
か
ら
免
れ
、
被

害
規
模
を
縮
小
さ
せ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
河
川
氾
濫
時
の
避
難
、
法
制
度
改
正
に
よ
る
宅
地
開

発
の
制
限
、
防
災
教
育
の
強
化
、
地
区
防
災
活
動
の
推
進
な
ど
の
ソ
フ
ト
対
策
に
よ
る
社
会
素
因
の
強

化
が
有
効
と
言
え
る
。

１
・
３　

砂
防
の
父　

ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
・
レ
ー
ケ
―
山
を
守
る
こ
と
が
水
害
を
減
ら
す
こ
と
―

　
「
砂
防
の
父
」、「
治
水
の
恩
人
」
あ
る
い
は
「
近
代
砂
防
の
租
」
と
呼
ば
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
が
い
る
。

明
治
６
（
１
８
７
３
）
年
、
31
歳
の
時
、
明
治
政
府
に
よ
る
海
外
の
学
問
や
技
術
の
国
内
導
入
制
度
に

よ
っ
て
内
務
省
土
木
局
に
招
か
れ
、
淀
川
の
改
修
や
三
国
港
の
改
修
、
常
願
寺
川
の
改
修
な
ど
に
30
年

間
に
わ
た
っ
て
携
わ
っ
た
土
木
技
師
・
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
・
レ
ー
ケ
で
あ
る
。
デ
・
レ
ー
ケ
は
、
内
務
省

の
土
木
技
術
の
助
言
者
や
技
術
指
導
者
と
し
て
現
場
を
指
揮
し
、
の
ち
に
内
務
大
臣
の
技
術
顧
問
で
あ

第１章
増災とは、そして減災とは
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る
内
務
省
勅
任
官
技
術
顧
問
と
な
っ
た
。

　

明
治
６
年
に
内
務
省
が
新
た
な
大
阪
港
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
デ
・
レ
ー
ケ
は
も
う
一
人
の
技

術
者
エ
ッ
シ
ャ
ー
と
と
も
に
、
淀
川
流
域
の
上
流
で
調
査
を
し
た
結
果
、
流
出
す
る
土
砂
の
量
が
減
る

ま
で
、
新
た
な
大
阪
港
は
建
設
で
き
な
い
と
し
て
、
小
型
の
蒸
気
船
が
大
阪
湾
か
ら
京
都
ま
で
航
行
で

き
る
よ
う
に
淀
川
を
改
修
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
。
大
阪
か
ら
淀
川
、
宇
治
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
宇
治

で
船
を
降
り
、
そ
こ
か
ら
は
陸
路
で
山
科
、
浜
大
津
ま
で
行
き
、
そ
し
て
琵
琶
湖
を
船
で
瀬
田
に
渡
っ

た
。
そ
こ
で
視
察
し
た
田た

な
か
み
や
ま

上
山
は
雪
で
も
積
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
白
い
禿
山
で
あ
り
、
多
く
の
土

砂
を
平
野
へ
と
流
出
さ
せ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
二
人
は
内
務
省
土
木
領
へ
報
告
書
を
提
出
し
、
砂
防
工

事
の
必
要
性
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
砂
防
工
法
と
は
、①
若
い
木
を
山
の
砂
面
や
崖
に
植
え
る
、

②
丘
の
斜
面
に
藁
を
抑
え
込
ん
で
覆
う
、
③
木
、
石
、
砂
で
谷
の
狭
く
な
っ
て
い
る
と
ろ
に
砂
防
ダ
ム

を
つ
く
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
報
告
書
に
は
砂
防
の
具
体
的
な
方
法
を
示
し
た
「
砂
防
工

法
図
解
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
砂
防
工
法
の
原
典
と
な
っ
た
。

　

明
治
６
年
頃
か
ら
田
上
山
で
砂
防
ダ
ム
の
施
工
が
開
始
さ
れ
、
淀
川
水
系
で
砂
防
工
事
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
実
は
エ
ッ
シ
ャ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
で
砂
防
技
術
を
学
ん
だ
設
計
を
専
門
と
す
る
１
等
技

師
、
デ
・
レ
ー
ケ
は
施
工
監
理
の
４
等
技
師
と
し
て
来
日
し
て
お
り
、
エ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
設
計
図
面
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に
基
づ
い
て
デ
・
レ
ー
ケ
が
施
工
を
監
理
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
エ
ッ
シ
ャ
ー
は
日
本
人
と
話
す
機
会

が
少
な
か
っ
た
が
、
デ
・
レ
ー
ケ
は
政
府
や
都
道
府
県
の
み
な
ら
ず
、
工
事
関
係
者
と
も
積
極
的
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
氾
濫
を
繰
り
返
す
河
川
を
治
め
る
た
め
、
放

水
路
や
分
流
の
工
事
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
根
本
的
な
予
防
策
と
し
て
水
源
山
地
に
お
け
る
砂
防
や
治

山
の
工
事
を
重
要
視
し
た
。
山
を
守
る
こ
と
が
水
害
を
減
ら
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
デ
・
レ
ー
ケ
は
砂

防
を
体
系
づ
け
た
技
師
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
砂
防
と
言
え
ば
デ
・
レ
ー
ケ
、「
砂

防
の
父
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
砂
防
の
設
計

技
術
は
、
エ
ッ
シ
ャ
ー
が
日
本
へ
技
術
移
転
し
た
の
で
あ
る
。

　

常
願
寺
川
は
、
流
路
の
総
延
長
が
56 

km
、
そ
の
う
ち
平
野
を
流
れ
る
部
分
は
18  

km
に
す
ぎ
な
い
。
水

源
は
３
０
０
ｍ
級
の
山
々
に
あ
り
、
平
均
斜
度
は
30
分
の
１
で
あ
る
。
デ
・
レ
ー
ケ
が
常
願
寺
川
を
視

察
し
た
際
、「
こ
れ
は
川
で
は
な
い
、
滝
だ
」
と
言
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
。「
常
願
寺
川
は
滝
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
の
出
所
は
、
富
山
県
知
事
が
内
務
省
直
轄
事
業
と
し
て
実
施
し
て
も
ら
う
た
め
、
内
務
大

臣
に
出
し
た
上
申
書
で
あ
る
と
い
う
。
上
申
書
に
あ
る
文
言
は
、「
…
70
有
余
の
河
川
み
な
き
わ
め
て

暴
流
に
し
て
、
山
を
出
て
海
に
入
る
間
、
長
き
は
67
里
、
短
き
は
23
里
に
す
ぎ
ぬ
。
川
と
い
わ
ん
よ
り

は
寧
ろ
瀑
と
称
す
る
を
充
当
す
べ
し
…
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
デ
・
レ
ー
ケ
が
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
た
も

第１章
増災とは、そして減災とは
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の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
２
０
２
０
年
に
な
っ
て
、
当
発
言
は
デ
・
レ
ー
ケ
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
ロ
ー
ウ
ェ
ン
ホ
ル
ス
ト
・
ム
ル
デ
ル
の
発
言
で
あ
り
、
か
つ
川
は
常
願
寺
川
で

は
な
く
早
月
川
を
指
し
て
い
た
こ
と
が
、
富
山
県
会
議
事
録
で
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

１
・
４　

山
と
海
は
つ
な
が
っ
て
い
る

　

大
阪
港
の
新
設
に
対
し
て
、淀
川
の
源
流
ま
で
調
査
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
の
話
を
紹
介
し
た
の
は
、

山
と
海
の
関
係
を
読
者
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
本
書
の
増
災
に
つ
い
て
理
解
し
て
い

た
だ
く
た
め
に
、
森
林
→
里
山
→
河
川
→
海
の
土
砂
、
水
、
栄
養
素
の
移
動
に
つ
い
て
事
前
に
知
っ
て

お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
砂
防
技
術
で
は
、
海
の
こ
と
、
川
の
こ
と
は
、
山
に
聞
く
（
確

認
す
る
）
の
が
常
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
江
戸
時
代
ま
で
日
本
人
は
、
里
山
で
は
山
で
樹
木
を
伐
採
し
、
落
枝
、
落
葉
を
採
取
し
、

建
設
資
材
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
肥
料
を
森
林
に
依
存
す
る
生
活
を
し
て
い
た
。
そ
の
代
わ
り
、
適
度
に
植

林
を
し
、
山
の
維
持
管
理
を
し
て
い
た
。
森
林
の
資
源
を
採
取
し
す
ぎ
た
場
合
は
自
然
に
山
が
崩
れ
、

豪
雨
や
地
震
が
あ
る
と
山
が
崩
壊
し
た
。
近
年
で
は
、
林
業
の
採
算
性
の
低
下
や
担
い
手
の
高
齢
化
、

後
継
者
不
足
な
ど
、
従
来
の
林
業
に
よ
る
生
産
活
動
を
前
提
と
し
た
森
林
整
備
シ
ス
テ
ム
が
限
界
に
達
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し
て
お
り
、
森
林
所
有
者
の
努
力
の
み
で
は
管
理
し
き
れ
ず
、
放
置
さ
れ
る
森
林
が
発
生
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
森
林
で
は
樹
木
が
朽
ち
果
て
、
根
ま
で
腐
っ
て
表
土
が
流
出
し
、
山
が
崩
れ
る
の
で
あ
る
。

　

森
林
が
山
か
ら
里
山
、
川
、
海
へ
と
運
搬
す
る
も
の
は
、
水
、
土
砂
と
と
も
に
、
窒
素
・
リ
ン
・
ケ

イ
素
・
鉄
（
フ
ル
ボ
酸
鉄
）
な
ど
の
栄
養
素
が
あ
る
。
森
林
の
保
全
は
里
山
の
農
業
や
生
物
多
様
性
を

育
み
、
二
酸
化
炭
素
の
吸
排
出
（
森
林
、
土
中
細
菌
、
海
藻
）、
里
山
の
作
物
、
沿
岸
の
漁
業
に
も
影

響
す
る
の
で
あ
る
。
森
林
で
乱
開
発
を
行
え
ば
、
そ
の
影
響
は
沿
岸
地
形
を
変
え
、
観
光
産
業
に
悪
影

響
を
与
え
る
。
そ
の
変
化
は
、
里
山
の
土
砂
災
害
か
ら
始
ま
り
、
次
第
に
河
川
、
海
へ
と
拡
大
し
、
元

に
は
戻
る
こ
と
は
な
い
、
す
な
わ
ち
不
可
逆
的
な
の
で
あ
る
。

　

人
為
的
な
沿
岸
地
形
改
変
の
例
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
た
た
ら
製
鉄
と
鳥
取
県
弓
ヶ
浜
半
島
の
関
係

が
挙
げ
ら
れ
る
。
米よ

な
ご
し

子
市
か
ら
境
港
市
に
至
る
弓
ヶ
浜
半
島
は
、
日
本
最
大
級
の
砂さ

し嘴
で
あ
る
。
日
野

川
の
上
流
は
古
来
よ
り
鉄
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、
17
世
紀
前
半
頃
よ
り
鉄か
ん
な
な
が

穴
流
し
に
よ
る
鈩
た
た
ら

製
鉄
が

盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
鉄
穴
流
し
と
は
、
風
化
し
た
花
崗
岩
を
掘
り
崩
し
て
ま
さ
土
と
し

て
水
路
に
流
し
込
み
、
比
重
の
差
を
利
用
し
て
砂
を
採
集
す
る
方
法
で
、
必
要
な
砂
鉄
を
得
る
た
め
に

は
莫
大
な
土
砂
を
掘
り
崩
す
必
要
が
あ
っ
た
。
も
と
も
と
は
夜よ

み
し
ま

見
島
と
い
う
島
が
あ
っ
た
が
、
日
野
川

上
流
域
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
た
た
ら
製
鉄
で
大
量
の
砂
を
流
し
た
た
め
、
そ
れ
が
沿
岸
流
に
よ
っ
て
流

第１章
増災とは、そして減災とは
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さ
れ
て
半
島
に
発
達
し
、
入
り
江
を
遮
断
し
た
結
果
、
中
海
が
汽
水
湖
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
た
ら

製
鉄
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
大
正
10
年
頃
か
ら
砂
浜
の
侵
食
が
は
じ
ま
り
、
海
岸
が
３
０
０
ｍ
も
後
退

し
波
浪
に
よ
る
被
害
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
30
年
か
ら
築
か
れ
た
防
潮
堤
や
、
昭
和

46
年
か
ら
沖
合
約
１
０
０
ｍ
の
と
こ
ろ
に
テ
ト
ラ
ポ
ッ
ト
を
設
置
し
た
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
53
年
に
は

海
水
浴
場
が
復
活
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
河
川
か
ら
の
土
砂
の
供
給
量
を
増
や
し
た
り
、
ダ
ム
を
建
設

し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
砂
供
給
量
を
減
ら
す
と
、
沿
岸
の
地
形
を
変

え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

九
州
北
部
豪
雨
で
は
、各
地
で
土
砂
災
害
、水
害
が
多
発
し
た
（
写
真
―
１
・

１
）。
と
く
に
土
石
流
は
河
川
へ
流
入
し
、
筑
後
川
へ
集
ま
っ
て
有
明
海
へ
と

流
出
し
た
。
そ
の
た
め
、
有
明
海
沿
岸
に
は
泥
が
堆
積
し
、
流
木
や
倒
壊
家

屋
に
よ
る
生
活
用
品
（
住
宅
建
材
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
、
家
財
道
具
、
生
活
用

品
な
ど
）
が
漂
流
・
漂
着
し
た
。
そ
の
た
め
、
沿
岸
で
は
貝
等
の
魚
類
が
死

滅
し
、
漁
港
か
ら
船
が
出
航
で
き
な
く
な
る
事
態
と
な
っ
た
。
そ
の
影
響
は
、

観
光
や
環
境
面
に
も
及
ん
だ
。
有
明
海
の
潮

ち
ょ
う
せ
き汐

や
風
向
に
よ
る
漂
流
物
の
移

写真ー 1.1 九州北部豪雨によって発生したがけ崩れ
（福岡県朝倉市）
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動
に
よ
り
回
収
範
囲
が
日
々
変
化
す
る
こ
と
や
、
陸
域
か
ら
直
接
回
収
が
困
難
な
漂
着
物
等
に
つ
い
て

は
ク
レ
ー
ン
に
よ
る
回
収
を
強
い
ら
れ
、
ま
た
、
陸
域
か
ら
の
ク
レ
ー
ン
に
よ
る
回
収
や
海
域
か
ら
の

船
舶
に
よ
る
回
収
が
い
ず
れ
も
困
難
な
遠
浅
の
干
潟
に
留
ま
る
多
量
の
大
木
や
漂
着
物
等
の
回
収
に
困

難
を
極
め
た
。
山
を
守
る
こ
と
は
海
を
守
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

１
・
５　

人
為
的
に
大
規
模
災
害
発
生
リ
ス
ク
を
高
め
る
、
そ
れ
が
増
災

　

増
災
と
は
、
人
為
的
行
為
、
施
策
に
よ
っ
て
、
災
害
発
生
の
素
因
を
大
幅
に
悪
化
さ
せ
、
大
規
模
災

害
の
発
生
リ
ス
ク
を
高
め
る
行
為
あ
る
い
は
施
策
で
あ
る
。
増
災
は
人
災
と
似
て
い
る
が
人
災
と
は
異

な
る
。
ソ
フ
ト
か
ハ
ー
ド
か
、
住
民
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
行
政
、
企
業
等
に
関
係
な
く
、
す
べ
て

の
組
織
が
か
か
わ
る
の
で
、
み
ん
な
が
増
災
の
要
因
と
な
ら
な
い
か
各
行
為
を
監
視
し
、
増
災
の
要
因

を
早
期
に
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
国
土
・
都
市
開
発
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
な
ど
の
国
、
自

治
体
の
施
策
と
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
で
発
生
す
る
こ
と
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ト
レ
ー
ド
オ
フ
は
基
本
的
に
「
両
立
で
き
な
い
関
係
性
」
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
２

つ
の
物
事
が
あ
る
状
態
で
１
つ
を
選
択
す
れ
ば
他
方
が
成
り
立
た
な
い
状
態
や
、
一
方
が
得
を
す
れ
ば

他
方
は
損
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
状
態
や
状
況
を
表
す
。
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
「
開
発
」
は
、

第１章
増災とは、そして減災とは
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人
の
生
活
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
居
住
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
確
保
と
言
っ
た
良
い
こ
と
の
た
め
に
行
わ
れ

る
。
あ
る
い
は
、
快
適
な
生
活
の
た
め
に
行
わ
れ
る
開
発
に
お
け
る
様
々
な
障
壁
を
取
り
払
う
規
制
緩

和
や
政
策
は
、
対
象
と
な
る
人
々
に
と
っ
て
は
大
変
あ
り
が
た
い
行
為
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
し

か
し
、
世
の
中
で
は
、
開
発
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
に
よ
っ
て
、
そ
の
弊
害
と
し
て
悪
い
こ
と
が
発
生
し
な

い
ケ
ー
ス
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
多
か
れ
少
な
が
れ
、
開
発
は
弊
害
を
伴
う
。
災
害
発
生
リ
ス
ク
を
大

幅
に
高
め
る
開
発
行
為
あ
る
い
は
開
発
推
進
制
度
の
こ
と
を
、
本
著
で
は
増
災
と
定
義
す
る
。
河か

道ど
う

の

固
定
化
、
低
地
や
斜
面
の
宅
地
造
成
、
森
林
で
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
、
急
な
斜
面
で
の
別
荘

地
や
キ
ャ
ン
プ
場
造
成
な
ど
、
行
き
過
ぎ
た
場
合
は
す
べ
て
が
増
災
と
な
る
。

　

我
が
国
で
は
、
戦
後
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
と
そ
の
後
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
、
市
街
地
の
拡
大
と

無
秩
序
な
ス
プ
ロ
ー
ル
現
象
が
顕
在
化
し
、
住
宅
地
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
を
迎
え
た
。
人
口
増
加
に
対
応

し
た
住
宅
の
供
給
は
不
可
欠
で
あ
り
、そ
の
た
め
に
郊
外
で
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
も
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
の
宅
地
開
発
は
、
災
害
リ
ス
ク
の
比
較
的
低
い
旧
市
街
地
に
収
ま
っ
て
い
た
が
、

郊
外
、
と
く
に
河
川
に
近
い
低
地
や
土
砂
災
害
の
リ
ス
ク
の
高
い
斜
面
に
ま
で
宅
地
開
発
が
進
ん
で
し

ま
っ
た
。
そ
し
て
、
河
川
氾
濫
や
土
砂
災
害
に
よ
っ
て
、
人
の
生
命
、
身
体
、
財
産
が
脅
か
さ
れ
る
よ
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お
わ
り
に

　

我
々
の
進
化
・
発
展
に
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
た
め
の
開
発
も
欠
か
せ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
に
は
必
ず
負
の
効
果
が
つ
き
も
の
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
一
見
良
く

見
え
る
こ
と
の
裏
側
に
は
、
必
ず
悪
い
こ
と
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
開
発
と
災
害
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関

係
に
あ
る
。
と
く
に
増
災
は
、
国
土
・
都
市
開
発
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
、
食
の
安
全
保
障
な
ど
の
国
、

自
治
体
の
施
策
と
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
で
発
生
す
る
。
行
き
過
ぎ
た
開
発
に
よ
っ
て
、
大
き
な
災
害
を
発

生
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
す
べ
て
の
関
係
省
庁
で
情
報
共
有
を
行
い
、
国
民
、
都
道
府
県
民
、
そ
し
て
研

究
者
に
対
し
て
も
、
正
し
い
情
報
を
公
開
し
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

　

増
災
を
未
然
に
防
ぐ
に
は
、
正
し
い
情
報
に
基
づ
い
て
、
多
く
の
国
民
が
今
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
の

良
い
こ
と
（
メ
リ
ッ
ト
）
と
悪
い
こ
と
（
デ
メ
リ
ッ
ト
）
を
正
し
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
大
き
な
デ
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
誤
っ
た
政
策
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
な
ら
、
国
民
は
声
を

上
げ
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
力
を
借
り
て
市
町
村
に
、
都
道
府
県
に
、
そ
し
て
国
に
訴
え
、
政
策
の
変
更

を
促
す
必
要
が
あ
る
。

　

本
著
は
、
そ
の
例
と
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
、
コ
ロ
ナ
禍
の
ア
ウ
ト
ド
ア
ブ
ー
ム
に
便

乗
し
た
グ
ラ
ン
ピ
ン
グ
と
い
う
２
つ
の
案
件
を
取
り
上
げ
た
。
ど
ち
ら
の
案
件
に
も
筆
者
が
有
識
者
と
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い
う
中
立
な
立
場
で
か
か
わ
り
、
住
民
側
に
６
割
、
行
政
側
に
４
割
重
心
を
置
き
つ
つ
、
行
政
へ
意
見

や
提
言
を
行
い
、
住
民
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
技
術
面
の
み
な
ら
ず
法
制
度
に
つ
い
て
解
説
す
る

役
割
を
担
っ
た
。
ど
ち
ら
の
案
件
も
ま
だ
現
在
進
行
形
で
あ
り
、
終
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
完
全
に

解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
解
決
に
向
け
て
前
進
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

　

行
き
過
ぎ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
は
、
間
違
い
な
く
増
災
と
な
る
。
世
界
的
な
脱
化
石
エ

ネ
ル
ギ
ー
、
二
酸
化
炭
素
排
出
削
減
は
、
Ｅ
Ｖ
車
や
水
素
発
電
な
ど
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
と
い
う
理
由
で
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
へ
向
け
て

ア
ク
セ
ル
を
踏
み
込
み
過
ぎ
る
と
、取
り
返
し
の
つ
か
な
い
日
本
列
島
の
荒
廃
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

政
府
の
進
め
る
Ｇ
Ｘ （
グ
リ
ー
ン
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
と
は
、
地
球
温
暖
化
や
環
境
破
壊
、

気
候
変
動
な
ど
を
引
き
起
こ
す
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
削
減
し
、
環
境
改
善
と
共
に
経
済
社
会
シ
ス

テ
ム
の
改
革
を
行
う
対
策
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。政
府
は
、「
地
域
共
生
型
の
再
エ
ネ
導
入
拡
大
に
向
け
、

森
林
伐
採
に
伴
う
災
害
発
生
の
危
険
性
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
よ
う
な
土
地
開
発
に
関
わ
る
許
認

可
取
得
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
上
の
認
定
申
請
要
件
と

す
る
な
ど
の
制
度
的
措
置
を
講
ず
る
」
と
し
て
い
る
が
、
影
響
評
価
の
内
容
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
具
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体
性
に
欠
け
て
い
る
。
開
発
に
際
し
て
は
５
条
森
林
、
国
有
林
、
保
安
林
を
除
く
な
ど
、
わ
か
り
や
す

い
評
価
基
準
を
設
け
な
い
と
、
混
乱
を
招
き
、
法
の
穴
を
突
い
た
開
発
行
為
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

安
定
供
給
と
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
実
現
の
両
立
に
向
け
、
脱
炭
素
の
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
と
し

て
の
重
要
な
役
割
を
担
う
と
し
て
、
政
府
は
Ｇ
Ｘ
の
柱
に
原
子
力
を
置
き
、
２
０
３
０
年
度
電
源
構
成

に
占
め
る
原
子
力
発
電
の
比
率
20
～
22
％
の
確
実
な
達
成
に
向
け
て
、
安
全
最
優
先
で
再
稼
働
を
進
め

る
と
し
て
い
る
。
も
う
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
を
忘
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
に
も
新
型
原
子
炉
の
開
発
に
も
反
対
で

は
な
い
。
む
し
ろ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
全
保
障
の
た
め
に
は
原
子
力
発
電
も
当
分
の
間
は
必
要
と
考
え
て

い
る
。
し
か
し
、
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
に
は
、
安
全
最
優
先
の
具
体
的
な
中
身
に
つ
い
て
の
リ
ス

ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　

本
著
を
多
く
の
国
民
に
手
に
取
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
お
絵
か
き
ム
ー
ビ
ー
ク
リ
エ
イ

タ
ー
の
荒
巻
な
お
み
さ
ん
に
漫
画
を
描
い
て
い
た
だ
い
た
。
筆
者
は
荒
巻
さ
ん
に
本
著
に
よ
っ
て
筆
者

が
読
者
に
伝
え
た
い
こ
と
を
直
接
説
明
し
た
。
彼
女
が
要
求
さ
れ
る
図
も
お
渡
し
し
た
。
筆
者
は
物
事

の
全
体
像
を
俯
瞰
的
に
示
す
の
に
長
け
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
読
者
目
線
で
絵
を
描
く
こ
と
は
で

き
な
い
。
荒
巻
さ
ん
の
お
絵
か
き
ム
ー
ビ
ー
は
、
ま
さ
に
住
民
目
線
で
イ
ラ
ス
ト
が
描
か
れ
、
吹
き
出
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し
の
コ
メ
ン
ト
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
カ
バ
ー
表
紙
を
彼
女
の
感
性
で
描
い
て
い
た
だ

く
よ
う
に
お
願
い
し
た
。
お
そ
ら
く
多
く
の
読
者
は
カ
バ
ー
表
紙
を
見
て
、
増
災
と
は
自
分
に
も
降
り

か
か
る
身
近
な
問
題
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
本
著
を
手
に
取
り
、
そ
し
て
読
ん
で
い
た
だ
い
た
こ
と

と
思
う
。

　

最
後
に
、
本
著
の
執
筆
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
理
工
図
書
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。
教
科
書

「
防
災
工
学
」
を
執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
筆
者
に
防
災
に
関
す
る
市
民
向
け
の

本
の
執
筆
を
ご
依
頼
い
た
だ
い
た
。
本
著
の
話
題
は
タ
イ
ム
リ
ー
で
は
あ
る
が
か
な
り
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
理
工
図
書
か
ら
は
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
結
果
、
実
現
し

た
本
著
の
出
版
が
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
や
グ
ラ
ン
ピ
ン
グ
等
の
開
発
で
悩
む
国
民
、
自
治
体
、

そ
し
て
政
府
に
、
少
し
で
も
役
立
て
ば
幸
甚
の
至
り
で
あ
る
。
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.pref.yam
anashi.jp/

nikyoten/docum
ents/yam

anashi_tochiriyou_keikaku.pdf

（
ア
ク
セ
ス
日
：
２
０
２
３
年
１
月
30
日
）

・ 
国
土
交
通
省
国
土
政
策
局
（
２
０
１
７
）、国
土
利
用
計
画
及
び
土
地
利
用
基
本
計
画
に
係
る
運
用
指
針
、平
成
29
年
４
月

・ 

地
方
自
治
研
究
開
発
機
構
（
２
０
２
２
）、
太
陽
光
発
電
設
備
の
規
制
に
関
す
る
条
例
、
令
和
４
年
10
月
27
日
、 http://

w
w

w
.rilg.or.jp/htdocs/im

g/reiki/005_solar.htm

（
ア
ク
セ
ス
日
：
２
０
２
２
年
12
月
30
日
）

・ 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
適
正
な
導
入
及
び
管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
（
２
０
２
２
）、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の 
適
正
な
導
入
及
び
管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会 

提
言
（
案
）、
２
０
２
２
年
７
月

・ 

内
閣
府
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
計
画
（
案
）、https://w

w
w

８.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui053/
siryo1.pdf

（
ア
ク
セ
ス
日
：
２
０
２
３
年
１
月30

日
）

・
鈴
木
宜
弘
（
２
０
２
１
）、
農
業
消
滅　
農
政
の
失
敗
が
招
く
国
家
存
亡
の
危
機
、
平
凡
社
新
書

・
鈴
木
宜
弘
（
２
０
２
２
）、
世
界
で
最
初
に
飢
え
る
の
は
日
本 

食
の
安
全
保
障
を
ど
う
守
る
か
、
講
談
社+

α
新
書

第
７
章

・ 

寺
本
宗
正
（
２
０
１
７
）、
地
球
温
暖
化
で
土
壌
か
ら
排
出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
の
量
が
ど
れ
ほ
ど
増
え
る
の
か
、
国
環

研
ニ
ュ
ー
ス
、
第
３
６
号
、 https://w

w
w

.nies.go.jp/kanko/new
s/36/36-3/36-3-03.htm

l

・ Ben Bond-Lam
berty and Allison Thom

son (2010), Tem
perature-associated increases in the global soil 

respiration record, Nature, Vol. 464, pp.579–582, https://w
w

w
.nature.com

/articles/nature08930

（
ア
ク

セ
ス
日
：
２
０
２
３
年
１
月
30
日
）

・
真
鍋
淑
郎
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
Ｊ
・
ブ
ロ
コ
リ
ー
（
２
０
２
０
）、
地
球
温
暖
化
は
な
ぜ
起
こ
る
か
、
講
談
社

・
丸
山
茂
徳
ほ
か
（
２
０
２
０
）、
Ｃ
Ｏ
２
犯
人
説
は
世
紀
の
大
う
そ
、
宝
島
社
、pp.18-57
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・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
Ｅ
・
ク
ー
ニ
ン
（
２
０
２
１
）、
気
候
変
動
の
真
実
、
日
経
Ｂ
Ｐ

・
日
本
海
洋
学
会
（
２
０
１
７
）、
海
の
温
暖
化　
変
わ
り
ゆ
く
海
と
人
間
活
動
の
影
響
、
朝
倉
書
店

・
川
端
穂
高
（
２
０
２
２
）、
気
候
変
動
と
「
日
本
人
」
２
０
万
年
史
、
岩
波
書
店

・
鳥
取
県
立
山
陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク
海
と
大
地
の
自
然
館
（
２
０
２
１
）、
自
然
界
の
リ
ズ
ム
が
気
候
変
動
を
生
み
出
す
、

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
、Vol.35, 2020.11.21

、 https://w
w

w
.pref.tottori.lg.jp/secure/1191535Geofield35.pdf

（
ア

ク
セ
ス
日
：
２
０
２
３
年
１
月
30
日
）

・ Eric W
orral

（2021

）, Challenging UN, study finds sun—
not CO2—

m
ay be behind global w

arm
ing, 

NEUAS, New
s feed.com

, https://nexusnew
sfeed.com

/article/clim
ate-ecology/challenging-un-study-

finds-sun-not-co2-m
ay-be-behind-global-w

arm
ing/

（
ア
ク
セ
ス
日
：
２
０
２
３
年
１
月
30
日
）

・ Ronan Connolly et. al. (2021), How
 m

uch has the Sun influenced Northern Hem
isphere tem

perature 
trends? An ongoing debate, Research in Astronom

y and Astrophysics, Vol. 21, No.6, 131(68pp), National 
Astronom

ical Observatories, CAS and IOP Publishing Ltd. doi: 10.1088/1674-4527/21/6/131

・ 

奥
本
慶
士
郎
、
谷
本
航
佑
、
山
田
駿
介
、
若
山
み
り
あ
（
２
０
１
５
）、
イ
ン
ダ
ス
川
に
お
け
る
流
量
減
少
問
題
、

https://onum
asem

inar.com
/assets/Intercollegesem

inar/2015/m
izu.pdf

（
ア
ク
セ
ス
日
：
２
０
２
３
年
１
月

30
日
）
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