
　

開
発
と
環
境
、
資
源
に
関
す
る
問
題

は
、
私
た
ち
の
社
会
と
物
的
自
然
と
の

境
界
線
上
で
、
多
く
の
場
合
、
経
済
活

動
に
付
随
し
て
発
生
す
る
も
の
と
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
境
界
で
の
循
環

を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
が
問
わ
れ
て
い

る
。
二
〇
一
一
年
三
月
の
震
災
と
福
島

第
一
原
発
事
故
は
、
日
本
に
住
む
私
た

ち
に
と
っ
て
、
開
発
と
環
境
、
資
源
の

問
題
が
す
で
に
克
服
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
つ
き
つ
け
た
。

●
「
資
源
論
」
の
再
構
成

　

佐
藤
仁
『「
持
た
ざ
る
国
」
の
資
源

論
―
持
続
可
能
な
国
土
を
め
ぐ
る
も
う

一
つ
の
知
―
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
一
年
）
は
、
人
間
の
社
会
と
自

然
と
の
多
様
な
関
わ
り
を
「
資
源
論
」

と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
す
。「
資
源
」

と
は
、
今
日
で
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
鉱
物

な
ど
天
然
に
存
在
す
る
有
用
な
物
質
そ

の
も
の
を
意
味
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。
資
源
を
個
々
の
鉱
物
や
化
石

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
集
合
と
考
え
る
な
ら

ば
、
資
源
問
題
は
各
々
の
資
源
の
属
性

に
応
じ
た
効
率
的
利
用
と
、
原
材
料
、

燃
料
と
し
て
必
要
な
量
の
安
定
的
な
供

給
に
帰
着
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
資

源
の
一
つ
の
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
佐
藤

は
、
資
源
を
物
質
の
量
的
な
供
給
の
問

題
に
限
定
せ
ず
、
地
域
の
多
様
な
自
然

の
全
体
と
し
て
の
総
合
的
な
利
用
を
め

ざ
す
「
資
源
論
」
が
、
日
本
に
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二

次
世
界
大
戦
前
の
戦
時
動
員
期
、
資
源

に
関
す
る
議
論
は
軍
事
色
が
強
ま
り
、

国
内
の
資
源
で
は
不
足
と
さ
れ
、
そ
の

確
保
を
海
外
に
求
め
、
戦
争
を
拡
大
さ

せ
た
。
戦
後
は
民
主
化
の
動
き
と
並
行

し
て
、
戦
前
の
動
員
へ
の
反
省
と
現
実

的
な
必
要
か
ら
、
人
々
の
生
活
を
向
上

さ
せ
る
た
め
に
国
内
の
資
源
を
復
興
と

開
発
に
い
か
に
有
効
に
利
用
す
る
か
が

重
視
さ
れ
た
。

　

戦
後
復
興
期
に
経
済
安
定
本
部
に
設

置
さ
れ
た
資
源
調
査
会
は
日
本
が
資
源

に
乏
し
い
国
だ
と
い
う
常
識
を
退
け
、

治
山
、治
水
を
初
め
と
す
る
国
土
保
全
、

国
内
資
源
の
整
備
、
資
源
の
生
産
力
の

保
全
を
目
指
し
た
。
省
庁
横
断
的
に
技

術
官
僚
を
中
心
に
多
方
面
の
専
門
家
を

学
際
的
に
組
織
し
、
自
律
的
に
課
題
を

設
定
し
て
他
の
経
済
担
当
官
庁
か
ら
独

立
性
を
持
っ
た
組
織
と
し
て
そ
れ
ら
の

課
題
に
取
り
く
み
、
多
く
の
政
策
を
大

臣
、
首
相
に
勧
告
し
た
。

　

佐
藤
は
「
資
源
」
を
人
々
の
「
働
き

か
け
の
対
象
と
な
る
可
能
性
の
束
」
と

定
義
す
る
。
そ
う
考
え
る
と
資
源
は
単

な
る
物
質
で
は
な
く
、
全
体
性
、
統
一

性
を
持
っ
た
人
間
を
取
り
巻
く
自
然
の

総
体
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
資
源
保
全

に
関
わ
る
政
策
は
実
現
し
た
も
の
だ
け

で
な
く
、
可
能
性
と
し
て
存
在
し
た
方

向
性
も
考
察
の
対
象
と
し
て
重
要
と
な

る
。
今
日
の
環
境
・
資
源
政
策
研
究
に

欠
け
て
い
る
視
点
で
あ
る
。

　

可
能
性
と
し
て
存
在
し
た
政
策
と
し

て
、
資
源
調
査
会
が
一
九
五
一
年
に

行
っ
た
「
水
質
汚
濁
防
止
に
関
す
る
勧

告
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
鉱
工

業
界
な
ど
の
激
し
い
抵
抗
に
あ
い
な
が

ら
も
、
水
質
汚
濁
を
規
制
す
る
法
律
の

制
定
、
排
水
排
出
基
準
を
設
定
す
る
た

め
の
水
質
調
査
事
務
局
の
設
置
な
ど
、

具
体
的
な
規
制
策
を
盛
り
込
ん
だ
先
駆

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
勧
告
は
実

施
さ
れ
ず
、
後
の
水
質
汚
濁
の
拡
大
、

さ
ら
に
水
俣
病
や
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
の

よ
う
な
深
刻
な
健
康
被
害
を
防
ぐ
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
顕
在

化
し
つ
つ
あ
っ
た
産
業
公
害
を
警
告

し
、
資
源
を
劣
化
か
ら
防
ぎ
、
人
々
の

生
活
環
境
と
健
康
を
守
る
た
め
に
は
ど

の
よ
う
な
対
策
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

実
現
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
利
害
関

係
の
調
整
が
必
要
か
を
明
ら
か
に
し
た

と
評
価
で
き
る
。

　

原
材
料
、
燃
料
と
し
て
の
資
源
の
輸

入
に
依
存
し
た
高
度
経
済
成
長
期
を
経

て
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
の
石
油

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
、
資
源
問
題
は
再
び

物
質
と
し
て
の
量
的
確
保
へ
と
狭
め
ら

れ
、
資
源
論
の
議
論
も
実
践
も
忘
れ
ら

れ
、
行
政
の
資
源
へ
の
関
心
も
エ
ネ
ル

ギ
ー
問
題
に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
。
資

源
調
査
会
の
調
査
研
究
や
政
策
提
言
も

アジ研流
読書案内
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影
響
力
を
失
い
、
彼
ら
の
問
題
意
識
も

忘
れ
ら
れ
た
。
佐
藤
の
資
源
論
は
、
資

源
調
査
会
の
取
り
組
み
を
開
発
論
と
し

て
再
構
成
す
る
試
み
と
考
え
ら
れ
る
。

資
源
調
査
会
の
問
題
意
識
の
一
部
は
今

日
の
コ
モ
ン
ズ
論
な
ど
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は

政
策
論
が
抜
け
落
ち
て
い
る
。
資
源
に

対
す
る
私
た
ち
の
関
わ
り
方
、
取
り
組

み
が
問
わ
れ
て
い
る
現
在
、
資
源
論
の

試
み
の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。

●
『
公
害
原
論
』
を
読
む

　

宇
井
純
『
公
害
原
論　

合
本
』（
亜

紀
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
原
著
は
一
九

七
一
年
）
は
、
一
九
七
〇
年
か
ら
東
京

大
学
工
学
部
で
行
わ
れ
て
い
た
公
開
自

主
講
座
「
公
害
原
論
」
の
初
期
の
講
義

録
で
あ
る
。『
公
害
原
論
』
は
環
境
問

題
に
つ
い
て
の
古
典
と
し
て
広
く
知
ら

れ
て
い
る
が
、
今
日
で
は
そ
の
内
容
が

検
討
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
の
同
時
代
的
文
脈
か
ら
解
き
放
ち
、

開
発
論
の
視
点
か
ら
『
公
害
原
論
』
の

今
日
的
な
可
能
性
を
読
み
取
り
た
い
。

　

宇
井
純
（
一
九
三
二
〜
二
〇
〇
六
）

は
、
東
京
大
学
工
学
部
都
市
工
学
科
に

長
年
に
わ
た
り
助
手
（
現
在
の
助
教
）

と
し
て
勤
め
な
が
ら
、
水
俣
病
の
原
因

解
明
に
貢
献
し
、
各
地
の
現
場
で
公
害

問
題
を
追
及
し
た
衛
生
工
学
者
、
水
処

理
技
術
者
、
運
動
家
で
あ
る
。
宇
井
は

所
属
学
科
の
教
授
か
ら
技
術
的
対
策
だ

け
に
内
容
を
限
定
す
る
こ
と
を
条
件
に

公
害
に
つ
い
て
の
講
義
を
打
診
さ
れ
る

が
そ
れ
を
拒
否
し
、
公
害
と
そ
の
対
策

の
社
会
的
側
面
を
論
じ
る
自
主
講
座
を

開
講
す
る
。
宇
井
は
一
貫
し
て
歴
史
に

学
ぶ
姿
勢
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
の
こ

と
に
よ
り
『
公
害
原
論
』
は
単
な
る
告

発
の
書
に
留
ま
ら
な
い
。
第
一
回
講
義

で
宇
井
は
「
皆
さ
ん
に
お
す
す
め
す
る

の
は
、
歴
史
的
な
考
察
の
な
い
論
文
は

お
読
み
に
な
っ
て
も
あ
ま
り
役
に
立
た

な
い
。
日
本
の
公
害
問
題
を
論
ず
る
時

に
、
歴
史
的
な
考
察
を
抜
き
に
し
て
現

在
だ
け
、
あ
る
い
は
未
来
だ
け
の
議
論

は
な
る
べ
く
読
ん
で
も
役
に
立
た
な
い

か
ら
お
や
め
な
さ
い
と
い
う
か
、
時
間

の
ム
ダ
か
、気
休
め
に
し
か
な
ら
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
。

　
『
公
害
原
論
』
で
取
り
上
げ
て
い
る

事
件
は
、
日
本
の
公
害
の
原
点
と
さ
れ

る
足
尾
鉱
毒
事
件
、
熊
本
と
新
潟
で
の

二
つ
の
水
俣
病
事
件
、
神
通
川
流
域
の

カ
ド
ミ
ウ
ム
汚
染
に
よ
る
イ
タ
イ
イ
タ

イ
病
、
本
州
製
紙
江
戸
川
工
場
の
排
水

に
対
す
る
浦
安
の
漁
民
の
闘
い
な
ど
、

宇
井
の
専
門
を
反
映
し
て
水
質
汚
濁
問

題
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
ら
の

考
察
の
断
片
か
ら
、
宇
井
自
身
は
公
害

問
題
、
水
質
汚
濁
問
題
に
つ
い
て
、
そ

の
歴
史
的
変
遷
と
、
人
々
と
資
源
と
の

関
わ
り
方
に
焦
点
を
あ
て
た
社
会
史
、

政
策
史
を
、
技
術
論
に
基
礎
を
置
い
て

展
開
し
よ
う
と
構
想
し
て
い
た
こ
と
が

読
み
と
れ
る
。

　

日
本
で
公
害
が
激
化
し
た
の
は
一
九

六
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
小
規
模

で
あ
っ
て
も
深
刻
な
公
害
は
明
治
初

期
、
日
本
の
産
業
化
が
進
ん
で
い
っ
た

当
初
か
ら
発
生
し
て
い
た
。
行
政
も
産

業
界
も
、
そ
の
問
題
は
古
く
か
ら
認
識

し
て
お
り
、
被
害
者
の
運
動
も
対
策
の

試
み
も
行
わ
れ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
高
度
経
済
成
長
期
の
公
害
の
拡

大
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
宇

井
は
そ
れ
が
な
ぜ
な
の
か
を
問
い
続
け

た
。
な
ぜ
過
去
の
公
害
対
策
が
忘
れ
去

ら
れ
、
失
敗
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
か
。

ど
の
よ
う
に
し
て
不
十
分
な
対
策
が
採

ら
れ
、
被
害
が
拡
大
し
た
の
か
。
こ
の

問
い
か
け
に
原
理
論
と
し
て
の
『
公
害

原
論
』
の
核
心
が
あ
る
。

　

宇
井
も
一
九
五
一
年
の
資
源
調
査
会

に
よ
る
「
水
質
汚
濁
防
止
に
関
す
る
勧

告
」
を
高
く
評
価
す
る
。「
勧
告
」
が

無
視
さ
れ
た
背
景
に
、
公
害
防
止
の
費

用
よ
り
も
、
汚
染
の
被
害
の
事
後
的
、

部
分
的
な
補
償
の
方
が
、
当
時
の
社
会

的
な
力
関
係
で
は
は
る
か
に
安
く
す
む

と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い

る
。
公
害
紛
争
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な

る
と
、
法
的
規
制
を
導
入
し
て
緩
い
排

出
基
準
を
設
定
し
、
そ
こ
ま
で
の
排
出

を
合
法
化
し
た
方
が
排
出
者
に
有
利
に

な
る
。
高
度
成
長
期
は
そ
の
過
渡
期
で

あ
り
、
有
効
な
規
制
が
行
わ
れ
な
い
ま

ま
公
害
が
拡
大
し
て
い
っ
た
。
宇
井
は

公
害
の
原
理
論
を
こ
れ
以
上
体
系
化
せ

ず
、
そ
の
問
い
か
け
は
後
の
環
境
政
策

研
究
に
十
分
に
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。

　

宇
井
は
自
然
の
全
体
性
を
無
視
し
た

開
発
が
公
害
を
生
ん
だ
と
主
張
し
、
科

学
技
術
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
。
公
害

と
そ
の
対
策
は
単
に
技
術
の
問
題
で
は

な
く
、
社
会
的
な
問
題
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
宇
井
の
問
題
意
識
は
、
佐
藤
が

言
う
意
味
で
「
資
源
論
的
」
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
資
源
へ
の
人
々
の
関
わ
り

方
に
着
目
す
る
資
源
論
は
、
社
会
と
自

然
と
の
境
界
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
う

意
味
で
の
環
境
政
策
論
と
重
な
る
部
分

が
大
き
い
。
資
源
論
は
資
源
を
利
用
す

る
側
の
視
点
か
ら
の
、
開
発
と
環
境
に

関
わ
る
政
策
論
と
も
解
釈
で
き
る
。
資

源
論
と
公
害
原
論
は
、
資
源
・
環
境
と

人
々
の
関
わ
り
に
つ
い
て
問
い
直
す
こ

と
に
よ
り
、
日
本
に
生
き
る
私
た
ち
に

復
興
と
開
発
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
取

り
組
む
か
を
考
え
さ
せ
る
。

（
て
ら
お　

た
だ
よ
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

環
境
・
資
源
研
究
グ
ル
ー
プ
﹇
資

源
・
環
境
経
済
学
﹈）
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