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気
候
変
動
に
関
す
る
連
載
は
、
既
に
30
回

を
超
え
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
地
球
温

暖
化
は
、
な
ぜ
起
こ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
一
度

も
説
明
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
気
が
付
い
た
。

地
球
大
気
の
気
温
は
、
大
雑
把
に
捉
え
れ

ば
、
太
陽
か
ら
供
給
さ
れ
る
光
・
熱
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
地
球
か
ら
放
射
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
バ
ラ
ン
ス
で
決
ま
る
と
考
え
て
よ
い
。
地

熱
の
こ
と
は
置
い
て
お
い
て
、
地
球
を
単
な

る
球
体
と
考
え
、
太
陽
か
ら
の
光
・
熱
で
地

球
表
面
の
温
度
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
み
る
と
、
地
球
の
反
射
率
は
30
％

程
度
な
の
で
、
大
気
の
な
い
地
球
の
地
球
表

面
の
太
陽
放
射
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
バ
ラ
ン
ス
す

る
平
均
地
表
面
温
度
は
、
物
理
法
則
に
よ
れ

ば
氷
点
下
18
℃
と
い
う
計
算
と
な
る
。

し
か
し
、
大
気
が
あ
る
と
大
気
も
熱
を
蓄

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
太
陽
か
ら

の
赤
外
線
を
大
気
分
子
が
吸
収
す
る
と
、
そ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
分
子
の
振
動
を
大
き
く
し
、

大
気
の
温
度
が
上
昇
す
る
こ
と
に
な
る
。
二

酸
化
炭
素
等
の
分
子
は
、
赤
外
域
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
よ
く
吸
収
す
る
の
で
、
大
気
の
温
度

を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に
大
き
く
寄
与
す
る
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
温
室
効
果
で
あ
る
。
地
球

は
大
気
が
な
け
れ
ば
氷
点
下
18
℃
で
あ
る

と
こ
ろ
を
、
産
業
革
命
の
前
の
水
準
で
０
・

03
％
の
二
酸
化
炭
素
を
含
む
大
気
の
お
か
げ

で
、
全
地
球
の
平
均
表
面
温
度
は
15
℃
程
度

と
い
う
ち
ょ
う
ど
よ
い
温
度
と
な
っ
て
い
た
。

０
・
03
％
（
＝
３
０
０
ｐ
ｐ
ｍ
）
の
わ
ず
か

な
二
酸
化
炭
素
が
地
球
の
表
面
温
度
を
30
℃

以
上
上
昇
さ
せ
、
適
温
を
作
っ
て
い
た
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
酸
化
炭
素
の
濃

度
は
２
０
１
９
年
に
は
４
１
０
ｐ
ｐ
ｍ
ま
で

上
昇
し
て
い
る
。

実
際
の
地
球
の
気
温
は
、
寒
冷
地
の
積
雪

や
雲
に
よ
る
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
反
射
な
ど

様
々
な
フ
ァ
ク
タ
ー
の
影
響
を
受
け
る
の
で

複
雑
で
あ
る
。
例
え
ば
、
温
室
効
果
に
よ
り

寒
冷
地
が
積
雪
で
覆
わ
れ
る
期
間
が
短
く
な

れ
ば
、
地
球
の
平
均
反
射
率
が
低
く
な
り
、

気
温
上
昇
を
さ
ら
に
加
速
す
る
が
、
一
方
で
、

気
温
上
昇
に
よ
り
大
気
中
の
水
蒸
気
が
増
加

す
る
と
雲
の
面
積
が
増
え
て
、
地
球
の
平
均

反
射
率
が
増
加
し
、
気
温
の
低
下
要
因
と
な

る
。
ま
た
、
気
温
の
上
昇
よ
り
遅
れ
て
海
水

温
が
上
昇
す
る
の
で
、
海
水
の
存
在
は
今
の

と
こ
ろ
は
気
温
上
昇
を
遅
く
す
る
効
果
を
持

つ
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
で
、
気
候
変
動
対

策
が
成
功
し
て
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
が
止

ま
っ
て
も
海
水
温
は
長
期
に
わ
た
っ
て
上
昇

を
続
け
、
こ
れ
が
気
温
に
も
影
響
す
る
こ
と

に
な
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
（
気
候
変
動
に
関
す
る

政
府
間
パ
ネ
ル
）
に
集
ま
っ
た
世
界
の
学
者

達
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
駆
使
し
て
、
様
々

な
要
因
を
考
慮
し
て
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

の
影
響
を
予
測
し
、
世
界
の
気
候
変
動
対
策

を
促
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
地
球
の
大
気
の
構
成
は
宇
宙

で
は
珍
し
い
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
。
ご
近

所
の
金
星
や
火
星
で
は
大
気
の
95
％
程
度
が

二
酸
化
炭
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
地
球

で
は
、
二
酸
化
炭
素
は
０
・
03
％
し
か
な
い
。

反
応
性
に
富
む
酸
素
が
地
球
の
よ
う
に
21
％

も
大
気
中
に
存
在
し
二
酸
化
炭
素
が
わ
ず
か

し
か
な
い
の
は
、
植
物
の
存
在
の
お
か
げ
で

あ
る
。
普
通
の
星
で
は
、
地
質
学
的
年
月
を

経
れ
ば
酸
素
は
酸

化
物
と
な
っ
て
し

ま
い
、
大
気
は
二

酸
化
炭
素
や
窒
素

酸
化
物
で
構
成
さ

れ
る
。
太
陽
と
地

球
と
地
球
上
の
生

物
の
合
作
で
構
成

さ
れ
た
こ
の
稀
有

な
環
境
を
大
切
に

し
た
い
も
の
で
あ

る
。

地
球
温
暖
化
と
は

1953年 12月生まれ、400年前からの江戸っ子

家系だが、中学までは群馬県育ち。東京大学大学

院 ( 物理工学 ) 修了後、環境庁に入庁。温暖化対

策課調整官、環境影響審査室長、自動車環境対策

課長、港区副区長を経て退官。京都大学特任教授

を経て、現在、日本トラッキング協会理事長、慶應

義塾大学訪問研究員。エネルギ－・環境分野が専門。

経済・環境

環
境
乃
学

カンキョウノマナビ

第
○
回
34


