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世界の現在　地球環境を守るため、地域の絶滅危惧種を守る

　

人
新
生
（
ア
ン
ト
ロ
ポ
セ
ン
）
と
い
う
言
葉
が
日

常
的
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
人
類
の
営
み
が
環
境
や
生
態
系
に
大
き
な
影
響

を
与
え
、
恒
久
的
な
痕
跡
を
地
球
に
残
し
て
い
る
、

ま
さ
に
今
現
在
が
属
す
る
地
質
年
代
で
す
。
地
質
年

代
と
い
う
と
、
恐
竜
の
化
石
が
出
る
中
生
代
白
亜
紀

や
ジ
ュ
ラ
紀
、
三
葉

虫
の
化
石
が
出
る
古

生
代
な
ど
が
有
名
で

す
が
、
現
在
は
、
地

表
は
人
造
の
岩
石
で

あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト

が
覆
い
つ
く
し
、
地

中
に
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
埋
没
し
、
陸
地
か
ら
遠
く

離
れ
た
外
洋
の
海
底
で
も
、
泥
か
ら
マ
イ
ク
ロ
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
が
検
出
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
質
学
的

痕
跡
が
現
在
ど
ん
ど
ん
蓄
積
し
て
お
り
、
１
９
５
０

年
あ
た
り
を
境
に
、
新
生
代
第
四
紀
の
、
先
の
完
新

世
か
ら
今
の
人
新
生
へ
と
切
り
替
わ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
今
を
生
き
る
者
は
、
好
む
と
好
ま
ざ

る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
球
史
に
お
い
て
激
変
の
時

代
を
生
き
て
い
る
の
で
す
。
現
在
で
は
、
人
類
は
陸

上
の
脊
椎
動
物
の
バ
イ
オ
マ
ス
の
１
／
３
を
占
め
、

残
り
２
／
３
の
大
半
も
、
ニ
ワ
ト
リ
や
ウ
シ
、
ブ
タ

な
ど
人
類
の
家
畜
で
あ
り
、
地
球
の
生
物
生
産
量
の

約
１
／
４
を
人
類
が
独
占
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ

世
界
の
現
在
　
地
球
環
境
を
守
る
た
め
、
地
域
の
絶
滅
危
惧
種
を
守
る
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り
、
野
生
生
物
は
生
息
域
と
数
を
減
ら
し
、
人
類

が
こ
の
ま
ま
の
生
活
を
続
け
れ
ば
１
０
０
年
後
か

２
０
０
年
後
に
は
、
恐
竜
絶
滅
の
際
に
生
じ
た
の
に

匹
敵
す
る
壊
滅
的
な
打
撃
を
地
球
の
生
物
多
様
性
に

与
え
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
６
５
０
０
万
年
続

く
新
生
代
を
自
ら
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

す
。
こ
の
よ
う
な
地
球
環
境
の
激
変
と
生
物
の
絶

滅
は
人
類
の
生
存
を
も
危
う
く
し
ま
す
。
人
類
は
、

様
々
な
生
物
や
環
境
が
織
り
な
す
生
態
系
の
恵
み
に
、

食
料
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
と
し
て
直
接
依
存
す
る
だ

け
で
な
く
、
気
候
の
調
整
や
物
質
の
循
環
な
ど
を
介

し
て
間
接
的
に
も
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

私
の
専
門
は
生
態
学
で
、
世
界
中
の
サ
ン
ゴ
礁

や
、
ア
フ
リ
カ
の
湖
、
ア
マ
ゾ
ン
川
や
チ
チ
カ
カ
湖

な
ど
へ
行
っ
て
生
物
の
種
間
関
係
で
あ
る
捕
食
―
被

食
関
係
や
、
寄
生
関
係
、
利
益
を
交
換
し
あ
う
相
利

共
生
関
係
を
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
た
く
さ

ん
の
種
が
共
存
し
生
物
多
様
性
が
高
い
、
人
の
手
が

あ
ま
り
及
ん
で
い
な
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
ど
の
よ

う
に
様
々
な
生
物
が
互
い
に
関
係
を
結
び
な
が
ら
安

定
的
に
共
存
し
て
い
る
の
か
を
研
究
し
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
、
生
物
が
い
る
こ
と
で
他
の

生
物
の
住
み
場
所
を
作
り
出
し
、
ま
た
そ
こ
に
生
物

が
棲
み
込
む
と
い
う
、
棲
み
込
み
連
鎖
関
係
が
重
要

で
あ
る
こ
と
、
一
見
互
い
に
よ
く
似
た
生
物
種
同
士

で
も
、
よ
く
調
べ
る
と
生
息
環
境
や
餌
を
わ
ず
か
に

違
え
て
競
争
を
避
け
共
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
突
如
令
和
２
年
よ
り
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
発
生
し
、

海
外
に
行
き
づ
ら
く
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
地
元

愛
媛
県
に
こ
れ
ま
で
以
上
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な

り
、
私
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
人
の
影
響
を
受

け
、
絶
滅
し
そ
う
な
生
物
が
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま

し
た
。
今
は
、
こ
れ
ら
の
絶
滅
危
惧
種
を
守
る
こ
と

は
世
界
の
一
角
を
守
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
取
り

組
み
を
成
功
さ
せ
世
界
に
発
信
で
き
れ
ば
、
一
つ
一
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世界の現在　地球環境を守るため、地域の絶滅危惧種を守る

つ
は
地
道
な
研
究
で
す
が
、
レ
ン
ガ
を
積
ん
で
土
台

を
築
く
よ
う
に
、
地
球
の
生
態
系
を
支
え
る
こ
と
に

繋
が
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

愛
媛
県
の
河
川
に
は
、
ヤ
リ
タ
ナ
ゴ
と
ア
ブ
ラ
ボ

テ
と
い
う
最
大
で
も
10
㎝
程
度
の
大
変
美
し
い
淡

水
魚
が
生
息
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
タ
ナ
ゴ
類

は
、
生
き
た
二
枚
貝
の
鰓
の
中
に
卵
を
産
む
と
い
う

驚
く
べ
き
繁
殖
戦
略
を
も
っ
て
い
ま
す
。
卵
は
二

枚
貝
の
殻
の
中
で
守
ら
れ
、
自
ら
遊
泳
で
き
る
稚
魚

に
成
長
し
て
か
ら
貝
か
ら
出
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
寄

生
関
係
は
、
お
よ
そ
３
千
万
年
前
に
起
源
し
、
タ
ナ

ゴ
類
は
、
こ
の
新
た
な
繁
殖
様
式
を
獲
得
す
る
こ
と

で
、
現
在
ま
で
の
間
に
日
本
を
含
む
主
に
東
ア
ジ
ア

で
お
よ
そ
80
種
ま
で
に
多
様
化
し
て
き
ま
し
た
。
一

方
で
、
貝
に
産
卵
す
る
に
は
リ
ス
ク
も
あ
り
、
貝
が

減
少
し
た
り
絶
滅
し
た
り
す
る
と
、
タ
ナ
ゴ
類
も
連

鎖
的
に
減
少
し
絶
滅
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
不
幸

な
こ
と
に
、
淡
水
性
の
二
枚
貝
は
、
人
為
的
な
環
境

改
変
の
影
響
を
強
く
受
け
る
た
め
世
界
中
で
数
を
減

ら
し
、
日
本
で
も
貝
の
減
少
に
伴
い
、
生
息
す
る
11

種
の
タ
ナ
ゴ
類
の
う
ち
10
種
が
絶
滅
危
惧
種
と
な
っ

て
い
ま
す
。
愛
媛
県
で
は
、
ヤ
リ
タ
ナ
ゴ
と
ア
ブ
ラ

ボ
テ
に
加
え
、
タ
イ
リ
ク
バ
ラ
タ
ナ
ゴ
が
生
息
し
て

い
ま
す
。
こ
の
タ
イ
リ
ク
バ
ラ
タ
ナ
ゴ
は
、
中
国
か

ら
人
為
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
外
来
種
で
す
。
Ｄ
Ｎ
Ａ

の
配
列
情
報
を
調
べ
、
ア
ブ
ラ
ボ
テ
も
、
福
岡
県
に

由
来
す
る
国
内
外
来
種
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
ア
ブ
ラ
ボ
テ
と
ヤ
リ
タ
ナ
ゴ
は
種
分

化
し
て
か
ら
の
時
間
が
短
く
、
両
種
の
間
で
交
雑
が

生
じ
る
の
で
す
が
、
愛
媛
県
で
は
、
高
い
割
合
で
交

雑
個
体
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
タ
ナ
ゴ
類
は
、
マ
ツ
カ
サ
ガ
イ
と
イ
シ
ガ
イ
と

い
う
二
枚
貝
を
産
卵
床
と
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
貝
を
調
査
す
る
と
、
１
９
９
０
年
頃
と
比
べ
、
生

息
域
は
90
％
減
少
し
、
密
度
は
99
％
も
減
少
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
産
卵
床
と
な
る
貝
の
激

hata
取り消し線

hata
置換するテキスト
戦略
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減
が
、
産
卵
時
の
タ
ナ
ゴ
類
の
過
密
を
生
み
、
そ
れ

に
よ
り
二
種
の
交
雑
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ

れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
、
ヤ
リ
タ
ナ
ゴ
と
、
マ
ツ
カ

サ
ガ
イ
、
イ
シ
ガ
イ
は
、
令
和
元
年
に
愛
媛
県
の
特

定
希
少
野
生
動
植
物
種
に
指
定
さ
れ
、
そ
の
生
息
地

の
改
変
に
は
配
慮
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

愛
媛
県
で
は
イ

シ
ガ
イ
は
平
成

25
年
に
私
た
ち

が
２
個
体
確
認

し
た
の
が
最
後

の
記
録
で
あ
り
、

地
域
絶
滅
し
た

可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
そ
ん
な

中
、
令
和
２
年

冬
に
、
西
条
市

の
農
業
用
水
路

で
マ
ツ
カ
サ
ガ
イ
の
個
体
群
を
発
見
し
ま
し
た
。
わ

ず
か
４
０
０
ｍ
ほ
ど
の
み
残
さ
れ
た
土
水
路
で
、
周

辺
は
貝
や
タ
ナ
ゴ
類
は
住
め
な
い
三
面
コ
ン
ク
リ
ー

ト
張
り
の
水
路
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の

最
後
に
残
さ
れ
た
土
水
路
も
、
数
年
の
う
ち
に
圃
場

整
備
が
計
画
さ
れ
て
い
て
、
完
全
に
消
失
す
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
私
た
ち
は
愛
媛
大

学
を
挙
げ
て
、
愛
媛
県
の
事
業
と
し
て
、
道
前
平
野

農
地
整
備
事
業
所
や
松
山
河
川
国
道
事
務
所
、
地
元

環
境
Ｎ
Ｐ
Ｏ
西
条
自
然
学
校
の
皆
様
と
力
を
合
わ
せ
、

新
た
に
作
ら
れ
る
水
路
を
環
境
配
慮
型
の
水
路
と
し
、

圃
場
整
備
の
間
、
貝
を
避
難
さ
せ
、
再
び
導
入
す
る

研
究
活
動
に
、
令
和
４
年
か
ら
10
年
間
の
計
画
で
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
地
域
の
た
め
、
日
本
の
た
め
、

世
界
の
た
め
に
、
マ
ツ
カ
サ
ガ
イ
と
そ
れ
を
取
り

巻
く
生
物
と
共
に
生
き
ら
れ
る
、
持
続
可
能
な
地

域
の
農
業
の
活
性
化
に
繋
げ
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
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