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１０
月
下
旬
、
名
古
屋
市
で
生
物
多
様
性

条
約
第
１０
回
締
約
国
会
議
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
１０
）

が
開
催
さ
れ
る
中
、
前
原
誠
司
外
務
大
臣

は
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ

Ｐ
Ｐ
）
へ
の
わ
が
国
の
参
加
に
関
連
し
て

「
日
本
の
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
に
お

け
る
第
１
次
産
業
の
割
合
は
１
・
５
％
。

１
・
５
％
を
守
る
た
め
に
９８
・
５
％
の
か

な
り
の
部
分
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
」
と
述
べ
た
。

わ
が
国
の
外
務
大
臣
が
生
物
多
様
性
と

い
う
数
字
で
測
れ
な
い
価
値
に
つ
い
て
議

論
し
て
い
る
Ｃ
Ｏ
Ｐ
１０
開
催
の
最
中
に
、

農
業
の
持
つ
意
味
を
経
済
的
貢
献
と
い
う

数
字
の
み
で
と
ら
え
て
い
る
点
に
強
い
違

和
感
を
覚
え
た
。

故
郷
に
戻
っ
て
精
力
的
に
地
域
を
巡
る

中
で
、
地
域
社
会
が
い
か
に
農
業
に
大
き

く
依
存
し
て
い
る
か
を
痛
感
す
る
毎
日
で

あ
る
。
人
々
の
生
活
、
景
観
、
祭
り
、
歴

史
、
文
化
と
い
っ
た
各
局
面
に
わ
た
り
、

農
業
は
表
向
き
の
生
産

金
額
で
は
測
る
こ
と
が

で
き
な
い
存
在
感
が
あ

る
。そ

し
て
最
近
、
赤
ト

ン
ボ
を
見
る
機
会
が
少

な
い
こ
と
に
素
朴
な
疑

問
を
感
じ
て
い
た
と
こ

ろ
、
「
農
と
自
然
の
研

究
所
」
代
表
理
事
の
宇

根
豊
氏
か
ら
、
日
本
で

生
ま
れ
て
い
る
赤
ト
ン

ボ
２
０
０
億
匹
の
９９
％

が
田
ん
ぼ
で
生
ま
れ

て
、
休
耕
田
と
耕
作
放

棄
田
の
増
加
で
赤
ト
ン

ボ
の
生
息
環
境
が
脅
か

さ
れ
て
い
る
と
い
う
話

を
聞
い
た
。
同
様
に
１

０
０
０
億
匹
の
オ
タ
マ

ジ
ャ
ク
シ
の
９７
％
が
、
や
は
り
田
ん
ぼ
で

生
ま
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。

松
本
市
島
立
の
農
家
の
主
婦
は
、
「
こ

の
あ
た
り
の
農
家
は
何
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
農

地
を
持
っ
て
い
る
人
が
い
る
が
、
ほ
と
ん

も
う

ど
儲
か
ら
な
い
。
ス
ー
パ
ー
の
レ
ジ
に
立

つ
ほ
う
が
収
入
が
よ
い
の
で
耕
作
を
や
め

て
い
る
人
が
増
え
て
い
る
」
と
い
う
。
農

業
所
得
が
低
迷
す
る
中
で
、
農
家
の
水
田

耕
作
意
欲
の
低
下
が
赤
ト
ン
ボ
や
カ
エ
ル

の
数
の
減
少
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

問
題
は
こ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

え
ん
え
き

「
前
原
流
」
議
論
を
演
繹
す
れ
ば
、
水
田

は
米
を
作
る
た
め
の
も
の
で
赤
ト
ン
ボ
や

カ
エ
ル
を
養
う
も
の
で
は
な
い
、
と
の
意

見
も
当
然
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う

い
う
見
方
自
体
を
変
え
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
の
農
業
の
在
り
方

に
新
た
な
視
点
を
提
起
す
る
哲
学
が
必
要

で
あ
る
。
農
業
生
産
額
に
の
み
関
心
を
持

つ
の
で
は
な
く
、
農
業
の
持
つ
環
境
保
全

機
能
を
重
視
し
そ
の
価
値
を
社
会
や
国
家

が
重
視
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
べ
き
で
あ

る
。そ

の
延
長
線
上
に
は
、
「
カ
ネ
」
に
着

目
し
た
戸
別
所
得
補
償
制
度
よ
り
も
、「
カ

ネ
」
に
換
算
で
き
な
い
水
田
の
環
境
保

全
機
能
に
着
目
し
、
例
え
ば
農
家
に
対

す
る
環
境
支
出
と
い
う
制
度
の
導
入
が

必
要
で
は
な
い
か
、
と
の
政
策
が
出
て

く
る
。

月
尾
嘉
男
東
大
名
誉
教
授
は
、
１
次
産

業
を
環
境
保
全
産
業
、
２
次
産
業
を
資
源

循
環
産
業
と
と
ら
え
直
し
、
地
球
環
境
重

視
の
観
点
か
ら
産
業
に
対
す
る
見
方
を
大

転
換
す
る
思
想
を
唱
え
て
い
る
。

地
球
環
境
の
持
続
性
を
重
視

と
ら

農
業
を
環
境
保
全
産
業
と
捉
え
る
と
、

は
ぐ
く

水
田
が
赤
ト
ン
ボ
や
カ
エ
ル
を
育
む
機
能

の
価
値
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く

る
。
田
ん
ぼ
の
生
き
物
は
５
４
７
０
種
類

に
も
の
ぼ
る
と
の
調
査
が
あ
る
。
こ
れ
だ

け
の
生
き
物
を
育
ん
で
い
る
田
ん
ぼ
は
生

物
多
様
性
の
豊
か
さ
の
支
え
役
で
あ
り
、

農
家
は
生
き
物
の
守
り
主
な
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
産
業
近
代
化
の
過
程
で

農
家
自
身
が
そ
の
役
割
を
見
失
っ
て
し
ま

っ
た
。
農
薬
の
多
用
、
除
草
剤
の
使
用
、

小
川
の
喪
失
、
子
供
を
農
作
業
か
ら
遠
ざ

け
る
農
法
な
ど
に
よ
り
、
農
家
自
身
が
田

ま
な
ざ

ん
ぼ
の
生
き
物
へ
の
眼
差
し
を
見
失
っ
て

し
ま
っ
た
。

宇
根
氏
か
ら
、
「
農
家
の
人
は
仕
事
を

し
て
い
る
と
き
は
楽
し
い
。
農
産
物
を
売

る
と
き
に
頭
に
く
る
」
と
い
う
話
を
聞
い

た
。
農
業
を
カ
ネ
で
は
な
く
カ
ネ
以
外
の

価
値
に
よ
り
と
ら
え
て
初
め
て
、
地
域
が
、

日
本
が
、
そ
し
て
世
界
が
環
境
重
視
の
時

代
に
大
き
く
脱
皮
す
る
こ
と
に
な
る
。

最
近
は
環
境
重
視
の
立
場
か
ら
エ
コ
ロ

ジ
カ
ル
・
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
、
フ
ー
ド
・

マ
イ
レ
ー
ジ
、
ウ
ッ
ド
・
マ
イ
レ
ー
ジ
、

エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
リ
ッ
ク
サ
ッ
ク
な
ど
の

環
境
系
指
標
が
続
々
と
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
考
え
方
は
地
域
資
源
を
大
事
に

し
て
地
球
環
境
の
持
続
性
を
重
視
す
る
考

え
方
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
農
家
そ
し
て
地
域
、
社
会
、
国

家
が
、
伝
統
農
業
の
持
つ
位
置
づ
け
の
重

さ
を
再
評
価
し
、
そ
れ
を
民
族
の
遺
産
と

し
て
継
承
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ

て
こ
そ
、
地
域
社
会
自
体
も
元
気
に
な
っ

て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
の
外
務

大
臣
も
、
そ
う
し
た
眼
差
し
を
忘
れ
な
い

で
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
議
論
に
参
加
し
、
世
界
貿
易

機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
の
場
で
環
境
農
業
重
視

の
具
体
的
視
点
を
提
言
す
べ
き
で
あ
る
。
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赤トンボの舞う秋空の下、コスモス畑で松本大学生

と「信州の自然を守ろう」と語る
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