
平　 晋 一 郎 環境 熊本県地球温暖化 
防止活動推進員 

地球温暖化について 

私 

た
ち
は
毎
日
紙
を
ふ
ん
だ

ん
に
使
っ
て
い
ま
す
。
終

戦
前
後
、
紙
の
不
自
由
な

時
代
に
学
校
に
通
っ
て
い
た
私
た
ち
は

紙
の
有
難
さ
を
充
分
知
っ
て
い
る
の
で
、

今
で
も
メ
モ
用
紙
や
計
算
用
紙
な
ど
な

る
べ
く
裏
紙
を
使
っ
た
り
し
て
極
力
無

駄
使
い
し
な
い
よ
う
に
心
掛
け
て
い
る

つ
も
り
で
す
。
し
か
し
新
聞
の
折
り
込

み
や
商
品
の
包
み
紙
な
ど
毎
月
ひ
と

抱
え
処
分
し
て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン

の
プ
リ
ン
タ
ー
用
紙
Ａ
４
型
５
０
０

枚
が
２
０
０
円
代
で
買
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
良
質
の
用
紙
を
気
の
毒
な
程
安

価
で
買
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は

本
当
に
有
難
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、

考
え
て
み
る
と
ど
こ
か
の
森
林
が
伐
採

さ
れ
パ
ル
プ
と
な
り
紙
が
生
産
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の
使
い

捨
て
割
り
箸
文
化
が
モ
ン
ゴ
ル
や
ロ
シ

ア
の
森
林
に
影
響
を
及
ぼ
し
黄
砂
現
象

の
拡
大
の
原
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
前
に
書
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。 

　
現
在
い
ち
ば
ん
心
配
な
こ
と
は
世
界

の
状
況
を
み
る
と
、
森
林
、
草
原
な
ど

の
緑
地
帯
が
物
凄
い
ス
ピ
ー
ド
で
蝕
ま

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
は

温
帯
モ
ン
ス
ー
ン
地
域
に
位
置
し
、
梅

雨
が
あ
り
、
台
風
が
豊
か
な
水
を
も
た

ら
し
ま
す
。
植
物
の
生
育
も
良
く
、
し

か
も
木
材
関
係
は
大
部
分
は
輸
入
に
頼
っ

て
い
る
の
で
古
里
の
山
々
が
伐
採
に
よ
っ

て
荒
廃
す
る
心
配
は
今
の
と
こ
ろ
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
外
に
目
を
向
け
る
と
、
人

類
は
す
ざ
ま
し
い
勢
い
で
森
林
を
切
り
開

い
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

　
国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
の
統

計
に
よ
る
と
、
世
界
の
森
林
の
面
積
は

１
９
９
０
〜
２
０
０
５
年
の
15
年
間
に

31
％
も
減
っ
た
と
報
告
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
１
秒
間
に
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
15
枚

分
が
消
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
森
林
の
減
少
の
原
因
は
木
材
や

パ
ル
プ
の
原
料
、
燃
料
と
し
て
伐
採
、

焼
畑
農
業
と
し
て
現
地
人
の
主
食
の

キ
ャ
ッ
サ
バ
や
タ
ロ
イ
モ
の
栽
培
な
ど

で
す
。
焼
畑
も
か
つ
て
は
栽
培
が
終
わ

る
と
又
他
の
区
画
で
畑
を
焼
い
て
新
た

な
畑
を
作
っ
て
移
動
し
、
そ
の
間
に
元

の
畑
は
再
生
し
繰
り
返
し
利
用
し
て
き

ま
し
た
が
、
最
近
は
た
べ
る
物
を
作
る

の
で
は
な
く
、
商
品
と
し
て
売
る
た
め

の
作
物
、
つ
ま
り
先
進
国
が
バ
イ
オ
燃

料
と
し
て
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
焼

畑
農
場
の
規
模
も
大
き
く
な
り
再
生
が

で
き
な
い
ま
ま
森
林
は
減
っ
て
い
く
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
日
本
も
建
設
材
や
パ
ル
プ
の
原
料
と

し
て
針
葉
樹
林
や
熱
帯
林
を
多
量
に
買

い
取
り
世
界
の
森
林
減
少
に
多
大
な
影

響
を
与
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
安
い
労

賃
と
環
境
規
則
の
緩
い
途
上
国
に
進
出

し
た
日
本
の
企
業
は
工
業
用
地
を
確
保

す
る
た
め
に
大
規
模
な
森
林
伐
採
を
行

い
ま
す
。
伐
採
よ
り
も
っ
と
荒
っ
ぽ
い

や
り
か
た
で
は
、
商
業
用
地
や
住
宅
用

地
を
作
る
た
め
に
、
ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油

を
撒
い
て
焼
却
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ

う
な
方
法
も
最
近
行
わ
れ
て
い
る
と
聞

き
ま
す
。
手
間
が
か
か
ら
ず
安
価
な
方

法
で
土
地
の
開
発
が
で
き
る
か
ら
で
す
。 

　
日
本
の
紙
の
生
産
量
は
ア
メ
リ
カ
中

国
に
つ
い
で
世
界
第
三
位
で
す
。
１
人

当
た
り
の
消
費
量
は
年
間
２
４
７
キ
ロ
、

世
界
の
平
均
が
58
キ
ロ
で
す
。
世
界
中

の
人
達
が
同
じ
よ
う
に
紙
を
使
う
な
ら

ば
地
球
上
の
森
林
は
間
も
な
く
消
え
て

し
ま
い
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。
紙
の

無
駄
使
い
を
し
な
い
で
計
画
的
に
伐
採

さ
れ
た
木
材
パ
ル
プ
を
原
料
と
し
た
認

証
用
紙
を
使
う
よ
う
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

世
界
的
な
認
証
マ
ー
ク
「
Ｆ
Ｓ
Ｃ
」
が
森

林
環
境
保
全
に
配
慮
し
た
木
材
パ
ル
プ

を
原
料
と
し
た
マ
ー
ク
で
す
。 
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歴
史
調
査
の
楽
し
み
方 

ひ
　
　
　
　
　 

び
ら                  

じ
ょ
う              

あ
と 

七 

大 

田 

幸 

博 
（
元
・
菊
水
町
史
編
纂
委
員
会
副
委
員
長
） 

月
末
で
、
西
側
主
軸
尾
根
の
測

量
調
査
に
王
手
が
掛
か
り
ま
し

た
。
現
場
は
、
日
平
城
の
西
端

で
、
Ⅲ
郭
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
の
行

き
帰
り
に
時
間
が
か
か
り
、
汗
び
っ
し
ょ

り
に
な
り
ま
す
。
で
も
、
調
査
中
、
標
高

２
５
０
ｍ
の
尾
根
に
心
地
良
い
谷
風
が
吹

く
と
、
気
分
は
ま
さ
に
、
「
菊
水
の
軽
井
沢
」

で
す
。
ツ
ク
ツ
ク
ボ
ウ
シ
の
大
合
唱
も
あ

り
、
「
も
う
、
晩
秋
か
な
」
と
錯
覚
す
る
程

で
す
。 

　
本
題
に
入
り
ま
す
。（
ロ
）は
、
小
山
Ｆ
と

小
山
Ｇ
に
挟
ま
れ
た
窪
地
で
す
。
南
縁
を

山
道
が
通
り
、
底
部
は
、
３
段
に
分
か
れ

て
い
ま
す
。
全
体
と
し
て
、
長
さ
５
ｍ
・

幅
３
ｍ
の
「
武
者
溜
ま
り
」
が
確
保
さ
れ
て

い
ま
す
。 

　
小
山
Ｇ
は
、
長
さ
19
ｍ
・
幅
5.5
ｍ
の
区

画
で
、
中
央
部
に
大
岩
が
密
集
し
て
い
ま

す
が
、
周
り
は
造
成
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

南
縁
の
山
道
に
、
第
２
の
城
門
と
推
定
さ

れ
る（
ハ
）も
あ
り
、
特
異
な
場
所
で
す
。
小

屋
程
度
の
建
物
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

　
小
山
Ｈ
は
、
長
さ
26
ｍ
・
幅
17
ｍ
の
平

場
で
、
縁
を
２
４
６
ｍ
の
等
高
線
が
廻
り

ま
す
。
た
だ
し
、
中
央
部
の
南
寄
り
は
、

長
さ
9.2
ｍ
・
幅
５
ｍ
の
範
囲
が
、
や
や
高

く
な
っ
て
い
ま
す
。
後
世
に
崩
壊
し
た
土

塁
の
基
底
部
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
こ

の
箇
所
を
調
査
中
に
、
日
平
集
落
か
ら
の

話
声
が
、
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
ま
し
た
。

こ
れ
で
、
有
事
の
際
に
は
、
村
か
ら
山
城

へ
意
思
伝
達
が
で
き
た
事
が
分
か
り
ま
し

た
。 

　
７
月
の
調
査
で
は
、
城
門
を
意
識
し
な

が
ら
、
西
側
主
軸
尾
根
を
歩
き
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
、
山
道
は
、
岩
山
や
小
山
に

阻
ま
れ
て
、
簡
単
に
進
め
な
い
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
事
を
再
認
識
し
ま
し
た
。 

　
次
に
、
城
内
か
ら
採
取
し
た
遺
物
を
説

明
し
ま
す
。
ず
ば
り
言
っ
て
、
中
国
か
ら

輸
入
さ
れ
た
良
質
な
磁
器
が
眼
を
引
き
ま

す
。
青
磁
片
や
白
磁
片
で
、
時
期
的
に
は
、

す
べ
て
、
12
世
紀
か
ら
13
世
紀
の
も
の
で

す
。
日
本
で
言
え
ば
、
鎌
倉
時
代
で
す
。 

　
そ
う
な
る
と
、
日
平
城
の
年
代
が
問
題

に
な
り
ま
す
。
戦
国
時
代
の
山
城
の
目
安

と
さ
れ
る
中
国
か
ら
の
輸
入
染
付
が
、
今

の
と
こ
ろ
、
一
片
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
の
事
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
日
平
城

は
、
鎌
倉
時
代
の
山
城
と
の
見
方
が
出
来

る
の
で
す
。 

　
で
も
、
「
鎌
倉
時
代
に
は
、
城
郭
と
呼
べ

る
構
造
物
は
無
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
定
説

で
す
。
こ
の
時
代
、
将
軍
の
源
頼
朝
で
さ

え
、
城
を
築
い
て
い
ま
せ
ん
。
地
方
の
武

将
も
館
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
14
世
紀
半
ば
の
南
北
朝
時
代
に

至
っ
て
も
、
本
格
的
な
城
の
出
現
は
、
ま

だ
時
期
尚
早
と
言
わ
れ
ま
す
。
発
掘
調
査

と
文
献
調
査
に
よ
り
、
県
内
で
、
こ
の
時

代
の
山
城
と
判
明
し
て
い
る
の
は
、
球
磨

郡
山
江
村
の
山
田
城
だ
け
で
す
。 

　
で
す
か
ら
、
日
平
城
の
年
代
推
定
は
、

問
題
が
大
き
過
ぎ
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ

に
拍
車
を
か
け
る
の
が
、
天
正
10
年（
１
５

８
２
）の
島
津
勢
に
よ
る
日
平
城
攻
め
で
す
。

島
津
氏
家
老
が
書
き
残
し
た
『
上
井
覚
兼
日

記
』
に
、
戦
い
の
内
容
が
詳
し
く
記
さ
れ
て

い
ま
す（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
詳
し

く
お
話
を
し
ま
し
た
）。
と
言
う
こ
と
は
、

16
世
紀
末
に
、
日
平
城
は
、
確
か
に
存
在

し
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
遺
物
と
文
献

記
録
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
ま
す
。

歴
史
研
究
の
難
し
い
一
面
で
す
。 
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