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下
言
上
用

　
ハ
タ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
降
籏
達
夫
氏

は
建
設
系
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
、

ネ
ッ
ト
で
情
報
展
開
し
て
い
る
か
ら
、読

者
の
中
に
は
以
下
の
こ
と
は
す
で
に
ご
存

じ
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、後
の
展
開

の
た
め
に
少
し
紹
介
し
た
い
。

好
奇
心
を
持
つ
こ
と
の

重
要
性

　
降
籏
達
夫
氏
は
、カ
ウ
フ
マ
ン
の「
ク

リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
思
考
が
身
に
つ
く
10
の
習

慣
」の
中
か
ら
、「
好
奇
心
に
は
３
の
種

類
」が
あ
る
と
紹
介
し
た
。そ
れ
は
、わ

れ
わ
れ
建
設
業
に
働
く
者
に
こ
そ
、好
奇

心
は
重
要
で
は
な
い
か
と
い
う
の
だ
。

①
知
的
好
奇
心（
向
上
心
）

　
物
事
の
仕
組
み
や
意
味
を
深
く
理
解

し
よ
う
と
す
る
探
求
心

　
指
示
待
ち
で
は
な
く
自
ら
学
ぶ
こ
と

②
情
動
的
好
奇
心

　
他
人
の
仕
事
ぶ
り
な
ど
へ
の
気
付
き

③
美
的
好
奇
心

　
見
た
目
の
美
し
さ
や
精
神
的
な
美
に

心
を
惹
か
れ
る
感
性

　
こ
れ
ら
は「
社
会
を
生
き
抜
い
て
い
く

人
間
」に
必
須
の
好
奇
心
だ
と
考
え
る

が
、氏
は
建
設
人
こ
そ
持
つ
べ
き
重
要
な

好
奇
心
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。建
設
人
は

日
に
日
に
ど
こ
ろ
か
時
間
ご
と
に
変
化

し
て
い
く
対
象
と
向
き
合
う
と
い
う
職

業
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
は「
気
付

き
の
精
神
」の
獲
得
と
も
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
の
だ
。

　
こ
こ
で
何
度
も
説
い
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
気
付
き
の
精
神
は
現
場
だ
け
で
は

な
く
、建
設
環
境
を
左
右
す
る
経
済
論

説
や
政
治
の
動
き
に
も
関
心
を
向
け
た

い
の
で
あ
る
。Ｇ
７
国
で
日
本
の
政
治

首
脳
、つ
ま
り
総
理
や
党
首
な
ど
が「
イ

ン
フ
ラ
の
重
要
性
に
言
及
し
た
こ
と
が

な
い
」唯
一
の
国
と
い
う
、ま
さ
に「
不

思
議
の
国
」な
の
だ
。以
下
に
示
す
よ
う

に
、イ
ン
フ
ラ
を
最
も
必
要
と
す
る
国
で

そ
の
ト
ッ
プ
が
ま
っ
た
く
触
れ
な
い
奇
妙

な
国
な
の
で
あ
る
。こ
れ
も
気
付
き
好
奇

心
の
欠
如
な
の
だ
が
。

　
本
稿
で
も
何
度
か
示
し
て
き
た
が
、国

民
生
活
を
守
り
、経
済
を
活
性
化
す
る

た
め
に
最
も
イ
ン
フ
ラ
を
必
要
と
す
る

国
な
の
に
で
あ
る
。オ
ー
ル
ド
メ
デ
ィ
ア

は
こ
れ
に
人
々
が
気
付
く
機
会
を
ま
っ
た

く
与
え
て
い
な
い
。例
え
ば
、直
線
性
を

厳
し
く
必
要
と
す
る
新
幹
線
だ
が
、フ
ラ

ン
ス
は
Ｔ
Ｇ
Ｖ
の
整
備
の
か
な
り
早
い
時

期
に
、パ
リ
か
ら
南
部
中
央
の
中
心
都
市

で
あ
る
リ
ヨ
ン
ま
で
を
結
ん
だ
。

　
両
都
市
の
直
線
距
離
は
約
四
〇
〇
㌔

㍍
あ
る
の
だ
が
、さ
て「
ト
ン
ネ
ル
は
い

く
つ
あ
る
で
し
ょ
う
か
」と
い
う
ク
イ
ズ

に
一
般
の
人
々
は
、日
本
の
新
幹
線
の
実

情
を
考
え
て
、相
当
な
数
を
答
え
る
に
違

い
な
い
。何
し
ろ
山
陽
新
幹
線
な
ど
は
ト

ン
ネ
ル
の
中
ば
か
り
を
走
っ
て
い
る
感
じ

が
す
る
く
ら
い
だ
し
、東
海
道
新
幹
線
に

も
多
く
の
ト
ン
ネ
ル
が
掘
ら
れ
て
い
る
か

ら
だ
。

　
パ
リ
～
リ
ヨ
ン
間
の
ト
ン
ネ
ル
数
の

正
解
は
ゼ
ロ
な
の
だ
。日
本
の
ど
の
都

市
と
都
市
の
間
で
も
四
〇
〇
㌔
㍍
の
ほ

ぼ
ま
っ
す
ぐ
の
直
線
を
引
い
て
、ト
ン
ネ

ル
が
不
要
と
な
る
路
線
を
考
え
る
こ
と

は「
完
全
に
不
可
能
」で
あ
る
。こ
の
違

い
を
わ
が
国
の
政
治
家
も
オ
ー
ル
ド
メ

デ
ィ
ア
も
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
。

だ
か
ら「
無
駄
な
公
共
事
業
ば
か
り
」と

い
う
既
存
メ
デ
ィ
ア
の
論
調
が
国
民
に

刷
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

事
実
と
認
識
・
政
策
の
矛
盾

　
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、正
し
い
事

実
を
把
握
し
な
い
と
正
し
い
認
識
に
は
つ

な
が
ら
な
い
。そ
の
正
し
い
認
識
は
本
論

の
冒
頭
に
み
て
き
た
よ
う
に
、比
較
の
中

で
し
か
生
ま
れ
な
い
。わ
か
り
や
す
い
例

を
示
す
と
、「
自
分
が
〇
〇
で
あ
る
」と

認
識
で
き
て
い
る
の
は
他
者
が
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、わ
れ
わ
れ
に
身
近
な
事
柄
に

も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。例
え
ば
二

酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
の
た
め
の
山
地

へ
の
太
陽
光
パ
ネ
ル
設
置
の
問
題
で
あ

る
。い
ま
日
本
で
は
、中
国
か
ら
パ
ネ
ル

を
輸
入
し
て
、風
化
岩
ば
か
り
の
山
林
を

切
り
取
っ
て
パ
ネ
ル
を
敷
き
ま
く
っ
て
い

る
。

　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
隣
接
す
る
地

域
で
住
宅
が
近
隣
に
あ
る
所
に
も
設
置

さ
れ
、土
砂
崩
れ
の
危
険
・
土
石
流
の
危

険
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。台
風
の
通
過
地

域
で
あ
る
和
歌
山
の
山
地
斜
面
に
も
山

林
を
伐
採
し
て
パ
ネ
ル
を
設
置
す
る
と

い
う
山
林
破
壊
の
愚
行
が
進
行
し
て
い

る
。国
土
面
積
に
占
め
る
パ
ネ
ル
面
積
は

す
で
に
世
界
一
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う

の
に
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、阿
蘇
山
麓
や
釧

路
湿
原
な
ど
風
光
明
媚
な
地
域
の
景
観

破
壊
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は

後
世
に
大
き
な
ツ
ケ
を
残
し
つ
つ
あ
る
の

で
あ
る
。で
は
山
林
斜
面
を
裸
に
し
て
ま

で
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
設
置
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
ほ
ど
に
、わ
が
国
は
Ｃ
Ｏ
２
を

出
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、次
の
通
り

な
の
だ
。

　
わ
が
国
は
中
国
の
一
〇
分
の
一
に
も

満
た
な
い
三
・
二
％
と
い
う
レ
ベ
ル
な

の
だ
。こ
の
事
実
を
オ
ー
ル
ド
メ
デ
ィ
ア

は
、政
策
の
判
断
者
た
る
国
民
に
示
し
た

こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
国
民
の
貧
困
化
が
明
確
に
な
っ
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、二
〇
二
五
年
に
は

再
生
エ
ネ
の
拡
大
で
買
い
取
り
費
用
が

増
え
て
い
る
た
め
と
し
て
、一
㌔
㍗
時
の

省
エ
ネ
賦
課
金
を
二
〇
二
四
年
よ
り
〇
・

四
九
円
高
い
三
・
九
八
円
と
し
、平
均
的

な
使
用
料
の
家
庭
で
は
、電
気
代
は
年
に

一
九
、一
〇
四
円
と
な
り
、年
額
二
、三

五
二
円
増
と
な
っ
た
。人
々
の
貧
困
化
が

進
ん
で
い
る
と
い
う
の
に
、山
林
破
壊
の

中
国
製
の
パ
ネ
ル
購
入
に
こ
れ
だ
け
の

負
担
を
さ
せ
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
と

感
じ
る
の
は
小
生
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
た
め
に
家
計
費
に
し
め
る
電
気

料
金
は
、一
九
七
五
年
の
一
・
七
七
％
か

ら
二
〇
二
三
年
に
は
四
・
一
七
％
と
な
っ

て
い
る（
家
電
製
品
が
増
え
た
こ
と
も
大

き
い
が
）。

　
お
か
し
い
の
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。省
エ
ネ
政
策
と
し
て
、こ
れ
だ

け
山
林
を
い
じ
め
な
が
ら
、今
度
は
森
林

環
境
税
と
し
て
山
林
整
備
の
財
源
と
し

て
、二
〇
二
四
年
か
ら
国
税
と
し
て
市
町

村
が
徴
収
す
る
税
制
が
で
き
て
、一
人
年

額
一
、〇
〇
〇
円
を
負
担
せ
よ
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
。　

　「
森
林
整
備
等
の
た
め
に
必
要
な
費

用
を
国
民
一
人
一
人
が
分
担
を
し
て
広

く
等
し
く
森
林
を
支
え
る
」と
き
れ
い
な

税
創
設
の
名
分
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、太

陽
光
パ
ネ
ル
設
置
の
た
め
の
山
林
伐
採

の
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、政
策
相

互
間
に
ま
っ
た
く
整
合
性
が
な
い
の
で
あ

る
。

二酸化炭素の排出量

2020年世界314億トン

中国 100億トン
32.1％　　

アメリカ 42.5億トン
13.6％　

インド 20.8億トン
6.6％　　

ロシア 15.5億トン
4.9％　

日本 9.9億トン
3.2％
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