
物
多
様
性
条
約
は
、「
生
き
物
」を

守
る
た
め
だ
け
の
取
り
決
め
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。水
産
物
や
農
作
物
な
ど
に
代

表
さ
れ
る「
生
物
資
源
」の
持
続
可
能
な
利

用
と
、
そ
の
生
物
が
持
つ「
遺
伝
資
源
」か
ら

得
ら
れ
る
利
益
の
公
正
・
公
平
な
分
配
も
、

そ
の
目
的
と
な
って
い
ま
す
。

　

10
月
に
C
O
P
10
の
開
催
を
控
え
、各
所

で
生
物
多
様
性
の
危
機
的
状
況
が
報
告
さ

れ
て
い
ま
す
が
、最
大
の
原
因
は「
人
間
に
よ

る
生
息
地
の
破
壊
」
で
す
。開
発
に
よ
って
生

き
物
は
す
み
か
を
失
っ
て
い
ま
す
。し
か
し

当
然
で
す
が
、
す
み
か
が
な
け
れ
ば
生
き
物

は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。食
料
や
製
品
の
原
料

な
ど
、人
間
が
生
き
る
上
で
不
可
欠
な
基
盤

で
あ
る「
生
物
資
源
」や「
遺
伝
資
源
」の
多

様
性
を
守
ら
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
私
た
ち
の

生
活
も
成
り
立
た
な
く
な
る
の
で
す
。

　

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
―
。も
ち
ろ
ん
、
保

護
区
を
作
っ
て
人
間
が
立
ち
入
ら
な
い
よ
う

に
し
た
り
、
絶
滅
に
瀕
し
た
動
植
物
を
保

護
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
十
分
と
は
い
え
ま
せ
ん
。1
9
9
2
年
に

ブ
ラ
ジ
ル
で
開
催
さ
れ
た
「
地
球
サ
ミ
ッ
ト
」

で
生
物
多
様
性
条
約
が
作
ら
れ
ま
し
た
が
、

損
失
は
止
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
ス

ピ
ー
ド
が
速
ま
って
い
る
の
で
す
。

機
の
原
因
が
人
間
の
経
済
活
動
と

関
係
が
深
い
こ
と
が
明
ら
か
な
以

上
、な
す
べ
き
は
、産
業
、つ
ま
り
人
間
の
生

活
に
必
要
な
モ
ノ
を
生
み
出
す
中
で
生
物

多
様
性
に
配
慮
し
て
い
く
こ
と
。壊
し
て
か

ら
修
復
す
る
と
い
う
対
症
療
法
で
は
な
く
、

破
壊
自
体
を
減
ら
し
た
り
開
発
過
程
で
考

慮
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
生
産
パ
タ
ー
ン
を

変
え
る
の
で
す
。た
だ
、
総
論
と
し
て
は
賛

同
を
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
実
行
に

移
す
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
経
済
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
導
入
で
す
。経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
設
け
れ
ば
、
企
業
活
動
は
お
の
ず
と
生

物
多
様
性
に
配
慮
す
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で

す
。こ
れ
は
近
年
の
国
際
的
な
潮
流
と
な
って

い
ま
す
。90
年
代
後
半
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
経

済
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
提
案
さ
れ
、2
0
0
6
年
の

C
O
P
8（
ブ
ラ
ジ
ル
）で
生
物
多
様
性
の
保

全
に
民
間
（
企
業
や
市
民
な
ど
）
を
巻
き
込

む「
民
間
参
画
決
議
」が
採
択
さ
れ
て
以
降
、

一
気
に
広
が
って
き
ま
し
た
。

論
さ
れ
て
い
る
経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
は

大
き
く
分
け
て
3
つ
。一
つ
は
生
物

多
様
性
に
配
慮
さ
れ
た
製
品
を
認
証
す
る

制
度
。木
材
や
水
産
物
、コ
ー
ヒ
ー
な
ど
、認

証
を
受
け
た
製
品
を
、
消
費
者
や
企
業
が

自
発
的
に
選
択
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、図
ら

ず
と
も
環
境
配
慮
は
進
む
の
で
す
。

　

二
つ
目
は「
生
物
多
様
性
オ
フ
セ
ッ
ト
」。開

発
段
階
で
環
境
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
と
ど

生
き
る
基
盤
を
壊
し
続
け
る
人
間

め
る
努
力
は
す
る
も
の
の
、そ
れ
で
も
残
って

し
ま
う
影
響
に
つ
い
て
は
近
隣
の
場
で
担
保

し
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。無
制
限
に
開

発
を
容
認
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
面
積

を
確
実
に
保
全
す
る
の
が
目
的
で
す
。

　

三
つ
目
は
「
P
E
S
」（Paym

ent for 
Ecosystem

 Services

）。こ
れ
は
水
の
循

環
や
酸
素
の
供
給
な
ど
生
物
多
様
性
が
持

つ〝
機
能
〞（
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
）の
維
持
に
必

要
な
コ
ス
ト
を
支
払
う
と
い
う
も
の
。例
え

ば
き
れ
い
な
水
を
必
要
と
す
る
飲
料
メ
ー
カ

ー
な
ど
が
、
取
水
地
の
所
有
者
に
水
源
林
の

管
理
費
用
を
支
払
う
。そ
れ
に
よ
っ
て
、
所

有
者
は
そ
の
土
地
を
別
の
用
途
に
転
用
せ

ず
に
収
入
が
得
ら
れ
、企
業
は
森
の
機
能
を

維
持
し
な
が
ら
経
済
活
動
が
続
け
ら
れ
る

の
で
す
。こ
れ
は
、
現
金
収
入
を
得
る
た
め

に
伐
採
や
焼
き
畑
な
ど
を
せ
ざ
る
を
得
な

い
貧
し
い
人
々
に
、
森
の
維
持
費
を
支
払
う

こ
と
で
環
境
保
全
と
貧
困
削
減
の
両
立
が

図
れ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。し
か
し
こ
れ
ら
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
日

本
で
は
ま
だ
ま
だ
浸
透
し
て
い
な
い
の
が
現

状
で
す
。O

P
10
の
論
点
の
一
つ
で
あ
る
「
遺

伝
資
源
の
利
用
に
よ
る
公
正
・
公

平
な
分
配
」
は
、
基
本
的
に
南
北
問
題
で

す
。生
物
種
の
半
分
近
く
が
開
発
途
上
国

に
集
中
す
る
熱
帯
林
に
生
息
す
る
と
さ
れ
、

そ
こ
に
遺
伝
資
源
も
集
ま
っ
て
い
ま
す
。当

然
、
自
分
た
ち
が
持
つ
遺
伝
資
源
か
ら
利
益

を
得
た
い
途
上
国
と
、そ
の
遺
伝
資
源
を
医

薬
品
な
ど
に
利
用
で
き
る
技
術
を
持
つ
先

進
国
と
で
主
張
が
分
か
れ
て
し
ま
う
の
で

す
。1
9
3
カ
国
、世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
国
が

生
物
多
様
性
条
約
に
加
盟
す
る
中
で
唯
一

入
っ
て
い
な
い
の
が
ア
メ
リ
カ
で
す
が
、
最
大

の
理
由
が
こ
の
問
題
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

C
O
P
10
で
は
、「
何
が
公
正
・
公
平
か
」と

い
う
難
問
に
挑
み
、
議
定
書
が
決
議
で
き
る

か
ど
う
か
が
焦
点
と
な
り
ま
す
が
、途
上
国

と
先
進
国
の
対
立
の
溝
が
埋
ま
る
見
込
み

は
立
って
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、「
生
物
多
様
性
の
損
失
速
度
を
顕

著
に
減
退
さ
せ
る
」と
い
う
2
0
1
0
年
ま

で
の
目
標
が
達
成
で
き
な
かっ
た
今
、C
O
P

10
で
は
今
後
の
課
題
「
ポ
ス
ト
2
0
1
0
年

目
標
」
を
新
た
に
設
定
す
る
必
要
も
あ
り

ま
す
。準
備
会
合
で
も
、
長
期
、
中
期
の
目

標
に
つい
て
議
論
し
て
い
ま
す
が
、今
の
と
こ

ろ
具
体
的
な
数
値
に
つ
い
て
合
意
で
き
て
い

ま
せ
ん
。お
そ
ら
く
「
2
0
5
0
年
ま
で
に

生
物
多
様
性
が
保
全
さ
れ
、
回
復
さ
れ
る
」

と
い
う
長
期
目
標
は
合
意
で
き
て
も
、

2
0
2
0
年
の
中
期
目
標
に
つ
い
て
は
意
見

が
分
か
れ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
重
要
な
の
は
、
目
標
作
り
だ
け
で
は

な
く
、そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の〝
方
法
〞を

考
え
る
こ
と
。立
派
な
目
標
を
立
て
て
も
、

達
成
へ
の
道
筋
が
な
け
れ
ば
絵
に
描
い
た
餅

に
な
って
し
ま
い
ま
す
。

本
は
C
O
P
10
で「
S
A
T
O
Y
A

M
A
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
を
提
案
す

る
予
定
で
す
。里
山
は
、
日
本
で
古
く
か
ら

受
け
継
が
れ
て
き
た
自
然
と
人
間
の
共
存

シ
ス
テ
ム
で
す
が
、
今
の
生
活
様
式
を
昔
に

戻
す
の
が
難
し
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
自
然

と
共
生
す
る
新
し
い
経
済
や
社
会
の
あ
り

方
に
転
換
し
て
い
く
の
が
現
実
的
で
す
。

　

ま
た
、〝
S
A
T
O
Y
A
M
A
〞を
打
ち

出
す
の
で
あ
れ
ば
日
本
単
独
で
は
な
く
、
人

間
と
自
然
が
似
た
よ
う
な
関
係
性
を
持
ち

な
が
ら
生
活
し
て
い
る
ア
ジ
ア
の
国
々
（
韓

国
、中
国
、ベ
ト
ナ
ム
、タ
イ
、マ
レ
ー
シ
ア
な

ど
）と
と
も
に
、〝
ア
ジ
ア
的
S
A
T
O
Y
A

M
A
の
知
恵
〞を
現
代
風
に
仕
立
て
て
世
界

に
発
信
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。南
北
と

い
う
構
図
で
は
な
く
て
、
南
も
北
も
含
む

〝
ア
ジ
ア
か
ら
ほ
か
の
地
域
へ
〞
と
い
う
観
点

こ
そ
、意
義
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
し
て
今
後
は
、
J
I
C
A
の
よ
う
な
援

助
機
関
が
O
D
A（
政
府
開
発
援
助
）の
現

場
で
生
物
多
様
性
配
慮
の
重
要
性
と
方
法

を
途
上
国
に
伝
え
て
い
く
こ
と
も
大
切
で

す
。途
上
国
は
経
済
発
展
を
優
先
す
る
傾

向
に
あ
り
、
生
物
多
様
性
配
慮
への
積
極
性

が
低
い
の
が
現
状
で
す
。短
期
的
な
収
益
だ

け
を
考
え
れ
ば
、
躊
躇
し
て
し
ま
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
で
も
、一
度
壊
し
て
し
ま
っ
た
多

様
性
は
な
か
な
か
元
に
は
戻
せ
な
い
ば
か
り

か
、
そ
の
た
め
に
企
業
が
強
い
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
コ
ス
ト
は
、
短
期
的
な
収
益
以
上

に
莫
大
な
も
の
と
な
って
し
ま
う
の
で
す
。だ

か
ら
こ
そ
今
、企
業
も
含
め
私
た
ち
一
人
一

人
が
取
り
組
み
を
始
め
る
こ
と
が
重
要
な
の

で
す
。

急
速
に
失
わ
れ
て
い
く
生
物
多
様
性
。こ
れ
は
、生
物
の
多
様
性
か
ら
多
く
の
恵
み
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
を
壊
し
続
け
て
い
る〝
人

間
の
問
題
〞で
も
あ
る
。10
月
18
〜
29
日
に
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
る「
生
物
多
様
性
条
約（
C
B
D
）第
10
回
締
約
国
会
議（
C
O
P
10
）」に
は
、

1
9
0
カ
国
以
上
の
代
表
が
参
加
し
、こ
の
問
題
が
議
論
さ
れ
る
。2
0
2
0
年
ま
で
に
生
物
多
様
性
の
損
失
を
止
め
る
べ
く
、私
た
ち
が
今
で
き

る
こ
と
は
何
か
。生
物
多
様
性
の
問
題
に
詳
し
い
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ・プ
ラ
ン
ナ
ー
の
足
立
直
樹
さ
ん
に
聞
い
た
。

昔懐かしい里山の風景。佐賀県唐津
市、大浦の棚田　Photo by AFLO

生
物
多
様
性
は〝
人
間
の
問
題
〞

私
た
ち
は
損
失
を
止
め
ら
れ
る
の
か
―

生
物
多
様
性
条
約 

第
10
回
締
約
国
会
議（
C
O
P
10
） 

議
論
の
ゆ
く
え

ち
ゅ
う
ち
ょ

足立 直樹
サステナビリティ・プランナー

特集
大切にしたい生命の豊かさ
-私たちの選択

ADACHI Naoki
（株）レスポンスアビリティ代表取締役。企
業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）事
務局長ほか。東京大学理学部・同大学院
で生態学専攻、理学博士号取得。独立行
政法人国立環境研究所、マレーシア森林
研究所を経て現職。

産
業
界
の
参
画
が
不
可
欠

経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
で

自
動
的
に
保
全
を

C
O
P
10
の
論
点

遺
伝
資
源
の
利
用
は
南
北
問
題

S
A
T
O
Y
A
M
A
を

ア
ジ
ア
か
ら
世
界
へ

絶
滅
し
た
生
物
種
の
数

（種/年）
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生

危

議

C

日

日本第4の都市である一方、山、
川、里、海などの生態系が広が
る名古屋、中部地域では、地元
市民による環境保全が盛ん。さ
らに、地域に根差し、小中規模な
がらも顔の見える活動を大切に
する市民団体が多い。そんな特
色がある名古屋で今、COP10
の主催をきっかけに、環境系と
国際協力系のＮＧＯが出会い、
新しい動きが生まれている。両
者が“力を合わせて”一般市民に
生物多様性条約の本質を発信
するという取り組みだ。国内外関
係なく、自然に近い人々の権利
が守られて初めて生物多様性が
保全され、それによって現在の人
間生活が成り立つという視点
で、自然と人間が支え合う関係
づくりを目指す両者。各団体によ
る定例会やセミナーのほか、
COP10の公式イベントとして、7
月11日（日）「開催地からのメッ
セージ～あいち名古屋宣言に向
けて」（会場：名古屋国際会議
場）、7月17日（土）～18日（日）
「生命流域シンポジウム」（会場：
長野県王滝村）が開催される予
定。詳しくは「生物多様性市民ネ
ットワーク」（www.cbdnet.jp/）
まで。

名古屋で高まる
市民活動

4万
種

出典：生物多様性条約第10回締約国会議支援実行委員会HP
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