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ギ
ー
、省
Ｃ
Ｏ
２
へ
の
意
識
が
ま
す
ま
す

高
ま
り
、２
０
０
４
年
か
ら
は「
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
ベ
ス
ト
ド
レ
ッ
サ
ー
」と
い
う
新

た
な
シ
リ
ー
ズ
が
ス
タ
ー
ト
。「
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
ベ
ス
ト
ド
レ
ッ
サ
ー
」で
は
、ヒ
ー

ト
ポ
ン
プ
、自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
、社
会
イ

ン
フ
ラ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
ス
タ
イ
ル
を
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。

伝
統
的
建
築
物
か
ら
集
落
、町（
街
）、都

市
へ
と
展
開
し
、古
く
か
ら
の
工
夫
、新

し
い
技
術
、シ
ス
テ
ム
を
紹
介
。ど
の
回

も
実
際
に
現
地
に
足
を
運
ん
で
関
係
者

の
方
々
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
、目
や
耳
や

肌
で
感
じ
た
こ
と
を
、読
者
の
皆
さ
ま
に

臨
場
感
を
も
っ
て
お
伝
え
で
き
た
と
自

負
し
て
お
り
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
計
画
停
電
や

電
力
使
用
制
限
が
行
わ
れ
、電
気
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま

し
た
。

　

シ
リ
ー
ズ
開
始
か
ら
8
年
、エ
ネ
ル

ギ
ー
を
効
率
よ
く
有
効
に
使
う
こ
と
の

重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ
最
終
回
の
今
号
で
は
、こ
れ
ま

で
の
全
15
回
を
振
り
返
り
、次
世
代
の
新

た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
在
り
方
を
探
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

「
蓄
え
る
」研
究
会
に
よ
る
コ
ラ
ム
は
、

１
９
９
８
年
の「
C
O
O
L
&
H
O
T
」

創
刊
以
来
14
年
間
に
わ
た
っ
て
続
い
て

い
ま
す
。

　

創
刊
か
ら
6
年
間
は
、「
蓄
え
る
知
恵

と
歴
史
」と
い
う
シ
リ
ー
ズ
で
、16
回
に

わ
た
っ
て「
蓄
え
る
」技
術
を
紹
介
。自

然
、食
、住
、資
源
、エ
ネ
ル
ギ
ー
の
５
つ

を
テ
ー
マ
と
し
、さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

展
開
し
て
き
ま
し
た
。

　

時
代
の
変
化
と
と
も
に
、
省
エ
ネ
ル

建
築
計
画
・材
料
の
工
夫
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用

エ ネ ル ギ ー の ベ ス ト ド レ ッ サ ー

エ
ネ
ル
ギ
ー
を

「
使
う
」「
創
る
」 

　　

全
15
回
の
テ
ー
マ
を
大
き
く
分
類
す

る
と
、「
建
築
に
よ
る
ベ
ス
ト
ド
レ
ッ

サ
ー
」と「
都
市
に
よ
る
ベ
ス
ト
ド
レ
ッ

サ
ー
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

建
築
や
そ
の
集
合
体
は
、
限
り
あ
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
工
夫
し
て
利
用
し
、都
市
は

そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
活
用
し
て
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
創
り
出
し
て
い
ま
す
。エ
ネ
ル

ギ
ー
を「
使
う
」「
創
る
」と
は
一
見
、対

照
的
な
二
者
で
す
が
、ど
ち
ら
も
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
ベ
ス
ト
ド
レ
ッ
サ
ー
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。 

　

第
1
回
は
、
京
都
の
町
家
を
取
り
上

げ
、天
然
の
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
機
能
を
持
つ

自
然
素
材
と
建
物
の
構
造
や
間
取
り
、建

築
様
式
を
重
ね
合
わ
せ
た
先
人
の
知
恵

と
そ
の
応
用
技
術
に
つ
い
て
考
察
し
ま

し
た
。中
庭
や
土
間
、打
ち
水
は
、自
然

の
冷
房
装
置
と
し
て
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

有
効
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。池
の
あ
る
庭

に
囲
ま
れ
た
日
本
家
屋
は
、涼
し
い
風
が

吹
き
抜
け
、冷
房
な
し
で
も
心
地
よ
い
空

間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

第
2
回
は
、正
倉
院
を
取
り
上
げ
、建

物
を
構
成
す
る
檜
材
と
内
部
の
唐
櫃
の

材
料
で
あ
る
杉
材
に
よ
る
調
湿
機
能
を

紹
介
し
ま
し
た
。高
床
式
の
校
倉
造
と
杉

製
の
唐
櫃
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

年
間
を
通
じ
て
59
～
74
％
の
相
対
湿
度

が
保
た
れ
て
い
ま
す
。コ
ン
ク
リ
ー
ト
躯

体
で
つ
く
ら
れ
る
現
代
の
美
術
館
や
博

物
館
に
お
い
て
も
、収
蔵
庫
は
一
般
的
に

木
の
壁
で
囲
ま
れ
て
お
り
、躯
体
で
熱
や

紫
外
線
な
ど
の
侵
入
を
防
ぎ
、正
倉
院
と

同
様
の
仕
組
み
と
い
え
ま
す
。 

　

第
3
回
は
、
名
護
市
庁
舎
を
取
り
上

げ
、南
国
の
気
候
に
合
わ
せ
て
、沖
縄
文

化
を
取
り
入
れ
な
が
ら
計
画
さ
れ
た
さ

ま
ざ
ま
な
建
築
的
工
夫
を
取
り
上
げ
ま

し
た
。沖
縄
の
伝
統
建
築
に
見
ら
れ
る
日

射
や
雨
を
遮
る
た
め
の「
雨
端
」や
、直

射
日
光
を
遮
る「
花
ブ
ロ
ッ
ク
」な
ど
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、通
風
に
配

慮
し
て
設
計
さ
れ
て
お
り
、
暑
い
夏
を

涼
し
く
過
ご
す
た
め
の
工
夫
が
見
ら
れ

ま
す
。

　

第
4
回
は
、小
樽
の
石
造
建
築
を
取
り

上
げ
、明
治
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
建
て

ら
れ
た
独
特
の
木
骨
石
造
や
、コ
ン
バ
ー

ジ
ョ
ン
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
か
つ
て
の

倉
庫
群
や
銀
行
を
紹
介
し
ま
し
た
。街
の

中
心
部
に
は
、多
く
の
歴
史
的
建
造
物
が

コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
り
再
活
用
さ
れ
、

次世代の
新たなエネルギーの

在り方

最終回

名護市庁舎のアサギテラス

京
都
の
町
家
建
築

打
ち
水
に
よ
り
周
囲
の
空
気
を
冷
や
す



15 COOL&HOT No.42

世
の
中
で
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
が
す

す
む
中
、１
０
０
年
以
上
に
わ
た
っ
て
建

物
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

 　

第
13
回
に
は
、日
本
の
木
造
建
築
の
代

表
と
も
い
え
る
社
寺
を
取
り
上
げ
、伝
統

建
築
に
ゼ
ロ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ハ
ウ
ス（
Ｚ

Ｅ
Ｈ
）の
ヒ
ン
ト
を
探
り
ま
し
た
。社
寺

建
築
の
深
い
軒
の
出
は
、日
射
遮
蔽
や
雨

除
け
の
役
割
も
果
た
し
ま
す
。ま
た
、大

き
な
開
口
部
や
深
い
天
井
懐
は
、自
然
換

気
に
適
し
て
お
り
、エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
を

削
減
す
る
シ
ス
テ
ム
が
、建
築
的
工
夫
に

よ
っ
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。 

　

第
14
回
は
、一
人
あ
た
り
の
一
次
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
量
が
、47
都
道
府
県
中
、最

も
少
な
い
沖
縄
県
に
あ
る
竹
富
島
に
お

け
る
島
の
暮
ら
し
を
紹
介
し
ま
し
た
。さ

ん
ご
の
白
砂
の
路
地
、石
灰
岩
の
石
垣
、

赤
瓦
の
民
家
で
構
成
さ
れ
る
集
落
は
、地

域
の
材
料
を
用
い
て
、気
候
に
調
和
し
た

町
並
み
を
形
成
し
て
い
ま
す
。一
部
に
は

エ
ア
コ
ン
も
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
が
、自

然
の
流
れ
と
一
体
と
な
っ
た
島
の
生
活

は
、今
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　

京
町
家
、正
倉
院
、名
護
市
庁
舎
、石

造
建
築
、社
寺
建
築
、沖
縄
の
民
家
、こ

れ
ら
は
、い
ず
れ
も
建
築
計
画
上
の
工

夫
、
材
料
の
工
夫
が
特
徴
的
な
建
築
物

で
す
。こ
う
し
た
工
夫
に
よ
り
、自
然
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
有
効
に
使
い
、化
石
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
な
る
べ
く
使
わ
ず
に
、建
築
そ
の

も
の
や
、そ
こ
で
生
活
す
る
人
、モ
ノ
が

生
き
続
け
て
い
る
の
で
す
。

　

第
5
回
は
、町
中
に
用
水
路
が
張
り
巡

ら
さ
れ
て
い
る
郡
上
八
幡
を
取
り
上
げ
、

地
の
利
を
活
か
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
と
発
電

防
火
用
水
や
生
活
用
水
な
ど
の
水
の
多

目
的
利
用
に
つ
い
て
考
察
し
ま
し
た
。郡

上
八
幡
の
水
利
用
は
、「
水
」
と
い
う
地

域
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
き
れ
い
に
、そ
し
て

大
切
に
多
目
的
利
用
す
る
モ
デ
ル
事
例

と
い
え
ま
す
。 　

 

　

第
6
回
は
、
郡
上
八
幡
の
冷
水
に
対

比
さ
せ
、温
水
イ
ン
フ
ラ
に
注
目
し
ま
し

た
。温
泉
自
然
湧
出
量
日
本
一
を
誇
る
草

津
温
泉
を
取
り
上
げ
、温
泉
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
よ
る
温
水
供
給
や
道
路
の
融
雪
を
紹

介
し
ま
し
た
。温
泉
と
い
う
地
熱
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
利
用
し
た
温
水
給
湯
に
よ
り
、灯

油
を
利
用
し
た
給
湯
に
比
べ
、Ｃ
Ｏ
２
排

出
量
削
減
と
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
貢
献
し

て
い
ま
す
。 

　

第
7
回
は
、さ
ん
ご
礁
が
隆
起
し
て
で

き
た
離
島
の
宮
古
島
で
行
わ
れ
て
い
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
を
紹
介
し
ま

し
た
。サ
ト
ウ
キ
ビ
か
ら
つ
く
ら
れ
る
バ

イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
や
太
陽
光

発
電
、風
力
発
電
も
行
わ
れ
て
お
り
、地

理
条
件
を
活
か
し
な
が
ら
、独
自
に
地
球

温
暖
化
対
策
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

　

宮
古
島
で
は
、一
昨
年
秋
よ
り
、離
島

独
立
型
系
統
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
実
証

事
業
が
す
す
め
ら
れ
、４
MW
の
太
陽
光
発

電
設
備
と
N
A
S
電
池
、４・
２
MW
の
風

力
発
電
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
8
回
は
、温
暖
多
雪
地
帯
と
い
わ
れ

る
上
越
市
の
雪
利
用
を
テ
ー
マ
と
し
ま

し
た
。日
本
で
も
有
数
の
豪
雪
地
帯
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
上
越
で
は
、古
く
か
ら

雪
の
冷
熱
利
用
が
行
わ
れ
、町
ぐ
る
み
で

雪
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
普
及
に
力
を
入

れ
て
い
ま
す
。雪
冷
房
を
行
っ
て
い
る
建

築
物
の
ほ
か
、雪
の
冷
熱
を
利
用
す
る
農

産
物
の
貯
蔵
施
設
が
多
数
見
ら
れ
、
上

越
で
は
、雪
を
克
服
し
、蓄
え
た
雪
を
利

用
す
る
こ
と
で
克
雪
か
ら
利
雪
へ
と
変

わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

　

第
9
回
は
、高
知
県
梼
原
町
を
取
り
上

げ
、山
間
部
の
町
に
お
け
る
森
林
や
太
陽

光
、風
を
利
用
し
た
独
自
の
町
お
こ
し
を

紹
介
し
ま
し
た
。ペ
レ
ッ
ト
を
製
造
し
、

町
内
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
考
え

方
か
ら
、Ｃ
Ｏ
２
削
減
を
図
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、風
力
発
電
の
売
電
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
利
益
は
、住
宅
の
太
陽
光
発
電
設
備

や
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
の
設
置
に
対
す
る
補

助
金
に
充
て
る
な
ど
、梼
原
町
独
自
の
事

業
ス
キ
ー
ム
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
10
回
は
、大
分
県
九
重
町
で
40
年
以

上
も
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
地
熱
利
用

に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
し
た
。九
重
町
で

は
、１
９
６
７
年
か
ら
豊
富
な
地
熱
資
源

を
発
電
に
利
用
し
て
お
り
、日
本
一
の
地

熱
発
電
量
を
誇
り
ま
す
。発
電
過
程
で
得

小
樽
の
木
骨
石
造
建
築

か
つ
て
の
銀
行
が
店
舗
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る

郡上八幡の水舟

雪冷熱を利用したワインの貯蔵所

町産木材を100％使った梼原町総合庁舎

宮古メガソーラー実証研究設備
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行
政
と
民
間
が
一
体
と
な
っ
た
町
お
こ
し

ら
れ
る
蒸
気
を
利
用
し
て
温
水
を
つ
く

り
地
域
に
供
給
す
る
な
ど
、町
民
の
生
活

に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　

郡
上
八
幡
や
草
津
、宮
古
島
、梼
原
町
、

九
重
町
で
は
、地
の
利
を
活
か
し
た
エ
ネ

ル
ギ
ー
利
用
や
発
電
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
自
然
の
力
を
利
用
し
て
創
ら
れ
た

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、そ
の
地
で
有
効
に
使
わ

れ
、余
剰
分
は
周
辺
地
域
に
も
供
給
さ
れ

て
い
ま
す
。 

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ベ
ス
ト
ド
レ
ッ
サ
ー
と

し
て
取
り
上
げ
た
建
築
物
や
町
が
あ
る

場
所
は
、島
の
集
落
で
あ
っ
た
り
、観
光

地
で
あ
っ
た
り
、地
方
都
市
で
あ
っ
た
り

と
さ
ま
ざ
ま
で
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
、

ス
ケ
ー
ル
に
応
じ
た
取
り
組
み
が
行
わ

れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

第
11
回
は
、日
本
で
初
め
て
環
境
モ
デ

ル
都
市
づ
く
り
宣
言
を
行
っ
た
水
俣
市
に

お
け
る
環
境
の
ま
ち
づ
く
り
を
紹
介
し
ま

し
た
。ご
み
の
分
別
か
ら
始
ま
っ
た
環
境

保
全
へ
の
取
り
組
み
は
、「
エ
コ
・
シ
ョ
ッ

プ
」
制
度
、「
地
区
環
境
協
定
」「
村
ま
る

ご
と
生
活
博
物
館
」制
度
、市
民
独
自
の

「
水
俣
版
環
境
Ｉ
Ｓ
Ｏ
」な
ど
、数
多
く
広

が
っ
て
い
ま
す
。過
去
か
ら
受
け
継
が
れ

た
環
境
に
対
す
る
強
い
想
い
が
未
来
を
担

う
子
ど
も
た
ち
に
浸
透
し
、市
民
の
意
識

改
革
に
留
ま
ら
ず
、地
域
の
活
性
化
や
町

お
こ
し
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

第
12
回
は
、北
海
道
の
２
事
例
を
取
り

上
げ
、地
域
の
人
々
が
独
自
に
行
っ
て
い

る
ソ
フ
ト
面
で
の
取
り
組
み
を
テ
ー
マ

と
し
ま
し
た
。恵
庭
市
に
工
場
を
構
え
る

あ
る
企
業
で
は
、「
ナ
タ
ネ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」と
称
し
て
、食
料
、廃
油
、飼
料
、肥

料
、燃
料
を
地
域
で
循
環
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
を
目
指

し
て
い
ま
す
。廃
食
用
油
は
、地
域
の
家

庭
か
ら
も
回
収
さ
れ
、地
域
団
体
や
市
内

の
小
学
校
・
保
育
園
も
協
力
。地
域
の
家

庭
や
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
町
全
体
で

取
り
組
む
こ
と
で
、普
及
効
果
を
上
げ
て

い
ま
す
。

　

第
15
回
は
、近
年
、都
市
部
で
増
え
て

い
る
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
事
業
に
つ
い
て
調

査
し
ま
し
た
。新
潟
市
で
は
、市
と
市
民

協
働
の
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
事
業
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。放
置
自
転
車
対
策
と
中
心

商
店
街
の
活
性
化
を
目
的
と
し
て
始
ま

り
、市
民
の
買
い
物
や
ビ
ジ
ネ
ス
、観
光

の
足
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
ま
す
。 

　

東
京
都
世
田
谷

区
で
は
、駐
輪
場
屋

根
に
設
置
し
た
太

陽
光
パ
ネ
ル
で
発
電

し
た
電
力
を
、電
動

ア
シ
ス
ト
自
転
車

の
バ
ッ
テ
リ
ー
の
充

電
に
利
用
し
て
い
ま

す
。こ
の
よ
う
な
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利

用
し
た
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
も
、各
地
で
普

及
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

　

水
俣
や
恵
庭
で
行
わ
れ
て
い
る
環
境

施
策
、
新
潟
の
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
事
業

は
、行
政
と
民
間
が
一
体
と
な
っ
て
行
っ

て
お
り
、
主
体
と
な
っ
て
動
い
て
い
る

人
々
は
、
誰
も
が
生
き
生
き
と
し
て
い

ま
し
た
。そ
の
姿
勢
は
、町
全
体
の
活
性

化
に
も
つ
な
が
り
、町
お
こ
し
の
一
助
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の

ベ
ス
ト
ド
レ
ッ
サ
ー 

　

数
年
間
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
建

築
物
や
都
市
を
取
り
上
げ
て
き
た
中
で
、

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ベ
ス
ト
ド
レ
ッ
サ
ー
」

の
定
義
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。各
テ
ー
マ
に
共
通
す

る
の
は
、都
市
の
個
性
が
失
わ
れ
つ
つ
あ

る
現
代
に
お
い
て
、個
性
を
発
揮
し
な
が

ら
、地
域
性
に
合
っ
た
建
築
物
が
つ
く
ら

れ
、街
づ
く
り
が
行
わ
れ
、環
境
に
対
す

る
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。実
際
に
足
を
運
ぶ
と
、そ
の

強
い
個
性
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。地
球
温
暖
化
防
止
、Ｃ
Ｏ
２
削
減

と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
が
社
会
に
課
せ

ら
れ
て
い
る
今
、設
備
シ
ス
テ
ム
だ
け
で

な
く
、建
築
シ
ス
テ
ム
や
都
市
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
も
、個
性
を
大
切
に
し
な
が
ら

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
取
り
組
む
べ
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

衣
装
の
ベ
ス
ト
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、そ
の

個
性
や
身
体
に
合
っ
た
着
こ
な
し
が
評

価
さ
れ
ま
す
。
地
域
の
気
候
風
土
や
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
と
い
う
体
に
合
っ
た
着
こ

な
し
が
で
き
、地
域
特
性
を
活
か
し
て
個

性
を
存
分
に
発
揮
し
て
い
る
建
築
物
や

都
市
こ
そ
が
、エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ベ
ス
ト
ド

レ
ッ
サ
ー
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　

地
域
特
性
を
活
か
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
計
画
す
る
こ
と
や
、建
築
や
都
市
の
設

計
を
す
る
こ
と
が
、わ
れ
わ
れ
の
果
た
す

べ
き
役
割
で
あ
る
と
、シ
リ
ー
ズ
を
通
じ

て
認
識
を
新
た
に
し
ま
し
た
。 

　

地
球
が
生
き
続
け
る
た
め
に
は
、次
世

代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
私
た
ち
が
直

面
し
て
い
る
課
題
や
そ
の
解
決
策
、環
境

を
大
切
に
す
る
心
を
伝
え
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
す
。家
庭
や
学
校
、社
会
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
場
で
小
さ
い
頃
か
ら
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
ふ
れ
る
こ
と
が
、明
る
い
未
来
へ

つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
蓄
え
る
」研
究
会

地
熱
を
利
用
し
た
九
重
温
泉

水
俣
市
大
川
地
区
の
「
お
宝
マ
ッ
プ
」
と
地
区
環
境

協
定
が
書
か
れ
た
看
板

バイオディーゼル燃料化プラントと
バイオエタノールの精製過程

新
潟
市
の
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
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第 1回（2004. No.19）
ヒートポンプ機能を利用して
涼しさを演出する京都の町家建築

●通風
●打ち水
●京町家

第 2 回（2005. No.21）
木の構造による天然の調湿機能を
活用した奈良東大寺 正倉院

●調湿機能
●木造建築
●正倉院

第 3 回（2005. No.22）
沖縄の気候・風土と融合した
名護市役所庁舎

●日射遮蔽
●風の道
●名護市庁舎

第 4 回（2006. No.24）
姿を変えて生き続ける街・小樽

●石造建築
●木骨石造
●歴史的建造物

第 13 回（2010. No.37）
日本の気候風土と調和して千年以上
受け継がれてきた社寺建築

●伝統工法
●宮大工
●社寺建築

第 7 回（2007. No.28）
エネルギーの地産地消を目指して
～沖縄・宮古島の取り組み

●バイオマス
●太陽光発電
●風力発電

第 6 回（2007. No.27）
溢れる大地のエネルギーに
育まれる町・草津

●温泉
●温水供給

第 14 回（2011. No.39）
気候風土がつくり出す離島の集落
竹富島

●伝統的民家
●伝統的建造物
　群保存地区

第 9 回（2008. No.31）
地産エネルギーで町おこし ～四国の
四万十川上流・梼原町の取り組み～

第 8 回（2008. No.30）
季節を越えるエネルギー 
～利雪のふるさと新潟・上越に学ぶ～

●雪冷房
●利雪
●雪室

第 11回（2009. No.34）
過去のイメージを払拭し

「環境先進都市」水俣へ
●環境行動
●環境モデル都市
●水俣版 ISO

●木材利用
●ペレット
●風力発電

第 15 回（2011. No.40）
自転車が行き交う街づくり

●街づくり
●市民ボランティア
●レンタサイクル

第 12 回（2010. No.36）
北海道で家庭・企業が連携　
地域ぐるみで CO₂ を削減

●バイオ燃料
●廃食用油利用
●カーボンオフ
  セット

第 10 回（2009. No.33）
日本を代表する地熱タウン・九重町

●地熱発電
●熱水利用

京都の町家建築（京都府） 奈良東大寺 正倉院（奈良県） 名護市役所庁舎（沖縄県）

小樽の倉庫群（北海道） 常顕寺の屋根（神奈川県）

宮古島のサトウキビ畑（沖縄県）

第 5 回（2006. No.25）
清らかな水の恵みを
活かす町・郡上八幡

●用水路
●防火用水
●水舟

郡上八幡の用水路（岐阜県）

草津の湯畑（群馬県）竹富島の集落（沖縄県）

山々に囲まれた梼原町の中心部（高知県）小学校の雪室（新潟県）
「エコ・ショップ」ステッカー
（熊本県）

レンタサイクルステーション（新潟県）地元企業による課外授業の様子（北海道）
国内最大級の地熱発電能力を持つ八丁原発電所

（大分県）


