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文・阿部健一 

Commons : 
東
日
本
大
震
災
は
、
高
度
に
発
展
し
安
定
し

て
い
る
と
思
っ
て
い
た
日
本
社
会
の
脆
弱
性

を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
地
方
の
自
立
力
、

創
造
力
が
極
端
に
弱
体
化
し
て
い
る
現
実
も

明
ら
か
に
し
た
。
物
理
的
な
豊
か
さ
と
生
活
の

利
便
性
を
重
視
し
て
き
た
日
本
社
会
の
負
の

側
面
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
大
切
に
す
べ
き

も
の
を
取
り
違
え
て
い
た
よ
う
だ
。 

 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
「
本
当
に
大
切
な
も

の
」
に
つ
い
て
議
論
し
た
い
。
欧
米
で
注
目
さ

れ
て
い
る
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
い
う
考
え
方
を
紹

介
す
る
が
、
こ
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
は
、
実
は
日

本
社
会
が
培
っ
て
き
た
貧
し
さ
を
分
か
ち
あ

う
た
め
の
工
夫
で
あ
る
。
豊
か
に
な
っ
た
今

日
、
必
要
な
の
は
豊
か
さ
を
分
か
ち
あ
う
、
あ

ら
た
な
コ
モ
ン
ズ
と
考
え
て
い
る
。 
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コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇 

コ
モ
ン
ズ
、
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ズ
研
究
と
い
う
と
、 

最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
が
「
コ
モ
ン
ズ
の
悲

劇
」
で
す
。
こ
れ
は
一
九
六
八
年
に
「
サ
イ
エ
ン
ス
」

と
い
う
雑
誌
に
ギ
ャ
レ
ッ
ト
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
が
書
い

た
論
文
で
す
。
彼
自
身
は
経
済
学
者
で
は
な
く
て
生

物
学
者
な
の
で
す
が
、
彼
が
書
い
た
論
文
が
実
は
一

番
有
名
な
の
で
す
。「
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
」
で
彼
は
何

を
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
コ
モ
ン
ズ
は
あ
ま
り

よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
「
コ
モ
ン
ズ
の
悲

劇
」
と
い
う
論
文
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体

が
、
コ
モ
ン
ズ
研
究
、
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ハ
ー
デ
ィ
ン
が
こ
の
論
文
を
書
い

て
三
十
～
四
十
年
た
ち
ま
す
が
、
コ
モ
ン
ズ
と
い
う

概
念
が
新
し
い
も
の
、
む
し
ろ
、
も
し
か
し
た
ら
二
十

阿
部 

健
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一
世
紀
の
中
心
的
な
考
え
方
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
よ
う
な
方
向
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ

い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

「
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
」
で
の
コ
モ
ン
ズ
と
は
、「
共

有
地
」
と
訳
し
て
さ
ほ
ど
問
題
が
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
牧
草
地
の
こ
と
を
彼
は
例
と
し
て

取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
が
利
用
で
き
る
牧
草

地
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
牛
を
飼
っ
て
い
る
人

た
ち
、
羊
を
飼
っ
て
い
る
人
た
ち
は
「
み
ん
な
が
使
え

る
の
だ
っ
た
ら
」
と
い
っ
て
自
分
勝
手
に
で
き
る
だ

け
早
い
う
ち
に
、
い
い
草
が
自
分
の
と
こ
ろ
の
牛
や

羊
に
食
べ
さ
せ
て
や
れ
る
と
い
っ
て
、
後
先
を
考
え

ず
に
利
用
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
結
果
ど
う
な
る

か
と
い
う
と
、
共
有
地
が
荒
れ
果
て
て
し
ま
う
わ
け

で
す
。 

 

「
共
有
資
源
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
ハ
ー
デ
ィ
ン
の
言
葉
で
す
。
共
有
資
源
は
自

由
に
ア
ク
セ
ス
し
て
誰
で
も
勝
手
に
使
え
る
の
で
、

そ
の
結
果
、
資
源
が
、
こ
の
場
合
は
草
地
、
草
原
は
牛
、

羊
と
い
っ
た
も
の
の
餌
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の

の
乱
用
、
枯
渇
を
招
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う

に
コ
モ
ン
ズ
を
否
定
し
た
上
で
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
自
身

は
「
そ
う
で
は
な
い
、
資
源
管
理
の
た
め
に
は
二
つ
の

方
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
サ
ゼ
ス
チ

ョ
ン
を
し
て
い
ま
す
。 

 

ハ
ー
デ
ィ
ン
の
論
文
、
研
究
を
受
け
て
、
そ
の
後
の

研
究
者
た
ち
が
「
や
は
り
共
有
は
よ
く
な
い
。
コ
モ
ン

ズ
は
よ
く
な
い
よ
。
も
っ
と
ほ
か
の
考
え
方
を
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
っ
た
主
張
を
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
二
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

い
う
と
、
一
つ
は
公
有
で
、
も
う
一
つ
は
私
有
と
い
う

こ
と
で
す
。
公
有
と
は
、
み
ん
な
に
と
っ
て
貴
重
な
資

源
だ
か
ら
、
例
え
ば
国
な
ど
が
し
っ
か
り
と
公
的
に

管
理
し
ま
し
ょ
う
、
資
源
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
例

え
ば
法
律
な
ど
で
き
ち
っ
と
制
限
し
ま
し
ょ
う
と
い

う
考
え
方
で
す
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、「
い
や
い
や
、
そ
れ
で
は
駄
目

だ
。
む
し
ろ
民
営
化
し
た
方
が
い
い
」
と
い
う
の

が
私
有
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
共
有
の

資
源
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
所
有
者
を
決
め
て

し
ま
お
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
い

う
こ
と
か
と
い
う
と
、
市
場
原
理
に
任
せ
ま
し
ょ

う
と
い
う
こ
と
で
す
。
み
ん
な
の
資
源
を
個
別
に

そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う

も
の
が
だ
ん
だ
ん
希
少
に
な
っ
て
少
な
く
な
れ

ば
値
段
が
上
が
る
か
ら
、
み
ん
な
が
大
切
に
使
う

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
市
場
原
理
に
任

せ
た
方
が
う
ま
く
い
く
と
い
う
の
が
も
う
一
方

の
主
張
で
す
。 

 

公
有
か
、
私
有
か
と
い
う
争
い
が
ず
っ
と
続
け 

ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
ハ
ー
デ
ィ
ン
が
特
に
共
有
資

源
、
コ
モ
ン
ズ
と
言
っ
た
と
き
に
想
定
し
て
い
た
も

の
は
、
牧
草
と
か
、
森
林
と
か
、
あ
る
い
は
漁
場
も
そ

の
中
の
一
つ
か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
水
で
す
ね
。

そ
う
い
う
み
ん
な
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
を
想
定
し

て
い
ま
し
た
。
油
田
な
ど
も
当
時
は
共
有
資
源
で
、
誰

で
も
使
え
る
も
の
で
し
た
。
た
だ
、
今
は
も
ち
ろ
ん
全

く
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
油
田
も
い
ろ
い
ろ
な
メ

ジ
ャ
ー
、
石
油
会
社
が
私
的
に
所
有
し
て
、
民
営
化
し

て
い
る
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

               あべ・けんいち 

総合地球環境学研究所教

授。1958 年生まれ。京

都大学大学院農学研究科

熱帯農学専攻博士課程中

退。東南アジア熱帯林で

生態学調査を続け、その

過程で環境問題の文化

的・社会的側面に興味を 

持つ。現在の専門は環境人類学・相関地域研究。編著に「生

物多様性―子どもたちにどう伝えるか」（昭和堂）、”Good 

Earths: Regional and Historical Insights into 

China’s Environment”（京都大学学術出版会）など。 

Ken-ichi ABE 
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コ
モ
ン
ズ
の
再
発
見 

 

三
十
～
四
十
年
近
く
に
わ
た
り
、
こ
の
二
つ
の
考

え
方
の
ど
ち
ら
が
い
い
の
か
と
い
う
議
論
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
決

着
は
つ
き
ま
せ
ん
。
つ
い
た
と
い
う
言
い
方
も
で
き

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
公
有
と
い
う
考

え
方
を
主
張
し
て
い
た
の
は
社
会
主
義
の
国
々
で
す
。

一
方
で
、
私
有
を
主
張
し
て
き
た
の
は
自
由
主
義
の

国
で
す
。
そ
う
い
っ
た
面
か
ら
政
治
的
な
と
こ
ろ
に

目
を
向
け
る
と
決
着
が
つ
き
ま
し
た
。
で
も
、
決
着
が

つ
い
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
結
果
ど
う
な
っ
た

か
、
そ
ち
ら
の
方
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

後
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
気
が
付
い
て
み
る
と
、
地

球
の
資
源
が
枯
渇
し
て
い
る
の
で
す
。
結
局
ど
ち
ら

も
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
揚
げ
句
の
果
て
に
、
そ

の
結
果
と
し
て
地
球
の
環
境
自
体
が
汚
染
さ
れ
て
、

地
球
環
境
問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。 

 

や
は
り
公
有
で
も
私
有
で
も
駄
目
な
の
で
は
な
い

か
。
み
ん
な
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
は
、
公
有
で
も
私

有
で
も
駄
目
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
再
び
共

有
と
い
う
こ
と
に
注
目
が
集
ま
り
は
じ
め
ま
す
。
こ

の
と
き
の
共
有
、
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ズ
と
は
、
自
主
管

理
を
伴
う
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
自
主

管
理
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
切
な
の
で
す
。
先
ほ
ど
ハ

ー
デ
ィ
ン
の
「
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
」
を
紹
介
し
ま
し
た

が
、
そ
の
と
き
に
は
自
主
管
理
と
い
う
こ
と
は
想
定

し
て
お
り
ま
せ
ん
。
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
と
い
う
言

い
方
を
し
ま
す
が
、
規
制
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
誰

で
も
自
由
に
資
源
を
利
用
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い

ま
す
。 

 

し
か
し
、
共
有
の
も
の
を
自
分
た
ち
で
き
ち
っ
と

管
理
す
る
と
か
、
規
制
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と 

し
て
あ
る
な
ら
ば
、
共
有
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ズ
と
い

う
考
え
方
は
、
む
し
ろ
公
有
、
私
有
と
い
っ
た
も
の
に

比
べ
る
と
は
る
か
に
有
効
に
資
源
管
理
で
き
る
。
そ

の
結
果
と
し
て
、
環
境
保
全
に
役
に
立
つ
の
で
は
な

い
か
。
わ
れ
わ
れ
研
究
者
は
ず
っ
と
そ
う
い
う
主
張

を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
大
き
な
う
ね
り
と

な
っ
た
の
は
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
も
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
一
番
大
事

な
こ
と
は
、
共
有
資
源
に
利
害
関
係
を
持
つ
当
事
者

で
す
。
一
番
大
事
な
の
は
こ
の
点
な
の
で
す
。
実
際
に

そ
の
利
害
を
受
け
る
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
、
利

用
あ
る
い
は
保
全
す
る
組
織
を
自
分
た
ち
で
作
る
、

つ
ま
り
自
主
組
織
と
い
っ
た
も
の
が
非
常
に
大
事
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

コ
モ
ン
ズ
と
い
う
考
え
方
は
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
の
こ

ろ
か
ら
ど
ん
ど
ん
新
し
い
意
味
、
広
が
り
を
持
っ
て

き
ま
す
。
昔
は
「
コ
モ
ン
ズ
＝
共
有
地
」
で
問
題
は
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
む
し
ろ
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て

か
ら
の
コ
モ
ン
ズ
は
、
自
分
た
ち
が
恩
恵
を
被
る
で

あ
ろ
う
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
害
を
被
る
で

あ
ろ
う
も
の
に
対
し
て
自
分
た
ち
で
ル
ー
ル
を
決
め

て
、
自
分
た
ち
で
き
ち
っ
と
管
理
す
る
こ
と
が
、
今
こ

の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
大
切
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え

方
に
随
分
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

ま
さ
に
自
分
た
ち
で
将
来
ど
う
な
る
か
を
考
え
る
。

自
分
の
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
、
子
孫
の
こ
と
も
考
え

て
、
そ
れ
な
ら
ば
こ
う
い
う
ル
ー
ル
を
き
ち
ん
と
作

り
ま
し
ょ
う
と
。
そ
し
て
、
法
的
に
規
制
さ
れ
る
わ
け

で
も
全
く
な
く
て
、
自
分
た
ち
で
そ
れ
を
し
っ
か
り

守
っ
て
い
く
自
治
と
い
う
考
え
方
で
す
。
ど
こ
に
で

も
自
治
は
昔
か
ら
あ
り
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
自
治
、
あ

る
い
は
自
立
と
言
っ
た
方
が
い
い
で
し
ょ
う
か
、
そ

う
い
う
考
え
方
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。 

 

オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
の
事
例
研
究 

 

そ
の
一
つ
の
象
徴
的
な
出
来
事
が
、
二
〇
〇
九
年

に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
エ
リ
ノ
ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム

教
授
が
受
賞
し
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
オ
ス
ト
ロ

ム
教
授
が
な
ぜ
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
か

と
い
う
と
、
ま
さ
に
コ
モ
ン
ズ
の
実
証
的
・
理
論
的
研

究
を
し
た
か
ら
で
、
こ
れ
は
今
ま
で
の
経
済
学
で
は

あ
り
得
な
い
よ
う
な
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
は
ど
う
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い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
理
論
で
は
な
く
実
証
的
な

研
究
を
重
視
し
た
こ
と
が
、
今
ま
で
の
ノ
ー
ベ
ル
経

済
学
賞
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
こ

ち
ら
の
方
が
大
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
競
争
よ
り

も
協
力
を
重
視
し
た
こ
と
で
す
。
今
ま
で
の
経
済
学

は
競
争
の
方
を
重
視
し
て
き
た
の
で
す
。 

 
 

                  

実
際
に
、
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
は
い
ろ
い
ろ
な
事
例

研
究
を
し
て
い
ま
す
。
ご
自
身
で
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

の
地
下
水
の
自
主
的
な
組
織
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て

い
ま
す
。
地
下
水
も
共
有
資
源
で
す
が
、
ど
こ
か
で
誰

か
が
そ
れ
を
無
制
限
に
使
っ
て
し
ま
う
と
ど
う
な
る

か
。
地
下
水
は
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
カ
リ
フ
ォ 

ル
ニ
ア
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
場
合
、
地

下
水
が
ど
ん
ど
ん
過
剰
に
使
わ
れ
る
と

海
水
が
混
じ
る
の
で
、
み
ん
な
が
被
害

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
て
自
主
的
な
組
織
が
で
き
て
、
き

ち
っ
と
管
理
す
る
の
で
す
。
こ
れ
が
一

つ
の
例
で
す
。 

 

全
部
で
七
つ
か
八
つ
挙
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
彼
女
自
身
が
驚
き
を
持

っ
て
紹
介
し
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
日
本
の
北
富

士
の
入
会
林
野
制
度
で
、
極
め
て
完
成

度
の
高
い
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
総
有
と
い
う
共

有
よ
り
も
さ
ら
に
上
の
段
階
の
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

あ
る
い
は
差
等
入
会
、
差
が
あ
っ
て

等
し
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
れ
は

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
例
え
ば 

み
ん
な
平
等
に
と
い
う
の
は
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
例
え
ば
経
済
的
に
豊
か
な
人
も
い
れ
ば
、
貧
し

い
人
も
い
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
に
一
律
に
同
じ
よ
う

な
利
用
の
仕
方
で
、
共
有
資
源
は
こ
の
場
合
だ
と
森

林
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
平
等
に
分
か
ち
与
え
る

の
で
は
な
く
て
、
差
が
あ
る
な
ら
ば
そ
の
差
を
埋
め

る
よ
う
な
形
で
配
慮
す
る
方
が
、
結
局
は
み
ん
な
が

等
し
く
な
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。 

 

例
え
ば
、
キ
ノ
コ
採
り
の
口
開
け
の
日
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
と
き
に
み
ん
な
一
斉
に
で
は
な
く
て
、
お
父

さ
ん
を
亡
く
し
て
貧
し
い
家
庭
が
あ
れ
ば
、「
あ
の
家

は
貧
し
い
か
ら
、
口
開
け
の
日
よ
り
も
先
に
キ
ノ
コ

を
採
り
に
行
っ
て
は
ど
う
だ
。
あ
な
た
の
と
こ
ろ
は

息
子
さ
ん
も
立
派
だ
か
ら
少
し
我
慢
し
て
お
き
な
さ

い
よ
」
と
い
う
配
慮
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ

は
そ
の
地
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
よ
く
知
っ
て

い
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
信

頼
関
係
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
の
で
す
。
こ
の
と
き

に
何
が
大
事
か
と
い
う
と
、
こ
う
し
た
差
等
入
会
と

い
う
制
度
を
支
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
在
り
方
、
あ

る
い
は
そ
こ
で
の
自
治
の
在
り
方
が
問
わ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。 

 

オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
ご
自
身
は
、
事
例
研
究
に
あ
っ

た
北
富
士
を
訪
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
が
、
ち
ょ

っ
と
し
た
縁
が
あ
り
、
こ
の
た
び
六
月
三
日
か
ら
七
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日
に
か
け
て
、
北
富
士
で
第
十
四
回
国
際
コ
モ
ン
ズ

学
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
オ

ス
ト
ロ
ム
教
授
が
始
め
た
世
界
大
会
で
、
二
年
に
一

回
開
か
れ
ま
す
。 

 

重
要
な
の
は
こ
の
主
催
者
で
、
富
士
吉
田
市
ほ
か

二
カ
村
恩
賜
県
有
財
産
組
合
に
な
り
ま
す
。
恩
賜
林

組
合
と
簡
単
に
呼
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、

ま
さ
に
そ
の
当
事
者
で
あ
る
、
入
会
制
度
を
守
っ
て

き
た
人
た
ち
の
組
織
が
こ
の
世
界
大
会
を
主
催
す
る

の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
人
間
文
化
研
究
機
構
も
い
わ
ば

大
学
に
お
け
る
コ
モ
ン
ズ
で
、
共
有
資
源
の
よ
う
に

考
え
て
お
り
、
学
術
面
で
は
わ
れ
わ
れ
が
サ
ポ
ー
ト

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
コ
モ
ン
ズ
の
当
事
者

が
主
催
す
る
こ
と
は
、
十
四
回
の
大
会
で
初
め
て
だ

そ
う
で
す
。 

 

も
う
一
つ
は
、
先
進
国
で
開
催
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
コ
モ
ン
ズ
は
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
実
は
日
本
の
ま
さ
に
伝
統
的
な
も
の
な

の
で
す
。
入
会
、
あ
る
い
は
講
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。 

 

結
は
、
み
ん
な
が
一
緒
に
働
く
と
い
う
仕
組
み
、
制

度
で
す
。
あ
る
い
は
惣
も
中
世
の
自
治
組
織
で
す
。
京

都
に
も
あ
り
ま
し
た
。
京
都
の
町
は
き
ち
っ
と
建
物

が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
町
衆
が
み
ん
な
で

「
お
れ
た
ち
の
町
は
こ
う
し
よ
う
」
と
い
う
考
え
で 

              

決
め
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
を
惣
、
あ
る
い
は
「
す

べ
て
」
と
い
う
呼
び
方
を
し
ま
す
。 

特
に
今
回
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
自
身
が
ぜ
ひ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
が
、
震
災
の
中
で
コ
モ
ン
ズ
、
あ
る

い
は
コ
モ
ン
ズ
の
考
え
方
を
ど
の
よ
う
に
生
か
せ
る

か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
話
し
て
み
た
い
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
右
の
写
真
は
昨
年
三
月
、
亡

く
な
ら
れ
る
三
カ
月
前
に
ロ
ン
ド
ン
で
お
会
い
し
た

と
き
で
す
。
本
当
に
楽
し
み
に
し
て
お
ら
れ
ま
し
た

が
、
残
念
な
が
ら
昨
年
六
月
に
お
亡
く
な
り
に
な
り

ま
し
た
。 

 

競
争
か
ら
協
調
へ 

 

も
う
一
度
繰
り
返
し
ま
す
が
、

競
争
よ
り
も
協
力
と
い
う
こ
と

で
す
。
た
だ
資
源
で
は
な
く
て
、

そ
の
背
景
に
あ
る
コ
モ
ン
ズ
の

考
え
方
の
共
感
が
極
め
て
大
事

な
の
で
す
。
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
ご

自
身
が
「
協
働
」
と
い
う
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。 

『working together

』
は
最
後

に
書
か
れ
た
本
の
タ
イ
ト
ル
で

す
。
い
ろ
い
ろ
な
形
で
、
も
し
か

し
た
ら
利
害
関
係
も
ぶ
つ
か
る 

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
が
ど
の
よ

う
に
共
通
の
目
的
の
た
め
に
協
力
し
合
え
る
か
と
い

う
こ
と
を
「
協
調
行
動
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

コ
モ
ン
ズ
と
い
う
考
え
方
自
体
が
実
に
豊
か
な
広
が

り
を
持
ち
、
も
し
か
す
る
と
二
十
一
世
紀
に
大
き
く

世
の
中
を
変
え
る
根
底
に
あ
る
よ
う
な
考
え
方
に
な

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

日
本
で
も
そ
う
で
す
が
、
個
別
に
独
立
し
て
、
小
さ

な
小
さ
な
社
会
を
変
え
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
も
の
に
は
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
ま

故エリノア・オストロム教授（写真右）と共に 
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せ
ん
。
そ
れ
に
名
前
を
付
け
る
と
す
る
と
、
も
し
か
し

た
ら
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
シ
ェ
ア
と
い
う
運
動
も
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
動

き
の
一
つ
で
す
が
、
そ
う
い
う
形
で
あ
る
小
さ
な
動

き
で
す
。
そ
し
て
、
震
災
を
機
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が

社
会
を
大
き
く
変
革
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
今
ま
で
の
わ

れ
わ
れ
の
生
き
方
、
あ
る
い
は
そ
れ
の
基
に
な
っ
て

き
た
価
値
観
、
物
質
的
に
豊
か
に
、
そ
し
て
生
活
が
利

便
に
な
る
と
い
っ
た
こ
と
を
ま
さ
に
見
直
さ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。 

 

日
本
は
、
か
つ
て
は
貧
し
さ
を
分
か
ち
合
う
よ
う

な
社
会
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
高
度
成

長
の
時
期
に
少
し
違
っ
た
考
え
に
な
り
ま
し
た
。
ま

さ
に
経
済
学
が
競
争
を
追
い
求
め
て
、
そ
れ
を
経
済

の
基
礎
に
置
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
が
、
豊
か
さ
を

競
い
合
っ
て
き
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今

こ
そ
豊
か
さ
を
分
か
ち
合
う
、
あ
る
い
は
分
か
ち
合

う
こ
と
で
豊
か
に
な
る
と
い
う
時
代
に
来
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
競
争
か
ら
協
調
へ
、
そ
し
て
、
そ
の
中
で

演
者
の
方
が
繰
り
返
し
使
っ
て
お
り
ま
す
「
つ
な
が

り
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し

た
こ
と
を
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
議
論
で
き
れ
ば
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

会場風景（有楽町マリオン 11F 有楽町朝日ホール） 
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町
育
ち
の
私
に
と
っ
て
、「
入
会
（
い
り
あ
い
）
」
は

身
近
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
の
村
々
に
受
け

継
が
れ
て
き
た
入
会
の
存
在
に
目
を
向
け
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
来
日
し
た

友
人
の
「
日
本
の
入
会
の
経
験
を
も
っ
と
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
に
伝
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
一
言
だ
っ
た
。
日
本

の
山
村
を
と
も
に
歩
く
中
で
、
そ
の
友
人
は
、
日
本
の

入
会
を
め
ぐ
る
経
験
や
山
川
草
木
に
対
す
る
日
本
人

の
感
覚
が
、
彼
が
育
っ
た
ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
山
村
の
そ

れ
と
共
通
し
て
い
る
と
直
感
し
て
い
た
。 

日
本
で
官
民
有
区
分
政
策
が
実
施
さ
れ
た
一
八
七

〇
年
代
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
下
に
あ
っ
た
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
で
も
国
有
地
宣
言
が
だ
さ
れ
、
所
有
権
が
あ
い

ま
い
と
さ
れ
た
村
の
土
地
の
多
く
が
国
有
地
に
編
入

さ
れ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
今
も
森
林
は
国
の
管

理
下
に
あ
り
、
村
人
の
利
用
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
近

年
、
利
権
絡
み
の
野
放
図
な
農
園
開
発
や
違
法
伐
採

が
問
題
化
す
る
中
、
村
人
の
権
利
を
認
め
、
村
人
に
よ

る
森
林
管
理
を
強
化
し
よ
う
と
の
動
き
が
少
し
ず
つ 

      広
が
り
つ
つ
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
日
本
、
状
況
は

異
な
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
直
面
し
て
き
た
課
題
の

根
は
共
通
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
互
い
を
写

し
鏡
と
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
が
お
か
れ
た
状
況

や
課
題
が
よ
り
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
か
も
し
れ

な
い
。「
入
会
」
を
糸
口
に
、
人
と
自
然
、
人
と
人
の

つ
な
が
り
を
、
国
境
を
越
え
て
学
び
あ
う
関
係
を
つ

く
り
た
い
、
と
考
え
た
。 

そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
日
本
と
ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
山

村
の
経
験
と
現
状
を
学
び
あ
う
相
互
交
流
を
計
画
し

た
。
研
究
者
や
専
門
家
だ
け
で
は
な
く
、
山
村
に
生
き

て
き
た
人
々
が
そ
の
経
験
を
交
流
し
あ
う
場
を
重
視

し
た
。
「
村
に
人
が
暮
ら
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、

日
本
の
近
代
化
の
失
敗
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な

い
。
」「
水
や
森
、
命
に
か
か
わ
る
こ
と
は
『
金
や
多
数

で
何
と
か
な
る
』
で
は
ま
ず
い
。
」
二
〇
〇
六
年
、
共

に
訪
ね
た
福
島
の
村
で
地
元
の
方
は
こ
う
語
り
、
ス

ラ
ウ
ェ
シ
か
ら
の
村
人
に
強
い
印
象
を
残
し
た
。
ス

ラ
ウ
ェ
シ
の
若
者
は
、「
入
会
は
単
な
る
林
野
の
共
同 

                         

しまがみ・もとこ 

一般社団法人あいあいネット（いりあい・よりあい・ま

なびあいネットワーク）副代表理事。大学院でインド

ネシア地域研究。村落自治論を学び、現在、あいあいネ

ットを基盤にアジアと日本、研究と実践をつなぐ活動

に従事している。主な論文に「学びあいのメディアと

しての映像記録：中スラウェシの山村トンプにおける

実践から」（『地域研究』Vol11.No.1、2011）など。 

国
境
を
越
え
て
つ
な
が
る 

「
い
り
あ
い
・
よ
り
あ
い
・
ま
な
び
あ
い
」
の
試
み 

講師／文 島上 宗子 
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所
有
の
制
度
で
は
な
い
。
村
の
社
会
、
経
済
、
文
化
、

宗
教
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
『
接
着
剤
』
の
よ
う
な
も
の

だ
と
思
っ
た
」
と
感
想
を
残
し
た
。 

ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
山
村
で
は
、
焼
畑
で
の
陸
稲
栽
培

を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
タ
ブ
ー
が
あ
り
、
儀
礼
や
祭
り

が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
学
ん
だ
。
ス
ラ

ウ
ェ
シ
の
山
の
民
に
と
っ
て
、
森
や
大
地
は
、
現
在
生

き
て
い
る
人
間
の
都
合
だ
け
で
利
用
し
た
り
、
管
理

す
べ
き
「
資
源
」
で
は
な
く
、
祖
霊
や
精
霊
が
棲
ま
う

聖
な
る
場
だ
っ
た
。
森
や
大
地
は
今
を
生
き
る
人
間

の
た
め
だ
け
の
コ
モ
ン
ズ
で
は
な
か
っ
た
。 

ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
山
村
も
今
、
大
き
な
変
化
の
中
に

あ
る
。
換
金
作
物
栽
培
が
拡
が
り
、
携
帯
電
話
を
持
つ

村
人
も
増
え
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
否
定
で

き
な
い
し
、
昔
な
が
ら
の
暮
ら
し
を
た
だ
賛
美
す
る

つ
も
り
も
な
い
。
し
か
し
、
福
島
を
は
じ
め
と
す
る

村
々
で
私
た
ち
が
学
ん
だ
こ
と
は
、
「
大
切
な
も
の
」

を
見
失
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
な
い
か

と
思
う
。
交
流
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
を
次
世
代
に

も
つ
な
い
で
い
き
た
い
。
森
と
と
も
に
生
き
て
き
た

村
の
年
配
者
の
知
恵
や
技
術
、
生
き
様
を
、
高
校
生
が

「
聞
き
書
き
」
す
る
活
動
を
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を

つ
な
ぐ
形
で
試
行
し
は
じ
め
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

高
校
生
た
ち
は
、「
聞
き
書
き
」
を
通
し
て
感
じ
た
こ

と
を
、f

a
c
eb
o
o
k

な
ど
を
通
し
て
発
信
し
、
共
有
し

は
じ
め
て
い
る
。
国
境
を
越
え
た
、
こ
う
し
た
つ
な
が

り
の
中
か
ら
、「
大
切
な
も
の
」
と
は
何
か
を
共
に
考

え
、
受
け
継
い
で
い
く
、
新
た
な
コ
モ
ン
ズ
の
あ
り
方

が
み
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。 

 

 

「聞き書き」活動のインドネシア版。

IC レコーダーに記録された年配者

の語りを聞き、書き起こす作業を通

じて、「大切なものとはなにか」を探

る地元高校生たち。 

日本・インドネシアの相互交流の試み。それぞれの山村に生きる人々同士がその経験

と現状を分かちあいながら、互いに響きあう。 
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「
コ
モ
ン
ズ
」
と
い
う
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に

と
っ
て
は
な
じ
み
の
薄
い
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
市

場
で
も
政
府
で
も
な
い
も
の
に
よ
っ
て
共
有
の
資
源
が

管
理
さ
れ
た
り
、
社
会
秩
序
が
維
持
さ
れ
た
り
す
る
こ

と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
だ
れ
も
が
漠
然
と

理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

そ
れ
は
、
単
に
「
入
り
合
い
」
と
い
っ
た
狭
い
概
念
に
と

ど
ま
ら
ず
、
稲
作
漁
撈
民
族
と
し
て
森
里
海
の
水
の
連

環
を
基
本
に
し
な
が
ら
、
利
他
の
心
を
持
っ
て
稲
作
に

必
要
な
水
を
分
か
ち
合
う
仕
組
み
、
農
作
業
を
順
番
に

共
同
で
行
う
知
恵
、
さ
ら
に
「
む
ら
」
を
守
り
、
そ
の
秩

序
を
保
つ
自
治
の
決
ま
り
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
は
わ
が
国
の
地
方
自
治
の
精
神
の
根
幹
を
な
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
西
洋
の
人
た
ち
は
、
こ
う
い
っ

た
日
本
の
コ
モ
ン
ズ
的
な
も
の
を
学
び
、
そ
れ
に
価
値

を
見
出
し
、
い
ま
そ
れ
を
「
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
モ
ン
ズ
」

（
つ
ま
り
環
境
問
題
や
自
然
と
の
共
生
な
ど
）
と
称
し

て
育
て
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 

一
方
、
わ
が
国
で
は
、
戦
災
復
興
期
や
高
度
成
長
期 

      を
中
心
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
競
争
の
な
か
で
勝
ち

抜
く
こ
と
を
至
上
命
題
と
し
て
き
た
た
め
、
市
場
原
理

優
先
、
大
資
本
や
分
業
体
制
優
位
、
個
人
主
義
、
拝
金
主

義
な
ど
の
考
え
方
が
強
く
な
り
、
わ
が
国
の
地
方
自
治

の
精
神
の
根
幹
を
な
す
コ
モ
ン
ズ
的
な
も
の
を
失
い
か

け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
新
し
く
つ
く
ら

れ
た
人
造
的
な
都
市
に
お
い
て
は
そ
う
い
う
も
の
を
育

て
そ
こ
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

そ
し
て
、
平
成
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
地
方
分
権
改
革

は
二
十
年
を
経
過
し
、
国
か
ら
県
、
県
か
ら
市
町
村
へ

の
権
限
や
財
源
の
移
譲
と
い
う
団
体
自
治
の
拡
充
は
大

き
く
進
ん
だ
が
、
一
番
肝
心
な
住
民
自
治
（
＝
住
民
責

任
）
が
ど
こ
ま
で
真
剣
に
意
識
さ
れ
、
再
生
す
る
努
力

が
さ
れ
て
き
た
か
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
方
自
治
体

の
責
任
も
あ
れ
ば
、
住
民
自
ら
の
自
覚
の
問
題
も
あ
る

と
思
う
。
こ
れ
が
、
二
十
年
間
放
置
さ
れ
進
ん
で
い
な

い
自
治
体
や
地
域
は
、
こ
れ
か
ら
国
や
自
治
体
が
社
会

保
障
で
手
一
杯
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
非
常
に
厳

し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

                         

しいかわ・しのぶ 

総務省地域力創造・緑の分権改革アドバイザー。東京大

学法学部卒業。７６年自治省に入省。埼玉県、香川県、

宮崎県財務課長、島根県理事兼総務部長などの地方勤務

経験。総務省財政課長、大臣官房審議官、自治大学校長

（第４３代）、地域力創造審議官（初代）、自治財政局長

などを歴任し、２０１２年９月退官。内閣官房地域活性

化伝道師、地域に飛び出す公務員ネットワーク代表、

（株）日立製作所情報・通信システム社社長付など。 

分
権
時
代
の
い
ま
、
コ
モ
ン
ズ
の 

価
値
が
見
直
さ
れ
る
と
き 

講師／文 椎川 忍 

講
演
概
要
２ 

Shinobu SHIIKAWA 
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我
が
国
の
き
び
し
い
現
状
は
、
単
に
経
済
が
こ
の
二

十
年
間
成
長
し
な
か
っ
た
こ
と
や
、
こ
れ
か
ら
先
も
生

産
年
齢
人
口
の
減
少
で
適
切
な
成
長
戦
略
を
実
行
し
な

け
れ
ば
経
済
成
長
が
見
込
め
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
経
済
一
本
や
り
で
走
っ 

て
き
て
見
事
に
成
果
は
上
げ
た
が
、
そ
の
間
に
、

も
う
ひ
と
つ
の
大
切
な
も
の
、
つ
ま
り
コ
モ
ン

ズ
的
な
も
の
を
失
い
か
け
て
お
り
、
今
後
も
経

済
一
本
や
り
で
い
く
と
そ
れ
ら
を
す
っ
か
り
失

っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
大
事
な
も
の
を
両
方
と

も
失
っ
て
し
ま
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。 

こ
う
い
っ
た
こ
と
が
、
実
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

社
会
問
題
、
疲
弊
す
る
地
域
社
会
の
問
題
を
引

き
起
こ
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
は
っ
き
り

と
認
識
で
き
て
い
る
人
は
少
な
い
。
原
発
事
故

の
よ
う
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
反
省
す
る

の
で
は
遅
い
。
こ
の
ま
ま
突
き
進
め
ば
、
わ
れ

わ
れ
日
本
人
は
先
進
文
明
国
で
は
ま
れ
な
稲
作

漁
撈
民
族
と
し
て
の
自
分
た
ち
の
成
り
立
ち
を

忘
れ
、
三
流
の
西
洋
型
の
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ

カ
型
の
国
家
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る

に
気
づ
く
べ
き
で
あ
る
。 

 

地
方
分
権
の
推
進
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、

分
権
時
代
と
は
少
し
昔
の
古
き
良
き
時
代
に
戻 

っ
て
、
我
が
国
の
国
土
や
民
族
、
国
家
の
成
り
立
ち
を

き
っ
ち
り
と
踏
ま
え
、
稲
作
漁
撈
民
族
と
し
て
の
利
他

の
心
と
自
立
の
精
神
を
し
っ
か
り
と
取
り
戻
す
こ
と
が

前
提
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
い

ま
こ
そ
わ
が
国
に
お
い
て
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
価
値
が
見 

                    

直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、
具
体
的
に
ど
ん
な
こ
と
に
取
り
組
め
ば
い
い

の
か
。
そ
の
答
え
が
「
緑
の
分
権
改
革
」
で
あ
る
。 

こ
れ
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
ネ
オ
内
発
的
発
展
論
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
民
主
党
政
権
時
代
の
ネ
ー
ミ
ン
グ

で
あ
る
が
、
明
治
維
新
以
来
、
集
中
、
分
業
、
効
率
、
大

企
業
、
大
資
本
、
大
都
会
至
上
主
義
が
強
く
な
っ
て
き

た
一
方
で
、
内
発
的
発
展
を
唱
え
て
き
た
人
た
ち
の
歴

史
を
学
べ
ば
、
こ
れ
が
一
面
の
真
理
で
あ
る
こ
と
は
誰

に
で
も
わ
か
る
。
も
の
づ
く
り
の
技
術
を
支
え
て
き
た

農
林
水
産
業
、
地
域
の
資
源
や
技
術
を
生
か
し
た
地
場

産
業
、
美
し
い
地
方
の
農
山
漁
村
、
障
害
者
な
ど
の
弱

者
も
そ
れ
な
り
に
経
済
に
寄
与
し
な
が
ら
、
生
き
残
っ

て
い
け
る
社
会
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
あ
る
も
の
を
生
か
し
、
歴
史
、
伝
統
、
風
土
な
ど

を
生
か
し
て
、
産
業
や
地
域
を
お
こ
し
、
消
費
者
は
手

づ
く
り
の
良
い
も
の
に
適
正
な
対
価
を
払
い
、
直
販
シ

ス
テ
ム
な
ど
に
よ
り
生
産
者
に
お
金
が
返
り
や
す
く
す

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
顔
の
見
え
る
関
係
で
物
を
大
切

に
消
費
し
、
で
き
る
だ
け
ご
み
を
出
さ
な
い
よ
う
に
す

る
と
い
っ
た
こ
と
に
取
り
組
み
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済

競
争
に
勝
ち
抜
く
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
わ
が
国
に
し
か

な
い
す
ば
ら
し
い
も
の
を
維
持
・
発
展
さ
せ
、
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
な
国
家
・
社
会
構
造
を
築
い
て
い
く
こ
と
こ
そ

が
重
要
で
あ
る
。 

「緑の分権改革」の推進による地域の成長（出典：原口ビジョン） 
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三
・
一
一
以
降
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
を
巡
礼

の
よ
う
に
歩
き
続
け
て
き
た
。
い
く
つ
か
の
原
風
景

が
存
在
す
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
福
島
県
南
相
馬
市
で

目
撃
し
た
泥
の
海
で
あ
る
。
以
前
は
浦
や
潟
湖
だ
っ

た
が
、
明
治
期
の
干
拓
事
業
に
よ
っ
て
水
田
に
姿
を

変
え
た
。
そ
れ
が
丸
ご
と
津
波
に
よ
っ
て
水
没
し
て

い
た
。
浦
に
戻
っ
た
、
江
戸
時
代
に
還
っ
た
、
と
語
る

声
に
出
会
っ
た
。 

 

泥
の
海
は
ま
さ
し
く
潟
だ
っ
た
。
潟
化
す
る
世
界

と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
た
。
柳
田
国
男
の
「
潟

に
關
す
る
聯
想
」（
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
十
九
巻
）

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
に
、
考
え
る
た
め
の
ヒ
ン

ト
が
あ
る
と
感
じ
た
。
柳
田
は
そ
こ
で
、
潟
と
水
田
の

か
か
わ
り
に
眼
を
凝
ら
し
て
い
た
。
潟
と
い
う
場
所

を
め
ぐ
っ
て
、
漁
業
／
交
通
／
水
田
稲
作
が
交
錯
す

る
風
景
が
見
ら
れ
た
、
と
い
う
。
潟
を
水
田
が
侵
蝕
し

て
い
る
境
界
の
あ
た
り
に
、
「
天
然
と
人
間
の
交
渉
」

の
歴
史
を
ひ
も
と
く
手
が
か
り
が
見
い
だ
さ
れ
て
い

た
。
泥
の
海
と
は
ま
さ
に
、
こ
の
列
島
の
海
岸
を
舞
台 

                         

あ
ら
た
な
入
会
の
思
想
を
も
と
め
て 

講師／文 赤坂 憲雄 

あかさか・のりお 

学習院大学教授。福岡県立博物館副館長。専門は東

北文化論と日本思想史。東北を起点として、日本文

化論に多様な視点から光を当てることを目指す「東

北学」の第二章のために、東日本大震災の被災地を

歩いている。主な著書に『三・一一から考える「こ

の国のかたち」』（新潮選書）など。 

講
演
概
要
３ 

南相馬市小高区浦尻付近 

Norio AKASAKA 
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と
し
た
人
と
自
然
と
の
せ
め
ぎ
合
い
、
つ
ま
り
開
発

／
災
害
が
交
わ
る
歴
史
の
顕
わ
れ
だ
っ
た
。 

思
え
ば
、
日
本
列
島
の
暮
ら
し
や
文
化
は
潟
の
豊

饒
さ
と
と
も
に
栄
え
、
そ
の
潟
環
境
の
犠
牲
の
う
え

に
近
代
化
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

潟
の
運
命
に
は
、
日
本
列
島
の
近
代
が
凝
縮
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
忘
却
さ
れ
て
い
た
近
代
の
開
発
史
を
、
東

日
本
大
震
災
は
む
き
だ
し
に
顕
わ
し
た
。 

 

そ
れ
で
は
、
泥
の
海
に
回
帰
し
た
干
拓
地
を
い
か

に
復
興
す
る
か
。
水
田
へ
の
復
旧
の
シ
ナ
リ
オ
に
は
、

す
で
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
失
わ
れ
て
い
る
。
排
水
施
設

を
整
備
す
る
、
瓦
礫
を
撤
去
す
る
、
塩
抜
き
を
行
な
う
、

圃
場
整
備
を
す
る
、
と
い
っ
た
復
旧
事
業
に
は
、
莫
大

な
資
金
と
労
働
力
と
時
間
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
う

え
に
、
放
射
性
物
質
の
除
去
と
い
う
困
難
な
課
題
が

残
る
。
や
っ
と
の
こ
と
で
元
の
水
田
地
帯
に
復
旧
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
、
は
た
し
て
そ
れ
を
耕
す

人
は
存
在
す
る
の
か
。
古
め
か
し
い
公
共
事
業
へ
と

回
帰
す
る
の
か
。
こ
の
復
旧
の
シ
ナ
リ
オ
は
す
で
に

破
綻
し
て
い
る
。 

復
興
・
再
生
へ
の
シ
ナ
リ
オ
が
、
か
な
ら
ず
三
・
一

一
の
直
前
の
風
景
の
再
現
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
た

と
え
ば
、
百
年
前
の
潟
の
風
景
へ
と
や
わ
ら
か
く
回

帰
す
る
シ
ナ
リ
オ
が
あ
っ
て
も
い
い
。
潟
環
境
を
再

生
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
か
た
わ
ら
で
、
風
力
発
電
や
太

陽
光
発
電
な
ど
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
フ
ァ
ー

ム
と
し
て
利
用
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
は
可
能
か
。
売

電
に
よ
る
利
益
の
再
配
分
。
か
つ
て
の
入
会
地
の
思

想
を
復
権
さ
せ
て
、
土
地
所
有
者
た
ち
は
潟
を
舞
台

と
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
に
株
を
取
得
し

て
参
加
す
れ
ば
い
い
。 

 

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
は
、
こ
の
入
会

地
の
思
想
が
再
構
築
の
う
え
で
導
入
さ
れ
る

べ
き
だ
。
山
野
河
海
と
い
う
広
大
な
自
然
の
領

域
を
分
割
し
、
個
人
の
所
有
に
帰
し
て
き
た
近

代
の
開
発
の
論
理
が
い
ま
、
限
界
を
さ
ら
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
海
岸
線
を
め
ぐ
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
は
い
や
お
う
も
な
く
、
人
と
自
然

と
の
境
界
領
域
を
根
底
か
ら
再
編
す
る
こ
と

を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
近
代
は
海
岸
線
を
コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
固
め
て
き
た
。
そ
れ
が
津
波
に
よ

っ
て
突
破
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

震
災
か
ら
の
復
興
と
い
う
。
い
つ
の
時
代
に

戻
れ
ば
い
い
の
か
。
近
世
以
前
に
は
、
山
野
河

海
は
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
入
会
権
を
も
つ

地
域
の
人
々
が
共
同
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
入
会
権
を
否
定
し
、
山
野
河
海
を
分

割
し
て
私
的
所
有
の
も
と
に
置
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
近
代
の
開
発
は
大
が
か
り
に
押
し
進
め

ら
れ
た
。
人
口
が
爆
発
的
に
増
加
し
て
い
っ
た

明
治
以
降
の
近
代
に
は
、
避
け
が
た
い
選
択
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
ま
、

大
き
な
転
換
を
求
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
は
き
っ
と
、
あ
ら
た
な
入
会
地
、

そ
れ
ゆ
え
コ
モ
ン
ズ
の
思
想
を
足
元
か
ら
創

る
べ
き
時
代
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
え
て
、「
コ
モ
ン
ズ
」
が
社
会

の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
、
ま
す
ま
す
重
要
な
概
念
に

な
る
こ
と
に
確
信
を
も
っ
た
。
と
同
時
に
、
だ
か
ら
こ

そ
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
い
う
概
念
は
、
一
言
で
説
明
し
に

く
い
も
の
だ
な
、
と
も
思
っ
た
。 

コ
モ
ン
ズ
の
、
と
り
わ
け
現
代
社
会
に
お
け
る
意

義
に
つ
い
て
は
、
今
回
四
人
の
講
演
者
の
方
々
が
そ

れ
ぞ
れ
の
関
心
か
ら
強
調
さ
れ
た
。 

 

島
上
宗
子
さ
ん
が
考
え
る
コ
モ
ン
ズ
は
、
と
り
あ

え
ず
「
み
ん
な
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
が
何
な
の
か
。
実
は
、
そ
れ
を

み
ん
な
で
考
え
る
こ
と
が
大
切
だ
、
と
島
上
さ
ん
は

言
っ
て
い
る
。 

「
大
切
な
も
の
」
に
は
、
あ
る
程
度
自
明
な
も
の
も

あ
る
。
誰
に
と
っ
て
も
大
切
な
も
の
、
例
え
ば
き
れ
い

な
水
や
空
気
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

問
題
な
の
は
、
大
切
な
も
の
が
、
人
そ
れ
ぞ
れ
違
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
に
と
っ
て
は
さ
ほ
ど
大

切
な
も
の
で
は
な
い
が
、
他
の
人
に
と
っ
て
は
、
時
に

は
そ
れ
が
な
く
し
て
は
生
活
が
で
き
な
く
な
る
ほ
ど
、

大
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
わ
れ

わ
れ
は
他
の
人
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
を
、
い
つ
の

間
に
か
知
ら
ぬ
う
ち
に
奪
い
取
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
が
起
こ
り
得
る
。 

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
、
島
上
さ
ん
は
、
国
境
を
超

え
て
、
別
の
地
域
の
人
と
話
し
て
み
る
こ
と
が
大
切

だ
と
い
う
。
話
し
て
み
る
と
、
違
っ
て
見
え
る
大
切
な

も
の
も
、
実
は
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
、
そ
の
地
域
の
社
会
に
お
け
る
現
れ
方
が
違
っ
て

い
る
だ
け
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
コ
モ
ン
ズ
と
は
、

み
ん
な
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
を
「
み
ん
な
で
考
え

る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
だ
。 

椎
川
忍
さ
ん
は
、
大
切
な
も
の
を
き
ち
っ
と
管
理
す

る
こ
と
こ
そ
が
コ
モ
ン
ズ
だ
と
い
う
。
み
ん
な
に
と
っ

て
大
切
な
も
の
だ
か
ら
み
ん
な
で
守
り
、
育
て
る
。「
自

治
」
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
の
指
摘
で
あ
る
。 

椎
川
さ
ん
は
、
な
が
く
日
本
の
地
方
分
権
を
担
当

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
日
本
の
地
方
分
権
の
な
か
で

欠
け
て
い
る
の
は
、
住
民
自
治
の
精
神
だ
と
い
う
。
地

方
分
権
は
、
権
利
や
財
源
だ
け
を
地
方
に
移
譲
す
る

だ
け
で
は
だ
め
な
の
で
あ
る
。
自
分
た
ち
で
、
自
分
た

ち
の
大
切
な
も
の
を
守
る
と
い
う
心
構
え
が
な
け
れ

ば
、
地
方
分
権
は
単
な
る
国
家
と
地
方
の
間
の
権
力

争
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
経
済
発
展
の
た
め
に
荒
れ
果

て
た
自
然
と
都
市
を
再
生
す
る
の
は
、
国
家
で
は
な

く
市
民
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
地
方
分
権
が
推

進
さ
れ
て
き
た
。
市
民
の
自
治
能
力
も
高
い
。
一
方
権

利
と
財
源
の
こ
と
し
か
議
論
さ
れ
て
い
な
い
日
本
は
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ど
う
だ
ろ
う
。 

椎
川
さ
ん
は
、
む
か
し
の
日
本
に
「
自
治
」
と
い
う

考
え
が
確
か
に
根
づ
い
て
い
て
、
き
わ
め
て
高
い
自

治
能
力
、
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
自
治
」
と
は
、
椎
川

さ
ん
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
利
他
の
心
と
自
立
の
精

神
で
あ
り
そ
れ
こ
そ
が
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。 赤

坂
憲
雄
さ
ん
は
、
東
北
大
震
災
か
ら
の
復
興
の

こ
と
を
考
え
続
け
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
出
会
っ
た

の
が
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
こ
と
だ
。 

震
災
の
跡
で
赤
坂
さ
ん
が
目
に
し
た
の
は
、
水
田

が
消
え
去
っ
た
あ
と
の
泥
の
海
、
つ
ま
り
干
潟
で
あ

る
。
当
然
の
よ
う
に
、「
元
の
」
水
田
へ
復
旧
す
る
作

業
が
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ

う
か
。 

干
潟
に
造
成
さ
れ
た
水
田
は
、
た
し
か
に
、
日
本
の
食

糧
を
安
定
さ
せ
、
経
済
発
展
の
基
盤
を
創
り
だ
し
た
。

日
本
の
近
代
を
象
徴
し
て
い
る
。
一
方
で
、
そ
れ
は
大

切
な
も
の
を
喪
失
さ
せ
た
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は

経
済
発
展
の
な
か
で
失
わ
れ
た
自
然
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
が
、
む
し
ろ
赤
坂
さ
ん
は
、
干
潟
の
歴
史
、
つ
ま
り
人

と
自
然
の
せ
め
ぎ
合
い
の
歴
史
を
語
り
、
干
潟
と
い
う

空
間
か
ら
喚
起
さ
れ
た
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
思
想
に
言
及

さ
れ
た
。
コ
モ
ン
ズ
は
思
想
で
あ
り
、
そ
の
日
本
的
結

晶
の
一
つ
で
あ
る
入
会
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
い

る
が
、
そ
の
思
想
こ
そ
が
復
興
に
あ
た
っ
て
必
要
な
こ

と
を
強
調
さ
れ
た
。 

個
人
的
な
こ
と
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
、
僕
自
身
が
、

コ
モ
ン
ズ
に
関
心
を
も
っ
た
き
っ
か
け
が
、
金
子
郁

容
さ
ん
の
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン 

ボ

ラ
ン
タ
リ
ー
な
問
題
解
決
に
向
け
て
』（
岩
波
書
店
）
を

読
ん
だ
か
ら
だ
。「
共
有
地
」
へ
と
矮
小
化
さ
れ
た
ハ

ー
デ
ィ
ン
の
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
と
違
い
、
そ
こ
に
は

コ
モ
ン
ズ
の
豊
か
な
可
能
性
が
、
数
々
の
事
例
と
と

も
に
示
さ
れ
て
い
た
。
現
代
社
会
の
抱
え
る
多
く
の

問
題
は
、
自
分
た
ち
で
解
決
で
き
る
し
、
そ
う
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
て
い
た
。 

金
子
さ
ん
の
基
本
的
な
考
え
は
変
わ
っ
て
い
な
い
し
、

今
回
さ
ら
に
具
体
的
な
例
を
示
し
て
も
ら
っ
た
。
だ
れ

も
が
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
は
地
域
の
人
々
と

学
生
が
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
大

き
な
運
動
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
「
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
」
と
い
う
こ
と
と
多
く

の
事
例
と
い
う
の
が
ま
さ
に
コ
モ
ン
ズ
の
特
徴
で
あ

る
。
コ
モ
ン
ズ
的
な
発
想
は
、
そ
れ
が
発
現
し
た
時
に

は
一
つ
一
つ
が
異
な
る
特
徴
を
持
ち
、
地
域
や
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
一
見
す
る
と
、
な
ん
ら
関
係
も

な
い
よ
う
に
思
え
る
無
数
の
ち
ょ
っ
と
し
た
事
例
で

成
り
立
っ
て
い
る
。 

こ
れ
は
た
と
え
ば
標
準
的
で
普
遍
で
あ
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
る
市
場
原
理
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い

る
。
市
場
は
結
果
を
明
確
な
標
準
化
さ
れ
た
量
的
な
基

準
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
コ
モ
ン
ズ
の
価
値
は
質

的
、
社
会
的
、
精
神
的
な
も
の
が
多
く
、
単
純
に
量
的
に

共
通
の
指
標
で
示
せ
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

コ
モ
ン
ズ
が
社
会
に
と
っ
て
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な

い
の
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
応
用
可
能
な

基
本
的
な
考
え
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
社
会
よ
り
良
い

も
の
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
一
人
一
人
の
人
た
ち

に
と
っ
て
、
コ
モ
ン
ズ
は
、
あ
ま
り
に
当
た
り
前
す
ぎ

る
考
え
だ
か
ら
だ
。
会
場
に
来
て
い
た
人
た
ち
が
、
講

演
を
聞
き
な
が
ら
大
き
く
う
な
ず
い
て
い
た
の
は
、

身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
社
会
を
変
え
た
い
、
と
思
っ
て

い
る
人
が
多
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
コ
モ
ン
ズ
の
考

え
は
、
け
っ
し
て
目
立
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
日
本
社

会
に
再
び
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
つ
つ
あ
る
よ
う

に
思
っ
た
。 
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