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国
土
交
通
省
で
は
、
歴
史
的
町
並
み
保
存
や
景
観
問
題
な
ど
文
化
に
関
る
施
策
を
展
開
し
て
き

た
。
今
回
の
懇
談
会
で
は
、
無
形
の
文
化
、
有
形
の
文
化
を
含
め
、
広
く
こ
の
問
題
に
視
点
を
当

て
て
今
後
の
国
土
交
通
行
政
に
お
け
る
文
化
施
策
の
あ
り
方
に
関
し
て
改
め
て
幅
広
い
議
論
を

行
っ
た
。

　

文
化
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
で
あ
る
。
美
術
品
に
代
表
さ
れ
る
文
化
財
の
よ
う
な
文
化
や
、

“
W
ay of Life”

（
暮
ら
し
ぶ
り
）
と
呼
ば
れ
る
生
活
の
仕
方
と
し
て
の
文
化
な
ど
が
代
表
的
な
も

の
で
あ
る
。
本
懇
談
会
で
は
、
後
者
の
文
化
を
主
な
る
対
象
と
し
て
審
議
を
行
っ
た
。

　

第
二
次
大
戦
以
降
、
伝
統
的
生
活
文
化
の
劣
化
が
深
刻
で
あ
る
。
大
量
生
産
・
大
量
消
費
文
明

や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
の
過
程
で
一
層
顕
著
と
な
っ
た
。
文
化
の
劣
化
と
並
ん
で
自

然
環
境
の
劣
化
も
著
し
い
が
、
両
者
の
持
続
可
能
性
の
危
機
は
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
文

化
も
自
然
も
、
経
済
、
社
会
の
変
化
に
対
し
て
脆
弱
で
あ
り
、
一
度
損
な
わ
れ
る
と
再
生
が
難
し

い
と
い
う
点
で
も
共
通
性
を
持
つ
。　

　

伝
統
的
な
生
活
文
化
が
有
す
る
国
民
資
産
と
し
て
の
価
値
の
高
さ
が
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
同
様
に
、
自
然
環
境
が
有
す
る
国
の
資
産
と
し
て
の
価
値
に
対
す
る
認
識
の
向
上
も
顕

著
で
あ
る
。
伝
統
的
生
活
文
化
や
地
域
固
有
の
自
然
環
境
は
、
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
規

定
し
郷
土
意
識
を
醸
成
し
地
域
発
展
の
鍵
を
担
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
失
わ
れ
た
後
で
初
め
て
、

そ
の
価
値
や
役
割
に
気
づ
く
こ
と
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
、
生
活
文
化
や
自
然
環
境
の
保
存
、
再

生
は
、
そ
の
停
滞
が
懸
念
さ
れ
て
久
し
い
地
方
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
。

　

地
球
環
境
問
題
の
緩
和
に
向
け
て
低
炭
素
社
会
の
構
築
が
急
が
れ
て
い
る
。
20
世
紀
の
物
質
信

奉
文
明
に
代
わ
る
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
提
示
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
の
国
土
交
通
行
政
に

お
い
て
、文
化
と
環
境
を
機
軸
に
据
え
、生
活
文
化
の
保
存
、再
生
施
策
を
環
境
政
策
と
連
携
さ
せ
、

そ
の
シ
ナ
ジ
ー
効
果
に
よ
り
一
層
の
地
域
活
性
化
を
図
る
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

持
続
可
能
な「
暮
ら
し
文
化
」を
支
え
る

国
土
交
通
行
政
に
関
す
る
懇
談
会
座
長

独
立
行
政
法
人　
建
築
研
究
所
理
事
長

慶
應
義
塾
大
学
教
授

村
上　

周
三
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取
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こ
れ
ま
で
、
国
土
交
通
省
で
は
、
主
に
歴
史
伝
統
文
化
、
文
化
財
、
景
観

等
を
対
象
と
し
て
、
文
化
に
関
す
る
施
策
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
本
懇
談
会

で
は
、
従
来
よ
り
も
広
い
概
念
と
し
て〝
文
化
〞を
捉
え
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

即
ち
、
自
然
環
境
（
気
候
、
地
形
等
）、
長
年
に
わ
た
り
蓄
積
さ
れ
て
き
た

既
存
ス
ト
ッ
ク
の
状
況
な
ど
、生
活
の
営
み
に
対
す
る
各
種
の
制
約
要
因
の
下
で
、

「
暮
ら
し
」
の
質
を
で
き
る
だ
け
向
上
さ
せ
よ
う
と
努
力
・
工
夫
し
た
結
果
達

成
さ
れ
たW

ay of Life

（
暮
ら
し
ぶ
り
）
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
諸
相
を〝
文

化
〞と
捉
え
、
本
懇
談
会
に
お
け
る
検
討
の
対
象
と
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た〝
文
化
〞は
、
以
下
の
特
徴
を
有
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、文
化
人
類
学
で
言
う
と
こ
ろ
の〝
文
化
〞と
は
、人
間
に
関
す
る
こ
と

す
べ
て
が
対
象
と
な
り
ま
す
が
、本
懇
談
会
に
お
け
る〝
文
化
〞と
は
、こ
こ
ま
で

広
い
概
念
で
は
な
く
、人
間
が
関
係
す
る
社
会
環
境
及
び
自
然
環
境
の
中
で
、人

の「
暮
ら
し
」の
質
に
関
わ
る
概
念
と
し
て
位
置
付
け
ま
し
た
。

●
習
慣
も
含
め
、集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
拠
り
所
と
な
る
。

●
文
化
の
有
り
様
は
、制
約
要
因
た
る
自
然
環
境
の
有
り
様
に
影
響
さ
れ
る
た

め
、文
化（
資
本
）と
自
然（
資
本
）は
相
似
性
を
有
す
る
。

●
行
政
と
し
て〝
文
化
〞そ
れ
自
身
を
創
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、文
化
の

有
り
様
に
影
響
を
及
ぼ
す
制
約
要
因
の
改
善
を
目
指
し
た
政
策
の
展
開
に

よ
り
、健
全
な
文
化
の
継
承
、再
生
、創
出
、発
展
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
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古
い
文
明
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
、私
は
考
え
て
い
な
く
て
、破
壊
し

た
か
ら
こ
そ
近
代
化
が
で
き
た
の
で
す
。た
だ

し
、近
代
化
す
る
と
き
に
次
に
来
る
も
の
を
誰
も

考
え
ず
、そ
し
て
、あ
る
時
期
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ナ

イ
ズ
し
て
、あ
る
時
期
は
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
す
る

と
い
う
こ
と
が
目
標
で
あ
っ
て
、日
本
で
何
を
作

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
の
中

に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、非
常
に
大
き
な
問

題
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

多
分
こ
の
あ
た
り
に
、現
状
を
突
破
す
る
道
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。古
い
も
の
を
取
り
返
そ
う

と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
の
で
す
が
、何
が

世
界
の
中
で
日
本
を
際
立
た
せ
て
い
た
の
か
と

い
う
こ
と
を
、も
う
一
度
知
る
と
い
う
こ
と
が
大

事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、過
去
の

文
化
資
産
に
学
ぶ
こ
と
、あ
る
い
は
過
去
か
ら
無

意
識
に
伝
わ
っ
て
い
る
日
本
の
方
法
、私
た
ち
が

気
付
い
て
い
な
い
方
法
を
確
か
め
て
、新
し
い
日

本
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
計
し
、グ
ロ
ー
バ
ル
な
近

未
来
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

『逝きし世の面影』（平凡社刊）

浮世絵『東海道五十三次』（広重）からも江戸文化がうかがえる

歴史を振り返ってみる
～もういちど知るべき江戸の豊かな文化～

株式会社資生堂　名誉会長

福原　義春氏

●逝きし世の面影
　渡辺京二氏の『逝きし世の面影』（平凡社刊）は、明治維新前後に日本に来た外国の人たちが、どのような記録
を書き残したのか、これを徹底的かつ綿密に編集した書籍である。 そして同著において、江戸時代は鎖国に
よって、外国の影響を受けない260年の文化熟成期間が生まれ、そこで育てられた日本文化というのがいかに
豊穣なものであったのかという点が紹介されている。
●文化力
　また、歴史学者で静岡文化芸術大学学長である川勝平太氏の著書『文化力 日本の底力』（2006）によると、
「文化」とは「日本人の生き方・暮らし方」「暮らしの立て方」と定義されている。 そして同書においては「文化力」
について、「日本人がおのおののライフスタイルに誇りを持ち、それが国のたたずまいに反映して、魅力を高め、
外国人から憧れられるようになるとき、文化は力をもちます。 すなわち日本は文化力をもつのです」及び「文化
（暮らし）は目に見えるので、人々が評価します。 文化力とは目に見えて『いいなあ』と思わせる力です」と説明さ
れている。 
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諸文化の位置

伝統的日本文化と現代日本文化の融合
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日本と世界を相対化してみる
～蓄積型文化・循環型文化／熱い文化・冷たい文化～

国立西洋美術館長、東京大学名誉教授（ローマ考古学・美術史）

青柳　正規氏

　

日
本
は「
冷
た
い
文
化
」（※

）で
あ
る
し
循
環
文

化
で
、大
体
こ
う
い
う
と
こ
ろ（
図
上
）に
も
と
も
と

位
置
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

伝
統
的
な
日
本
文
化
は
こ
の
辺
に
あ
る
の
で
す

が
、実
は
現
在
の
日
本
文
化
は
も
う
少
し「
熱
い
文

化
」に
近
づ
い
て
い
る
し
、蓄
積
文
化
に
近
づ
い
て
い

ま
す（
図
下
）。伝
統
的
な
日
本
文
化
と
現
在
の
表

象
と
い
う
か
表
面
に
あ
る
日
本
文
化
と
い
う
も
の

は
、少
し
離
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。こ
れ
が
日
本
に
い
ろ
い
ろ
な
摩
擦
や
不
機
嫌
さ

と
い
う
も
の
を
生
ん
で
い
る
典
型
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
の
伝
統
的
な
日
本
文
化
と
現
在
の
文
化
と
い

う
も
の
を
、少
し
ず
つ
近
づ
け
て
い
き
ま
す
。現
在
の

日
本
の
文
化
も
も
う
少
し
こ
ち
ら
へ
持
っ
て
い
く
。

そ
し
て
こ
の
２
つ
を
覆
う
よ
う
な
伝
統
と
活
力
の

融
合
し
た
文
化
と
い
う
も
の
を
作
る
、あ
る
い
は
そ

う
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
、み
ん
な
で
議
論
す

る
こ
と
が
、今
の
日
本
社
会
に
求
め
ら
れ
て
い
る
重

要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

●循環型文化・蓄積型文化
　日本の木造建築物（例えば、伊勢神宮）は、造替・転用・再建等を通じて技術及び伝統を継承する。 このような
環境的共生を基盤とする日本は「循環型社会」の文化であると言うことが出来る。 代表的な例としては伊勢神
宮の「式年遷宮」を上げることができる。
　一方で、例えば、ギリシアのパルテノン神殿に代表されるヨーロッパの石造建築物は、モノ自体に記憶を刻印
して恒久的な存在をめざしていると言える。 このように、物質的な永続性を目指すヨーロッパは「蓄積型社会」
の文化であると言える。
●文化の座標軸
　そして、『熱い文化／冷たい文化』（※）という概念を縦軸として、『循環型社会／蓄積型社会』を横軸に設定して
座標軸をつくってみると、従来の日本は、『冷たい』＋『循環型』の象限に位置していた。 しかし今は、『熱い』＋
『蓄積型』の象限にふれてきている。 従来のポジションと、現在進行形のポジションとの落差が大きいため、さま
ざまな社会の不機嫌や不整合を生み出している。 現在進行形の文化を、従来の文化の位置に近づけて、伝統と
活力の融合を目指せば、今後の日本の文化はもっと充実・満足のできるものになるのではないか。

日　本

伝統的
日本

現在の
日本?

イスラーム
中　国

アメリカ

ヨーロッパ

伝統と活力の
融合した文化

※フランスの文化人類学者であるレヴィ＝ストロースが考案した概念を援用した表現。 「熱い社会」とは、欧米に代表される階級差をつくることに
より、それを乗り越えてより上位に行こうとするエネルギーを利用して社会全体に活力を与え、変化していく仕組みの社会。 これに対して、「冷た
い社会」とは、社会的差をつくらず、日々のストレスや不満は「祭り」で発散されている社会。
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フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
も
、昔
は
民
俗
的
な
、特
殊
な

人
し
か
買
わ
な
い
物
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、最

近
は
非
常
に
お
し
ゃ
れ
で
、一
般
の
シ
ョ
ッ
プ
な

ど
に
並
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
ぐ
ら
い
デ
ザ
イ
ン

力
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。 

で
は
何
が
違
う
か
と
い

う
と
、〝
物
語
〞
が
違
う
の
で
す
。 

バ
ン
コ
ク
の

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
人
た
ち
が
作
っ
た
Ｔ

シ
ャ
ツ
や
か
ば
ん
、そ
う
い
う
〝
物
語
〞
が
あ
る

と
い
う
の
が
違
う
の
で
す
。デ
ザ
イ
ン
的
に
は
全

然
劣
っ
て
い
な
い
で
す
。

　

私
な
り
に
、ロ
ハ
ス
的
な
商
品
を
求
め
る
人
た

ち
は
一
体
何
を
求
め
て
い
る
の
か
と
考
え
た
時

に
、こ
れ
は
〝
つ
な
が
り
〞
を
求
め
て
い
る
の
だ

と
気
が
付
い
た
の
で
す
。 

最
初
は
〝
物
語
〞
だ
と

思
っ
た
の
で
す
。例
え
ば
タ
イ
の
ハ
ン
デ
ィ

キ
ャ
ッ
プ
の
人
が
作
っ
た
、エ
プ
ロ
ン
で
も
何
で

も
バ
ッ
ク
な
ど
最
初
は
単
純
に
た
だ
の
〝
物
語
〞

だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。 

そ
う
で
は
な
く
、写

真
の
よ
う
に
、こ
の
ロ
ハ
ス
デ
ザ
イ
ン
展
に
来
る

の
は
、学
生
や
若
い
子
が
多
い
の
で
す
。 

こ
の
子

た
ち
は
一
体
ど
う
い
う
〝
物
語
〞
を
求
め
て
い
る

の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、そ
う
で
は
な
く
て
〝
つ

な
が
り
〞
だ
っ
た
の
で
す
。

「つながり」で人は動く
～「生活創造者〈Cultural Creatives〉」～

月刊『ソトコト』編集長

小黒　一三氏

●生活創造者〈Cultural Creatives〉
　2000年にアメリカで発売された書籍『The Cultural Creatives～ How 50 Million People Are Changing 
The World』において、同書の著者である社会学者ポール・レイ氏と、心理学者のシェリー・アンダーソン氏が、全
米の成人15万人を対象に15年にわたって実施した価値観調査の結果が紹介されている。 
　レイ氏らの調査によれば、信心深い保守派、民主主義と科学技術を信奉する現代主義者に続く「第3の社会集
団」として、生活創造者〈Cultural Creatives〉の存在が確認された。
●「つながり」を重視
　この「生活創造者〈Cultural Creatives〉」とは、レイ氏らの調査によれば、「人間関係を大切にし、自己実現に力
を入れる」「持続可能な地球環境や経済システムの実現を願い、そのために行動する」等の傾向が強い人たちと
考えられており、人や社会との“つながり”が重視されていることが伺える。
　そして、レイ氏の調査によれば。 生活創造者〈Cultural Creatives〉は今後も確実に増え続けると予測されて
いる。

ロハスデザイン大賞

つながりの場の提案“隣人まつり”
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新しい名前を考えてみる
～ロハス～

月刊『ソトコト』編集長

小黒　一三氏

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、「
ロ
ー
ハ
ス
」と
言
わ
な
い
と

通
じ
な
い
し
、し
か
も
ロ
ハ
ス
マ
ガ
ジ
ン
と
い
う

の
は
実
は
ボ
ル
ダ
ー
で
出
た
の
で
す
が
、ボ
ル

ダ
ー
の
よ
ほ
ど
食
べ
物
に
気
を
つ
け
て
い
る
人

ぐ
ら
い
し
か
、ア
メ
リ
カ
で
は「
ロ
ハ
ス
」と
い
う

言
葉
は
知
り
ま
せ
ん
。と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、私

が
こ
の「
ロ
ハ
ス
」を「
ソ
ト
コ
ト
」で
ば
ん
ば
ん

取
り
上
げ
だ
し
た
ら
、そ
こ
に
テ
レ
ビ
も
飛
び
つ

い
て
き
た
し
、い
ろ
い
ろ
な
人
が
乗
っ
か
っ
て
き

た
の
で
す
。

　

と
い
う
の
は
、「
エ
コ
」と
言
わ
れ
る
と
何
か
窮

屈
な
気
持
ち
が
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
ま
で「
エ
コ
」と
い
う
言
葉
に
対
し
て
は
、

チ
ャ
ー
ム
エ
コ
と
か
エ
コ
チ
ャ
ー
ム
と
か
グ

リ
ー
ン
エ
コ
と
か
、何
か
修
飾
語
を
付
け
な
い

と
、環
境
と
い
う
言
葉
を
な
か
な
か
う
ま
く
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
指
し
示
す
言
葉
と
し
て
提
示
で

き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、「
ロ
ハ
ス
」が
う
ま
い
具

合
に
楽
し
い
環
境
生
活
の
よ
う
な
総
称
に
な
っ

た
の
で
す
。

　

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
や
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
や
い
ろ

い
ろ
な
新
し
い
暮
ら
し
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る

の
で
す
が
、そ
の
総
称
が
な
か
っ
た
の
で
す
。

言
っ
て
み
れ
ば
ド
ー
ム
の
皮
膜
の
よ
う
な
形
で
、

ロ
ハ
ス
と
い
う
言
葉
が
非
常
に
便
利
だ
っ
た
の

で
す
。

●ロハス（LOHAS）
　ロハス（LOHAS）とは、Lifestyles Of Health And Sustainabilityの頭文字をつなげた略語であり、地球環境

保護と健康な生活を最優先し、人類と地球が共栄共存できる持続可能なライフスタイルと、それを望む人たちの

総称である。

　米国のロハスビジネスの市場規模は、いまや3,510億ドル余にのぼるとされる。 高い意識と行動力ある創業

者に率いられたロハスビジネスのベンチャー企業が、一堂に会する「ロハスコンファレンス」 は1997年から開

催されており、世界各国から参加者を集めている。

●biodiversity（生物多様性）の誕生と流行 
　biodiversity（biological diversity; 生物多様性）とは、自然保護の総合的な概念を表す造語として1986年に

アメリカにおいて登場し、流行語となった。 英語圏では「b」「d」「v」が入っている短い語が好まれることから、

nature conservationに代わる表現として用いられるようになった。

ロハスの聖地・ボルダー（米国コロラド州）

ロハスデザイン大賞
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今
の
世
の
中
で
簡
単
に
皆
さ
ん
は
循
環
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、化
石
燃
料
を
使
っ
て
い
る

か
ぎ
り
、循
環
は
不
可
能
で
す
。化
石
燃
料
は
循

環
し
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
空
く
と
、近
所
の
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
箱
と
い
う

の
に
入
れ
て
、何
と
な
く
リ
サ
イ
ク
ル
し
た
よ
う

な
気
が
し
て
い
ま
す
が
、あ
ん
な
も
の
は
リ
サ
イ

ク
ル
に
も
何
に
も
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
を
取
り
に
来
る
人
を
見
て
い
ま
す
と
、「
つ

ぶ
し
て
入
れ
て
く
だ
さ
い
」と
書
い
て
あ
り
ま
す

が
大
部
分
の
人
は
つ
ぶ
さ
ず
に
入
れ
ま
す
か
ら
、

あ
れ
は
空
気
を
運
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

で
す
か
ら
、今
の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
限

り
は
循
環
構
造
に
は
な
ら
な
い
で
す
。

　

石
油
が
急
に
使
え
な
く
な
れ
ば
、全
速
力
で

走
っ
て
い
る
新
幹
線
の
前
に
山
く
ず
れ
が
起
き

る
よ
う
な
も
の
で
、た
だ
の
不
幸
で
す
が
、こ
う

や
っ
て
じ
わ
じ
わ
減
っ
て
い
く
の
は
い
い
こ
と

だ
と
思
う
の
で
す
。

　

私
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使
え
な
く
な
れ
ば
、ホ
ン

ダ
が
C
V
C
C
エ
ン
ジ
ン
を
作
っ
た
み
た
い
に
、

日
本
人
の
お
家
芸
み
た
い
な
、エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使

わ
な
く
て
も
前
よ
り
便
利
に
な
る
と
い
う
よ
う

な
物
が
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

期
待
し
て
お
り
ま
す
。

現在の仕組みを疑ってみる
～本当の循環社会～

作家、江戸文化研究家

石川　英輔氏

●循環型社会

　「循環型社会」とは、「循環型社会形成推進基本法」においては、「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並

びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、

及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分（廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（昭和四十五年法律第百三十七号）第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。 以下同じ。）としての処分をいう。 

以下同じ。）が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう」と

定義されている。

　関連する概念として、「持続可能な発展」「低エントロピー社会」「ゼロエミッション社会」などがある。
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みんなで参加してみる
～縄文建築団～

建築家、建築史家、東京大学教授

藤森　照信氏

　

私
の
仕
事
を
手
伝
う
グ
ル
ー
プ
を「
縄
文
建
築

団
」と
い
い
ま
す
。海
外
で
こ
の
こ
と
を
発
表
し

た
ら
、通
訳
の
人
が“

N
eolithic C

om
pany”

と
訳
し
ま
し
た
。“N

eolithic”

と
い
う
の
は
新

石
器
時
代
を
指
す
の
で
す
。「
あ
あ
、“N

eolithic 
C
om
pany”

と
言
う
の
か
」と
思
い
ま
し
た
。縄

文
建
築
団
に
は
条
件
が
あ
り
、絶
対
に
謝
礼
は
支

払
い
ま
せ
ん
。謝
礼
を
支
払
う
と
労
働
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。た
だ
し
一
応
旅
費
と
宴
会
代
は
出

ま
す
。

　
「
縄
文
建
築
団
」を
や
っ
て
分
か
っ
た
こ
と
は
、

何
で
み
ん
な
が
、私
た
ち
か
ら
見
る
と
３
K
の
よ

う
な
仕
事
に
、も
ち
ろ
ん
プ
ロ
と
し
て
や
る
わ
け

で
は
な
い
で
す
が
、興
味
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と

で
す
が
、一
つ
は
、誰
で
も
必
ず
や
る
こ
と
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。み
ん
な
で
仕
事
を
す
る

と
、食
事
の
用
意
を
す
る
人
も
必
ず
必
要
で
す
。

建
設
の
作
業
で
食
事
と
い
う
の
は
本
当
に
大
事

で
す
。そ
の
と
き
の
食
事
が
お
い
し
か
っ
た
り
す

る
と
、大
変
元
気
が
出
ま
す
。あ
る
い
は
単
純
に
、

使
う
現
場
の
物
を
洗
う
と
か
、材
料
を
調
達
す
る

と
か
、単
純
に
き
ざ
む
と
か
、そ
う
い
う
取
っ
て

き
た
も
の
が
建
築
に
取
り
付
く
ま
で
の
間
に
、必

ず
誰
か
に
や
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の

技
量
に
応
じ
て
や
る
こ
と
が
で
き
る
。つ
ま
り
、

誰
で
も
常
識
の
延
長
上
で
参
画
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
、建
築
の
特
徴
で
あ
り
、建
設
の
特
徴
で

も
あ
り
ま
す
。

●「縄文建築団」とは

　藤森照信氏の指揮のもと、施主と設計者とその友人知人が寄り集まって、一般的とはいいがたい仕上げ工事

を遂行する集団。 藤森氏によると、その内実は“建設工事その都度ファンクラブ”もしくは“工事趣味の会”のよ

うなもの、とのこと。

　由縁は、藤森照信氏設計の「ニラ・ハウス（赤瀬川原平氏邸）」の工事の時に、斜面の竹林の伐採を地元の業者

が対応してくれなかったため、施主とその友人知人に呼びかけて日曜日に来てもらい伐り倒した際、久しぶりの

肉体労働とその後の宴会に参加者一同すっかり気をよくし、「また呼んで」という反応であったことにある。

　以後、建設会社がやってくれない仕上げ工事、技術不安工事のたびに参加者を募り、そのたびごとに参加者は

増えつづけた。 このように、素人が特殊仕上げに合わせて工夫された手作り道具をにぎり群れて立ち働く光景

を、赤瀬川原平氏が「縄文人みたいだ」と言い、それを機に「縄文建築団」の呼び名が生まれた。
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イタリア文化の豊かさ
～カンパネリズム・スローフード運動～
福原　義春氏／青柳　正規氏／小黒　一三氏

●｢スローフード運動」とは

　スローフード運動の日本における連絡調整組織である「スローフードジャパン」によると、スローフード運動と

は、「バラエティ豊かな地域の食を再発見し、これを愉しみながら、人が豊かに、そして平和に生きていくうえで

欠かすことのできない『食の喜び』を取り戻そうという運動」と定義されている。 もともとイタリアで勃興した運

動であるが、1989年にパリで開かれた国際スローフード協会設立大会において「1989年スローフード宣言」が

採択され、その後ナポリ大会において新たに 「2003年スローフード宣言」 が採択されて、今やスローフード運

動は国際的な運動に成長している。

　

ロ
ー
マ
帝
国
か
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
が
残

し
た
建
造
物
、あ
る
い
は
メ
デ
ィ
チ
家
が
パ
ト
ロ

ネ
ー
ジ
し
た
芸
術
作
品
、そ
う
い
う
も
の
は
イ
タ

リ
ア
自
身
の
た
め
で
あ
り
、２
０
０
０
年
後
に
イ

タ
リ
ア
に
見
物
客
を
集
め
る
た
め
に
作
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
の
で
す
。 

で
す
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
に
生
き
て
き
た
イ
タ
リ
ア
の
王
様
、貴

族
、教
会
、庶
民
、そ
れ
ら
が
す
べ
て
、そ
れ
ぞ
れ

に
自
分
た
ち
の
大
切
な
も
の
を
求
め
て
磨
き
上

げ
た
も
の
の
集
積
が
、今
日
の
イ
タ
リ
ア
文
化
に

な
っ
て
、そ
れ
を
世
界
中
か
ら
イ
タ
リ
ア
料
理
を

味
わ
い
、あ
る
い
は
イ
タ
リ
ア
の
芸
術
品
を
見
る

た
め
に
イ
タ
リ
ア
に
行
く
と
い
う
構
造
に
な
っ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。（
福
原
義
春
氏
談
）

　

世
界
に
は
３
つ
の
タ
イ
プ
の
豊
か
さ
、あ
る
い

は
金
持
ち
が
い
ま
す
。 

南
ア
メ
リ
カ
の
金
持
ち

た
ち
は
、何
で
も
あ
り
の
金
持
ち
で
す
。そ
れ
か

ら
イ
ギ
リ
ス
は
、世
界
か
ら
い
い
と
こ
取
り
を
し

て
豊
か
さ
を
築
き
上
げ
ま
し
た
。そ
れ
に
対
し

て
、北
イ
タ
リ
ア
は
、市
民
が
普
通
に
き
ち
ん
と

生
活
を
し
て
い
れ
ば
、市
民
と
し
て
一
番
豊
か
に

な
れ
る
環
境
、基
盤
が
そ
ろ
っ
て
い
る
所
で
あ

る
、と
言
わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。 

そ
の

豊
か
さ
の
原
因
は
歴
史
的
、文
化
的
な
も
の
も
あ

り
ま
す
が
、一
つ
は
お
国
自
慢
す
な
わ
ち
カ
ン
パ

ネ
リ
ズ
ム（
地
方
主
義
：
自
分
た
ち
の
町
に
建
っ

て
い
る
教
会
の
鐘
楼
、そ
れ
を
一
番
大
切
に
す
る

こ
と
）な
の
で
す
。 

都
市
単
位
で
そ
れ
ぞ
れ
自
分

た
ち
の
住
ん
で
い
る
町
を
大
切
に
す
る
し
、誇
り

に
し
て
お
り
、自
分
た
ち
の
町
か
ら
出
て
き
た
人

を
大
変
に
尊
重
す
る
し
尊
敬
し
ま
す
。（
青
柳
正

規
氏
談
）

　

イ
タ
リ
ア
の
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
は
、ど
う
い
う
も

の
か
と
言
う
と
、例
え
ば
半
島
の
先
に
古
い
ニ
ン

ニ
ク
が
あ
り
ま
す
。 

車
で
行
く
の
も
大
変
な
村

な
の
で
す
が
、そ
の
ニ
ン
ニ
ク
を
守
る
た
め
に
普

通
だ
と
地
産
地
消
で
現
場
の
人
た
ち
が
そ
れ
を

食
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

そ
う
で
は
な
く
、そ

れ
を
ロ
ー
マ
や
ミ
ラ
ノ
の
金
持
ち
に
一
流
の

シ
ェ
フ
が
、そ
の
人
た
ち
の
口
に
合
う
よ
う
に
ア

レ
ン
ジ
し
て
高
く
売
る
の
が
イ
タ
リ
ア
の
ス

ロ
ー
フ
ー
ド
運
動
で
す
。 

で
す
か
ら
、決
し
て
古

い
も
の
を
古
い
ま
ま
で
守
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、そ
れ
を
新
し
い
お
調
子
者
た
ち
と
の
つ

な
が
り
の
中
で
守
ろ
う
と
い
う
の
が
ス
ロ
ー

フ
ー
ド
で
す
。（
小
黒
一
三
氏
談
）

月刊「ソトコト」

スローフード宣言 !
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20世紀の生産が排除してきたもの
～科学と社会のコミュニケーション～

建築家、建築史家、東京大学教授

藤森　照信氏

　
「
誰
で
も
で
き
る
」、「
ひ
と
目
で
自
分
の
労
働

の
位
置
が
分
か
る
」、「
祝
祭
性
が
あ
る
」、こ
の
３

つ
は
20
世
紀
の
生
産
が
排
除
し
て
き
た
こ
と
で

す
。自
動
車
で
も
航
空
機
で
も
電
気
機
器
を
作
る

工
場
で
も
、一
人
の
素
人
が
入
っ
た
ら
ラ
イ
ン
は

全
滅
し
ま
す
。 

絶
対
に
素
人
は
入
れ
ま
せ
ん
。 

そ
れ
か
ら
ひ
と
目
で
全
体
が
分
か
る
と
い
う
こ

と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。 

例
え
ば
エ
ン
ジ
ン
の
製

作
の
こ
と
は
プ
ロ
に
し
か
分
か
り
ま
せ
ん
。要
す

る
に
み
ん
な
、全
体
が
よ
く
分
か
ら
ず
自
分
の
作

業
を
や
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
か
ら

祝
祭
性
と
い
う
の
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

基
本
的
に
そ
れ
は
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
に
対
し
て「
建
設
」と
は
、あ
る
条
件
を

ち
ょ
っ
と
は
ず
す
と
、普
通
の
人
た
ち
が
、あ
る

い
は
子
ど
も
た
ち
が
、そ
こ
に
実
験
的
に
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、あ
る
い
は
子
ど
も
た
ち

が
そ
の
原
型
を
全
部
自
分
た
ち
で
作
る
と
い
う

体
験
も
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

例
え
ば
、

飛
行
機
や
自
動
車
を
子
ど
も
た
ち
が
２
日
間
で

作
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。 

と
こ

ろ
が
建
築
は
そ
れ
が
で
き
る
の
で
す
。 

そ
こ
に

21
世
紀
の
科
学
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
人
の
関
係
と

い
う
も
の
を
も
う
一
度
鍛
え
上
げ
て
い
く
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
し
た
。 

建
設
は
遅
れ
た
産
業
だ
と
言
わ
れ

て
き
ま
し
た
が
、実
は
相
当
重
要
な
問
題
を
持
っ

て
い
る
、21
世
紀
に
対
し
て
応
え
ら
れ
る
面
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
、今
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

●科学の社会的役割

　今日、一般の人々にとっての“科学”とは、自分の手の届かないどこか遠くで研究されているもの、という印象

が強く、そのため、一般の人々の科学に対する関心はかなり低下してしまっているかのようである。 われわれの

日常生活とかけ離れた“科学”はあたかも巨大なブラックボックスとなっているのが現状である。 また、現代の

科学の特徴として、ヒューマン・スケールを遥かに越えた“巨大さ”があげられるが、この点も科学の非日常性を

より強調しているように思える。 さらに、現代の科学は専門的にあまりに細分化しすぎており、一般の人々に

とって内容の理解が困難となってしまっただけではなく、研究者間でもお互いの研究内容がわかりあえないと

いう現象すら生じている。

　このような状況のなか、社会や個人と科学との距離を可能に限り縮めていき、科学が社会に受容されるよう、

科学の社会的役割を再確認したうえで、科学を社会に根づかせる努力が強く求められていると言える。
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プロセスについて考える
～江戸時代のエネルギー効率～

作家、江戸文化研究家

　

日
本
の
食
べ
物
、特
に
真
冬
の
ト
マ
ト
や
キ
ュ

ウ
リ
な
ど
は
石
油
を
薄
め
て
飲
ん
で
い
る
よ
う

な
も
の
で
す
。 

そ
れ
か
ら
日
本
の
場
合
、「
フ
ー

ド
・
マ
イ
レ
ー
ジ
」と
い
っ
て
、日
本
へ
外
国
か
ら

食
料
品
を
運
ん
で
く
る
の
に
必
要
な
石
油
が
ま

た
膨
大
な
量
に
な
り
ま
す
。 

概
算
し
ま
す
と
、約

１
０
０K

cal
の
食
べ
物
を
日
本
で
平
均
し
て
食
べ

れ
ば
、ほ
ぼ
同
じ
か
そ
れ
以
上
の
石
油
を
飲
ん
で

い
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

詳
し
く
計
算

し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、私
の
体
の
中
で
、

太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
出
来
て
い
る
の
は
左
の
腕

ぐ
ら
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 
大
部
分
は

石
油
製
品
で
す
。

　

石
油
で
機
械
を
動
か
し
、農
薬
を
作
り
、化
学

肥
料
を
作
り
ま
す
。 

労
働
効
率
は
非
常
に
い
い

の
で
す
が
、エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
が
信
じ
ら
れ
な
い

ほ
ど
悪
い
農
業
を
営
ん
で
い
ま
す
。

　

で
は
、江
戸
時
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
と
、こ
れ
は
と
に
か
く
ゼ
ロ
エ

ネ
ル
ギ
ー
で
何
で
も
で
き
る
わ
け
で
す
。 

ほ
と

ん
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
人
間
が
作
っ
て
い
る
の

で
す
。 

江
戸
時
代
の
工
芸
品
、工
芸
品
と
い
う
と

芸
術
に
な
り
ま
す
が
、要
す
る
に
日
用
品
の
い
ろ

い
ろ
な
物
を
私
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
見
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
が
、別
に
名
の
な
い
職
人
が
普
通
の

人
の
た
め
に
作
っ
た
日
用
品
に
、本
当
に
び
っ
く

り
す
る
よ
う
な
物
が
あ
る
の
で
す
。要
す
る
に
蒸

気
機
関
を
使
わ
ず
に
出
来
る
も
の
は
、江
戸
時
代

の
人
間
は
全
部
手
で
作
っ
て
い
ま
す
。 

た
だ
太

陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
し
て
人
間
が
手
を
動
か

す
こ
と
に
よ
っ
て
、い
ろ
い
ろ
な
物
を
作
っ
て
い

る
の
で
す
。

●フード・マイレージ

　フード・マイレージとは、農林水産省ホームページ「フード・マイレージとは何か」によると、生産地から食卓ま

での距離が短い食料を食べた方が輸送に伴う環境への負荷が少ないであろうという仮説を前提として考え出

されたもので、この値が大きいほど地球環境への負荷が大きいという考えである。 この概念は、1994年から英

国の消費者運動家ティム・ラングが提唱している。 具体的な計算式は、

　輸入食料に係る
　フード・マイレージ ＝ 輸入相手国別の食料輸入量 × 輸出国から我が国までの輸送距離

　なお、関連する概念として、日本には「地産地消」という考え方がある。

石川　英輔氏

北斎漫画
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創造都市バルセロナ

創造都市ナント（リュー・ユニークの外観）

逆境を活かす
～Creative City（創造都市）～

株式会社資生堂　名誉会長

福原　義春氏

●「創造都市（Creative City）」とは

　「創造都市（Creative City）」とは、英国の都市計画家チャールズ・ランドリー（Charles Landry）が1995年に

公表した同名の小冊子及び2000年に発行した著書『創造的都市―都市再生のための道具箱』において提唱し

た、都市再生に関する新しい概念である。

　同書においては、「なぜいくつかの都市は成功しているのか」という問いかけから出発して、産業の衰退や人

口減少等の深刻な都市的課題を克服し、再生できた都市の事例が紹介されており、そこから帰納法的に

“Creative City（創造都市）”という概念を導出している。

　具体的には、芸術文化に代表される“創造性”が、脱工業化時代における新しい産業を創造し、市民社会のシ

ステムを変革し、グローバリゼーションの中でアイデンティティを涵養することを通じて、都市の活力及び再生

の基盤となるという幅広い概念である。

　

E
U
の
拡
大
の
ベ
ク
ト
ル
と
均
質
化
の
動
き

は
、非
常
に
強
く
大
き
な
作
用
が
あ
り
ま
す
。 

と

こ
ろ
が
、作
用
に
は
す
べ
て
反
作
用
が
あ
る
と
い

う
の
は
物
理
学
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
、作
用
が

あ
る
と
、常
に
反
作
用
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考

え
ま
す
と
、E
U
は
拡
大
に
向
か
う
わ
け
で
す

が
、そ
の
中
で
地
域
ご
と
、都
市
ご
と
に
あ
る
、あ

る
範
囲
の
文
化
資
源
や
経
済
資
源
を
、集
中
し
て

凝
縮
す
る
と
い
う
反
対
の
動
き
が
出
て
き
ま
す
。

そ
れ
が
均
質
の
中
の
特
異
性
で
あ
る
、と
私
は
考

え
ま
す
。 
そ
れ
が
今
日
欧
州
で
盛
ん
に
な
っ
て

い
る
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
シ
テ
ィ（
創
造
都
市
）の

大
き
な
動
き
の
要
素
で
あ
り
ま
す
。

　

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
シ
テ
ィ
と
普
通
に
言
わ
れ

て
い
る
の
は
、例
え
ば
イ
タ
リ
ア
の
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
、ス
ペ
イ
ン
の
ビ
ル
バ
オ
あ
る
い
は
バ
ル
セ

ロ
ナ
、イ
ギ
リ
ス
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
、マ
ン
チ
ェ
ス

タ
ー
、フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ン
ト
、リ
ヨ
ン
が
そ
の
代

表
例
で
す
。 

こ
れ
は
限
り
な
く
あ
り
ま
す
。こ
れ

ら
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
シ
テ
ィ
と
言
わ
れ
る
街

の
特
色
は
、パ
リ
、ロ
ン
ド
ン
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
な

ど
の
メ
ガ
シ
テ
ィ
で
は
な
く
、規
模
と
し
て
は
第

二
、第
三
の
伝
統
文
化
を
蓄
積
し
て
い
る
地
方
都

市
で
あ
り
ま
す
。 

し
か
も
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど

は
、か
つ
て
は
そ
の
地
域
の
首
都
的
な
機
能
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

創
造
都
市
の
成
功
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
よ
う
な
所
は
、過
去
の
栄
光
と
そ
の
後
の
衰

退
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
り
、そ
れ
か

ら
ま
た
、中
央
権
力
と
の
軋
轢
、衝
突
と
い
う
記

憶
の
上
に
、跳
ね
返
し
て
自
分
た
ち
で
も
っ
て
文

化
都
市
あ
る
い
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
シ
テ
ィ
を

作
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
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世界水準を超える部分をつくる
～多峰型社会・孤立峰型社会・高原型社会～

国立西洋美術館長、東京大学名誉教授（ローマ考古学・美術史）

青柳　正規氏

●社会モデルの三類型
　階級社会のヨーロッパを「ピラミッド型社会」とした場合、抜きん出る分野が多い一方で脱落者も多いアメリカ

は「多峰型社会」と言うことができる。 それに比べて、平等・均質的な日本は「高原型社会」と表現することができ

る。 この「高原型社会」は、以下のような特徴を有している。

　

世
界
水
準
が
上
が
っ
て
く
る
と
、残
念
な
が
ら

高
原
モ
デ
ル
は
、世
界
水
準
よ
り
も
上
に
出
る
と

こ
ろ
が
非
常
に
少
な
い
の
で
す
。 

こ
れ
が
お
そ

ら
く
最
近
の「
失
わ
れ
た
10
年
」と
言
わ
れ
る
よ

う
な
状
況
の
中
で
の
、世
界
水
準
と
の
対
比
で
は

な
い
か
と
分
析
し
ま
し
た
。

　

で
は
日
本
が
ど
の
よ
う
に
し
て
国
際
社
会
の

中
で
生
き
残
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
と
、少
し
改

良
を
加
え
て
い
く
の
で
す
。 

世
界
水
準
を
突
き

出
る
よ
う
な
部
分
を
ど
う
作
っ
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
で
す
。 

そ
れ
で
、高
原
モ
デ
ル

に
、少
し
上
の
方
に
丘
を
付
け
れ
ば
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、裾
野
の
部
分
を
削
っ

て
、削
っ
た
部

分
を
上
に
持
っ

て
く
る
と
い
う

形
で
す
。で
は

丘
陵
部
分
に
は

ど
う
い
う
も
の

が
期
待
さ
れ
る

か
と
い
う
と
、

こ
れ
か
ら
は
平

等
よ
り
も
公
正

さ
を
重
視
し
ま

す
。 

日
本
文
化

を
世
界
の
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
の

中
で
相
対
化
し

て
、日
本
文
化
は
特
殊
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は

一
切
や
め
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
、O
D
A
等
の
お
金

に
よ
る
外
交
政
治
で
は
な
く
、フ
ラ
ン
ス
の
よ
う

な
言
説
に
よ
る
外
交
政
治
と
い
う
も
の
を
も
っ

と
取
り
込
む
よ
う
に
し
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
ソ
フ

ト
パ
ワ
ー
の
強
化
を
し
て
い
き
ま
す
。そ
し
て
、

よ
り
異
質
な
る
も
の
を
導
入
し
、多
様
性
を
活
性

化
の
ば
ね
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。 

し

か
し
そ
う
す
る
と
、先
ほ
ど
裾
野
を
削
っ
た
こ
と

で
、当
然
失
わ
れ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
が
今
の
よ
う
な
高
レ
ベ
ル

の
治
安
、均
質
・
平
等
な
社
会
、仲
間
意
識
、あ
る

い
は
伝
統
的
な
倫
理
道
徳
と
い
う
も
の
で
す
。

国／地域のモデル

｢高原モデル｣から｢丘陵付き高原モデル｣へ

均質社会 良質な労働力 経済繁栄 過度な経済本位制
　 異質を排除 単一社会 多様性の欠如

平等社会 中産意識 貧富の解消 指導者の不在

安定社会 治安のよさ 平穏な社会 改革アレルギー
　 抗争の抑制 　 司法の停滞



文
化
と
環
境
の
持
続
可
能
性

　

２０
世
紀
の
大
量
生
産
、
大
量
消
費
型
の

物
質
文
明
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
進
展
す
る
中

で
、
地
域
文
化
の
劣
化
が
顕
著
と
な
っ
た
。

同
様
の
事
態
は
自
然
環
境
に
つ
い
て
も
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
は
持
続
可

能
性
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。

　

文
化
資
本
も
自
然
資
本
も
国
に
と
っ
て

貴
重
な
資
産
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
劣
化
さ

せ
る
こ
と
は
大
き
な
損
失
で
あ
る
。
一
度

消
滅
し
た
文
化
や
環
境
を
再
生
さ
せ
る
こ

と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
我
々

は
そ
の
保
全
に
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
文
化
と
環
境
は
地
域
の
生
活
や
慣
習

に
密
着
し
た
も
の
で
、
集
団
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
規
定
し
、
地
域
活
性
化
の
触

媒
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
国
土
交
通
省
は

地
域
活
性
化
の
観
点
か
ら
も
両
者
の
保
全

に
十
分
に
留
意
し
た
施
策
を
展
開
す
る
べ

き
で
あ
る
。

文
化
と
自
然
環
境
の
相
似
性

　

文
化
資
本
は
人
間
の
創
造
的
活
動
に
由

来
し
、
自
然
資
本
は
自
然
の
営
み
に
基
づ

く
も
の
で
、
両
者
が
形
成
さ
れ
て
き
た
背

景
、
プ
ロ
セ
ス
は
全
く
異
な
る
が
、
共
通

点
も
多
い
。
両
者
が
共
通
に
有
す
る
要
件

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な

も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①　
世
代
間
公
平
：
現
世
代
の
次
世
代
に

対
す
る
責
任

②　
多
様
性
・
固
有
性
の
維
持

③　
不
可
逆
性
と
予
防
原
理
：
一
度
破
壊

さ
れ
た
文
化
や
自
然
環
境
の
再
生
の

困
難
さ
と
破
壊
に
対
す
る
予
防
措
置

④　
排
除
不
可
能
性
と
非
競
合
性
：
誰
で

も
ア
ク
セ
ス
で
き
、
か
つ
複
数
の
環

境
や
文
化
が
併
存
す
る
こ
と
が
可
能

⑤　
物
質
的
、
精
神
的
厚
生
効
果
：
文

化
や
環
境
の
恩
恵
は
改
め
て
指
摘
す

る
ま
で
も
な
い

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
再
ロ
ー
カ
ル
化

　

政
治
、
経
済
、
社
会
を
含
め
、
あ
ら
ゆ

る
分
野
で
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
傾
向

が
顕
著
で
あ
る
。
環
境
に
つ
い
て
も
地
球
ス

ケ
ー
ル
の
強
い
枠
が
は
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
波
に

翻
弄
さ
れ
る
現
代
人
は
、
自
己
が
よ
っ
て
立

つ
基
盤
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
不
安
に
駆
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
中
で
、
自
己
が
帰
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
意
識
の
共
有
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
と
い
う
、
逆
方

向
の
ベ
ク
ト
ル
も
働
い
て
い
る
。
地
域
の

人
々
は
集
団
の
伝
統
や
地
域
性
の
再
認
識

を
求
め
て
お
り
、
こ
れ
を
支
援
す
る
行
政

の
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
地
域
活
性
化

の
推
進

　

文
化
と
自
然
環
境
の
保
全
は
、
現
世
代

が
次
世
代
に
対
し
て
有
す
る
大
き
な
責
任

で
あ
る
。
そ
の
重
要
性
に
対
す
る
理
解
は

進
み
、
文
化
政
策
と
環
境
政
策
は
産
官
学

民
の
多
方
面
で
実
施
に
移
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
二
つ
の
政
策
、
す
な
わ
ち
両
者
の

保
存
・
再
生
運
動
が
十
分
連
携
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
が
た
い
。
上
記
の
よ
う
に
、

両
者
は
多
く
の
共
通
の
性
格
を
備
え
て
お

り
、
文
化
の
保
存
・
再
生
と
自
然
環
境
の

保
存
・
再
生
を
連
携
さ
せ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
策
定
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え

る
。
地
域
活
性
化
の
観
点
か
ら
見
て
、
そ

の
推
進
は
単
独
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
達
成
で

き
な
い
様
々
の
シ
ナ
ジ
ー
効
果
を
期
待
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
萌
芽
的
な
連
携
プ
ロ

グ
ラ
ム
も
現
れ
つ
つ
あ
る
。
過
去
に
お
い
て

も
環
境
政
策
と
文
化
政
策
は
国
土
交
通
省

の
行
政
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た

が
、
今
後
両
者
を
連
携
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
活
性
化
と
い
う
大
き
な
問
題
の

解
決
に
向
け
て
新
し
い
成
果
を
上
げ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

地
域
と
地
球
へ
の
貢
献

　

国
土
交
通
省
は
文
化
政
策
と
環
境
政
策

の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
に
つ
い
て
、
先

導
的
活
動
を
展
開
し
得
る
実
績
や
背
景
を

持
っ
て
い
る
し
、
ま
た
地
域
活
性
化
の
観

点
か
ら
そ
の
推
進
を
求
め
ら
れ
る
立
場
に

あ
る
と
言
え
る
。
幅
広
い
行
政
分
野
を
管

轄
す
る
国
土
交
通
省
が
、
両
者
の
連
携
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
、
地
域
活
性
化
と
同

時
に
、
文
化
と
環
境
の
劣
化
と
い
う
二
つ

の
地
球
問
題
の
解
決
に
一
層
の
貢
献
を
果

た
す
こ
と
を
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。

文
化
政
策
と
環
境
政
策
の
連
携
に
よ
る
地
域
活
性
化
の
推
進

村
上　

周
三

独
立
行
政
法
人　
建
築
研
究
所

理
事
長
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学
教
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１ 

国
土
交
通
行
政
の
柱
の
ひ
と
つ
に

・
従
来
の
地
域
社
会so

c
ie
ty/c
o
m
m
u
n
ity

・

地
域
環
境e

n
viro
n
m
e
n
t/e
c
o
lo
g
y

・
地

域
経
済e

c
o
n
o
m
y

に
加
え
て
文
化
を
政

策
の
柱
の
ひ
と
つ
に
加
え
る
時
期
が
来
た

・
人
口
減
少
と
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
時
代
に
ひ
と
が
都
市
に
住
む

た
め
に
は
こ
れ
ま
で
の
３
つ
の
柱
だ
け
で

は
不
足
で
あ
る

・
文
化
こ
そ
が
ひ
と
が
集
住
す
る
こ
と
を

裏
打
ち
す
る

・
こ
の
と
こ
ろ
景
観
法
や
歴
史
ま
ち
づ
く

り
法
な
ど
の
施
策
に
よ
り
、文
化
が
国
土

交
通
行
政
の
う
ち
に
内
部
化
し
て
き
た

と
は
い
え
る

・
し
か
し
、こ
れ
ら
の
大
半
は
有
形
な
も
の

と
し
て
の
構
造
物
に
結
晶
し
て
い
る
場

合
に
限
ら
れ
て
い
る

・
無
形
の
生
活
文
化
を
国
土
交
通
行
政
の

中
に
据
え
る
よ
う
な
施
策
は
こ
れ
ま
で

ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

・
た
と
え
ば
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
に
し
て
も
、

中
心
市
街
地
活
性
化
の
課
題
に
し
て
も
、

文
化
の
面
か
ら
の
都
心
の
再
生
も
う
た
わ

な
け
れ
ば
説
得
力
が
な
い
。そ
し
て
そ
こ

で
の
中
心
的
な
文
化
は
五
感
に
関
す
る
も

の
、す
な
わ
ち
無
形
の
文
化
で
あ
る

２ 

無
形
文
化
の
場
と
し
て
の
都
市

・
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
も
都
市
に
ひ
と
を
ひ

き
つ
け
る
た
め
に
は
文
化
の
力
が
不
可

欠
で
あ
る

・
社
会
も
環
境
も
都
市
に
優
位
性
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い

・
そ
の
う
え
経
済
で
も
ネ
ッ
ト
社
会
で
は
か

な
ら
ず
し
も
都
市
に
優
位
性
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い

・
そ
の
な
か
で
文
化
だ
け
が
継
続
的
に
力

と
な
り
得
る

・
そ
れ
は
、五
感
に
関
わ
る
文
化
、社
会
を

成
り
立
た
せ
て
い
る
文
化
、歴
史
を
受
け

継
ぐ
文
化
で
あ
る

・
こ
れ
ら
の
文
化
に
は
形
が
な
い

・
つ
ま
り
無
形
の
文
化
に
場
所
を
与
え
る
こ

と
が
国
土
交
通
行
政
に
求
め
ら
れ
て
い
る

・
そ
の
よ
う
な
目
で
無
形
文
化
の
場
と
し
て

都
市
を
考
え
る
と
ハ
ー
ド
整
備
に
も
ひ
と

つ
の
方
向
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か 

・
た
と
え
ば
、そ
の
場
所
で
の
活
動
の
イ

メ
ー
ジ
や
１
日
の
間
で
の
使
わ
れ
方
の
変

化
、さ
ら
に
は
都
市
生
活
者
の
１
日
の
生

活
の
営
み
の
中
で
都
市
空
間
が
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か

を
考
え
て
み
る

・
ま
た
、た
と
え
ば
祭
礼
を
い
か
に
盛
り
上

げ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
都
市
空
間
を

見
直
し
て
み
る

・
食
文
化
を
さ
さ
え
る
お
店
な
ど
が
集
ま

る
空
間
が
魅
力
的
な
も
の
と
な
る
よ
う

に
す
る
、オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
な
ど
の
ア
ク

テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
創
出
す
る
よ
う
な
ル
ー
ル

作
り
を
す
る
な
ど

３ 

一
方
で
文
化
的
な
都
市
空
間
創
造
へ

　
 

の
関
心
の
高
ま
り
が
あ
る

・
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
や
ス

マ
ー
ト
パ
ワ
ー
論
、総
合
的
指
標
と
し
て

の
ア
ト
ラ
ク
テ
ィ
ブ
ネ
ス

・
リ
チ
ャ
ー
ド･

フ
ロ
リ
ダ
の
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ブ･

ク
ラ
ス
論
と
３
つ
の
T

・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
ン
ド
リ
ィ
の
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ブ･

シ
テ
ィ
論
と
そ
の
日
本
で
の
大

き
な
反
響

・
こ
れ
ら
を
見
て
い
く
と
デ
ザ
イ
ン
や
サ
ブ

カ
ル
チ
ャ
ー
、テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
な
ど
が
都

市
の
魅
力
の
ひ
と
つ
の
源
泉
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る

・
と
り
わ
け
、公
共
空
間
の
デ
ザ
イ
ン
の
質

を
上
げ
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
ら
の
施
策
の

共
通
的
な
舞
台
と
し
て
必
要
で
あ
る

・
た
と
え
ば
富
山
の
L
R
T
の
成
功
の
ひ
と
つ

の
鍵
は
、車
両
は
停
留
所
な
ど
の
ト
ー
タ

ル
デ
ザ
イ
ン
の
良
さ
に
あ
る
。こ
れ
が
都

市
生
活
の
あ
る
べ
き
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
た

・
欧
州
に
お
い
て
復
活
し
つ
つ
あ
る
路
面
電

車
も
デ
ザ
イ
ン
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
面
が

強
い

・
パ
リ
に
お
け
る
自
転
車
の
復
活
も
デ
ザ
イ

ン
に
力
を
入
れ
て
い
る

・
よ
り
よ
い
デ
ザ
イ
ン
を
生
み
出
す
た
め
の

公
共
施
設
の
コ
ン
ペ
や
公
共
空
間
整
備
の

提
案
制
度
な
ど
を
整
え
る
必
要
が
あ
る

・
都
市
空
間
の
質
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
イ
ギ
リ

ス
の
C
A
B
E(C

o
m
m
is
s
io
n
 fo
r 

A
rc
h
ite
c
u
re
 a
n
d
 th
e
  B
u
ilt 

E
n
viro
n
m
e
n
t)

の
よ
う
な
仕
組
み
も
検

討
に
値
す
る

・
質
の
高
い
都
市
空
間
が
そ
こ
で
の
無
形
の

活
動
を
支
え
る―

―

そ
れ
が
文
化
の
ス
タ

イ
ル

・
も
ち
ろ
ん
、文
化
を
発
信
す
る
よ
う
な
歴

史
の
あ
る
建
物
を
保
存
す
る
こ
と
も
当

然
、重
要
で
あ
る
。制
度
が
取
り
壊
し
圧

力
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い（
た
と
え

ば
消
防
法
、耐
震
基
準
、不
燃
化
）が
、こ

こ
を
支
援
す
べ
き
。景
観
法
や
歴
史
ま
ち

づ
く
り
法
の
重
要
建
造
物
へ
の
特
例
措
置

等
を
積
極
的
に
活
用
す
る
た
め
の
仕
掛

け
が
必
要

・
自
転
車
レ
ー
ン
や
バ
ス
レ
ー
ン
の
推
進
な

ど
も
低
炭
素
社
会
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と

い
う
意
味
で
文
化
的
な
運
動
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。違
法
の
路
上
駐

車
を
一
掃
す
る
た
め
に
も
こ
れ
ら
が
必
要

文
化
を
ど
う
行
政
施
策
の
中
で
と
ら
え
る
か

西
村　

幸
夫東

京
大
学
教
授

（
都
市
工
学
）



　
「
暮
ら
し
文
化
」
が
今
、
行
政
の
政
策

対
象
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

開
発
主
義
の
行
き
過
ぎ
た
帰
結
へ
の
反
省

か
ら
、
環
境
に
配
慮
し
た
持
続
可
能
性
の

追
求
と
い
う
流
れ
の
な
か
で
、
時
代
の
必

然
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
地
域
に
根
差
し
た

生
活
の
中
で
人
々
の
営
為
に
培
わ
れ
、
知

恵
と
創
意
に
よ
っ
て
育
ま
れ
て
き
た
「
暮

ら
し
文
化
」
は
、
本
来
環
境
に
親
和
的
で
、

他
に
な
い
固
有
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
文
化

資
源
の
宝
庫
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
外

部
か
ら
の
お
仕
着
せ
で
な
い
、
住
民
主
導

の
内
発
的
で
持
続
可
能
な
地
域
再
生
・
地

域
振
興
に
寄
与
し
得
る
「
文
化
資
本
」
の

原
石
が
潜
在
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
認
識
は
、
す
で
に
各
地
を
動

か
し
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
盛
岡
市
は
、

文
化
・
歴
史
・
人
材
・
景
観
な
ど
多
様
な

地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
産
み
出
す
原
点
と
し
て

「
暮
ら
し
文
化
」
を
位
置
づ
け
、
ま
ち
づ

く
り
を
展
開
す
る
拠
り
所
と
し
て
い
る
。

　
「
文
化
財
」
の
概
念
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る

こ
と
も
、
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
ま
で
、

い
わ
ば
「
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
文
化
」
と
し

て
保
存
さ
れ
飾
ら
れ
て
き
た
歴
史
的
文
化

財
が
、「
暮
ら
し
文
化
」
の
中
で
「
生
き
ら

れ
る
文
化
」
と
し
て
新
た
な
息
吹
を
与
え

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
文
化
財
に
「
重

要
文
化
的
景
観
」
と
い
う
種
別
が
新
設
さ

れ
た
の
は
３
年
前
。
そ
れ
を
ま
ち
づ
く
り

行
政
の
展
開
に
よ
り
効
果
的
に
反
映
さ
せ

る
べ
く
、
今
年
５
月
に
は
「
歴
史
ま
ち
づ

く
り
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
生
業
で
つ
く

ら
れ
て
き
た
日
常
的
な
景
観
が
文
化
財
と

し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
疲

弊
す
る
地
域
の
住
民
に
誇
り
と
自
信
を
与

え
、
ま
ち
づ
く
り
へ
の
新
た
な
希
望
へ
と

つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
こ

れ
ま
で
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
対
象
で
し
か
な

か
っ
た
「
近
代
化
遺
産
」
の
持
つ
地
域
資

源
と
し
て
の
価
値
も
見
直
さ
れ
、
そ
の
活

用
に
向
け
た
機
運
も
高
ま
っ
て
い
る
。

　

む
ろ
ん
、
歴
史
的
文
化
財
や
近
代
化
遺

産
が
な
く
と
も
、
地
域
の
潜
在
的
な
資
源

は
日
常
生
活
の
中
に
満
ち
て
い
る
。
海
外

に
目
を
向
け
る
と
、
２
０
０
６
年
に
ユ
ネ

ス
コ
の
「
デ
ザ
イ
ン
都
市
」
に
指
定
さ
れ

た
カ
ナ
ダ
・
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
市
の
取
り

組
み
は
示
唆
に
富
む
。
同
市
で
は
、
ま
ち

の
ど
こ
に
で
も
あ
る
一
般
の
商
店
を
都
市

デ
ザ
イ
ン
の
文
化
的
一
要
素
と
し
て
重
視

し
、
10
年
前
か
ら
「
商
業
デ
ザ
イ
ン
」
の

顕
彰
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
個
々
の
店
舗

の
外
観
や
内
装
の
デ
ザ
イ
ン
を
競
う
も
の

で
、
結
果
的
に
街
並
み
の
景
観
が
魅
力
的

に
な
る
だ
け
で
な
く
、
デ
ザ
イ
ン
を
手
が

け
た
若
手
の
芸
術
家
・
建
築
家
が
自
信
を

深
め
、
デ
ザ
イ
ン
産
業
の
雇
用
も
増
加
し
、

住
民
の
都
市
デ
ザ
イ
ン
へ
の
意
識
が
高
ま

る
、
な
ど
の
期
待
以
上
の
相
乗
効
果
が
得

ら
れ
た
と
い
う
。

　

さ
て
、「
暮
ら
し
文
化
」
の
潜
在
力
を

引
き
出
し
、
今
後
の
地
域
振
興
の
さ
ら
な

る
展
開
に
つ
な
げ
て
い
く
上
で
、
行
政
は

何
を
す
べ
き
か
。

　

第
一
に
提
案
し
た
い
の
は
、
地
域
資
源

の
発
掘
（
発
見
）
と
活
用
を
マ
ネ
ー
ジ
で

き
る
専
門
家
の
育
成
で
あ
る
。
地
元
民
に

は
当
た
り
前
す
ぎ
て
気
付
か
な
い
資
源
を

見
出
し
、
第
三
者
の
目
で
住
民
へ
の
啓
発

と
助
言
が
行
え
る
点
で
は
、「
よ
そ
者
」

に
こ
そ
で
き
る
役
割
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
あ
く
ま
で
地
元
の
事
情
と
意
向
を
尊

重
し
つ
つ
、
文
化
資
源
を
文
化
資
本
に
転

化
さ
せ
る
上
で
必
要
な
法
的
知
識
を
持

ち
、 

各
省
庁
に
よ
る
各
種
の
支
援
事
業
や

補
助
金
制
度
に
精
通
し
、
地
元
の
住
民
と

連
携
し
つ
つ
地
域
を
支
え
て
い
く
専
門

家
、「
文
化
資
源
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
」（
仮

称
）
の
養
成
を
、
国
と
自
治
体
が
共
同
し

て
取
り
組
ん
で
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う

か
。
資
格
付
与
や
人
材
バ
ン
ク
と
し
て
の

登
録
と
派
遣
な
ど
も
含
め
た
、
制
度
的
な

検
討
も
望
ま
れ
る
。

　

第
二
に
、「
暮
ら
し
文
化
」
に
関
わ
る

取
り
組
み
に
は
相
応
の
熟
成
時
間
が
必
要

で
あ
る
。
即
効
的
な
成
果
だ
け
を
追
求
し

て
事
業
の
継
続
を
判
断
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
な
、
新
た
な
評
価
方
法
の
構
築
が
求

め
ら
れ
る
。
政
策
の
効
果
に
つ
い
て
、
ま

す
ま
す
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
一
方
、

文
化
に
関
わ
る
領
域
で
は
未
だ
評
価
の
あ

り
方
は
模
索
の
途
上
で
あ
る
。
社
会
資
本

と
同
様
に
、
文
化
資
本
の
蓄
積
と
効
果
を

測
る
に
は
長
期
的
な
タ
イ
ム
・
ス
パ
ン
を

要
す
る
。
そ
の
意
味
で
、省
庁
の
中
で
も
っ

と
も
大
き
な
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ー
ル
を
持
つ

国
土
交
通
省
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
り
つ

つ
、
独
自
の
評
価
軸
の
検
討
に
着
手
す
る

こ
と
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

際
に
は
、
計
量
経
済
学
者
主
導
で
は
な
く
、

社
会
学
者
や
文
化
人
類
学
者
、
地
元
の
歴

史
家
等
の
参
画
を
得
な
が
ら
、
多
様
な
観

点
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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数
百
万
年
の
採
集
狩
猟
文
明
を
経
た
人

類
は
、
農
業
革
命
、
近
代
産
業
革
命
を
経

て
、
過
去
一
世
紀
来
、
物
質
的
規
模
を
数

十
年
で
倍
増
す
る
産
業
文
明
・
世
界
大
の

都
市
文
明
フ
ェ
ー
ズ
に
転
じ
、
人
口
と
資

源
の
極
限
的
緊
張
、
温
暖
化
、
生
物
多
様

性
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
地
球
と
い
う

星
の
根
源
的
環
境
制
約
と
の
関
連
に
お
い

て
人
類
は
未
曾
有
の
生
態
的
危
機
の
時
代

に
突
入
し
た
。「
持
続
可
能
な
文
化
」
は

こ
の
時
代
認
識
を
ふ
ま
え
、
企
画
・
推
進

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

地
球
環
境
危
機
を
克
服
し
、
自
然
と
共

存
す
る
持
続
可
能
な
産
業
文
明
へ
の
移
行

を
確
か
な
も
の
と
す
る
必
須
条
件
の
ひ
と

つ
は
、
配
慮
す
べ
き
地
球
の
制
約
、
可
能

性
、
共
存
す
べ
き
自
然
の
多
様
性
が
、
専

門
的
に
も
、
ま
た
日
常
の
市
民
の
暮
ら
し

や
、
産
業
活
動
全
般
に
お
い
て
も
、
鮮
明

か
つ
適
切
に
テ
ー
マ
化
さ
れ
る
環
境
文

化
、
あ
る
い
は
〈
す
ま
い
の
感
覚
〉
の
よ

う
な
も
の
を
成
熟
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
の
基
本
理
解
を
も
っ
て
日
本
列

島
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
や
水
循
環
や
緑
の

必
然
に
再
定
位
し
、
そ
れ
が
指
し
示
す
足

元
の
地
球
の
制
約
や
可
能
性
に
再
適
応
す

る
こ
と
の
で
き
る
、
列
島
環
境
文
化
を
創

出
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
私
た
ち
の
大
課
題

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
課
題
に
答
え
る
文
化
構
想

と
し
て
、
私
は
流
域
思
考
の
都
市
・
文
化

再
生
を
提
示
し
て
き
た
。
雨
の
水
を
水
系

に
集
め
る
流
域
（
流
域
生
態
系
）
は
、
水

循
環
の
構
造
単
位
を
形
成
し
、
あ
た
か
も

大
地
の
細
胞
の
ご
と
く
並
列
し
て
列
島
を

覆
う
。
流
域
思
考
の
都
市
・
文
化
再
生
戦

略
は
、流
域
ベ
ー
ス
の
〈
す
ま
い
の
感
覚
〉、

地
域
文
化
形
成
を
促
し
つ
つ
、
流
域
を
枠

組
み
と
し
て
水
資
源
管
理
・
水
災
害
対
策
・

自
然
生
態
系
の
保
全
再
生
対
策
等
を
軸
と

す
る
地
域
・
都
市
再
生
を
推
進
し
、
列
島

規
模
で
の
自
然
共
生
型
・
都
市
再
生
を
進

め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
流
域
は
足

元
に
現
れ
る
最
も
具
体
的
で
ま
と
ま
り
の

良
い
地
球
生
態
系
と
し
て
、
都
市
市
民
、

都
市
文
明
に
、
足
元
の
地
球
の
制
約
や
可

能
性
を
鮮
明
に
自
覚
さ
せ
る
計
画
、
施
策

統
合
、
都
市
再
生
の
枠
組
と
な
っ
て
ゆ
く

だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
試
み
は
、
内
閣
府

関
連
の
研
究
戦
略
に
お
け
る
「
自
然
共
生

型
流
域
圏
・
都
市
再
生
」
論
等
と
し
て
論

じ
ら
れ
、
萌
芽
的
に
実
践
・
推
進
さ
れ
て

も
い
る
。
都
市
一
級
水
系
鶴
見
川
の
流
域

に
お
け
る
、
国
土
交
通
省
・
京
浜
河
川
事

務
所
を
調
整
役
と
し
流
域
規
模
に
展
開
す

る
鶴
見
川
流
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
を
市

民
サ
イ
ド
の
エ
ン
ジ
ン
と
す
る
「
鶴
見
川

流
域
水
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
展
開
は
、

端
緒
的
で
は
あ
る
が
、
流
域
思
考
の
都
市
・

文
化
再
生
の
見
本
と
な
っ
て
ゆ
く
と
期
待

し
た
い
動
向
で
あ
る
。

　

列
島
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
・
都
市
に
お
い

て
足
元
の
個
性
あ
る
地
球
の
特
性
に
即
し

た
流
域
文
化
形
成
が
促
進
さ
れ
、
相
互
に

共
鳴
し
て
環
境
文
化
の
列
島
大
で
の
成
熟

が
進
め
ば
、
わ
が
国
の
都
市
文
化
は
、
自

然
と
共
存
す
る
持
続
可
能
な
都
市
文
明
の

世
界
展
開
に
、
大
地
に
根
ざ
す
根
源
性
を

も
っ
て
寄
与
し
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
る
は

ず
。
流
域
は
地
球
温
暖
化
が
予
想
す
る
大

規
模
水
災
害
の
未
来
を
引
き
受
け
る
大
地

の
単
位
で
あ
り
、
国
土
交
通
行
政
の
温
暖

化
適
応
策
の
焦
点
と
な
る
計
画
枠
組
で
も

あ
る
。
流
域
思
考
の
都
市
・
文
化
再
生
は
、

国
土
交
通
行
政
の
環
境
転
換
と
と
も
に
あ

る
未
来
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
既
存
の
行

政
住
所
だ
け
で
な
く
、流
域
に
す
ま
う
〈
自

然
の
住
所
感
覚
〉
を
育
て
、
環
境
思
考
の

流
域
文
化
を
さ
ら
に
さ
ら
に
旺
盛
に
そ
だ

て
る
工
夫
を
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
活
か
し
、

進
め
て
ゆ
き
た
い
。

流
域
思
考
の
都
市
・
文
化
再
生
へ

岸　
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地
域
や
都
市
は
そ
こ
に
住
ま
う
人
々
や

組
織
、
種
々
の
制
度
や
習
慣
等
の
様
々
な

「
要
素
」
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
は
互
い
に
密
接
に
関
連
し
合
い
な
が

ら
一
つ
の
「
統
一
体
」
を
な
し
て
い
る
。

こ
の
統
一
体
は
、
長
い
年
月
を
経
て
、
諸

要
素
間
の
種
々
の
力
が
拮
抗
し
合
う
一
つ

の
「
調
和
」「
均
衡
」
を
な
す
も
の
と
な
る
。

こ
の
調
和
・
均
衡
こ
そ
が
「
文
化
」
で
あ
る
。

例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
に
し
ろ
日
本
料

理
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
様
々
な
要
素
（
素

材
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が

複
雑
に
絡
み
合
い
、
調
和
す
る
こ
と
を
通

じ
て
一
つ
の
独
特
な
趣
を
醸
し
出
す
。
こ

う
し
た
現
象
こ
そ
「
文
化
」
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
諸
要
素
間
の
調
和
と
し
て
の

「
文
化
」
に
は
、
相
対
的
価
値
観
と
は
異

な
る
客
観
的
な
見
地
か
ら
見
た
「
文
化
水

準
」
な
る
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
レ
ベ
ル
の
高
い
料
理
と
低
い
料
理
が

存
在
し
得
る
よ
う
に
、
文
化
に
も
水
準
の

高
低
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

自
然
災
害
と
近
隣
部
族
か
ら
の
攻
撃
の
恐

怖
に
お
び
え
、
疫
病
が
絶
え
ず
、
互
い
に

モ
ノ
を
盗
み
合
う
様
な
「
均
衡
状
態
」
に

あ
る
よ
う
な
文
化
レ
ベ
ル
と
、
様
々
な
災

害
や
戦
争
の
リ
ス
ク
を
最
小
化
し
つ
つ
、

互
い
に
協
力
し
合
い
、
助
け
合
い
、
様
々

な
芸
術
品
を
生
み
出
し
続
け
る
文
化
レ
ベ

ル
と
で
は
、
後
者
の
方
が
「
文
化
水
準
が

高
い
」
と
判
断
し
た
と
し
て
も
異
論
少
な

き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
、「
文
化
を
支

え
る
国
土
交
通
行
政
」
と
は
、

①
そ
の
行
政
行
為
の
対
象
は
、
当
該

の
都
市
・
地
域
に
お
け
る
、
様
々

な
要
素
が
高
度
に
複
雑
に
絡
み
合

い
つ
つ
形
成
さ
れ
る
統
一
的
な
調

和
態
／
均
衡
状
態
を
一
つ
の
「
文

化
」
で
あ
り
、

②
か
つ
、
そ
の
「
文
化
」
に
は
「
文

化
水
準
」
な
る
も
の
が
存
在
す
る

と
い
う
想
定
の
下
、

③
そ
の
「
文
化
水
準
」
な
る
も
の
を
、

「
国
土
交
通
行
政
」
と
い
う
切
り

口
で
も
っ
て
し
て
、
意
図
的
に
向

上
せ
し
め
よ
う
と
す
る
諸
営
為

と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
定
義
を
踏
ま
え
る
な

ら
、
文
化
を
視
野
に
納
め
た
国
土
交
通
行

政
官
は
、
次
の
よ
う
な
認
識
・
態
度
を
携

え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
議
論
が

演
繹
さ
れ
る
。

　

第
一
に
、
行
政
行
為
が
対
象
と
す
る
の

は
単
純
な
物
理
現
象
で
は
な
く
、
諸
要
素

が
高
度
に
関
連
し
合
い
つ
つ
形
成
さ
れ
る

「
文
化
現
象
」
で
あ
る
以
上
（
①
よ
り
）、

国
土
交
通
行
政
に
は
あ
る
種
の
慎
重
さ
が

不
可
欠
で
あ
る
。

　

第
二
に
、「
文
化
水
準
」
が
確
実
に
存

在
す
る
で
あ
ろ
う
と
想
定
す
る
態
度
が
不

可
欠
で
あ
り
（
②
よ
り
）、
そ
れ
故
に
、

単
純
な
効
率
性
や
公
平
性
と
い
っ
た
概
念

を
越
え
た
文
化
水
準
を
看
破
し
う
る
価
値

観
を
携
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

第
三
に
、
上
述
の
様
な
慎
重
さ
を
携
え

つ
つ
も
、
そ
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
文
化

水
準
向
上
の
た
め
に
種
々
の
行
政
行
為
を

意
図
的
に
為
す
大
胆
さ
も
ま
た
求
め
ら
れ

て
い
る
（
③
よ
り
）。

　

す
な
わ
ち
、
文
化
に
資
す
る
こ
と
を
期

す
国
土
交
通
行
政
は
、
地
域
の
歴
史
と
伝

統
と
文
化
に
対
す
る
敬
意
に
基
づ
く
「
慎

重
さ
」
を
携
え
、
単
な
る
費
用
や
便
益
、

効
率
性
等
の
単
純
な
基
準
を
超
越
し
、
良

き
風
土
や
伝
統
・
芸
術
を
観
賞
す
る
と
共

に
俗
悪
な
る
も
の
を
嫌
悪
す
る
真
っ
当
な

「
価
値
観
」
に
基
づ
い
て
、
為
す
べ
き
こ

と
を
為
し
、
為
さ
ぬ
べ
き
こ
と
を
為
さ
ぬ

「
大
胆
さ
」
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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【参考資料】国土交通省におけるこれまでの主な取り組み

◇ 文化を守り育む地域づくり・まちづくりの基本方針　（平成８年６月）
◇ 美しい国づくり政策大綱　（平成１５年７月）　
◇ 文化観光懇談会　中間的報告　（平成１８年８月）　
◇ 文化を培うこれからの国土交通行政を考える懇談会 中間とりまとめ （平成１９年６月） 

＜参考＞　個別分野等での主な取組事例
○道と文化を語る懇談会 【平成１２年６月から平成１４年６月】
○歴史・文化に根ざした郷土の川づくりのための調査手引き書 【平成１７年２月】
○道を活用した地域活動円滑化のためのガイドライン 【平成１７年３月】
○日本風景街道(シーニック・バイウェイ・ジャパン）戦略会議 【平成１７年１２月から】
○港湾環境施策の進捗状況と今後の展開（交通政策審議会港湾分科会） 【平成１８年６月】
○道路ルネッサンス研究会報告 【平成１８年７月】
○古都保存行政の理念の全国展開小委員会報告 【平成１８年７月】
○地域いきいき観光まちづくり 【平成１８年８月】
○歴史まちづくり法の制定 【平成２０年５月】及び歴史的環境形成総合支援事業の創設 【平成２０年度】

方針・大綱等

　
「
文
化
」と
一
口
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
も
、こ
れ
ま
で
の
諸
先
生
方
の
ご
講
義
を
拝
聴
し
再
認
識

し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、そ
の
何
で
あ
る
か
を
捉
え
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
す
。 

し
か
し
な
が

ら
、こ
れ
ま
で
も「
地
域
の
歴
史
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
」や「
景
観
保
護
」と
云
う
よ
う
な
直

截
な
取
組
か
ら
、さ
ら
に
は
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
に
亘
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
施
策
や
様
々
な
構
造
物
の
立

ち
現
れ
様
に
至
る
ま
で
、私
共
の
担
う
国
土
交
通
行
政
は
、自
覚
の
軽
重
は
別
と
し
て
、こ
の
社
会
の

「
文
化
」と
い
う
も
の
に
幅
広
く
係
わ
り
を
持
っ
て
き
た
と
云
え
ま
し
ょ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、人
口
減
少
、経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、環
境
問
題
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
な
ど
我
が

国
の
経
済
社
会
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
現
状
を
考
え
ま
す
と
、「
環
境
」の
持
続
性
が
行
政

の
内
部
目
的
と
な
っ
て
き
た
こ
と
に
加
え
、「
文
化
」の
持
続
性
に
つ
い
て
も
自
覚
を
も
っ
て
行
政
の

内
部
目
的
と
し
て
い
く
こ
と
が
と
て
も
大
切
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、先
ず
我
々
行
政
官
各
々
の
価
値
観
の
真
っ
当
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 "W

hat are w
e?" "W

hat am
 I?"

と
職
員
が
自
ら
に
問
い
か
け
る
中
で
出
て
き

た
価
値
観
に
基
づ
き
、「
我
」を
張
る
こ
と
も
ま
た
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。 

そ

れ
が
我
々
の
仕
事
の
力
強
さ
や
新
し
い
価
値（Som

ething N
ew

）を
引
き
出
し
、ひ
い
て
は
持
続
可

能
な「
暮
ら
し
文
化
」を
支
え
る
行
政
を
実
現
す
る
力
と
な
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
「
文
化
」と
は
我
々
の
生
き
様
そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。 
い
ろ
い
ろ
な
切
り
口
が
あ
る

こ
と
か
ら
、幅
広
い
各
般
に
亘
る
議
論
や
考
え
方
を
我
々
は
常
に
シ
ャ
ワ
ー
の
よ
う
に
浴
び
続
け
る

こ
と
が
大
事
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。様
々
な
問
題
が
人
類
の
生
き
様
の
制
約
条
件
と
な
っ
て
き
て

い
る「
今
」そ
し
て「
こ
れ
か
ら
の
時
代
」、我
々
の
社
会
が
先
人
か
ら
引
き
継
い
で
き
た
し
な
や
か
さ

を
失
わ
な
い
た
め
に
も
、文
化
政
策
と
環
境
政
策
の
連
携
推
進
の
旗
振
り
役
と
し
て
今
後
も
腰
を
据

え
て
取
り
組
ん
で
い
く
と
い
う
社
会
の
要
請
に
地
に
脚
を
張
っ
て
応
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、こ
の
懇
談
会
に
お
き
ま
し
て
価
値
あ
る
ご
意
見
、ご
提
言
を
頂
戴
し
た
座
長
の
村
上
周

三
先
生
を
始
め
委
員
の
皆
様
、な
ら
び
に
貴
重
な
話
題
を
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
ゲ
ス
ト
の
皆
様

へ
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
長　

大
口　

清
一
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事　　例 （１）歴史文化の保存・保全・再生事例

（２）文化創出事例

（３）文化交流事例

（４）文化振興に資する
　  住民参加・協働事例

○古都における歴史的風土
　の保存
　（京都市、奈良市、鎌倉市、
　天理市、橿原市、桜井市、
　斑鳩町、明日香村、逗子市、
　大津市）

○横浜港における歴史的建築物の保存・
　再生（神奈川県横浜市）

○商家の町並みに調和する「ふるさと川
　づくり」～小野川（千葉県香取市）

○歴史的・文化的な港湾空間を保全・改
　修（門司港レトロ）（福岡県北九州市）

○地域の素材や伝統的な工法を活かした「金山型住宅」
　（山形県金山町）

○茨城県内つくばエクスプレス沿線地
　区の地域ブランドとして「つくばスタイ
　ル」の提唱・発信
　（関連して発行されているムック誌）

○北上川水辺プラザ（北上川歴史回廊構想）
　（岩手県・宮城県）

○四国全域に点在する歴史的文化遺産を結ぶ「歴史・文化道」の整備
　（四国全域）

○道をきっかけに地域住民の方 と々行政が
　連携～シーニックバイウェイ北海道
　（北海道内）

○近畿圏の歴史文化を活かした
　歴史街道モデル事業地区の
　整備（近畿圏）
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