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土
地
を
選
ん
だ
条
件
は

「
日
当
た
り
」「
水
」「
安
全
」

昔
の
人
間
が
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
か

と
い
う
と
、
日
当
た
り
が
よ
く
て
、
飲

み
水
が
確
保
で
き
て
、
か
つ
災
害
に
遭

い
に
く
い
場
所
で
す
。
今
も
山
奥
に
行

く
と
「
な
ん
で
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
住
ん

だ
の
だ
ろ
う
？
」
と
思
う
よ
う
な
場
所

に
小
さ
な
集
落
が
残
っ
て
い
ま
す
。
山

の
中
腹
な
の
で
日
当
た
り
が
よ
く
、
近

く
に
湧
き
水
が
あ
り
、
大
き
な
河
川
か

ら
離
れ
て
い
る
の
で
水
害
も
起
き
に
く

い
。
人
々
は
そ
う
い
う
土
地
を
見
つ
け

て
は
移
り
住
み
、
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。

人
口
が
増
え
る
と
、
徐
々
に
標
高
が

低
い
場
所
、
川
の
そ
ば
な
ど
危
な
い
と

こ
ろ
に
も
進
出
し
て
い
き
ま
す
。
日
本

は
暴
れ
川
が
多
い
の
で
、
大
雨
で
も
氾

濫
原
に
な
ら
な
い
山
す
そ
付
近
、
あ
る

い
は
河
川
が
小
規
模
で
水
害
が
起
き
に

く
い
場
所
を
選
ん
で
い
ま
し
た
。
古
代

政
権
が
成
立
し
た
大
和
盆
地
は
紀
の
川

水
系
で
す
が
、
大
き
な
川
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
安
全
な
土
地
な
の
で
有
力
豪
族

が
発
生
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

海
の
近
く
に
住
む
場
合
は
、
丘
の
よ
う

な
高
台
に
集
落
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ

れ
も
災
害
を
避
け
る
た
め
で
す
。

私
た
ち
が
農
村
景
観
と
捉
え
る
平
野

に
田
畑
が
広
が
る
場
所
は
、
実
は
江
戸

期
に
成
立
し
た
も
の
が
多
い
の
で
す
。

そ
の
典
型
は
日
本
海
側
。
江
戸
期
は
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
海
岸
林
を
つ
く
っ
て

い
っ
た
は
ず
な
の
に
、
青
森
か
ら
山
口

ま
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
ね
。
日
本
の

川
は
、
今
で
こ
そ
流
路
が
固
定
さ
れ
て

い
る
の
で
海
へ
流
れ
て
い
き
ま
す
が
、

も
と
も
と
は
海
の
水
も
混
じ
っ
た
沼
地

に
入
り
込
ん
で
い
ま
し
た
。
ど
こ
ま
で

が
川
で
、
ど
こ
か
ら
が
海
か
よ
く
わ
か

ら
な
い
よ
う
な
状
態
で
す
ね
。

そ
の
原
因
の
一
つ
が
風
で
す
。
風
が

海
岸
の
砂
を
巻
き
上
げ
て
陸
側
に
落
と

す
と
、
そ
こ
で
川
が
せ
き
止
め
ら
れ
て

水
溜
ま
り
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
で

す
か
ら
、
ま
ず
は
砂
を
飛
ば
す
風
を
止

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

海
岸
林
は
、
砂
が
飛
ぶ
の
を
防
ぐ
役
割

で
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

水
は
あ
り
が
た
い
も
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
、
人
が
住
む
場
所
を
広
げ
よ
う
と

す
る
と
大
変
な
苦
労
を
強
い
ら
れ
ま
す
。

新
潟
平
野
な
ど
は
沼
地
だ
ら
け
で
し
た

か
ら
、
水
を
抜
い
て
干
拓
し
ま
し
た
。

田
ん
ぼ
に
水
を
入
れ
る
水
利
だ
け
で
な

く
、
水
を
抜
く
水
利
も
必
要
で
し
た
。

地
元
で
話
し
合
っ
て

水
を
治
め
た

そ
の
土
地
に
水
を
ど
う
取
り
込
み
、

ど
う
処
理
す
る
か
は
、
江
戸
期
ま
で

人
は
自
ら
の
生
息
域
を
広
げ
よ
う
と
、
山
か
ら
平
野
、
海
辺
へ
と
進
出

し
て
き
た
。
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
人
が
集
う
場
所
は
ど
う
変
わ
っ
て

き
た
の
か
。
そ
し
て
、
集
落
と
い
う
単
位
で
生
き
て
い
く
た
め
に
、
水

を
ど
う
扱
っ
て
き
た
の
か
。
哲
学
者
の
内
山
節
さ
ん
に
、
人
が
水
を
治

め
る
こ
と
と
地
域
社
会
の
関
係
の
遷
り
変
わ
り
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

Takashi Uchiyama
1950年東京生まれ。1970年代から東京と
群馬県の山村・上野村との二重生活を続け
る。『日本人はなぜキツネにだまされなくなった
のか』『貨幣の思想史』『「里」という思想』

『新・幸福論―「近現代」の次に来るもの』
『内山節著作集（全15巻）』など著書多数。

インタビュー

内山 節さん

哲学者
NPO法人 森づくりフォーラム

代表理事

日
本
人
は
自
然
を
相
手
に

ど
う
生
き
て
き
た
の
か

【概論】
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「
地
元
の
発
案
」
が
主
で
し
た
。
中
心

に
な
る
の
は
庄
屋
ク
ラ
ス
の
人
た
ち
で
、

村
の
人
た
ち
と
と
も
に
あ
る
程
度
ま
で

は
自
力
で
や
り
ま
す
が
、
人
を
雇
っ
た

り
費
用
が
か
さ
む
場
合
は
藩
や
幕
府
に

相
談
し
ま
し
た
。
藩
や
幕
府
も
石
高
が

増
え
る
の
は
悪
い
話
で
は
な
い
の
で
、

う
ま
く
交
渉
す
れ
ば
資
金
を
提
供
し
て

も
ら
え
ま
し
た
。

当
時
の
人
た
ち
の
、
水
を
使
う
、
あ

る
い
は
治
め
る
た
め
の
「
見
る
目
」
は

大
し
た
も
の
で
し
た
。
信
濃
川
の
大
河

津
分
水
路
は
１
９
３
１
年
（
昭
和
６
）
の

完
成
で
す
が
、
計
画
そ
の
も
の
は
江
戸

中
期
の
享
保
年
間
（
１
７
１
６

―１
７
３
６
）

か
ら
あ
っ
た
の
で
す
。
当
時
の
人
た
ち

が
「
新
潟
平
野
の
洪
水
を
止
め
る
に
は
、

あ
そ
こ
で
分
水
す
る
し
か
な
い
」
と
標

高
差
も
含
め
て
考
え
た
ん
で
す
ね
。　

鹿
児
島
県
鹿か
の
や屋
市
に
、
マ
テ
バ
シ
イ

の
枝
を
刈
っ
て
束
ね
て
置
い
て
取
水
す

る
「
柴し
ば
い
ぜ
き

井
堰
」（
注
）
が
あ
り
ま
す
。
農

業
用
水
を
得
る
た
め
だ
け
な
ら
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
可
動
堰
に
す
れ
ば
よ
い

の
で
す
が
、
あ
え
て
続
け
る
こ

と
で
「
来
月
の
何
日
に
や
ろ

う
」
と
相
談
し
た
り
、
若
い

人
は
技
を
も
つ
人
に
や
り
方

を
教
わ
る
。
終
わ
っ
た
ら
お

酒
も
飲
む
で
し
ょ
う
。
そ
れ

が
ま
た
地
域
を
つ
く
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

水
の
脅
威
か
ら
逃
れ
る
、
あ
る
い
は

水
を
確
保
す
る
方
法
を
そ
の
土
地
に
住

ん
で
い
る
人
が
考
え
、
話
し
合
い
、
資

金
も
調
達
す
る
。
水
を
治
め
る
こ
と
は
、

た
ん
な
る
水
量
管
理
で
は
な
く
、
地
域

づ
く
り
と
分
離
で
き
な
い
も
の
で
し
た
。

自
分
た
ち
で
選
ん
だ

集
落
の「
水
役
人
」

日
本
の
農
村
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
水
不
足
の
社
会
で
す
。
水
は
豊
富
な

よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
谷
底
を
流
れ
て

い
る
川
か
ら
は
水
を
汲
み
上
げ
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
生
活
用
水
な
ら
桶
に

組
ん
で
天
秤
棒
で
担
い
で
、
と
い
う
こ

と
も
で
き
な
く
は
な
い
で
す
が
、
農
業

用
水
と
し
て
は
足
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
集
落
の
上
流
で
取
水
し
て
、

長
い
用
水
路
を
つ
く
っ
て
水
を
引
い
て

き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
水
路
は
土
で
す
か

ら
、
水
が
し
み
込
ん
で
し
ま
う
。
取
水

口
で
得
た
水
が
田
ん
ぼ
に
到
着
す
る
と

き
に
は
半
分
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
粘
土
質
の
土
を
持
っ
て
き
て
し

み
込
み
や
す
い
場
所
を
固
め
る
と
い
う

こ
と
を
ず
っ
と
や
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
状
態
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と

渇
水
に
な
る
と
た
ち
ま
ち
水
が
足
り
な

く
な
り
ま
す
。
水
田
を
も
つ
集
落
に
と

っ
て
水
の
分
配
は
死
活
問
題
で
す
。
み

ん
な
自
分
の
田
に
は
水
が
欲
し
い
の
で
、

（注）柴井堰
『水の文化』60号の特集「水の守人」
にて掲載（p42-45）。

写真：福島県南会津町水引（みずひき）集落の湧き水「水引の
清水」とそれを祀る「山神社」。この水に惹かれた猟師3人が文
安年間（1444-1449）に移り住んだのが集落の端緒とされる

日本人は自然を相手にどう生きてきたのか
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話
し
合
い
で
は
決
ま
り
ま
せ
ん
。
で
は

ど
う
し
た
か
？

集
落
が
独
自
に
「
水

役
人
」
を
立
て
、
水
の
分
配
を
そ
の
人

に
一
任
し
た
の
で
す
。
水
役
人
の
生
活

は
集
落
が
保
障
し
ま
し
た
。

水
役
人
は
、
み
ん
な
が
「
あ
の
人
な

ら
公
平
に
考
え
て
く
れ
る
」
と
信
頼
で

き
る
人
物
で
、
し
か
も
こ
れ
か
ら
雨
が

降
る
の
か
降
ら
な
い
の
か
予
想
で
き
る

ほ
ど
自
然
の
こ
と
に
も
精
通
し
て
い
ま

し
た
。
水
を
止
め
て
い
る
う
ち
に
腐
ら

せ
て
し
ま
っ
て
は
元
も
子
も
な
い
の
で
、

稲
に
関
す
る
知
識
も
豊
富
で
し
た
。

水
役
人
は
お
年
寄
り
が
務
め
る
こ
と

が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
弟
子
を
養
成

し
て
い
る
地
域
も
あ
り
ま
し
た
。
弟
子

が
予
想
以
上
に
早
く
一
人
前
に
な
り
、

師
匠
も
元
気
な
場
合
、
他
の
集
落
か
ら

「
師
匠
を
う
ち
に
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う

か
」
と
声
が
か
か
る
。
そ
う
い
う
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
も
あ
っ
た
の
で
す
。
師
匠
は

よ
そ
の
集
落
に
引
っ
越
し
て
水
役
人
と

な
り
、
そ
こ
で
も
弟
子
を
養
成
す
る
と

い
う
こ
と
が
各
地
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
水
の
分
配
に
限
っ
た
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
農
村
で
は
獣
害

が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
期

は
も
っ
と
ひ
ど
か
っ
た
。
そ
こ
で
村
専

用
の
猟
師
を
立
て
、
彼
ら
に
一
年
中
動

物
を
追
い
か
け
て
も
ら
う
代
わ
り
に
、

賃
金
に
あ
た
る
も
の
は
村
で
保
障
し
ま

し
た
。
漁
師
に
は
鉄
砲
が
必
要
で
す
の

で
、
庄
屋
が
藩
と
交
渉
し
ま
す
。
ほ
と

ん
ど
の
藩
が
「
わ
か
っ
た
。
30
丁
渡
そ

う
」
な
ど
と
許
可
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
鉄
砲
は
ご
法
度
で
す
が
、
幕
府
は
黙

認
し
ま
す
。

か
つ
て
、
役
人
と
は
そ
の
名
の
通
り

「
一
つ
の
役
を
や
る
人
」
で
し
た
。
地

元
の
人
は
、
必
要
だ
と
思
え
ば
こ
う
し

た
役
人
を
自
分
た
ち
で
立
て
て
い
た
の

で
す
。し

た
た
か
に
進
め
た

藩
・
幕
府
と
の
交
渉

江
戸
期
は
、
基
本
的
に
正
規
の
役
人

が
地
元
に
は
い
ま
せ
ん
。
代
官
所
や
郡

奉
行
は
遠
い
う
え
、
彼
ら
も
勝
手
に
村

に
入
る
こ
と
は
で
き
ず
「
○
月
○
日
に

行
く
」
と
通
達
し
て
か
ら
や
っ
て
く
る
。

今
は
、
田
ん
ぼ
や
畑
の
こ
と
を
一
括

り
に
田た

畑は
た

と
い
い
ま
す
が
、
も
と
も
と

は
田
畑
と
畑は
た

田だ

が
あ
り
ま
し
た
。
田
畑

は
、
水
が
豊
富
な
年
は
水
田
に
し
ま
す

が
、
水
が
あ
ま
り
豊
富
で
は
な
い
と
判

断
す
る
と
畑
に
す
る
。
畑
田
は
、
普
段

は
畑
だ
け
れ
ど
水
が
豊
富
な
年
だ
け
田

ん
ぼ
に
す
る
。
春
に
そ
の
年
の
気
候
を

読
ん
で
判
断
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
一
種

の
水
調
整
で
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
年
貢
の
ご
ま
か
し

の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
畑
は
年
貢
が
か

か
ら
な
い
場
合
が
多
い
の
で
、
代
官
に

は
「
こ
こ
は
畑
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言

う
け
れ
ど
、
実
際
に
は
田
ん
ぼ
に
し
て

い
る
ケ
ー
ス
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、「
隠
し
田
」
と
は
、
山
奥
の
見
え
な

い
と
こ
ろ
に
ひ
っ
そ
り
田
ん
ぼ
を
つ
く
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
誰
が
見
て
も
わ

か
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
領
主
に
は
「
こ

こ
は
遊
水
地
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
雨
の

時
に
水
が
溜
ま
る
場
所
に
過
ぎ
ま
せ
ん
」

と
言
う
。「
稲
が
あ
る
で
は
な
い
か
！
」

と
指
摘
さ
れ
て
も
「
上
流
か
ら
流
れ
て

き
た
も
の
が
、
た
ま
た
ま
根
を
張
っ
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
す
ね
」
と
ご
ま
か
し

ま
す
。
そ
う
し
て
年
貢
を
で
き
る
だ
け

回
避
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
で
も
罰
金
を
と
ら
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
し
た
。
20
両
支
払
え
と
い
わ
れ

た
ら
し
か
た
が
な
い
と
、
庄
屋
が
村
人

か
ら
お
金
を
集
め
て
支
払
う
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
20
両
は
必
ず
あ
と
で

戻
っ
て
き
ま
す
。
領
主
は
「
お
前
た
ち

が
ご
ま
か
す
の
は
水
路
が
不
完
全
で
水

が
安
定
し
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
金

で
水
路
を
改
修
し
な
さ
い
」
と
20
両
を

差
し
出
す
。
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
る
か

ら
村
人
も
罰
金
に
応
じ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
村
人
は
「
は
い
、

わ
か
り
ま
し
た
」
と
答
え
る
も
の
の
、

従
う
気
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
面
従

腹
背
で
す
ね
。
一
方
、
藩
も
あ
ま
り
強

硬
に
事
を
進
め
て
一
揆
が
起
き
る
と
困

る
の
で
、
適
当
な
と
こ
ろ
で
収
め
る
し

日当たりがよい山の中腹にある水引集落。山の水を水路で引き込んでいる

水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産



9

か
な
い
。
農
民
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
力
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

田
畑
と
畑
田
の
使
い
分
け
、
隠
し
田

の
あ
り
方
な
ど
、
江
戸
期
の
自
治
は
実

に
巧
妙
で
し
た
。
そ
れ
は
、
水
や
災
害

対
策
な
ど
そ
の
土
地
で
暮
ら
す
た
め
に

必
要
な
こ
と
を
、
す
べ
て
自
分
た
ち
の

手
で
や
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
す
。

水
を
治
め
る
権
利
は

地
域
か
ら
国
へ

と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
に
な
る
と
地

元
が
手
を
出
せ
な
く
な
り
ま
す
。
川
を

治
め
る
権
利
を
、
国
が
地
元
の
人
か
ら

取
り
上
げ
た
か
ら
と
言
っ
て
も
い
い
で

し
ょ
う
。
そ
の
あ
た
り
か
ら
地
域
社
会

が
お
か
し
く
な
り
ま
す
。　

も
ち
ろ
ん
、
明
治
時
代
も
悪
い
こ
と

ば
か
り
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

西
洋
技
術
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
例

え
ば
揚
水
ポ
ン
プ
で
川
の
水
を
汲
み
上

げ
て
、
水
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

地
域
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
水
利
組
合

が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
で
、
複
数
の
地
域

の
合
意
と
協
力
が
な
け
れ
ば
で
き
な
か

っ
た
大
河
津
分
水
路
の
よ
う
な
大
工
事

も
進
み
ま
し
た
。

劇
的
に
変
わ
っ
た
の
は
、
１
９
５
２

年
（
昭
和
27
）
に
国
産
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ミ
キ
サ
ー
車
が
登
場
し
て
か
ら
で
す
。

そ
れ
ま
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
現
場
で
人

の
手
で
こ
ね
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

ミ
キ
サ
ー
車
が
登
場
す
る
と
、
大
量
か

つ
安
価
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
使
え
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
「
コ
ン
ク
リ

を
打
っ
て
お
け
ば
大
丈
夫
」
と
い
う
神

話
が
生
ま
れ
、
川
だ
け
で
な
く
自
然
環

境
そ
の
も
の
が
つ
く
り
か
え
ら
れ
、
地

域
社
会
は
さ
ら
に
崩
れ
て
い
き
ま
し
た
。

た
だ
し
、
農
業
用
水
に
限
っ
て
い
え

ば
、
水
の
分
配
だ
け
は
地
元
で
や
っ
て

い
る
ケ
ー
ス
が
最
近
ま
で
各
地
に
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
水
の
分
配
が
地
域
社
会

を
辛
う
じ
て
保
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

圃ほ
じ
ょ
う場
整
備
が
進
ん
で
水
路
が
暗あ

ん
き
ょ渠
に
な

り
、
水
が
目
に
つ
か
な
く
な
る
。
つ
ま

り
、
田
ん
ぼ
の
水
さ
え
都
市
の
水
道
の

水
と
同
じ
よ
う
な
存
在
に
な
っ
た
の
で

す
。
水
を
治
め
て
ど
う
生
き
て
い
く
か

が
抜
け
落
ち
る
の
で
、
見
た
目
は
農
村

景
観
で
あ
る
け
れ
ど
、
農
村
的
地
域
社

会
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
ど
う
に
か
す
る
に
は
、
川
を

含
め
た
自
然
を
治
め
て
い
く
権
限
を
、

地
域
の
人
た
ち
が
昔
の
よ
う
に
自
ら
の

手
に
取
り
戻
す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

今
の
し
く
み
だ
と
、
住
民
は
要
求
し
か

で
き
な
い
。
住
民
が
管
理
設
計
で
き
る

よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

か
つ
て
は
地
域
の
人
が
発
案
し
、
そ

れ
を
藩
や
幕
府
が
応
援
し
て
地
域
社
会

が
成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

県
や
国
は
出
て

く
る
な
、
と
い

う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。「
主

導
権
は
地
元
の

人
た
ち
に
あ

る
」
と
い
う
こ

と
を
尊
重
で
き

る
社
会
に
ど
う

戻
し
て
い
く
の
か
が
論
点
で
す
。

水
と
ど
う
生
き
る
か
が

地
域
社
会
を
左
右
す
る

皆
さ
ん
は
、「
地
域
」
と
い
わ
れ
て
ど

う
い
う
範
囲
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。

　

私
は
群
馬
県
の
上
野
村
で
暮
ら
し
て

い
ま
す
が
、
隣
の
村
の
人
と
も
付
き
合

っ
て
い
ま
す
し
、
買
い
物
は
近
く
の
都

市
部
へ
出
か
け
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

時
と
場
合
に
よ
っ
て
地
域
の
範
囲
は
変

わ
る
も
の
で
す
。
地
域
と
い
う
言
葉
は

も
っ
と
重
層
的
な
概
念
で
あ
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
重
層
的
な
構
造

こ
そ
が
本
来
の
社
会
の
姿
だ
と
言
っ
て

も
よ
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
以
降
の
日
本

は
、
中
央
集
権
国
家
と
し
て
あ
ら
ゆ
る

レ
ベ
ル
で
全
国
的
な
一
元
化
を
推
し
進

め
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
地
域
の

独
自
性
は
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
き
ま

す
。
今こ
ん
に
ち日
で
は
、
地
域
と
い
う
言
葉
は

市
区
町
村
と
い
う

行
政
単
位
と
一
緒

に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
結
果
、

一
人
ひ
と
り
が
孤

立
し
て
、「
行
政
に

管
理
さ
れ
て
い
る

個
々
の
存
在
」
と

な
っ
て
い
ま
す
。

先
人
た
ち
が
も
っ
と
立
体
的
な
地
域

社
会
で
手
を
携
え
て
生
き
て
い
た
こ
と

を
、
私
た
ち
は
思
い
出
す
べ
き
で
す
。

そ
し
て
、
地
域
社
会
の
基
本
を
つ
く
っ

て
い
た
軸
の
一
つ
が
「
水
」
だ
っ
た
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

自
分
た
ち
の
地
域
の
水
管
理
は
こ
う

あ
る
べ
き
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
水
害

対
策
は
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
を

自
ら
発
案
し
、
社
会
を
形
成
し
て
い
こ

う
と
考
え
る
―
―
。
そ
れ
が
今
、
も
っ

と
も
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
２
０
年
８
月
25
日
取
材
）

日本人は自然を相手にどう生きてきたのか

総面積
3,780万ha

森林
66.3％農地

11.8％

原野など 0.9％
水面、河川、水路 3.6％
道路 3.7％
宅地 5.2％ その他

8.7％

■国土の利用形態別
構成比

水引集落の山に近い家々では、今も
庭先に引き込んだ山の水で洗い物
をする。大雨が降った後は近所の人
たちと水路の泥をさらいに行くという

【概論】

出典：総務省統計局「第69回 日本統計年
鑑」（2020年）

（注）数値の単位未満を四捨五入している
ため、構成比を合計しても100とはならない


