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生
ま
れ
育
っ
た
ま
ち
を

世
界
一
住
み
や
す
く

こ
こ
10
年
く
ら
い
、
ゼ
ミ
の
学
生
な

ど
を
見
て
い
て
気
づ
く
若
者
た
ち
の
あ

る
種
の
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
顕
著
な
順

に
キ
ー
ワ
ー
ド
で
表
す
な
ら
、「
ロ
ー
カ

ル
」「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」「
ス
ロ
ー
」
で
す
。

  

ロ
ー
カ
ル
志
向
、
す
な
わ
ち
地
域
や

地
元
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

最
初
に
そ
う
感
じ
た
の
は
、
静
岡
県
出

身
の
学
生
が
ゼ
ミ
の
志
望
理
由
と
し
て

「
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
ま
ち
を
世
界

一
住
み
や
す
い
ま
ち
に
す
る
こ
と
」
を

テ
ー
マ
に
挙
げ
た
と
き
で
す
。
そ
れ
ま

で
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
の
な
い
関
心
事

で
し
た
。

ま
た
、
地
元
で
あ
る
新
潟
県
の
農
業

の
再
活
性
化
を
研
究
課
題
と
し
た
り
、

愛
国
心
な
ら
ぬ
「
愛
郷
心
」
を
軸
に
し
た

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
を
卒
論
の
テ

ー
マ
に
す
る
学
生
も
現
れ
ま
し
た
。

も
と
も
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
に
関

心
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
む
し
ろ
重
要
な

の
は
ロ
ー
カ
ル
な
問
題
だ
と
海
外
留
学

中
に
気
づ
き
地
元
の
活
性
化
に
か
か
わ

り
た
い
と
中
途
で
帰
国
し
た
り
、
東
京

の
大
企
業
に
就
職
し
た
け
れ
ど
郷
里
の

地
場
産
業
に
Ｕ
タ
ー
ン
す
る
と
い
っ
た
例

も
目
に
留
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
若
い
世
代
の
「
地
元
志

向
」
は
文
部
科
学
省
や
内
閣
府
な
ど
の

調
査
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
背
景
に
は
２
０
０
８
年
（
平
成
20
）

あ
た
り
か
ら
到
来
し
た
人
口
減
少
社
会
、

も
う
少
し
広
く
い
え
ば
成
熟
社
会
へ
の

移
行
と
い
う
変
化
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

高
度
成
長
期
か
ら
バ
ブ
ル
期
あ
た
り
ま

で
は
、
世
の
中
が
一
つ
の
方
向
に
集
中

す
る
こ
と
で
拡
大
・
成
長
し
て
い
き
ま

し
た
。
そ
れ
は
「
遅
れ
て
い
る
地
方
」

「
ロ
ー
カ
ル
」「
ソ
ー
シ
ャル
」「
スロ
ー
」を

希
求
す
る
成
熟
社
会
の
若
者
た
ち
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今
の
若
者
は
、
地
域
や
自
ら
の
地
元
へ
の
意
識
や
関
心
が
高
い

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
社
会

保
障
や
環
境
、
医
療
、
都
市
・
地
域
に
関
す
る
政
策
研
究
か
ら

死
生
観
な
ど
を
巡
る
哲
学
的
考
察
に
取
り
組
む
広
井
良
典
さ
ん

は
、
日
本
に
お
け
る
若
者
へ
の
社
会
保
障
な
ど
の
支
援
が
き
わ

め
て
手
薄
だ
と
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
。
今
の
若
者
（
Ｚ
世
代
）
に

見
ら
れ
る
傾
向
や
、
私
た
ち
先
行
世
代
が
若
者
た
ち
の
た
め
に

す
べ
き
こ
と
な
ど
を
、
広
井
さ
ん
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

「ローカル」「ソーシャル」「スロー」を希求する成熟社会の若者たち

図１ 経済システムの進化と「ポスト情報化」
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か
ら
「
進
ん
で
い
る
東
京
」
へ
と
、
時

間
軸
に
沿
っ
て
各
地
域
が
位
置
づ
け
ら

れ
た
時
代
で
し
た
。
明
治
時
代
以
降
の

人
口
の
急
速
な
増
加
期
と
は
、
良
く
も

悪
く
も
す
べ
て
が
東
京
に
向
か
っ
て
流

れ
て
い
く
中
央
集
権
化
が
進
む
時
代
だ

っ
た
の
で
す
。　

と
こ
ろ
が
現
在
本
格
化
し
つ
つ
あ
る

人
口
減
少
社
会
な
い
し
（
格
差
の
問
題
を
ひ

と
ま
ず
置
く
と
し
て
）
あ
る
程
度
の
物
質
的

豊
か
さ
が
実
現
さ
れ
た
成
熟
社
会
で
は
、

時
間
軸
が
後
景
に
退
き
、
空
間
軸
に
沿

っ
た
逆
の
流
れ
が
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
も
つ
多
様
な
価
値

や
特
徴
に
関
心
が
向
く
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
が
時
代
の
流
れ
に
敏
感
な
若
い
世

代
の
ロ
ー
カ
ル
志
向
に
も
反
映
し
て
い

る
と
思
う
の
で
す
。

社
会
課
題
へ
の
意
識
の
高
さ
と

他
人
を
押
し
の
け
な
い
感
性

工
業
化
を
中
心
と
す
る
成
長
社
会
で

は
、
鉄
道
や
道
路
や
空
港
な
ど
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
が
一
つ
の
地
域
だ
け
で
は
完

結
せ
ず
、
お
の
ず
と
国
レ
ベ
ル
の
中
央

集
権
的
な
計
画
が
重
要
で
、
そ
れ
が
経

済
成
長
に
も
有
効
で
し
た
。
し
か
し
ポ

ス
ト
工
業
化
の
成
熟
社
会
へ
移
行
す
る

と
、
福
祉
や
環
境
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や

ま
ち
づ
く
り
と
い
っ
た
分
野
や
テ
ー
マ

が
大
き
な
課
題
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
ロ
ー
カ
ル
な
性

質
の
問
題
群
で
す
。
現
在
の
日
本
が
抱

え
る
社
会
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は

各
々
の
地
域
レ
ベ
ル
か
ら
出
発
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
し
っ
か
り
し

た
問
題
意
識
を
も
つ
若
い
世
代
ほ
ど
強

く
感
じ
と
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
な
意
識

の
高
さ
も
、
Ｚ
世
代
以
前
か
ら
顕
著
な

傾
向
で
す
。
私
の
周
り
で
象
徴
的
な
例

を
挙
げ
れ
ば
、
田
畑
に
特
殊
な
形
の
太

陽
光
パ
ネ
ル
を
設
置
し
営
農
継
続
と
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
普
及
の
一
石
二
鳥

を
目
指
す
「
ソ
ー
ラ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
」
の
大
学
発
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
を
立

ち
上
げ
た
卒
業
生
が
い
ま
す
。
環
境
問

題
へ
の
貢
献
意
識
の
高
さ
は
、
小
学
生

く
ら
い
か
ら
「
こ
の
ま
ま
だ
と
人
類
の

未
来
は
危
な
い
」
と
い
う
警
鐘
に
接
し

て
き
た
世
代
特
有
の
も
の
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る

「
ス
ロ
ー
」
で
す
が
、
こ
れ
も
Ｚ
世
代

以
前
か
ら
の
傾
向
と
し
て
、
ガ
ツ
ガ
ツ

し
て
い
な
い
し
、「
わ
れ
先
に
」
の
感
覚

が
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
人
を
押

し
の
け
て
も
優
位
に
立
と
う
と
す
る
上

昇
志
向
が
希
薄
で
す
。
そ
も
そ
も
そ
う

し
た
、
い
う
な
れ
ば
「
昭
和
的
ハ
ン
グ

リ
ー
精
神
」
を
今
の
Ｚ
世
代
に
求
め
て

も
無
理
で
す
し
、
物
質
的
な
欲
求
が
ほ

ぼ
満
た
さ
れ
た
成
熟
社
会
に
お
い
て
、

利
己
的
な
成
長
至
上
主
義
は
あ
ま
り
意

味
が
な
い
の
で
す
。

高
度
成
長
期
の
負
の
遺
産
か
ら

若
い
世
代
を
解
き
放
と
う

  

山
登
り
に
た
と
え
れ
ば
、
人
口
増
加

の
時
代
に
は
集
団
で
一
本
の
山
道
を
登

っ
て
い
ま
し
た
が
、
人
口
減
少
時
代
の

成
熟
社
会
に
な
っ
た
今
、
い
わ
ば
山
頂

に
達
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま

り
視
界
が
３
６
０
度
開
け
た
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
多
勢
が
決
め
ら
れ
た

ゴ
ー
ル
に
向
け
て
一
本
道
を
し
ゃ
に
む

に
歩
い
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は

各
々
が
視
野
を
広
げ
自
由
に
道
を
選
び
、

好
き
な
こ
と
を
追
求
し
て
創
造
性
を
開

花
さ
せ
る
時
代
で
す
。
従
来
型
の
一
本

道
の
成
長
志
向
に
拘
泥
す
る
と
持
続
可

能
性
が
阻
害
さ
れ
、
経
済
も
停
滞
し
て

い
き
ま
す
。

Ｚ
世
代
が
多
様
に
好
き
な
道
を
選
ぶ

生
き
方
を
上
の
世
代
が
邪
魔
し
て
は
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。
１
９
８
７
年

（
昭
和
62
）
の
国
連
「
環
境
と
開
発
に
関
す

る
世
界
委
員
会
」（
ブ
ル
ン
ト
ラ
ン
ト
委
員
会
）

の
報
告
書
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
持
続
可

能
性
と
は
「
将
来
の
世
代
の
ニ
ー
ズ
を

満
た
し
つ
つ
現
在
の
世
代
の
ニ
ー
ズ
も

満
足
さ
せ
る
」
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

将
来
の
世
代
も
今
の
豊
か
さ
や
権
利
を

享
受
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が
持
続
可

能
性
の
最
大
の
肝
な
の
で
す
が
、
莫
大

水の文化 69号　特集　Z世代の水意識
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【総論】

岐阜県郡上市白鳥町にある石徹白集落では、全世帯が
参加して小水力発電に取り組んでいる。そのシンボル的な
存在である「上掛け水車」（最大出力2.2kW）

な
国
の
債
務
を
将
来
世
代
に
ツ
ケ
回
し

て
い
る
日
本
の
現
状
は
、
残
念
な
が
ら

持
続
可
能
性
を
損
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
問
題
を
上
の
世
代
は
も
っ
と
重
く
受

け
止
め
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

「
ロ
ー
カ
ル
」「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」「
ス
ロ

ー
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
象
徴
さ
れ
る
若

い
世
代
の
傾
向
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本

社
会
が
敷
い
た
閉
鎖
的
で
同
調
圧
力
の

強
い
一
本
道
か
ら
、
開
放
的
で
自
由
な

価
値
観
を
重
ん
じ
る
多
様
な
道
筋
へ
と

分
岐
す
る
萌
芽
で
す
。
そ
れ
を
摘
み
と

ら
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
上
の
世
代

の
責
務
と
し
て
、
従
来
型
の
成
長
志
向

や
借
金
の
ツ
ケ
回
し
と
い
っ
た
高
度
成

長
期
の
負
の
遺
産
か
ら
若
い
世
代
を
解

放
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
八
百
万
の
神
」な
ど

伝
統
的
な
自
然
観
に
関
心

私
た
ち
は
10
年
ほ
ど
前
か
ら
、
自
然

と
一
体
と
な
っ
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
拠
点
で
あ
る
「
鎮
守
の
森
」
と
自
然

エ
ネ
ル
ギ
ー
拠
点
整
備
を
結
び
つ
け
、

ロ
ー
カ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化

を
図
る
「
鎮
守
の
森
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
、
さ
さ
や
か
な
が

ら
も
各
地
で
進
め
て
い
ま
す
。

直
近
の
進
展
と
し
て
は
、
埼
玉
県
秩

父
市
で
市
民
共
同
出
資
に
よ
る
水
車
使

用
の
小
水
力
発
電
が
稼
働
し
ま
し
た
。

最
大
出
力
50 

kW
、
１
０
０
世
帯
強
の
電

力
量
を
賄
え
ま
す
。
中
心
に
な
っ
て
進

め
た
の
は
定
年
退
職
さ
れ
た
あ
と
私
た

ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
宮
下

佳
廣
さ
ん
。
鎮
守
の
森
と
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
結
び
つ
い
た
重
要
な
一
歩

と
考
え
て
い
ま
す
。

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
導
き
の
糸
と
な

っ
た
岐
阜
と
福
井
の
県
境
に
あ
る
石い

と徹

白し
ろ

地
区
は
、
小
水
力
発
電
を
通
じ
た
地

域
再
生
事
業
で
全
国
的
に
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
。
外
資
系
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

会
社
を
経
て
地
元
の
岐
阜
に
Ｕ
タ
ー
ン

し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
人
が
中
心
に
な
っ
て
進
め

て
お
り
、
若
い
世
代
の
ロ
ー
カ
ル
志
向

の
先
駆
的
な
事
例
と
い
え
ま
す
。（
注
）

地
球
規
模
で
見
て
も
、
風
土
や
環
境

の
多
様
性
こ
そ
、
宗
教
や
文
化
の
多
様

性
の
土
台
で
す
。
そ
し
て
風
土
と
環
境

で
最
大
の
要
素
が
「
水
」
に
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
砂
漠
の
よ
う
な
水
の

乏
し
い
環
境
で
は
自
然
と
一
体
と
な
っ

た
ら
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
ど
う

し
て
も
人
間
が
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
、
そ
の
背
景
に
神
が
存
在
す
る
世
界

観
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
よ
う
に
水

の
恵
み
が
豊
か
な
風
土
で
は
、
自
分
を

取
り
囲
む
み
ず
み
ず
し
い
緑
や
森
が
あ

り
、
さ
ら
に
生
命
す
べ
て
を
包
み
込
ん

で
自
然
と
宇
宙
が
あ
る
と
い
う
世
界
観

に
な
り
ま
す
。
す
る
と
自
然
と
一
体
に

な
る
の
が
人
間
に
と
っ
て
望
ま
し
い
状

態
で
あ
り
、
そ
の
起
点
と
な
る
の
が

「
水
」
な
の
で
す
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
小
水
力
発
電
は

地
域
密
着
型
の
わ
か
り
や
す
い
活
性
化

の
試
み
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

石
川
県
加
賀
市
に
移
住
し
て
小
水
力
発

電
を
柱
に
し
た
地
域
再
生
に
取
り
組
も

う
と
し
て
い
る
私
の
ゼ
ミ

の
卒
業
生
も
い
ま
す
。

ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
全
国
の
神
社
数
は

約
８
万
８
０
０
０
で
す
。

こ
れ
は
約
６
万
で
飽
和
し

た
コ
ン
ビ
ニ
数
よ
り
多
い

の
で
す
。

「
鎮
守
の
森
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の

一
環
で
各
地
の
神
社
を
回

る
と
、
若
い
世
代
の
参
詣

者
が
目
立
ち
ま
す
。
茶
髪
の
カ
ッ
プ
ル

が
神
妙
な
顔
で
お
祈
り
し
て
い
た
り
す

る
。
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
巡
り
の
一
環
で

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
人
た

ち
は
環
境
に
関
し
て
特
に
社
会
的
な
行

動
は
起
こ
さ
な
い
け
れ
ど
、
生
物
多
様

性
の
発
想
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い

「
八
百
万
の
神
様
」
が
基
底
に
あ
る
伝

統
的
な
自
然
観
に
関
心
が
向
い
て
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

地
域
や
地
元
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
持
続
可
能
な
社
会

を
先
取
り
す
る
若
い
世
代
の
傾
向
を
私

は
期
待
を
込
め
て
見
つ
め
、
新
た
な
希

望
も
抱
い
て
い
ま
す
。

（
２
０
２
１
年
10
月
１
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

（注）石徹白地区の取り組み
『水の文化』60号「地域おこしを支える『水への信仰』
の記憶」参照
https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no60/07.html

「ローカル」「ソーシャル」「スロー」を希求する成熟社会の若者たち

図１ 経済システムの進化と「ポスト情報化」

図2 地域によって異なる課題（人口規模別、複数回答可）図3 ｢人生前半の社会保障」の国際比較（対GDP比、2015年）図4 公的教育支出の国際比較（対GDP比、2015年）
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「持続可能性」～
「幸福」への関心

小規模市町村では「人口減少や若者の流出」が特に問題
中規模都市では「中心市街地の衰退」
大都市圏では「コミュニティのつながりの希薄化や孤独」（「格差・失業や低所得者などの
生活保障」も）

■人口減少や若者の流出
■財政赤字への対応
■格差・失業や低所得者などの生活保障
■中心市街地の衰退
■コミュニティのつながりの希薄化や孤独

■経済不況や産業空洞化
■少子化・高齢化の進行
■農林水産業の衰退
■自然環境の悪化
■その他
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総合計

日本の低さが
目立つ

スウェーデン フランス ドイツ イギリス 日本 アメリカ特に就学前と高等教育期において、教育における私費負担の割合が大
(高等教育期についてはOECD平均31％に対して日本は68％）
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