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「
比
較
の
概
念
」遠
ざ
け
た
島と

う

嶼し

ょ

的
独
自
性

図①図②

人
間
存
在
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
と
き
に
は
、
他
者
の
目
が
絶
対

に
必
要
に
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ

る
。
人
間
は
一
人
で
は
人
間
で
あ

り
得
な
い
。
他
者
を
自
覚
し
て
こ

そ
自
己
は
存
在
で
き
る
。
こ
れ
は

す
な
わ
ち
、
他
者
と
の
比
較
と
い

う
こ
と
。
比
較
す
る
精
神
が
あ
っ

て
こ
そ
、
も
の
ご
と
を
知
り
、
学

ぶ
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
比
べ
る
こ
と
が
も
の

を
考
え
る
基
本
で
あ
る
と
い
う
発

想
は
、
日
本
で
は
あ
ま
り
浸
透
し

て
い
な
い
。
日
本
人
と
し
て
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
と
う
と

思
っ
た
ら
、
本
当
な
ら
ば
他
国
の

人
々
と
比
べ
て
こ
そ
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
は
ず
だ
が
、
そ
う
は

し
な
い
。

日
本
は
四
方
を
海
で
隔
て
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
よ

そ
」
か
ら
来
る
存
在
と
の
付
き
合

い
が
希
薄
だ
っ
た
時
代
が
ず
い
ぶ

ん
長
か
っ
た
。
日
本
人
が
比
較
の

概
念
を
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
た
要
因

は
、
そ
こ
に
も
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
長
い
鎖
国
の
時
代
ま
で

あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
や
む

を
得
な
い
と
こ
ろ
か
。

時
は
す
で
に
21
世
紀
で
あ
る
。

風
習
や
体
格
が
違
う
「
よ
そ
」
の

人
た
ち
と
は
付
き
合
わ
な
い
な
ど

と
は
、
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
。
今

は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
、
異
な

る
地
域
、
文
化
、
民
族
と
の
交
流

が
あ
る
。
比
べ
る
こ
と
を
拒
否
す

る
の
は
不
自
然
極
ま
り
な
い
し
、

そ
ん
な
こ
と
で
は
他
者
と
も
自
己

と
も
向
き
合
う
こ
と
は
で
き
も
し

な
い
。

■
　
□

上
の
図
①
の
世
界
地
図
は
、
ア

メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
通
常
用

い
ら
れ
る
世
界
地
図
だ
が
、
大
西

洋
を
中
心
に
し
て
ア
メ
リ
カ
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
地
図
の
真
ん
中
に

な
っ
て
い
る
。
欧
米
人
が
用
い
る

の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
地
図
に

な
る
の
は
当
然
で
、
日
本
や
中
国

な
ど
の
東
ア
ジ
ア
地
域
は
地
図
の

右
端
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
見
て
東

の
方
角
）に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

地
球
の
北
の
果
て
が
「
北
極
」、

南
の
果
て
が
「
南
極
」
と
呼
ば
れ

る
の
と
同
様
に
、
欧
米
人
か
ら
見

て
東
の
果
て
に
あ
る
日
本
が
「
極

東
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。

ま
た
、
左
ペ
ー
ジ
の
図
②
は
、

ふ
だ
ん
見
慣
れ
た
北
が
上
に
な
る

日
本
地
図
を
回
転
さ
せ
て
、
南
を

上
に
し
た
「
環
日
本
海
諸
国
図

（
通
称
＝
逆
さ
地
図
）」
で
あ
る

が
、
こ
の
地
図
を
み
る
と
、
東
ア

ジ
ア
地
域
で
の
日
本
の
国
土
に
つ

い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か

る
。
古
代
の
日
本
は
、
朝
鮮
半
島

や
中
国
か
ら
仏
教
な
ど
の
進
ん
だ

文
化
が
入
っ
て
き
た
。
朝
鮮
半
島

や
中
国
か
ら
見
る
と
、
海
の
向
こ

う
側
に
島
国
が
あ
っ
て
、
そ
の
島

国
の
か
た
ち
は
こ
の
地
図
の
よ
う

に
見
え
た
の
だ
ろ
う
。
い
ま
で
こ

そ
太
平
洋
側
の
方
に
大
き
な
都
市

や
大
き
な
港
が
た
く
さ
ん
あ
る
が
、

古
代
の
日
本
で
は
日
本
海
側
が
外

国
と
つ
な
が
る
玄
関
口
だ
っ
た
。

ま
た
、
こ
う
し
て
見
る
と
、
日
本

海
は
日
本
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に

囲
ま
れ
た
大
き
な
湖
の
よ
う
に
も

見
え
る
。

さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ラ
ジ
オ

ス
ト
ク
港
、
韓
国
の
釜
山
港
や
仁

川
港
、
中
国
の
大
連
港
・
天
津

港
・
青
島
港
・
上
海
港
・
寧ね

い

波は

港

な
ど
の
重
要
な
港
か
ら
、
東
南
ア

ジ
ア
や
北
ア
メ
リ
カ
に
向
け
て
太

平
洋
に
出
る
た
め
に
は
、
必
ず
日

本
付
近
の
海
峡
を
通
過
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

東
ア
ジ
ア
の
国
々
に
と
っ
て
、
日

本
列
島
は
太
平
洋
へ
の
出
入
口
と

な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
ら
の
地

図
は
、
日
本
が
欧
米
や
東
ア
ジ
ア

の
国
々
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ

て
い
る
か
、
見
ら
れ
て
き
た
か
、

と
い
う
視
点
を
わ
れ
わ
れ
日
本
人

に
与
え
て
く
れ
る
。

20
世
紀
最
大
の
歴
史
家
の
ひ
と

り
と
し
て
数
え
ら
れ
る
フ
ェ
ル
ナ

ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
は
、
彼
の
著
し

た
リ
セ
（
フ
ラ
ン
ス
の
高
等
学

校
）
の
世
界
史
教
科
書
に
お
い

て
、「
日
本
は
人
の
住
む
さ
い
は

て
の
国
で
あ
る
。」
と
し
た
う
え

で
、「
き
わ
め
て
早
く
６
世
紀
頃

か
ら
中
国
的
日
本
と
で
も
い
う

べ
き
も
の
が
存
在
し
て
き
た
し
、

１
８
６
８
年
か
ら
は
西
洋
的
日
本

が
は
じ
ま
り
、
そ
の
大
成
功
は
内

外
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
数
々
の
重
要
な
経

験
の
そ
れ
ぞ
れ
も
、
つ
ま
り
は

『
日
本
的
』
日
本
の
中
に
溶
け
こ

ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
『
日

本
的
』
日
本
な
る
も
の
の
島と

う

嶼し
ょ

的

独
自
性
は
疑
問
の
余
地
の
な
い
も

の
な
の
で
あ
る
。
小
庭
園
と
茶
道

と
満
開
の
桜
の
国
で
は
、
中
国
経

由
で
伝
来
し
て
き
た
仏
教
で
さ
え

も
日
本
風
に
つ
く
り
な
お
さ
れ
て

し
ま
う
。」
と
、
日
本
と
い
う
国

の
歴
史
を
、
日
本
人
の
特
徴
を
見

事
な
ま
で
に
表
現
し
て
い
る
。

■　

□

人
類
は
、
旧
約
聖
書
の
時
代
か

ら
、
外
部
か
ら
の
侵
略
と
そ
れ
に

伴
う
大
量
虐
殺
を
絶
え
間
な
く
経

験
し
て
き
た
。
人
は
愛
す
る
者
の

悲
惨
な
死
に
遭
遇
し
た
と
き
、
こ

の
悲
劇
は
二
度
と
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
決
意
す
る
。
こ
の
決
意
の

も
と
、
西
欧
の
都
市
国
家
や
中
国

は
、
堅
固
な
城
壁
を
築
く
と
と
も

に
、
敵
の
攻
撃
を
防
ぎ
、
あ
る
い

は
復
讐
す
る
た
め
に
情
報
を
集
め

て
分
析
し
、
よ
り
効
果
的
な
殺
傷

を
可
能
に
す
る
武
器
を
開
発
し
て

き
た
。
こ
の
根
絶
や
し
に
殺
す
か

殺
さ
れ
る
か
の
厳
し
い
戦
い
の
日

常
を
通
じ
て
人
々
は
、
勝
つ
た
め

の
、
も
し
く
は
負
け
戦
で
も
味
方

の
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た

め
の
準
備
を
す
る
合
理
的
・
長
期

的
な
思
考
を
身
に
つ
け
て
い
っ

た
。

　

翻
ひ
る
が
え

っ
て
日
本
人
は
、
他
国
の

侵
入
に
よ
る
大
量
虐
殺
や
、
民
族

間
の
無
差
別
殺さ

つ

戮り
く

の
経
験
が
な
い

と
い
う
世
界
で
も
稀け

有う

な
存
在
で

あ
る
。
そ
の
一
方
で
日
本
は
、
多

く
の
命
が
一
瞬
に
し
て
失
わ
れ
る

破
壊
的
な
自
然
災
害
を
繰
り
返
し

経
験
し
て
き
た
。
わ
が
国
の
歴
史

は
自
然
災
害
の
歴
史
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
地
震
や
津
波

は
、
誰
か
が
悪
い
の
で
は
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
死
を
い
つ
ま

で
も
嘆
い
た
り
恨
ん
だ
り
し
て
い

ら
れ
な
い
。
頻
発
す
る
自
然
の
猛

威
に
よ
っ
て
命
を
落
と
し
て
き
た

日
本
人
は
、
愛
す
る
者
の
死
を
合

理
的
な
思
考
と
手
段
に
よ
っ
て
避

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め

に
、
天
が
も
た
ら
し
た
災さ

い

厄や
く

と
そ

れ
に
よ
る
死
を
受
け
入
れ
、
復
興

に
向
け
て
粛
々
と
立
ち
上
が
る
勤

勉
性
を
身
に
つ
け
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
恵
み
を
も
た
ら
し
て

く
れ
て
い
る
大
地
が
動
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
大
地
を
恨
ん
で

も
し
か
た
が
な
い
。
こ
れ
か
ら
も

大
地
に
依
っ
て
生
き
て
い
く
し
か

な
い
の
だ
か
ら
と
。
震
災
後
、
海

外
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
被
災
者
の
忍

耐
力
や
秩
序
だ
っ
た
行
動
を
賞
賛

す
る
報
道
が
相
次
い
だ
が
、
悲
惨

な
災
害
に
遭
遇
し
て
も
取
り
乱
す

こ
と
の
な
い
態
度
の
背
景
に
は
、

こ
の
、
自
然
災
害
が
引
き
起
こ
す

大
量
死
を
受
け
入
れ
て
き
た
日
本

人
独
自
の
心
性
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。

列島保全への課題
日本人の

アイデンティティ

暮らしを創る　　災害から守る　　地域経済を支える
みんなが安全・安心して暮らせるように 私たち建設業は頑張っています。

社団法人 全国建設業協会
土木・建設業界は、全国約２万１千社の建設業者が47都道府県ごとに建設業団体を
組織し、その地域団体が社団法人全国建設業協会の会員を構成しています。地域経済
社会を支える基幹産業として雇用の維持はじめ、河川・道路など環境保全や災害時の
応急復旧活動、社会貢献活動に取り組んでいます。また、すぐれた技術者、技能者の
確保や将来にわたる技術、技能の継承ができる環境づくりにも力を入れています。

■　

□

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
時
代
に
活
躍
す
る
た
め

に
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
概
念

だ
。
私
た
ち
日
本
人
と
は
何
か
、

私
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な

こ
と
を
見
つ
め
る
姿
勢
、
そ
し
て

そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
が
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
も
の
だ
が
、

実
は
、
日
本
語
に
は
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
該
当
す
る
言
葉
が
な

い
。
言
葉
が
な
い
と
い
う
こ
と
は

当
然
、
そ
の
概
念
を
持
た
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
分
と
は
何

か
と
い
う
こ
と
を
見
つ
め
る
必
要

が
な
い
、
考
え
る
必
要
が
な
い
と

い
う
暮
ら
し
を
長
い
間
、
私
た
ち

は
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
わ
が
国
が
約
２
０
０

㌔
㍍
も
の
対
馬
海
峡
に
よ
っ
て
大

陸
や
半
島
と
隔
て
た
位
置
に
あ
っ

て
、
海
外
か
ら
の
本
格
的
な
侵
略

を
経
験
し
な
い
で
済
ん
で
き
た
と

い
う
国
土
の
自
然
条
件
の
賜
に
他

な
ら
な
い
。

一
方
、
外
部
か
ら
の
侵
略
と
そ

れ
に
伴
う
大
量
虐
殺
を
絶
え
間
な

く
経
験
し
て
き
た
世
界
の
人
々

は
、
勝
つ
た
め
の
合
理
的
・
長
期

的
な
思
考
を
身
に
つ
け
、
一
人
一

人
が
独
立
し
た
人
格
と
し
て
、
自

ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
確

に
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
日
本
人
だ
け
が
、
自

分
と
い
う
も
の
に
対
す
る
理
念
を

も
た
な
い
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

外
国
人
か
ら
尊
敬
さ
れ
た
り
、
高

い
レ
ベ
ル
で
の
人
間
関
係
を
築
く

こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
、
と
い
う

こ
と
は
十
二
分
に
自
覚
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国土と日本人
災害大国の生き方
大石久和著

山地が７割を占め、地震や台風にし
ばしば見舞われる日本。この試練の多
い土地に住み着いた日本人は、古来、
道を通し、川筋を変え、営々と自然に
働きかけてきました。私たちが見る風
景は、自然と人が共に造り上げたもの
なのです。本書は、まず日本の国土
の地形的・社会的特徴を明らかにしま
す。さらに大震災に見舞われ、財政危
機にある今、海外に伍して豊かな国土
を築き上げ、日本人が再び活力を取り
戻すために何が必要かを提言していま
す。
発行：中央公論新社
定価：882 円（本体 840 円）

日本人はなぜ
大災害を受け止めることが
できるのか
大石久和著

東日本大震災後、大きな混乱や犯罪
が起こらず、粛々と運命を受け入れ、
前向きに生きる被災者の姿に、世界中
の人が驚嘆しました。その国民性の秘
密はじつは「国土」にありました。

日本は、国土のいたるところで大地
震が起こる可能性があり、台風、豪
雨、豪雪といった自然災害と常に向
き合うという国です。また、古来、 西
欧・中国の都市では必ず見られる城壁
を持たない稀有な国でもありました。
この世界に類を見ない日本の風土が日
本人の精神、考え方に大きな影響を及
ぼしています。本書は、日本国土が影
響を与えた日本人の姿を、世界と比較
しながら解き明かしていく、ユニーク
な日本人論となっています。
発行：海竜社
定価：1,575 円（本体 1,500 円）

おおいし・ひさかず　建設省道路局長、
国土交通省技監を経て、２００４年よ
り財団法人国土技術研究センター理事
長。京都大学大学院特命教授なども勤
める。


