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中
村
　
達
也
　
評

縮
小
社
会
へ
の
道

今
か
ら
も
う

一
人
年
も
前
の
こ
と

だ
が
、

衝
撃
的
な

一
冊
の
本
に
出
会

っ
た
。

マ
テ
リ
ア
ル

・
ワ
ー
ル
ド

・

プ

ロ
ジ

エ
ク
ト
編
『
地
球
家
族
』
（
Ｔ

Ｏ
Ｔ
Ｏ
出
版
）
。

「申
し
訳
あ
り
ま

せ
ん
が
、

家
の
中
の
物
を
全
部
、

外

に
出
し
て
写
真
を
撮
ら
せ
て
下
さ

い
」
と
断

っ
た
上
で
撮
影
し
た
、

世

界
三
〇
カ
国
の
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り

が
紹

扮
督
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、

最

初

の

東

に
は
西
ア
フ
リ
カ
の

マ
リ

共
和
国
の
ナ
ト

マ
さ
ん

一
家

の
写

真
。

ナ
ト
マ
さ
ん
と
奥
さ
ん
と
子
供

た
ち
。

な
ん
と
も
和
や
か
な
表
情
で

カ
メ
ラ
に
収
ま

っ
て
い
る
。

そ
し
て

家
の
前

延
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

食
器
や
壺
や
腰
掛
け
な
ど
、

お
よ
そ

四
〇
く
ら
い
の
品
目
。

こ
れ
だ
け
で

家
族
九
人
の
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

真
を
繰
る
と
、

次
第
に
物
の
数
が

増
え
て
ゆ
く
。

ス
ペ
イ
ン
、

イ
タ
リ

ア
、
ド
イ
ツ
、

イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ

カ
…
…

そ
し
て
日
本
。

晶
目
数
は
、

お
そ
ら
く
五
百
を
超
え
て
い
る
だ
ろ

う
か
。

人
間
が
ど
こ
に
写

っ
て
い
る

の
か
探
す
の
が
困
難
な
ほ
ど
だ
。

物

を
使

っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、

物

に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
な
気
さ
え
し

て
く
る
。

い

っ
そ
の
こ
と
、

あ
り
余

る
ほ
ど
の
物
を
そ
ぎ
落
と
し
、

も

っ

と
シ
ン
プ
ル
に
、

物
に
支
配
さ
れ
る

の
で
は
な
く
物
を
使
い
こ
な
す
よ
う

な
生
活
に
組
み
替
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
な
の
か
。

そ
う
し
た
文
脈

松
久
寛
編
著
（日
刊
工
業
新
聞
社
・１
６
８
０
円
）

で

『
縮
小
社
会

へ
の
道
』
を
読
ん
で

み
る
と
、

と
て
も
印
象
的
で
あ
る
。

小
さ
な
本
だ
が
、

投
げ
か
け
る
メ

ッ

セ
ー
ジ
は
重
い
。

今
か
ら
四
年
ほ
ど
前
に
、

京
都
大

学
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に

「縮
小
社

会
研
究
会
」
な
る
も
の
が
結
成
さ
れ

た
の
だ
と
い
う
。

Ｃ
Ｄ
Ｐ
の
プ
ラ
ス

成
長
は
も
ち
ろ
ん
、

ゼ
ロ
成
長
で
も

な
く
、

マ
イ
ナ
ス
成
長
を
こ
そ
目
指

す
の
だ
と
い
う
。

地
球
上
の
資
源
存

在
量
や
環
境
制
約
を
考
え
れ
ば
、

い

ず
れ
は

「縮
小
社
会
」
を
本
気
で
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
見
る
か
ら

で
あ
る
。

そ
し
て
本
書
に
は
、

「縮

小
社
会
研
究
会
」
の
五
人
の
メ
ン
バ

ー
の
試
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

る
。

た
だ
し
、

画

一
的
で
統

一
的
な

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で

は
な
い
。

脱
原
発
論
、

資
源
論
、

交

通
論
、

再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー

論
、

技
術
論
、

日
本
経
済
縮
小
論
、

社
会

保
障
論
等
、

こ
も
る
も
に

「縮
小
社

会
」
の
構
想
が
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
個

性
的
な
試
論
だ

が
、

と
り
わ
け
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た

の
が
、

第
七
章
「
日
本
経
済
の
縮
小
」

だ
。

『
地
球
家
族
』
は
、

い
わ
ば
情

緒
に
訴
え
る
作
品
で
あ

っ
た
が
、

こ

ち
ら
は
論
理
で
押
し
て
く
る
。

二
〇

世
紀
の
百
年
間
で
日
本
の
人
回
は
三

倍
に
膨
ら
ん
だ
。

そ
し
て
、

二

一
世

紀
の
終
わ
り
頃
に
は
そ
れ
が
三
分
の

一
に
ま
で
減
少
す
る
。

豊
か
さ
を
表

現
す
る
の
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
そ
の
も
の
で
は

な
く
、

人
口
で
割
り
算
し
た

一
人
当

た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、

人
口
減
少
が
進
む
日
本
で
は
、

Ｇ
Ｄ

Ｐ
そ
の
も
の
は
減
少
し
て
も
か
ま
わ

な
い
こ
と
に
な
る
の
か
。

し
か
し
、

事
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。

高

齢
化
率
が
上
昇
し
な
が
ら
人
口
が
減

少
す
る
か
ら
だ
。

現
在
す
で
に
世
界

最
高

の
高
齢
化
率

に
あ
る
日
本
だ

が
、

二

一
世
紀
の
半
ば
に
は
、

人
口

に
占
め
る
六
五
歳
以
上
の
比
率
が
四

割
を
超
え
る
。

年
金
、

医
療
、

介
護

な
ど
高
齢
化
に
伴
う

コ
ス
ト
が
増
え

て
ゆ
く

一
方
、

生
産
を
担
う
現
役
世

代
が
減

っ
て
ゆ
く
。

そ
う
し
た
状
況
の
下
で
、

ど
の
よ

う
な
選
択
が
可
能
な
の
か
。

女
性
と

高
齢
者
が
労
働
に
参
加
で
き
る
よ
う

な
仕
組
み

。
制
度
の
構
築
、

少
な
い

人
口
で
生
産
性
を
上
げ
る
た
め
の
改

革
。

四
つ
の
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
可
能
性
を
確
か
め
て

ゆ
く
。

決
し
て
容
易
で
は
な
い
が
、

乗
り
越
え
ら
れ
な
い
課
題
で
は
な
い

こ
と
が
示
さ
れ
る
。

政
府
は
、

二
年

ほ
ど
前
に

「新
成
長
戦
略
」
を
発
表

し
、

二
〇
二
〇
年
度
ま
で
実
質
Ｇ
Ｄ

Ｐ
成
長
率

二
物
を
目
指
す
と
し
た

が
、

果
た
し
て
ど
ん
な
根
拠
が
あ

っ

て
ど
の
程
度
実
現
可
能
性
が
あ
る
も

の
な
の
か
。

そ
ん
な
こ
と
を
も
改
め

て
考
え
さ
せ
る
、

人
口
減
少
社
会
の

こ
れ
か
ら
を
透
視
す
る
た
め
の
貴
重

な
た
た
き
台
に
な
る

一
冊
。

今
世
紀
後
半
の
高
齢
化
・人
口
減
少
社
会
を
透
視
す
る


