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藤
井

─
ま
ず
、
大
石
会
長
が
提
唱
し
て

こ
ら
れ
た「
国
土
学
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
、改
め
て
ご
説
明
く
だ
さ
い
。

大
石

─
旧
建
設
省
で
道
路
局
長
を
し
て

い
た
頃
に
、道
路
を
つ
く
り
管
理
す
る
と
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、考
え
た
こ
と

人
間
の
あ
ら
ゆ
る
営
み
「
ス
ー
プ
ラ
」
と

国
土
そ
の
も
の
で
あ
る
「
イ
ン
フ
ラ
」
の
無
限
循
環

大石 久和
京都大学大学院工学研究科修士課程修了後、建設省（現・国土交通
省）入省。道路局長、国土交通省技監を歴任。退官後、国土技術研究
センター理事長を経て、現在、全日本建設技術協会会長。「国土に働
きかけることによってはじめて国土は恵みを返してくれる」を主題
とする「国土学」を提唱。道の駅制度化の推進者でもある。

青木 泰樹
1956年神奈川県生まれ。早稲田大学大学院経済学研究科博士過程
単位取得満期退学後、帝京大学専任講師、助教授、帝京大学短期大
学教授を経て、現在、京都大学レジリエンス実践ユニット特任教授。
専門は経済変動論、シュンペーター研究、現代日本経済論など。

今
回
は
、
ゲ
ス
ト
と
し
て
経
済
学
者
の
青
木
泰
樹
特
任
教
授
を
、
司
会
と
し
て
京
都

大
学
大
学
院
の
藤
井
聡
教
授
を
お
迎
え
し
た
。
3
人
共
通
の
関
心
事
で
あ
る
「
国
土

学
と
経
済
学
の
融
合
の
可
能
性
」
に
つ
い
て
、
熱
い
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

国
土
学
と
経
済
学
の
融
合
に
よ
っ
て

根
拠
な
き
財
政
均
衡
主
義
を
脱
し

国
土
へ
の
働
き
か
け
を
回
復
す
べ
き
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こ
れ
に
対
し
て
国
土
学
の
コ
ア
は「
個
の

存
続
の
た
め
に
住
処
を
守
ろ
う
」
と
い
う
、

い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、人
間
社
会
の
み

な
ら
ず
生
物
界
に
お
い
て
も
普
遍
的
に
妥

当
す
る
も
の
で
す
。
社
会
諸
科
学
が
上
部

構
造
の
み
を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
の
に

対
し
、下
部
構
造
と
の
循
環
の
中
で
国
土
を

と
ら
え
て
い
る
国
土
学
は
、す
で
に
社
会
科

学
の
あ
る
べ
き
姿
を
備
え
て
い
る
と
言
え

ま
す
。

藤
井

─
経
済
学
に
お
い
て
も
、
国
土
と

の
複
雑
な
循
環
関
係
を
見
据
え
る
こ
と
は

重
要
で
す
。経
済
学
と
国
土
学
と
を
接
合
さ

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

青
木

─
経
済
学
は
一
枚
岩
的
体
系
で
は

な
く
、諸
学
説
の
集
合
体
と
い
う
性
格
を
有

し
て
い
ま
す
か
ら
、国
土
学
と
相
性
の
良
い

学
説
も
あ
れ
ば
、ま
っ
た
く
合
わ
な
い
も
の

も
あ
り
ま
す
。
接
合
し
や
す
い
の
は
、
不
景

気
に
は
財
政
出
動
が
必
要
だ
と
説
く
ケ
イ

ン
ズ
経
済
学
、イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
経
済
を

変
動
さ
せ
る
と
い
う
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
経

済
学
、交
通
網
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
生
産

力
が
飛
躍
的
に
高
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
た

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
橋
を
架
け
、
ト

ン
ネ
ル
を
掘
る
と
い
う
行
為
は
、突
き
詰
め

れ
ば「
国
土
に
働
き
か
け
、
国
土
か
ら
恵
み

を
得
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
道
路
」や「
港
湾
」、

あ
る
い
は「
ダ
ム
」
と
い
う
ツ
ー
ル
を
通
じ

て
、私
た
ち
は
国
土
か
ら
な
ん
ら
か
の
恵
み

を
頂
い
て
い
る
の
だ
と
。こ
う
し
た
考
え
方

を「
国
土
学
」
と
し
て
提
唱
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。

藤
井

─
今
の
お
話
は
、
次
の
よ
う
な
構

造
で
示
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

大
石
会
長
と
の
共
著『
国
土
学
―
国
民
国

家
の
現
象
学
』（
北
樹
出
版
）
で
書
い
た
の

で
す
が
、
橋
、
道
路
、
港
湾
な
ど
に
よ
っ
て

整
え
ら
れ
た「
国
土
」
そ
の
も
の
が「
イ
ン

フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
」
と
い
う
土
台
で

あ
り
、
そ
の
上
に
あ
る
の
が
経
済
、
社
会
、

文
化
、
歴
史
な
ど
の
営
み
す
べ
て
を
含
む

「
ス
ー
プ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
」（
上
部
構

造
）
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
ー
プ
ラ
か
ら
、
イ

ン
フ
ラ
と
し
て
の
国
土
に
働
き
か
け
て
改

変
す
れ
ば
、わ
れ
わ
れ
は「
恵
み
」を
得
て
、

そ
れ
を
通
し
て
ス
ー
プ
ラ
は
さ
ら
に
高
度

化
す
る
。
こ
う
し
た
上
部
構
造（
イ
ン
フ

ラ
）
と
下
部
構
造（
ス
ー
プ
ラ
）
の「
無
限

の
循
環
」
が
現
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
が
文
化
、
文
明
の
進
歩
で
あ

る
、そ
し
て
こ
の
循
環
を
適
切
に
回
し
て
い

く
た
め
の
よ
す
が
と
な
る
の
が
、「
国
土
学
」

な
る
学
問
で
あ
る
。

青
木

─
大
石
先
生
と
藤
井
先
生
が
提
示

さ
れ
て
い
る「
国
土
学
」
を
、
私
は
1
年
ほ

ど
前
か
ら
勉
強
し
、
こ
れ
か
ら
の
発
展
可

能
性
を
秘
め
た
優
れ
た
学
問
だ
と
感
じ
ま

し
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
国
土
学
の
イ

メ
ー
ジ
が
と
て
も
わ
か
り
や
す
く
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。

　

国
民
国
家
が
上
部
構
造
、
国
土
が
下
部

構
造
と
し
て
あ
り
、
上
部
構
造
で
あ
る
国

民
国
家
が
国
土
を
改
良
す
る
。
同
時
に
、
国

土
の
地
理
的
地
勢
的
条
件
が
国
民
の
気
質

や
国
民
性
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国

土
に
手
を
加
え
る
こ
と
で
派
生
す
る
問
題

に
対
し
て
、
ま
た
考
え
、
再
び
手
を
加
え
て

い
く
と
い
う
こ
の
無
限
循
環
は
、多
く
の
人

を
納
得
さ
せ
る
わ
か
り
や
す
さ
を
備
え
て

い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、国
土
学
の
理
論
が
一
般
妥

当
性
と
現
実
説
明
力
の
両
方
を
備
え
て
い

る
点
で
す
。
社
会
科
学
の
理
論
は
、
普
遍
性

を
追
求
す
る
と
現
実
の
説
明
力
が
弱
く
な

る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
主
流
派
経

済
学
は
、あ
ま
り
に
も
抽
象
度
を
高
め
て
一

般
妥
当
性
を
求
め
た
結
果
、
現
実
性
か
ら

乖
離
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

国
家
や
国
土
を
無
視
し
た
経
済
思
想
が

繁
栄
へ
の
無
限
循
環
を
妨
げ
る

藤井 聡
京都大学大学院工学研究科修士課程修了後、同大学工学部助手、イ
エテボリ大学客員研究員、京都大学大学院工学研究科助教授、東京
工業大学大学院理工学研究科教授などを経て現職。国土・土木・交
通計画や経済・財政政策のための理論的実践的研究に基づき、幅広
く社会に提言を行っている。

※  土木学会のウェブサイトで、この対談の動画とテキストを配信しています。 
http://ohishi.doboku-ch.jp/
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況
に
あ
り
ま
す
。世
界
に
お
け
る
日
本
の
プ

レ
ゼ
ン
ス
が
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
な
っ
て
き

て
い
る
の
で
す
。

　

福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会

の
委
員
長
を
務
め
た
黒
川
清
先
生
は「
福

島
の
原
発
事
故
に
よ
っ
て
日
本
の
エ
リ
ー

ト
層
が
い
か
に
劣
化
し
て
い
る
か
を
世
界

に
示
し
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

事
故
に
絡
ん
だ
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
ヒ
ア
リ

ン
グ
し
て
も
、十
分
な
説
明
が
返
っ
て
こ
な

い
。
な
ぜ
そ
う
い
う
人
が
ト
ッ
プ
層
に
な

れ
た
の
か
。「
グ
ル
ー
プ
シ
ン
ク（
集
団
浅

慮
）
」
に
よ
る
弊
害
だ
と
言
う
の
で
す
。
つ

ま
り
、組
織
の
論
理
に
最
も
忠
実
な
人
が
地

位
を
上
げ
て
い
く
。誰
も
異
論
を
唱
え
な
い

の
で
、リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
と
っ
て
不
都
合
な

事
実
は
存
在
し
な
い

─
。
非
常
に
深
い

と
こ
ろ
を
突
い
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

藤
井

─
ス
ー
プ
ラ
と
イ
ン
フ
ラ
の
無
限

循
環
を
阻
害
し
て
い
る
要
因
と
し
て
は
、今

話
に
出
た「
小
さ
な
政
府
論
」の
ほ
か
、「
財

政
均
衡
主
義
」
も
関
係
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

青
木

─
確
か
に
財
政
学
者
の
唱
え
る
単

年
度
の
財
政
均
衡
主
義
が
、財
務
省
の
プ
ラ

イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
目
標
に
影
響
を
与
え
、

財
政
出
動
の
足
枷
に
な
っ
て
い
ま
す
。い
わ

ゆ
る
緊
縮
財
政
で
す
ね
。
し
か
し
こ
れ
は
、

ま
っ
た
く
理
論
的
根
拠
が
あ
り
ま
せ
ん
。

大
石

─
先
進
国
で
公
共
事
業
費
を
20
年

前
よ
り
下
げ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
す
。

し
か
も
、1
9
9
5
年
時
の
公
共
事
業
費
と

比
較
し
て
半
分
以
下
に
減
ら
さ
れ
て
い
る

状
況
で
す
。わ
が
国
は
こ
れ
か
ら
高
齢
化
が

ま
す
ま
す
進
み
、
災
害
弱
者
が
増
え
て
い

き
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
治
水
よ
り
財
政
の

均
衡
が
大
事
だ
と
い
う
の
は
お
か
し
な
話

で
す
。

藤
井

─
交
通
網
の
整
備
に
よ
っ
て
産
業

力
が
つ
き
、
生
産
性
が
上
が
る
、
需
要
も
上

が
っ
て
い
く

─
。
こ
の
よ
う
に
イ
ン
フ

ラ
が
経
済
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
経
済

理
論
で
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

青
木

─
公
共
経
済
学
で
は
、
公
共
事

業
の
優
先
度
を
選
別
す
る
際
、
費
用
対
効

果
分
析
な
ど
を
も
と
に
議
論
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
強
い
地
域
と
弱
い
地
域

国
土
と
日
本
経
済
発
展
の
た
め

期
待
さ
れ
る
国
土
学
と
経
済
学
の
融
合

マ
ル
ク
ス
経
済
学
な
ど
で
す
。

　

他
方
、
国
民
も
国
家
も
国
土
も
存
在
せ

ず
、世
界
に
は
同
質
的
無
機
質
な
個
人
と
市

場
シ
ス
テ
ム
だ
け
が
存
在
す
る
と
考
え
る

新
古
典
派
経
済
学
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
残

念
な
こ
と
に
、そ
れ
が
現
在
の
経
済
学
の
主

流
派
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。こ
の
学
説

に
依
拠
す
る
経
済
学
者
が
、真
っ
先
に
切
り

落
と
す
の
が「
公
共
の
重
要
性
」で
す
。

　

一
番
問
題
な
の
は
、官
僚
や
政
治
家
が
経

済
政
策
を
つ
く
る
際
に
、そ
う
し
た
経
済
学

説
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
で
す
。顕
著
な
例

が「
民
間
の
経
済
活
動
は
政
府
の
そ
れ
よ

り
効
率
的
」
と
い
う
話
で
す
。
そ
れ
で「
小

さ
な
政
府
論
」
や
、“
官
か
ら
民
へ
”
の「
構

造
改
革
論
」
の
流
れ
が
で
き
て
し
ま
い
ま

し
た
。

大
石

─
結
果
と
し
て
日
本
国
民
が
よ
り

豊
か
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、何
の
問
題
も
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
20
年
間
、
国
土
へ

の
働
き
か
け
で
あ
る
公
共
工
事
を
減
ら
し

て
い
っ
た
結
果
、国
民
は
貧
し
く
な
り
ま
し

た
。
各
国
の
名
目
G
D
P
成
長
率
を
見
て

も
、日
本
だ
け
が
マ
イ
ナ
ス
成
長
と
い
う
状

財
政
を
理
由
に
し
て
国
土
を
荒
廃
さ

せ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
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「
過
疎
地
の
人
が
都
市
へ
移
住
し
て
働
け

ば
、
た
く
さ
ん
稼
げ
て
G
D
P
も
上
が
る
」

と
い
う
と
ん
で
も
な
い
意
見
ま
で
あ
り
ま

す
。

　

都
市
部
に
は
需
要
が
あ
り
、
地
方
は
供

給
力
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、遠

い
か
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、と
い
う
の
が

現
状
で
す
。
そ
れ
な
ら
、
交
通
イ
ン
フ
ラ
を

整
備
し
て
地
方
と
都
市
を
近
づ
け
れ
ば
い

い
。
特
に
今
は
、
金
利
が
ゼ
ロ
で
建
設
国
債

を
発
行
で
き
る
状
況
に
あ
る
の
で
す
。イ
ン

フ
ラ
を
整
備
し
、国
土
強
靱
化
を
進
め
る
大

き
な
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

大
石

─
国
債
金
利
も
世
界
の
主
要
国
に

比
べ
て
日
本
は
一
桁
小
さ
い
。言
わ
ば
マ
ー

ケ
ッ
ト
が「
も
っ
と
国
土
に
働
き
か
け
し
て

く
だ
さ
い
」
と
、
日
本
に
国
債
の
発
行
を
要

求
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。先
祖
た
ち

が
苦
労
し
て
つ
く
り
上
げ
て
き
た
国
土
を
、

財
政
が
厳
し
い
と
い
う
わ
れ
わ
れ
世
代
の

都
合
で
荒
廃
さ
せ
て
い
い
わ
け
が
あ
り
ま

せ
ん
。そ
の
た
め
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と

い
う
発
想
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。

藤
井

─
最
後
に
、
国
土
学
と
経
済
学
の

実
践
的
融
合
に
向
け
た
展
望
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

青
木

─
今
回
は
経
済
学
と
国
土
学
を
融

合
し
た「
国
土
経
済
学
」
が
テ
ー
マ
で
し
た

が
、国
土
学
と
い
う
も
の
は
も
っ
と
裾
野
の

広
い
、
社
会
科
学
全
体
の「
学
」
と
し
て
の

基
盤
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。新
た

な
一
つ
の
思
想
体
系
、実
践
哲
学
と
な
り
得

る
も
の
で
あ
る
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

大
石

─
国
土
か
ら
恵
み
を
得
る
た
め
に

は
、
単
年
度
で
は
な
く
、
数
年
、
数
十
年
を

か
け
て
国
土
に
働
き
か
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。世
界
中
の
国
は
長
期
的
視
野
に
立
っ

た
国
土
計
画
を
持
っ
て
い
ま
す
。か
つ
て
は

日
本
に
も
国
土
庁
が
あ
り
、国
土
計
画
を
有

し
て
い
ま
し
た
が
、現
在
は
そ
う
し
た
展
望

の
な
い
、
い
び
つ
な
状
態
に
あ
り
ま
す
。
そ

れ
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い「
こ
れ
は

お
か
し
い
」と
い
う
感
覚
を
共
有
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

藤
井

─
国
土
学
は
、
土
木
と
は
何
な
の

か
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ブ
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
豊
か
な

国
土
、
国
家
を
つ
く
り
上
げ
る
た
め
に
、
学

会
と
し
て
、
学
問
と
し
て
、
何
が
で
き
る
の

か
。今
後
も
議
論
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

対談  the Special Discussion

を
同
じ
土
俵
に
上
げ
て
公
共
事
業
の
効

果
を
比
較
す
れ
ば
、
都
市
部
が
有
利
に
な

る
こ
と
は
明
白
で
す
。
費
用
対
効
果
分
析

が
、
都
市
部
に
対
す
る
資
本
投
下
の
理
屈

づ
け
に
使
わ
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
だ

か
ら
こ
そ
、
国
土
学
の
考
え
方
を
経
済

学
に
持
ち
込
む
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

　

私
は
国
土
学
と
最
も
密
接
な
融
合
が
で

き
る
の
は
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
た
だ
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
に
は
、

中
長
期
的
視
点
は
あ
り
ま
せ
ん
。
景
気
が

悪
く
な
っ
た
と
き
に
財
政
出
動
を
す
る
と

い
う
量
的
な
議
論
な
の
で
、ど
ん
な
事
業
に

ど
れ
く
ら
い
財
政
出
動
す
る
か
、そ
の
建
設

国
債
残
高
を
長
期
的
に
ど
う
評
価
す
る
か

と
い
っ
た
問
題
が
残
り
ま
す
。こ
れ
ら
は
ま

さ
に
国
土
学
の
視
点
で
し
ょ
う
。

　

で
す
か
ら
、ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
に
国
土
学

を
融
合
さ
せ
る
こ
と
で
、公
共
投
資
に
よ
る

社
会
資
本
蓄
積
が
、ど
の
よ
う
に
民
間
の
経

済
効
率
を
向
上
さ
せ
る
か
を
適
切
に
評
価

で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

経
済
学
者
た
ち
は
、「
過
疎
地
に
お
金
を

回
し
て
も
し
か
た
が
な
い
」
と
言
い
ま
す
。

※  土木学会のウェブサイトで、この対談の動画とテキストを配信しています。 
http://ohishi.doboku-ch.jp/

［
執
筆
］
三
上 

美
絵

［
撮
影
］
大
村 

拓
也

国
土
学
は
社
会
科
学
全
体
と
結
び
つ

く
「
実
践
哲
学
」
た
り
え
ま
す


