
長
年
の
空
白
が
生
む

社
会
の
溝
と
知
恵
の
断
絶

の
が
現
状
だ
。
そ
こ
で
日
本
が
こ
の
地

域
の
農
家
の
生
計
向
上
の
た
め
に
一
肌

脱
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
株
式
会
社
J
I
N
の
石
川
渚
さ
ん

は
、
農
家
の
現
状
を
見
る
た
め
に
半
年

間
、
と
あ
る
家
庭
に
通
っ
て
農
作
業
を

手
伝
い
な
が
ら
地
元
の
人
た
ち
の
食
の

現
状
を
観
察
し
た
。
そ
の
上
で
、
こ
の

家
族
の
一
年
間
の
収
穫
・
消
費
・
出
費

の
動
向
を
一
覧
表
に
し
て
み
た
と
こ

ろ
、
９
月
か
ら
12
月
に
か
け
て
採
れ
た

雑
穀
の
一
種
で
あ
る
ソ
ル
ガ
ム
や
豆
類

の
蓄
え
が
な
く
な
る
５
月
か
ら
、
メ
イ

ズ
や
落
花
生
が
実
る
７
月
半
ば
ま
で
の

間
は
、
庭
で
育
つ
キ
ャ
ッ
サ
バ
芋
以
外

は
主
食
や
豆
類
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
も
、
実
っ
た

落
花
生
の
一
部
は
、
蓄
え
が
な
い
時
期

に
滞
納
し
て
い
た
子
ど
も
の
学
費
な
ど

の
支
払
い
に
充
て
る
た
め
、
収
穫
直
後

の
最
も
安
い
時
期
に
換
金
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
家
庭
に
よ
っ
て
は
、
妻
に
農
作

業
を
任
せ
て
自
分
は
あ
ま
り
参
加
し
な

い
男
性
が
い
て
収
穫
が
頭
打
ち
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
り
、
子
ど
も
が
多
い
た
め

に
学
費
や
食
料
の
や
り
く
り
に
苦
し
ん

だ
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　
収
穫
し
た
食
料
で
一
年
間
の
家
族
の

食
事
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
彼

ら
に
と
っ
て
、
何
を
ど
れ
く
ら
い
食
べ

れ
ば
栄
養
的
に
良
い
と
い
う
理
想
の
食

事
を
提
案
さ
れ
て
も
、
さ
し
て
食
生
活

の
改
善
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。「
時
期

に
か
か
わ
ら
ず
、
一
年
を
通
し
て
し
っ

か
り
と
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

の
栽
培
か
ら
、
健
康
的
な
食
生
活
作
り

は
始
ま
り
ま
す
」
と
石
川
さ
ん
は
話
す
。

「
蓄
え
が
底
を
つ
く
事
態
を
予
防
す
る

と
同
時
に
、
換
金
作
物
の
栽
培
を
進
め

特集 栄養改善
母と子の「1000日」を守る

て
食
材
を
買
え
る
だ
け
の
余
裕
を
作
る

こ
と
も
大
事
で
す
。
野
菜
を
育
て
て
市

場
に
送
り
出
し
、
農
家
の
収
入
向
上
を

実
現
す
る
。
そ
の
先
に
、
栄
養
学
的
に

優
れ
た
食
事
や
、
子
ど
も
が
必
要
な
食

べ
物
に
つ
い
て
の
知
識
、
保
存
食
の
活

用
な
ど
の
普
及
が
あ
り
ま
す
」

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
責
任
者
を
務
め
る
株

式
会
社
J
I
N
の
大
野
康
雄
さ
ん
は
、

「
農
業
技
術
の
面
で
は
、
い
つ
、
何
が
、

ど
の
程
度
収
穫
で
き
る
か
を
考
え
た
上

で
、
効
率
的
な
作
付
け
や
施
肥
な
ど
の

農
業
技
術
を
伝
え
て
い
か
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
時
に
、
も
う
一

つ
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
家
族
や
、
社
会
の
問
題
で

す
」
と
説
明
す
る
。

　
ア
チ
ョ
リ
地
域
で
起
き
た
内
戦
で

は
、
子
ど
も
を
含
む
多
く
の
住
民
た
ち

が
誘
拐
さ
れ
、
銃
を
持
っ
て
戦
う
こ
と

を
強
い
ら
れ
た
。
多
く
の
人
が
そ
う
し

た
兵
士
に
家
族
を
殺
さ
れ
た
が
、
兵
士

た
ち
も
ま
た
帰
還
民
と
し
て
自
分
が
殺

し
た
人
た
ち
の
家
族
と
共
に
村
で
暮
ら

す
こ
と
に
な
っ
た
。
元
兵
士
た
ち
に
対

す
る
社
会
の
目
は
冷
た
く
、
地
域
社
会

で
は
発
言
権
が
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま

た
、
女
性
た
ち
の
家
庭
内
で
の
立
場
が

低
く
、
家
事
・
育
児
に
加
え
て
農
作
業

の
多
く
を
担
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
作
付
け
な
ど
の
判
断
は
男
性
の
独

断
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
と
い

う
。
こ
う
し
た
立
場
の
弱
い
人
た
ち
が

よ
り
社
会
へ
の
関
わ
り
を
強
め
て
い
け

る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
も
、
社
会
全
体

の
発
展
に
は
欠
か
せ
な
い
と
大
野
さ
ん

は
考
え
て
い
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
特
定
の
グ
ル
ー
プ

だ
け
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
恩
恵
を
受

け
る
よ
う
に
な
る
と
、
社
会
の
溝
が
よ

り
深
ま
り
、
嫉
妬
や
憎
悪
が
膨
ら
む
の

で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
も
あ
る
。
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
対
象
と
す
る
グ
ル

ー
プ
の
中
に
必
ず
社
会
的
弱
者
を
含
む

よ
う
に
し
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
の
活
動

を
通
じ
て
、
参
加
者
個
人
や
グ
ル
ー
プ

内
で
の
収
入
向
上
に
と
ど
ま
ら
ず
、
家

　
　
　
　
　
　
　

　
か
つ
て
は
広
く
農
耕
・
牧
畜
が
行
わ

れ
て
い
た
ウ
ガ
ン
ダ
北
部
。
し
か
し
、

１
９
８
０
年
代
に
は
内
戦
の
影
響
で
多

く
の
人
が
村
を
捨
て
、
国
内
避
難
民
と

な
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
。
ア
チ
ョ
リ

地
域
で
は
、
人
口
の
実
に
８
割
か
ら
９

割
が
家
を
捨
て
て
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
逃

れ
、
内
戦
の
終
結
を
待
っ
て
い
た
と
い

う
。
長
年
、
耕
し
て
き
た
畑
も
、
育
て

て
い
た
家
畜
も
捨
て
ざ
る
を
得
ず
、
避

難
先
で
は
配
給
に
頼
る
日
々
が
続
き
、

農
業
の
伝
統
は
す
っ
か
り
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
。

　
２
０
０
６
年
か
ら
国
内
避
難
民
の
帰

還
が
始
ま
り
、
人
々
は
再
び
自
分
た
ち

の
土
地
を
耕
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ウ

ガ
ン
ダ
政
府
も
内
戦
で
破
壊
さ
れ
た
イ

ン
フ
ラ
の
再
構
築
に
加
え
て
農
業
振
興

に
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
農
家
の
技
術

が
伴
っ
て
お
ら
ず
、
元
国
内
避
難
民
の

85
％
が
自
給
自
足
の
生
活
を
し
て
い
る

社
会
の
弱
者
を
救
い
上
げ

豊
か
さ
分
か
ち
合
う
社
会
を

族
の
暮
ら
し
向
き
の
改
善
や
社
会
全
体

で
の
豊
か
さ
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
々
の
融
和
を
深
め
る
こ
と
も
狙

い
の
一
つ
だ
。

　
来
年
か
ら
始
ま
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
参
加
者
に
は

で
き
る
だ
け
家
族
ぐ
る
み
で
来
て
も
ら

い
、
率
直
な
意
見
を
出
し
合
っ
て
一
家

の
年
間
目
標
を
決
め
た
上
で
、
収
入
向

上
に
向
け
た
ア
ド
バ
イ
ス
や
技
術
指
導

を
行
う
予
定
だ
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
現

金
収
入
の
増
加
と
い
う
成
功
体
験
に
結

び
付
け
ば
、
人
々
は
積
極
的
に
農
業
に

取
り
組
ん
で
く
れ
る
だ
ろ
う
と
大
野
さ

ん
は
み
て
い
る
。

　
雨
に
も
恵
ま
れ
、
年
に
２
度
の
作
付

け
が
で
き
る
豊
穣
な
ウ
ガ
ン
ダ
の
大

地
。
そ
の
恵
み
が
人
々
の
傷
を
癒
し
、

心
身
と
も
に
健
康
な
生
活
を
取
り
戻
せ

る
日
を
目
指
し
て
、
日
本
の
専
門
家
た

ち
は
汗
を
流
し
続
け
る
。

一日中農作業に明け暮れる母親に
とって、食事を準備する時間が十分
に取れない日は多い。そのため、子ど
もたちはイモやトウモロコシだけで日
中を過ごすこともある

農
業
を
復
興
し
、食
生
活
を
再
建

農
業
に
適
し
た
土
地
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
戦
の
影
響
を
受
け
て
人
口
の
８
割
以
上
が
長
年
、

避
難
民
と
し
て
暮
ら
し
て
い
た
ウ
ガ
ン
ダ
北
部
の
ア
チ
ョ
リ
地
域
。

再
び
村
に
戻
っ
た
人
々
の
生
計
を
改
善
し
、
健
康
的
な
食
生
活
を
広
め
る
た
め
に
は
、

ま
ず
農
業
を
通
し
て
、
食
料
の
確
保
と
販
売
に
よ
る
現
金
収
入
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。

ある家庭の１年間の農作物の収穫・
消費・換金を月ごとに追いながら、な
ぜ備蓄していた食べ物が５月や６月
にはほとんどなくなってしまうのかを考
えるワークショップ

この地域での野菜の需要は高く、作って売れば収入につながることは間違いないと大野
さんはみている。多彩な食材が市場に供給されることは、将来的に地元の人たちの栄養
状態の改善にもつながる

簡単な栽培技術を身に付けることで、伝統的な
トマトの栽培方法（左）に比べて収穫量が大きく
増える（右）。収穫した野菜は市場で売れば収入
になるのはもちろん、家庭で食べることもできる

アチョリ
地域

Uganda
from ウガンダ

ほ
う
じ
ょ
う
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