
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
融
合
さ
せ

て
培
っ
て
い
く
力
を
日
本
の
文
化

は
持
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
日
本

の「
文
化
力
」は
こ
れ
か
ら
の
世
界

に
ま
す
ま
す
お
役
に
立
て
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

松
浦　

先
日
、
私
は
ソ
ウ
ル
の
キ

ョ
ン
ヒ
大
学
で
、「
人
類
と
文
明
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演
を
行
い
ま

し
た
。
キ
ョ
ン
ヒ
大
学
は
50
年
前

に
設
立
さ
れ
た
後
、
総
合
大
学
と

し
て
急
発
展
し
、
韓
国
で
は
五
指

に
入
る
大
学
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

講
演
の
中
で
、
私
は
次
の
よ
う
な

こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
人
間
は
７

０
０
〜
８
０
０
万
年
前
に
類
人
猿

か
ら
分
か
れ
て
二
本
足
で
立
つ
ヒ

ト
と
し
て
ア
フ
リ
カ
で
誕
生
し
ま

し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
直
接
の
祖
先

と
さ
れ
る
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が

ア
フ
リ
カ
に
出
現
し
た
の
は
20
万

年
前
の
こ
と
で
、
世
界
各
地
に
広

が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
定
着
し

て
、
四
大
文
明
と
称
さ
れ
る
メ
ソ

ポ
タ
ミ
ア
文
明
、
エ
ジ
プ
ト
文

明
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
、
黄
河
文
明

を
興
し
て
い
き
ま
し
た
。
誕
生
当

初
の
人
類
は
非
常
に
弱
い
存
在

で
、
ほ
か
の
動
物
か
ら
如
何
に
し

て
逃
げ
る
か
が
大
問
題
だ
っ
た
の

で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
知
恵
が
つ
い

て
き
て
器
具
を
使
い
だ
し
、
火
を

発
見
し
、
武
器
を
持
つ
よ
う
に
な

り
、
文
明
が
発
達
し
て
強
く
な

り
、
強
い
立
場
を
占
め
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
産
業
革
命
で
そ
れ

が
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
、
そ
う
し

て
今
は
、
人
間
同
士
で
争
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
地
球
の
長
い
歴

史
の
上
で
一
つ
の
種
が
こ
れ
だ
け

他
の
動
物
を
支
配
し
、
自
然
を
支

配
し
、
地
球
全
体
を
支
配
し
て
い

る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
す
。
科

学
技
術
が
進
歩
し
て
、
人
口
も
爆

発
的
に
増
加
し
、
天
然
資
源
を
ど

ん
ど
ん
消
費
し
て
き
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
人
類
以
外
の
動
物
が
生

息
地
を
奪
わ
れ
て
ど
ん
ど
ん
と
減

っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
人
間
が
や

っ
て
き
た
の
は
持
続
的
で
は
な

く
、
ど
こ
か
で
破
綻
を
来
す
生
き

方
で
す
。

中
野　

地
球
は
一
つ
し
か
な
い
の

に
。
世
界
中
が
日
本
人
と
同
様
の

生
活
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
１
・

７
個
の
地
球
が
必
要
だ
と
か
い
わ

れ
て
い
ま
す
ね
。

松
浦　

で
す
か
ら
、
地
球
環
境
に

配
慮
し
た
も
っ
と
慎
重
な
生
き
方

を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で

す
。
１
９
９
０
年
代
に
は
じ
め
て

「
持
続
的
な
開
発
」と
い
う
概
念
が

生
ま
れ
ま
し
た
が
、
遅
す
ぎ
る
ん

で
す
よ
ね
。

中
野　

オ
イ
ス
カ
が
誕
生
し
ま
し

た
時
に
、
世
界
の
人
口
は
30
億
人

を
少
し
超
え
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

い
ま
や
69
億
人
。
倍
以
上
で
す
。

松
浦　

私
が
ユ
ネ
ス
コ
の
事
務
局

長
に
な
っ
た
当
時
、
世
界
の
人
口

が
60
億
人
を
超
え
た
と
い
う
こ
と

が
大
問
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
先

の
国
連
発
表
で
は
２
０
５
０
年
に

は
91
億
人
と
予
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
ま
ま
放

っ
て
お
い
た
ら
そ
れ
以
上
に
増
え

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
10
年
で
10
億
人
の
テ
ン
ポ
で

増
加
し
て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
単

純
に
計
算
す
れ
ば
２
０
５
０
年
に

確
実
に
91
億
人
を
超
え
て
し
ま

う
。
そ
の
上
、
今
の
よ
う
な
生
き

方
を
し
て
い
た
ら
完
全
に
地
球
を

破
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。

中
野　

人
類
は
生
き
方
を
抜
本
的

に
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

松
浦　

今
の
国
際
社
会
全
体
に
と

っ
て
一
番
重
要
な
の
は
、「
持
続
可

能
な
生
活
パ
タ
ー
ン
」の
確
立
で

す
。
人
類
が
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な

生
き
方
を
し
、
そ
の
上
、
人
口
が

増
え
れ
ば
、
ど
ん
ど
ん
地
球
の
破

壊
が
進
み
ま
す
。
私
が
申
し
上
げ

て
い
る
地
球
の
破
壊
と
い
う
の

は
、
広
い
意
味
で
自
然
も
、
天
然

資
源
も
、
他
の
動
物
も
、
み
ん
な

ひ
っ
く
る
め
て
い
ま
す
。
日
本
は

食
糧
自
給
率
が
50
％
を
切
っ
て
い

ま
す
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け

外
国
か
ら
の
食
糧
に
頼
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
の

食
糧
を
つ
く
る
た
め
に
使
わ
れ
て

い
る
生
産
国
の
水
、
そ
の
他
の
資

源
を
日
本
は
吸
収
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
日
本
の
国
民
は
、
自
身
の

生
活
パ
タ
ー
ン
を
よ
く
反
省
し
て

持
続
可
能
な
生
活
パ
タ
ー
ン
を
つ

く
る
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
世

界
全
体
、
諸
外
国
の
人
た
ち
が
持

続
可
能
な
生
活
パ
タ
ー
ン
を
つ
く

る
よ
う
に
日
本
も
協
力
す
る
、
そ

の
こ
と
が
必
要
で
す
。
オ
イ
ス
カ

は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
頑
張
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
政
府
、
民
間
、
Ｎ

Ｇ
Ｏ
、
個
人
、
そ
の
す
べ
て
が
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
で
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

中
野　

議
論
し
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
行
動
す
る
こ
と
で
す
ね
。
オ

イ
ス
カ
は「
土
か
ら
離
れ
な
い
」こ

と
を
基
本
と
し
て
、
農
業
支
援
で

あ
り
、
植
林
支
援
で
あ
り
、
そ
の

他
い
ろ
い
ろ
の
か
た
ち
で
国
際
協

力
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
ら
の
中
で
今
、
一
番
広
が
っ
て

い
る
の
が「
子
供
の
森
」計
画
と
い

う
活
動
で
す
。
環
境
教
育
を
中
心

に
据
え
た
植
林
や
そ
の
保
全
な
ど

の
活
動
で
す
が
、
学
校
の
先
生
方

が
一
緒
に
や
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し

て
、
子
ど
も
た
ち
が
一
所
懸
命
に

木
を
植
え
、
そ
れ
を
守
り
育
て
て

い
ま
す
。
そ
れ
で
、「
植
え
た
苗
木

が
ヤ
ギ
に
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う

に
、
お
父
さ
ん
、
早
く
柵
を
つ
く

っ
て
」と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、

自
然
に
大
人
た
ち
も
巻
き
込
む
活

動
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

松
浦　

ど
こ
の
国
で
や
ら
れ
て
い

る
ん
で
す
か
。

中
野　

最
初
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ミ

ン
ダ
ナ
オ
島
で
始
め
た
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
し
た
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋

地
域
、
南
米
、
ア
フ
リ
カ
に
も
広

が
り
、
こ
れ
ま
で
に
26
の
国
と
地

域
で
４
０
０
０
校
以
上
の
学
校
が

参
加
し
て
い
ま
す
。

松
浦　

そ
う
で
す
か
。
そ
れ
は
非

常
に
よ
い
活
動
で
す
ね
。
そ
う
い

う
活
動
を
地
道
に
や
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
は
本
当
に
よ
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
名
古
屋
で
開
催
さ

れ
た
生
物
多
様
性
条
約
第
10
回
締

約
国
会
議（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
10
）は
、
生
物

の
多
様
性
を
守
る
と
い
う
一
つ
の

側
面
か
ら
重
要
で
す
。
２
０
１
０

年
11
月
末
に
は
メ
キ
シ
コ
で
気
候

変
動
枠
組
条
約
第
16
回
締
約
国
会

議（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
16
）が
あ
り
ま
し
た
。

地
球
温
暖
化
ガ
ス
の
削
減
目
標
な

持
続
可
能
な

生
活
パ
タ
ー
ン
の
確
立
を
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ど
を
決
め
た
京
都
議
定
書
が
２
０

１
２
年
に
失
効
し
ま
す
か
ら
、
そ

れ
以
降
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
話

し
合
わ
れ
ま
し
た
。
二
酸
化
炭
素

排
出
量
の
規
制
は
重
要
で
す
。
た

だ
、
全
体
を
考
え
た
時
に
、
環
境

問
題
も
生
物
の
多
様
性
も
、
二
酸

化
炭
素
排
出
量
も
、
さ
ら
に
天
然

資
源
、
海
洋
資
源
も
全
部
含
め
た

全
体
と
し
て
、
一
言
で
い
え
ば
、

持
続
可
能
な
生
活
パ
タ
ー
ン
を
確

立
す
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す

ね
。
こ
れ
を
本
当
に
人
間
は
真
剣

に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、

お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
、
議
論

す
る
だ
け
で
な
く
て
、
行
動
に
移

さ
な
け
れ
ば
だ
め
な
ん
で
す
。

　

私
が
ユ
ネ
ス
コ
に
い
て
い
つ
も

い
っ
て
い
た
こ
と
は
、
議
論
す
る

ユ
ネ
ス
コ
で
は
な
い
、
行
動
す
る

ユ
ネ
ス
コ
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
議
論
は
必
要
で
す
が
、
あ

く
ま
で
も
そ
れ
は
出
発
点
で
、
よ

り
重
要
な
こ
と
は
議
論
の
結
果
を

踏
ま
え
て
行
動
す
る
こ
と
で
す
。

中
野　

日
本
の
若
い
人
た
ち
に
は

も
っ
と
世
界
に
目
を
向
け
、
日
本

の
文
化
力
を
も
っ
て
活
躍
し
て
ほ

し
い
と
思
う
の
で
す
が
、
今
、
日

本
の
若
者
は
内
向
き
志
向
が
強
い

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

松
浦　

以
前
は
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｖ
に
志
願

す
る
若
者
が
多
く
て
、
定
員
の
何

倍
も
の
応
募
者
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
、
今
は
だ
ん
だ
ん
減
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。
若
い
人
た
ち
が

内
向
き
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
証

左
が
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
表
れ

て
い
ま
す
ね
。
生
活
レ
ベ
ル
が
上

が
り
ま
し
た
か
ら
、「
こ
の
ま
ま
で

い
い
」、「
内
向
き
で
も
い
い
」と
考

え
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
食
糧
自
給
率
が
40
％
前
後
で

し
か
な
い
日
本
は
、
単
独
で
は
存

続
で
き
な
い
国
に
な
っ
て
お
り
、

内
向
き
で
は
こ
の
現
状
す
ら
維
持

で
き
な
い
の
で
す
。

中
野　

オ
イ
ス
カ
は
東
京
に
本
部

を
置
き
、
地
方
に
研
修
セ
ン
タ
ー

を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
現
場
は
途

上
国
で
す
。そ
こ
へ
、毎
年
多
く
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
植
林
ツ
ア
ー
や
現

場
の
活
動
体
験
ツ
ア
ー
な
ど
を
送

り
出
し
て
い
て
、
そ
う
し
た
活
動

に
参
加
し
た
人
た
ち
か
ら
は
、「
も

の
す
ご
く
勉
強
に
な
っ
た
」と
か

「
人
生
が
変
わ
っ
た
」と
い
っ
た
感

想
が
た
く
さ
ん
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

現
地
の
人
々
と
一
緒
に
汗
を
か
い

て
植
林
し
て
、
現
地
の
子
ど
も
た

ち
と
交
わ
る
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と

で
も
国
内
に
い
て
は
分
か
ら
な
い

こ
と
が
分
か
る
ん
で
す
ね
。
で
す

か
ら
、
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の

日
本
人
、
特
に
若
い
人
た
ち
に
私

た
ち
の
活
動
現
場
を
体
験
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

松
浦　

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た「
持

続
的
な
開
発
」で
す
が
、
私
は「
持

続
的
な
生
活
パ
タ
ー
ン
」と
い
う

ほ
う
が
広
く
て
よ
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
若
い
人
た
ち
に
知

っ
て
も
ら
う
に
は
、
持
続
的
な
発

展
の
た
め
の
教
育
が
重
要
で
、
学

校
で
し
っ
か
り
教
え
て
ほ
し
い
。

中
野　

２
０
０
２
年
に
南
ア
フ
リ

カ
共
和
国
の
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
で
、

地
球
環
境
問
題
に
関
す
る
国
際
会

議（
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
・
サ
ミ
ッ
ト
）

が
開
催
さ
れ
、
05
年
か
ら
14
年
ま

で
を「
国
連
持
続
可
能
な
開
発
の

た
め
の
教
育
の
10
年
」と
す
る
こ

と
が
宣
言
さ
れ
ま
し
た
ね
。

松
浦　
「D

ecade of Education 
for Sustainable D

evelopm
ent

（
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｄ
）」で
す
ね
。
こ
れ
は

日
本
が
提
案
し
た
も
の
で
す
。

中
野　

オ
イ
ス
カ
も
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ

ル
グ
へ
行
き
ま
し
て
、
提
案
を
ま

と
め
た
一
員
な
ん
で
す
。

松
浦　

Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｄ
は
ユ
ネ
ス
コ
が

音
頭
を
と
り
、
各
国
政
府
、
国
際

機
関
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
団
体
、
企
業
な

ど
と
連
携
し
な
が
ら
教
育
・
啓
発

活
動
を
進
め
て
い
ま
す
。
日
本

人
、
特
に
若
い
人
た
ち
に
は
持
続

可
能
な
発
展
に
つ
い
て
し
っ
か
り

勉
強
し
て
、
実
施
し
て
も
ら
い
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

中
野　

か
け
が
え
の
な
い
地
球
上

の
未
来
社
会
。
そ
の
キ
ー
が「
持

続
可
能
な
生
活
パ
タ
ー
ン
」の
実

践
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
た

め
に
も
や
は
り
、
日
本
か
ら
の
発

信
、
そ
し
て
行
動
が
重
要
で
す

ね
。
今
日
は
、
私
ど
も
の
活
動
に

勇
気
を
与
え
て
い
た
だ
き
、
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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博士号、米国ハヴァフォード大学名誉博士号などを筆頭
に50以上の名誉博士号を授与されている。また、文化、
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により、世界各国から70に上る勲章、名誉市民権など
を授与されている。『先進国サミット―歴史と展望』（サイ
マル出版会）『ユネスコ事務局長奮闘記』（講談社）『アフリ
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98年　 世界遺産委員会議長に就任。98年から2009年

までユネスコ事務局長を務める。
2010年　株式会社パソナ特別顧問に就任。

オイスカの活動沿革

貧困に苦しむアジアの人たちのためにインド各地への篤
農家派遣を皮切りに、アジア各地で調査を実施し、開発
協力活動を開始。地域貢献の志の高い海外の若者を日本
に迎え、国内での技術研修を始める。

農村の発展には村人の自立が不可欠と考え、国内外に研
修センターを設けて独自の農業実習を中心とした人材育
成活動をアジア各地で展開。現在まで1万人以上の青年
が巣立っている。「国際青年年（IYY）」の制定を国連に働
きかけ、実現に貢献。

世界的な森林破壊の進行を踏まえ、「苗木一本の国際協
力」キャンペーン活動を開始。アジア各地で植林活動を
推進するとともに、「アジア太平洋開発会議」を開催し、
環境と開発の調和を訴える。

次代を担う子どもたちへの環境教育を中心に据えた「子
供の森」 計画を開始。子どもたちの植林・森林保全活
動、環境キャンプなどを通した活動、開発協力と相まっ
て地域住民の人たちの環境に対する意識変革や自立へ向
けた姿勢の形成に寄与し、国連経済社会理事会総合諮問
資格が授与された。

「地球上に生きる人間や他の生物がバランスを保ちなが
ら共生する持続可能な世界」の創成を掲げ、多様な文化を
尊重し、生かしつつ地域発展を目指す活動を進めている。

1961～1970年 活動テーマ FOOD FIRST

1971～1980年 活動テーマ

1981～1990年 活動テーマ

1991～2000年 活動テーマ

2001～2010年 活動テーマ

GRASS ROOTS

LOVE GREEN

CHILDREN’S FOREST
PROGRAM

ふるさとづくり

若
い
人
々
へ

日本の 文化力 が
 果たしうること
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