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民
主
化
後
の
南
ア
フ
リ
カ 

搾
取
と
抑
圧
の
再
生
産
？

Ｊ
Ｖ
Ｃ
の
南
ア
フ
リ
カ
（
以
下
、南
ア
）

で
活
動
し
始
め
て
し
ば
ら
く
し
た
頃
、
活

動
す
る
の
が
怖
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

１
９
９
４
年
ま
で
約
半
世
紀
続
い
た
南

ア
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
（
人
種
隔
離
政

策
）。
白
人
以
外
の
人
々
が
、
人
権
・
主

権
を
奪
わ
れ
、
自
分
で
道
を
切
り
開
く
可

能
性
を
否
定
さ
れ
、
自
分
の
一
生
を
他
の

誰
か
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
生
き
る
こ

と
を
強
い
ら
れ
た
。
そ
の
終
焉
は
「
被
抑

圧
」
の
側
に
置
か
れ
た
人
々
が
、
圧
倒
的

な
暴
力
と
抑
圧
下
で
、
自
由
を
求
め
、
想

像
を
絶
す
る
犠
牲
を
払
っ
て
闘
っ
て
き
た

か
ら
こ
そ
、
実
現
し
た
も
の
だ
。

だ
が
、
そ
う
ま
で
し
て
手
に
入
れ
た
民

主
化
後
、
南
ア
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、

「
格
差
社
会
」「
犯
罪
国
家
」「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感

染
拡
大
」
…
と
、
い
ず
れ
に
も
「
世
界
一

の
」
と
い
う
枕
詞
を
つ
け
て
形
容
さ
れ
る

ほ
ど
、劣
悪
な
社
会
状
況
が
続
い
て
い
る
。

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
後
の
「
自
由
」
と
は
、

体
制
が
つ
く
り
上
げ
た
、
限
ら
れ
た
人
に

巨
大
な
富
が
集
中
す
る
社
会
経
済
構
造
の

な
か
に
、
一
人
ひ
と
り
が
突
然
放
り
込
ま

れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
の
結
果
、
成

功
を
収
め
た
人
も
い
る
一
方
で
、
大
半
の

人
が
取
り
残
さ
れ
、
苦
難
に
直
面
す
る
。

そ
ん
な
歴
史
と
現
状
を
知
る
に
つ
け

「
こ
の
社
会
構
造
」
下
で
安
定
し
た
暮
ら

し
を
求
め
る
こ
と
は
、
搾
取
と
抑
圧
の
再

生
産
に
加
担
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

Ｊ
Ｖ
Ｃ
の
活
動
が
、
自
由
を
求
め
た
人
々

の
思
い
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の

か
、
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
。　

抑
圧
下
で
未
来
の 

ビ
ジ
ョ
ン
を
描
く 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
の
小
農

結
局
、
そ
の
後
、
南
ア
で
と
も
に
活
動

す
る
人
々
か
ら
、
ど
ん
な
状
況
で
あ
れ
、

人
々
を
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
す
る
活
動
の
そ

の
先
に
は
、
搾
取
と
抑
圧
を
再
生
産
す
る

構
造
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
「
社
会
の
側

モザンビークの子どもたち。この子たちに
明るい未来を残すためにJVCは何ができるだろう

［特  集］それぞれの現場から

地域開発グループマネージャー兼
南アフリカ事業担当
渡辺  直子

抑圧下で小農が続ける
実践、連帯と社会変革
モザンビークの小農は、日本のＯＤＡも含め海外投資による土地収
奪に苦しみ、抗議の声をあげれば政府などからの弾圧を受ける。そ
れでも彼らは、長年の農業実践に誇りをもち、他地域や他国の小農
と連帯し、自らの実践と課題を相対化しながら、学びと内省、実践
を繰り返し、社会変革を起こしている。今、ＪＶＣがなすべきは、単
なる技術支援に留まるのではなく、活動地の人たちが世界との関わ
りのなかで立ち位置を確認し、未来を描くための対話にあるはずだ。

◎注1…国連小農権利宣言。正式名称は「小農と農村で働く人びとの権利に関する宣言」。小農はその土地の
食料や土地、水などの自然資源に権利を有し、その文化的アイデンティティや伝統知識の尊重、種子や生物多
様性に関わる権利が保護されるべきと謳っている。

自
分
の
可
能
性
に「
気
づ
く（
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
）」機
会
を
つ
く
る
の
が
地
域
改
善
の
第
一
歩
。
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
下
の
南
ア
フ
リ
カ
で
、最
初
に
活
動
を
共
に
し
た

農
村
の
女
性
た
ち
の
N
G
O「
イ
シ
ナ
ン
バ
」で
教
え
ら
れ
、ま
さ
に
気
づ
き
で
し
た
。　
津
山 

直
子 ［
南
ア
フ
リ
カ
現
地
代
表（
94
〜
09
年
）］
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の
変
革
」
を
、
常
に
見
据
え
る
こ
と
こ
そ

が
必
要
な
の
だ
と
教
え
ら
れ
た
。
目
の
前

の
「
困
難
な
現
在
」
に
取
り
組
み
つ
つ
も
、

「
未
来
の
世
界
」
の
在
り
方
を
思
い
描
く

と
い
う
こ
と
だ
。

だ
が
、
具
体
的
に
誰
が
何
を
ど
う
し
た

ら
い
い
の
か
。
ま
っ
た
く
の
手
探
り
状
態

だ
っ
た
約
８
年
前
、
日
本
・
ブ
ラ
ジ
ル
が

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
で
行
う
Ｏ
Ｄ
Ａ
／
大
規
模

農
業
開
発
事
業
「
プ
ロ
サ
バ
ン
ナ
」
に
対

し
、
抗
議
の
声
を
あ
げ
る
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

の
小
農
に
出
会
っ
た
。
以
来
、
私
は
、
小

農
ら
の
抵
抗
と
農
業
の
実
践
を
通
じ
た
社

会
変
革
を
、
側
で
見
る
僥
倖

に
恵
ま
れ
て
き
た
。

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
の
小
農

は
、
海
外
投
資
に
よ
る
土
地

収
奪
や
、
そ
の
抗
議
の
声
に

対
す
る
政
府
な
ど
か
ら
の
弾

圧
な
ど
、
暴
力
と
抑
圧
に
苦

し
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、

そ
ん
な
状
況
下
で
も
、「
小

農
は
地
球
の
守
護
者
」
と
言

い
切
る
自
負
と
、
自
ら
の
農

業
実
践
に
基
づ
い
た
次
世
代

に
わ
た
っ
て
の
発
展
を
と
の

ビ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
、
以
下
の

よ
う
な
活
動
を
続
け
て
い
る
。

①
自
分
た
ち
小
農
を
「
何
も
知
ら
ず
、
貧

し
い
」
ゆ
え
に
「
教
え
ら
れ
る
／
変
え
ら

れ
る
対
象
（
客
体
）」
と
し
て
描
く
資
本

の
論
理
が
支
配
す
る
社
会
や
援
助
の
在
り

方
に
対
し
て
声
を
あ
げ
る
こ
と
。

②
そ
れ
に
対
し
、「
別
の
世
界
」
の
在
り

方
を
、
自
分
た
ち
の
農
業
の
実
践
を
通
じ

て
示
す
こ
と
。

③
こ
れ
ら
の
抵
抗
運
動
の
経
験
と
農
業
実

践
を
、
地
域
、
国
、
国
際
レ
ベ
ル
に
お
い

て
他
の
小
農
と
連
帯
す
る
こ
と
で
共
有
、

そ
こ
で
の
学
び
を
さ
ら
に
自
ら
の
活
動
に

還
元
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
。

１８
年
１２
月
に
国
連
総
会
で
承
認
さ
れ
た

「
国
連
小
農
権
利
宣
言
」（
注
１
）
は
、
こ

う
し
た
小
農
の
経
験
と
知
見
を
、
世
界
大

の
連
帯
運
動
を
通
し
て
国
際
規
範
ま
で
昇

華
さ
せ
た
も
の
だ
。
こ
の
宣
言
は
、
小
農

と
い
う
社
会
集
団
が
抑
圧
下
に
あ
る
事
実

を
認
め
、
小
農
が
保
持
す
る
様
々
な
権
利

を
規
定
し
、ま
た
小
農
が
果
た
す
役
割（
貢

献
）
を
認
め
た
点
で
画
期
的
だ
っ
た
。

自
己
を
相
対
化
さ
せ
る
よ
う
な 

対
話
こ
そ
を
担
い
た
い

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
の
小
農
は
、
世
界
的
な

小
農
運
動
ビ
ア
・
カ
ン
ペ
シ
ー
ナ
（
注
２
）

の
一
員
と
し
て
、「
宣
言
」
の
実
現
の
一

翼
を
担
っ
て
き
た
。
こ
ん
な
風
に
、
世
界

の
小
農
は
、
抑
圧
下
に
あ
り
な
が
ら
、
自

分
た
ち
と
そ
の
農
業
の
価
値
を
社
会
の
構

造
・
仕
組
み
に
反
映
さ
せ
る
運
動
を
展
開

し
、
社
会
変
革
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
そ
の
実
践
は
暴
力
と
対
峙

す
る
命
が
け
の
闘
い
だ
。
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

の
小
農
が
な
ぜ
そ
こ
ま
で
で
き
る
の
か
。

そ
の
強
さ
を
も
た
ら
す
の
は
「
自
己
の
相

対
化
と
連
帯
」
で
あ
る
と
私
は
思
う
。

世
界
と
関
わ
る
な
か
で
自
分
を
認
識

す
る
。
す
る
と
、
自
分
の
実
践
の
意
義

と
、
自
分
の
置
か
れ
た
社
会
的
状
況
と
い

う
「
個
別
具
体
的
な
ひ
と
つ
の
事
例
」
を
、

普
遍
化
さ
れ
た
文
脈
に
置
き
換
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
が
連
帯
に
つ
な
が
り
、

連
帯
が
ま
た
自
己
の
相
対
化
を
も
た
ら

し
、
自
分
に
還
っ
て
く
る
。
そ
う
し
て
互

い
に
支
え
合
い
、
強
く
発
展
し
て
い
く
。

そ
の
実
践
に
学
ぶ
な
ら
、
あ
る
意
味
ヨ

ソ
者
と
し
て
現
場
に
関
わ
る
Ｊ
Ｖ
Ｃ
の
役

割
は
、
と
も
に
活
動
す
る
人
た
ち
が
「
情

報
や
ス
キ
ル
を
獲
得
し
、
置
か
れ
た
環
境

を
改
善
す
る
」
こ
と
に
留
ま
る
の
で
は
な

く
、
自
己
を
相
対
化
さ
せ
る
よ
う
な
対
話

を
行
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
の
対
話

は
、
私
た
ち
自
身
の
相
対
化
と
内
省
、
実

践
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が

「
と
も
に
考
え
る
」
こ
と
だ
と
思
う
。

「
い
ま
、声
が
あ
げ
ら
れ
な
い
」
人
々
も
、

相
対
化
を
通
じ
て
「
目
の
前
の
課
題
」
が

普
遍
化
さ
れ
れ
ば
、
世
界
の
ど
こ
か
で
同

じ
課
題
に
対
し
て
闘
う
人
た
ち
に
連
帯
す

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
が
闘
う
人
を

支
え
る
こ
と
に
も
な
る
。

暴
力
や
抑
圧
と
闘
っ
て
き
た
／
い
る
人

の
お
か
げ
で
今
の
世
界
が
あ
り
、
私
自
身

そ
の
果
実
を
享
受
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
変
革
の
仲
間
を
増
や
し
、
闘
う
人
と

の
連
帯
と
協
働
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
は
、

Ｊ
Ｖ
Ｃ
の
大
切
な
役
割
な
の
だ
と
思
う
。

日本の企業が土地取得しようとしていたコミュニティ。小農の運
動により土地収奪に関する情報を得て、ノーの声をあげて収奪
を防ぐことができた

イスラエル政府が一方的に建設し、イスラエル人とパレ
スチナ人のみならず、パレスチナ人同士をも分断する
壁。アパルトヘイト後の南アフリカを見ていると、この壁
が消えたあとの世界をパレスチナの人たちがどう夢見
ているのかを考えてしまう

◎注2…ビア・カンペシーナ（La Via Campesina）。スペイン語で「農民の道」を意味する
小農組織。1993年に発足、2020年現在、81カ国から約2億の小農が加盟。新自由主義的な
グローバル化に対して「食料主権」を唱え、抵抗運動、提言を行ってきた。

世
界
の
困
難
な
状
況
に
あ
る
人
々
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、無
数
の
バ
ト
ン
を
つ
な
い
で
き
た
J
V
C
の
40
年
。
世
界
が
急
速
に
変
化
す
る
中
で
、

立
ち
位
置
を
見
失
い
そ
う
に
な
っ
て
も
、あ
の
と
き
の
走
者
の
ひ
と
り
と
し
て
の
志
を
忘
れ
ず
、走
り
続
け
た
い
。　
名
村 

隆
行 ［
ラ
オ
ス
現
地
代
表
／
森
林
担
当（
02
〜
06
年
）］ 


