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2023年度「後藤新平の会」

公開シンポジウム

「衛生の道」からみた関東大震災

去る2023年 7月 8日 午後 1時 30分より、2023年度「後藤新平の会」

シンポジウムが東京 0千代田区のプレスセンターホールで行われました

(主催 =後藤新平の会)。 今回のテーマは、後藤新平の生涯を貫いている

「衛生の道」を通 して、発災後 100年にあたる関東大震災への後藤新平

の対応や復興プランの核心に迫る議論が展開されました。ここではその

模様をお届けします。
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分
が
う
ま
く
適
応
し
よ
う
と
、
個
体
間
で
競
争
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

こ
の
生
存
競
争
の
過
程
で
、
環
境
に
順
応
で
き
た
個
体
が
生
き
延
び
る
。

適
応
で
き
な
か

っ
た
個
体
は
自
然
淘
汰
さ
れ
、
そ
う
し
て
生
命
体
全
体
と

し
て
の
進
化
が
続
い
て
い
く
の
だ
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
説
い
た
わ
け
で
す
ね
。

面
白
い
の
は
、
こ
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物
学
的
進
化
論
を
社
会
進
化
論

と
し
て
提
起
し
た
の
が
、　
ハ
ー
バ
ー
ト

・
ス
ペ
ン
サ
ー
で
あ
る
わ
け
で
す
。

い
ま

「適
者
生
存
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
実

は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
造
語
で
あ
り
ま
す
。
私
想
像
し
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
社

会
が
進
歩
す
る
と
い
う
思
想
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
以
前
に
あ

っ
て
は
希
薄
な

も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
当
時
の
欧
米
諸
国
を
巻

き
込
ん
だ
大
変
な
技
術
進
歩
と
産
業
化
の
波
、
こ
れ
は
社
会
に
大
き
な
変

動
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
の
変
動
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、

渡
辺
利
夫
氏
　
こ
の
変
動
に
は
何
か
説
明

さ
る
べ
き
原
理
が
あ
る
は

ず
だ
と
、
少
し
ず

つ
知
識

人

は
考

え
始
め

た

の

で

し
ょ
う
。

ス
ペ
ン
サ
ー
は
、

そ
の
嗜
矢
と
な

っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
後
藤
新
平
と

い
う
人
物
の
思
想
を
深
く

捉
え
た
の
も
、
こ
の
ス
ペ

ン
サ
ー
流

の
社
会
進
化
論

で
し
た
ｃ

『国
家
衛
生
原
理
』
に
み
ら
れ
る
徹
底
的
な
価
値
の
相
対
化

後
藤
は
、
さ
っ
き
の

『
国
家
衛
生
原
理
』
の
中
で
こ
ん
な
ふ
う
に
言

っ

て
お
り
ま
す
。
私
の
現
代
語
訳
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
「生

存
競
争
の
道
は
瞬
時
た
り
と
も
絶
え
る
こ
と
は
な
く
、
適
者
生
存
の
道
理

か
ら
離
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
、
「そ
れ
ゆ
え
、
い
や
し
く
も
生
を
授
け

ら
れ
た
者
は
、
競
争
の
攻
撃
に
抵
抗
し
、
こ
れ
を
克
服
し
、
自
ら
を
養
い

生
殖
を
続
け
な
け
れ
ば
生
を
全
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
だ
け
は

そ
う
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
人
間
も
生
物
の

一
つ
だ
か

ら
で
あ
る
」。
こ
の
最
後
の
フ
レ
ー
ズ
で
す
ね
、
「人
類
モ
亦
実

二
生
物
ノ

一
ナ
リ
」
と
、
そ
う
彼
は
主
張
し
た
わ
け
で
す
Ｑ
実
は
こ
の
よ
う
に
見
定

め
た
こ
と
が
後
藤
の
出
発
点
で
あ
り
、
後
で
申
し
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
彼
の
到
達
点
で
も
あ

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考

え
て
お
り
ま
す
。

い
ま
申
し
上
げ
た
文
章
に
続
い
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
彼
は
言

っ
て
い
ま

す
。
人
間
が
生
き
て
い
く
こ
と
の
目
的
に
つ
い
て
、
彼
は
こ
う
表
現
し
て

い
ま
す
。
「生
体
を
傷

つ
け
る
も
の
に
抵
抗
し
、
こ
れ
を
克
服
し
、
公
正

を
保
ち
な
が
ら
給
養
と
生
殖
を
営
み
、
心
と
体
を
健
全
に
発
達
さ
せ
る
の

に
十
分
な
生
活
状
態
、
す
な
わ
ち
生
理
的
円
満
を
確
保
す
る
こ
と
が
、
人

間
の
生
の
目
的
に
ほ
か
な
ら
な
い
」。
こ
の
最
後
の
フ
レ
ー
ズ
で
す
ね
、
「生

理
的
円
満
を
確
保
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
人
間
の
生
の
目
的
で
あ
る
」
と
、
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藤
の
国
家
起
源
説
で
す
ね
。
国
家
と
い
う
も
の
が
な
ぜ
あ
る
の
か
、
存
在

す
る
の
か
、
国
家
起
源
説
だ
と
私
は
見
て
い
ま
す
。

逆
に
言
い
ま
す
と
後
藤
の
社
会
観
は
、
個
々
の
人
間
が
私
的
利
益
を
追

求
を
し
て
い
け
ば
、
そ
れ
が
自
己
運
動
と
な

っ
て
い
っ
て
最
終
的
に
最
適

解
に
つ
な
が
る
と
い
う
ふ
う
な
、
い
わ
ば
予
定
調
和
的
な
世
界
観
を

一
切

排
し
た
物
の
見
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
し
て
、
若
い
と
き
私
は

こ
の
文
章
を
読
ん
だ
と
き
に
ど
き

っ
と
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

予
定
調
和
的
な
世
界
観
と
は
際
立

っ
て
対
照
的
な
世
界
観
が
、
後
藤
新
平

の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

後
藤
思
想
の
実
現
過
程
と
し
て
の
台
湾

こ
の
後
藤
の
思
想
の
実
現
の
場
が
ま
ず
は
台
湾
で
し
た
。
後
藤
は
、
台

湾
住
民
が
生
理
的
円
満
を
得
よ
う
と
、
ど
の
よ
う
な
慣
行
の
中
で
生
き
て

き
た
か
、
ま
ず
は
こ
の
こ
と
を
徹
底
調
査
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
こ
う
い
う
大
変
有
名
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま

す
。
後
藤
は
、
第
四
代
の
台
湾
総
督
、
児
玉
源
太
郎
に
同
道
し
て
台
湾
に

行

っ
て
、
民
政
局
長
、
次
い
で
民
政
長
官
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て

児
玉
か
ら
、
今
度
俺
は
総
督
に
就
任
し
た
ん
だ
か
ら
、
早
速
施
政
方
針
演

説
を
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
、
そ
の
た
め
の
原
稿
、
草
稿
を
し
た
た
め
よ

と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
後
藤
は
命
じ
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
後

藤
は
何
と
言

っ
た
か
と
い
う
と
、
あ
の
児
玉
に
対
し
て
で
す
よ
、
「今
は

施
政
方
針
を
表
明
す
る
時
期
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
は

っ
き
り
述
べ
た
と

い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
．
総
督
が
ま
ず
や
る
べ
き
こ
と
は
、
総
督
が
そ
の

統
治
を
委
任
さ
れ
た
台
湾
の
住
民
生
活
の
あ
り
よ
う
、
あ
る
い
は
台
湾
社

会
の
グ
ラ
ス
ル
ー
ツ
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
慣
行
、　
つ
ま
り
旧
慣
で
す
ね
、

こ
れ
を
調
査
す
る
こ
と
な
ん
だ
と
。
そ
の
上
で
、
さ

っ
き
春
山
先
生
が
お

っ

し
ゃ
っ
て
い
た
、
生
物
学
の
原
理
に
基
づ
い
て
統
治
を
開
始
し
よ
う
で
は

な
い
か
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
・言
っ
た
わ
け
で
す
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
が
生
物
学
の
原
理
で
あ
り
ま
す
。
個
々
の
生
物
は
そ

れ
ぞ
れ
固
有
の
生
態
的
環
境
の
中
で
生
き
て
い
る
。
だ
か
ら

一
国
の
生
物

を
他
国
の
土
壌
や
、
天
候
の
違
う
他
国
に
持

っ
て
い
っ
て
移
植
し
よ
う
と

し
て
も
、
う
ま
く
い
く
わ
け
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
個
人
や
集
団

の
中
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
固
有
の
習
慣
、
制
度
、
こ
れ
を
無
視
し
て
権
力

を

一
方
的
に
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
と
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
権
力
が
行
使
さ
れ
る
場
の
習
慣
、
制
度
を
十
分
に
尊
重
し
て
、

こ
れ
と
で
き
る
だ
け
饂
婦
を
来
さ
な
い
よ
う
な
政
策
が
必
要
だ
と
。
そ
う

い
う
ふ
う
に
考
え
た
と
こ
ろ
に
、
後
藤
の
思
想
の
い
わ
ば
練
磨
を
私
は
見

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
春
山
先
生
が
さ

っ
き
紹
介
さ
れ
ま
し
た
の
で

も
う
引
用
は
や
め
ま
す
け
れ
ど
も
、
「鯛
の
目
と
ヒ
ラ
メ
の
目
」
と
い
う

先
ほ
ど
御
紹
介
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
な
ど
は
、
こ
の
点
を
非
常
に
、
誰
に
も

わ
か
る
形
で
話
し
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

後
藤
は
い
ま
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
児
玉
源
太
郎
と
い
う
権
威
と
権
力

に
お
い
て
比
類
の
な
い
軍
政
家
の
信
頼
を
得
て
、
し
か
も
帝
国
憲
法
や
帝

国
議
会
の
制
約
か
ら
も
離
れ
て
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
、
台
湾
と
い
う
白
い
キ
ャ
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