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贈与と共生の経済倫理学
ポランニーで読み解く
金子美登の実践と「お礼制」

折戸えとな著

ヘウレーカ
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profile 

おりと・えとな

1975年生まれ。2001年津田塾大学学芸学部卒業。03年から 1年弱、
霜里農場で有機農業研修後、群馬県で新規就農。諸般の事情で断念、

17年東京大学大学院新領域創成科学研究科博士後期課程を修了、

環境学博士。18年死去。本書は博士論文の構成を多少変えて刊行。
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大
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教
授

橋
本
努

日
本
の
有
機
農
業
と
消
費
者
を

つ
な
ぐ
「
提
携
」
運
動
に
密
着
し
、

こ
の
運
動
の
独
自
性
を
深
部
か
ら

掘
り
起
こ
し
た
珠
玉
の
書
だ
。
ま

ず
著
者
の
感
受
性
に
心
を
打
た
れ

る
。
実
践
に
裏
付
け
ら
れ
た
粘
り

強
い
思
索
は
、
日
本
発
の
新
た
な

経
済
思
想
の
誕
生
と
言
っ
て
も
い

い
だ
ろ
、
っ
。

1
9
6
0年
代
の
後
半
、
水
俣

病
な
ど
の
環
境
汚
染
へ
の
反
省
か

ら
、
心
あ
る
消
費
者
た
ち
は
農
家

と
の
「
顔
の
見
え
る
関
係
」
を
築

く
べ
く
、
新
し
い
流
通
様
式
を
探

っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ

れ
る
な
か
で
、
著
者
は
埼
玉
県
比

企
郡
小
川
町
の
霜
里
農
場
の
「
お

礼
制
」
に
注
目
す
る
。

同
農
場
で
は
、
最
初
は
会
費
制

で
生
産
者
と
消
費
者
を
直
結
し
た

も
の
の
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
「
お
礼
制
」
を
導
入
す

る
と
、
う
ま
く
回
り
始
め
る
。
な

に
よ
り
も
、
農
場
主
の
心
が
安
ら

い
だ
。
「
農
民
と
し
て
人
間
的
に

解
放
さ
れ
た
」
ょ
う
だ
と
い
う
。

お
礼
制
と
は
、
生
産
者
が
農
産

物
を
消
費
者
に
贈
与
し
、
消
費
者

は
め
い
め
い
が
お
礼
の
金
額
を
考

え
て
渡
す
仕
組
み
。
直
売
所
や
ス

贈与と共生の
経済倫理学

序章 「お礼制」と人間的解放

第1部 一人の決意が地域を変えた

第1章挫折から復活へ一一金子美登の物語

第2章消費者はなぜお札制を求めたか

一一尾崎史苗の物語

第3章聞かれた「地域主義」

一一霜里農場を取り巻く人びと

第2部 「お礼制Jの可能性

第4章生業からみる「お札制」

第5章「お礼制jが農民にもたらした

二重の自由

第6章「お札制Jの仕組みと意義

一一生産[者]と消費[者]の関係

第7章人間の動機と経済合理性

一一ヴァルネラビリティという

つながりの起点

「お礼制Jに埋め込まれた

「もろともjの関係性

第8章ポラン二一の「埋め込み命題Jと
「もろともj

第9章責任・自由・信頼

ー
パ
ー
な
ど
他
の
流
通
経
路
も
並

存
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
お
礼
制

に
よ
っ
て
市
場
原
理
か
ら
解
放
さ

れ
た
当
事
者
た
ち
は
心
の
余
裕
を

手
に
し
、
自
由
に
生
き
る
こ
と
が

で
き
た
。
お
金
に
換
算
で
き
な
い

豊
か
な
人
間
関
係
が
生
ま
れ
た
。

例
え
ば
あ
る
酒
造
業
者
は
「
無

農
薬
米
」
の
酒
造
り
を
す
る
と
言

っ
て
当
地
の
農
家
を
支
え
て
く
れ

た
。
遺
伝
子
組
み
換
え
の
な
い
大

豆
で
豆
腐
を
作
り
た
い
と
い
う
豆

腐
屋
も
加
わ
っ
た
。
噂
を
聞
い
た

リ
フ
ォ
ー
ム
会
社
の
社
長
は
、
社

員
た
ち
を
動
員
し
て
有
機
米
を
買

い
支
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
新
た
な
縁
が
結
ぼ
れ

て
い
く
。
市
場
経
済
に
お
い
て
は
、

農
家
は
自
分
で
作
っ
た
農
作
物
に

不
本
意
な
値
付
け
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
葛
藤
が
あ
る
。

お
礼
制
は
そ
の
よ
う
な
抑
圧
か
ら

生
産
者
を
解
放
し
て
、
人
間
的
で

第3部

持
続
的
な
関
係
を
消
費
者
た
ち
と

結
ぶ
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

本
書
は
そ
の
背
後
に
あ
る
思
想

原
理
を
、
「
も
ろ
と
も
」
と
い
う

日
本
語
独
特
の
言
葉
に
着
目
し
て

読
み
解
く
点
が
す
ば
ら
し
い
。

「
死
な
ば
も
ろ
と
も
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
。
命
の
運
ば
れ
る
先
を

共
に
す
る
よ
う
な
関
係
性
で
あ
る
。

自
分
と
は
昇
貧
な
他
者
で
あ
っ
て

も
、
実
は
自
分
が
存
在
す
る
理
由

を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

関
係
性
に
気
づ
く
と
き
、
人
は
い

っ
た
ん
自
己
を
否
定
し
て
豊
か
な

自
己
創
造
を
遂
げ
る
と
い
う
。

他
者
の
生
活
を
す
べ
て
共
有
す

る
の
で
は
な
く
、
相
手
を
気
遣
い
、

お
礼
を
す
る
こ
と
で
、
希
望
あ
ふ

れ
る
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
く
。

経
済
倫
理
の
新
た
な
可
能
性
を
伝

え
る
本
書
は
、
本
気
で
生
き
る
こ

と
に
情
熱
を
持
っ
た
企
業
者
た
ち

に
、
ぜ
ひ
読
ん
で
ほ
し
い
一
冊
だ
。
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