


 	

 



 3	 はじめに──今、なぜ〈コモン〉の「自治」なのか？ 斎藤幸平

は
じ
め
に

│
今
、な
ぜ〈
コ
モ
ン
〉の「
自
治
」な
の
か
？ 

斎
藤
幸
平

戦
争
、
イ
ン
フ
レ
、
気
候
危
機
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
折
り
重
な
っ
て
、
一
筋
縄
で
は
何
も
解
決
し
な

い
危
機
の
時
代
に
突
入
し
て
い
る
。
そ
の
事
実
に
は
、
誰
も
が
気
づ
い
て
い
る
は
ず
だ
。
多
く
の
要
因
が
絡
み

合
っ
た
こ
の
複
雑
な
危
機
を
、
魔
法
の
よ
う
に
一
気
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
も
、
い
や
、
だ
か
ら
こ
そ
、〈
コ
モ
ン
〉
の
再
生
と
そ
の
共
同
管
理
を
通
し
て
「
自
治
」
の
力
を
育

て
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、『
コ
モ
ン
の
「
自
治
」
論
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
込
め
た
決
意
で
あ
る
。

で
は
、〈
コ
モ
ン
〉
と
は
、
そ
も
そ
も
何
だ
ろ
う
か
。
日
本
語
で
は
〈
共
〉
と
も
訳
さ
れ
る
概
念
で
、
誰
か

や
企
業
が
独
占
す
る
の
で
は
な
い
「
共
有
物
」
と
い
う
意
味
だ
。
ひ
と
ま
ず
は
宇
沢
弘
文
氏
の
「
社
会
的
共
通

資
本
」
を
思
い
浮
か
べ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
村
落
全
体
で
共
同
管
理
さ
れ
て
き
た
入い

り

会あ
い

地ち

や
河
川
水
な
ど
は
〈
コ
モ
ン
〉
の
典
型
だ
。
と
こ

ろ
が
、
資
本
主
義
が
浸
透
す
る
に
つ
れ
、
こ
う
し
た
共
有
資
源
は
私
有
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今

や
あ
ら
ゆ
る
〈
コ
モ
ン
〉
が
解
体
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。



 	

公
営
事
業
で
あ
る
水
道
も
民
営
化
推
進
の
動
き
が
あ
り
、
大
企
業
が
そ
こ
に
利
益
獲
得
の
活
路
を
見
出
そ
う

と
し
て
い
る
。
公
園
な
ど
の
公
共
の
場
を
、
市
民
の
議
論
を
排
除
し
な
が
ら
、
商
業
施
設
に
変
え
て
し
ま
お
う

と
い
う
大
資
本
の
動
き
も
〈
コ
モ
ン
〉
解
体
の
一
例
だ
ろ
う
。
資
本
は
〈
コ
モ
ン
〉
で
あ
っ
た
も
の
を
独
占
す

る
こ
と
で
容
易
に
利
潤
を
手
に
し
て
い
く
の
だ
。
こ
れ
を
「
略
奪
に
よ
る
蓄
積
」
と
地
理
学
者
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
批
判
す
る1

＊

。

そ
う
し
た
資
本
に
よ
る
略
奪
に
抵
抗
し
て
行
う
〈
コ
モ
ン
〉
の
再
生
と
は
、
他
者
と
協
働
し
な
が
ら
、
市
場

の
競
争
や
独
占
に
抗
い
、
商
品
や
貨
幣
と
は
違
う
論
理
で
動
く
空
間
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ
と
だ
。
本
書
で
も

触
れ
ら
れ
て
い
る
、
水
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
食
、
教
育
や
医
療
、
あ
る
い
は
科
学
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
生
き

て
い
く
の
に
必
要
と
す
る
も
の
は
、〈
コ
モ
ン
〉
と
し
て
扱
わ
れ
、
共
有
財
と
し
て
多
く
の
人
が
積
極
的
に
関

与
し
な
が
ら
管
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。

で
は
、
な
ぜ
、
そ
の
〈
コ
モ
ン
〉
と
「
自
治
」
が
危
機
の
時
代
を
生
き
抜
く
た
め
の
カ
ギ
に
な
る
の
か
。
詳

し
く
は
本
書
を
読
み
通
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
私
た
ち
の
時
代
の
背
景
に
つ
い
て
理
解
す

る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

現
代
の
困
難
な
状
況
を
「
複
合
危
機
」（
ポ
リ
ク
ラ
イ
シ
ス
）
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
・

ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
も
そ
の
危
機
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
し
、
止
ま
ら
な
い
気
候
変
動
の
影
響
で
食
糧
危

機
や
水
不
足
、
難
民
問
題
な
ど
が
今
後
も
さ
ら
に
深
刻
化
し
て
い
く
だ
ろ
う2

＊

。
そ
う
な
れ
ば
当
然
、
資
源
獲
得

競
争
や
排
外
主
義
の
台
頭
に
よ
っ
て
世
界
が
さ
ら
に
分
断
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
、
今
度
は
イ
ン
フ
レ
や
戦
争

の
リ
ス
ク
を
増
大
さ
せ
る
。
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つ
ま
り
、
自
然
環
境
破
壊
や
経
済
危
機
、
地
政
学
リ
ス
ク
な
ど
の
複
数
の
リ
ス
ク
要
因
が
増
幅
し
合
い
、
文

明
と
平
和
、
生
存
を
脅
か
す
の
だ
。

今
後
、
複
合
危
機
に
よ
っ
て
事
態
が
悪
化
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
急
激
に
改
善
す
る
こ
と
は
な
い
。
私
た

ち
人
類
の
経
済
活
動
が
こ
の
惑
星
全
体
で
不
可
逆
的
な
変
化
を
起
こ
し
た
結
果
、
慢
性
的
な
緊
急
事
態
に
突
入

し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
が
「
人
新
世
」
と
い
う
時
代
な
の
で
あ
る
。

「
人
新
世
」
と
は
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
人
類
の
経
済
活
動
が
、
こ
の
惑
星
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
変
え
て

し
ま
っ
た
時
代
を
指
す
、
地
質
学
の
概
念
だ
。
地
層
と
い
う
の
は
本
来
、
非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
し
た
ペ
ー
ス
で

形
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
化
石
燃
料
を
大
量
に
消
費
す
る
資
本
主
義
の
発
展
に
伴
い
、
自
然
の
時
間
と
は
ま
っ

た
く
違
う
急
速
な
ス
ピ
ー
ド
で
、
人
類
が
地
球
全
体
を
改
変
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。
資
本
の
終
わ
り
な
き
利
潤

獲
得
が
、
地
球
と
い
う
人
類
共
通
の
財
産
＝
〈
コ
モ
ン
〉
を
痛
め
つ
け
た
せ
い
で
、
も
は
や
地
球
環
境
は
修
復

不
可
能
な
臨
界
点
に
近
づ
い
て
い
る
。
そ
の
帰
結
が
、「
人
新
世
」
の
複
合
危
機
だ3

＊

。

「
人
新
世
」
の
危
機
が
深
ま
れ
ば
、
市
場
は
効
率
的
だ
と
い
う
新
自
由
主
義
の
楽
観
的
考
え
は
終
わ
り
を
告
げ

る
。
む
し
ろ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
で
あ
る
と
か
、
物
資
の
配
給
、
現
金
給
付
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
計

画
の
よ
う
に
、
大
き
な
国
家
が
経
済
や
社
会
に
介
入
し
て
、
人
々
の
生
を
管
理
す
る
「
戦
時
経
済
」
に
変
わ
ら

ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。
こ
こ
に
、
資
本
主
義
の
危
機
が
あ
る
。

そ
の
戦
時
経
済
は
、
民
主
主
義
の
危
機
を
も
引
き
起
こ
す
。
慢
性
的
な
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
、
よ

り
大
き
な
政
治
権
力
が
要
請
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
は
政
治
が
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
に
傾
い
て
い
く
の
だ
。

そ
ん
な
な
か
で
、
も
し
排
外
主
義
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
が
権
力
を
握
っ
て
、
暴
走
を
始
め
れ
ば
、
民
主
主
義



 	

は
失
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
全
体
主
義
の
到
来
だ
。

こ
う
し
た
最
悪
の
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
と
は
違
う
形
で
、「
人
新
世
の
複
合
危
機
」

へ
と
対
処
す
る
道
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
「
自
治
」
と
い
う
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
「
自
治
」
に
希
望
を
見
出
す
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
理
想
主
義
だ
と
感
じ
る
方
も
い
る
だ
ろ

う
。
実
際
、
私
た
ち
は
こ
の
社
会
の
ル
ー
ル
や
仕
組
み
に
つ
い
て
、
責
任
を
持
っ
て
自
分
た
ち
で
決
め
、
運
用

し
て
い
る
と
胸
を
張
っ
て
言
え
な
い
は
ず
だ
。

日
常
生
活
に
お
い
て
、
自
分
た
ち
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
は
と
て
も
限
ら
れ
て
い
る
。
自
由
に
決
め
ら
れ
る
の

は
、
コ
ン
ビ
ニ
で
ど
の
お
菓
子
を
買
う
か
と
か
、
休
み
の
日
に
ど
こ
に
遊
び
に
行
く
か
を
決
め
る
こ
と
く
ら
い

で
は
な
い
か
。
そ
の
際
に
も
、
ス
マ
ホ
に
表
示
さ
れ
る
商
品
の
レ
ビ
ュ
ー
やGoogle M

ap

の
指
示
に
従
っ
て

私
た
ち
は
行
動
し
て
い
る
。
も
う
あ
と
数
年
す
れ
ば
、
何
を
食
べ
る
か
、
休
日
に
何
を
す
る
か
をChatGPT

に
決
め
て
も
ら
う
日
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
、
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
で
は
何
も
決
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
他
律
的
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
日
々

の
生
活
で
も
こ
ん
な
状
況
な
の
に
、
政
治
や
社
会
に
つ
い
て
の
重
大
な
決
定
を
、
私
た
ち
が
責
任
を
持
っ
て
行

う
こ
と
な
ど
想
像
す
ら
で
き
な
い
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
競
争
の
激
し
い
自
己
責
任
型
社

会
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
他
者
と
協
働
し
て
、
大
き
な
課
題
に
取
り
組
む
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
よ
り
お

金
を
稼
い
で
、
自
分
た
ち
の
個
人
的
な
欲
求
を
満
た
す
ほ
う
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
う
や
っ
て
「
自
治
」
の
力
が
弱
ま
る
う
ち
に
、
一
部
の
政
治
家
や
富
裕
層
、
そ
し
て
大
企
業

6

は
失
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
全
体
主
義
の
到
来
だ
。

こ
う
し
た
最
悪
の
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
と
は
違
う
形
で
、「
人
新
世
の
複
合
危
機
」

へ
と
対
処
す
る
道
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
「
自
治
」
と
い
う
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
「
自
治
」
に
希
望
を
見
出
す
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
理
想
主
義
だ
と
感
じ
る
方
も
い
る
だ
ろ

う
。
実
際
、
私
た
ち
は
こ
の
社
会
の
ル
ー
ル
や
仕
組
み
に
つ
い
て
、
責
任
を
持
っ
て
自
分
た
ち
で
決
め
、
運
用

し
て
い
る
と
胸
を
張
っ
て
言
え
な
い
は
ず
だ
。

日
常
生
活
に
お
い
て
、
自
分
た
ち
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
は
と
て
も
限
ら
れ
て
い
る
。
自
由
に
決
め
ら
れ
る
の

は
、
コ
ン
ビ
ニ
で
ど
の
お
菓
子
を
買
う
か
と
か
、
休
み
の
日
に
ど
こ
に
遊
び
に
行
く
か
を
決
め
る
こ
と
く
ら
い

で
は
な
い
か
。
そ
の
際
に
も
、
ス
マ
ホ
に
表
示
さ
れ
る
商
品
の
レ
ビ
ュ
ー
やGoogle M

ap

の
指
示
に
従
っ
て

私
た
ち
は
行
動
し
て
い
る
。
も
う
あ
と
数
年
す
れ
ば
、
何
を
食
べ
る
か
、
休
日
に
何
を
す
る
か
をChatGPT

に
決
め
て
も
ら
う
日
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
、
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
で
は
何
も
決
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
他
律
的
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
日
々

の
生
活
で
も
こ
ん
な
状
況
な
の
に
、
政
治
や
社
会
に
つ
い
て
の
重
大
な
決
定
を
、
私
た
ち
が
責
任
を
持
っ
て
行

う
こ
と
な
ど
想
像
す
ら
で
き
な
い
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
競
争
の
激
し
い
自
己
責
任
型
社

会
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
他
者
と
協
働
し
て
、
大
き
な
課
題
に
取
り
組
む
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
よ
り
お

金
を
稼
い
で
、
自
分
た
ち
の
個
人
的
な
欲
求
を
満
た
す
ほ
う
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
う
や
っ
て
「
自
治
」
の
力
が
弱
ま
る
う
ち
に
、
一
部
の
政
治
家
や
富
裕
層
、
そ
し
て
大
企
業
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が
自
分
た
ち
に
有
利
に
な
る
ル
ー
ル
を
つ
く
っ
て
、
ま
す
ま
す
社
会
を
私
物
化
す
る
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
冒
頭
で
述
べ
た
〈
コ
モ
ン
〉
の
再
生
で
あ
り
、〈
コ

モ
ン
〉
の
共
同
管
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、〈
コ
モ
ン
〉
の
共
同
管
理
を
め

ざ
す
場
で
、
私
た
ち
は
「
自
治
」
の
力
を
磨
い
て
い
く
し
か
な
い
。

そ
し
て
、〈
コ
モ
ン
〉
の
あ
り
方
を
外
部
に
開
き
つ
つ
、
平
等
な
関
係
を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、〈
コ
モ
ン
〉
が
「
開
か
れ
て
い
る
」
こ
と
が
大
事
な
の
か
と
言
え
ば
、
外
部
の
人
た
ち
に
対
し
て
は
攻

撃
的
で
、
排
他
的
な
「
自
治
」
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
移
民
排
斥
を
訴
え
る
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

政
党
も
「
自
治
」
の
取
り
組
み
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
「
自
治
」
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
生
み
出

す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
不
平
等
な
「
自
治
」
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
古
い
体
育
会
系
の
考
え
方
に
凝
り
固
ま
っ
た
ス
ポ
ー

ツ
協
会
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
不
平
等
な
「
自
治
」
の
典
型
で
あ
る
。
そ
の
内
部
で
年
功
序
列
や
能
力
主
義
が
蔓

延
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
パ
ワ
ハ
ラ
や
セ
ク
ハ
ラ
の
温
床
に
な
る
わ
け
だ
。
さ
ら
に
、
そ
の
団
体
の
外
部
に
あ

る
〈
コ
モ
ン
〉
を
壊
す
こ
と
も
、
自
分
た
ち
の
組
織
の
利
益
の
た
め
な
ら
「
良
し
」
と
さ
れ
、
内
側
か
ら
異
議

を
唱
え
る
声
も
圧
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、「
自
治
」
で
あ
れ
ば
何
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
よ
り
「
良
い
」
自
治
を
考
え
る
た
め
に
、

〈
コ
モ
ン
〉
と
い
う
考
え
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。

〈
コ
モ
ン
〉
と
は
、
単
に
「
自
治
」
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
民
主
的
で
、
平
等
な
形
で
運
営
す
る
こ
と
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を
め
ざ
す
も
の
だ
。
必
要
な
の
は
、〈
コ
モ
ン
〉
の
再
生
に
依
拠
し
た
「
自
治
」
の
実
践
な
の
だ
。

本
書
の
た
め
に
集
ま
っ
た
七
人
の
執
筆
者
た
ち
は
こ
の
困
難
な
時
代
を
認
識
し
た
う
え
で
、「
自
治
」
の
力

を
日
本
社
会
で
取
り
戻
す
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。〈
コ
モ
ン
〉
を
耕
し
、
そ
れ
を
管
理

す
る
方
法
を
模
索
す
る
な
か
で
、
私
た
ち
の
「
自
治
」
の
力
を
鍛
え
て
い
く
。
そ
れ
こ
そ
が
「
人
新
世
」
の
複

合
危
機
を
乗
り
越
え
る
唯
一
の
方
法
な
の
だ
。

そ
の
試
み
の
始
ま
り
は
、
小
規
模
で
も
い
い
。
そ
れ
が
大
き
く
な
っ
て
い
け
ば
、
社
会
を
変
え
る
力
に
な
る

は
ず
だ
。『
人
新
世
の
「
資
本
論
」』
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
政
治
学
者
エ
リ
カ
・
チ
ェ
ノ

ウ
ェ
ス
に
よ
れ
ば
、
三
・
五
％
の
人
々
が
立
ち
上
が
る
こ
と
で
社
会
は
変
わ
る4

＊

。
そ
の
第
一
歩
を
、
私
た
ち
は

今
こ
そ
決
意
し
て
、
踏
み
出
す
べ
き
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
は
、
そ
の
際
、
必
ず
役
に
立
つ
は
ず
だ
。
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体
集
団
」が
つ
く
る「
斜
め
」の
関
係

 
 

世
界
を
ま
し
な
も
の
に
組
み
換
え
る
た
め
の〈
自
治
〉

 
 

コ
ラ
ム
❸
―「
自
治
」の
現
場
か
ら

野
宿
者
支
援
か
ら
の
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ

斎
藤
幸
平
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食
と
農
か
ら
始
ま
る「
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治
」
藤
原
辰
史
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│
権
藤
成
卿
自
治
論
の
批
判
の
先
に

 
 

「
自
治
」の
問
題
と
し
て
の
食
と
農

 
 

農
村
自
治
に
魅
了
さ
れ
た
柳
田
國
男

 
 

斎
藤
仁
の「
自
治
村
落
論
」

 
 

農
本
主
義
の
引
力

 
 

権
藤
成
卿
と
は
何
者
か

 
 

権
藤
成
卿
の
理
想

│
「
社
稷
」共
同
体
に
よ
る
農
民
の「
自
治
」



 
 

権
藤
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
な
側
面

 
 

平
等
を
求
め
て

│
大
化
の
改
新
と
班
田
収
授
法
の
評
価

 
 

暴
力
的
な
改
革
礼
賛
と
昭
和
維
新
テ
ロ
へ
の
影
響

 
 

軍
国
主
義
と
農
本
主
義

 
 

左
派
と
権
藤
成
卿

 
 

権
藤
の
時
代
批
判
力

 
 

リ
ア
リ
テ
ィ
の
欠
如
が
も
た
ら
し
た
破
綻

 
 

自
己
責
任
論
的
態
度

 
 

有
機
農
業
の
身
体
性

 
 

「
自
治
」の
原
点
は
人
間
関
係

 
 

食
堂
付
属
大
学
の
試
み
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コ
ス
パ
思
考
が
民
主
主
義
の
危
機
を
深
め
る

 
 

政
治
主
義
の
罠

 
 

な
ぜ
社
会
の
保
守
化
を
止
め
ら
れ
な
い
の
か

 
 

権
力
の
補
完
勢
力
に
成
り
下
が
る
社
会
運
動

 
 

「
上
か
ら
」の
改
革
に
希
望
は
な
い

 
 

「
下
か
ら
」の
変
革
と「
自
治
」の
力

 
 

二
〇
世
紀
の
限
界

│
社
会
主
義
国
家
と
福
祉
国
家
の
共
通
点

 
 

二
一
世
紀
の
新
展
開

│
水
平
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
社
会
変
革
が
始
ま
っ
た
！

 
 

「
生
政
治
的
生
産
」の
力
を
使
う

 
 

マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
に
よ
る〈
コ
モ
ン
〉型
社
会

 
 

ル
ー
ル
と
リ
ー
ダ
ー
不
在
の
素
朴
政
治
？

 
 

リ
ー
ダ
ー
と
大
衆
の
逆
転

 
 

水
平
で
は
な
い「
斜
め
」の
関
係
を

 
 

現
場
の
模
索
が
ミ
ュ
ニ
シ
パ
リ
ズ
ム
を
生
ん
だ

 
 

リ
ー
ダ
ー
フ
ル
な
運
動
を
育
て
る

 
 

「
他
律
的
な
社
会
」を
乗
り
越
え
る
自
己
立
法

 
 

「
人
新
世
」に
必
要
な
自
己
制
限

 
 

絶
え
ざ
る
自
律
と
他
律
の
循
環



 

 
 

他
律
的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
避
け
る
た
め
に

 
 

「
自
治
」に
お
け
る
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ

 
 

経
済
の
領
域
が
変
わ
る
と
、政
治
が
変
わ
る

 
 

「
自
治
」は〈
コ
モ
ン
〉の
再
生
に
関
与
し
て
い
く
民
主
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 
 

お
わ
り
に 
│ 
ど
ろ
く
さ
く
、面
倒
で
、や
や
こ
し
い「
自
治
」の
た
め
に

松
本
卓
也
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装画 岡﨑乾二郎
「すっかり冷えてしまった自分の
コーヒーカップに目をやった。ポッ
トに残っているコーヒーを火にぶ
ちまけ、その上に滓を落とす短い
間にほんとうに次々いろんなこと
が起こった。昔は眠れないときウィ
スキーを飲んだものだが、どうして
も今はホットミルクだ。ミルクを温
めてスプーンで膜をすくいカップに
注ぐ。冷めるのが待てなくても舌を
火傷したりして、せっかくの幸せをぶ
ち壊しにするわけにもいかない。空
は灰色に変わり鳥が鳴きはじめて
いる。こうやって僕は待って待って
待ちつづけてきたものだ。それで?」
1997年 / © Kenjiro Okazaki
撮影：中川周




