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谷川真一

は
じ
め
に

近

年

、
中

国

の
農

村

に
お

け

る

「
暴

動

」
、

「
騒
乱

」

が
社

会
問

題

化

し
、

党

の
指

導

部

も

事

態

を
注

視

し

て

い
る

と

い
わ

れ

る
。

本

書

は
、

こ

の
よ
う

に
注

日
を
集

め

な
が

ら
も
、

な

か
な

か
そ

の
全
体

像

を

つ
か

み

に
く

い
、
農

村

に
お

け

る
抗

議

・
抵
抗

運
動

を

テ
ー

マ
と

し
た

時
宜

を
得

た
研
究

で
あ
る
。

こ
の
数

年

、
中

国

の
農
村

問
題

に

つ
い
て

の
研

究

・
調
査

報
道

が

相

次

い
で
出

さ

れ

て

い
る
が

、
抗
議

・
抵
抗

運

動

を
体

系
的

に
扱

っ
た
も

の
は
数
少

な

い
。

そ

の
理
由

に
は
や

は
り
、
体

系

的

な
デ

ー
タ
収

集

や

現
地

調
査

の
難

し

さ
が
あ

る

が
、
本
書

の
価

値

は
何

よ

り
も
ま

ず
綿
密

な

調
査

か

ら
得

た
豊

富

な

デ
i

夕
を
駆

使

し

て
い
る
点

に
あ

る
。

本

書

は
、

一
九

九
九

年

か
ら

一
.○
〇

五
年

ま

で

の

ヒ
年

に
わ

た
り
十

五

の
省

で
行

わ
れ

た
、

五
千

人

以
L

の
農

村
住

民

に
対
す

る
聞

き
取

り
調

査

に
基

づ

い
た

労

作

で
あ

る
。

本

書

は
ま

た
、

「抗

　

政
治

」

(c
o
n
te
n
tio
u
s
p
o
litic
s)

6̀
諸

概

念

・
理

論

の
中

に
現
在

の
中

国
農

村

を
位
置

づ

け

、

そ

の
特

徴

を
浮

き
彫
り

に
さ
せ

よ
う

と
す

る
野

心
的

な
試

み

で
も
あ

る
。
本

書

は
、
欧

米
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は
、
北

京

は

不
忠

実

で
欺

隔

に
満

ち
た
基

層
幹

部

の
不

正

行
為

を

阻
止

す

る
た
め

の
申

し
出

を

歓

迎

す

る
に
違

い
な

い
と
推
断

す

る
。
中

央

の

意

図

へ
の
強

い
信

頼

と
監

督
能

力

へ
の
条

件
付

の
信

頼

と

が
結

び

つ
く

こ
と

に
よ

り
、
抗

議
運

動

は
、

反
体

制

運

動

へ
で
は
な

く
、
基

層
幹

部

に
対

す

る

「正

当

な
抵
抗

」

へ
と
向

か

う

の
で

あ

る
。

第

三
章

は
、

「正

当

な

抵
抗

」

の
基

本

的

特

徴

を
な

す

「
境

界

を
跨

ぐ

要
求

」

(び
o
彗

匹
塁

-

sp
an
n
in
g
c
la
im
s
)

に

つ

い

て

の
説

明

で

あ

る
。

「境

界

を
跨

ぐ
要

求
」

と

は
、

「逸

脱
的

要

求

」

(tr
a
n
sg
re
ssiv
e
c
la
im
s)

と

「
体

制

内

的

ヘヰ
　

要

求

J

(co
n
ta
in
ed
claim
s)

と

の
中

間

に

位

置

し

、
制

度
的

政

治

と
非
制
度

的

政
治

の
境

界

に
位

置

す

る

よ

う

な

要

求

の

こ
と

を

い

う
。

「
国
家

対

社

会

」

や

「
我

々
対

彼

ら
」

と

い
う

二
分

法

か

ら

脱

却

し

て
、

「国

家
」

を

異

な

る

利

益

と

制

約

を

も

つ
異

な

る

レ
ベ

ル

の
幹

部

た

ち

へ
と
解

体

す

る

と
、

異

議

申

し
立

て

の

政

治

を

「規

定

さ

れ

た

」

(暇
。
ω9
げ
oα
)
、

「許

{;Qs
さ

れ

た

」

(
to
lera
ted
)
、

「
禁

止

さ

れ

た

」

(fo
rb
id
d
e
n
)

に
分

類

し

た
り

、

ア
ク

タ

ー

を

「チ

ャ

レ

ン
ジ

ャ
ー

」

と

「
ポ

リ

テ

ィ

・
メ

ン

バ
ー
」

に
分
け

る

こ
と
は

困
難

に
な

る
。

こ

こ

で

い
う

「正

当

な
要

求

」

(ユ
σq
ぎ
塗

色
2
.∋
°・)

と

は
、

「
規
定

さ

れ
た

」

も

の

で
も

「禁

止

さ

れ

た
」

も

の

で
も

な

く
、

あ

る
幹

部

か

ら

は

「許

容

さ
れ

」
、
他

の
幹
部

か
ら

は
否
定

さ

れ

る

よ
う
な

要
求

で
あ
る
。

著

者

は

こ

こ
で
、
村

民
委

員
会

選
挙

の
不

正

を

め

ぐ

る
複

数

の
例
を

挙
げ

て
、

「境

界

を

跨

ぐ
要

求

」

に

つ

い
て
説

明
し

て

い
る
。

そ

の
中

か

ら

一
つ
の
例

を
紹

介
す

る
と
、

河
北
省

の
あ

る
寒

村

で

は
、
村

民
た
ち

が
数

名

の
村
幹

部

の

更

迭

を
要

求

す

る

一
連

の
抗

議

を
行

っ
た
。

こ

の
要

求

が
郷

(鎮
)

政
府

に

よ

っ
て
退

け
ら

れ

た
後

、
村

民

た
ち

は
要
求

を
強

め

る
た

め

に
順

番

に
陳
情

者

を
郷

(
鎮
)
政

府

所
在

地

に
駐
在

さ
せ

る

こ
と

に
し
た

。
あ

る
日

、
村

民
が

事
務

室

の
机

に

一
冊

の

「村

民
委

員
会

組
織

法

」

が

置

か

れ

て

い
る

の
を
偶

然
見

つ
け
た
。

村

民
た

ち

は
そ

れ

を
読

み
、

「民

主

選

挙

を
実

施

し
な

い
こ
と

に
よ
り
組

織
法

に
違

反

し

て

い
る

こ
と

を

郷

(鎮
)

政
府

に
抗
議

す

る
」

こ
と

を
決

め

た

。

村

民

た

ち

は

さ
ら

に
、

三

つ
の

グ

ル
ー

プ

に
分

か

れ
、

そ
れ

ぞ

れ

郷

(
鎮

)

政

府

構

内
、

県

民
政

局
、

そ
し

て

(村

の
党

員

た
ち

の

グ

ル

ー
プ

は
)

県

組

織

部

へ
と
抗

議

に

出

向

い
た
。

同
地
域
全

体

で
無

視

さ
れ

て
き

た

「組

織
法

」

の
実
施

を
要

求
す

る
怒

れ

る
群
集

を

前

に
、

郷

(鎮

)
政

府

は
降
参

し
、
選

挙

を
実

施

す

る

こ
と

に
同
意

し
た
。
後

に
行

わ
れ

た
投
票

で
は
、
最
初

に

「組
織

法
」

を

発
見

し

た
人
物

が
村

民
委

員

会

主

任

に
選

出

さ

れ

た
。

著

者

は
、

こ

の
選

挙
権

の
要

求

が
、

郷

(鎮

)

幹
部

の
裁
量

を
問

い
、

村
幹

部

の
責
任

を
高

め
る

た

め
に
中
央

の
法
律

を
用

い
る

一
方

で
、

そ
れ

が

試

行
中

で
あ

り
郷

(鎮

)
政
府

は
実
施

す

る
責

任

を
負

っ
て

い
な

い
法
律

で
あ

っ
た

こ
と

か

ら

「境

界

を
跨
ぐ

要
求

」
で
あ

っ
た
と

し

て

い
る
。

第

四
章

は
、
「戦

術
的

拡
大

J
(ta
ctic
a
l
e
sc
ala
-

tio
n
)

に

つ
い
て

で
あ

る
。

あ

ら

ゆ

る
抗

議

運

動

に

は
、

限

ら
れ

た
寿
命

が

あ

る
。

従

来

の
方

法

が
効
力

を
失

い

つ
つ
あ

る

と
き
、

進

取

の
気

性

に
富

ん

だ
活
動

家

は
決

意

を
示

し
、

敵

を
驚

か

せ
、
支
持

者
を

動

員
す

る
た

め

に
よ

り
過

激

な
行
動

を

と

る
こ
と

が
あ

る
。

こ
の
よ

う

に
、

「戦
術

的
拡

大
」

は
、

「確
立

し

た
抗

議

の
技

法

が
、

以
前

の
よ
う

に
危

機

と
興
奮

の
感

覚

を

ひ

き
起

こ
さ
な

く
な

っ
た

と
き

に
、

勢

い
を
取

り

戻

す
た

め

の
手
段

を
提

供
す

る
」

(℃
°
ひ
刈
)
。

zoo



「
正

当

な
抵

抗

」

は
、

既
存

の
参

加

チ

ャ

ネ

ル
と

エ

リ

ー

ト

の
支

持

に
依

存

し

た

「
間

接

的
行

動

J

(m
e
d
ia
ted
a
ctio
n
)

か

ら
、
公
衆

へ

の
呼

び

か

け

と

夕

ー
ゲ

ッ
ト

と

の
直

接

対

峙

に
特

徴

付

け

ら

れ
る

「直

接
的

Z.　
動

J

(d
ire
c
t

ac
tio
n
)

へ
と

「戦

術

的
拡

大

」

を

遂

げ

る
。

「直

接
的

行

動
」

に

は
、

「
政
策

の
宣
伝

」
、

「対

話

の
要

求
」
、

「面

と
向

か

っ
て

の
挑
戦

」

の
三

つ
の
形

態

が
あ

り
、

同
時

あ

る

い

は
、
順
番

に

用

い
ら
れ

る

こ
と
が

あ
る
。

い
ず

れ

に

せ
よ
、

「直

接

的

行

動

」

は

「間

接

的
行

動

」

と

は
明

ら

か

に
異

な

り
、
さ

ら
な

る
戦

術

(暴

力

を
含

む
)

と
要

求

(例
え
ば

、
特
定

の
決
定

の
合

法

性

に
対

し

て
で

は
な

く
、
地
方

政
府

の
正

当
性

自

体

へ
の
挑
戦

)

の
拡

大
を

も
た

ら

す
可
能

性

が
あ

る
。

ま

た
、
中

国

の
よ
う
な
権

威

主
義

体

制

の
下

で

は
、
戦
術

の
拡
散

は
依

然

と

し
て

口

伝

え

と

ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

に
依

拠

し

て

い
る
た

め

比
較

的
緩

慢

で
あ

る
が
、
類

似

し
た
不

満

や
経

験

は

「集

合

的

ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
」

の
形
成

を
促

す

こ
と

か

ら
、
特
定

の
戦
術

を

モ
ジ

ュ
ー

ル
と
し

た
類

似

し
た
抗
議

運
動

が
広

範
囲

で
発

生

す

る
可
能

性

が
あ

る
。

で

は
、

「
間
接

的

行

動
」

か

ら

「直

接
的

行

動
」

へ
の

「戦
術

の
拡

大
」

は
、

ど

の
よ

う

に

起

こ
る

の
か
。

一
つ
に
は
、
度

重

な

る
失
敗

が

非
効

果
的

な
戦
術

を
放

棄

し
、

よ
り
過
激

な
手

段

に
訴

え

る

原

因

と

な

る

場

合

が

あ

る
。

ま

た

、
村

民

が

「
間

接

的

行

動

」

の
プ

ロ

セ

ス

で
、
農

民

負

担

の
軽

減

を
記

し

た

規

定

を

知

り

、
基
層

幹
部

の
行
為

の
違

法
性

を
確

信

し
た

ケ
ー

ス

に
見

ら

れ

る
よ

う

に
、

新

た

な

情

報

と

要

求

の
正

当
性

へ
の
確

信

が

戦

術

を

エ
ス

カ

レ
ー

ト

さ

せ

る
場

合

も

あ

る
。

さ

ら

に
著

者

は
、

今

日

の
中

国

農

村

で

は

一
般

に
、

よ

り

過
激

な
戦
術

へ
の
拡

大

は
、

よ
り
多

く

の
民

衆

の
支
持

を
獲

得
す

る
傾
向

が

あ

る
と
指

摘

し

て

い
る
。

こ
れ
は
、

人

々

の
間

に
広

く
見

ら

れ

る

「間
接

的
行

動
」

の
無

益
さ

に
対

す

る
失
望

感

と

と

も

に
、

「直

接

的

行
動

」

へ
の
参

加

や

支
持

が

以
前

ほ
ど
危
険

で
は
な

く

な

っ
て
き

て

い
る
た

め

で
あ
る
。

ま
た

、
中

国
農

村

に

お
け

る
抗

議
運

動

は
、

「間

接

的

行

動

」

か

ら

「直

接

的
行
動

」

へ
と
次

第

に
変
化

し

つ

つ
あ

る
と

と
も

に
、
今
後

は
村

、
郷

鎮

か
ら

県

・
市
、

省

へ
と

タ
ー
ゲ

ッ
ト

を
上
げ

て

い
く

可
能

性

が
あ

る
。第

五
章

は
、

「
正
当

な

抵

抗

」

が

そ

れ
を

行

う
人

々
や
見
守

る
人

々
、

そ

し

て
政
策

実
施

に

ど

の
よ

う
な
影

響

を
も

た

ら
す

の
か

に

つ
い

て

考

察

し

て

い

る
。

ま

ず

最

初

に
、

「正

当

な

抵

抗

」

は
、

中
央

の
注
意

を
地

方
幹

部

の
不

服
従

へ
と
喚
起

し

、
是

正

の
た

め

の
対

策

や
実
施

過

程

へ
の
介

入

を
促

す

こ
と

に
よ

り
、
政

策
実

施

の
改

善

を

も

た
ら

す
。

こ
れ

は
主

に
、

「間

接

的

」

な
影
響

に

よ

る
も

の

で
、

基
層

幹
部

に

よ

る
違
法

な
徴

収
、

不

正
選

挙
、

土
地

収
用

、
資

金
流

用
、
暴

力

な
ど

の
違

法
行

為

が
、

民
衆

の

要
求

に
好
意

的

な

エ
リ

ー
ト

の
介

入

に
よ

っ
て

是
正

さ
れ

る
よ

う
な

ケ

ー

ス
で
あ

る
。

次

に
、

抗
議
運

動

へ
の
参

加

は
、

参
加

者
自

身

の
考

え

方
、
性

格
、

ア
イ

デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
に
影
響

を

与

え

る
。
成
功

は
、
自

身

の
能

力

へ
の
自

信
を
高

め
、

更
な

る
挑

戦

へ
と

駆

り
立

て

る
。

失
敗

に

よ
る
挫
折
感

は
、
中

央

に
対

す

る
信
頼

を
低

下

さ
せ
、

一
部

の
人

々
を

幻
滅

と

シ

ニ
シ
ズ

ム

へ

と
向

か

わ
せ

る
が

、
他

の
人

々
を
よ

り
破
壊

的

な
行
動

へ
と
追

い
や

る
。

ま
た
抗

議

運
動

の
失

敗

は
、
活

動
家

た

ち

に
更

な

る
勢
力

拡
大

の
必

要

を
自
覚

さ
せ
、

郷
鎮

の
境
界

を
越

え

た
ネ

ッ

ト

ワ
ー
ク

や
連
合

を
促

し
、
要

求

を
よ

り
普
遍

的
な
も

の

へ
と
変

化

さ

せ

て

い
く

か
も

し
れ

な
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い
。

最
後

に
、

「正

当

な

抵
抗

」

は
、

地

域

住

民

の
認

識

を
変

え
、
政

治

へ
の
関
与

を
高

め

る

か
も

し
れ

な

い
。
住

民
た

ち

は
、
活

動
家

を
通

じ

て
有

益

な
政

策
や
中

央

と
地

方

の
間

の
食

い

違

い
を
認
識

し
、
献
金

、

新

メ

ン
バ
ー
、

精
神

的

支
援

な

ど

の
か
た
ち

で
参
加

す

る
よ

う

に
な

る
。

ま
た
、
活
動

家

た
ち

は
住

民

に
よ

っ
て
地

域

の
指

導
者

と
み
な

さ
れ

、
村

民
委

員
会

委

員

に
選
出

さ
れ

る
者

も
出

て
き

て

い
る
。

い
ず

れ

に
せ

よ
、
抗
議
運

動

は
直

接
的

か

つ
即
時

的

に

大

き
な
成

果
を

も
た

ら
す

も

の
で
は
な

く
、

活

動
家

、

タ
ー
ゲ

ッ
ト
、

エ
リ

ー
ト
、

広
範

な

民

衆

の
間

の
持
続
的

な
相

互

作

用
を
通

じ

て
間
接

的

な
影
響

を
も

た
ら
す

と

い
え

る
。

な

お
、
第

五
章

の
最

後

に
、
本

書

の
結
論

の

一
般
化

可
能

性

(g
en
era
li
z
ab
ility
)

に

つ

い

て

の

短

い
言

及

が
あ

る
が
、

こ
れ

に

つ
い
て

は
後

に
触

れ
る

こ
と
と

す
る
。

最
後

に
第
六

章

で

は

、

「
正
当

な
抵

抗

」

が

政
治

的
変
化

を
も

た
ら

す

可
能

性

に

つ
い
て
検

討

さ

れ

て

い
る
。

「正

当

な

抵
抗

者

」

が

掲
げ

る
要

求

は
、

主
と

し
て

政

策
実

施

の
領
域

へ
の

参

加

を
求

め
る

に
と

ど

ま

り

、
よ

り
広
範

な
市

民
的

・
政
治

的
権
利

(
結

社

、
表
現

な

ど
)

を

求

め
た

り
、

法
令

や
政

策

の
正
当

性

や
、

ま
し

て
や
説

明
責

任

の
な

い
指

導
者

た
ち

が
法
令

や

政
策

を
作

る
権

利

に
異

議
を
申

し
立

て

る

こ
と

は
ほ
と

ん
ど

な

い
。

こ

の
意
味

に
お

い
て

「正

当

な
抵
抗

者

」

は
、

臣

民
と
市

民

の
中

間

と
考

え

る

の
が
妥
当

で
あ

る
。
し

か

し
、
長

期
的

に

み
れ
ば
、

政
策

実
施

過
程

へ
の
そ

の
場

限

り

の

参
加

が
、

政
治

権
力

へ
の
よ

り
持

続
的

な

ア
ク

セ

ス

へ
の
道

を
開
く

か

も
し

れ
な

い
し
、
ま

た

中

国
農
村

に
お
け

る
よ

り
成
熟

し

た
市

民
権
確

立

へ
の
プ

ロ
セ

ス
と

な

り

え

る

か

も

し

れ

な

い
。「

正
当

な

抵

抗

」

は
ま

た
、

農

村

住

民

の
声

を
拡

大

し
、
中
央

の
優
先

順
位

に
影

響

を
与

え

る
。

例
え
ば

、
違

法

な
税

・
費

用

の
徴
収

に
対

す

る
度

重

な

る
措

置

や
、
集

団

陳
情

へ
の
取
り

組

み
を
改
善

す

る
た

め

に
胡

錦
濤

総
書

記

が
打

ち
出

し
た
信

訪
制

度

改
革

な
ど

が
例

と

し

て
挙

げ

ら
れ

る
。

し

か
し

、
失
敗

は
長
期

的

に
は
さ

ら

に
重

大

な
結
果

を

も
た

ら
す

で
あ

ろ
う

。
中

央
が
約

束

を
果

た
さ

な
け

れ
ば

、

さ
ら
な

る
抗

議
運

動

と

「直

接
的

行

動

」

(暴

力

を

含

む
)

を
生

み
出

す

こ
と
に

な
り
、

矛
先

は
中

央

の
言

行
不

一
致

に
向

け
ら

れ

る

こ
と

に
な

る

で
あ
ろ

う

。
今

日

の

「正
当

な
抵

抗
」

は

、
よ

り
広
範

な

「反

C
ゲ

FI'
ニ
ー
的
」
(co
u
n
terh
eg
em
o
n
ic
)

な

抵
抗

運
動

へ
と
変

化

し

て

い
く

か
も

し
れ

な

い
。

ま

た
、

「正

当

な

抵

抗

」

の
成

功

は
、

短

期
的

に
は
政

権

の
正

当
性

を
強

め

る

で
あ

ろ
う

が

、
活
動

家

の
中

に
は
、
違

法

な
不
正

行
為

の

み
と

の
闘

争

を

卒

業

し

て
、

「合

法
的

な
不

正

行
為

」

(
戸
籍

制

度

の
廃

止

や

全

国
規

模

の
農

会
設

立

を
求

め

る
運
動

な

ど
)

と

の
戦

い
を
始

め

る
も

の
も
出

て
く

る

で
あ

ろ

う
。
最

後

に
、

著

者

は
、

「正

当

な
抵

抗

」

の
今
後

の
展

開

如

何

に
よ

っ
て
、

現
政

権

の
弾
性

と

、
崩
壊

の
可

能

性

に

つ
い
て

の
手
が

か
り

を
与

え

る
で
あ

ろ

う
と
締

め
括

っ
て

い
る
。

若

干

の

コ

メ

ン
ト

本
書

の
内

容

に

つ
い
て
、

三

つ
の
問
題

提
起

を
行

い
た

い
。

ま
ず

一
つ
目

は
、
本

書

の
主
張

の

「
一
般
化

可
能

性

」

に

つ
い
て
で
あ

る
。
先

に
も
述

べ
た
と

お

り
、
著

者

は
五
千

人

以
上

の

農

村
住

民

に
対

す

る
聞

き

取
り

調
査

を
行

い
、

そ

の
中

か

ら
顕
著

な

パ
タ

ー

ン
を
浮

き
彫

り

に

さ
せ

た

わ

け

で
あ

り
、

「
正
当

な

抵
抗

」

が
現

在

の
農
村

に
お

け

る
抗

議
運

動

の

一
つ
の
重
要
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な
特

徴
と

な

っ
て

い
る

こ
と

は
間

違

い
な

い
で

あ

ろ
う
。

し
か

し
、

本
書

を
読

み
な

が

ら
ど
う

し

て
も

考

え

ざ

る

を

得

な

か

っ
た

こ
と

は
、

「
そ

の
他

の
パ

タ

ー

ン
」

に

つ
い

て

で
あ

る
。

「
一
般

化
可

能

性

」

に

は
、

二

つ
の
問
題

が
含

ま

れ

る
。

一
つ
は

、

一
般

に

「
選

択

バ
イ

ア

K
」

(selec
tio
n
b
ia
s)

と

呼
ば

れ

る
事
例

の
選

択

に
関

す
る
問
題

で
、

こ

こ
で
は
著

者

が

「正

当

な
抵
抗

」

と
呼

ぶ
抗

議
運

動

の

一
形
態

に
適

合

す

る

「成
功

例
」

が
事
例

と

し

て
過
剰

に
取

り

上
げ

ら

れ

て

い

る

の

で
は

な

い

か

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

「正

当

な

抵

抗

」

の

(
「成

功

例
」

以

上

の
?
)

「失

敗

例

」

が

あ

る

は
ず

で
あ

り
、

「
成

功

例

」

の
み

を
強

調

し
す

ぎ

る

こ
と

は
、
偏

っ
た

(楽
観

的

な
)
印

象

を

与

え

か
ね

な

い
。

こ
れ

に

つ

い
て

は
、

「
失
敗

例

」

(
公
安

や
武

装

警

察

の
鎮

圧

に
終

わ

っ
た

ケ
ー

ス
な

ど
)

も
同
様

に
分
析

の
対

象

と
す

べ

き

で
あ

ろ
う
。

も
う

一
つ
は
、

バ
リ

エ
ー

シ

ョ

ン

(va
ria
tio
n
)

に

つ

い

て

で

あ

る
。

著

者

は
、
多
様

な
抗

議

・
抵
抗

運

動

の
中

か

ら

一
つ

の
形
態

を
抽
出

し

て

い

る
が
、
地

域
的

ま

た
は

(抗

議

の
原
因

と

な

っ
た

)
問

題

の
性

質

の
違

い
に
よ
る
重
要

な

バ

リ

エ
ー

シ

ョ
ン
は
な

い

の

で
あ

ろ
う

か
。
例

え
ば

、
不

当
な

税

・
費

用

の

徴

収
問

題

は
工
業

化

・
経
済

成
長

か

ら
取

り
残

ハら
　

さ
れ
た

中
西

部

の
農
村

に
多

く

み
ら

れ
、
農
地

の
強
制

収

用
を

め
ぐ

る
問
題

は
よ
り

工
業
化

・

都

市
化

が
進

ん

だ
東
部

に
多

い
と
考

え
ら
れ

る

が
、

こ
れ

は
抗
議

運
動

の
形

態

に
何

ら
重
要

な

違

い
を
も

た
ら

さ
な

い
の

で
あ

ろ
う

か
。

二

つ
目

は
、
本

書

の
ア
プ

ロ
ー
チ

に

つ
い
て

で
あ

る
。
第

三
章

で
、
著

者

は
、
従
来

の

「抗

争

政
治

」
研

究

に

み
ら

れ

る

「国
家

対
社
会

」

と

い
う

分
析

枠

組

を

批

判

し
、

「国

家

を
解

体

す

る

J

(u
n
p
a
c
k
in
g
th
e
sta
te
)

こ
と

を

提

唱

し

て

い
る
。

し
か

し
、
著

者

は
中
央

と
地

方
幹

部

の
間

の
亀

裂

を

「政

治

的
機

会

」

(p
o
litic
al

o
p
p
o
rtu
n
ities
)

と

み

な

し

て

い

る

た

め
、

「社

会

中

心

ア
プ

ロ
ー

チ
」

(so
cie
ty
-ce
n
te
re
d

ap
p
ro
a
ch
)

か

ら
抜

け

出

せ

て

い
な

い
。

つ
ま

り
、

著
者

は
社

会

ア
ク
タ

ー
を
変

革
主
体

と

す

る
前

提

に
立

ち

、

「
国
家

内

の
亀

裂

」

は
社
会

ア
ク
タ

ー
が

行
動

を
起

こ
す

「機

会
」

を
提

供

す

る
と

い
う

見
方

で
あ

る
。

こ

の
視
点

か

ら
み

た
場

合
、

例

え
ば

、

国
家

の
末
端

に
お
け

る
代

　わ
　

理

人
が
変

革

主
体

に
な

る
可
能
性

を
初

め
か
ら

排
除

し
て

し
ま

う

こ
と

に
な

る
。

最

後

に
、

二

つ
目
と

関
連

し

て
、

こ

の

「正

当

な
抵
抗

」

は
現

体
制

へ
の
脅

威

と
な

り
え

る

の
で
あ

ろ

う
か
。

著
者

は
最
終

章

で
、

現
在

の

と

こ
ろ
主

と
し

て
政
策

実
施

の
領

域

へ
の
影
響

に
限
ら

れ

て

い
る

「正

当

な
抵
抗

」

が
、
長

期

的

に
み
れ
ば

市

民
権

の
確
立

を
促

し
、

反
体

制

的

な
運

動

へ
と
変

化

し

て

い
く
可

能
性

も

あ
る

と
述

べ

て

い
る
。

し
か

し
、
現
体

制

を
脅

か
す

大

規
模

な

抵
抗

運
動

へ
と
発
展

し

て

い
く

た
め

に

は
、

い
く

つ
か

の
高

い

ハ
ー
ド

ル
が
あ

る
。

そ

の
中

で
最

も
重

要
な

の
は
、

個
別

主
義
的

な

不
満

か

ら
よ

り
普
遍

的

な

レ
ベ

ル
で

の
不

満

の
ハブ
　

フ
レ
ー

ミ

ン
グ
と

都
市

の
抗
議

運
動

と

の
連
携

で
あ

る
。

現

状

で
は
、

農
村

に

お
け

る
異
議
申

し
立

て
は

一
過
性

的

で
個
別

主
義
的

な

も

の
に

留

ま

っ
て
お
り

(例

え
ば
、

農
村

住
民

か

ら

の

違

法

な

徴

収

問

題

は
、

エ
リ

ー

ト

の
介

入

に

よ

っ
て
問

題

が

解

決

さ

れ

れ

ば

そ

れ

で
終

わ

る
)
、

ま

た

都

市

と
農

村

の
長

年

に
わ

た

る
分

断

は
農

村

の
運

動

と
都
市

の
運

動
を
全

く

つ
な

が
り

の
な

い
も

の
に
し

て

い
る
。
今
後

、
著

者

が
述

べ

る
よ

う
な
変

化

が
起

こ
る
可
能

性

は
否

定

し

な

い
が
、

現

状

で
は
農
村

の
抗

議
運

動

が

現
体

制

へ
の
脅

威

に
な

る
と

は
考

え

に
く

い
。
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