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所
有
は
ど
こ
ま
で
可
能
か

立
岩　

生
産
し
た
人
が
生
産
物
を
所
有
す
る
、

そ
れ
が
こ
れ
か
ら
は
い
い
ん
だ
ぜ
と
い
う
考
え

は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
本
に
出
て
き
ま
す
け

ど
、
彼
が
発
明
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
た
ん
な
る
ア
イ
デ
ア
で
は
な

く
て
、
近
代
社
会
の
根
底
的
な
決
ま
り
で
も
あ

り
価
値
だ
と
思
う
。
そ
の
頃
、
い
わ
ゆ
る
市
民

革
命
の
時
で
す
よ
ね
。か
つ
て
身
分
に
よ
っ
て
、

た
と
え
ば
王
の
権
力
に
よ
っ
て
土
地
な
り
が
分

け
与
え
ら
れ
所
有
権
が
決
ま
っ
て
い
た
時
代
が

変
わ
っ
た
。
そ
れ
は
多
く
の
人
た
ち
に
と
っ
て
良
い
こ
と
で
は
あ
っ
た

で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
は
分
か
っ
た
上
で
、
僕
は
そ
れ
を
検
討
あ
る
い

は
批
判
し
て
、
別
の
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ
う
、
言
い
ま
し
ょ
う
と
い
う

感
じ
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
所
有
権
と
い
う
の
は
「
な
に
は
誰
の
も
の
か
」
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
て
、
僕
は
「
生
産
者
に
よ
る
所
有
」
と
い
う
規
則
・
価
値
を
否

定
・
批
判
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
た
だ
そ
れ
と
す
こ
し
別
に
、
所
有
権

の
強
さ
と
い
う
か
、
そ
の
面
で
の
変
化
も
あ
っ
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か

と
言
う
と
、
近
代
に
お
け
る
所
有
概
念
と
い
う
の
は
非
常
に
強
い
権
利

な
ん
で
す
。
つ
ま
り
自
分
で
持
っ
て
い
る
も
の
は
、
売
る
こ
と
も
で
き

る
し
、
捨
て
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
焼
き
払
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き

インタヴュー : 立岩真也

建築と所有
聞き手 : 長島明夫　日時 : 2011 年 7 月 28 日　場所 : 京都市北区某喫茶店

ずいぶん昔に読んで印象に残っていた『星
の王子さま』の一節が、この震災のさなか
で思い出された。日頃、個人の所有欲や独
占欲というものに自省も含めて嫌らしさ
を感じてしまう一方で、私の存在が、そこ
で書かれているような〈私の物〉との固有
の関係に支えられていることも事実だろ
う。本を読んだ当時の私は「死ぬ気」「殺
してやった」「ぼくのものになった」など
の強い言葉による言い切りに、どこか心強
い味方を得た気がしたのだと思う。

「建築の持ち主」を考えるため所有という
概念について調べてみると、『星の王子さ
ま』で言われているようなことは、論理的
にはジョン・ロック（1632-1704）の労働所
有論の枠組みで捉えられるらしい。ロック
はイギリスの名誉革命期に、絶対王制に対
して市民個人の所有権を主張した［左頁引
用文］。その民主主義の思想はアメリカ独
立革命やフランス革命を後押しし、遠く日本国憲法にまで影響を与えているようなのだが、一方で
そうした個人の自由の保証は、今日、人々の格差を助長する行き過ぎた自由主義の論理的基盤にも
なっているという。日本の都市が前提とする建築の「自由」や、坂本一成氏が現代の消費社会にお
いて指摘した〈所有対象としての建物〉［*2］といった現象も、それと通じるところがあるのかもし
れない。しかしやはり『星の王子さま』で示されたような所有の側面もあるのである。
ここでは、所有という歴史的な概念について、その実践的な研究者である立岩真也さんにお話を聞
いた。近年、様々な領域で再び注目される所有をめぐって［*3］、とくにその建築や都市でのあり方
を考えてみたい。なお、インタヴュー内容の前提として、弘文堂刊『政治学事典』から、立岩さん
が執筆した「所有」の項目のテキストを転載させていただいた。

【たていわ・しんや】社会学者。1960 年生まれ。立命
館大学大学院先端総合学術研究科教授。主な著書『私
的所有論』（勁草書房）、『自由の平等──簡単で別な
姿の世界』（岩波書店）、『希望について』（青土社）、『所
有と国家のゆくえ』（稲葉振一郎との対談、NHK 出版）、

『ベーシックインカム──分配する最小国家の可能性』
（齊藤拓との共著、青土社）、『人間の条件──そんな
ものない』（理論社／イースト・プレス）など。

【
民
法
第
二
百
六
条
】
所
有
者
は
、
法
令
の
制
限
内
に
お
い
て
、
自
由
に

そ
の
所
有
物
の
使
用
、
収
益
及
び
処
分
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。

た
と
え
、
大
地
と
、
す
べ
て
の
下
級
の
被
造
物
と
が
万
人
の
共
有
物
で
あ

る
と
し
て
も
、
人
は
誰
で
も
、
自
分
自
身
の
身
体
0

0

に
対
す
る
固プ
ロ
パ
テ
イ

有
権
を
も

つ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
人
以
外
の
誰
も
い
か
な
る
権
利
を
も
も
た
な

い
。
彼
の
身
体
の
労
働
0

0

と
手
の
働
き
0

0

と
は
、
彼
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
、
自
然
が
供
給
し
、
自
然
が
残
し
て
お
い
た
も
の

か
ら
彼
が
取
り
だ
す
も
の
は
何
で
あ
れ
、
彼
は
そ
れ
に
自
分
の
労
働
0

0

を
混

合
し
、そ
れ
に
彼
自
身
の
も
の
で
あ
る
何
も
の
か
を
加
え
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
彼
自
身
の
所
有
物

0

0

0

と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
自
然
が
設
定
し
た
状
態
か
ら
彼
に
よ
っ
て
取
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
に
は
、
彼
の
労
働
0

0

に
よ
っ
て
、
他
人
の
共
有
権
を
排
除
す

る
何
か
が
賦
与
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
労
働
0

0

は
労
働

し
た
人
間
の
疑
い
え
な
い
所
有
物
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
共
有
物
と

し
て
他
人
に
も
十
分
な
善
き
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ひ
と
た

び
労
働
が
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
に
対
す
る
権
利
を
、
彼
以
外
の
誰
も
も

つ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

─
─
─
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
『
統
治
二
論
』
一
六
九
〇
年
［*4

］

「
あ
ん
た
た
ち
は
美
し
い
け
ど
、
た
だ
咲
い
て
る
だ
け
な
ん
だ
ね
。
あ
ん
た
た
ち

の
た
め
に
は
、
死
ぬ
気
に
な
ん
か
な
れ
な
い
よ
。
そ
り
ゃ
、
ぼ
く
の
バ
ラ
の
花
も
、

な
ん
で
も
な
く
、
そ
ば
を
通
っ
て
ゆ
く
人
が
見
た
ら
、
あ
ん
た
た
ち
と
お
ん
な
じ

花
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
け
ど
、
あ
の
一
輪
の
花
が
、
ぼ
く
に
は
、
あ
ん

た
た
ち
み
ん
な
よ
り
も
、
た
い
せ
つ
な
ん
だ
。
だ
っ
て
ぼ
く
が
水
を
か
け
た
花
な

ん
だ
か
ら
ね
。
覆
い
ガ
ラ
ス
も
か
け
て
や
っ
た
ん
だ
か
ら
ね
。
つ
い
た
て
で
、
風

に
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
し
て
や
っ
た
ん
だ
か
ら
ね
。
ケ
ム
シ
を
─
─
二
つ
、
三
つ

は
チ
ョ
ウ
に
な
る
よ
う
に
殺
さ
ず
に
お
い
た
け
ど
─
─
殺
し
て
や
っ
た
花
な
ん
だ

か
ら
ね
。
不
平
も
き
い
て
や
っ
た
し
、
じ
ま
ん
話
も
き
い
て
や
っ
た
し
、
だ
ま
っ

て
い
る
な
ら
い
る
で
、時
に
は
、ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
と
、き
き
耳
を
た
て
て
や
っ

た
花
な
ん
だ
か
ら
ね
。
ぼ
く
の
も
の
に
な
っ
た
花
な
ん
だ
か
ら
ね
」

─
─
─
サ
ン=

テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
『
星
の
王
子
さ
ま
』
一
九
四
三
年
［*1

］

［*1］出典 : サン = テグジュペリ『星の王子さま』内藤濯訳、岩波書店、1962、p.98　［*2］本誌 pp.87-88 参照　
［*3］立岩さんも寄稿している『所有のエチカ』（大庭健・鷲田清一編、ナカニシヤ出版、2000）では、家族・会社・
業績・生命・権利といった切り口で、現代的な所有の問題が考察されている

［*4］出典 : ジョン・ロック『完訳 統治二論』加藤節訳、岩波文庫、2010、p.326


