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現代のくらしにおいて、
わたしたちには何ができるのか？
－『無印良品』のあり方と
　　　　　　  仕組みから考える－

　新型コロナウイルスが国内外で猛威を奮っています。買い物で外出するの
にも億劫とならざるを得ない状況のなか、これまであまり利用がなかった組
合員を含めて、「生協に入っていてよかった」という声が聞かれますが、３月中旬
現在、最早そんなことを言っていられないような一段と深刻な状況になりつ
つあるようにも思います。地域のコミュニティを遥かに越えて人と物が移動
する世の中の便利さと怖さとを、あらためて思わずにはいられません。（志）

季刊 くらしと協同　2020 春号（第 32号） 2020 年 3 月 25 日 発行
編集企画
編集長
発行所
理事長
住　所

｜
｜
｜
｜
｜ 京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町 258 コープ御所南ビル 4F（〒604-0857）

『くらしと協同』 編集委員会
杉本貴志
くらしと協同の研究所
若林靖永

電　話
F A  X
E-mail
U  R  L

｜
｜
｜
｜

075-256-3335
075-211-5037
kki@ma1.seikyou.ne.jp
http://kurashitokyodo.jp

2019 年 9月増刊号
2019.09.25 発行
第 27 回総会記念シンポジウム特集
“見えない” 格差・困窮・貧困と
日本経済を考える
－働き、学び、育て、暮らす
 　　　　　　現場の視点から－


