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序
章

現
代
史
へ
の
視
座

現
代
史
と
は
何
か

二
〇
一
六
年
六
月
︑
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
投
票
︒
結
果
は
衝
撃
的
だ
っ
た
︒
こ
の
世
界
を

震
撼
さ
せ
た
と
言
わ
れ
る
事
件
は
︑
そ
れ
が
も
つ
歴
史
的
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
取
り
扱
い
は
あ
る
も
の
の
︑
全
容
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
︒
本
書
は
︑
そ
の
解
明
を
企
図
し
な
が
ら
︑

第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
い
た
る
ま
で
の
戦
後
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
を
概
説
的
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
直
近
の
歴
史
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
︑
歴
史
研
究
で
は
﹁
現
代
史
﹂
な
い
し
は
﹁
同
時
代
史
﹂
と
言

わ
れ
て
い
る
︒
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
に
よ
れ
ば
︑
こ
う
し
た
同
時
代
史
に
関
わ
る
特
有
の
問
題
と
し
て
︑
次
の

よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

歴
史
に
つ
い
て
の
最
初
の
ド
ラ
フ
ト
の
執
筆
が
︑
歴
史
家
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
︒
現
代
イ

ギ
リ
ス
史
の
概
念
的
な
枠
組
み
は
︑
ま
ず
政
治
家
︑
メ
デ
ィ
ア
の
評
論
家
︑
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
︑
社
会
科
学
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者
︑
社
会
政
策
の
専
門
家
の
仕
事
と
な
る
︒
実
際
︑
私
た
ち
歴
史
家
は
彼
ら
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
を
借

り
て
き
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
イ
ギ
リ
ス
の
﹁
相
対
的
な
衰
退
﹂
︑
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹂
へ
の
イ
ギ
リ
ス
の
参

入
機
会
の
喪
失
︑
戦
後
コ
ン
セ
ン
サ
ス
︑
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
︑
消
費
社
会
︑
無
階
級
社
会
︑
人
種
差
別
︑

ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
福
祉
国
家
の
退
潮
︑
寛
容
な
る
社
会
︑
南
北
の
分
断
な
ど
で
あ
る
︒
現
代
イ
ギ
リ
ス
を
歴

史
化
す
る
最
初
の
挑
戦
と
は
︑
そ
う
し
た
概
念
の
有
効
性
そ
の
も
の
を
検
証
す
る
こ
と
に
あ
る
︒

︵A
C
o
m
p
a
n
io
n
to

C
o
n
tem

p
o
ra
ry

B
rita

in
1
9
3
9

-

2
0
0
0
,
p
.
2

︶

最
初
の
ド
ラ
フ
ト
が
歴
史
家
の
も
の
で
な
い
と
し
て
も
︑
さ
ら
に
第
二
稿
や
第
三
稿
も
歴
史
家
の
手
に
よ
る

と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
歴
史
家
と
ほ
か
の
専
門
家
と
の
あ
い
だ
に
は
︑
現
代
史
の
叙
述
を
め
ぐ
っ
て
常
に
競

合
的
な
関
係
が
存
在
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
競
合
し
て
い
る
と
は
い
え
︑
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
共
通
の
ア
ジ
ェ

ン
ダ
︵
論
点
︶
も
存
在
し
て
い
る
︒

第
一
に
︑
分
析
は
比
較
史
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
︒
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
が
直
面
し
て

い
た
難
問
と
は
︑
実
は
イ
ギ
リ
ス
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
︑
問
題
へ
の
対
応
の
固
有
性
は
国
際
的
な
観
点
か

ら
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

第
二
に
︑
分
析
は
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
︒
歴
史
家
に
は
︑
政
治
や
ビ
ジ

2



ネ
ス
や
社
会
の
具
体
的
争
点
と
︑
目
に
見
え
な
い
構
造
的
力
学
袂
袒
経
済
︑
人
口
動
態
︑
環
境
袂
袒
と
を
結
び

つ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
の
ア
ナ
ー
ル
派
の
泰
斗
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
流
に
言

え
ば
︑
短
期
的
な
事
件
史
レ
ベ
ル
で
の
分
析
だ
け
で
は
な
く
︑
中
長
期
的
な
構
造
的
視
点
を
含
ん
だ
﹁
全
体

史
﹂
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

本
書
で
は
︑
と
く
に
前
半
は
︑
一
〇
年
ご
と
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ

ッ
ト
を
描
く
と
い
う
時
系
列
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
を
と
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
単
純
化
は
︑
通
俗
的
な
歴
史
で
も
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
で
も
用
い
ら
れ
る
方

法
で
あ
る
が
︑
一
〇
年
と
い
う
歴
史
を
単
一
の
色
彩
で
染
め
上
げ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
本
書
で
は
多
元
的
な
視
座
を
設
定
し
て
︑
そ
の
一
〇
年
を
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
含
ん
だ
歴
史
過

程
と
し
て
描
く
よ
う
留
意
し
た
︒
総
力
戦
と
福
祉
国
家
の
誕
生
の
一
九
四
〇
年
代
︑
豊
か
な
社
会
と
帝
国
の
終

焉
の
一
九
五
〇
年
代
︑
文
化
革
命
と
産
業
衰
退
の
一
九
六
〇
年
代
︑
そ
し
て
戦
後
の
分
岐
点
を
迎
え
る
一
九
七

〇
年
代
で
あ
る
︒
一
九
七
〇
年
代
は
︑
同
時
代
の
言
説
の
影
響
を
受
け
て
﹁
危
機
﹂
や
﹁
混
沌
﹂
と
い
っ
た
汚

名
を
着
せ
ら
れ
て
き
た
時
代
で
あ
っ
た
︒
だ
が
現
在
で
は
︑
多
く
の
歴
史
家
が
危
機
と
同
時
に
﹁
可
能
性
﹂
の

時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
再
検
討
が
進
ん
で
い
る
︒

後
半
は
︑
﹁
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
﹂
と
﹁
第
三
の
道
﹂
︑
そ
し
て
﹁
岐
路
に
立
つ
﹂
現
在
と
い
う
時
代
区
分
を
用

い
た
︒
そ
れ
は
︑
前
半
と
同
じ
く
同
時
代
史
で
あ
る
と
は
い
え
︑
あ
ま
り
に
直
近
の
時
代
で
あ
り
︑
歴
史
研
究

序章 現代史への視座
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の
成
果
も
ま
だ
十
分
に
生
み
出
せ
て
い
な
い
領
域
だ
か
ら
で
あ
る
︒
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
現
代
史
の
資
料
の
公

開
に
は
︑
長
ら
く
三
〇
年
原
則
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
︒
二
〇
一
三
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
公
開
の
ル
ー
ル
は
︑

二
〇
年
へ
と
短
縮
さ
れ
た
が
︑
研
究
史
の
検
討
な
ら
び
に
公
開
さ
れ
た
歴
史
資
料
の
綿
密
な
分
析
を
経
た
議
論

が
展
開
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は
︑
ま
だ
ま
だ
﹁
歴
史
化
﹂
が
進
ん
で
い
な
い
時
代
な
の
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
本
書
の
叙
述
も
︑
﹁
最
初
の
ド
ラ
フ
ト
﹂
的
な
手
法
か
ら
抜
け
き
ら
な
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
︒

ま
た
︑
こ
う
し
た
時
系
列
的
な
歴
史
叙
述
に
つ
き
ま
と
う
難
点
と
し
て
︑
繰
り
返
し
浮
上
し
て
く
る
問
題
が

見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
具
体
的
な
叙
述
を
始
め
る
前
に
︑
以
下

で
は
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
史
を
俯
瞰
的
に
捉
え
る
長
期
的
な
視
座
を
い
く
つ
か
設
定
し
て
み
よ
う
と
思
う
︒

イ
ギ
リ
ス
は
衰
退
し
た
の
か

二
〇
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
史
を
語
る
う
え
で
避
け
て
通
れ
な
い
の
が
︑
﹁
衰
退
﹂
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
︒
こ

の
﹁
衰
退
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
で
出
発
点
と
な
る
の
は
︑
﹁
絶
対
的
衰
退
﹂
を
論
じ
て
い
る
の
か
︑
﹁
相
対
的
衰

退
﹂
を
論
じ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
︒
﹁
絶
対
的
衰
退
﹂
と
は
︑
過
去
の
経
済
的
到
達
水
準
を
下
回
る

こ
と
で
あ
り
︑
﹁
相
対
的
衰
退
﹂
と
は
︑
ほ
か
と
の
比
較
を
通
じ
て
達
成
水
準
が
低
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒
経

4



済
史
家
の
ジ
ム
・
ト
ム
リ
ン
ス
ン
は
︑
二
〇
世
紀
イ
ギ
リ
ス
経
済
に
は
︑
﹁
絶
対
的
衰
退
﹂
の
徴
候
は
見
ら
れ

ず
︑
戦
後
の
経
済
は
﹁
黄
金
時
代
﹂
を
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
西
ド
イ
ツ
や
日
本
な
ど
第
二
次
世
界
大
戦

で
敗
戦
を
経
験
し
︑
荒
廃
し
た
状
態
か
ら
急
激
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
し
た
国
と
の
比
較
に
お
い
て
の
み
︑
相
対

的
衰
退
が
見
ら
れ
る
と
主
張
し
た
︒

た
し
か
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
や
日
本
と
比
較
す
れ
ば
︑
成
長
率
の
低
位
は

否
定
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
比
べ
て
低
水
準

か
ら
出
発
し
た
国
と
の
比
較
で
あ
り
︑
成
長
率
の
比
較
は
イ
ギ
リ
ス
が
相
対
的

に
不
利
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
実
際
の
と
こ
ろ
は
︑
二
〇
世
紀
末
に
な
っ
て

も
イ
ギ
リ
ス
は
世
界
で
最
も
豊
か
な
国
の
ひ
と
つ
で
あ
り
続
け
て
い
る
︒
イ
ギ

リ
ス
の
相
対
的
な
地
位
は
転
落
し
た
が
︑
寿
命
や
教
育
な
ど
生
活
水
準
の
面
で

は
︑
依
然
と
し
て
全
体
的
に
好
ま
し
い
状
態
に
あ
る
︒
あ
ら
ゆ
る
事
実
に
照
ら

し
て
も
︑
か
つ
て
叫
ば
れ
た
イ
ギ
リ
ス
が
衰
退
し
て
第
三
世
界
に
な
る
と
い
う

よ
う
な
考
え
方
は
誤
謬
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
衰
退
論
の
広
が
り
や
影
響
力
を

示
す
証
拠
で
あ
り
え
て
も
︑
事
実
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒

そ
れ
で
は
な
ぜ
︑
﹁
衰
退
﹂
が
繰
り
返
し
論
争
の
主
題
と
な
っ
て
き
た
の
で

序章 現代史への視座

5

イギリス 合衆国 西ドイツ 日　本

GDP国内総生産 3.0 3.7 5.9 9.4

1人あたり 2.9 2.1 4.7 7.8

時間あたり 3.1 2.4 5.7 7.4

出典）Peter Howlett, “The ‘Golden Age’, 1955-1973”, in Paul 
Johnson（ed.）, 20th Century Britain: Economic, Social and 
Cultural Change（Longman, 1994）, p. 324.

表 1 イギリス経済の相対比較．国民総生産年平均

成長率（1957-1973年）
（％）



あ
ろ
う
か
︒
ト
ム
リ
ン
ス
ン
に
よ
れ
ば
︑
衰
退
論
は
︑
二
大
政
党
制
の
も
と
で
の
競
争
的
な
選
挙
制
度
の
な
か

で
︑
政
敵
を
攻
撃
す
る
手
段
と
し
て
誇
張
を
と
も
な
っ
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
︑
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
適
合
し
た
道
徳
的
言
説
と
し
て
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
︒

戦
後
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
︑
衰
退
論
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
ま
で
︑
論
争
の
主
要
な
争
点

と
な
っ
て
き
た
︒
そ
の
論
争
に
は
い
く
つ
か
の
系
譜
が
あ
り
︑
時
代
ご
と
に
変
化
し
て
き
て
い
る
︒

一
九
五
〇
年
代
に
登
場
し
た
衰
退
論
に
は
︑
二
つ
の

型
タ

イ

プ

が
あ
る
︒
ひ
と
つ
は
︑
衰
退
の
原
因
を
労
働
組
合

に
求
め
る
も
の
で
あ
り
︑
労
働
者
の
態
度
や
勤
勉
性
を
成
長
率
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
︑
産
業
の
衰
退
を
説
明

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
も
う
ひ
と
つ
は
︑
衰
退
の
原
因
を
イ
ギ
リ
ス
と
海
外
と
の
関
係
に
求
め
る
も
の
で

あ
る
︒
国
際
投
資
や
金
融
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
と
関
わ
り
を
も
つ
支
配
層
に
︑
ポ
ン
ド
の
価
値
に
対
す
る
異
常
な
関

心
を
生
み
出
し
︑
結
果
と
し
て
国
内
投
資
の
水
準
を
引
き
下
げ
て
低
成
長
を
招
い
た
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

一
九
七
〇
年
代
に
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
公
共
部
門
の
拡
大
に
原
因
が
あ
る
と
す
る
説
で
あ
り
︑
そ

こ
に
は
︑
国
有
化
と
い
う
か
た
ち
で
の
公
共
部
門
の
拡
大
を
問
題
視
す
る
見
解
と
︑
公
共
支
出
︑
と
り
わ
け
社

会
保
障
支
出
の
増
加
と
い
う
か
た
ち
で
の
公
共
部
門
の
拡
大
を
問
題
化
す
る
見
解
の
双
方
が
含
ま
れ
た
︒

一
九
八
〇
年
代
に
登
場
し
た
の
は
︑
イ
ギ
リ
ス
に
は
﹁
反
産
業
的
文
化
﹂
が
染
み
つ
い
て
い
る
と
い
う
文
化

論
的
解
釈
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
の
不
徹
底
性
を
強
調
し
て
﹁
未
完
の
ブ
ル
ジ
ョ
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ワ
革
命
﹂
が
貴
族
的
価
値
を
温
存
さ
せ
た
と
す
る
解
釈
か
ら
︑
古
典
教
育
を
重
視
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー

ル
の
教
育
な
ど
を
通
じ
て
上
流
階
級
エ
リ
ー
ト
に
実
学
軽
視
の
傾
向
が
浸
透
し
て
い
っ
た
と
す
る
説
ま
で
︑
幅

広
い
︒
代
表
的
な
著
作
コ
レ
リ
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
﹃
戦
争
の
監
査
』︵
一
九
八
六
年
︶
は
︑
衰
退
論
を
煽

あ

お

る
と
い
う
目

的
の
も
と
︑
サ
ッ
チ
ャ
ー
主
義
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
﹁
歴
史
家
に
よ
る
サ
ッ
チ
ャ

リ
ズ
ム
﹂
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
諸
要
因
を
厳
密
に
検
討
し
て
み
る
と
︑
原
因
と
結
果
と
の
あ
い
だ
に
は
有
意
の
関
連
性
を
見
出
す

こ
と
は
難
し
い
と
い
う
︒
ト
ム
リ
ン
ス
ン
は
︑
﹁
衰
退
﹂
か
ら
の
反
転
攻
勢
を
掲
げ
て
登
場
し
た
サ
ッ
チ
ャ
リ

ズ
ム
も
︑
﹁
脱
工
業
化
︵
産
業
空
洞
化
︶
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
最
も
深
甚
な
産
業
の
衰
退
を
招
い
た
こ
と
を
︑
実
証

的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
﹁
衰
退
﹂
論
は
︑
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
下
の
一
〇
〇
年
ぶ
り
の
好
景
気

の
な
か
で
消
滅
し
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
事
実
︑
デ
ヴ
ィ
ド
・
エ
ジ
ャ
ト
ン
の
よ
う
に
︑
衰
退
論
を
﹁
反
歴

史
的
﹂
と
し
て
批
判
し
て
戦
後
史
を
読
み
替
え
よ
う
と
す
る
解
釈
も
登
場
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
近
年
Ｅ
Ｕ
離
脱

が
議
題
に
上
る
な
か
で
︑
衰
退
へ
の
懸
念
が
再
び
登
場
し
つ
つ
あ
る
︒

コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
変
遷

戦
後
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
史
を
﹁
コ
ン
セ
ン
サ
ス
﹂
と
い
う
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
︑
ポ
ー
ル
・
ア
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デ
ィ
ス
ン
﹃
一
九
四
五
年
へ
の
道
』︵
一
九
七
五
年
︶
を
嚆こ

う

矢し

と
し
て
い
る
︒
そ
の
後
に
歴
史
研
究
の
対
象
と
し
て

﹁
コ
ン
セ
ン
サ
ス
政
治
﹂
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
︑
こ
こ
で
言
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
は
︑
統
治
の
ス
タ

イ
ル
と
政
策
的
連
続
性
の
面
に
お
い
て
︑
保
守
党
と
労
働
党
と
い
う
二
大
政
党
の
も
と
で
共
通
の
理
解
が
見
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
政
策
の
面
で
は
︑
第
一
に
︑
私
企
業
に
よ
る
自
由
市
場
と
国
有
化
に
よ
る
公
共
企
業
体
か
ら
な

る
混
合
経
済
︑
第
二
に
︑
完
全
雇
用
政
策
︑
第
三
に
︑
労
働
組
合
を
統
治
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
組
み
入
れ
て

い
く
こ
と
︑
第
四
に
︑
福
祉
国
家
政
策
︑
第
五
に
︑
外
交
政
策
の
面
に
お
け
る
帝
国
か
ら
の
撤
退
な
ど
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
政
策
の
枠
組
み
は
︑
労
働
党
の
ア
ト
リ
ー
政
権
︵
第
一
章
参
照
︶
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

が
︑
そ
の
後
︑
保
守
党
へ
の
政
権
交
代
が
あ
っ
て
も
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
ケ
イ
ン
ズ
主
義

を
も
と
に
し
た
社
会
民
主
主
義
的
な
政
策
運
営
で
あ
り
︑
保
守
党
バ
ト
ラ
ー
と
労
働
党
ゲ
イ
ツ
ケ
ル
の
名
を
取

っ
て
﹁
バ
ッ
ケ
リ
ズ
ム
﹂
と
呼
ば
れ
た
︵
第
二
章
参
照
︶
︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
戦
後
政
治
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
︑
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
動
揺
を
き
た
す
よ
う
に
な

る
︒
﹁
衰
退
﹂
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
保
守
党
と
労
働
党
内
部
で
既
存
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト

と
は
異
質
の
政
治
的
分
子
が
進
出
す
る
よ
う
に
な
り
︑
戦
後
の
社
会
民
主
主
義
的
政
策
に
疑
義
が
提
出
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
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保
守
党
の
内
部
で
は
︑
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
衰
退
の
原
因
を
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
な
経
済
管
理
に
見
出
し
て
︑
労

働
組
合
の
交
渉
力
を
抑
制
し
て
自
由
市
場
経
済
を
導
入
す
る
路
線
を
追
求
し
て
い
く
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
が
︑
ま
た

労
働
党
の
内
部
で
は
︑
労
働
者
に
よ
る
経
営
の
民
主
的
統
制
な
ど
社
会
主
義
路
線
の
徹
底
強
化
を
す
る
こ
と
で
︑

衰
退
経
済
に
反
転
攻
勢
を
か
け
よ
う
と
す
る
左
派
︵
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
︶
が
進
出
し
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
異
端
分
子

に
よ
っ
て
戦
後
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
挟
撃
さ
れ
︑
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
分
極
化
を
背
景
と
し
て
︑
一
九
七
〇
年

代
は
党
内
外
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
争
奪
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
っ
た
︒
そ
の
標
的
と
し
て
の
戦

後
体
制
の
﹁
コ
ン
セ
ン
サ
ス
﹂
と
い
う
言
語
が
発
明
さ
れ
た
の
も
︑
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
︒

一
九
七
九
年
の
総
選
挙
で
は
︑
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
率
い
る
保
守
党
が
勝
利
し
た
︒
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
は
︑
﹁
信

念
の
政
治
﹂
を
掲
げ
て
対
決
型
の
政
治
ス
タ
イ
ル
を
追
求
し
︑
統
治
様
式
と
し
て
の
戦
後
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
政

治
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
た
︒
経
済
政
策
と
し
て
は
︑
公
営
企
業
を
民
営
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
セ
ク

タ
ー
を
縮
小
し
︑
労
働
組
合
の
力
を
削
減
す
る
こ
と
で
完
全
雇
用
を
破
壊
し
︑
普
遍
主
義
的
原
理
に
よ
る
社
会

保
障
体
制
を
攻
撃
し
て
福
祉
国
家
に
楔く

さ

をび

打
ち
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
新
自
由
主
義
的
政
策
は
︑
製
造
業
か
ら
金
融
サ
ー
ヴ
ィ
ス
部
門
へ
経
済
の
重
心
を
移
動
さ
せ
︑
失
業
や

社
会
不
安
な
ど
を
と
も
な
い
な
が
ら
︑
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
構
造
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
︒
こ
の
金
融
サ
ー
ヴ
ィ

ス
中
心
の
経
済
は
︑
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
リ
ー
マ
ン
シ
ョ

ッ
ク
︵
二
〇
〇
八
年
︶
に
い
た
る
ま
で
経
済
の
成

序章 現代史への視座

9



長
軌
道
を
作
り
出
し
︑
新
自
由
主
義
を
政
策
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

一
九
九
七
年
に
労
働
党
は
︑
﹁
第
三
の
道
﹂
を
掲
げ
る
ブ
レ
ア
の
も
と
政
権
に
返
り
咲
い
た
︒
ブ
レ
ア
の
い

う
﹁
第
三
の
道
﹂
と
は
︑
サ
ッ
チ
ャ
ー
流
の
新
自
由
主
義
と
も
︑
伝
統
的
な
社
会
民
主
主
義
と
も
異
な
る
中
間

路
線
を
と
る
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
っ
た
︒
﹁
社
会
投
資
型
国
家
﹂
と
し
て
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
と
の
断
絶
を
強

調
す
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
自
由
市
場
経
済
を
是
認
し
︑
完
全
雇
用
や
労
働
組
合
と
の
関
係
と
い
う
面
で
は
福
祉

国
家
へ
の
回
帰
を
唱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
政
策
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え

る
︒
そ
の
点
で
︑
新
自
由
主
義
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
も
と
で
政
策
を
遂
行
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

本
書
で
は
︑
戦
後
史
を
社
会
民
主
主
義
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
以
降
の
新
自
由
主
義
的
コ
ン

セ
ン
サ
ス
と
の
ふ
た
つ
の
時
期
に
分
け
︑
後
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
も
と
で
の
政
治
経
済
体
制
が
動
揺
を
き
た

し
て
い
る
と
い
う
現
状
認
識
に
基
づ
い
て
︑
歴
史
的
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
︒

空
間
認
識
と
し
て
の
﹁
四
つ
の

輪
サ

ー

ク

ル

﹂

一
九
四
八
年
に
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
は
︑
イ
ギ
リ
ス
外
交
の
基
本
路
線
と
し
て
︑
﹁
三
つ
の
輪
﹂

な
る
議
論
を
提
唱
し
た
︒
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