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『
政
治
的
近
代
化
と
一
党
体
制
』

　
一
　
本
書
は
標
題
の
示
す
と
お
り
、
政
治
的
近
代
化
と
一
党
体
制
の
関
係
を

論
じ
た
小
冊
子
で
あ
る
。
著
者
エ
マ
ー
ス
ソ
は
ハ
㌧
ハ
ー
ド
大
学
教
授
（
政
治

学
）
で
あ
り
、
主
著
と
し
て
は
周
ぎ
ヨ
国
目
冨
冨
8
乞
暮
一
〇
疑
円
ず
o
困
器
ε

望
一
一
－
＞
器
①
客
一
〇
口
9
》
。
。
一
当
騨
β
儀
＞
暁
ユ
。
導
℃
0
8
一
Φ
¢
（
浮
辱
。
議
⇔
三
く
Φ
邑
蔓

汐
馨
」
8
0
）
が
あ
る
．
本
書
は
も
と
も
と
、
一
九
六
三
年
九
月
に
開
か
れ
た

デ
ン
バ
ー
大
学
社
会
科
学
研
究
所
主
催
に
よ
る
新
生
諸
国
問
題
の
セ
ミ
ナ
■
に

エ
マ
ー
ス
ソ
教
授
が
ペ
ー
パ
ー
と
し
て
提
出
し
た
も
の
を
、
後
に
同
研
究
所
が



、
世
界
問
題
モ
ノ
グ
ラ
フ
・
シ
リ
ー
ズ
」
第
一
号
（
一
九
六
三
～
六
四
年
）
と

し
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
量
的
に
も
す
く
な
く
、
問
題
が
か

な
ら
ず
し
も
深
く
ほ
り
さ
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
一
応
問
題
点
は
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
一
読
に
あ
た
い
す
る
も
の
を
も
つ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
以
下
、
簡
単
に
論
旨
を
た
ど
つ
て
み
る
。

　
二
　
冒
頭
、
著
者
は
、
近
代
化
（
政
治
的
近
代
化
に
限
ら
ず
）
　
の
問
題
が
過

去
八
O
年
に
お
よ
ぶ
帝
国
主
義
支
配
に
よ
つ
て
胚
胎
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
．
す

な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
少
数
の
西
欧
諸
国
が
他
の
世
界
を
圧
倒
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
巨
大
な
富
と
権
力
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
事
実
が
、
逆
に
、
圧
倒
さ
れ
た

諸
地
域
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
帝
国
主
義
諸
国
と
同
等
の
水
準
に
追
い
つ
く
必
要

性
を
感
取
さ
せ
る
役
割
を
は
だ
し
た
ー
こ
れ
が
そ
も
そ
も
の
、
近
代
化
へ
の

起
動
力
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
近
代
化
へ
の
起
動
力
が
実
際
に
活
動
し
は
じ
め
る
の

は
、
独
立
を
予
定
し
た
自
治
へ
の
訓
練
が
あ
た
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
い
わ
ゆ

る
後
見
的
植
民
地
支
配
の
時
代
を
迎
え
て
か
ら
で
あ
る
か
ら
．
極
く
近
年
に
い

た
つ
て
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
ら
諸
地
域
は
、
極
め
て
短
期
間
の
準
備

し
か
な
し
え
な
い
う
ち
に
、
独
立
を
迎
え
、
み
ず
か
ら
の
足
で
た
ち
、
あ
る
く

こ
と
を
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
一
～
三
頁
）
。
現
在
こ
う
し
た
諸
国
を
形

容
す
る
の
に
、
⑩
白
Φ
茜
営
α
q
と
い
い
、
富
鼻
妻
貰
α
と
い
い
、
暮
号
巳
o
ぎ
一
〇
需
q

と
い
い
、
あ
る
い
は
ま
た
留
＜
o
一
8
汐
㎎
と
い
う
が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
み

な
同
じ
で
あ
つ
て
、
結
局
は
、
植
民
地
支
配
と
伝
統
的
社
会
制
度
を
脱
却
し
、

過
去
二
、
三
世
紀
の
う
ち
に
西
欧
で
形
成
さ
れ
た
近
代
性
彗
o
号
吾
一
昌
を
目
指
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し
て
飛
躍
す
る
途
上
に
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
の
で
あ
る
（
三
～
四
頁
）
。

　
こ
う
し
た
議
論
の
運
び
を
み
る
と
、
著
者
が
近
代
化
を
西
欧
化
と
同
一
視
し

て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
著
者
は
、
西
欧
が
み
ず
か

ら
の
価
値
と
制
度
を
他
の
諸
国
民
に
無
理
に
押
し
つ
け
、
そ
れ
を
受
け
い
れ
え

な
い
他
の
国
民
に
劣
等
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
る
よ
う
な
こ
と
は
、
傲
慢
な
西
欧

的
パ
・
ー
キ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
に
た
つ
て
、
近
代
化
を
近
代
化

た
ら
し
め
る
も
の
は
、
（
帝
国
主
義
的
性
格
を
脱
し
た
）
西
欧
諸
国
と
実
質
的
に

同
じ
よ
う
な
流
儀
で
、
生
活
し
、
思
考
し
、
生
産
し
、
組
織
す
る
能
力
で
あ
る
、

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
四
～
五
頁
）
。

　
著
者
は
近
代
化
一
般
を
こ
の
よ
う
に
認
識
し
な
が
ら
、
次
い
で
政
治
的
近
代

化
の
概
念
を
摸
索
す
る
。
現
在
、
効
果
的
な
政
治
・
行
政
体
制
の
存
在
は
経
済

開
発
の
前
提
条
件
で
あ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
は
つ
き
り
し
て
き
た
た
め
に
、
政

治
的
近
代
化
は
、
他
の
側
面
の
近
代
化
に
お
と
ら
ず
強
く
要
求
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
的
近
代
化
の
意
味
内
容
や
そ
の
客
観
的
評

価
の
基
準
は
、
極
め
て
把
握
し
に
く
い
。
ひ
と
つ
に
は
、
そ
れ
は
、
一
応
の
目

安
に
西
欧
的
基
準
を
も
つ
て
き
て
も
、
そ
の
西
欧
的
基
準
自
体
が
簡
単
に
確
定

で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
政
治
構
造
と
い
う
角
度
か
ら
接
近
し
て
も
特

定
の
モ
デ
ル
を
抽
出
し
え
な
い
し
、
も
つ
と
狭
く
憲
法
を
と
つ
て
も
問
題
は
解

決
し
な
い
。
こ
と
に
こ
う
し
た
制
度
的
側
面
に
基
準
を
お
け
ば
、
旧
宗
主
国
の

諸
制
度
を
継
受
し
て
い
る
新
生
諸
国
は
高
度
に
近
代
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
つ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
政
治
的
近
代
化
の
程
度
を
決
定
す
る
も
の
は

明
ら
か
に
、
こ
う
し
た
制
度
を
さ
さ
え
る
「
政
治
行
動
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
五

～
七
頁
）
。
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か
く
て
著
者
は
、
積
極
的
に
政
治
的
近
代
化
の
概
念
規
定
を
お
こ
な
う
こ
と

を
さ
け
、
近
代
的
政
治
体
制
が
も
つ
五
つ
の
特
徴
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
政
治
的
指
導
部
は
適
度
に
強
固
な
決
定
を
迅
速
に
お
こ

な
い
う
る
よ
う
組
織
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈲
主
と
し
て
業
績
と
能

力
に
も
と
づ
い
て
選
抜
さ
れ
か
つ
命
令
に
服
従
す
る
と
考
え
ら
れ
る
人
物
を
構

成
員
に
も
つ
、
合
理
的
で
健
全
な
官
庁
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑥
政
府
の
財

政
問
題
が
た
だ
し
く
規
制
さ
れ
、
か
つ
政
治
的
、
行
政
的
責
任
者
の
個
人
的
な

財
政
問
題
と
き
り
は
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈲
公
正
な
裁
判
を
お

こ
な
う
司
法
部
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
㈲
政
府
の
法
令
は
少
く
と
も
原
則
的

に
は
全
国
に
い
き
わ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ

る
（
七
～
八
頁
）
。
　
し
か
し
、
こ
う
し
た
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
か
ら
と
い
つ

て
、
そ
れ
だ
け
で
政
治
的
近
代
化
が
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外

に
、
対
内
的
に
は
法
と
秩
序
の
維
持
、
対
外
的
に
は
国
家
の
自
己
確
認
と
自
己

保
全
と
が
最
少
限
に
し
て
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
（
八
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
著
者
は
「
政
治
的
近
代
化
」
概
念
の
周
囲
を
手
さ
ぐ
り
で
め
ぐ

つ
た
の
ち
、
新
生
諸
国
一
般
が
当
面
し
て
い
る
困
難
さ
を
列
挙
す
る
。
た
と
え

ぽ
、
政
府
が
担
つ
て
い
る
近
代
化
の
た
め
の
役
割
が
決
定
的
な
大
き
さ
を
も
つ

て
い
る
と
き
、
旧
植
民
地
官
吏
の
退
去
な
ど
で
、
近
代
化
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
が

圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
ま
た
、
政
府
歳
入
の
不
足
が

開
発
計
画
の
実
践
化
を
阻
害
す
る
と
い
つ
た
事
実
も
見
の
が
せ
な
い
　
（
九
～
一

〇
頁
）
．
部
族
的
、
宗
教
的
、
言
語
的
多
様
性
が
国
民
的
一
体
感
の
達
成
を
、
し

た
が
つ
て
統
一
を
、
阻
害
し
て
い
る
こ
と
も
重
大
な
問
題
で
あ
る
（
二
頁
）
。

往
民
が
比
較
的
同
質
性
に
富
ん
だ
地
域
で
臆
、
独
立
の
達
成
は
内
的
統
合
を
促

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
山
ハ
　
　
　
　
（
一
＝
二
一
一
〉

進
す
る
が
、
住
民
が
多
様
で
あ
る
地
域
で
は
、
独
立
の
達
成
と
と
も
に
分
裂
的

傾
向
が
顕
在
化
す
る
。
権
力
を
ひ
ぎ
つ
ぐ
も
の
は
ど
の
集
団
か
？
　
新
国
家
は

ど
の
人
種
、
ど
の
部
族
、
ど
の
宗
教
の
利
益
を
も
つ
と
も
考
慮
す
る
か
？
　
と
い

つ
た
問
題
を
め
ぐ
つ
て
、
た
と
え
ば
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
南
ロ
ー
デ
シ
ア
、
旧
イ
ン

ド
、
セ
イ
ロ
ン
、
ガ
ー
ナ
、
ケ
ニ
ア
、
ギ
ア
ナ
（
旧
英
領
）
等
々
で
は
げ
し
い

内
部
的
対
立
が
生
じ
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
（
二
一
一
頁
）
。
1

こ
う
論
じ
て
き
て
著
者
は
、
こ
れ
ら
新
生
諸
国
の
将
来
は
極
め
て
漠
た
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
軸
と
し
て
分
析
す
れ
ば
、
そ
の
方
向

性
は
あ
る
程
度
つ
か
め
る
、
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
に
よ
る
と
、
西
欧
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
主
張
の
多
様
性
、
批
判
の
自
由

な
表
明
を
不
可
欠
の
要
素
と
す
る
。
．
。
勾
芸
9
。
㎡
ぎ
8
8
の
三
9
φ
ぎ
零
①
罐

ぎ
3
彗
8
舅
。
響
．
．
と
い
う
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
の
言
葉
に
、
そ
れ
は
も
つ
と
も
よ
く

表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
西
欧
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
制
度
的
に
は
当
然

複
数
政
党
制
を
現
出
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
大
部
分
の
新
生
国

家
は
、
た
と
え
ば
ス
カ
ル
ノ
の
ガ
イ
デ
ッ
ド
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
典
型
的
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
後
見
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
採
用
し
て
お
り
、
反
対
党
の
存
在
は

許
容
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、
エ
リ
ー
ト
と
マ
ス
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ

め
て
大
き
い
こ
と
　
（
一
八
頁
）
、
多
数
者
の
権
利
に
力
点
を
お
き
す
ぎ
る
た
め

に
少
数
者
を
「
お
荷
物
」
と
考
え
が
ち
に
な
る
こ
と
　
（
一
九
頁
）
、
あ
る
い
は

ま
た
、
セ
ク
・
ト
ゥ
ー
レ
や
ニ
エ
レ
レ
の
主
張
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
〔
階
級
対

立
の
産
物
で
あ
る
多
数
政
党
制
は
、
ア
フ
リ
カ
の
よ
う
な
無
階
級
社
会
に
は
不

必
要
だ
」
と
い
つ
た
認
識
（
二
一
頁
）
、
ま
た
お
な
じ
く
ニ
エ
レ
レ
の
「
ア
フ

リ
カ
で
は
政
党
は
外
部
の
勢
力
か
ら
全
国
民
の
利
益
と
希
求
を
守
る
た
め
に
存



在
す
る
」
と
い
つ
た
認
識
　
（
二
二
頁
）
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
カ
ス

ト
ロ
の
よ
う
に
、
西
欧
型
の
議
会
制
や
多
数
政
党
制
は
、
先
進
諸
国
に
追
い
つ

く
ま
で
の
段
階
で
は
「
ゼ
イ
タ
ク
品
」
で
あ
つ
て
、
そ
ん
な
も
の
を
導
入
す
る

余
裕
は
な
い
ー
の
ち
に
、
先
進
国
に
追
い
つ
い
た
ら
、
そ
れ
ら
を
も
つ
だ
け

の
余
裕
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
評
価
の
仕
方
も
あ
る
（
二
三
頁
）
。

　
実
際
、
、
繍
生
諸
国
が
担
つ
て
い
る
も
つ
と
も
急
を
要
す
る
任
務
は
、
個
人
の

自
由
や
少
数
者
の
自
由
の
尊
重
で
は
な
く
、
社
会
意
志
の
急
速
な
実
現
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
多
数
政
党
制
よ
り
も
一
党
体
制
の
方
が
効
果
的
な
装
置
に

な
り
う
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
結
局
、
一
党
体
制
は
、
原
理
的
に
は
乏
し

い
力
の
分
散
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
な
り
の
正
当
性
を
も
つ
て
い

る
の
で
あ
る
　
（
二
四
頁
）
　
ま
た
、
国
民
的
連
帯
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
も

有
効
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
そ
の
意
味
で
の
正
当
性
を
も
つ
て
い
る
ご
と
も
首

肯
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
　
（
二
五
頁
）
。
こ
う
し
た
一
党
体
制
は
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
し
て
ど
う
し
う
関
係
に
た
つ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ニ
エ

レ
レ
流
に
い
え
ば
、
「
単
一
の
政
党
が
あ
つ
て
、
し
か
も
そ
の
政
党
が
国
民
全

体
と
一
体
化
し
て
い
ろ
と
こ
ろ
で
は
、
お
の
お
の
社
会
の
一
部
を
代
表
す
る
二

つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
政
党
が
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基

礎
は
強
固
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
二
八
頁
）
。

　
以
上
の
ご
と
き
考
察
に
も
と
づ
い
て
、
著
老
は
、
国
民
の
あ
い
だ
に
分
裂
的

傾
向
が
存
在
し
、
そ
の
た
め
に
近
代
化
の
前
提
と
し
て
の
統
一
を
確
保
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
新
生
諸
国
の
場
合
に
は
、
一
党
体
制
は
明
ら
か
な
長
所
を
も
つ

て
い
る
、
と
い
う
積
極
的
な
評
価
を
あ
た
え
て
い
る
（
二
九
頁
）
．

　
三
　
い
わ
ゆ
る
政
治
的
近
代
化
の
問
題
お
よ
び
一
党
体
制
の
間
題
は
、
近

時
、
政
治
学
者
、
地
域
研
究
者
の
ま
え
に
提
出
さ
れ
た
重
要
な
テ
：
マ
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
政
治
的
近
代
化
の
問
題
は
比
較
的
短
期
間
の
う
ち
に
少
な
か
ら

ぬ
数
の
研
究
者
に
ょ
つ
て
論
及
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
ノ
い
ま
だ
に
明
確
に
把

握
さ
れ
る
に
い
た
つ
て
い
な
い
極
め
て
ポ
レ
ミ
ー
ク
な
主
題
で
あ
る
。
や
や
印

象
論
的
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
経
済
的
近
代
化
の
場
合
の
よ

う
に
い
く
つ
か
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
拾
い
、
そ
れ
を
土
台
と
し
て
数
量
化
を
お

こ
な
う
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
度
合
を
測
定
す
る
と
い
つ
た
方
法
を
も
つ
て
し
て

は
、
こ
な
し
き
れ
ぬ
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
種
の
「
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
」
に
な
り
終
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
た
と
え

大
味
で
は
あ
つ
て
も
．
一
種
の
文
明
論
的
接
近
方
法
を
も
つ
て
し
た
方
が
、
よ

り
効
果
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
筆
老
は
、
エ

マ
ー
ス
ン
教
授
の
政
治
的
近
代
化
論
に
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

展
開
さ
れ
た
議
論
は
か
な
ら
ず
し
も
近
代
化
の
問
題
を
す
る
ど
く
解
剖
し
え
た

と
は
思
わ
れ
な
い
．
ま
た
、
近
代
化
の
問
題
と
一
党
体
制
の
問
題
の
有
機
的
関

係
も
、
十
分
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
か
つ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
た
だ
、
前
述
の

ご
と
く
、
一
応
の
問
題
点
を
整
理
す
る
意
味
で
は
、
本
書
は
十
分
そ
の
役
を
は

た
し
え
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
一
九
六
五
・
ニ
マ
ニ
七
　
　
小
田
英
郎
）

紹
介
と
批
評

一
七

（
二
二
三
）


