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安

全

保障に
お
け
る
首
相
の
手
法

〜
防
衛
予
算
G
N
P
1
%
枠
撤
廃
に
つ
い
て

〜

総
合
政
策
学
部
四
年
山
内
康
生

序

章
一
、

防

衛

政

策

とG
N
P1
%

枠

に

つ

い

て 

ニ

、

大

統

領

型

首

相

と

し

て

の

中

曽

根

首

相

三

、

議

院

内

閣

制

型

首

相

と

し

て

の

行

動

終

章

序
章

春

有

の

大

震

や

日

々

変

化

す

る

な

ど

、

政

治

を

と

り

ま

く

襲

が

大
 

き

く

変

わ

り

つ

つ

あ

る

中

、
政

府

は

政

雾

針

の

暑

し

と

変

革

を

求

め

ら

れ

て

い

る

。 

し

か

し

現

状

を

よ

そ

に
変

革

を

行

で

常

に

反

対

す

る
勢

力

が

存

在

す

る

た

め
、

い

く

つ

も

の

合

^

^

を

要

し

、

ね

じ

れ

て

い

る

国

会

ど

こ

ろ

か

与

@

で

i

見

が

分 

か

れ

結

論

が

出

な

い

こ

と

が

多

々

あ

る

。

こ

れ

に

と

も

な

い

法

案

の

成

立

や

政

裹

定 

が

行

い

に

く

い

^

^

が

続

き

、

同

時

に

上

^

と

も

い

え

る

日

本

の

財

政

赤 

字

は

增
X.
続

け

て

い

る

。

政

治

の

一

つ

の

塞

と

し

て

予

が

あ

げ

ら

れ

る

。
ど

の

政

策

に

多

く

配

分

し

、 

ど

こ

を

削

る

か

に

よ

つ

て

政

府

の

®

^

の

方

針

を

方

向

づ

け

る

こ

と

が

で

き

る

。
ま

た

、 

予
算
の
成
立
に
関
し
て
は
憲
法
に
よ
^

に

と

i

権

が

あ

る

た

め

、

ね 

じ

れ

て

い

で

可

決

し

な

く

と

^

立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に 

政

！
^

形

成

す

る

法

律

と

予

算

で

は

、

制

度

的

に

予

算

の

ほ

う

が

成

立

さ

せ

る

こ

と

が 

六
i
で
あ
り
、
い
か
な
る
状
況
で
^
^
府

は

に

反

映

さ

せ

る

こ

と

が

で

き
 

る

と

い

え

る

。

し

か

し

、

こ

の

予

に

閨

し

て

国

論

を

二

分

す

る

よ

う

な

講

論

が
 

起

こ

つ

たSK
H

ど

の

よ

う

に

対

処

す

る

の

だ

ろ

う

か

。

本

研

究

で

は

政

府

の

方

針

を

描

く

こ

と

が

で

き

る

ひ

と

つ

の

手

段

と

し

て

の

予

算

に 

t
i
m

し
、

^
}
^
の

事

例

を

元

に

政

府

^

^

を

M

す

る

に

到

る

過

程

を

予

算

と

い

う

観 1



点

か

ら

、

分

析

し

_

論
し
て
い
き
た
い
と
田
や
っ
。

そ

し

て

、

含

取

も

政

治

に

求

め

ら

れ 

て

い

る

"
決

め

る

力

•
変

え

る

力

"
は

具

：

に

ど

の

よ

ぅ

な

形

で

存

在

す

る

の

か

を

解 

明

し

た

い

。

具

：̂

な

事

例

と

し

て

、

中

屢

内

閣

の

S

予

算
G
N
P1

に

い

た

る 

ま

で

の

政

^

^

過

程

を

§

っ
。

す

で

に

述

べ

た

通

り

政

策

の

方

針

を

^

^

す

る

に

あ 

た

っ

て

は

様

々

な

ハ

ー

ド

ル

を

越

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

加

え

て

日

本

の

安

全

雞
 

政

策

は

、

歴

史

的

縁

か

らf

ィ

デ

オ

ロ

ギ

ー

の

強

い

基

の

一

つ

で

あ

り

、

隱

 

情

勢

や

日

本

が

置

か

れ

て

い

る

状

況

の

他

に

多

く

の
f

禱

を

考

慮

し

、

政

治

的

な
i
 

を

経

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

難

し

い

碁

で

あ

る

。

中
；

は
日
本
の
^

を
！！®

一
し
、
第

一

歩

と

し

て

予

算

は

G
N
P 

ー
％
枠

を

震

す

る

と

打

ち

出

し

た

。

G
N
Pー
％
枠

と

ぃ

ぅ

ー

九

七

六

年

(
昭

和

五 

一
年
)
三
^S

S

で

疆

決

定

さ

れ

た

醫

政

策

の

方

針

を

ど

の

よ

う

に

し

て

震
• 

亦
®

し

た

の

か

に

つ

い

て
f

し

て

い

く

こ

と

に

す

る

。

そ

れ

を

通

じ

て

国

家

の

な

政

策

無

時

の

予

算

決

定

を

ど

の

よ

う

な

隱

で

行

う

の

か

、

ま

た

政

策

的

な

豪

と

政

治

的

なM

の

対

立

は

ど

の

よ

う

に

®

^

さ

れ

て

い

た

の

か

を

述

べ

て

い

き

た

い

。

一
、

防

衛

政

策

の

変

遷

とG

N

P1
%

枠

に

つ

い

て 

(
1
)
戦

後

か

ら

の

防

衛

政

策

と

予

算

編

成

本

節

で

は

、

馨

す

ぐ

の

安

全

^

策

は

ど

の

よ

う

な

i
w
h
-

に

あ

り

、

何

を

考 

慮

し

て

い

た

の

か

に

つ

い

て

ま

と

め

る

。

ま

た

、

^

^

算

の

_

に

関

し

て

ど

の

よ

う

な

議

論

が

行

わ

れ

て

き

た

か

述

べ

る

こ

と

に

よ

り

、

醫

予

算

と

政

治

の

麗

を

説
 

明

し

た

ぃ

。

一

九

四

五

年

(
昭

和

ニ

〇

年

)
、
連

合

国

に

日

本

は

_

1

#

^

し
、
約

五

^

^

ぃ 

た

太

は

軍

民

合

わ

せ

て

約

三

一

〇
万
人
も
の
日
^<

が
亡
く
な
る
と
い

>
i 

劇

的

な

結

末

を

迎

え

た

。

こ

こ

で

の

経

験

は

現

代

に

い

た

る

ま

で

社

会

の

み

な

ら

ず 

各

々

の

意

識

に

も

根

強

^

^

つ

て

い

る

こ

と

は

い

う

ま

で

も

な

い

。

G
H
Qに
よ
る
統
治
の
中
、
^
^
す

る

が

考

慮

さ

れ

日

本

の

1
 

傭

が

進

め

ら

れ

る

こ

と

と

な

り

、

一
九
五
〇

年

(
昭

和

ニ

五

年

)

に

警

察

予

簾

が

発

2



足
し
た
。
そ
の
^

^

と
£
刖
を
変
え
ー
九
五
四
年
(
昭
和
ニ
九
年
)
に
は

陸

.
海

. 

空
全
て
の
^
^
を

そ

ろ

え

と

な

り

、
同
時
に
所
管
官
庁
と
し
て
^&

が
発 

足
し
た
。

の
必
署
に
関
す
る
世
；̂囊
査
で
は
発
足
翌
々
年
の
一
九
五
六
年
で 

「
あ
つ
た
方
が
よ
い
」
が
五
八
％
、

「
な
い
方
が
よ
い
」
が
ー
八
％
と
な
つ
て
い
る
一
。 

し
か
し
、
^

®

も
な
い
こ
と
も
あ
つ
て
日
本
の
に
は
反
発
が
あ
り

、

i

 

九

条

の

麗

で

-
0
0
^
の

奮

そ

の

も

の

を

否

定

す

1

思
見
も
根
強
く
、

ー
九
六
〇
年 

(
惡

三

五

年

)

の
日
悉

^
3
®
!

争
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
ぅ
に
、
日
本
の
安
全
^
®

 ̂

策
に
関
し
て
は
国
論
を
二
分
す
る
^

^

激
し
ぃ
政
治
的
重
と
な
つ
た
時
代
で
ぁ

つ
た
。

E
W

S
IR

は
、

一

九

六

一

年

(
昭

和

三

六

年

)

に

池

田

総

理

が

訪

米

し

た

際

に

、

対 

ソ

連

を

畫

し

て

ぃ

た

ァ

メ

リ

カ

側

か

ら

陸

上

^

^

^

を

当

時

の

一

七

万

人

か

ら

三

〇 

万

人

に

ま

でm

す

る

よ

う

強

く

M
i

さ
れ
た
ニ
。
日

^

^

府

と

し

て

は

徴

兵

输

を

導

入 

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

ぃ

増

_
要

請

に

1

の

循

日

か

ら

ぁ

^

又
ず
、

財

§

で

も

大

き 

な
s

に

な

る

と

し

、

陸

上

®

!

^

の
！
*

IK

請

は

受

け

入

れ

ら

れ

な

い

と

し

た

。

付
け

加

え

て

、

当

時

日

本

が

お

か

れ

て

い

る

状

況

は

、

中

国

や

韓

国

と

は

国

交

を

回

復

し 

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
再

び

強

す

る

こ

と

が

周

と

の

の

障

害

に 

な

り

か

ね

な

い

と

の

が

あ

つ

た

と

も

考

え

ら

れ

る

。

検

討

の

®

i
f

最

^S

に
は 

一
八
万
人
ま
で
^

^

す

と

の

暴

を

提

一

6

し
た
号 

醫

予

算

は

、

が
誕
生
し
た
一
九
五
四
年
^〇

五

f

の
予M

g

を

先

に 

組

む

醫

整
P

画

を
歲

し

て

い

た

。

こ

れ

に

は

ほ

ぼ

ゼ

ロ

か

ら

の

ス

タ

ー

ト

と

な 

る
！

f
W
i

に

は

欠

か

せ

な

い

入

の

事

情

が

あ

つ

た

。
陸

•
海

•
空
の
全
て
の
部 

隊

を

創

設

す

る

と

な

れ

ば

、

そ

れ

ぞ

^
!
?
車

、

航

§

を

保

有

し

運

用

す

る

こ 

と

に

な

る

。

現

代

に

い

た

る

も

兵

器

の

^

^

は

数

4

か

ら

^

M
l

円

と

大

変

高

価

で 

あ

り

、

四

入

と

計

画

を

立

て

て

1

を

交

わ

し

て

も

と

て

も

一

^

®

の
予
算
で 

賄

え

る

も

の

で

は

な

か

つ

た

。

ま

た

、

計

画

と

共

に

五

の

予

算

を

確

保

す

る

こ

と
 

に

よ

り

¥

で
突
1

な

事

態

で

予

算

が

»

订

さ

れ

ず

計

画

に

^

&

を

き

た

し

、

1

 

の

眞

打

遅

滞

と

な

ら

な

い

よ

ぅ

に

す

る

crng

も

あ

つ

た

。

し

か

し

、

®

^

单

王

義
 

が

大

霸

の

予IW
g

で

は

異

色

と

も

い

え

る

こ

の

裏

に

、

大

馨

は

反

対

し

た

。

3



と

大

^
!
！
の

馨

に

よ

り

何

か

と

議

晒

が

多

い

^

^

予

算

に

関

し

て

、

先

に

五 

^
^
<
^
め

て

お

く

こ

と

で

そ

れ

以

上

增

又

る

こ

と

が

な

い

ー

種

の

歯

止

め

と

し

て

の

役 

割

を

：̂

価

値

と

し

て

強

調

し

、

政
治
的
章
®

合

い

を

持

た

せ

る

こ

と

に

よ

り

大

蔵

省 

側

が

了

承

す

る

こ

と

で

成

立

し

た

西

0

以
上
の
よ
ぅ
に
、

後
の
安
全
^

1
1
^

策
は
、
す

で

に

と

国
 

の

間

に

差

が

生

じ

て

い

る

こ

と

が

伺

え

る

。

ど

こ

に

バ

ラ

ン

ス

を

置

く

か

が

疆

で

あ
 

り

、

政

治

的

な

決

断

を

迫

ら

れ

な

が

ら

震

さ

れ

て

き

た

震

が

あ

る

。

(
2
) 

防

衛

予

算
G
N
P比
1
%
枠

の

成

立

過

程

前

節

で

述

べ

た

よ

ぅ

に

、

終

^

!

後

の

日

本

の

安

全

^
1
:
^
策

は

-
0
1
1
^
^
、

新

安 

保

久

瑪

I

返

還

な

ど

こ

と

あ

る

ご

と

に

与

野

党

が

激

し

く

対

立

し

新

安

保

夂

羁
 

^

與

還

な

ど

こ
と
あ

る

ご

と

に

与

野

党

が

激

し

く

対

立

し

て

国

会

で

乱

闘

が

起

こ

る 

ほ

ど

®

し

、
依

然

と

し

て

安

全

揉

に

対

す

暴

論

は

、
ま

と

ま

つ

て

い

な

か

つ

た

。

そ

の

一

方

で

、

一

九

七

に

中

国

が

ア

メ

リ

カ

に

！
^

し
、

日

本

と

も

国

交

を

回
復
す
る
な
ど
、

に
あ
つ
た
ニ

f

立
^M

が
！！
^

さ

れ

る

こ

と

が

あ

つ 

た

。

こ

れ

に

よ

り

、

与

野
f
ハ
に
«

け

て

い

る

安

全

^

策

の
i

し

を

迫

ら

れ

る 

こ

と

とな

つ

た

。〇

一̂

^

か

ら

一

六

年

が

経

過

し

、

®
！̂

の
必

1
^
1

に
つ
い

て 

の

進

調

査

で

は

「
あ

っ

た

ほ

ぅ

が

よ

い

」
が

七

三

％

に
、
「
な

い

方

が

よ

い

」
が

ニ

ー

％ 

に

ま

で

下

が

る

な

^

に

対

す

る

国

民

の

理

解

が

得

ら

れ

て

き

て

い

る

こ

と

が

数

宝

伺

え

る

五

。

発

足

し

た

ば

か

り

の

®

0
-E

閣

は

日

中

の

国

交

を

回

復

す

る

だ

け

で

な

く

、
中

国

政 

府

か

ら

日

^

に

対

す

る

を

取

^

!

け

、

そ

の

ま

ま

の

政

府

は

迫

る

第

四 

次

^

U
1

の

と

り

ま

と

め

を

行

い

、

一

九

七

ニ

年

(
昭

和

四

七

年

)

か
ら
一
九
七
丄
ハ 

年

(
昭

和

五

一

年

)
ま

で

の

五

®

分

と

し

て

五

兆

六

七

0
0

^

円

と

し

た

"ハ
。
こ

れ

は

、 

第

二

次

の

一

兆

三

o
o

§
H
r

第

三

次

の

ニ

兆

三

四

〇

§

円

か

ら

す

る

と

装

憊

日 

及

の

た

め

ま

さ

に

倍

々

に

な

つ

て

い

る

。

ま

た

、

こ

の

第

四

次

を

決

定

す

蠢

、

野

党 

の

反

発

が

厳

し

く

、
i

に

関

す

る

決

定

を

額

と

同

時

に

行

ぅ

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

。 

こ

れ

を

機

に

田

中

総

理

は
i

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
必
や
昨
今
の
国
^W

R

も
踏

4



ま

え

、

野

党

か

ら

反

発

を

受

け

に

く

く

す

る

獲

を

模

索

す

る

よ

う

に

^

h

に

対

し 

て

指16

す

る

。

そ

の

後

、

^

を

中

心

に

「
平

—

の
^

靈

が

提

案
さ
れ
る
七
。

当

時

主

に

ソ

連

か

ら

の

予

想

さ

れ

る

侵

攻

に

対

応

す

る

だ

け

の

^

R

を

備

え

る

所 

力

と

い

>

^

え

方

が

あ

り

、

^

^

予

算

を

膨

張

さ

せ

る

一

つ

の

主

張

で

あ

つ 

た

。

し

か

し

ソ

連

が

全

軍

で

攻

め

て

き

た

こ

と

も

相

楚

す

る

と

と

て

も

そ

こ

ま

で

の

防 

衛

力

を

整

備

す

る

こ

と

は

難

し

い

。

一
方
で
、

田

中

総

理

の

章

筒

に

も

あ

る

よ

う

に

、 

現

^

^

有

す

る

^

^

力

で

ど

う

^

^

す

る

か

護

晒

す

る

べ

き

と

い

う

の

が

^

^

の
防 

衛4
:
^
1

で

あ

る

。

こ
の
®

S
段

階

で

、

近

年

の

1

予

算

を
G

N

P比
較

す

る

考

え

方

が

始

め

て

さ 

れ

た

。

当

時

の

国

会

で

の

議

論

を

見

る

^

0
、

算

に

枠

を

設

け

る

こ

と

で

、

防 

衛

政

策

で

は

常

に

反

発

す

る

野

党

を

抑

え

込

み

た

い

意

図

が

あ

つ

た

と

伺

え

る

。

し
か 

し

、

経

済

成
！：：K

に

あ

つ

た

た

め

、

第

七

0
U
0

会

で

は

社

会

党

か

ら「
G

N

P
 

一
％ 

論

を

政

策

と

し

て

推

し

進

め

て

い

け

ば

、

経

済

大

国

イ

コ

ー

ル
^

014<

国

の

®g

を

承

認

す

る

事

に

な

る

」

と

の

反

発

を

受

け

る

こ

と

と

な

つ

て

し

ま

つ

た

。

そ

の

後

、 

時

の

^

^

は

内

容

が

決

ま

る

こ

と

な

く

、

議

論

も

進

ま

ず

田

^

-E

閣

は

ロ

ッ

キ 

丨

ド

事

件

に

よ

^

5
®

し

て

し

孝

っ

。

次

に

発

足

し

た

三

^

:

閣

で

任

命

さ

れ

た

坂

田

道

太

^

:

:

長

官

が

！̂

時

の

防

衛 

カ

篇

、¥H
ひ
取
1

げ

、

^
I
hrE

で
！！

論

が

始

め

ら

れ

た

。

第

一

段

階

と

し

て

、 

京

大

^

^

の
一i

正

堯

氏

を

は

じ

め

1
3
1

家

や

エ

コ

ノ

ミ

ス

ト

を

中

心

と

す

る

i

有 

P

か

ら

な

る

^

h

長
官
の
と
し
て

「
S

を

考

え

る

会

」

を

1

し

、
「
防雾

画

を

震

討

し

第

五

次

蕩

計

画

と

は

せ

ず

、
新

し

い

醫

塞

備

を

考
 

え

る

べ

き」
、

「
G

N

P

 

一
％

以

内

で

質

の

向

上

に

畫

を

置

く

よ

ぅ

に

方

針

を

§

さ 

せ

る

。
」
と

の

提

言

を

坂

田

長

官

に

提

出

す

る

。
こ

こ

で

な

さ

れ

た

も

の

は

あ

く

ま

で

も 

提

言

で

あ

り、
G

N

P
 

一
％

と

い

ぅ

数

値

も

財

政

学

的

な

靈

が

あ

る

わ

け

で

は

な

く

、 

当時の予が

G

N

P
 

一
％

以

内

で

§

し

て

い

た

こ

と

か

ら

、

考

え

ら

れ

た

に 

す

ぎ

な

い

点

に

留

意

し

て

お

き

た

い

公

「
藤

を

考

え

る

会

」

か

ら

の

議

を

受

け

平

和

時

の

蕩

力

の

$

と

し

て

、

坂

田

5



長

官

は

現

存

す

の

：

3
^

を
!̂;す
る
こ
と
を

DI ®
|

とする力と
 

い

え

方

を

国

会

で

発

表

し

た

。

こ

れ

に

よ

り

、

五

年

ご

と

の

決

め

ら

れ

て

い

た

防 

衛
予
度
が

f

の
製
造
—

が

^

度

と

し

て

残

る

も

の

の

、

予

算

単 

1

 
主
義
に
一f

五

年

と

い

ぅ

長

期

で

の

計

画

で
i

政

策

の

方

向

性

を

持

た

せ

る

こ 

と
よ
り
、
田

萬

閣

時

代

に

蠢

さ

れ

た

策

が

完

成

す

る

0
 

こ

れ

ま

で

は

国

会

内

の

ィ

デ

才

ロ

ギ

ー

対

応

、

野

党

対

策

と

し

て

の

政

局

を

中

心

と 

す

る
S

を
®

し
た
が
、
こ

の

他

に

も

当

時

日

本

が

お

か

れ

て

い

た

か

ら 

ど

の

よ

ぅ

な

必i

に

迫

ら

れ

て

い

た

の

か

^

f

へ
て
お

き

た

い

。

五

^

の

防

衛

計 

画

をn *

す

こ

と

と

な

つ

た

政

策

面

で

の
i

の

一

つ

に

は

一

九

七

三

年

(
昭

和

四

八 

年
)
の
オ
ィ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第

四

次

の

露

に

よ

り

石

德

格
が
！®

し
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ヨ
ン
に
よ
り
、
^

^

い

た

甘

長

が

終

わ

る

要
 

因

と

も

な

つ

た

。
政

府

は

！

M

界

に

対

し

て

エ

ネ

ル

ギ

ー

の
i

を

求

め

る

と

同

時

に

、 

_

ー
1

®

を

押

さ

え

る

政

^

j

と

る

な

ど

^

^

を

安

定

化

さ

せ

る

た

め

の

政

！
^

と

る 

こ

と

とな

つ

た

。も

う
一
つ
は
、ア

メ

リ

カ側

か

ら

の^ils

に
_

す

る

要

請

に

あ

る

。

例

え

ば

ソ

連

の

潜

水

艦

を
f

す

る

た

め

の

霞

哨

戒

機

の

購

入

を

な

く

さ

れ

、
 

兵

器

や

禱

の

値

上

が

り

が

追

い

打

ち

を

か

け

、

五

年

ご

と

に

額

が

嬉

す

る

と

い

う
 

鐘

を

起

こ

し

て

い

た

。

こ

う

し

た

状

況

が

続

く

と

、

途

中

で

計

画

の

修

正

が

で

き

な 

い
た
め
、
五
年
ス
パ
ン
で
の
計
画
に
は
、
計

画

そ

の

も

の

の

に

f

が
生
じ
た
な 

こ

の

よ

う

に

、

野

1

 
策

を
m
iし
た
政
§

と
！

の

M
R

に

対

応

す

る

べ

き 

政

i

の

両

方

か

ら

、

日

本

の

安

全

^

!

^

策

は

i

さ

れ

て

き

た

と

い

え

る

。

新

し 

い

蕩

の

震

に

関

す

る

一

連

の

！

i

論

が

起

こ

つ

た

根

本

に

は

慕

を

中

心

と

す

る

政 

権

襄

晨

か

ら

の

壓

で

あ

り

、

そ

れ

を

具

箱

す

る

の

が

^

t
：

で

あ

る

が

、

予

算 

震

過

*

^

の
最
終
1

階

へ

き

て

両

者

の

間

に

绑

議

の

差

が

生

じ

た

。

当

初

、

蕩

 

庁
の
方
針
と
し
て
は
、
単

主

義

に

費

打

す

る

と

と

も

に

S

大

綱

と

し

て

五

か

ら 

一
〇

年

毎

に

新

し

い

計

画

を

^

し
、

そ

れ

を

元

に

予

算

を

毎

年

組

ん

で

い

く

と

し

て 

い
た
。

今

ま

で

行

わ

れ

た

五

§

一

括

の

蕩

予

算

が

持

つ

て

い

た

歯

止

め

と

し

て

の 

は

防

綱

に

置

き

換

え

る

と

し

た

。

し

か

し

、

数

値

と

し

て

の

予

算

額

を

f
 

込

ま

な

い

^

®
5

画

を

新

し

い

歯

止

め

と

す
i

と

「
蕩

を

考

え

至

！

l
i

か

ら

の

提

6



案

で

も

あ

るG
N
P
 

一％
枠
で
は
、

に
枠
を
設
け
る

こ

と

の

で

き

る 

一
％
枠

の 

方

が

馨

か

ら

の

反

発

も

^

^
ノ
な

い

と

政

府

i

が

i

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。

枠 

を

設

け

る

と

し

て

^

と

考

え

て

い

た

^

t

とa
t

決

定

を

行

い

上

限 

化

し

た

い

大f

と

の
i

は

f

し

、k
s

僚

が

出

席

す

る

国

防 
1

は

二

度

も 

行

わ

れ

る

こ

と

と

な

つ

た

。

最
i

に

は

、

ハ
ト
派

で

知

ら

れ

る

三

木

S

の
！
^

に 

よ

り

^

<

綱

と
G
N
P
 

一
％
枠

ニ

本

の

設

け

る

大

^

！側
の
章
商
が
通
る
判 

断

が

下

さ

れ

、

^
l
b側
へ

の

譲

歩

と

し

てG
N
Pー
％
は

『
め
ど
』
と
し
、
期
間
は 

『M
J

い

ぅ

言

葉

に

書

き

か

え

ら

れ

た

が

、

政

糧

が

考

又

る

野

蹇

策

は

！

さ 

れ

た

ぅ

か

く

し

て

一

九

七

六

年

一
一
月

五

日

「

i

、

の
^

^

^

^

の
^

^

が 

当

の

1
M

総

生

産

の

百

分

の

一

に

1

す

る

額

を

超

え

な

い

こ

と

を

め

ど

と

し 

て

こ

れ

を

お

こ

な

ぅ

も

の

と

す

る

」

と

S
E

決

定

が

行

わ

れ

た

。

こ

こ

に

き

て

、

長

年 

の
®

^

項

で

あ

っ

たP
衛

政

策

は

政

糧

が

考

又

る

野

蹇

策

が

f

さ

れ

完

成

し

、 

そ

の

引

き

換

え

と

し

て

変

動

的

な

あ

い

ま

い

な

1

し

と

し

て

G
N
P
 

一
％
枠

が

誕

生

す

る

の

で

あ

る

。

(
3
)
日

本

を

取

り

巻

く安

全

保

障

環

境

の
変
化

一
九
七
ニ
年
の
田
*

-E

閣

よ

り

四

年

を

か

け

て

、

国

民

の

コ

ン

セ

ン

サ

ス

を

と

る

と 

い

針

の

も

と

、
野

党

対

策

で

あ

予

算

に

お

け

る

二

重

の

歯

止

め

が

麗

決 

定

を

も

っ
X歲

し

た

。

し

か

し

、

そ

ぅ

し

た

日

轰

府

の

努

力

も

む

な

し

く

、

黨

 

雲

は

急

変

す

る

。

一

九

七

九

年

(
昭

和

五

四

年

)

一
二
月
、

ソ

連

が

ア

フ

ガ

ニ

ス

タ

ン

に

侵

攻

し

た

。 

そ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
デ
タ
ン
ト
政
策
に
よ
^

*

が
進
ん
で
い
た
が
、
 

ソ
連
の
目
一
1

な

1

行

動

に

急

き

よ

ア

メ

リ

カ

は

政

策

^

^

を

迫

ら

れ

て

い

た

。

ま 

た

、

ソ

連

の

畫

な

核

兵

震

発

に

よ

り

一

九

七

五

年

(
昭

和

五

〇

年

)

か

ら

の

五

年 

間

で
i

が

、

ソ

連

の

方

が

勝

るS

と

な

っ

た
。

こ

れ

に

よ

り

^

^

^

が

深

刻

化 

し

た

が

ア

メ

リ

カ

は

ソ

連

と

の

核

兵

着

獎

參

の

必

要

に

迫

ら

れ

、

ソ

連

は

新

た

な 

核
丘
^

^

備

と

い

ぅ

外

交

力

ー
ド
を
持
つ
こ
と
と
な
つ
た
一
一
。

7



ソ

連

は

戦

至

欧

州

と

接

す

る

西

側

と

、

海

を

挟

ん

だ

日

本

と

ア

メ

リ

カ

の

東

側

の 

二

方

向

を

|
1
1
|
^
る

と

考

ぇ

ら

れ

る

。

欧

州

と

は

讓

き

で

あ

り

、

2

<

^

0

が

簾
 

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

ソ

連

か

ら

す

れ

ば

重

大

な

震

で

あ

る

が

、

核

丘

囍
の

削

減

を 

求

め

る

ア

メ

リ

カ

側

の

章

筒

か

ら

す

れ

ば

_

さ

れ

る

こ
と
—

を

防

ぎ

た

い

が

、

ま 

ず

N
A
T
Oの
ー

員

と

し

て

欧

州

側

の

重

大

な

危

機

へ

の

対

応

を

考

え

な

け

れ

ば

な

ら 

な

か

っ

た

…
。

米

ソ

間

に

核

兵

器

に

ょ

が

生

じ

て

い

る

事

態

は

日

本

に

と

つ

て

も

重

大 

な

で

あ

り

、

日

^

の
1

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

し

か

し

、

当

時

の 

日

本

に

は

も

ぅ

一

つ

のS

が

あ

っ

た

。

一
九
七
〇

#

に

ニ

ク

ソ

ン

大

S

が

固

定 

比

率

に

ょ

る

ド

ル

馨

と

金

の

霞

を

停

止

し

た

こ

と

で

黨

経

済

の

鐘

み

が

変

わ
 

り

、

二

度

の

石

磐

機

に

よ

^

!

^

済

は

低

迷

し

て

い

た

。

そ

の

中

で

日

米

貿

易

摩 

擦

に

よ

り

ア

メ

リ

カ

の

貿

易

^

7

の
^4?

が

日

本

と

の

貿

易

に

よ

る

も

の

と

な

つ

た

。 

そ

の

後

、

力

ー

夕

丨

大

種

よ

り

、

当
時
の
大
一
^

E

閣

に

対

し

て

日

本

の

^R

を

強 

化

す

る

よ

う

要

請

さ

れ

る

。

要

請

さ

れ

たi

カ

^

^

は
、

日i

府

に

対

し

て

E
p
i

の

一

員

と

し

て

ソ

連 

に

対

抗

す

る

た

め

の

能

度

を

表

し

て

ほ

し

い

と

い

一
^

と

、日

本

で

使

わ

れ

て

い

る 

兵

器

の

ほ

ぼ

全

て

が

ア

メ

リ

カ

か

ら

購

入

し

て

い

る

こ

と

を

¥

え

、

新

た

な

兵

器

を 

買

ぅ

よ

ぅに

と

の
章
深

が

込

め

ら

れ

て

い

る
こ

と

が伺

え

る

。

日
本
の
立
場
と
し
て
一
九
七
九
年
か
ら
、
f

心
に
米
ソ
の
を
求
め
て
い
た
。
 

す
で
に
述
べ
た
通
り
、
、̂g

に
^

^

で
の
日
本
の
地
政
学
的
地
位
が
向
上
し
た
こ 

と
か
ら
ア
メ
リ
カ
か
ら
再
三
に
わ
た
り
^

^

の
^
^
を
要
請
さ
れ
た
。
し
か
し
、
防 

衛
予
算
は
ほ
ぼ
毎
年G

N

P比
〇
.
九

％
で
^
^
し
て
お
り
、G

N

P
 

一
％
枠
を
決
定 

し
た
際
の
大
@

臣
で
も
あ
つ
た
大 

理
は
1

(予
算
1

)

に
対
し
て
難
色
を 

示

し

た

一

三

。
こ

れ

に

よ

り日
^

讓

も

深

刻

化

し

、
緊
迫
し
た
^M

に
&

 

わ
ら
ず
日
^
®
^
は

0
1
^

の
一
途
を
た
ど
つ
た
。

一
九
八
〇

年

(
昭

和

五

五

年

)
、
新

た

に

鈴

裘

閣

が

成

立

し

ア

メ

リ

カ

變

系

ら

も
 

を

求

め

ら

れ

、

^t

か

ら

^

理

に

直 1

す

る

も

「M

と

も 

f

す

る

1

なi

な

の

で

、

：̂

、

^

^

大

蔵

の

省

庁

間

で

よ

く

詰

め

て

ほ

し

8



い
。
」
と
目i

な

言

及

は

行

わ

れ

な

か

つ

た
S
。
蠢

の

と

こ

ろ

、
日

本

の

財

政

靈
 

は

国

債

の

大i

行

に

ょ

り
i

が

硬

直

化

し

つ

つ

あ

り

、

総

1

ら

$

§

_

管
一
言 

を

発

令

す

る

ほ

ど

で

あ

つ

た

た

め

、

ア

メ

リ

カ

か

ら

の

^

の

要

請

は

受

け

入 

れ

ら

れ

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

一

九

八

ニ

年

(
昭

和

五

七

年

)

一
二
月
、

鈴

^

E

閣

の 

財

^

^

対
策
の
た
め
の
一
®i

、

日

^

®

^

の

i
l
r

ソ

連

対

策

と

し

て

の

安

全 

の
！！*

し

な

ど

の

多

く

が

麗

と

し

て

、

中

！
^

内

閣

に

引

き

継

が

れ

る 

こ

と

と

な

つ

た

。

本

誓

頭

で

はE
M

*

と

日轰

府

の

対

応

を

述

べ

た

が

、

も

ぅ

ー

つ

舊

す

べ
 

き

点

と

し

て

が

抱

え

る

腦

に

つ

い

て

も

触

れ

て

お

き

た

い

。
日
本
の
^
^
: 

制

は&
M

：

閣

の

時

に

#

M

さ

れ

た

^

^

の
^

^

力

を
f

と

し

、

®

!

^

が

保

有 

す

る

を

P

し

て

い

く

こ

と

に

を

置

く

！̂

を
^

K

綱

と

し

て 

組

み
、
G
N
P
 

一
％
枠

を

守

り

な

が

ら

続

け

ら

れ

て

き

た

。

蕩

予

算

は

大

き

く

三

つ
 

の

分

類

に

分

け

ら

れ

、

一

つ

目

は

人

と

し

て

蕩

予

算

全

体

に

占

め

る

製

ロ

は

五
 

〇

％
前

後

と

大

き

く

、

八

〇

$

中

盤

に

は

定

年

？
^

^

が

急

増

す

る

こ

と

が

予

測

さ

れ
て
い
た
ー
五
。

二
つ
目
は
五
@

を
一
括
予
算
と
す
る
^
:
か

ら

単

主

義

に

锋

订
 

す
る
際
に
^
:
と
し
て
認
め
ら
れ
た
^

*
(

既
定
^ti

i
O

で
あ
る
。

こ

れ

は

露
 

や
航
空
機
な
ど
古
翳
で
、
し

か

蠢

汪

か

ら

麗

ま

で

数

年

か

か

る

も

の

に

一

年

ご

と 

に

分

割

し

て

支

で

あ

る

。

一
九
五
七
年
(昭
和
三
ニ
年
)
ま
で
は
占
め
る
割 

合は一〇％畫
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、糧

の

大

調

達

期

間

の
 

長
！

に
伴
い
增
又
続
け
ー
九
八
ー
年
(
昭
和
五
六
年
)
に
は
ニ
六
％
に
ま
で
上
が
り
、 

そ

の

_

々

ニ

〜

四

％

ず

つ

®

ロ
を
^

^

し
て
い
る
一
六
0

こ
の
二
つ
のi

に
関
し
て
は
、i

上
義
i

と
い
え
る
。
最
後
の
予
算
区

分

と

し

て予

算

議
か

ら
義

舊

雲
を引いた®

と

呼
ぶ
。
霞

と
い
え
で
も
訓
^

^

料
費
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
自
由
に
使
え
る
わ
け
で
は 

なく、

加
え
て
既
定
^

*

の
増
加
に
伴
い
逼
例
す
る
形
で
占
め
る
製
口
が
繁
ノ
し
、 

ニ
〇
％
屋

と

な

っ

て

い

る

。
蕩

予

算

の

議

と

し

て

は

、
厳
し
い
財
政
状
況
の
中 

で

他

の

予

算

が

削

減

を

く

さ

れ

て

い

る

に

&

わ
ら
ず
、

一
.
ニ
ー
％
増
と
わ
ず 

か
な
が
ら
伸
び
て
い
る
。
G
N
P比
で
い
え
ば
ー
九
七
八
年
(
昭
和
五
三
年
)
に

Q
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九

％

に

な

つ

て

か

ら0.
九

ー

、
0.
九

三

と

伸

び

、

つ

い

に

ー

九

八

五

年

(
昭

和

六 

〇

年

)

に
〇

.

九

九

七

と

完

全

に

枠

ギ

リ

ギ

リ

に

迫

つ

て

い

る

i 

防
¥

算

が

ー

九

七

半

か

ら

八

〇
_

に
か
け
て

G
N
P
 

一
％
枠

ギ

リ

ギ 

リ

に

ま

で

増

加

し

た

の

に

は

、

^
1
0
^
の
1

に
関
し
て
一
^

が
^

^

在

し

た

。 

ま

ず人
#
*

に

関

し

て

、

政

府

と

は

独

立

し

た

立

場

か

ら

公

務

員

の

1

に

関

し

て 

持

つ

人

事

院

は

、

〈
崇

と

の

差

額

を

減

ら

す

た

め

に

政

府

に

対

し

て

給 

与

引

き

上

げ

の

人

事

ロ

を

行

つ

て

い

た

。

財

政

$

暴

壟

昼

目

が

出

さ

れ

た

一

九
 

八

ニ

年

は

四

•

八

五

％

の

引

き

上

げ

を

塾

ロ

し

た

が

、

政

府

側

は

財

政

難

を

蕾

に

見
 

送

り

、
翌

年

か

ら

六

.
四

七

％

の

蟄

ロ

を

受

け

一
r
Q
一
一
％

だ

け

引

き

上

げ

る

に

留

め

、 

翌

々

年

は

六

.

四

四

％

の

引

き

上

げ

を

三

•

三

七

％
だ

：̂

施

し

た

K
。

こ

の

三

年

に 

わ

た

る蹵

ロ

の

無

視

あ

る

い

は

政

府

に

よ

る

修

正

に

対

し

て

人

事

院

は

禱

を

表

明

し 

反

発

し

た

。

こ

の

た

め

、

一

九

八

五

年

に

は

覆

宣

震

官

が

こ

れ

か

ら

三

®

で
官 

民

の
f

の

差

を

埋

め

た

い

と

の

1

、議

を

し

め

し

、

そ

の

年

の

五

•

七

四

％

の

引

き

上 

げ

靈

ロ

は

そ

の

ま

ま

実

施

す

る

こ

と

と

な

つ

た

。

蠢

に

公

務

員

の

筆

が

引

き

上

げ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
約

ニ

五

万

人

を

抱

え

の

人
#
#

は
膨
大
な
額
に
な 

る
。

i

予
算
は
半
分
を
占
め
る
人
が
上
が
る
こ
と
に
よ
り
、

i

予

算

はW
K

 

に

増

加

す

る

こ

と

に

な

る

。

次

に

既

定

^

*

に

関

し

て

、

1

ア

メ

リ

カ

か

ら

購

入

し

た

兵

器

の

一

部

の

更

新 

す
る
必
要
が
あ
つ
た
。
航
.

で
は
保
有
す
る
航
你
儀
の
飛
行
^

^

間
と
装
備 

の
i

を

考

慮

し

、

一
九
七
六
年
に
i

王
^

と

し

てF
-
1
5
を

配

儷

す

る

こ 

と

を

決

定

し

、

七

九

年

に

国

内

で

ラ

イ

セ

ン

ス

生

産

を

始

め

八

一

年

か

ら

一

五

五

_

 

備
す
る
計
画
を
立
て
た
。
ま
た
、

と
®

^

に
つ
い
て
も
一
九
八
一
年
に 

は

機

種

の

1

な

ど

検

討

を

始

め

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、
^

^

は

0
-
1
3
〇

に

決

ま

り 

八

四

年

か

ら

一

六

機

を

^

^

入

す

る

こ

と

と

な

り

、

装

櫬

の

大

部

分

を

ー

新

す

る

時 

期
に
あ
つ
た
。
海

上

も

^

^

^

戒
機
と
し
て

P
-
3
C
の

購

入

を

一

九

七

七 

年

に

決

定

し

、

そ

の

1

階

的

に

七

五

機

配

儷

す

る

こ

と

と

な

つ

て

い

た

。

M

は
、 

ー

醫

た

り
F

-

1

5が

約

一

二

§

円

、
9

1

3

0

が

約

四

五

億

円

、

？

3

0

が

約 

一
三
i

R
と

ー

世

«
刖
に

購

入

し

た

兵

器

に

比

べ

古

慶

な

1

が
1

さ

れ

る

た

め

10



全

般

的

に

^

^

が
ー
！®

し

て

お

り

、

ア

メ

リ

カ

か

ら

ラ

イ

セ

ン

ス

を

購

入

し

て

日

本

で 

生

産

す

る

_

、

ラ

イ

セ

ン

ス

料

が

上

乗

せ

さ

れ

る

た

め

さ

ら

に
！®

に
な
つ
た
一
な

最

後

に

外

部

I
®

と

し

て

、

今

ま

でP

成

長

に

よ

り

伸

び

続

け

て

い

た
G
N
Pが 

伸

び

悩

み

、

一
％
枠

に

醫

予

算

額

が

よ

り

迫

る

事

態

と

な

つ

た

。

一

九
七
六
年
に
防 

衛

予

算
G
N
P
 

一
％
枠
が
決
定
さ
れ
る
前
に
出
さ
れ
た
経
済
八

i
庁

に

よ

る
i
 

計

画

で

は

、

七

六

年

か

ら

八

〇

年

の

間

の

成

肇

は

一

三

％

と

想

定

さ

れ

た

が

、

蠢

 

は

九

. 

一
％

で

し

か

な

か

つ

た

。

そ

も

そ

^

®

|

政

策

は

経

済

と

財

M
S

を
#
!
!

し

、
P
辺

国

と

の

バ

ラ

ン

ス

を

取

り 

な

が

&

め

て

い

く

必

要

は

当

然

に

あ

る

。

し

か

し

、

人

_

や
^

*

な

ど

の

義

務 

的

必
i

か

ら

額

と

し

て

は

增

又

、

葉

と

し

て
G
N
P
 

一
％
枠

の

天

井

に

迫

る

に

到 

つ
た
の
は
、
天
井
の
上
昇
率
が
鈍
く
な
つ
た
と
い
う
も
あ
る
。

以

上

の

よ

う

に

醫

予

算G
N
P
 

一％
枠
が
定
さ
れ
て
餐
ソ
連
の
台
頭 

や
日
^
®
^
などのに加えての̂

W

の
増

加

、

経

霞

長

の

収
 

縮

が

重

な

り

、

^

^

予

算

が
G
N
Pー
％
枠

に

迫K̂

態

と

な

っ

て

ぃ

た

。

ニ

、

議

院

内

閣

制
と
し
て
の
首
相

(
1
)
議

院

内

閣

制

に

お

い

て

の

首

相

の
権
限

一

章

で

述

べ

た

通

り
G
N
P1

%

枠

に

関

し

て

は

、

成

立

の

薑
M
と

当

時

の

国

内

外 

の

雲

が

対

立

し

震

な

政

と

な

っ

て

い

た

。

そ

ん

—

、

一
九
八
ニ
年
一
二 

月

に

中

慕

内

閣

が

発

足

す

る

。

中

iD
3
®

n̂

は
、

襲

改

正

を

し

て

自

主

醫

を

行
 

い

そ

こ

か

主

外

交

を

一

^

一

す

べ

き

と

の

息

刪

を

持

ち

、

田
^

-

で

は

自

ら

大

臣 

で

は

な

く

^lb

長

官

の

ポ

ス

ト

をS

す

る

な

ど

の

^

®

^

に

関

し

て

政

治

^

! 

意

を

持

っ

て

い

たo
1

後

す

ぐ

、

1

予

算

は

！
*

に

合

わ

せ

て

決

め

る

も

の

で

あ 

り

、

始

め

か

ら

枠

を

設

け

る

べ

き

で

は

な

い

と

発

言

し

、

G
N
P
比一％

:

を目
 

指

す

ニ

§

中

由

晨

首

相

が

防

衛

政

策

の

，̂

を

図

り

G
N
P 
一
％
枠

を

撤

廃

さ

せ

る

ベ

く

用 

い

た

手

法

は

、i

内
S

の
S

な

ら

で

は

の

^

^

用

い

て

い

る

。

し

か

し

、

そ 

の
^

内S

に

お

い

て

はi

な
S

も

発

生

し

て

い

た

。
こ

の

節

で

は

ま

ず

、 

と
S

の

権

限

に

つ

い

てi

に
述
べ
強
み
と
点
に
つ
い
て
述
べ
て
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お

き

た

い

。

ま

ず

、

—

内

^

の

最

も

題

1

|

^

と

し

て

1

と

|
1
<§
^
^

が

あ

げ

ら

れ 

る
。

雲

は

葛

をK
3

す

る

こ

と

が

で

き

、

葛

は

閨

僚

の

過

裳

を

国

八

議

員

か
 

ら

1

び

任

命

し

内

閣

を

震

す

る

。
葛

は

麗

か

ら

M
t
W
d

を

得

る

の

で

は

な

く

、 

變

2X
か

ら

霍

を

得

て

内

閣

を

墨

し

靈

を

す

る

。
こ

こ

で

葛

と

變
33: 

を

つ

な

ぐ

畫

な

嘗

を

担

ぅ

の

が

政

党

で

あ

る

。

變

石

で

蠢

を

髮

す

る

政

党

が

_
と

な
り
一
^

の

長
と
し
て

出

を

行

い

、

一
方
！
一
^

で
は
！̂

の
§

に
必

要
な
予
算
や
法
の
際
の
支
と
な
り
政
著
囊
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

f

はの長と

i

で
i

を

占

め
i

の

代

表

の

二

つ

のf

を

持

つ

こ

と

に

な

り

、

党

養

と

響

の

両

方

の

任

亀

を

有

す

る

。

變

お

と

連

動

せ

ず

馨

の

立

場
 

で

あ

る

大

^

^

に

比

べ

、
震

内

謂

の

慕

は

政

党

の

代

表

で

も

あ

る

こ

と

か

ら

、 

變

S
信

任

が

得

ら

れ

や

す

く

政
f

実

現

す

る

た

め

に

強

い

権
f

持

つ

こ

と

に

な 

る
。

し

か

し

、

議

院

内

圏

は

政

党

を

介

し

て

一

^

と

變

14

が

連

動

し

て

い

る

た

め

、 

政

党

の

支

持

が

な

け

れ

ば

變

§

同

意

が

得

ら

れ

ず

政

策

を

護

す

る

こ

と

は

で

き

な

い
。

こ

の

た

め

政

^

^

過

程

に

政

党

は

立

案

の

段

階

か

ら

関

与

し

て

お

り

、

既

に

議 

会

で

^

^

を

占

め

て

い

る

政

党

で

あ

れ

ば

政

策

の

I
W
K

上

の

決

定

権

が

あ

る

と

も

言

え 

る
。

疆

に

し

て

、M

m
ら

が

行

い

た

い

政

策

に

関

し

て

^

E

で

意

見

が

割

れ

る

こ 

と
に
な
れ
ば
、
政

の

可

i

が

低

く

な

り

時

間

を

要

す

る

こ

と

に

な

る

三

。

以

上

の

よ

ぅ

に講

院

の

®

は
常
に
政
党
を
籠
と
し
、
®

と

變

'3ST
の
両 

方

に

関

わ

り

政

！
^

実

行

す

る

こ

と

が

で

き

る

1
^
@
、

政

党

か

ら

大

き

な

^
1
1

を

受

け 

る
0

(2
)

中

曽

根

首

相

が

用

い

た

議

院

内

閣

制

首

相

の

手
法

中

；

I

最

内

閣

が

誕

生

す

る

と

、

^

長

官

^

id

時

代

か

ら

の

念

願

で

あ

る

1

予 

算

G
N
P比 
一
％
枠

の

_

を

主

張

し

た

。

し

か

し

、

こ

の

主

張

に

対

し

て

ー

°/0
枠

は 

歴

代

内

閣

に

よ

り

1

政f

考

え

る

上

で

の

基

礎

と

な

り

国

民

の

一
*

が

得

ら

れ

て 

い

る

た

め

と

の

主

張

や

、

®

#

よ
^

^

^

^

を

M

し

て

行

く

べ

き

と

福

田 

赳

夫

、

三

木

武

夫

、

鈴

木

善

幸

ら

の

^

*

^

で

あ

る

党

の

量

1

問

に

反

対

さ

れ

12



支
持
が
得
ら
れ
な
い
經
心
と
な
る
。
ま
た
、
中
：

は
独
自
の
隱
を
持
つ
て
い 

た

が

、

当

時

の

自

民

党

の

三

大

隱

で

あ

る

榮

、

福

田

、

田

中

派

そ

れ

ぞ

れ

の

臺
 

を

受

け

な

け

れ

ば

党

か

ら

の

^

t
；

を

安

定

的

に

受

け

ら

れ

な

い

状

況

で

あ

つ

た

。

そ
こ 

で
、

党

人

事

で

は

主

要

三

役

で

あ

る

幹

事

長

、

政

調

八

裏

、

碧

八

裏

に

备

ニ

派

か

ら
 

ー
<

ず
つ
任
命
し
て
い
る
ニ
ニ
。

し

か

し

、

党

か

ら

の

$

を

確

保

す

る

た

め

の

1

4

 ̂

勢

が

、

の

ち

にG

N

P
 

一%

:

を
議
論
す
る
際
に
®

M

内

^

有

の

足

か

せ

と 

な

る

。

そ

の

後

の

人

事

で

、

鈴

木

派

を

引

き

^

^

こ

と

と

な

鲁

沢

喜

一

を

霧

八

裏
 

に

任

命

し

た

際

に

、

^

の
#

H
：

で

も

あ

るG

N

P
 

一％

に
反
対
さ
れ
る
こ
と 

と
な
つ
た
二
三
。

一

九

八

四

年

(
昭

和

五

九

年

)

四

月

、

i

で
具
；

に
議
晒
す
る
ベ 

く

安

全

§

調

査

会

に

s
を置き、七
月
に
は
の
^

t
； 

を

考

え

る

上

でG
N
P
 

一
％
枠

を

^

^

す

べ

き

。
」
と

合

意

^

^

が
で
き
た
も
の
の
予
相
心 

さ

れ

る

野

党

か

ら

の

反

発

に

加

え

宮

^

^

!

#

{

の

難

色

も

あ

り

、

^

!

決

定

が

得

ら 

れ

な

い

と

1

し

、

最

^

S

に中身がる

こ

と

を

決

断

する

ニ

四
。

一

節

で

述

べ

た

よ

う

に

震

内

疆

で

は

、

霞

側

で

あ
る

内

閣

が

政

著

実

現

さ

せ

た

い
f

、

政

党

か

ら

の

支

持

は

必

_

可

欠

で

あ

り

で

の

合

意

を

経

て

^

一

決

定 

を

得

た

も

の

の

み

が

、

国

会

で

—

さ

れ

法

さ

れ

る

。

よ

っ

て

、

中
：®

の 

は

政

党

と

い

ぅ

壁

に

ぶ

つ

か

が

難

し

い

i

と

な

っ

て

い

た

。

で

議

論

さ

れ

て

い

る

一

方

で

、

日

$

と

り

ま

く

安

全

§

の
！®

は
一 

章
三
節
の
通
り
ア
メ
リ
カ
と
の
協
線
をM

U

的

に

ア

ピ

ー

ル
し
®

^

を

^

S

し

て

、 

ソ

連

の

震

を

封

じ

込

め

た

い

靈

に

あ

っ

た

。

そ

の

た

め

に

は

、

い

く

ら

隱

社

会
 

に

離

又

か

け

て

も

蠢

の

行

動

が

伴

わ

な

い

腎

、

震

は

得

ら

れ

な

い

。

そ

の

た

め 

には̂
予̂
算
を
さ
せ

、

G

N

P
 
一％枠を̂

し̂
の
一
員
と
し
て
自 

国

の

^

^

す

る

こ

と

で

あ

る

。

ま

た

、

一

章

三

節

で
の
通
り
経
^

W

と 

情

の

双

方

か

ら

0

\

卩

ー
°/0
に

予

算

が

^

^

ち

し

て

い

る

^

^

で

あ

る

こ

と 

も

考

慮

す

る

と

、

外 
1

の
成

f

つ

な

ぐ

た

め

の

対

応

と

®

^

の
内
^

H

情

の

双 

方

か

ら
i

政

策

の
S

が
i

と

し

て
i

で

あ

つ

た

。

こ

れ

ま

で

*

^

^

ベ

て

き

た

よ

ぅ

に

讓

院

内

S

で
は
、
®
33T
が
S

を

選

出

し

®

を

隱

す

高

閣

を

震

す

る

た

め

て

い

る

。
變

3X
が

葛

を

雲

す

る
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形

で

窘

す

る

が

、
そ

の

霍

を

問

ぅ

た

め

葛

は

^

®

g

の
^

*

^

有

し

て

い

る

。 

こ
れ

は

？

M
と
は
異
な
る
選
挙
に
よ
り
国
民
か
ら
出
さ
れ
た
大
^
^
^
に
は
な 

い
i

で

あ

り

、i

内

画

の

®

と

し

て

こ

の

^

^

し

て

国

民

か

ら

の 

支

持

を

！

M

に

反

映

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

れ

ば

、

引

き

続

き

^

¢
5

と

し

て11
^

し

自

ら 

の
«

け

る

政

|

^

變

お

で

可

決

で

き

る

麗

を

整

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

九

八

六

年

(
昭

®

ハ
ー
年
)

七

夙

参

震

の

摇

が

f

と

な

り
i

の

改

選 

が

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

つ

て

い

た

。

！
^

®

g

は

一

九

八

三

年

(
昭

和

五

八

年

)

の

鐘
 

挙

に

お

い

て

一

票

のS

を

合

理

的
S

内

に

是

正

し

て

い

な

い

と

し

て
i

判

決

が 

下

さ

れ

て

お

り

、

^

ti

是

正

の

た

め

与

野

^

^

で
^

一

が

行

わ

れ

て

い

た

ニ
五
。
一
九
八 

六
四
年
目
と
な
つ
て
い
た
中
震
内
閣
は
、外

交

で

は

に

向
 

け

て

の

取

り

組

みや
、
安に向けて武三原則に反すると 

し

て

長

年

拒

み

続

け

て

き

た

^

^

^

カ

を

行

う

こ

と

を決

め

、
ロ

ン
•
ヤ

ス

外

交 

と

呼

ば

れ

る

ほ

ど

日

^

®

^

を

^

！
!さ

せ

て

い

た

。

ま

た

、

内

政

に

固

し

て

，

5
5
^

行 

政

調

宴
33:
に

ぉ

ぃ

て

国

鉄

民

営

化

ゃ

勸

肇

を

行

ぃ

、

成

£

^

ぁ

げ

て

ぃ

た

。

こ
れ

ら
の
実
績
に
ょ
り
毫
率
は
六
〇
％
を
超
え
る
高
い
数
値
を
ほ
こ
つ
て
お
り
、

一
票
の 

i

是
正
の
た
め
八
選
挙
区
で
定
員
を
し
七
選
挙
区
で
減
ら
す
1

法
案
を
可
決 

し
た
。
こ
れ
を
機
に
中
慕
慕
は
寒
同
時
選
¥

行
ぅ
た
め
、
^

*

を

馨

す 

る
。
ま
た
、
蟹
す
る
理
由
と
し
て
特
定
の
政
策
が
あ
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
違 

憲
靈
の
馨
が
島
と
発
表
し
て
い
る
一
一
六
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
中 

はI

囊
判
決
が
出
た
直
後
か
ら
「囊
判
決
を
受
け
て
も
、
^

*

は
縛
ら
れ
な
い
。」

と

隱

し

、
墨

靈

を

覆

す

る

前

で

も

^

^

H

径
し
て
、
肇
を
行
え
る
と

す
る
主
張
をf

返
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
看
こ
れ
は
一
九
八
五
年
七
月
に
判 

決
が
出
た
時
点
で
翌
年
七
月
の
参

P

選
挙
に
合
わ
せ
て
、
た
と
え
®

g

の
選
挙
区 

改
正
が
行
え
な
く
と
も
、
自
ら
の

P

で
璧
し
た
い
田
議
が
あ
る
発
言
と
と
ら
え
る 

こ
と
が
で
き
る
。

一
九
八
六
年
(昭
^k

一
年
)

_

_

時

肇

で

は

、

！
*

三

o
c
®

r

参

讓
 

院
^

^

の

七

ニ

震

に

七

一

露

を

加

え

て

一

四

三

露

と

歴

史

的

な

圧

繫

北

垦

识
 

に
第
三
次
中 
1e

®

が
発
足
す
る
。

こ
の
際
に
二
つ
目
に

i

な
の
が
任i

で
あ

14



る
。

ー

節

で

整

理

し

た

ょ

ぅ

に

慕

は

變

石

か

ら

霍

を

得

て

い

^

*

!

内

觀

の

た
 

め
、

政

党

の

努

が

必

擊

可

欠

で

あ

っ

た

。

そ
こ
で
、
1

と

し

て

の

長

と

党

の

代

表

の

二

つ

の

を

使

い

、
反
対
派
を 

国

民

か

ら

の

寡

が

得

ら

れ

て

い

る

時

期

に

あ

え

て

囊

ホ

ス

ト

に

任

命

す

る

こ

と

を
 

行

っ

た

。

閣

僚

に

関

し

て

は

、

鈴

木

善

幸 
1
1
*
?
の

謹

で

あ

り

ー

0/0
:

^

1

に

対

し 

て
鈴
木
一
^

だ

っ

た

宮

沢

喜

一

を

大

臣

に

、
^

h

長

官

に

同 

じ

く

鈴

木

派

の

栗
®

*

を

任

命

し

て

い

る

。

ま

た

党

人

事

に

関

し

て

は

、

党

の

政

策 

調

査

と

立

案

、i

を

S

す

る

政

務

調

宴

裏

に

鈴

木

派

の

伊

東

正

義

が

起

用

さ

れ 

て

い

4

ー<
。

鈴

木

派

は

従

来

ハ

ト

派

と

呼

ば

れ

安

全

操

に

対

し

て

は

常

に

慎

重

な

見 

解

を

持

っ

て

い

た

が

、

党

賃

又

は

響

に

な

っ

た

榮

派

は

こ

の

三

人

の

み

で

、

三 

人

と

も

が
G
N
P
 

一
％

:

に

に

関

与

す

る

。ホ
ス
ト
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い 

る
。

こ

の

こ

と

か

ら

离

で

の

合

意

が

得

ら

れ

な

い

事

態

に

対

し

て

、

国

民

か

ら

政

党 

で

は

な

く

®

に

圧

倒

的

な

を

^

け

る

こ

と

に

よ

り

、

最

^

g

に
は
1

内 

S

の
^

®

:

有

の

内

閣

とf

方

の

任

し

て

、反対派を

i

予算に

関

す

る

ポ

ス

ト

に

す

る

こ

と

で 

一
％
突

破

に

！
*

さ

せ

る

手

法

を

と

つ

て

い

た

。

(
3
)
大
統
領
型
を
補
う
議
院
内
閣
制
型
の
首
相

大

^

^

は
®

の

長

と

し

て

s
s
M
i

®

を
有
し
て
お
り
、
政

各

^h

に

実 

行

さ

せ

る

こ

と

は

、

政

党

の

閨

与

1
?
-
€
3
で

の

一

致

を

必

要

と

す

^

c•

^

s

よ

り 

《倉
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
政

策

を

す

蠢

た

め

は

、
®
 

|
|
<§

承

認

を

必

要

と

し

て

い

る

。
？1

^

に

反

対

さ

れ

る

よ

う

な

こ

と

が

あ

つ

た

1

、 

雲

が

提

案

す

る

他

の

政

管

承

認

す

る

な

ど

の

駆

：̂

き

を

行

う

こ

と

は

で

き

る

が

、 

原

則

的

に

成

す

す

べ

が

な

く

な

つ

て

し

$

っ

と

い

う

欠

点

が

あ

る

。

一
方
で
、

震

内
 

の
S

は
の
長
と
政
党
の
代
表
を
兼
ね
て
お
り
、
^

^

と

任

を

有

し
 

て
い
る
。
中

慕

葛

は

大

^

^

に

み

ら

れ

る

政

党

を

か

え

さ

ず

か

ら

の 

支

持

を
i

と

し

て

、

政

策

の

実

現

を

図

る

手

法

を

用

い

て

い

る

が

、

最

^

S

に

必

要 

な
党
内
の
合
意
で
の
議
論
を

w
p
m

ら
が
持
つ
、
任

と

^

*

^

利
用
し 

て

い

る

。

以

上

の

よ

う

に

雲

に

対

す

る

連

ぞ

て

責

任

を

負

う

制

度

に

よ

り

、

政

策

15



の

実

現

が

疆

と

な

っ

た

變

ロ

は

、

大

^

^

の

手

法

で

得

た

国

民

に

主

張

を

«

又
つ 

つ
政
美
行
に
向
け
て
補
な
ど
の
®

W
I

傭

を

行

ぅ

。

国

民

か

ら

支

持

が 

得

ら

れ

た

時

点

で

、

大

^

^

で

は

対

応

が

難

し

い

政

党

と

*

^

で

の

議

論

を

*
2

!

 

謂

の

：

有
の
^

*

を
§

し
て
、
露
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
強
固
な
も
の 

と
す
る
。
最

籠

に

任

集

を

使

い

反

対

派

を

政

に

麗

す

る

ポ

ス

ト

に

麗
 

す

る

事

に

ょ

り

封

じ

込

め

を

行

っ

て

い

る

。

三

、

大

統

領

型

首

相

と

し

て

の

中

曽

根
 

(
1
)
大

統

領

型

首

相

と

は

中

は

^
：
!
当初から

G

N

P
 

一
％

を
掃
け
、
様
々
な
手
法
を
用
い 

て

実

現

す

る

に

到

つ

た

。

こ

の

他

に

も

、

1

肇

と

し

て

国

鉄

や

一

連

の

中

慕

内
 

閣

で

の

で

き

ご

と

を

総

じ

て

大

續

型

慕

と

呼

ば

れ

る

こ

と

が

あ

る

。

ま

ず

、

大

1

型i

と

は

一

体

何

な

の

か

を

定

義

し

た

い

。

大

^

^

は

多

く

の 

国

で

取

り

入

れ

ら

れ

て

い

る

制

度

で

あ

る

が

、

ど

の

国

に

も

共

通

す

る

点

と

し

て

I
K3X

と

の

翁

が

あ

げ

ら

れ

る

。

大

^

^

は

三

蓉

立

の

下

、

一®

の

長

と

し

て

の

靈
 

の

み

を

有

し

て

い

る

。

ま

た

、

變

K

か

ら

®t
W
d

を

得

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

た

め 

I
M

S

の
1

 
な

ど

に

よ

^

K

任

を

負

う

こ

と

はな
く
、
有民からのを
 

け

る

。

こ

れ

に

よ

り

政

権

の

#

®

^

は

變

嚴

党

で

は

な
く
、
麗

で

あ

る
 

た

め

政

党

の

方

針

に

必

ず

し

も

従

う

必

要

は

な
く
、
独

自

の

政

策

を

行

う

こ

と

が

で

き 

る
。ア

メ

リ

カ

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

雪

の

承

認

を

得

て

閣

僚

を

任

命

し

霞

囊

を

任
 

せ

る

も

の

の

、

大S

が
！

K
K

の
承
認
を
必
要
と
せ
ず
、

命
で
き
る

i

官

や 

W
：

ス

タ

ッ

フ

が

多

く

存

在

す

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

大
ら
が
進
め
た
い
政
策
に 

閨

し

て

は

大f

府

で

政

策

の

立

案

を

行

い

、

一

に

実

行

を

指

示

す

るf

が 

取

ら

れ

て

い

る

。

(
2
)
国
民
と
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
官
邸
機
能
強
化

前

節

で

は

、

大

^

^

は
1

^

の

長

と

し

て

の

立

場

の

身

を

有

し

變

33:
と

は

1

の
権
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限

を

寝

し
f

に

あ

る

た

め

、

震

内

謂

の

よ

う

に

政

党

の

章

商

を

畫

す

る

必

要

は

必

ず

し

も

な

い

と

述

べ

た

。

ま

た

、

大

^

M

身

の

^

^

が

備

わ

つ

て 

い

る

こ

と

か

ら

、

肝

い

り

政

策

の

立

案

は

大

^

^

で
、

実

行

は

そ

れ

ぞ

れ

の

省

庁

で 

行
う
と
い
う
す
み
分
け
が
で
き
て
い
る
。
で
は
、
中
；

は
ど
の
よ
う
な
部
分
に 

お

い

て

大

譲

に

近

い

葛

で

あ

つ

た

の

だ

5

っ
か
。

ま

ず

、

第

一

に

政

党

に

対

す

る

姿

勢

に

閨

し

て

は

、

震

内

漏

で

は

政

党

の

支

持
 

が

な

け

れ

ばi

で

法

案

を

可

決

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

た

め

、

^

?

に

対

し

て

強

い 

影
響
力
を
持
つ
て
.い
る
。
そ
の
た
め
、
国

民

か

ら

選

挙

に

よ

り

を

得

て

い

る
 

政

党

が

政

策

の

方

針

を

立

て

®

が

実

施

す

る

形

式

が

取

ら

れ

て

い

る

。

ニ

章

ニ

節

で 

も
説
明
し
た
通
り
中
由
最
内
閣
発
足
直
後
、
歴

代

の

達

が

G
N
P 

一
％

に
対
し
て
反
対
の
姿
勢
を
取
り
、
そ
の
中
で
も
三
木
武
夫
や
榮
善
幸
は 

自
ら
の

S

を
有
し
て
い
た
た
め
、

党
と
し
て
の
支
持
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
と
な 

つ
た
。

大
^

^

で
は
、
^K

襲

は

選

挙

を

通

し

て

国

民

か

ら

の

畜

を

け

て

§

す

る

た

め

、

同

じ

く

か

ら

の

2
2
5
^
を

得

て

い

る

|
|
<

35:
に

対

し

て

は

互

い

に

権 

限
を
一
®

で
き

る

®

^

に

あ

る

。

そ

の

た

め

、

大

^

^

は
®

1

内

の

よ

ぅ

に

政

党
 

か
ら
の
支
：

に
頼
る
必
要
は
な
く
、
独
自
の
権
限
に
よ
^

w

f
の
間
で

政f
 

1

す

る

こ

と

が

出

来

る

。

よ

つ

て

、

大

^

^

で

は

政

党

で

は

な

く

国

民

か

ら

の

支 

持

を

て

政

著

実

現

す

る
：®

み
が
一
^

れ
て
い
る
。
中
由
晨M

e
n

身

も

、 

こ

の

占

蒼G

N

P
 

一
％

に
関
し
て
利
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
s

 

に

国

内

か

ら

の

批

判

を

受

け

つ

つ

も

安

全

^

一
:に

関

す

る

発

言

を

#

^

し
お
こ
な
つ 

て

い

る

こ

と

か

ら

、

例

え

ば

一

九

八

三

年

一

月

の

中

：

in̂

理

の

}

^

空i

言
直

後 

に

内

率

が

四

三

％
に
達
し
た
が
、
そ
の
後
^

は
あ
え
て
発
言
を 

し

ぶ

つ

け

続

け

た

。

そ

れ

は

、

発

言

の

裏

に

！

M

の
^

を

変

え

て

い

く 

狙

い

が

あ

つ

た

か

ら

で

あ

る

。

現

に

^

一
中
に
§

政

治

の

^

^

と

し

て

タ

ブ

ー

な 

護

晒

も

®i
S

に

行

つ

て

い

^

^

意

が

あ

る

と

述

べ

た

こ

と

に

あ

る

—

蓉

直

後

に
 

イ

ン

パ

ク

ト

の

あ

一
目
は
、

国

民

に

^

^

一
^

を

^

!

さ

せ

る

こ

と

に

始

ま

り

、

一 

定

の

_

を
置

き

つ

つ

も

^

^

し
^

®

に

す

る

こ

と

で

徐

々
に
反

応

か

ら

関

心

へ

と
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変

化

さ

せ

て

い

る

こ

と

に

も

あ

つ

た

。

ま

た

、

^

^

予

算

に

関

し

て

0
®

人

を

集

め 

た

「
平

^m

究

会J

と

い

^

s
m

ら

が

諮

問<W

をI
W

し

、

「
時

代

にf

し

た

防 

衛

予

算

を

！！
^

す

る

た

め
、
G
N
P
 

一
％
枠

は

_

す

べ

き

。
」
と

の

最

^

!

一
目
が
な
さ 

れ

た

。

あ

く

ま

で

蠢

な
|
^
1
<
囊

と

い

う

こ

と

で

、

一
％
枠

そ

の

も

の

が

「
籍

を
 

考

え

る

会

」

と

い

う

同

じ

^

®
M
l

か

ら

提

言

さ

れ

た

こ

を

踏

ま

え

れ

ば

、

政

党

や

省 

庁

に

®

^

な

く

^

n̂
ml

らI ®

人
$

門
家
か
ら
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
を
取
り
、
 

世

論

を

^

一̂

し

よ

う

と

し

て

い

る

と

捉

え

る

こ

と

が

出

来

る

。

以

上

の

よ

う

に

大

^

 ̂

制
に
見
ら
れ
る
、

挙
で
1
ば
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
国
民
に
対
し
て
様
々
な
形
で 

世

論

を

刺

激

し

続

け

る

こ

と

で

支

持

に

繫

げ

よ

う

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

政

著

実

現
 

す

る

た

め

に

政

党

の

存

在

を

^

〇

な

い

点

も

！
^

し

て

い

る

。

第

二

に

葛

に

対

す

る

を

亦

希

さ

せ

た

こ

と

が

上

げ

ら

れ

る

。
従
来
、
首 

相

、

@

を

支

え

る

震

と

し

て

内

閣

官

房

と

い

う

鬚

が

存

在

し

、

$

淳

か

ら
 

の

出

向

者

で

構

成

さ

れ

1

の
^

h

に

ま

た

が

る

政f

l

す
i

務

な

ど

を

行

つ 

て
い
た
。
ま

た

身

に

は

事

露

書

官

と

し

て

翁

省

や

財

務

奮

ど

の

課

震

職

員

が

五

人

^

^

さ

れ

、

各
f

の
や
役
を
担
つ
て
い
た
。
こ
の
#:

P

に 

対

し

て

中

！

n̂
nl̂

は

自

身

へ

の

®

:

®

^

を

充

実

さ

せ

る

た

め

、

一
部
官
房
を
含
む 

官

^

^

^

^

を

図

る

。

ま

ず

、

宣

震

官

に

暮

と

し

て

長

い

^

！
^

持

つ

蠢

田
 

正

晴

を

任

命

し

た

。

歴

代

の

®

は

自

身

の

i

か

ら

付

き

合

い

の

長

い

議

員

を

選

ぶ 

M

が

あ

—

、

他

の

®

か

ら

起

用

し

て

い

る

こ

と

か

ら

政

！
^

W

に

必

要

な

人

材 

を
官
邸
に
集
め
た
か
つ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、
秘

書

官

を

全

て

局

次

長

{目 

級

の

職

員

を

歷

追

す

る

ょ

ぅ

に

指

不

し

て

い

る

ー

§

こ

れ

は

そ

れ

ぞ

れ

の

出

身

官

庁

の 

だ

け

で

な

く

、

W
〇n

ら

の

指

示

を

省

庁

の

実

施

さ

せ

る

た

め

に

^

^

の
高
い 

®

に

し

た

と

解

す

る

こ

と

が

出

来

る

。

ま

た

人

選

も

里

祠

に

W
s
n

ら

が

行

い

、

集 

め

ら

れ

た

秘

書

官

に

対

し

て

は

種

官

と

し

て

の

！
®

を

章

誠

し

業

務

に

当

た

る

よ

ぅ 

に

中

：

一
^

が
訓
示
し
て
い
る
一
一
一
一
。

こ

の

他

に

も

、

两

家

か

ら

ブ

レ

ー

ン
と
し
て 

ア

ド

バ

イ

ス

を

も

$

っ
べ
^

E
S

宣

房

参

与

と

い

ぅ

鍵

を

新

設

し

た

。

こ

れ

は

葛
 

が

必

要

に

応

じ

て

意

見

を

求

め

る

®

®

相

鱗

役

で

あ

り

、

{

i

の
*

I

や

国

会

の

承 

認

を
f

に

任

命

で

き

る

。

-

S
S

宣

房

$も
！®

一

し

、i

、

i

、

調

査

の

三

室
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f

か

ら

内

政

、

：̂

、

安

全
f

、

i

、

i

調
査
の
五
资

S

に細して 

い
る
0

で
は
、

内

閣

と

い

>
2
E®
^
が
最
筒
意
思
決
で
あ
り
一
^

を
行 

ぅ

。

^

^

は

あ

く

ま

で

も

そ

の

中

の

一

人

に

す

ぎ

な

い

た

め

、

^

^

の

省

庁

に

ま

た

が 

る

政

策

に

関

し

て

各

淳

に

指

示

を

出

す

前

に

麗

が

行

わ

れ

、

閣

僚

の

全

会

一

致

で 

決

ま

る

。
一
方
で
、
大

^

^

で

は

大

^

^

頂

点

と

し

た

@

が

震

さ

れ

て

お

り

、 

自

ら

が

実

現

し

た

い

政f

立

案

す

る

た

め

の

^

®

S

と

し

て

政

治

任

®

で

あ

る 

補

佐
{

§

ど

の

#g :

ス

タ

ッ

フ

が

^

^

在

し

て

い

る

。

(
3
)

議

院

内

閣

制

を

補

ぅ

大

統

領

型

と

し

て

の

首

相

ニ

節

で

の

_

論

を

整

理

す

る

と

、

ま

ず

国

民

と

の

®

t

と

政

党

の

存

在

に

関

し

て

、 

大

糧

型

幕

と

い

え

る

点

は

、

政

党

を

#

®

^

と

し

国

会

を

通

し

て

雷

さ

れ

て
 

い
る
も
の
の
、
国
民
に
対
し
て
与
党
の
^

一
:

に

関

わ

ら

ず

自

ら

の

考

え

を

又

か 

け

、
寡

を

得

る

こ

と

で

政

策

の

実

現

に

つ

な

げ

て

い

急

が

あ

げ

ら

れ

る

。
加

え

て

、

分

®

原

則

に

よ

^

！
々

の

政

策

は

所

管

す

る

官

庁

で

1

に

よ

り

立

案

か

ら

実

施 

ま
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
大
^
^
が

持

つ

よ

う

な

を

充

実

さ

せ

、

S

ら
が 

政

策

の

立

案

を

行

え

る

襲

を

持

つ

こ

と

が

あ

げ

ら

れ

る

。

こ

の

ニ

点

は

馨

の

E
S

 

で

は

中

；

in̂
nn̂

が

初

め

て

_

し

た

手

法

で

あ

り

、

M

に

よ

ら

な

け

れ

ば

方

針

を 

打

ち

出

せ

な

い

同

¥

の

首

席

で

あ

っ

た

葛

に

、

自

ら

の

意

思

に

よ

り

政

W
K

現
へ 

の

合

章

や

^
!
^
を
！̂

で
き
る
手
法
で
あ
っ
た
。

以

上

の

よ

う

に

1

内

S
P

で

は

政 
1

実

現

す

る

上

で

欠

か

す

こ

と

の

で

き

な

い 

政

党

が

、

®

の

政

策

の

実

行

を

妨

げ

る

デ

メ

リ

ッ

ト

と

し

て

の

を

、

大

^

で

み

ら

れ

る

E
M

か
ら
を
得
る
こ
と
で
變

35 T
の

支

持

に

還

兀

す

る

手

法

に

よ 

り

補

わ

れ

て

い

る

。

ま

た

政

^

K

行

に

向

け

た

^

と

し

て

、

議

_
丙
S

に
あ 

と

し

て

の

合

意

を

経

て

か

ら

指

示

す

る

の

で

は

な

く

、

大

^

^

に

あ

る

よ

う 

に
自
ら
が
各
に
対
し
て
実
行
を
指
示
で
き
る
し
た
点
も
あ
げ
ら 

れ

る

。

杰

早

で

は

、
中

！
！®

の

手

法

と

し

て

ら

が

囊

し

た

い

政

策

に

関

し

て

、
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3K
内

S

で

は

実

現

が

M

な

f

に

閨

し

て

は

大

^

^

に
あ

る

制

度

を

利

用

す 

る

こ

と

で

、

実

現

す

る
i

を

整

え

て

い
た
と
鏡

！
^

け

た

い

0

結
章
中
曽
根
首
相
は
、

馨

政

治

の

^

i |

と

讓

付

け

教

育

国

鉄

、

簕

肇

を

成

し

遂

げ

、

外f

で

も

ア

メ

リ

カ

と

経

齊

安

全
S

双

方

で

良

好

なS

を

築

い

た 

と

し

て

評

価

さ

れ

て

い

る

。

そ
の

！！
®

の

一

つ

に

リ

ー

ダ

ー

シ

ッ

プ

を

§

し

て

、

自 

ら

の

主

張

を

1

さ

せ

た

大

^

^

的

i

だ

つ

た

と

書

か

れ

て

いi

献

を

^

^

見

た

。 

こ
の
主
張
を
制
度
の
上
で
議
論
す
る
な
ら
ば
日
本
は
®

の
た
め
、
政
党
の
存 

在

S

思

決

定

過

程

の

欠

点

を

大

^

^

に

あ

る

よ

ぅ

な

手

法

で

補

つ

て

い

た

と

い

い 

換

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

三

章

で

述

べ

た

よ

う

に

、
多

く

の

文

献

で

震

さ

れ

て

い

る
 

よ

う

に

大

^

で

取

ら

れ

る

よ

う

な

手

法

を

用

い

て

い

る

と

制

度

的

に

証

明

す

る

こ 

と
は
で
き
た
。
し
か
し
、
本
研
究
を
通
し
て
証
明
で
き
た
の
は
、
*

の
i
 

が

大

^

^

の

手

法

で

制

度

的

デ

メ

リ

ッ

ト

を

補

つ

た

だ

け

で

は

な

く

、

中

は

常

に

大

^

^

の

手

法

と

、

*

E

觀

の

手

法

を

®

に
®

し

、

大

^

^

に 

あ
る
制
度
的
デ
メ
リ
ッ
ト
に
対
し
て
^

一

院

で

用

い

ら

れ

る

手

法

を

用

い

て

政 

策

の

1

に
«

げ

て

い

る

点

で

あ

る

。

政

治

の

制

度

は

多

*

^

|

で

あ

り

、

1

が
ー 

点

にHfS
-

す

る

こ

と

を

避

け

る

た

め

に

行

政

と

變

K

の
よ
ぅ

に

！
®

を

分

割

し

た

り

、 

権

f

制

限

し

て

い

る

。

こ

れ

を

大

^

^

が

持

つ

、

政

党

に

f

ず

国

民

か

ら

の

直 

露轰

持

を

得

て

政

策

を

囊

す

る

手

法

や

補

^

^

を

充

実

さ

せ

て

、

自

ら

が

政 

策

の

立

案WK

行

を

簾

で

き

る

糧

を

整

備

す

れ

ば

、

震

内

疆

の

抱

え

る

政

党
 

の

馨

を

強

く

受

け

る

デ

メ

リ

ッ

ト

を

覆

で

き

る

。

一
方
で
、

国

民

か

ら

の

支

持

は 

得

て

い

て
i

K
の

承

認

が

得

ら

れ

な

いf

に
は
、

®S

内

酒

の

葛

が

持

つ

議
 

会

の

^

*

と

政i

と

閣

僚

の

任i

を
用
い
れ
ば
、
強
固
な
一
^
を

^

H

 

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
、

を
^W

に

組

み

合

わ

せ

る

こ

と

で

、 

政

治

的

な

決

断

や

政

策

の

実

行

を

蠢

す

る

こ

と

が

で

き

、

こ

の

手

法

を

最

初

に

用

い 

た
の
が
中
で
あ
っ
た
。
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