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は

じ

め

に

東

ド
イ

ツ

(ド
イ

ツ
民
主
共
和
国

以
下
適
宜
、
東

ド
イ

ツ
、
東

独
、

D
D
R

と
す

る
)
は
建

国

後

四

一
年

を

経
ず

し

て
消

滅

し

た
。

四

〇
年

と

い
う

年

月

は
、

あ

た

か
も

あ

る
世
代

が
成

人

と

し

て
政

治

的

な
経

験

を

積

み
、

そ

の

一
サ
イ

ク

ル
を

終

了
さ

せ
る

期
間

に
該

当

す

る
よ

う

で
あ

る
・

筆

者

に
は
、

こ

の

「
世

代

」

の
問

題

は
東

ド

イ

ツ

の
短

い
歴

史

を

み

る
上

で
重

要

な

問

題

だ
と
思

わ
れ

る
。

政

治
的

経

験

の

一
つ
の
サ

イ

ク

ル
を

終

え

た

「
親

」

の
世

代

は
、

こ

の
国

の
基

本

的

な
価

値

観

を

「
子

」

の
世

代

に

伝

え

る

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

の
で

あ

る
・

東

独

が
自

称

し

た

「
現
存

す

る
社

会
主

義

」

は
、

過

大

に
見

積

も

っ
て
も

、

あ

る
世

代

の
限

ら

れ

た
層

の
共
有

物

以

L

の
も

の

で

は
な

か

っ
た
。

東

ド

イ

ツ

の
過

去

を

振

り
返

る

と
、

こ

の
国

の
体
制

の
枠

組

み
は
、

国

際

的

な

環

境

に
よ

っ
て
も

た

ら

さ

れ

た
変

動

と
危

機

の
時

代

を

除

く

と
・

特

に
六

〇
年

代

以

降

は
多

分

に
静

態

的

な

も

の

で
あ

っ
た
。

東

独

の

モ
デ

ル
国

家

で
あ

っ
た

ソ
連

に

は
、
革

命

と
内

戦

、

急

速

な
重

工
業

化

と
農

業
集

団

化

、

粛

清

と

「
大

祖
国

戦

争

」

と

い
う

、

国

民

を
襲

っ
た

い
わ

ば
世

界

史

的

な

「
熱

狂

」

と

「
悲

惨

」

と

が
存

在

し

た
・

こ
れ

に
対

し

、

東

ド
イ

ツ
で

は
本

質

的

に
国

際

情

勢

の
産

物

で
あ

っ
た

㎜
ベ

ル
リ

ン
の
壁

」

と
国

境

の
問
題

を

除

く

と
、

国

民

は
自

ら

未

来

ユ
ー

ト

ピ
ア

に
酔

っ
た

こ

と
も

な

く

、

ま

た
国

家

の
政
策

に
よ

る
大

量

死

に
直

面

し

た

こ
と
も

な

か

っ
た
。

東

独

に
限

ら
ず

ソ
連

を

除

い
た
東

欧

の
社

会

主

義

諸

国

に

は
体

制

の

州
倭

小

さ

」

が
常

に

つ
き

ま

と
う

。

東

西
冷

戦

の
落

と
し

子

で
あ

る
東

ド

イ

ッ
は
、

六

一
年

の

「
壁

」

構

築

に
よ

っ
て
体

制

が
安

定

し

た
後

も

、

そ

の
存

続

に
直

接

関

わ

る

二

つ
の
対
外

的

な

問

題

を

一
貫

し

て
抱

え

て
お

り
、

こ
れ

は
国

内

の
政

治

運

営

の
あ

り
方

を

直

接

規

定

し

て

い
た
。

こ

の
二

つ
の
対
外

的

な

問
題

と

は
・

い
う

ま

で
も

な

く

ソ
連

と
西

ド

イ

ツ
と

の
関

係

を

め
ぐ

る
問

題

で
あ

っ
た
。

ソ
連

と

の
関

係

は
、

東

ド
イ

ツ

の
体

制

維

持

の
外

的

条

件

の
根

本

に
関

わ

る

問

題

で
あ

り
、

同

時

に

ソ
連

を

モ
デ

ル
と
す

る

同
国

の
支

配

制

度

の
基

本

的
な

あ

り
方

に
関

わ

る

問
題

で
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も
あ

っ
た
。

他
方

西
ド
イ

ツ
と

の
関
係

に

つ
い
て
は
、
東
ド
イ

ツ
は
ド
イ

ツ
統
治

の
正
統
性
を

め
ぐ

っ
て
た
え
ず

こ
の
国

と
の
競
合

の
下

に
お
か
れ

て
き
た
。
国
民

の
体
制
支
持

の
如
何

に
由
来
す

る
こ

の
問
題

で
不
利

な
立
場

に
立
た
さ
れ

て
き

た
東
独
は
、
体
制
崩
壊
論

の
理

論

の

一
つ
で
あ
る

「
相
対
的
価
値
剥
奪

」
論

の
特

殊
な
、
そ
し
て
興
味
深

い
事
例

に
な

る
で
あ
ろ
う
,

こ
の
三
者

の
関
係

は
、
東
ド
イ

ツ

が
国
際
的

に
認
知
さ
れ
て
国
際
舞

台

に
そ
れ
な
り

の
姿

を
も

っ
て
登
場
す

る
よ
う

に
な

る
と
、
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
だ
け

で
は
規
定

さ
れ
な

い

よ
り
具
体
的

で
複
雑

な
様
相

を
も

つ
よ
う

に
な

っ
た
。
東
ド
イ

ツ
は
西
側
、
特

に
西
独

に
対

し

「
開
放
」

と

「
自
閉
」

の
ジ
グ
ザ
グ
路
線

を
繰

り
返
し

て
き

た
が
、
そ

の
際

こ
の

「
自
閉
」
の
政
策
を
最
終
的

に
担
保

し
た

の
は

ソ
連

へ
の

「
依
存

」
の
路
線

で
あ

っ
た
。

こ
の

「
開

放
」
i

「
自
閉
」
1

「
依
存
」

の
構
図

は
、

ソ
連
と
東

独
と

の
関

係
が
安
定

し
て

い
る
問

は
あ

る
種

の
均
衡
を
保

ち
え
た
。
し

か
し
、

両

国

の
関
係

は
八
〇
年
代

に
入
る
と
微
妙
な
対

立
を
孕
む
よ
う

に
な

り
、

そ
し
て
ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
が
登
場
し

て
こ
の

「
依
存
」

の
関
係

が
揺

ら
ぎ
始

め
る
と
、
東
独
は

ソ
連

に
対
し
て
も

「
自
閉
」

の
政
策
を

と
る
よ
う

に
な
り
、

こ
れ
は
同
国

の
支
配
体
制

の
根
本
的
な
正
統
性
危

機

の
局

面
を
も
た
ら
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ

ら

の
点

か
ら
み
れ

ば
、
東
ド
イ

ツ
は
や

は
り
は
な
は
だ
脆
弱
な
国
家

で
あ

っ
た
。

本
稿

で
は
、

一
九
七
〇
年
代

の
末

か
ら
八
〇
年
代

に
か
け

て
の
ホ
ー
ネ

ッ
カ
i
体
制

の
後
期

の
時
代

を
対
象

に
し

て
、
体
制
崩
壊
を
導

く

こ
と
に
な

る
様

々
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的

な
問
題
点
を
や
や
包

括
的

に
検

討
し
て

い
く

こ
と
に
し

た

い
、

こ
ん
に
ち

の
時
点

か

ら
振
り
返
る

と
、
東
独

の
体
制

が
そ

の
相
対
的
な
安
定

を
最
も
享
受
し
え

た
時
代

は
七
〇
年
代

の
中
期

で
あ

っ
て
、

こ
れ
は
外
交
上

の
成

果

と
経
済
業

績

の
上
か
ら

み
て
も
、

ま
た
体
制

へ
の
国

民

の
帰
属
感

と

い
う
点

か
ら

み
て
も
そ
う

で
あ

っ
た
.
そ
し
て
国
民

の
こ
の
帰
属

感

が
急
速

に
解
体
し

た

の
が
、
「
革
命

」
後

に
発
表
さ
れ

た
青
年

の
意

識
調
査

か
ら
推
定
す

る
と
体
制
崩
壊

の

一
年
前

の
八
八
年

の
こ
と

で

あ

っ
た
。

こ
の
間

の
経
緯
を
再
構
成
す

る
こ
と
は
無
論

著
し
く
困
難

で
あ

る
が
、
西
独

で
の
こ
れ
ま
で

の
東
独
研
究

の
蓄
積

と
、
「
革
命
」

後

に
出
版
さ

れ
た
お
び
た
だ
し

い
研
究
書
や
回
想
記

の
中

の
重
要
な
文
献

に
依

拠
す

れ
ば
、
あ

る
程
度

の
事
実

の
整
理
は
可
能

で
あ
る
よ

う

に
考

え
ら
れ
る
。
旧
東

独

の
国

家

・
党
文
書

に

つ
い
て
は
、

現
在

「
三
十
年
原
則
」

に
よ
ら
な

い
文
書
公
開
が
進

ん

で
お
り
、
ま
た
連
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邦

議

会

が
九

二

年

二
月

に
設

置

し

た

「
S

E

D

独
裁

調

査

委

貝

会

」

に
よ

っ
て
も
、

今

後

東

独

研
究

の
新

し

い
局

面

は
徐

々
に
開

か

れ

て

ゆ

く

で
あ

ろ
う

・

そ

れ

故

、

本

稿

の
試

み
は
時

期

尚

早

の
も

の
で
あ

る

が
、

ひ

と

わ

た
り

の
展

望

が
可
能

に

な

っ
た
現

在

の
時

点

で
、

若

干

の
事

実

整

理
を

行

う

こ
と
も

わ

が
国

で

は
あ

る

意

味

を

も

つ
よ
う

に
思

わ

れ

る
。

な

お
以

下

の
章

別

構

成

に

つ

い
て

予

め
言

及

し

て

お

く

と
、

最

初

に

「
前

史

」

と

し

て

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

体

制

の
前

期

ま

で

の
東

ド

イ

ツ

の
歴

史

を

ご
く

簡

単

に
跡

付

け

、

次

い
で
東

独

の
政

治
、

経

済

の
制

度

を

扱

う
章

で
は
、

主

と

し

て
八

〇

年

代

の
デ

ー

タ
を

用

い
て
そ

れ

ら

の
制

度

の
あ

り
方

を

説

明
す

る

こ
と

に
し

た

い
。

「
政

治

文

化

」

と
題

す

る
章

で

は
、

こ

の
問

題

の
全

体

を

扱
う

こ
と

は

で
き

な

い
が
、

青
年

の

「
社
会

化

」

の
問

題
を

中

心

に
し

て
東

独

市

民

の
政
治

生

活

の

一
端

を

窺

い
、

次

の
章

に
内

容
的

に
媒

介

す

る

こ
と

に

し

た

い
。

最

後

に
、

第

四
章

で
各

領

域

で

の
具

体

的

な

展

開

を

追

う

こ
と

に
よ

っ
て

、
体

制

崩

壊

を

直

接

準

備

す

る
末

期

の
諸

問

題

を

扱
う

こ
と

に

す

る
・
な

お

、
本

稿

で

は
当

初

第

二
章

の
第

一
節

と
第

二

節

の
問

に

一
節

を

設
け

て
、
治

安
機

構

の
問
題

を

取

り
上

げ

る
予

定

だ

っ
た

が
、

こ

の
機

構

に
関

す

る
当

事

者

へ
の
文
書

公
開

が

現
在

進

行

中

で
あ

り

、

現

時

点

で
は
叙

述

を
行

う

こ
と

は

で
き

な

い
の
で
、

こ

の
問

題

に

ア

プ

ロ
ー

チ
す

る

こ
と

は
他

日

に
期

し

た

い
。

以

下

、
先

ず

後

期

の

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

体

制

に
至

る
ま

で

の
東

ド

イ

ツ
の
歴

史

を
略

記

す

る

こ
と

に
し

よ
う

。

(3fi6)

第

一
章

前

史

本

章

で

は
、

七

〇

年

代

中

期

ま

で

の
東

ド

イ

ツ

の
政
治

史

を

、

全

体

の
叙

述

対
象

の

「前

史

」

と
し

て
、

ご
く

概
略

的

に
述

べ

る

こ
と

に
す

る
・

こ

の
時

代

の
東

独
史

は
、

体

制

の

闘
定

着

」

と

い
う

点

か

ら

み
れ

ば
、

い
う

ま

で
も

な

く
、

六

一
年

の

「
ベ

ル
リ

ン

の
壁

」

構

築

と

い
う

冷

戦

期

の

一
つ
の

ピ
ー

ク
を

形

成

し

た
事

件

に
よ

っ
て

二

分
す

る

こ
と

が

で

き

る
。

こ
の
時

点

ま

で

に
東

ド

イ

ツ

の
社

会

主
義

体

制

は
そ

の
骨
格

を

ほ

ぼ
完

成

さ

せ
、

同

時

に

「
壁

」

の
建
築

で
国

民

を
国

境

の
内

部

に
閉

じ

籠

め

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

こ

の
国

は

は
じ
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め

て
そ

の
国

家

と
し

て

の
存

在

を

「
証

明
」

す

る

こ
と

が

で
き

た

の
で
あ

る
。

他

面
、

東

独

の
政

治

史

は
、

ト

ッ
プ

指

導

者

に
即

し

て

い

史

ば

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

時

代

と

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

時

代

と

に
大

別

さ
れ

、

そ
し

て
両
者

に
よ

る
東

独
史

の
唯

一
の
権

力
交

代

劇

茉

期

の
そ
れ
を

除
く
)
は
、

ハ
ン
ガ

リ

ー

や

チ

ェ
コ
、
ポ

ー

ラ

ン
ド

の
よ
う

な
他

の
東

欧

諸
国

に

み
ら

れ

た

場
合

と

は
異

な

っ
て
、
民
衆

反

乱

と

そ

れ

に
基

づ
く

体

制

危

機

か

ら

も

た
ら

さ

れ

た
も

の

で
は

な

か

っ
た
。

「
壁

」
構
築

後

の
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

時

代

の
後

期

と

ホ
ー

ネ

ッ
カ
i
時

代

は
、

指

導
者

の
個

性

に
従

っ
て
そ

れ

ぞ
れ

の
特
色

は
も

つ
が
、
基

本

的

に

は

こ

の
二

つ
の
時

代

を

特

徴

づ
け

た

の
は

そ

の

「
継

続

性

」
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
、

指

導

者

に
よ

る

こ

の
体
制

の
継

続

性

へ
の
固

執

は
、

後

に
政

治

環

境

の
激

変

の
中

で
迎

え

る
体
制

の
危

機

の
伏

線

に
な

る

の

で

ハ
ユ

い

あ

る
。

以

下

で
は

先
ず

、
占

領

期

に
遡

っ
て
東

ド

イ

ツ

の
歴

史

を

跡
付

け

る

こ
と

に
し

よ

う

。

㈹

建

国

ま

で

(
]
九

四
五
-

一
九
四
九
年

)

D

D

R
建

国

ま

で

の
東

側

ド

イ

ツ

の

ソ
連

軍

占
領

地

域

の
歴

史

の
中

で
最

も
重

要

な
出

来

事

は
、

占

領

軍

の
直

接

の
庇

護

を

受

け

た
杜

会

主
義

統

一
党

(ω
。
臥
鋤
一算

一ω。
冨

国
島

Φ
圃房
9

昌
虫

O
Φ
薄
ω。
三
鎖
コ
房
-

以
下
、
S
E
D
と
す

る
)

の

一
党

支

配

体

制

が
実

質

的

に
確

立

さ

れ

、

こ
れ

に
よ

っ
て
体

制

を

「
上

か
ら

」
転
換

さ

せ

る
礎

石

が
作

ら

れ

た

こ
と

で
あ

る
。

そ

れ

と

と

も

に
四

五
年

に
開

始

さ

れ

た

土
地

改

革

と
、

基
幹

企

業

の
国

有

化

お
よ

び

二

ヶ
年

計

画

の
実

施

に
よ

っ
て
端

緒

的

な
社

会

主

義

体

制

が
導

入
さ

れ

た

こ
と

を

、
初

期

の
体
制

変

換

の
主

要

な
指

標

と

し

て
挙

げ

る

こ
と

が

で
き

よ
う

。

ま

た
、

こ

の
時

代

は

冷
戦

の
開

始

が
決

定

的

に
な

る

四

七
年

を
境

い
に
し

て
前

後

二

つ
の

時

期

に

分
け

ら
れ

、

ソ
連

占

領

軍

当

局

の
ド

イ

ツ
政
策

の
方

針

と

そ

れ

に
従
属

す

る

S

E

D

の
政
策

は

こ

の
二

つ

の
時

期

で
相

当

に
異

な

っ
て

い
る
。

占
領

期

の
前

半

に

お
け

る

ソ
連

の
ド

イ

ツ
政

策

の
特

徴

は

、

後

の
場

合

と

は
異

な

っ
て
彼

ら

が
東

側

に

独
自

の
国

家

を

作

る

こ
と

に
積

極

的

な

立
場

を

と

ら
ず

、

政

治

姿

勢

と

し

て
は
全

ド

イ

ツ

の
統

一
を

優

先

的

な

課

題

と

し

て
喧
伝

し

た

こ
と

で
あ

っ
た
。

こ
れ

は
主

と
し

て
、

ソ
連

が
自

国

の
安
全

保

障

上

の
観
点

か

ら
ド

イ

ツ
内

で

西
側

の
反

共

ブ

ロ

ッ
ク

に
連

な

る
国

家

が
生

ま

れ

る

こ
と

を
怖

れ

た

か
ら

で
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あ

る

が
、

ま

た

副

次

的

に
は
、

莫

大

な

戦

争

被

害

の
賠

償

を

ル
ー

ル
地
方

の
工
業

力

に
依
拠

し

て
取

り

立

て
る

意

図

を
も

っ
て

い
た

か
ら

で
あ

っ
た
・

同

時

に

ソ
連

は

将

来

の
統

一
ド

イ

ツ

の
核

と

し

て
、

彼

ら

の

い
う
意

味

で

の

「
反

フ
ァ

ッ
シ

ョ
的

民
主

主

義

的

な

」
体

制

を
、

子

飼

い
の
S

E

D
を

先

頭

に
し

て
占

領

地

で

い
ち

早

く

作

る

こ
と
を

目

指

し

て

い
た
。

こ
の
こ

点

が

ソ
連

の
初

期

の
占

領

政

策

の
基

本

的

な

政

治

目

標

で
あ

る

.

四

五

年

六

月

に
占
領

体

制

が
施

か

れ

た
後

、
占

領

地

再

建

の
主

導

力

を

共
産

主

義

者

が
確

保

す

る

た

め

に
、
在

独

ソ
連

軍
政

本

部

(通
称

S
M
A
D
)
と

共
産

党

'四
荏
年
六
月
再
建
)
が

ご
く

早

い
時

期

に
迅

速

に
と

っ
た
措

置

は

、
東

側

地

域

の
共

産

堂

と
社

会

民
主

党

(ω
。
N
凶餌
一,

匹
Φ
ヨ
o
ζ

巴

ω9

①
℃
霞

肖虫

O
。
9
。。。
三
讐

自
ω1

以
ド
、
S
P
D
と
も
す

る
)

と

の
合

同

に
よ

っ
て
、

「
統

一
し

た
労

働
者

政

党
」

と
し

て

の
S

E

D

を
創

設

し

た

こ
と

で
あ

っ
た

・

同
党

は

四

六
年

四

月

に

ベ

ル
リ

ン
で
創

立

大

会

を

開

き

、
議

長

に

ピ
ー

ク

と
グ

ロ
テ

ヴ

ォ
ー

ル
を

選

ん

だ

が
・

当

初

か

ら

の
最

大

の
実

力

者

は
、

五

〇

年

の
第

三

回

党

大
会

で
書

記

長

に
選

出

さ

れ

た
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

で
あ

っ
た
、

た

だ
創

設

時

の
S

E

D

が
以
前

の
共
産

党

の

「
社

会

主

義

へ
の
ド

イ

ッ

の
独

自

の
道

」

と

い
う

自

立
路

線

を

引

き

継

ぎ

、

ま

た
S

E

D

の
指
導

機

関

内

で
当

初

は
社

、

共

両

党

の

「
パ
リ

テ

ィ
原

則

」

が
実

現

し

た

こ
と

は
、

社

会

民

主

党

に
対

す

る
様

々
な

圧

力

は
あ

っ
た

に

せ
よ

、

こ

の
時

点

で
は

ま

だ

S
M

A

D

が

比

較

的

柔

軟

な
路

線

を

も

っ
て

い
た

こ
と
を

示

し

て

い
る
..

こ

の
よ
う

な

占

領

軍

当

局

の
姿

勢

は
、

他

の
政

党

を

含

め

た
初

期

の

い
わ

ゆ

る

「
ブ

ロ

ッ
ク
政

策

」

の
中

に
も

表

さ

れ

て

お
り

、

S

M

A

D

の

「
命

令

第

二

号

」

(四
五
年

六
月
)
に
基

づ

き

共
産

党

に
次

い
で
設

立

さ

れ

た
社
会

民
主

党

、

キ

リ

ス
ト
教

民
主

同

盟

へO
プ
「一ω二
圃窪

,

O
Φ
ヨ
o
評
鑓
骨冨
魯

Φ
d
三
8

U
①
¢
房
〇
三
螢
コ
α
。。

以
下
、

C
D
U
と
も
す

る
)
と

自

由

民
主

党

ハ=
σ
①
鑓

7
∪
Φ
ヨ
o
ξ
盛

ω∩
げ
①
勺
餌
「
け虫
U
①
¢
房
〇
三
蝉
コ
飢
。。

1
以
下
・
」
D
P
D
と
も
す

る
)

は
、

当

初

は
西

側

の
友

党

と

接
触

を
保

ち
全

ド

イ

ツ
の
統

一
を

志
向

し

た

政
党

で
あ

っ
た

.

そ
し

て
、

翌

年

七
月

に
S

E

D

と

こ
れ

ら

の
政
党

に

よ

っ
て
結

成

さ
れ

た

「
反

フ
ァ

ッ
シ

ョ
民
主

主
義

政

党
統

一
戦

線

」

(通

称

剛
ア

ン
テ
.、
フ
ァ
」
)
て

は
、
各

政

党

の
自

立
性

は
占

領

政

策

の
枠

内

で

で
は
あ

る

が

ま

だ
相

対

的

に
保

証

さ

れ

て

い
た

の
で
あ

る
。
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占

領

直

後

の
四

五
年

九

月

か

ら
開

始

さ

れ

た

剛
土

地

改
革

」

は
、

大

土

地
所

有

者

の
土

地

を

没

収

し

て
自
治

体

経

営

農

場

と
小

規

模

私

営

農

の
創

出

を
目

指

し

た
も

の
で
、

そ
れ

自

身

は
ド

イ

ツ
社

会

の
非

ナ

チ

化

、

非

軍

国

主

義

化

を

目

的

と

し

た
措

置

で
あ

っ
て
、
占

領

期

前

半

の

ソ
連

の
政

治

的

目

的

の
文

脈

の
中

で
把

え

う

る
も

の

で
あ

っ
た
。

こ

の
改

革

に
よ

っ
て
、

ユ
ン
カ

ー

や
ナ

チ

指

導
者

、
あ

る

い
は

旧
国

家

の
所
有

の

一
〇

〇

ヘ
ク

タ

ー

ル
以
上

の
大

土

地

が
無

償

で
没

収

さ

れ

て
自

治

体

と

農

民

お

よ

び
難

民

に
分

与

さ

れ

、

そ
し

て

こ

の

施

策

は

基
本

的

に

は
全

政

党

に
よ

っ
て
了
解

さ

れ

た

の

で
あ

っ
た

ー
さ

ら

に
、

土

地
改

革

で
得

ら

れ

た

S

E
D

へ
の
支
持

基

盤

の
拡

大

を

背

景

に
し

て
、

四

六
年

の
九

-

一
〇
月

に
東

独

史

で

は
唯

一
の
自
由

選

挙

が

行

わ

れ

(九

〇
年

の

　
連

の
選
挙
は
除
く
)
、
選

挙

干

渉

は
あ

っ

た

が
、

S

E

D

は

ザ

ク

セ

ン
と

テ

ユ
ー

リ

ン
ゲ

ン
、

メ

ク

レ

ン
ブ

ル
ク

の
州
議

会

選

で
過

半

数

を
取

る

こ
と

が

で

き

た

の
で
あ

る
。

一
九

四

七

年

は
戦

後

冷

戦

の
構

図

が

明
確

に
な

っ
た
年

で
あ

り
、

そ

れ

故

ド
イ

ツ
分

裂

の
局

面

が
決

定
的

に
進

行

し

た
年

で
あ

っ
た
。

加

え

て

、

こ

の
時

期

に

は
共

産

圏

の
内

部

で

ユ
ー

ゴ

ス
ラ

ビ
ア

の

ソ
連

か

ら

の
離

反

と

い
う

事

件

が
発
生

し
、

ソ
連

は
そ

の
ド

イ

ツ
政

策

を

大

き

く
修

正

さ

せ
る

こ

と

に
な

っ
た
。

四

七

年

か

ら
建

国

ま

で

の
時

代

は
、

S

E

D

の

一
党

支

配

体
制

が
確

立

さ

れ

る

政
治

的

な

「
強

制

的

同

質

化

」

の
時

代

で
あ

っ
た
。

変
化

の
第

一
は
、

S

E

D

が

ス
タ

ー

リ

ン
主
義

型

の
政

党

に
完

全

に
転

換

し

た

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
転

換

は
す

ぐ

後

に

み

る

「
人

民

会

議

運
動

」

の
中

で
徐

々
に

進
行

し
、

最

終

的

に

は
同

年

一
二
月

の
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

、

ピ
ー

ク
、

グ

ロ
テ

ヴ

ォ
ー

ル
ら

の

ソ
連

訪

問

を

経

て

翌
年

一
月

の
第

一
回

党

協

議

会

で
完

成

し

た
。

こ
の
会

議

で
S

E

D

は

民
主

集

中

制

の
組

織

原

則

を

も

ち

ソ
連

に
忠

誠

を

誓

う

「新

し

い

タ

イ
プ

の
党

」

に
な

り

、

翌

年

に
採

択

さ

れ

た
党

規

約

で

は
、

同

党

は

「
マ
ル
ク

ス
、

エ
ン
ゲ

ル

ス
、

レ
ー

ニ
ン
、

ス
タ
ー

リ

ン
の
理
論

に
よ

っ
て
導

か
れ

る

㎞

政

党

で
あ

る

こ
と

が

調

わ

れ

た

の

で
あ

る
。

二
番

目

の
大

き

な
変

化

は

「
ブ

ロ

ッ
ク
政

策

」

に
関

わ

る
も

の

で
、

そ

の
核

に
な

っ
た
組

織

は

「
ア

ン
テ

ィ

フ

ァ
」

に
代

わ

る
ブ

ロ

ッ

ク

機

関

に
な

っ
た

「
統

一
と

真

の
平

和

を

目
指

す

人

民
会

議

運

動

」

へ四
七
年

一
二
月
創

立
4
で
あ

っ
た
。

こ

の
機
関

は

、

既
出

の
政

党

の
他
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に
、

四
七

年
夏

に
ブ

ロ

ッ
ク

に
参

加

し

た
労

働

組

合

や

青

年

組

織

、

女

性

、
農

民
、

文
化

団

体

を

傘

下

に
収

め
、

さ

ら

に
C

D

U

と
L

D

P

D

に
対

抗

す

る

た

め

に

S

M

A

D

の

肝

入

り

で

四

八

年

四

月

に
設

立

さ

れ

た
、

よ

り

翼

賛

的

な

性

格

の
強

い
民
主

農

民

党

(∪
Φ
ヨ
。
,

ζ

碧
一。。o
げ
Φ
じ0
9。
ロ
Φ
「コ
B

「8
一
〇
Φ
三
ω6
三
帥
巳

ω1

以
下
、

D
B
D
と
も
す

る
。

S
E
D

が
弱
体

で
あ

っ
た
農

民
層

の
支
持
を
獲
得
す

る
た
め
に
設
立
さ

れ
た
政
党
)
と
国

民

民
主

党

(Z
餌
二
8

巴
-∪
①
ヨ
o
ζ
山
瓜
ω6
冨

℃
餌
「什Φ
一
∪
Φ
9
ω
。
三
薗
a

ωー

以
下
、
N
D
P
D
と
も
す

る
。
公
務

員
や
軍
人
、

旧
ナ
チ

党
員
を
糾
合
す

る
た
め
に
設
立

さ
れ

た
政
党
)
を

加

え

て
、
新

国

家

建

設

の
た

め

の
恒

常

的

な

運

動

組

織

と
代

表

組

織

を

兼

ね
る
機

関

に
な

っ

た

の
で
あ

る
。

ブ

ロ

ッ
ク

政
策

の
集

大

成

は
、

四

九

年

五
月

に
実
施

さ

れ

た

人

民
会

議

選

挙

と
そ

れ

に
引

き
続

い
て
開

催

さ

れ

た
第

三
回

の
人

民

会
議

で
あ

っ
て

、
選

挙

は

は

じ

め

て
官

製

の
統

一
リ

ス
ト

方
式

で
行

わ

れ

(賛
成
票
は
全
体

の
約
六
六
%
)
、

ま

た
人

民

会

議

で
は

、

S

E

D

の
提

案

に
な

る

多

分

に
ヴ

ァ
イ

マ
ル
憲

法

に
類

似

し

た
新

憲

法

が
、

諸

政
党

の
妥

協

の
結

果

と
し

て
ほ

ぼ
満

票

で
採

択

さ

れ

た

の

で
あ

っ
た
。

以

上

の

一
連

の
経

過

を

経

て
、

建

国

直

前

に
東

独

の
政

党

と

大

衆

組

織

の
以
降

の
シ

ス
テ

ム
は

ほ

ぼ
確

定

し

た

の

で
あ

る
。

変

化

の
第

三

は
、

初

歩

的

な

社

会

主
義

的

計

画

経
済

の
制

度

が
導

入

さ
れ

た

こ
と

で
あ

っ
た
。

ソ
連

軍

占

領

地

域

で
は

四
七

年

の
半

ば

に
ド

イ

ツ
経
済

委

員

会

(D
W
K
)
と

い
う

経

済

運

営

を
中

心

に

し

た

行
政

機

関

が
設

立
さ

れ

た

が
、

翌
年

六
月

に
S

E

D
指

導

部

は
、

こ

の

D

W
K

を
執

行

機

関

に
し

て
四

九
-

五

〇

年

の
二

ヶ
年
計

画

を

導

入
す

る

こ
と

を

決

定

し

た
。

こ

の
計

画

経
済

の
前

提

と
な

る
企

業

の

無

償

没

収

は

、

土

地
改

革

の
場
合

と
同

様

非

ナ

チ

化

を

名

目

に
し

て
四

五
年

の

一
〇

月

か
ら

開

始

さ

れ

て

お

り
、

ザ

ク

セ

ン

で
は

そ

の
た

め

に

人
民

投

票

さ

え

実
施

さ

れ

た
。

四
九

年

の
段

階

で

「
人

民

所
有

企
業

」

(<
。
涛
ωΦ
旙
窪

①
じd
Φ鼠

Φ
σ
1

以
下
、

V
E
B
と
も
す

る
)
と

い
う

名

の
公
有

企

業

(
こ
の
段
階

で
は
主

と
し
て
州

が
所
有
)
は
総

生

産
額

の
四

割

ほ

ど
を

占

め

て

お
り

、

そ

れ

ら

の
企
業

を

中

心

的

な

担

い
手

に

し

た
計
画

経

済

の
導

入

に
よ

っ
て
生

産

の
実

質

的

な
再

開

が
図

ら

れ
、

そ

の
計

画

目

標

は

終

了
期

限

前

に
達

成

さ

れ

た

の
で
あ

る
。

こ
の

成

果

に
よ

っ
て
計

画

経

済

の
す

べ

て

の
条

件

が
東

ド

イ

ツ
で

は
す

で
に
存

在

し

て

い
る
、

と

い
う

の
が
当

時

の
東

独
指

導

部

の
自

己

評
価

で
あ

っ
た
。

た

だ
し

、

人

民
所

有

企

業

に
よ

る
生

産

は

ま

だ
限

定

的

で
あ

り

、

ま

た
東

独

内

の

ソ
連

国

有

企

業

で
あ

る

「
ソ

ヴ

ィ

エ
ト
株
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式

会

社

」
(K
A
G
!

東

独
地
域

の
最
重
要
企
業
を
接
収
し
た
も

の
で
、
賠
償

の

一
環

と
し

て
主

と
し

て
ソ
連
向
け

の
生
産

が
行
わ
れ
た
)
が
生

産

量

の
約

二
割

を

占

め

て

い
た

か

ら
、

工
業

の
生

産

体

制

は
未

だ
過

渡

的

な
段

階

に

と

ど
ま

っ
て

い
た

の

で
あ

る
。

こ
う

し

て
建
国

ま

で

の
東

側

占

領

地

域

に

は
、

政

治

的

に
は

S

E

D

の

一
党

支

配

体

制

が

ほ

ぼ
確

立

し
、

経
済

的

に

は
社

会

主

義

的

計

画

経

済

の

シ

ス
テ

ム
が

そ

の
緒

に

つ
い
た
形

で
新

た
な
体

制

が

形
成

さ

れ

た
。

こ
れ

に
対

し

、
社

会

主

義

的

な
所

有

関
係

の
お

お
よ

そ

の

完

成

は
、

六

〇
年

代

初

頭

ま

で
か
な

り

緩

慢

な

過

程

を

た

ど

る

こ
と

に
な

る
。

⑧

建

国

か
ら

「
ベ

ル
リ

ン

の
壁

」
構

築

ま

で

(
一
九

四
九
-

[
九
六

一
年

)

東

西

冷
戦

の
軍

事

的

な
緊

張

は
四

八

年

六

月

か

ら

一
年

間

続

い
た

ソ
連

に
よ

る

「
ベ

ル
リ

ン
封

鎖

」

で
頂

点

に
達

し
、

そ

れ

と

と

も

に

東

西

ド

イ

ツ

の
分

裂

は
決

定

的

に
な

っ
た
。

翌

年

五
月

に
西

側

で
連

邦

共

和
国

が
成

立

す

る

と
、

せ
き

た

て

ら
れ

る

よ
う

に
東

ベ

ル
リ

ン

の
人

民

協
議

会

は

一
〇

月

九

日

に
自

ら

を

「
暫

定

人
民

会
議

」
と
し

(た
だ
し
選
挙

は
延
期
さ
れ

て
五
〇
年

一
〇
月

に
実
施

さ
れ
た
)、

憲

法

を

発
効

さ

せ

て

こ

こ
に
ド

イ

ツ
民

主

共
和

国

が

誕
生

し

た

の
で
あ

る
。

し

か
し

な

が
ら

、
新

た

に
成

立

し

た
国

家

は

ま

だ
き

わ

め

て
不

安
定

で
あ

っ
た
。

東

独

の
指

導

部

は
新

国

家

を

統

一
ま

で

の
暫
定

的

な

も

の
と

し
、

ま

た
S

M

A

D

は
解
散

し

た

が

代

わ

り

に

ソ
連

管

理

委

員

会

(S
K
K
)
が
設

置

さ
れ

、

東

ベ

ル
リ

ン
を

は

じ

め

と
す

る
大

都

市

に
管

理
局

を

お

い
て
な

お
多

く

の
権

限

を

行
使

し

て

い
た
。

新

国

家

の
承

認

は
共

産

圏

の
国

々
に
限

定

さ

れ
、

こ
れ

は
五

〇

年

四

月

の

モ

ン
ゴ

ル
に
よ

る

承

認

で

一
巡

し

た

(
コ
メ

コ
ン
に
は
同
年
九
月

に
加
入
)
。

国
内

の
統

治
機

構

と
し

て

は
、

新

国
家

の
誕
生

と

と
も

に
大

統

領

職

と
閣

僚

評

議
会

が

設

け

ら

れ
、

大

統

領

と
首

相

の
ポ

ス
ト

に

は
そ

れ

ぞ

れ

S

E

D

の
ピ
ー

ク

と
グ

ロ
テ

ヴ

ォ
ー

ル
が
就

任

し

た

が
、

こ
れ
ら

は
機

構

の
安

定

を

も

た

ら
し

た
わ

け

で

は
な

か

っ
た
。

東

ド

イ

ツ

が
支

配
体

制

の
骨

格

を

整

え

、

ま

た
国

内

主

権

の
多

く

を

回
復

さ

せ

た

の
は
、

五

二

年

の

「
ス
タ
!

リ

ン
書

簡

」

問

題

後

の

体

制

の
強
化

と

、

翌
年

の

「
蜂

起

」

に
よ

る
路

線

修

正
を

経

た
後

の

こ
と

で
あ

り
、

こ
れ

に
は

ソ
連

の
対

ド

イ

ツ
政
策

の
変

化

が
密

接

に



10神奈川法学 第27巻 第2・3号{372)

関

わ

っ
て

い
て
複

雑

な

様

相

を

も

っ
て

い
る
。

五

二
年

三

月

に

ソ
連

が
西

側

に
提

出

し

た
有

名

な

「
ス
タ

ー

リ

ン
書

簡

」

は
、

西

ド

イ

ツ

の

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
防

衛

共

同

体

へ
の
加

盟
問

題

が
浮
上

し

た
時

期

に
出

さ
れ

た
通

牒

で
、

そ

こ
で

は
統

一
さ

れ

た
中

立
ド

イ

ツ

の
建

設

と

連
合

国

と

の
平

和

条

約

の
締
結

が
提
案

さ

れ

て

い
た
。

こ

の
ソ
連

の
提

案

は
西

側

に
大

き

な

関

心

と
猜

疑

を

引

き

起

こ
し

た

が

、
結

局

、

ド

イ

ツ

で

の

「
自
由

選

挙

」

の
あ

り
方

を

め
ぐ

る
対

立

か

ら
西

側

に
よ

っ
て
拒

否

さ

れ
、
ま

た
西

ド

イ

ツ

が
共

同

体

加

盟

へ
の
調

印

を

行

っ
た

(加

盟
は

フ
ラ

ン
ス
議
会

の
反
対

で
実

現
し
な

か

っ
た
が
)
こ
と

で
失

敗

に
終

わ

っ
た
。

ソ
連

側

の
後

の
文
書

で

は
、

そ
れ

ら

の
外

交

攻

勢

が
挫
折

し

た

後

に
東

側

は

ド

イ

ツ
統

一
の
事

実

上

の
断

念

と
東

独

で

の
本

格

的

な

社

会
主

義

の
建

設

を
決

定

し

た
、

と
さ

れ

て

い
る
。

そ

の
問
題

と

も
関

連

す

る

「
ス
タ

ー

リ

ン
書

簡

」

の
評
価

に

つ

い
て

は

長
年

論

争

の
対

象

に
な

っ
て

き

た

が
、

い
ず

れ

に

せ
よ

、

こ
の
過

程

を

経

た

後

に
東

独

で

の
体

制

の
強
化

が
格

段

に

進

ん

だ

こ
と

は
事

実

で
あ

っ
た
。

七

月

の
第

二

回

党
協

議

会

で
は
、

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

が
「
D
D

R

内

で
社

会
主

義

を
計

画

的

に
建
設

す

る
」

こ
と
を

改

め

て
全

面

的

に
打

ち

出

し

、

進

行
中

の
五

ヶ
年

計

画

で
重

工

業

の
建

設

を

重
点

的

に
進

め

る

こ
と

が
決
議

さ

れ

た
。

体
制

の
強

化

を

も

た

ら

し

た

こ

の
時

期

の
諸

施

策

と
し

て
は

、

さ

ら

に
、

準

軍
隊

組

織

で
あ

る

「
兵

営

人

民

警
察

」

の
創

設

、

ベ

ル
リ

ン
を

除

く

国

境
ゾ

ー

ン
を

五

キ

ロ
幅

に
し

て
国

境

警

備

を

従

来

よ

り
も

は

る

か

に
強

化

し

た

こ
と
、

農
業

集

団

化

が
開

始

さ
れ

た

こ
と

、

州
制

度

を
廃

止

し

て
国

直

属

の
県

制

度

に
改

め
行

政

の
集

権

化

を

強

め

た

こ
と
、

諸

政

党

と

大

衆

団

体

が

S

E

D

の
指

導

的

役
割

を
完

全

に
承

認

し

た

こ
と
、

そ

し

て
教

会

へ
の
国

家

の
締

め
付

け

が
著

し

く

強

め

ら

れ

た

こ
と
、

を

挙

げ

る

こ
と

が

で

き

よ
う

。

し

か

し
な

が

ら
、

新

た
な

重

工
業

化

の
推

進

は

重

い
財

政
負

担

と
労

働

ノ

ル

マ
の
引

き

上

げ
を

も

た
ら

し
、

五

三

年

の
二
月

に

は
副

首

相

の

ゼ

ル
プ

マ

ン
自

身

が

工
業

へ
の
投

資

だ
け

で

「
国

民

経
済

上

の
能

力

の
限

界

に
達

し

た

」

と
述

べ
る

よ
う

な

状

況

が
生

ま

れ

た
。

さ

ら

に
三
月

の

ス
タ
ー

リ

ン

の
死

去

と

い
う

事
態

が
重

な

り
、

そ

の
結

果

発

生

し

た

の

が
東

独
史

で

は
唯

一
の
民
衆

反

乱

で
あ

る

「
六

月

一

七

日

の
蜂

起

」

で
あ

る
。

ベ

ル
リ

ン
か
ら

南
部

の
工
業

都
市

に
広

が

っ
た

ス
ト

ラ
イ

キ

や

デ

モ

の
波

は
、

結

局

ソ
連

駐
留

軍

の
戦

車

に
よ
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っ
て
短

時

日

の
う

ち

に
鎮

圧

さ
れ

た

が
、

こ

の
事

件

で
明
確

に
な

っ
た

の
は
、

ソ
連

の
軍
事

介

入

と

は
裏

腹

に
、

西
側

が

「
巻

き

返

し

」

の
言

辞

に

か
か

わ

ら
ず

結

局

は
干

渉

を

控

え

た

こ

と

で
あ

っ
て
、

こ

こ
に

は
以

降

の
東

欧

諸
国

の
体

制

危

機

時

に

お
け

る

米

ソ

の
対

応

パ

タ

ー

ン
の
原

型

が

示

さ
れ

て

い
る
。

ま

た

こ

の
事

件

は

ス
タ

ー
リ

ン
の

死
亡

に
よ

っ
て

一
時

動
揺

し

て

い
た

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

ら

の
指

導

部

を
逆

に
救

う

こ
と

に
な

っ
た

が
、

彼

ら

を
危

機

か

ら

脱
出

さ

せ

た

の
は
、

ソ
連

の
軍

事
介

入

と
並

ん

で

こ

の
時

期

に
起

き

た

ソ
連

で

の

ベ

リ

ア

の
失
脚

で
あ

っ
た
と

い
わ

れ

て

い
る
。

党
内

で
は

翌
年

ま

で

に
、

五

〇
1

五

一
年

の
時

期

(
こ
の
時

は
旧
S
P
D
貝
が
ヒ
要
な
対
象

だ

っ

た
)
に
次

ぐ

粛
清

が

行

わ

れ

、
五

四
年

の
中

央

委

貝

会

で

は
五

〇

年

に
選

ば

れ

た
委

員

の
約

三

分

の

一
と

候

補

の
三

〇
名

が
そ

の
ポ

ス
ト

を

失

っ
た

の

で
あ

る
。

五

三

年

の

「
蜂

起

」

後

、

東

独

の
指

導

者

は
路

線

を

修

正

し

て
消

費

財

の
生

産

に
も

意

を

注

ぐ

よ

う

に
な

り
、

ま

た

ソ
連

は
賠

償

の
取

り

立

て
を

中

止

し

、

「
ソ

ビ

エ
ト

株
式

会

社

」
も

最

終
的

に
返

還

し

て
、

敗

戦

に

よ

る
東

独
経

済

の
外

的

な

障

害

は
よ
う

や
く

消

滅

す

る

に

至

っ
た

。

ソ
連

・
東

欧
諸

国

は
西

独

の
N
A

T
O

加

盟

に
対

抗

し

て
五

五
年

五

月

に

ワ

ル
シ

ャ
ワ
条

約

機

構

を
結

成

し

、

東

独

も

こ
れ

に

加

盟

し

た

が
、

さ

ら

に
九

月

に
は

ソ
連

は
東

独

の

「
完

全

な

主

権

」

が

回
復

し

た

こ
と

を

認

め
、

両
国

の
間

で

一
〇

年

に
わ

た

る

政
治

、

軍
事

面

で

の
援

助
条

約

が
締

結

さ

れ

た

の
で
あ

る
。

な

お

ワ

ル
シ

ャ
ワ
条

約

の
成

立
を

受

け

て
、

翌

年

の
三

月

か

ら

は
東

ド

イ

ツ
の
正
規

軍

で
あ

る

「
国

家

人

民

軍

」

(N
V
A
)

の
建

設

が
始

め
ら

れ

た
。

同

軍

は
ワ

ル
シ

ャ
ワ
条

約

軍

の
統

合

司

令

部

の
下

に
直

属

し

、

軍

の
構

成

、
指

揮

体
系

お

よ

び
使

用
す

る
武

器

は

ソ
連

軍

の
そ

れ

に
照

応

し

て

い
た
。

ま

た

N

V
A

の
参

謀

本

部

、
各

部

隊

に

は

ロ
シ
ア

人

の
軍

事

専

門
家

が
顧

問

と

し

て

お

か
れ

、

同

じ

く

政

治

将
校

が
東

独
軍

の
政

治

的

行

動

を

監

視
す

る
任

務

を

も

っ
て

い
た

の

で
あ

る
。

五

七

年

か

ら
五

九

年

に

か
け

て

は
東

独

経
済

は

比

較
的

高

い
成

長

率

を

記

録

し

、

西

へ
の
逃

亡
者

も

減

少

し

て
東

ド

イ

ツ
は
小

康

期

に

入

っ
た
。

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

が
五

八

年

か
ら

始

ま

る

七

ヶ
年

計

画

の
末

ま

で
に

は
西

独

に
追

い
付

く

と
広

言

し

た

の
は

こ

の
時

期

で
あ

り
、

同
年

の
党

五

回
大

会

で

は
、

彼

は

一
連

の
権

力

抗

争

を
経

て
党

の
第

一
人
者

と
し

て

の
地

位

を

ほ

ぼ

固

め

終

わ

っ
た

の

で
あ

る
。

し

か
し
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こ
の
安
定

の
時

代

は

長

く

は
続

か
ず

、

「
ベ

ル
リ

ン
危

機

」
と

東

独

体
制

の
再

度

の
危

機

に
よ

っ
て
、

こ

の
国

の
歴

史

の
中

で
最

大

の
ド

ラ

マ
で
あ

る

「
ベ

ル
リ

ン
の
壁

」

構

築

へ
事

態

は
転

換

し

て

い
く

の

で
あ

る
。

「
反

フ

ァ

シ
ズ

ム
の
防
衛

の
壁

」

と
東

ド
イ

ツ
で

は
呼

ば

れ

た
六

一
年

八

月

の

「
ベ

ル
リ

ン

の
壁

一

の
構

築

は
、

直

接

に

は
東

独

で

の

再

度

の
経

済

困

難

と

急

速

な
農

業
集

団

化

に
起

因

す

る
西

へ
の
大

量
逃

亡

を
遮

断

す

る
意

図

か
ら

な

さ

れ

た
も

の

で
あ

り
、

そ

の
国

際

的

な

背

景

に

は
五

八

年

の
末

か

ら
続

い
て

い
た

ベ

ル
リ

ン
を

め
ぐ

る
米

ソ

の
熾

烈
な

つ
ば
競

り
合

い
輔

「
ベ

ル
リ

ン
危

機

」

が
存

在

し

て

い

た
。東

ド

イ

ツ

で
は

六

〇

年

に
は

過
去

三

年

間

順

調

だ

っ
た
工

業

成

長
率

が

落

ち
込

み
、

翌

年

の
目

標

は

七

・
二
%

に
下

方
修

正

さ

れ

た

が

達

成

率

は
六

・
三

%

に
終

わ

っ
た
。

よ

り

重

要

な

の
は

六

〇

年

の
初
頭

か

ら

大
規

模

な

農

業

集

団

化

が

実
施

さ
れ

た

こ

と

で
、

こ
れ

は
社

会

主
義

体

制

の
実

質

的

な
完

成

を
目

指

す

も

の

で
あ

っ
て
、

五

ヶ
月

の
間

に
約

九

千

の
新

し

い
農

業

協

同

組

合

が

誕
生

し

た

(東
独

で
は

「社
会
主
義

の
春
」
と
呼
ば
れ
た
)。
し

か

し

農

村

の
ブ

リ

ガ

ー

デ

を

駆
使

し

て
推

進

さ

れ

た

こ

の
集

団

化

は
、
そ

の
名

目

と

は
裏

腹

に
お

よ

そ

「
自
発

的

」

な

も

の
と

は

い
え

ず

、

そ

の
点

は

こ

の
年

の
肉

や

バ

タ
ー

な

ど

の
食

料

品

の
供

給

量

が
低

下

し

た

こ
と

で
も

示

さ

れ

て

い
た
。

こ

の
た

め
、
国

際

的

な
緊

張

の
増

大

に
よ

る
危

機

感

と
も

相

ま

っ
て
六

一
年

か
ら

は
脱

国
者

の
数

は

急

増

し
、

若

年

、

熟

練

労

働
者

を

中

心

に
し

て

こ
の
年

の
前

半

だ
け

で
そ

の
数

は

一
〇

万

を

越
す

に
至

っ
た

の
で
あ

る
。

他

方

国

際

政

治

の
舞

台

で
は

、

五
八

年

=

月

に

フ

ル
シ
チ

ョ
フ

が
西

ベ

ル
リ

ン

の
中

立

・
自

由

都
市

化
構

想

を
唐

突

に

提

案

し
、

こ

の
提

案

が
期

限

を

付

け

た
最

後

通

牒

と
し

て

の
形

式

を

も

っ
て

い
た

た

め
に
東

西

間

の
緊

張

が

一
挙

に
増

大

し

た
。

そ

の
後

ア

メ
リ

カ

で

は

ケ
ネ

デ

ィ
大

統
領

が
登
場

し

、

平

和

共

存

の
政

策

と

ベ

ル
リ

ン
問
題

の

「
解

決

」

を

め
ぐ

っ
て
危

機

の
昂
進

と

そ

の
緩

和

と

が
交

互

に

相

次

ぐ

局

面

が

つ
づ

い
た

が
、

六

一
年

六
月

の
ウ

ィ
ー

ン
で

の
米

ソ
首

脳

会

談
後

の
七
月

に

ケ
ネ

デ

ィ

が
打

ち
出

し

た

い
わ

ゆ

る

「
三

つ

の
基

本

点

」
、
即

ち
O

ベ

ル
リ

ン
で

の
連

合

国

軍

の
駐
留

権

の
確

保

、
口

西

独

か

ら

ベ

ル
リ

ン

へ
の
自

由

通

行
権

の
確
保

、
口

西

ベ

ル
リ

ン
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市

民

の
生

活

と

自

由

の
確
保

、

は

ア

メ

リ

カ

の
西

ベ

ル
リ

ン
防

衛

の
意

志

を

改

め

て

明
確

に
し

た
も

の

で
あ

る
と

と

も

に
、

ま

た
そ

の
意

志

は

西

ベ

ル
リ

ン

の
範

囲

だ
け

に
留

ま

る

こ
と
を

表

し

た

シ
グ

ナ

ル
で

も
あ

っ
た
。

こ
れ

に
対

し

ワ

ル

シ

ャ
ワ
条

約
機

構

の
内

部

で

は
、

六

一
年

三

月

の
首

脳

会

談

で
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

の
封

鎖

提
案

は

一
旦

は

ハ
ン
ガ

リ
ー

と

ル
ー

マ

ニ
ア

の
反

対

で
退

け

ら

れ

た

が

、

八
月

三
ー

五

日

の
極

秘

に
行

わ

れ

た

ベ

ル
リ

ン
問
題

を

め
ぐ

る
再
度

め

首

脳
会

談

で

は
、

東

ド
イ

ッ

の
解

体

と
東

側
経

済

の
混

乱
を

予

防

す

る

た

め

に
最

終
的

に

「
壁

」

を

構
築

す

る

こ
と

が

了
承

さ

れ

た
。

そ

の
際

ソ
連

側

が
付

け

た
条

件

は
、

作

戦

は
東

独

の
部

隊

の
み

で
実

行

す

る

こ

と
、

ま

た

こ

の
作

戦

の
範

囲

は
東

独

の
主

権

に
属
す

る

こ
と

だ
け

に
制

限

す

る

こ

と

で
あ

っ
た

と

い
わ

れ

る
。

か

く

し

て
、

八

月

=

一1

=
二
日

の
深
夜

に

ホ
ー

ネ

ッ
カ

!
を

実

行

責

任

者

と
し

て

「
壁
」

は

一
夜

の
内

に
構

築

さ

れ
、

こ
れ

は

そ

の
後

増

強

さ

れ

て
東

西
ド

イ

ツ

は
完

全

に
分
断

さ

れ

る

に
至

っ
た

の
で
あ

る
。

◎

社

会

主

義

体
制

の
定

着

二

九
六

一
ー

一
九

七

一
年

)

「
ベ

ル
リ

ン
の
壁

」

は
、
東

独
市

民

の

「
足

に
よ

る
投

票

」

(
11
脱
国
)
を

物

理

的

に
封

殺

す

る

こ
と

に
よ

っ
て

(そ
し
て
西
側
も
そ
れ

に

暗
黙
裡

の
了
解

を
与

え
る

こ
と
に
よ

っ
て
)
、
は

じ

め

て
東

独

の
体

制

に
安
定

を

も

た

ら

し
、
ま

た

ベ

ル
リ

ン
問
題

を

め

ぐ

る
東

西
間

の
緊

張

を

結

果

と

し

て
緩

和

さ

せ
た
。

東

独

の
国

民

は
、

以

降

は

こ

の
体

制

の
中

で
そ

れ

と
折

り
合

っ
て
生

活

し

て

い
か

な
け

れ

ば

な

ら
ず

、

経

済

的

な

果

実

や

地

位

上

昇

の
機

会

を

得

る

た

め

に
よ

り
実

利

的

な
生

活
態

度

を
身

に

つ
け

て

い
く

こ
と

を
余

儀

な

く

さ

れ

た
。

ま

た
統

治

者

の
側

も

人

々
の

こ

の
よ
う

な
態

度

に

よ

り
多

く

の
配
慮

を

払

い
、

経
済

業

績

の
改

善

を

通

し

て
国

民

の
帰

属

意

識

を
育

て
な

け

れ

ば
な

ら
な

く

な

っ
た

の

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

国

側

が
国

民

の
物

質

的

な
生

活

条

件

を

改

善

し

て

い
く
限

り

に
お

い
て
、

国

民

の
側

も

体
制

の
存

続

を

容

認
す

る

と

い
う

一
種

の

「
社

会

契

約

」

が

で
き

た

こ
と

を
意

味

し

て
お

り

、

皮

肉

な

言

い
方

を
す

れ

ば
、

東

ド

イ

ツ
は

そ

れ

に
よ

っ
て
消
極

的

な

意

味

で

で
は
あ

る

が

一
種

の

ア
イ

デ

ン
テ

ィ

テ

ィ
を

獲

得

し

た
わ

け

で
あ

る
。

「
壁
」

構

築

後

の
緊

張

状

態

は
、

九

月

に

「
D

D

R
防

衛

法

」

が
成

立
し

、

ま

た
労

働

ノ

ル

マ
の
引

き
上

げ

の
キ

ャ

ン

ペ
ー

ン
が
行

わ
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れ
る
な

ど
な

お
し
ば
ら
く
は
続

い
た
が
、

六

一
年

一
〇
月

の
ソ
連
共
産
党
第
二
二
回
党
大
会

で
新

た
な
非

ス
タ
ー
リ

ン
化

が
確
認
さ
れ

た

こ
と
も
あ

っ
て
翌
年

の
初
頭
ま

で
に
は
ほ
ぼ
鎮
静
し

た
。
以
降
六
五
年
ま

で

の
数
年
間
は
、
東

独
史

の
中

で
は
比
較
的

寛
容

な
時
代

で
あ

っ
た
と

い
わ
れ
る
。

六
〇
年
代
前
半

の
東
独

の
ブ

ロ
ッ
ク
内

政
策

で
重
要

な
点

は
、
六
四
年
六
月

に
ソ
連

と

の
間

で
友
好
相
互
援
助
条

約
が
結

ば
れ
た
こ
と

で
、

こ
の
条
約

は
五
五
年

の
援
助
条
約

と
は
異
な
り
、

二

つ
の
主
権
ド
イ

ツ
国
家

の
存
在
を
認

め
、

ま
た
東
独
国
境

の
不

可
侵
性
を
謳

っ

て

い
た
。
ま

た
こ

の
時
代

に
は
、
ワ

ル
シ
ャ
ワ
条
約
機
構
軍

の
内
部

で
の
同
国

の
地
位

は
改
善

さ
れ
、
六
三
年

に
は
ワ

ル
シ

ャ
ワ
条

約
軍

の
合
同
演
習

が
名

目
的

で
で
は
あ

れ
東

独
国
防
相

ホ

フ

マ
ン
の
統
率
下

で
行
わ
れ
、
ま

た
六
五
年

に
は
N
V
A
が
ワ

ル
シ

ャ
ワ
条

約
軍

の

「
第

一
戦
略
部

隊
」
に
な

っ
た

の
で
あ

る
。
そ

の
要

因
と
し
て
、

一
つ
に
は

「
壁
」
構
築
後

に
青
年
層

の
出
国

を
怖

れ
る
必
要

の
な
く
な

っ

た
東

独
指
導
部

が
六
二
年
に
徴
兵
制
を
導
入
し
、
そ
れ

に
よ

っ
て
N
V
A

の
兵
員
数

が
増
大
し

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
二

つ
目

に
は
、

六
〇
年
代

に
東

独

の
工
業
化

が
進
ん

で
軍
需

品
生
産

の
キ

ャ
パ
シ
テ

ィ
が
増
大
し
た

こ
と
を
挙
げ

る

こ
と
が
で
き

よ
う
。

体
制

が
固
定
化
す

る
と
、
東

独

の
指
導
部

の
間

で
は
経
済

シ

ス
テ

ム
の

「優
越
性
」
を
成
長
率

の
高
さ
や
国
際
競
争
力

の
強
さ

で
示
そ

う

と
す
る
志
向

が
生
ま
れ
た
。
特

に
五
八
年

か
ら
始
ま

っ
た
七

ヶ
年
計
画

は
そ

の
行
き
詰
ま
り

が
明
ら
か

に
な

っ
て

い
た
の
で
、
経
済

シ

ス
テ

ム
の
改
善

は
焦

眉

の
課
題

に
な

っ
て

い
た
。

こ
の
政
策
的
な
要
請

に
沿

っ
て
六
三
年

に
打

ち
出
さ
れ
た
の
が

「
計
画
と
指
導

の
新
経

済

シ

ス
テ

ム
」

(N
6

S
)
で
、

ソ
連

の
リ
ー

ベ

ル
マ
ン
の
考

え
に
範
を

と

っ
た

こ
の
構
想
は
、
経
済
体
制
を
よ
り
分
権
的

に
し
て
企
業

や

労
働
者

の

「
物
質
的
な
関
心
」

を
刺

激
し
、

そ
れ
に
よ

っ
て
高

い
収
益

と
労
働
生
産
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

そ

の
骨

子
は
、
の

一
五
-

二
〇
年

の
長
期
予
測
と
五
ー

七
年

の
中
期
計
画
お
よ
び
年

次
計
画

の
作
成

に
よ

る
経
済
計
画

の
段
階
化
、
ω
企
業
を
統

合
し

た
人
民
所
有

企
業

連
合

(V
V
B
)
の
設
置
と
そ
れ
に
よ
る
傘
下
企
業

へ
の
自
立
的
な
指
導

と
監
督
、
日
最
も
重
要

な

「
経
済

の
テ

コ
」

と
し

て
企
業

の
利
潤
概
念
を
導

入
し
、
企
業

は

コ
ス
ト
、
価
格

、
賃
金
、
賞
与
な

ど
を
配
慮

し
利
潤

を
追
求
す
る

こ
と

で
計
画
を
達
成
す
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る
こ
と
、
ま
た
四

そ

の
た
め
に
行
わ
れ
た
三
次

に
わ
た
る
工
業
価
格

の
改
訂
、
な
ど
で
あ

っ
た
。
同
時

に
、
生
産

や
企
業
管
理

の
面

で
の

「
科
学
技
術
革
命
」

(W
T
R
)
が
謳
わ
れ
、
特

に
石
油
化
学

や

エ
レ
ク
ト

ロ
ニ
ク

ス
、
光
学
、
工
作
機
械
な

ど
の
分

野
で
生
産
を
現
代
化
す

る

こ
と
が
強
調

さ
れ
た
。
当
時

の

ス
ロ
ー
ガ

ン
の

一
つ
に

「
追

い
付

か
ず

に
追

い
越
せ
」

と

い
う

の
が
あ
る

が
、

こ
れ
は
独
自

の
科
学
技

術

の
開
発

で
西
側

の
生
産
水

準
を
越
す

べ
し
、
と

い
う

こ
と
を
意

味
し

て

い
た
。
こ
れ
ら

の
新

し

い
潮
流

に
の

っ
て
拾

頭
し
て
き
た

の
が
、

六
三
年

の
党
大
会

で
政
治
局
員

候
補

に
な

っ
た
ア
ペ

ル
、

ミ

ッ
タ
ー

ク
や
ヤ

ロ
ヴ
ィ

ン
ス
キ
ー
、
六
七
年

の
党
大
会

で
同
じ
く
政
治
局
員

候
補

に
な

つ
た

ハ
ル
プ

リ

ッ
タ
ー
や
ク
ラ
イ

バ
ー
な
ど
で
、
彼
ら

は
経
済

の
実
務
官
僚

の
ト

ッ
プ

と
し

て
ウ

ル
ブ
リ

ヒ
ト
体
制

の
事

実
上

の
中

心
的

な
幹
部

に
な

っ
た
が
、

た
だ

こ
の
内
最

も
重
要

な
人
物

で
あ

っ
た
ア
ペ
ル
が
六
五
年
末

に
自
殺
し
た

こ
と
は

「
新
経
済

シ

ス
テ

ム
」

の
行
く
末
を

予
示
し

て

い
た
。

六
〇
年
代

は
ま

た
、
体
制

が
安
定
す
る
と
と
も

に
社
会
主
義

体
制

の
法
体
系

の
整
備

が
進

め
ら

れ
た
時
代

で
も
あ

っ
た
。
既

に
五
八
年

の
党
五
回
大
会

で
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト
は

「
社
会
主
義

的
立
法
活
動

の
断

固
た
る
継
続
」
を
訴
え

て
お
り
、

こ
れ
を
受
け

て
法
務
省
は
六
〇
年

代

の
初

頭

か
ら
重
要
法
律

の
立
法
化
作
業

に
着
手
し

た
。
主
な
対
象

と
し
て
は
、
刑
法

(六
八
年
)
、
労
働
法

(六

一
年
)
、
家
族
法

(六
五

年
)
の
他

に
、

一
連

の
経
済

、
司
法

関
係

の
法
律

が
あ

り
(但
し
民
法
は
七
五
年
ま
で
成
立
が
遅
れ
た
)
、
そ

の
集

大
成

が
六
八
年

に
採
択
さ

れ

た
社
会
主
義
憲
法

で
あ

っ
た
。

こ
れ

に
よ

っ
て
、

体
制

の

「
憲
法
現
実
」

か
ら
か
け
離

れ

て

い
た
四
九
年
憲
法
は
廃
棄

さ
れ
、
東
ド
イ

ツ

国
家

は
憲

法
上
も

「
労
働

者
階
級

の

マ
ル
ク

ス

・
レ
ー

ニ
ン
主
義
政
党

の
指
導

の
下

で
」
統
治

さ
れ
る

「
政
治
組

織
」

に
な

っ
た
の
で
あ

る
。
な

お

こ
の
憲
法

の
制
定

は
、
東
独
史

で
は
唯

一
国
民
投
票

の
手
続

き
を
経

て
行

わ
れ

た
も

の
で
、

こ
れ

は
当
時

ソ
連

か
ら

の
相
対
的

な
自
立
を
求

め
て

い
た
ウ

ル
ブ
リ

フ
ト

の
意

に
沿

っ
た
も

の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う

に
社
会

の
安
定
化

が
そ
れ
な
り

に
進

む
と
、
東

独
市
民

の
生
活

の
物
質
的
な
条
件

は
明
ら
か
に
改
善
さ
れ

た
。
六
〇
年
代

の

末

に
東

独

の
工
業
生
産
力

は
世
界
第
九
位

の
地
位

に
上

っ
た
と
す

る
当
時

の
世
界
銀

行

の
発
表
は
、

こ
ん
に
ち
か
ら

み
る
と
大

い
に
疑
問
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が
あ

る

が
、

と
も

か

く

も
市

民

の
消
費

生

活

は
向

上

し

、

テ

レ
ビ
や

洗

濯
機

、

掃

除

機

な

ど

の
耐

久

消
費

財

は
過

半

の
家

庭

で
保

有

さ

れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。

ま

た

六
七

年

に
は
週

の
労
働

時

間

は
従
来

の
四

五

時

問

か

ら

四

三

・
五

時

間

に
短

縮

さ

れ
、

土
曜

休

日
制

も

採

用

さ

れ

た
。

し

か

し

な

が

ら
他

方

、

こ

の
よ

う

な

生

活

状

態

の
改

善

は
市

民

生

活

の

「
自

由
化

」

を
も

た
ら

し

た
わ

け

で
は

な

か

っ
た
。

む

し

ろ
、

生

活

に

一
定

の
ゆ

と

り

が

で
き

て
自

由

へ
の
志

向

が
生

ま

れ

る

と
、

当

局

は

改

め

て

こ
れ

を
抑

え

て

い
か
な

け

れ

ば

な

ら
な

く

な

っ

た
。

こ

こ
に

は
、
東

独
社

会

主

義

体

制

の
基

本

的

な

矛

盾

の

一
つ
が
見

受

け

ら

れ

る
。

一
時

は
寛

容

に
な

っ
た
と

考

え

ら

れ

た
党

の
文

化

政

策

は
六

五

年

を

境

い
に
再

び
厳

し
く

な

り

(六
五
年

一
二
月

の
党
中
央
委
貝
会

で
の
ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー
演
説
)
、

ハ
ー

ヴ

ェ

マ
ン
や

ビ
ア

マ
ン
ら

批

判

派

の
知

識

人

へ
の
抑

圧

が
強

ま

っ
た
。

ま

た
新

刑

法

は
確

か

に
関

連

の
法

規

を

現

代

化

し

た

が
、

政

治

犯

罪

の
構

成
要

件

は
複

雑

に

な

り

刑
罰

も

重

く

な

っ
た
。

チ

ェ

コ

「プ

ラ

ハ
の
春

」

事

件

の
影

響

も

あ

っ
て
治

安

警

察

は
市

民

生

活

の
細
部

に

ま

で
浸

透

し
、

国

家

保

安

省

を

「
V
E

B
l

盗

み
聞

き

・
ひ

っ
捕

ら

え

」

と
椰

楡

す

る
言

葉

も

生

ま

れ

た

の

で
あ

る
。

以

上

の
よ
う

な
趨

勢

を
受

け

て
、

六

〇

年

代

の
末

に
顕

著

に
な

っ
て
き

た

の

は
、

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

が

ソ
連

か
ら

の
自

立

化

の
傾

向

を

み

せ
始

め

た

こ

と

で
あ

っ
た
。

こ

の
背

景

に

は
、

東

独
を

含

め

た
東

欧

の
社

会

主
義

圏

が
よ

う

や

く
多

様

化

し

て
き

た

状
況

が
あ

る
。

ウ

ル

ブ

リ

ヒ
ト

の
独

自

の
社

会
主

義

論

は
既

に

六
三

年

の
S

E

D

綱
領

作

成

の
際

に
端

緒

的

に
表

れ

て

い
る

が
、

六

七

年

の
党

七

回

大

会

で
明

瞭

に
示

さ

れ

る
よ

う

に

な

っ
た

。

こ

の
理
論

は
簡

単

に

い
え

ば

、
従

来

は

共
産

主

義

へ
の
過

渡
的

な

段
階

と
考

え

ら

れ

て

い
た
社

会

主
義

段

階

に
固
有

の
性

格

を

与

え

よ

う

と
す

る

も

の
で

(「共
産
主
義

に
移
行
す

る
段
階
で

の
相
対

的

に
独
自

の
社
会

体
制
」
)
、

こ

の
社

会

は
東

ド

イ

ツ

の
よ

う

な
高

度

工
業

社
会

に
適

合

す

る
道

で
あ

る

と

さ

れ

た
。

ま

た

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

に
は
、

後

の
ホ
ー

ネ

ッ
カ

ー
時

代

に
誤

り

と

し

て

撤

回

さ
れ

た

「社

会

主

義

的

人
間

共

同

体

論

」

と

い
う
議

論

が

あ

り
、

こ
れ

は
社

会

主
義

で
は
諸

階

層

の
社
会

的

条

件

が
接

近

し

て
相

互

の

「
友
愛

」
と

「
利

益

調

和

」
が
生

ま

れ

る
、

と

い
う
議

論

で

あ

っ
た
。

総

じ

て
、

こ
れ

ら

は
社

会

主

義

の
ソ
連

モ
デ

ル
と
並

ぶ

(あ
る

い

は
そ
れ
に
代

わ
る
)
東

ド

イ

ツ

・
モ
デ

ル

の
提

示
を

意

味

し

て
お

り

、
当

時

の
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

が
も

っ
て

い
た
体
制

へ
の
自

信

を

示
し

て

い
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る
。

上

の
理
論

問

題

と
並

ん

で
、

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト
時

代

の
晩

期

に
浮

上

し

た

の
は
彼

の

パ
ー

ソ
ナ

リ

テ

ィ
ー

に
関

わ

る
問

題

で
あ

っ
た
・

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

へ
の
個

人

崇

拝

の
傾
向

が
特

に

強

ま

っ
た

の
は

、

既

出

の
党

七
回

大

会

の
頃

か
ら

で
あ

る

が
、

彼

に

は

「
強
者

」

と
呼

ば

れ

た
生

来

の
権

力

志

向

に
加

え

て

「
レ
ー

ニ
ン
を

知

る
者

」

と

し

て

の
世

代

的

な

自

負

が

あ

り

、

こ

の
性

向

は
内

外

の
党
指

導

者

か
ら

次

第

に
忌

避

さ

れ

る

と

こ
ろ

と

な

っ
た
。

さ

ら

に
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

に

は

「
組

織

」

へ
の
嗜

好

と

と
も

に

「
科

学

へ
の
信
仰

」

が
あ

っ
て
、

彼

が

唱

え

た

「
科

学

技

術

革

命

の
組

織
化

」

と

い
う

言
葉

は
、

彼

自
身

の
基

本
的

な

政

治

姿

勢

を

象

徴
す

る

言
葉

で
も

あ

っ
た

・

そ

し

て
・

こ
こ

か
ら

生

ま

れ

る

専

門
家

重

視

の
傾

向

は
、

彼

ら

と

党

ヒ

エ
ラ

ル
ヒ
ー

の
階

梯

を

昇

る

「
党

人

派
」

と

の
対

立

を

常

に
潜

在

さ

せ
て

い

た

の

で
あ

る

。

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

が
事

実

上

失

脚

し

た

の
は
七

一
年

五
月

の
党

中

央

委

貝
会

に
お

い
て

で
あ

っ
た

が
、

こ
れ

に
は

次

の
三

つ
の
原

因

が
考

え
ら

れ

る
。

「
つ
は

い
ま

述

べ

た
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

の
社

会
主

義

理

論

と

そ

の

パ
ー

ソ
ナ
リ

テ

ィ
ー

の
問

題

で
、

二

つ
目

は

「新

経
済

シ

ス

テ

ム
」

(も
し
く
は
そ
れ
を
継

い
だ

「
社
会
主
義

の
経
済
制
度
」
)
が
破

綻

し

た

こ
と

で
あ

り

、

そ

し

て
三

番

目

に
決

定

的

だ

っ
た

の
は
、

ソ
連

が
と

り
始

め

た
当

時

の
デ

タ

ン
ト

政

策

に
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

が
離

反

し

た

こ
と

で
あ

っ
た
。

新

経

済

シ

ス
テ

ム

の
破

綻

に

つ
い
て
簡

単

に
述

べ
て

お
く

と

、
N
◎

S

で
構

想

さ

れ

た
企
業

へ
の
イ

ニ
シ

ア

テ

ィ
ヴ

の
容

認

は
、
当

初

の
想
定

と

は
異

な

っ
て
企

業

相

互

の
調

整

を

欠

い
た
利

潤
追

求

に
走

る
傾

向

を

生

み
、

こ
れ

は
中

央

の
経
済

計

画

と

の
齪

酷

を

も

た
ら

し

た
。

ま

た

キ

i
産

業

へ
の
重

点

投

資

は

エ
ネ

ル
ギ

ー

や
基

礎

資

材

の
配

分

の
上

で
他

部

門

と

の
イ

ン
バ

ラ

ン

ス
を

生

み
、

こ
れ

が
さ

ら

に

キ
i

産

業

へ
の
供

給

隆

路

を

も

た
ら
す

と

い
う

悪

循

環

を

つ
く

り

出

し

た
。

そ

れ

ら

の
問

題

に
さ

ら

に
対

外

負

債

の
増

大

と

天
候
不

順

に

よ

る
農

業

部

門

の
不
振

が

加

わ

り
、

新

経

済

シ

ス
テ

ム
論

は

七

〇

年

に

な

る
と
事

実

上

撤

廃

さ

れ

た

の

で
あ

る
。

い
ま

一
つ
の
重

要

な

問

題

は
対

ソ
関
係

と
関

わ

る
外

交

上

の
問

題

で
あ

っ
て
、

こ
れ

は
本

質

的

に
冷

戦

時

代

の
政

治

家

で
あ

る
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

の
命

取

り

に
な

っ
た
。

こ
の
問

題

に

つ

い
て

は
後

に
も

論

じ

る

が
、

七

〇
年

代

に
入

っ
て
、

核

戦

力

で

の
米

国

と

の

「
対

等

性

」
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を
獲
得

し
・
欧
州

で

の
現
状
維
持
を
基
礎

と
す

る
緊
張
緩
和

政
策
を
目
指
す
よ
う

に
な

っ
た
ソ
連

は
、
西

独
で
社
会

民
主
党

の
プ
ラ

ン
ト

を
首
班
と
す
る
政
府

が
生

ま
れ
る
と
、
東

独
指
導
部

の
頭
越
し

に
こ
の
政
権

と

の
交
渉
を
進

め
、
東

ド
イ

ツ
の
外
交
的
な
立
場
は
著
し
く

困
難

に

た

た
さ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た
.

と

り

わ
け

、

七

〇

年

八

月

に

ソ
連

と

西

独

の
間

で

モ

ス
ク

ワ
条

約

武

力

不

行

使

条

約

)

が
締

結

さ

れ
・

そ

の
早

期

批

准

を

急

ぐ

ソ
連

が

ベ

ル
リ

ン
問
題

な

ど

で
西

独

へ
の
譲

歩

を
受

け

入

れ

る

よ
、つ
に
な

る

と
、

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

の
外

交

姿

勢

は
維
持

し

え
な

く
な

っ
た

の
で
あ

る
。

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

の

ソ
連

外

交

へ
の
抵

抗

と
そ

の
間

の
彼

の
立
場

の
微

妙

な
変

遷

は

必
ず

し

も

明

ら

か

で

は
な

い
が

、

遅

く
も

彼

が

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

と

と

も

に
七

一
年

三

月

末

の

ソ
連

共

産

党
第

一
四

回

党
大

会

に
出
席

し

た
時

に

は
、

彼

の
政
治

的

な

立

場

は
決

定

さ

れ

て

い
た
。

そ

の

ほ

ぼ

一
ヶ
月

後

の
党
中

央
委

員

会

で

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

は

「
年

齢

上

の
理

由

」

か

ら
党

第

一
書

記

の
職
を
辞
任

し
、
彼

は
以
降
も
国

家
評
議
会
議
長

の
ポ

条

に
留
ま
り
、
ま
た
党
議

長
レ
、
い
・つ
名
晶

な
新

設

の
ボ

ス
占

就
任

し

た
が

党
・
国
家
内

で

の
事
実
L

の
権

力
を
牟

失

っ
た

の
で
あ

っ
た
.
か
ε

て
、
戦
後
直
後

か
ら
S
E
D
内

で
最
高
実
力
者

の
地

位

を
保

ち
続

け

て
き

た
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

の
時

代

は
幕

を

閉

じ

た

の

で
あ

る
。

D

ホ

ー
ネ

ッ
カ

ー
時

代

へ

(
一
九
七

一
年
1

)

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

に
代

わ

っ
て
新

た

に
党

第

一
書

記

の
ポ

ス
ト

に
就

任

し

た

ホ
ー

ネ

ッ
カ

ー

は
、

国

家

指

導

で

の

「
教

師

的

役

割

」

を
自

任

し

て

い
た
前

任

者

よ

り

も
党

や
軍

の
間

で
親

近
感

を

も

た

れ
、

彼

自

身

も

対
話

の

と
き

に
は

相
手

に

「
君

δ
g
)
」
と

い
う

妻
口
葉

を

用

い

て

「
自

然

な

ジ

ェ
ス
チ

ャ
ー
」

を

身

に

つ
け

て

い
た
。

同
時

に
彼

は

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

ら

最

古
参

の
共
産

、王
義

者

よ

り

も

一
回

り
若

い
世

代

に
属

し

て

い
た

が
・

ナ

チ

ス

の
抵
抗

闘

争

に
参

加

し

「
壁

」

構

築

の
実

行
責

任

者

で
も

あ

っ
た
彼

は
、

党

の
歴

史

の
正

統
性

を

体

現

し

た

人

物

で
あ

っ
た
・

ウ

ル
ブ

リ

ヒ

ト

は
以
前

か

ら
彼

を
事

実

上

の
後

継

者

と

し

て

認
知

し

て

お

り
、

西

側

は
当

初
彼

を

党

の
実

務

官
僚

の

一

人

と
し

て
目

し

て

い
た

に
す

ぎ

な

か

っ
た

が
、

ホ
ー

ネ

ッ
カ

ー

は
以

降

東

独

の
解

体

に
至

る

ま

で
ほ

ぼ

二
〇

年

間
権

力

の
ト

ッ
プ

の
座

を

維
持

し

つ
づ
け

た

の

で
あ

る
。
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ホ
ー

ネ

ッ
カ

!

は
、

ヒ

一
年

六
月

に
開

催

さ

れ

た
党

第

八

回

大
会

で
彼

の
権

力
掌

握

を

内

外

に
宣

言

し

た
が

、

こ

の
大

会

で
は

「
継

続

よ

り

も
新

た

な
出

発

を

」

と

い
う

ス

ロ
ー

ガ

ン
が
掲

げ

ら

れ
、

事

実

ウ

ル
ブ

リ

ヒ

ト
時

代

と

は
異

な

る
新

し

い
政
策

が
次

々
と

打

ち
出

さ

れ

た
。

そ

の
象

徴

は
、

「
経
済

"
社

会

政

策

の

一
体

化

」
と

し

て
標

語

化

さ

れ

た
社

会

政

策

の
飛

躍

的

な
拡

充

で
、

こ
の

語
葉

は

七

六
年

の

S

E

D

綱

領

の
中

に
も

取

り

入

れ

ら

れ
、

ホ

ー
ーネ

ッ
カ
ー

体
制

の
国

内

政

策

の

↓
枚

看

板

に
な

っ
た

の

で
あ

る
。

ホ
ー

ネ

ッ
カ
i

自

身

の

言

葉

を

か

り

る

と
、

「
わ

れ

わ

れ

の
社

会

に

と

り
経

済

は

目
的

の
た

め

の
手

段

で
あ

る

」

と

い
う

わ

け

で
あ

っ
た
,

一
体

に
、

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

時

代

の
政

策

は
前

任

の
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

の
時

代

に
比

べ

る

と
プ

ラ

グ

マ
テ

ィ

ッ
ク

な
も

の

に
な

り
、

遠

大

な

目

標

へ
の
呼

号

は
影

を

ひ
そ

め

た
。

以
前

の

「
社

会

主

義

的

人

間

共

同

体

」

と

い
う

言
葉

は

捨

て
ら

れ
、

階

級

的

な

紛
争

の
可
能

性

を

含

む
社

会

で

の
社

会

的

不

平

等

の
克

服
を

目

指

す

こ

と

が
謳

わ

れ

た

の

で
あ

る
。

社
会

政

策

の
中

心

に
な

っ
た

の

は
、

大
規

模

な
住

宅

政

策

と
勤

労

者

、

特

に
女

性

を

対

象

と
す

る
労

働

・
福

祉

政
策

で
あ

っ
た

。

住
宅

建

設

に

つ
い
て

は
、

ヒ

一
ー

七

五
年

の
建

設

プ

ロ
グ

ラ

ム

に

基

づ

い
て

ア

パ
ー

ト

を

中

心

と
し

た
五

〇

万

戸

の
住

宅

が
建

設

さ

れ

た

が
、

九

〇
年

ま

で

に

は
さ

ら

に

一
〇
〇

万

戸

が
建

設

さ

れ

て
住

宅

問

題

は

「
社

会

問

題

と

し

て
」

は
解

決

さ

れ

る

こ
と

が
目

指

さ

れ

た
。

ま

た
福

祉

・
労

働

政

策

に
関

し

て

は
、

最

低

賃

金

を

含

む
賃

金

水

準

の
引

き

上

げ

、
年

金

の
引

き

上
げ

、

休

暇

の
拡

大

な

ど

が
相

次

い
で
実

施

さ
れ

、

と

り

わ

け
出

生

率

の
低

下

か
ら

深

刻

な

問
題

に
な

っ

て

い
た
就

業

女

性

の
母

性

保

護

へ
の
対

策

も
様

々
な

形

で
施

策

化

さ

れ

た
。

七

二

年

に

は
女

性

労

働

力

の
確

保

の
た

め

に
妊

娠

中

絶

法

が

人

民
議

会

で
採

択

さ

れ

、

周

知

の
よ

う

に

こ

の
問

題

は
瓦

○
年

の
統

一
の
際

に
西

ド
イ

ツ
と

の
間

で
最

後

ま

で
残

さ
れ

た
係

争

点

に
な

っ

た
.

こ
れ

ら

の
政

策

の
具

体

的

な
内

容

と

そ

の
問

題
点

、

ま

た

そ

れ

を
裏

付

け

る
財

政

上

の
問

題

に

つ
い
て

は
後

の
章

で
改

め

て
検

討

す

る

こ
と

に
し

た

い
。

次

に
、

ヒ

O

年

代

の
東

ド

イ

ツ

の
経
済

を

前

半

期

を
中

心

に
簡

単

に
説

明

し

て

お
く

と

、

こ
の
時

期

の
東

独

経
済

の
業

績

は
概

し

て
良

好

で
あ

っ
た
。

し

一
ー

ヒ

五

年

度

の
経
済

計

画

は
東

独
統

計

で
は

ほ

と

ん

ど

の
部

門

で
目

標

を

超

過
達

成

し

て

お

り
、

ド
イ

ツ
統

一
後

の
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推

定

数
値

で
も

、

東

独

の

一
人

当

た
り
国

内

生

産
高

は
、

対

西

独

比

で
七

〇

年

の
三

六

%

か
ら

三
九

%

に
上

昇

し

て

い
る

(た
だ
し
八
〇
年

に
ま
た
三
六
%

に
下
が

っ
た
)
。
こ

の
成

長

は
、
西

側

、
特

に
西

独

か
ら

の
借
款

で

フ

ァ
イ

ナ

ン

ス
さ
れ

た

個

人

消
費

の
テ

コ
入

れ

に
よ

る
も

の
と
さ

れ
、

生

産

性

の
上

昇

に
よ

っ
て

で
は
な

く
、

生

産

キ

ャ

パ
シ

テ

ィ

の
拡

大

と

女
性

を
主

と

し

た
就

業
者

の
増

加

に
よ

っ
て
も

た

ら

さ

れ

た

も

の
で
あ

っ
た
。

東

ド

イ

ツ

の
指

導

部

は

、
東

独

工
業

製

品

の
輸

出

拡

大

で
得

た
外

貨

で
西

側

か

ら

の
投

資
財

を
導

入
す

る

こ
と

を

目
指

し

た

が
、

輸

出

は
思

う

よ

う

に

は
伸

び
な

か

っ
た
。

他

方
、

七
三

年

の

オ
イ

ル
・
シ

ョ

ッ
ク
後

に

コ
メ

コ

ン
の
価

格

改

訂

が
あ

り
、

ソ
連

か

ら

の
輸

入

石

油

が
割

高

に
な

る

と
、

東

独

は
西

側

だ
け

で
な

く

ソ
連

に
対

し

て
も

大

き

な
貿

易

赤

字
を

抱

え

込

む

こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
・

こ

の
よ

う

に
、
東

ド
イ

ツ
は

七

〇
年

代

の
半

ば
を

す

ぎ

る

と

、

エ
ネ

ル
ギ
ー

分

野

で

の
伝
来

的
な

隆
路

に
陥

り

、

ま

た

労
働

力

も
再

度

逼

迫

し

て
き

た

た
め

、
構

造

政

策

上

の
見

直

し
を

余

儀

な

く

さ

れ

る

よ

う

に
な

っ
た
。

そ

の
た
め
、

経
済

書

記

の
座

を

一
時

解

か

れ

て

い
た

ミ

ッ
タ

ー

ク

が
七

六

年

に

こ

の
職

に
復

帰

し
、

彼

が
大

き

な

実
権

を

握

っ
て
経

済

体

制

の
改

善

を
推

し
進

め

た
。

そ

の
主

要

な

点

は
、

エ
ネ

ル
ギ

i

消
費

の
見

直

し

と
戦

略

産

業

へ
の
重

点

的

な
投

資

、

特

に

エ
レ
ク
ト

ロ

ニ
ク

ス
部

門

を

育

成

し

て
生

産

の
M
E

化

を

図

り

・

工

業

製

品

の
国

際

競

争

力

を

強

化

す

る

こ
と

、

既
存

の
資

源

と

設
備

の
有

効

活

用

、

そ

し

て
巨
大

コ
ン
ビ
ナ

ー

ト

に
企
業

体

制

を

再

編

す

る

こ
と

、

で
あ

っ
た
。

こ
れ

ら

は
、

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

体

制

で
進

め

ら

れ

た
集

権

体

制

を

保

持

し

な

が

ら
も

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト
時

代

の
経
済

政
策

に
回

帰

す

る
側

面

を

も

っ
て

い
た

が
、

た

だ

か

つ
て

と

は

こ
れ

を

取

り

巻

く
国

際

環

境

が
全

く

異
な

っ
て

い
た
。

次

い
で
・

こ

の
時

期

の
S

E

D

の
人

事

政

策

に

ふ
れ

て
お

こ
う
。

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー
時

代

の
党
内

人

事

政

策

の
特

徴

は
、

S

E

D

が
彼

の

政

治

的

な
嗜

好

に
あ

わ

せ

て

「
労

働

者

の
党

」

と

し

て

の
顔

を

も

つ
よ
う

に
な

っ
た

こ

と

で
あ

る
。

党

員

の
中

に
占

め

る
労

働

者

の
割

A
口

い
は
七

三

年

に
は
半

数

を
超

え

(た

だ
し
そ

こ
に
は
多

く

の
党
官
僚

が
含
ま
れ

て

い
た
)
、
こ
れ

に
対

し

て

職
員

や
知

識

人

の
割

合

い
は
減

少

し

た
。

そ

の
点

と
関

連

し

て
よ

り

重
要

な

の
は
、

「
政

治

の
優

位

」
と

い
う

観

点

に
基

づ

い
て
、

党

の
キ

ャ
リ

ア
構

造

が
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト
時

代

の
テ

ク

ノ
ク

ラ
ー

ト

重

視

か
ら

党

と

大

衆

団

体

で

の
経

験

の
重

視

と

い
う

方

向

に
変

わ

っ
た

こ
と

で
あ

っ
て
、

こ
れ

は
党

の
指

導
機

関

の
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構

成

に
も

反

映

さ

れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

七

三

年

八

月

の
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

の
死

後

、

政

治

局

で
は
構

成

員

の
変

動

が
あ

り

、

か

つ
て
青

年

同

盟

の
時

代

に

ホ

ー
ネ

ッ
カ

ー

の
部

下

で
あ

っ
た

フ

ェ
ル

フ

ェ
、

ヘ
ル

マ
ン
、

ナ

ウ

マ
ン
、

ラ

ン
ゲ

が
新

た

に
政
治

局

貝

候
補

に
登

用

さ

れ
、

ま

た
経

済

官

僚

の
シ

ュ
ー

ラ

ー

と
国

防

相

の
ホ

フ

マ
ン
が
同

じ

く

候

補

に
加

わ

っ
た
。

こ
れ

に
代

わ
り

、

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

時
代

に
抜

擢

さ

れ

た
経

済
官

僚

の

ハ
ル
プ

リ

ッ
タ

ー

は
解

任

さ

れ

、
先

に

ふ
れ

た

よ
う

に
経

済

書

記

の

ミ

ッ
タ

ー

ク

も

一
時

そ

の
職

か
ら
退

け

ら

れ

た
。

こ

の
七

三
年

中

期

の
時

点

で

ホ
ー

ネ

ッ
カ

ー

の
権

力
基

盤

は
実

質

的

に
固

ま

っ
た

と

み
る

こ
と

が

で

き

よ
う

。

そ

し

て
第

九

回

党

大

会

後

の
七

六
年

一
〇

月

に
開

か

れ

た
人

民

議

会

で
、

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

の
死
後

国

家

評
議

会

議

長

で
あ

っ
た

シ

ュ
ト

フ
に
代

わ

っ
て
ホ

ー
ネ

ッ
カ
ー

が

こ

の
地

位

に
選

ば
れ

た

と
き

、

彼

の
体

制

は
名

実

と

も

に
確

立

さ

れ

た

の
で
あ

る
。

な

お
、

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

時

代

の
到

来

と

と

も

に
国

際

的

な
舞

台

に
登

場

し

始

め

た
七

〇

年

代

の
東

独

の
外

交

に

つ
い
て

は

、
第

四

章

の

「
外

交

」

を

扱
う

項

で
取

り
上

げ

る

こ

と

に
し

た

い
。

以

上

に

み
て

き

た

よ
う

に

、
東

ド

イ

ツ
は

ホ
ー

ネ

ッ
カ

ー

政
権

の
時

代

に

入

る

と
、

比

較

的

順

調

な

発

展

を

と
げ

、

指

導

者

や
体

制

に

対

す

る
信

頼

感

も

高

ま

っ
た

か

の
よ
う

に

み
え

た
。

し

か

し

な

が
ら
、

七
〇

年

代

の
末

か
ら

八

〇

年

代

に
か
け

て

の
時
代

に
さ

し

か

か

る

と
、

こ
の
体
制

は
様

々
な
点

で
矛
盾

を

堆
積

さ

せ
固

有

の
問

題

を

発

生

さ

せ
る

よ
う

に
な

っ
た
。

以

下

の
部

分

で

こ
れ
ら

の
問

題

を

具

体

的

に

み

て

い
く

こ
と

に
す

る

が
、

先

ず

次

章

で

は
、

そ

の
前

提

と
し

て
東

ド

イ

ツ

の
政

治
、

経
済

上

の
制

度

の
あ

り
方

を

八

〇

年

代

を
中

心

に
し

て

説

明
す

る

こ
と

に
し

た

い
。
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第
二
章

制

度

第

一
節

党

と
国
家

の
機

構

「
社
会
主
義
統

一
党

の
政
策

が
目
指
し

て

い
る
の
は
、
ド
イ

ツ
民
主
共
和
国

の
全
国
民

の
利
益
を
代
表
す

る
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁

の

一

形
態
と
し

て
の
労
働
者

・
農
民

の
社
会
主
義
国
家
を
、

さ
ら
に
全
面
的

に
強
化
し
て

い
く

こ
と
で
あ

る
。
国
家

は
、
発
達
し

た
社
会
主
義

社
会
を
作
り
上
げ
共
産
主
義

に
至

る
道
程

で

の
、
労
働
者
階
級

に
よ

っ
て
指
導

さ
れ
る
勤
労
者

の
主
要
な
手

段
で
あ

る
.
民
主
集
中
制

の

レ
ー

ニ
ン
的
原
則

は
、
社
会
主
義

国
家
権
力

の
す

べ
て

の
機
関

の
建
設
、
協
力
、
活
動

の
た
め

の
真

に
有
効
な
原
則

で
あ
る

:
.…

社
会
主
義
国
家
権
力

の
発
展

が
主
要

に
目
指
す

方
向

は
、
社
会
主
義
的

民
主
主
義
を

一
層

発
展
さ
せ
、

こ
れ
を
完

成
さ
せ
る

こ
と
で
あ

る
・
国
家

と
経
済

の
指
導

に
際

し
て
様

々
な
形

で
市
民

が
協
働

し
て

い
く

こ
と
は
、
社
会
主
義

で
の
生
活

の
ま
す
ま
す

重
要
な
特
徴

に
な

ハ
ユ

ソ

っ
て

い
く

で
あ

ろ

う

」
。

社

会

主
義

国

家

の
公
式

文
書

に
特

有

の

こ

の

い
さ

さ

か

冗
長

な

文
章

は

、

一
九

七

六

年

の
党

大

会

で
採

択

さ

れ

た

S
E

D

の
党

綱
領

の

中

の

一
節

で
あ

る

が
、

こ

こ
に

は
東

ド

イ

ツ

の
政

治
社

会

の
組

織

原

理

が

ほ

ぼ
網

羅

さ

れ

て

い
る
。

そ

れ

は
、

O

S

E

D

が
唯

一
の
指

導

政

党

で
あ

る

と

い
う

一
党

支

配

体

制

の
原

則
、

⇔
東

独

の
ほ

と

ん

ど

の
団

体

に
通

じ

る

民
主

集

中

制

の
組

織

原

則

、

そ
し

て
、

口

独
特

の
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お

民
主

主
義

理
解

に
基

づ

く
社

会

主
義

的

民

主

主

義

の
原

則

、

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
れ

ら

の
制

度

上

の
枠

組

み
は
基

本

的

に
は

ソ
連

を

モ
デ

ル
に

し

た
も

の
で
あ

る

が
、

た

だ
そ

の
点

を

前

提

に
す

る

と
東

欧

諸
国

の
闘

で

は

政
治

制

度

に
幾

つ
か

の
ヴ

ァ
リ

エ
!

シ

ョ

ン
が
存

在

し

て

い
た
。

例

え

ば
、

東

ド

イ

ツ
と

ハ
ン
ガ

リ

ー

の
党

の
指

導

機

関

の
比

較

を
簡

潔

に
論

じ

た

ベ
イ

リ

ス

は
、
そ

の
よ

う

な
相

違

の
例

と
し

て
、

ハ
ン
ガ

リ

ー

の
場

合

に
は
党

の
政

治

局

や
中

央

委

員

会

の
規
模

が
よ

り

小

さ

い

こ
と

、

そ

れ

ら

の
機

関

の
委

員

や
党

員

に

は

フ

ル

・
メ

ン
バ
ー

の
他

に
は

「
候

補
」

と

い
う

制

度

は
存

在

し

な

い

こ
と
、

書
記

局

の
書

記

員

が

政
治

局

の
ポ

ス
ト

を
兼

ね

て

い
る
割

合

い

は

よ

り

低

い
こ
と
な

ど

の
諸

点

を
挙

げ

て
、

ハ
ン
ガ

リ
ー

で
は

経

済

制

度

の
分

権

化

状

況

に
村

応

し

て
指

導

組

織

が
よ

り

実

質

的

な
審

議

機

関

と

し

て

の
性

格

を

も

ち
、

こ
れ

に
対

し

て
東

独

の
場

合

は

統
治

の
集

権

化

が
進

み
、

下

位

の
中

央

委

員
会

は
よ

り
形

式

的
な

代

表

機

　

ウ

の

　

関

と

し

て

の
性

格

が
強

い

こ
と
を
指

摘

し

て

い
る
。

本

稿

で
は
他

の
東

欧

諸

国

と

の
制

度

的

な

比

較

を
行

う

余

裕

は
な

い
が
、

一
般

に
東

ド

イ

ツ
は
、

党
機

関

だ

け

で
は

な

く
党

そ

れ

自

体

と
国

家

の
機

関

、

さ

ら

に
は

種

々

の
大

衆
組

織

が
数

的

に
大

規
模

で
あ

っ
た

こ
と

が

一

つ
の
特

色

に
な

っ
て
お

り

、

こ
れ

は
、

東

独

の
政
治

社

会

が
少

な

く

と
も

表

面

上

は
高

度

に
組

織
化

さ

れ

た
社

会

で
あ

っ
た

こ
と
を

示

し

て

い
る

。

い
ま

一
つ
の
特

徴

と
し

て

は
、

東

独

で

は
後

に
改

め

て
述

べ
る
よ
う

に

政
治

指

導

部

の
構

成

が
き

わ

め

て
安

定

し

て

い
た

こ
と

が
挙

げ

ら

れ
、

こ

の
点

は

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

か

ら

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

へ
の
唯

一
の
政

権

交

代

の
際

も

指

導

部

が
際

立

っ
た
継

続

性

を
保

っ
た

こ

と

で

よ
く

表

さ

れ

て

い
た
。
そ

し

て

こ
れ

は

ま

た
、
別

の
言

葉

を

使

え

ば

統

治

エ
リ

ー

ト

の
循
環

の
停

滞

性

を

物

語

る

も

の
で
も

あ

っ
た
。

本

節

で

は

こ
れ

ら

の
問

題

を
念

頭

に
お

い
て
党

と
国

家

の
機

構

の
概

略

を

述

べ

て

い
く

が
、

以

下

で
は
先

ず

、
冒

頭

に
挙

げ

た
三

つ
の

原
則

の
意

味
を

す

る

と

こ
ろ
を

説

明
し

、

そ

れ

に
よ

っ
て
支

え

ら

れ

る
体
制

の
正
統

性

の
問

題
点

を

簡

単

に
考

察
す

る

こ
と

に
し

た

い
。

㈹

統

治

の
組

織

原

理

と

正
統

性

最

初

に
、

東

ド

イ

ツ

の
統

治

制

度

の
根
幹

を

な

す

S

E

D

の

一
党

支

配
体

制

の
問

題

か

ら

み

て

い
く

こ
と

に
し

よ
う

。

S

E

D

が
自

ら

の
支

配

体

制

を

正
当

化

し

て
き

た

根
拠

に

は

、

イ

デ

オ

ロ
ギ

i

上

の
も

の
と
、

そ

の
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

の
現

実

性

を

い
わ
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ば
実

証

す

る
事

実

根

拠

と

の
二

つ
の
側

面

が
あ

る
。

こ

の

一
党

支

配
体

制

を

支

え

る
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

は
無

論

マ
ル
ク

ス

.
レ
!

ニ
ン
主

義

の
教

義

に
基

づ

く

も

の
で
、

そ

れ

は
要

約

し

て

い
え

ば

次

の
三

点

で
あ

っ
た
。

一
つ
は
、

労
働

者

階

級

の
利
害

は
他

の
階

級

.
階
層

の
利

害

を

代

表

し

根
本

的

に
は

そ

れ

と

一
致

し

て

い
る

と

い
う

こ
と
、

二

つ
目

に

は
、

こ

の
労

働
者

階

級

の
利

害

は

日
常

的

な

意

識

で

は
捉

え

ら

れ

な

い

「
客

観

的

な

」
集

合

利

害

で
あ

り
、

労
働

者

階

級

の
前

衛

党

は

こ

の

「
客

観

性

」

を
認

識

し

て
そ

の
利

害

を

実

現
し

う

る
と

い

う

こ
と
・

そ

し

て
三

番

目

は
将
来

の

ユ
ー

ト

ピ

ア
構

想

に
関

わ

る
も

の
で
、

労

働

者

階

級

は

未
来

社

会

(11
共
産
主
義
社
会
)
を

実

現

し
う

る
歴

史

の

「
主

人

公

」

で
あ

り

、
前

衛

党

は

こ

の
社

会

に
至

る
歴

史

的

・
社

会

的

な

全

過

程

の
合

法

則

的

な

発

展

を

洞
察

し
、

こ
れ

を
指

導

し
う

る
唯

一
の
政
党

で
あ

る

こ
と
、

で
あ

っ
た
。

け

れ

ど

も

よ

り

現
実

的

に

は

、
東

独

の

一
党

支

配

体
制

は

S
E

D

が
上

の
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

に
基

づ

い
て
体
制

を

創

設
し

こ
れ

を
維

持

し

て
き

た

と

い
う

事

実

そ

れ

自
体

か
ら

そ

の
正
統

性

を

引

き
出

し

て
き

た
、

と

み
る
方

が

妥

当

で
あ

ろ

う

。
そ

の
点

を
西

独

の
ノ
イ

ゲ

バ

ウ

ア
ー

と

い
う

研

究
者

は
、
「
S

E

D

は
権

力

を

行

使

し

て
き

た

か

ら
権

力

を

行
使

し

て

い

る
」
と

い
う

葎

の
ト

!
ト

。
ジ
⊥

同
養

復
)
で
説

明
し

て

い
扉

こ
の
こ
と
は
、
東

独

の
四
九
年
憲
法
が
そ

の
第
互

条

二
項
で
比

例
代
表

の
選
挙
制
度
を
規
定
し

て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際

に
は
当
初

か
ら

一
貫
し

て
S
E
D
主
導
下

の
統

一
リ

ス
ト
方
式

の
選
挙

を
実
施

し
て
き
た

こ
と
か
ら
も

明
ら

か
で
あ

っ
た
。

S
E
D

の
指
導
的
な
役
割

が
法
令
上
も
明
文
化
さ
れ
た
の
は
、
六

一
年

の
地
区
、
都

　
　

　

市

の
人
民
代
表

部

に

つ
い
て

の
命
令

が
出
さ

れ
た
時

が
最
初

で
あ

っ
て
、

よ
く
知

ら
れ
る
よ
う

に
こ
の
現
実

が
憲
法

で
追
認
さ
れ
明
記
さ

れ

た
の
は
、
六
八
年

に
採
択

さ
れ
た
新

し

い
社
会
主
義

憲
法

の
第

一
条

に
お

い
て
で
あ

っ
た
。

次

に
第
二

の
民
主
集
中
制

の
問
題

で
あ

る
が
、

こ
れ

は
周
知

の
よ
う

に

レ
ー

ニ
ン
が
革
命
前

の
非
合
法
時
代

の
党

の
組
織
原
則
と
し

て

打
ち
出
し

た
も

の
で
あ
り
、

ソ
連
や
東
欧

圏
で
は
共
産
党

が
政
権
を
握

る
と

こ
の
考
え
は

「
全
社
会

の
構
造

原
則
」

に
山口同
め
ら
れ
る

こ
と

に
な

っ
た
。
そ

の
内
容

は
、
の
す

べ
て
の
党
機
関

は
下

か
ら
上

に
向
け

て
選
挙
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
党
機
関

は
選
出
母
体

に
対
し

て
政
治

責

任
を
も
ち
定

期
的

に
活
動

の
報
告
義

務
を
負
う
。

⇔
上
位

の
党
機
関

の
決
定

は
す

べ
て
下
位

の
党
機
関
を
拘
束

し
、

少
数

派
は
多

数
派
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の
決
定

に
規
律
を
も

っ
て
従
う
、

と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
こ
の
内
の

に

つ
い
て
は
、
実
際

に
は
各

級
機
関

の
選
出
は
上
位

の
機

関

の
カ
ー
ド

ル
(幹
部
登
用
)政
策

に
よ

っ
て
事

前

に
決
定

さ
れ
て

い
た
か
ら
、
⇔
と
あ
わ

せ
て
結
局
全
体

と
し
て
民
主
集
中
制

の
原
則

は
、

党
中
央

の
専

一
的
な
指
導
体
制
を
保
証
す

る
も

の
に
な

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
東

ド
イ

ツ
の
政
治
社
会

で
も
、

こ
の
原
則

が
政
党

や
様

々

な
団
体
を
貫
く
体
制

の
根
本

原
理

に
な

っ
て
お
り
、
そ

こ
で
の
唯

一
の
例
外

は
教
会

と

い
う
信
仰

共
同
体

だ
け
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
こ
の

原
則
が
も
た
ら
す
も
う

一
つ
の
帰
結

は
、
党
内

で
は
指
導
部

と
異
な
る
意
見
を
も

つ
分
派

が
禁
止

さ
れ
た

こ
と
で
あ
り
、
全
社
会
的

に
は

体
制

を
批
判
す

る
反
対
派

の
存
在
が
許
さ
れ
な
か

っ
た

こ
と
で
あ

っ
た
。
ま
た

こ
の
原
則

か
ら
直
ち

に
引
き
出

さ
れ
る
も

の
で
は
な

い
が
、

東

独
で
は
各
団
体

の
決
定
方
式

は
全

会

一
致

に
よ
る
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
は
、
全
会

一
致

で
決
定

が
下
さ
れ
る

こ
と
は

「
指
導
部

の

一
致
し

た
見
解
」
を
誇
示
す

る
も

の
と
し
て
、
「
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
的
な
議
会
」

で
の
決
定
方
式

と
対
比
し

て
積
極
的

に
評
価
さ
れ

て

い
た
の
で
あ
る
。

第
三

の
社
会
主
義

的
民
主
主
義

の
問
題

は
、
と
り
わ
け

ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー
時
代

に
な

っ
て
か
ら
し
ば
し
ば
言

及
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
が
、

こ
れ

は
政
治
的
な
意
志
決
定
過

程

へ
の
市

民

の

「
参
加
」

の
問
題
と
関

わ

っ
て

い
た
。

ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー

の
自
伝
に
は

「
私

た
ち

の
民
主
主

(
5

)

義
」

と

い
う

一
章

が
設
け

ら
れ

て
お
り
、

こ
れ

に
よ
る
と
社
会
主
義
的

民
主
主
義

の
内
容

は
具
体
的

に
は
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
そ
れ
ら

は
、
基
本
法
律
や
経
済
計

画
作
成

の
際

の
各
団
体

の
内
部

で

の
集

団
討
議
、

あ
ら
ゆ
る
階
層

か
ら

の
そ

の
利
害
を
代
表
す

る
議
貝

の
選
出
、
議
員

に
対
す
る
市

民

の
リ

コ
ー

ル
権
、
議
会

で

の
決
定

に
対
す

る
議
員

の
広
報

・
宣
伝
活
動
、
行
政
当
局

に
対
す

る
市

民

の
請
願
や
手
紙

の
送
付

、
な
ど

で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
は

一
つ
の
例
と
し

て
、
政
治

決
定

へ
の
市
民

か
ら

の
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
の
重
要
な

手
段

で
あ

る
と
さ
れ

た
請
願
権

の
問
題

に

ふ
れ

て
お

こ
う
。
市
民

の
請
願
権

は
憲

法

の
第

一
〇
三
条

で
保
証

さ
れ

て
お
り
、
あ

る
論
者

に

よ
れ
ば
、
請
願

の
内
容

は
個
人
的
な
苦
情

か
ら
民
事
上

の
訴
や
行
政
抗
告

に
至

る
ま

で
の
雑
多
な
も

の
を
含

み
、
形
式
上

は
当
局

に
対
す

(
6

)

る
市

民

の
意
志

を
表
示

し
う

る
も

の
で
あ

っ
た
。
け
れ

ど
も
、
実
際

に
は
請
願

が
行

わ
れ
て
も
、
当
局

の
処
理
手
続
き

や
そ

の
後

の
決
定
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の
あ

り
方

が
不

透

明

で

、

そ

の
プ

ロ
セ

ス

へ
の
市

民

の
監

視

の
目

は
全

く
届

か

な

か

っ
た
。

ま

た
地

方

機

関

の
管

轄

下

に
あ

る

問

題

で
も

請

願

は

安

易

に
上

級
機

関

に
集

中

す

る

こ
と

が
多

く

、

そ

の
場

合

に

は

こ

の
処

理

は
上

級
当

局

の
恣

意

的

な

措

置

に
委

ね

ら

れ

た
、

こ

の

よ

う

に
請
願

権

は

指

導

部

が
言

葉

の
上

で
重

視

し

た

に
も

か

か
わ

ら

ず

、
市

民

の
声

を

反

映
す

る
チ

ャ
ネ

ル
に
は
到

底

な

り

え
な

か

っ
た

の

で
あ

る
。

総

じ

て
上
述

の

「
参

加

」

の
形

態

が
中

央

の
決

定

に
対

す

る
市

民

の

レ
ベ

ル
で

の
細

部

の
修

正

な

い
し

は
要

望

に

と

ど
ま

っ

て

い
た

こ
と

は

明

ら

か

で
あ

っ
た
。

さ

て
、

以
上

に
述

べ
た

諸
点

は
社

会

主

義

社

会

に
共

通

す

る
基

本

的

な

政

治

原

則

で
あ

っ
た

が
、

し

か
し

そ

れ

ら

を
包

摂

す

る

体
制

の

正
統

性

の
根
拠

は

、

東

独

に
限

ら
ず

東

欧

の
諸

国

の
場

合

に

は

「
本

家

」
の

ソ
連

と
比

較

す

る

と
当

初

か
ら
重

大

な

矛

盾

を

孕

ん

で

い
た
、

ソ
連

で
共

産

党

の

一
党

体
制

と

そ

の
組
織

原

則

が
正

当

化

さ

れ

た

の

は
、

根

本

的

に
は

こ

の
党

が

巨
大

な

規

模

の
大

衆

を

動

貝

し

て
革

命

を

成

功

さ

せ

た
政

党

と

し

て

の
権

威

を

も

ち

え

た

か
ら

で
あ

っ
て
、

ウ

ェ
ー

バ

ー

の
言

葉

を

か

り
れ

ば
、

そ

の
過
程

で
得

た

い
わ

ば
組

織

と
し

て

の

[
カ

リ

ス

マ
」
性

を

保

持

し

た

か
ら

で
あ

っ
た
、

そ

れ

故
革

命

後

に
新

体

制

が
定

着

し

て
も

、

こ

の
カ

リ

ス

マ
性

に
基

づ

く

「
信

仰

」

は
、

様

々
の
問

題

点

を

孕

ん

で

い
た

に
せ

よ
共

産

党

の

一
党

体

制

の
存
続

を

可
能

に
さ

せ
、

ま

た
種

々
の
政
治

的

な
慣

行

や

儀
式

を

体

制

に
付

着

さ

せ

て
き

た

の

で
あ

っ
た

(典
型
的

に
は
歓
呼
賛
同

に
包

ま
れ
た
党
大
会

の
運
営
や
少
数
者

に
よ
る
指
導
者
選
抜
な

ど
)。
こ
れ

に
対

し
、

東

欧

の
体
制

は
ナ

チ

ス

の
占

領

体
制

の
崩

壊

と
戦

後

の
混

乱

で
生

ま

れ

た

権

力
真

空

の
中

で
、

ソ
連

軍

の
庇
護

の
下

で

ソ
連

の
制

度

を

移

植

し

て
作

り

上

げ

た
人

工
的

な

体
制

で
あ

っ
て
、

そ

こ
で

は
民

衆

を

大

量

に
動

員

し

て
革

命

を

成

功

さ

せ
た
後

に
得

ら
れ

る

支

配

へ

の

「
信

仰

」

は
全

く

欠

落

し

て

い
た

。

そ

の
中

で
、

共

産

党

は
体

制

が
定

着

し

た
後
も

自

ら

が
唯

一
の
指

導

的

な
政

党

で
あ

る

こ
と

を

た

え
ず

弁

証

し

、

あ

る

い
は

こ

の
体

制

に
特

有

の
慣

行

や

儀

式

を

常

に

と
り
行

っ
て

い
か
な

け

れ
ば

な

ら

な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

一
言

で

い

え

ば
、

そ

れ

は

「
カ
リ

ス

マ
」

な

き

「
カ
リ

ス

マ
の
日
常

化

」

の
社

会

で
あ

っ
た
。

こ
れ

は

深

刻

な

矛
盾

で
あ

っ
て
、

こ

の
体

制

は
革

命

時

の
カ

リ

ス

マ
性

に
由

来

す

る
支

配

の
方

式

を
国

民

の
基

本

的

な

合

意

を
得

な

い
ま

ま

に
日
常

的

な

支

配

の
体

系

と
し

て

維
持

し

て

い
か
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な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
の
点

は
、

東

欧

の
社
会

主

義

体
制

が
も

つ
致

命

的

な

弱

点

の

一
つ
に
な

っ
て

い
た
。

以
上

要

約

的

に

み

て
き

た
東

ド

イ

ツ
の
政

治

の
所
与

条

件

を
前

提

に

し

て
、

次

に
党

と
国

家

の
統

治

機

関

の
構
造

を
、

体

制

後

期

の
そ

れ

の
人

的

な

構
成

を

含

め

て

や
や

仔

細

に
検

討

す

る

こ
と

に
し

た

い
,

⑧

党

機
構

「
何

ら
実

験

は

な

し

」
。

こ
れ

は
現

状

の
急

激

な
変

革

を

嫌
う

S

E

D

が
八

〇

年

代

に
好

ん

で
用

い
た

ス

ロ
ー

ガ

ン
の

一
つ
で
あ

っ
た

が
、

こ

の
標

語

は
建

国

以

来

の
同

党

の
組

織

構

造

に
も

ま

た
妥

当

す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

S

E
D

の
党

と
し

て

の
構

造

は
党

員

の
数

に

は

変

動

が

あ

っ
た

が
、

そ
れ

以
外

の
組

織

の
仕

組

み

に

は

ほ
と

ん
ど
変

化

が
な

か

っ
た
。

た

だ
、

後

述

す

る
よ
う

に
国

家

機

構

で
は

指
導

者

の
交

代

と

と
も

に
幾

つ
か

の
変

動

が
あ

り

、

こ

の
党

と
国

家

の
あ

り
方

の
対

比

の
中

に

は
、

あ

く

ま

で
も
後

者

が
前
者

の

「
手

段

」

で
あ

っ
た

こ
と

が
示

さ

れ

て

い
る
。

S

E

D

は
、

七

六

年

の
党

規

約

に

よ

れ

ば

「
政

治

・
社
会

組

織

の
最

高

の
形

態

」

で
あ

り
、

「
社

会

主

義

D
D

R

の
労
働

者

階

級

と
勤

労

ロ

　
ノ

ぽ

者

の
意

識

的

な

組

織

さ

れ

た
前

衛
」

で
あ

っ
た
。

こ

の
党

は
国

家

政

党

と
し

て
国

家

の
中

枢

か

ら
末

端

に
至

る
ま

で

の
機

関

に
党

貝

を

配

置

し

、

ま

た
国

民

政

党

と

し

て

あ

ら

ゆ

る
階

級

の
利

害

を

一
つ
の
全

体

意

志

に
ま

と

め

あ

げ

る

こ
と
を

自

ら

の
課

題

と

し

て
き

た
,

よ

り

具
体

的

に
は

、

S

E

D

は
全

社

会

的

な

月

標

の
設

定

と

そ

の
実

現

の

た
め

の
計

画

の
作

成

を

行

い
、

そ

れ

を
全

国

民

に
周

知

さ

せ
、

そ

し

て
社

会

の
あ

ら

ゆ

る
組

織

を

使

っ
て

こ
の
計

画

を

執

行

、
統

制

し

て

い
く

こ
と
を

そ

の
任

務

に
し

て

い
た

の

で
あ

る
。

以

下
、

こ

の
強

大

で
あ

っ
た
支

配

政

党

の
党

組

織

の
概
要

を

み
て

い
く

こ
と

に
し
よ

う

。

先

ず

、

S

E

D

を

構

成

す

る
党

員

数

の
変

遷

は
第

-
表

の
通

り

で
あ

っ
た
。

こ
れ
を

み
る

と
、

建
国

直
前

の
時

期

に
多

数

の
人

々
が
党

に
加

わ

っ
て

お
り

、

こ

の
当
時

の
彼

ら

が
持

っ
て

い
た
新

体

制

建

設

へ
の
熱

意

と

あ

る

い
は
そ

の
よ

う

な
時

流

へ
の
追

従

が
多

か

っ
た

こ

と

を

示

し

て

い
る
。

し

か

し

、
建

国

後

の
五

一
年

か

ら
五

三

年

(「
六
月

一
七

11
の
蜂
起
」
が
あ

っ
た
年

)
に
か
け

て

は
党

貝

数

は
激

減

し

、
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第1表 SEDの 党員数

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1953

×954

1957

1961

×963

196fi

1971

1973

197fi

1977

1980

1981

1984

1986

1987

約

約

約

約

1,298,415

1,786,138

2,000000

1,773,689

1,750,000

1,221,300

1,230,000

1,413,313

1,472,932

1,610,769

1,680,446

1,769,912

1,909,859

1,951,924

2,043,697

2,074,799

2,130,671

2,172,110

2,238,283

2,304,121

2,328,331

1949年 ま で は 党 貝 の み,以 降=は 党 員 候 補 も含 む 。

A.Fischer(Hrsg.),"DieDeutscheDemokratis-

theRepublik.Daten,Fakten,Analysen",1987,

S.192.

大

は

ほ

ぼ
飽

和

状

態

に
達

し

た
も

の
と
考

え
ら

れ

る

。

な

お

、

党

員

候
補

(二
人

の
党
貝

の
推

薦
を
受
け

て
、

の
段
階

で
約

一
〇

・
四
万

人
を

数

え

、

正

規

の
党

員

を
加

え

る

と
東

独

の
成

人

人

口

の
五

人

に

一
人

以
上

が
直

接

S

E

D

の
党

組

織

に
参

(
8

)

 加

し

て

い
た

わ
け

で
あ

る
。

こ

の
数

字

は
、

「
自

由

化

」
が
始

ま

る
前

の
東

欧

の
社

会

主

義

国
家

の
中

で

は
、

ル
ー

マ

ニ
ア

と
並

ん

で
最

も

高

い
水

準

を

示

す

も

の
で
あ

っ
た

。

次

に
、

構

成

党

員

の
デ

モ
グ

ラ

フ

ィ

ッ
ク

な
特

性

に

つ

い
て
検

討

し

て

み
よ

う

。

年

齢

、
性

、

階

層

毎

の
分
布

の
推

移

は
、

大

ま

か
な

期

間

別

に

そ

れ

ぞ

れ
第

2
ー

第

4
表

で
表

わ
さ

れ

て

い
る
。

こ

の
内

、
年
齢

別

の
構

成

に

つ
い
て

み

る
と
、
S
E

D

の
党
員

は
四

〇
-

五
〇

多

く

の
党
員

が
も

っ
て

い
た
当

初

の
期

待

は

幻

滅

に
変

わ

っ
た
。

そ

の
後

「
壁

」

が
構

築

さ

れ

て
し

ば
ら

く

た

つ
と
、

党

員

の
数

は
再

び
上

昇

に
転

じ

た
。

こ
れ

は
、
閉

鎖

さ

れ

た
国

家

体
制

の

一
応

の

安
定

の
達

成

と
工

業

生

産

の
発

展

の
中

で
党

の
規

模

の
拡

大

が
目
指

さ

れ

た
結

果

に
よ

る
も

の

で
あ

っ
た
。

こ
の
漸
増

の
傾

向

は
八

〇

年

代

に
入

っ
て
も

ま

だ

続

い
た

が
、

た
だ

中

期

に
な

る

と

二
二

〇
-

二
三

〇

万

人

ほ

ど

の

レ
ベ

ル

で
停

滞

し

て
し

ま

い
、

こ

の
規

模

で
党

の
拡

一
年
間
在
籍
す

る
)
は
八

六
年
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歳

台

の
壮
年

層

の
占

め

る
割

合

い
が
高

く
、

同

党

は
統

計

上

は
社

会

の
中

心

的

な

担

い
手

を

把

握

し

て

い
た

こ
と

に
な

り
、

東

独

社

会

の

表

見

上

の

「
安

定

」

ぶ
り

が
示

さ

れ

て

い
る
。

ま

た
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト
時

代

で

は
S

E

D

は
特

に
青

年

層

の
間

で
不

人
気

で
あ

っ
た

が
、

ホ

ー

ネ

ッ
カ
ー

の
時

代

に
な

る

と
青

年

政

策

が
重

視

さ

れ

た
結

果

、

二

五
歳

以

下

の
年
代

の
党

貝

の
比

率

が
上

が

っ
て
き

た
。

た
だ

し

党

が

青

年

対

策

を
重

視

す

る
よ

う

に
な

る
と

、
青

年

た

ち

の
入
党

動

機

も

そ
れ

に
応

じ

て
社

会

で

の
上

昇

志

向

と
よ

り
強

く

結

び

つ
く

よ
う

に

な

り
、

そ

の
点

は
、

壮

年
層

を

含

め

て
S

E

D

が

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

と

は
別

に
個

々
人

の
世

俗
利

害

と

も

強

く
結

び
付

い
た
政

党

で
あ

っ
た

こ
と
を

表

わ
し

て

い
る
。

次

に
性

別

を

み
る

と

、

女

性
党

員

の
割

合

い
は
約

三

五

%

で
、

人

口
全

体

の
比

率

か

ら

み
れ

ば

こ
れ

は

明

ら
か

に
過

少

代
表

で
あ

っ
た
。

た

だ
中

間

レ
ベ

ル
の
党

指
導

機

関

で

は
女

性

の
占

め

る
割

合

い
は
比
較

的

高

く

、

こ
れ

に
対

し
上

位

の

レ
ベ

ル

で
は

そ

の
割

合

い
は
著

し

く

低

か

っ
た
。

最

後

に
階
層

別

の
問

題

に

ふ
れ

て
お

く

と
、

東

独

で
は

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー
時

代

に
な

る
と

S

E

D

の

「
労
働

者

政

党

」

と
し

て

の
性

格

が
強
調

さ

れ

る
よ

う

に
な

っ
て
、

そ

の
た

め

労
働

者

層

の
入

党

が
奨

励

さ

れ

る

よ
う

に
な

り

、

八

六

年

の
段
階

で

は
そ

の
割

合

い
は
五

八

・
二
%

に
達

し

て

い
た
。

し

か

し

グ

レ

ス
ナ

ー

に
よ

る
と

、

こ

の
範
疇

に

は
労

働

者

の
家

庭

を

出

自

と

す

る
人

々
が
含

ま

れ

て

お

り

(特

に
上
級

の
党
員
)、

先

の
数

字

に

は
過

大

な
見

積

り

が
あ

っ
た
。

彼

に
よ

れ

ば
、

サ

ブ

・
カ

テ

ゴ
リ

ー

の

星

産
労
働
者

L
の
三
八
%

と

い
う
数

の
方
が
現
実

の
労
働
者
比
率

の
実
態

に
よ
り
近

い
も

の
で
あ

つ
く娯

ま

た
知
識
人
層

と
は
社

会
嚢

国

に
特

有

の
概

念

で
、

高

等

教
育

機

関

を
出

て
社
会

で
知

的

な

職

業

に
従
事

し

て

い
る
者

を
指

し
、

具

体

的

に

は
技

術

者

や
自

然

・
社
会

科

学

系

の
研

究

者

(企

業
で

の
そ
れ
を
含

む
)
、

メ

デ

ィ

ア

の
従

事
者

、
教

師

、
医

師

、

芸

術

家

な

ど

が
含

ま

れ

て

い
る
。

そ
し

て

こ

の
層

の

割

合

い
が
安
定

し

て

い
る

こ
と

は
、

東

ド

イ

ツ
で

は
種

々

の
上

層

の
テ

ク

ノ

ク

ラ
ー

ト

が
厚

遇

さ

れ

て

い
た

こ
と
を

意

味

し

て

い
た
。

ま

た
知
識
人
層

を
含

め
て
、
党
員

の
約
三
分

の

一
の
八
七

・
五
万
人

が
大
学
ま

た
は
専
門
学
校

の
卒
業
者

だ

っ
た

こ
馳

・
高
等
警

を
経

た
社

会

で

の
上

昇

機

会

の
獲

得

と

党

キ

ャ
リ

ア

の
積

み
重

ね

と

が
深

く

関

わ

っ
て

い
た

こ
と

を
物

語

っ
て

い
る
。

次

に

S
E

D

の
党

ヒ

エ
ラ

ル
ヒ
ー

の
あ

り
方

を

ご
く

手

短

か

に
記

し

て
お

こ
う

(第

1
図
)。

S

E
D

の
党

組

織

に
は
、

生

産

組

織

に
基
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第2表SEDR員 の 年齢 構 成(%)

,`3()

1947 1950 1966 1976 1981 1985

一一一一25

2630

31-一 一40

41～50

50以 上

51～60

61～65

65～

6.

Z3.6

23.7

27.3

29.2

8.8

11.U

lS.7

27.6

33.9

8.2

12.1

25.1

17.2

37.4

12.212.$12,9

7.911.210.8

23.318.51.9.8

K.A.22.621.1

K.A.

17.718.2

4.26.7

13.011.0

1.Spittmann(Hrsg.7,"DieSEDinGeschichteandGegenwart",1987,

S.228.

第3表SED党 員の女性党員(百 万)

19501958互967197{〕19811986

全体 女付%全 体 な牲%全 体 女哲.%金 体 女性%全 体 女性%全 体 女性%

1.751〔 〕.4123.5ユ.47〔).35・23.51.77,`0.4i'26。52.1)4{}.6431.32.17:'U.7,'3:3.72.29・0・81〆35・5

G.Meyer,`FrauenundParteielitenachdemXLParteitagderSED',DA,12,

1986,S.1298.

第4表SED党 員の社会 的構成(%)

1985年 末 1981

労働T者

(生産労働者)

農 民

知識 人

職 員

学 生 ・生徒

生産協 同体 ・自営

主婦

58.2

37.9

4.8

22.4

7.7

2.1

0.8

0.9

57.6

37.4

4.7

22,1

9.1

2.0

0.8

1.1

96.9 97.4

G.-J.Glaeβner,"DieanderedeutscheRepublik.",1989,S・128・
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礎

を

も

つ
も

の
と
居

住

地

に
基

盤

を

お
く

も

の
と

の
二

通

り

の
原
則

が
あ

っ
た

が
、

党

の
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

上

の
建

前

か
ら
前

者

の
方

に
重

点

が
お

か

れ

て

い
た
。

最

も

底

辺

の
党

の
単

位

は

「
基

礎

組

織

」

(○
毎
巳

o
『鴇

三
。。巴

o
『
O
O
)
と
呼

ば

れ

、
三

人

以

上

の
党

貝

が
集

ま

る

ハ
む

ソ

と

設

置

さ

れ

た

が
、

八

六

年

の

段

階

で
そ

の
数

は

五

九

、

一

一
五

で

あ

っ
た
。

こ

の
単

位

は

経

営

内

で

は

「
経

営

党

組

織

」

(ロロ
簿
ユ
Φ
σ
甲

冨

嵩
Φ
δ
お

騨
三
臣
甑
o
『

ζσ
℃
O
)
、

地

域

で
は

「
居

住
党

組

織

」

(芝

o
ゴ
唇

餌
簿
蝕
。
薦
鋤
三
ω
象
一。
『

≦
づ
O
)
と
呼

ば
れ

、

ま

た

一
五

〇

人
以

上

の
党

員

を
擁

す

る

と

「
部

門
党

組
織

」

(〉
夏
巴

§

ひq
。。B

諄
虫
o
薦
g。
臣
路
甑
§

-
〉
℃
O
)
と

い
う

組

織

が
作

ら

れ

た
。

さ

ら

に

ロ
イ

ナ

・
コ

ン
ビ
ナ

ー

ト

の
よ

う

な

巨
大

な

工
場

に
な

る

と
、

郡

レ
ベ

ル
と

同

等

の
党

組

織

を

そ

の
内

部

に
作

る

こ
と

が

で
き

た
。

G

O

の
党

員

集

会

は
月

に

一

度

開

か

れ

て

、

そ

の
間

の
活

動

の
点

検

や

次

の
課

題

の
確

認

な

ど

を
行

っ
た

が
、

こ

の
集

会

は

ま

た

G

O

の
指

導

部

を

一
年

の
任

期

で
選

出

し

、

さ

ら

に
党

の
郡

大
会

へ
の
代

議

貝

を

選

ん

で

こ

れ
を

派

遣

し

た

の

で
あ

る
。

G

O

の
上

位

機

関

に

は
東

独

の
行

政

区

分

に
対

応

し

た
二

四

二

の
郡
組

織

と

そ

れ

と

同
等

の
地

位

を

も

つ
二

一
の
特

別

組

織

(S
E
D
、

F
D
G
B
、

F
D
J

の
中
央
機
関

に
直
属
す

る
も

の
、
外
務

、
保
安

省
及
び
大
経

営
体
、
科
学
研
究
機
関

に
お
か
れ
る
も

の
)
が
あ

り

、

さ

ら

に

そ

の
上

位

に

は

一
五

の
県

組

織

(東

ベ
ル
リ

ン
を
含

む
)
と

ヴ

ィ

ズ

ム
ー

ト

(ウ
ラ

ン
の
産
出
地
域
ー

厳
重
な
国

家
機
密

の
下

に
お
か
れ

て
い
た
)

及

び
国

家
入

民

軍

に

お
か

れ

た

そ

れ

と

同
格

の
組

織

が
あ

っ
た
。

こ
れ

に
加

え

て
国

境

警

備

隊

、

人

民
警

察

と
国
有

鉄

道

の
党
組

織

は
特

別

の
規

定

で

や

は

り
県

組

織

と

同

じ
序

列

が
与

え

ら

れ

て

い
た
。
郡

、
県

の
組

織

は
そ

れ

ぞ

れ

大

き

な
規

模

の
指

導

部

を

も

ち

(六
〇
1

一

〇
〇
名
、
加
え

て

一
五
-

二
〇
名

の
候
補

員
)
、

ま

た
第

一
書

記

を
含

む
通

常

六
名

の
書

記

局

を

も

っ
て

い
た

。
指
導

部

は
三

ヶ
月

に

}
度

会

議

を

開

き

、

書
記

局

は

少

な

く

と

も

週

に

一
回

の
会

合

を

も

っ
た

が
、

こ

こ
で

は
し

ば
し

ば
拡

大

会

議

が
開

か
れ

た
。

例

え

ば
県

の
段

階

で

は
、

こ

の
拡

大
会

議

に

は
書

記

局

員

の
他

に
県

・国

家

計

画
委

議

長
、

労

働

組
合

、

青

年

組

織

、

郡

組

織

の
代
表

者

が
参

加

し

て
お

り

、

　
ほ

　

こ

の

レ
ベ

ル

で

の
党

の
真

の
権

力

の
所

在

を

示
し

て

い
る

.
ま

た
県

の
第

一
書

記

は
S

E

D

の

ヒ

エ
ラ

ル

ヒ
ー

の
中

で

は
最
高

位

の
地

位

を

も

ち

、

八

六
年

の
段

階

で

は

一
五
人

全

員

が
中

央

委

貝

、

そ

の
内

四

人

が

政

治

局

貝

、

一
人

が

同

候
補

で
あ

っ
た

。
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次
に
わ
れ
わ
れ
は
党

の
中
央
機
構

に

つ
い
て
や
や
詳
し

く
検
討
す
る

こ
と
に

し
よ
う

。
予
め
述

べ
て
お
く
と
、
東

ド

イ

ツ
で
は
様

々
な
問
題

に
対
す

る
オ
ー

プ

ン
な
論
争

へ
の
寛
容

の
度
合

い
は
、

ポ
ー
ラ

ン
ド
や

ハ
ン
ガ
リ
ー
な

ど
他

の

中
欧

の
社
会
主
義
国

と
比
較
す

る
と
低

図1

か

っ
た
。

第

党

の
最
高

の
機
関

は
五
年
毎

に
開

か

れ

る
党
大
会

で
あ

る
が
、
そ

こ
で
行

わ

れ

た
重
要

な
決
定

は
、
党
中
央

で
予

め

決
定
さ
れ
て

い
た
経
済

の
五

ヶ
年
計
画

の
承
認

と
党
中
央
委
員

の
形
式
的
な
選

出

の
二
点

で
あ

っ
た
。
実
質
的

に
党
大

会

は
、
五

ヶ
年
計
画

の
実
施
初
年
度

に
目
標

の
明
示

と
士
気

の
鼓
舞

を
図
り
、

ま
た
計
画
実
施

の
た
め

の
指
導
部
を
決
定
す

る
も

の
と
し

て
開
催
さ
れ

て
き
た

の
で
あ

る
。

こ
れ
に
付
け
加
え

る
と
す

れ
ば
、

大
会

は
、
延

々
と
続
く
祝
辞

に
象
徴

さ
れ
る
国
内

の
諸
団
体

と
外
国

の
友
党

と
の
連
帯

の
確

認
と
そ

の
誇

示
の
場

で
も
あ

っ
た
。

し
た

が

っ
て
大
会

の
あ
り
方

は
党
規
約

の
規
定

と
は
裏

腹

に
、
き
わ

め
て
宣

伝
色

の
強

い

「
儀
式

」
そ

の
も

の
で
あ

っ
て
、
議
事
運
営

の
形
式

は
ウ

ル
ブ
リ

ヒ
ト

と
ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー

の
時
代
を
通
じ

て
ほ
と
ん
ど
変
化

l

l峡 党襯 委H
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l県鰍 制刻l

I書 記局1

[

党 大 会
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1

県執行部l

f

郡代議員会議

l

l郡 党統制委H郡 執行糾

1書 調l

l
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l県労艦 視委l
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i
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は
な
か

っ
た
。
な
お
規
約

の
上

で
は
、
党
大
会

は
中
央
委
員
会

の
発
議

か
も
し
く
は
全
党

貝

の
三
分

の

一
の
要
求

で
臨
時

に
開

く

こ
と
が

で
き
た
が
、

こ
れ
は
八
九
年

の

{
革
命
」
後

に
初

め
て
実
効
性
を
も

つ
こ
し
・に

な
る
規
定

で
あ

っ
た
・

党
大
会

で
選
出
さ
れ
る
中

央
委
員
会

は
、
党
規
約

に
よ
れ
ば

「
党

大
会

の
決
定
を
実
施
し
、
大
会

の
間

の
期
間

に
お
け
る
党

の
最
高
機

関

で
あ

る
」
(第
三
九
護

萎

臭

ム
は
七
六
年

の
よ
・つ
に
六
回
晶

か
れ
る
場
合

が
あ

っ
た
が
、
ホ
朱

・
や

時
代
に
は
響

は
年

に
ニ

ー

三
度

開

催

さ

れ

て

い
た

。

こ
の
機
関

の
最

も

重
要

な

決

定

事

項

は
党

の
政

治
局

と
書

記

局

の
構

成

員

お
よ

び
書

記

長

を

選

出
す

る

こ
と

で
あ

っ
た

が
、

そ

の
人
事

政

策

は
事

前

に

(実
質
的

に
は
党
書
記
長

に
よ

っ
て
)
決

定

さ

れ

て

い
た
。

中

央

委

員
会

を

み

る
場

合

に
重

要

な

の

は

む

し

ろ
党

の
権

力

分

布

と
関

わ

る
人

的

な
構

成

上

の
問

題

で
あ

っ
て
、
中

で
も

注

目
す

べ
き

点

は
、

O

委

貝

が
そ

れ

ぞ

れ

ど

の
よ

う

な

機

関

や
団

体

を

代

表

し

て

い
た

の
か

、

⇔
彼

ら

は

い
か
な

る
世

代

に
分

布

し

、

そ

れ

は

ど

の
よ

う

な

意

味

を

も

っ
て

い
た

の
か
・

と

い
う

問

題

で
あ

る

。

八

六

年

の
第

=

回

党

大

会

で
選

出

さ

れ

た
中

央

委

員

は

一
六

五
名

(委
員
候
補

は
五
七
名
)
で
あ

っ
た

が
、

そ

こ
で
上

の

問

題

に
焦

点

を
あ

て

て
簡

単

な

分

析

を

行

っ
て

み
よ
う

。

西

ド

イ

ツ

の
ア

ル
ト

と

い
う

若

手

の
研
究

者

は
、

中

央

委

貝

会

の
構

成

を
権

力

エ
リ

ー

ト
、

知

識

人

、

勤

労
者

と

い
う

三

つ
の
グ

ル
ー

プ

に
分

け

、

さ

ら

に
細

か

い
サ

ブ

・
グ

ル
ー

プ

を

作

っ
て
そ

の
構

成

上

の
推

移

二

九

六
三
年
ー

八
六
年
)
を

ま

と

め

て

い
る

(第

臥
却

＼

そ

れ

に

よ

る

と
、

委

員

会

で

は
党

、
国

家

機

構

の
権

力

エ
リ
ー

ト

が
圧

倒

的

な

比

重

を

占

め
、
中

で

も

ホ
ー

ネ

ッ
カ
i
時

代

で

は
国

家

よ

り

も

党

の
キ

ャ
リ

ア
を

重

視
す

る
傾

向

が

は

っ
き

り

と
表

さ

れ

て

い
た
。

八

六
年

の
段

階

で
は
上

級

の
党

役

貝

は
八

七
名

で
、

政

治

局

貝

の
他

に
県

の
第

一
書

記

は
全

貝

が
、

ま

た
中
央

委

直
属

の
書

記

局

の
四

一
の
部

局

の
う

ち

}
七

の
局

の
長

が
委

員

で
あ

っ
た
・

な

お
・

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

時

代

に
地

方

の
役

員

の
比

重

が
相

対

的

に
高

か

っ
た

の
は
、

「
新

経

済

シ

ス
テ

ム
」
の
導

入

に

よ

っ
て
分
権

化

が

そ

れ
な

り

に

進

ん

だ
結

果

で
あ

っ
た

が

、

七

〇
年

代

に
な

る

と

こ
の

シ

ス
テ

ム
が

見

捨

て
ら

れ
、

再

び
党

機

構

の
集
権

化

が
進
行

し

た
・

党

エ
リ

ー

ト

に
次

い
で
多

数
を

占

め

る
国

家

機

関

内

の
中

央

委

員

は
四

九

名

で
、

こ

こ

で
は
閣

僚

評

議

会

の
四

四

人

の
閣
僚

の
う

ち

二
七

人

が
委

員

で
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あ

り

、

そ

の
他

は

一
六

人

の
経

済

セ
ク

タ

i

代
表

(六
人

の
大

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
支
配
人
を
含
む
)
、

検
事

総
長

、

国

営

メ
デ

ィ
ア
代

表

が
委

員

を

構

成

し

て

い
た
。

S

E

D

の
堅

固

な
支

柱

で
あ

る
治

安

機

関

、

軍

及

び
労

働
組

合

は

中

央
委

員
会

の
内

部

で
は

そ

の
比

重

は
低

か

っ
た

が
、

他

の
集

団

と

は

異

な

っ
て

そ

の
代

表

者

は
直

接

政

治

局

に
入

っ
て
お

り

、

こ
う

し

て
彼

ら

は
政

策

決
定

の
中

枢

に
位

置

し

て

い
た

わ

け

で
あ

る
。

そ

の
点

か
ら

み

て
も

、

中

央

委
貝

会

が

政

策
決

定

機

構

と
し

て
果

た
す

役

割

り

は

全

く
薄

弱

で
あ

っ
た
・

最
後

に
他

の
二

つ

の
グ

ル
ー

プ

に

ふ
れ

て
お

く

と

、
知

識

人
層

は
全

体

を
通

じ

て
あ

ま

り

大

き

な

変

動

は
な

く

、

こ
の
層

は
政

治
的

な

影
響

力

は
も

ち

え

な

か

っ
た

が
、
各

時

代

を

通

じ

て
東

独

で

は
厚

遇

さ

れ

て

い
た
。

た

だ
、

そ

れ

ら

は

上
層

の
知

識

人

に
限

っ
て

い
え

る

こ
と

で
、
特

に
中

層

以

下

の
テ

ク

ノ
ク

ラ
ー

ト

は
、

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト
時

代

の
方

が
重

視

さ

れ

て

い
た

と
考

え

ら

れ

る

。

ま

た
勤

労

者
層

は
そ

の
占

め

る
割

合

い

が
低

く

、

個

人

的

な
生

涯

の
業

績

を

顕
彰

し

て
選

ば

れ

る

か
あ

る

い
は

そ

の
存

在

自
体

が
委

員

会

の

い
わ

ば

「装

飾

」

で
あ

る

に
と

ど

ま

っ
た

の

で
あ

る
。

次

い
で
、

八

六

年

に
選

出

さ

れ

た
中

央

委

貝

会

の
年

齢

別

の
構

成

を

点

検

し

て

み
る

が
、

こ
れ

は

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

体
制

を
支

え

て
き

た

「
世

代

」
の
問

題

で
あ

り
、

指

導

部

の
世

代

間

継

受

と

い
う

重

要

な

問

題

を

含

ん

で

い
る
。

い
ま

試

み

に
、

こ
の
八

六
年

の
委

貝

会

の
年

齢

別

構

成

を

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

が
権

力

を

掌

握

し

た
七

一
年

お
よ

び
前

任

の
八

一
年

の
委

貝

会

の
そ

れ

と
比

較

し

て

み
る

と

(候
補
を
除

く
)
・

次

の
よ

う

な

点

を

指

摘
す

る

こ

と

が

で
き
よ

う

。

先

ず

単

純

な

年

齢

別

の
分

類

は

第

6
表

の
通

り

で
、

こ

の

一
五

年

間

に
指
導

層

が
全

体

と

し

て
老

齢

化

し

て
き

た

こ
と

は

明

ら

か

で
あ

っ
た
。

し

か
し

よ

り

重
要

な

の
は
各

委

員

の
入
党

年

度

を

示

す
第

7
表

で
、

こ

こ
か
ら
読

み
取

れ

る

の
は
、

ホ
ー

ネ

ッ
カ

ー

体
制

の
全

時

代

を

通

じ

て

(後
述
す

る
政
治
局

の
古
参
党
員
を
除

く
と
〉
指

導
層

が
占

領

期

(四
且

ー

四
瓦

年
)
と
建

国

期

(五
〇
i

五
五
年

)
に
入
党

し

た
世

代

に
集

中

し

て

い
た
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

こ
れ

に
対

し
、

八

六

年

の
中

央
委

員

会

て
さ

え

四
〇

歳

台

の
者

の
登

用

は
き

わ

め

て
少

な

く

、

こ
れ

は
か

つ
て

の
ウ

ル
ブ

リ

ヒ

ト
時

代

と
比

べ
て
も
極

端

に
低

い
数

値

に
な

っ
て

い
る
。

つ
ま

り

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

時

代

の
党

指

導

部

は
、
(
か

つ
て
は
若

か

っ
た
)占

領

期

と
建

国

期

の
世

代

が

こ

の
時

代

を
通

じ

て

一
貫

し

て
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SED中 央委員会委員の年齢構成(委 員のみ)

1971 !981 1986

第6表

6

20

42

85

7

5

80～ 歳

70～79

60--69

50～59

40～49

-一一39

0

10

29

33

58

2

3

13

32

92

12

4

ProtokollSEI),V皿,XXIよ りf乍 威1、

SED中 央委員会委員の入党年次(委 員のみ)

1971 191 1986

第7表

20

6

90

31

18

26

5

92

24

10

47

4

囎

B

。

一

ヴ ァ イマ ル 時 代

t,-1933年)

ナ チ ス時 代

ll933～45)

占 領 期

(1945～49)

建 国 期

(1950～55)

建 国 期 以 降

(1956-)

同.」

主

流

の
地

位

を

占

め

て

お

り
、

建

国

期

の
後

に
入

党

し

た
新

し

い
世

代

に

は
開

か

れ

て

い
な

か

っ
た

の
で
あ

る
.

そ
し

て

こ

の
現

象

は
、
す

ぐ

後

で

み

る

よ
う

に
人

民
議

会

の
議

員

の
構

成

の
場

合

に
も

見

受

け

ら

れ

た
。

ホ
ー

ネ

ッ
カ

ー
時

代

の
指

導
部

の
安
定

性

に

つ
い
て

は
、

ベ
イ

リ

ス

の
よ
う

に
、

ホ

ー

ネ

ッ
カ

ー

は
ブ

レ

ジ
ネ

フ

の
例

に

倣

っ
て

「
カ
ー

ド

ル

の
安

全

」
を
保

障

す

る

こ
と

で
彼

の
地

位

を
確

保

し

よ
う

と

し

た

の
だ

と
論

じ

る

こ
と

も

、

"

遍

、

政

治

心

理

の
よ

り

深
層

的

な

で

き

る

だ
ろ

う

力

面

で

い
う

と

、

ホ

ー

ネ

ッ
カ
ー

が
最

後

ま

で
政
治

的

に
信
頼

し

て

い
た
世
代

は
、

結

局

の
と

こ
ろ

ス

タ
ー

リ

ン
時

代

の
熱

狂

を
伴

う

占
領

期

と

建

国
期

の
時

代

に
入
党

し

た
者

に
限

定

さ

れ

て

い
た
、

と

い
う

仮
説

も

券

に
成

り

立

つ
よ
　

に
田
心
わ

れ

る
.

い
ず

れ

に

せ
よ

、

こ

こ

で

み
ら

れ

る
指

導

部

補
充

の
停

滞

ぶ
り

は
、
社

会

義

的

価

値
観

の
世
代

間

の
伝
達

が
指
導
者

の
問

で
も
十
分

に
は
行
わ
れ
て

い
な
か

っ
た

こ
と
を
伺
わ

せ
る

の
で
あ
る
。

S
E
D

の

雇

力
核
」

は

い
う
ま

で
も
富

政
治
局

で
あ

っ
た
。

そ

の
任
務
は
規
約

上
は

=
中
央
奎

総
会

の
問

の
期
間
、
中
央
委
貝

会

の
活
動
を
政
治
的

に
指
道
要

第
四
二
条
)
す

る
と
述

べ
ら
れ

て

い
る
に
す
ぎ
な

い
が
、
実
質
的

に
は
、

こ
の
機
関

は
国
政
上
、

党
組
織
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運
営
上

の
す

べ
て
の
重
要
な
決
定
を
行

い
、
国

家

の
長
期
的
、
戦
略
的
な
あ

ら
ゆ
る
路
線
を
確
定

し
て

い
た
。
そ
し

て
、

こ
の
任
務

の
円

滑
な
遂
行
を
保
障

し
た

の
は
、
党
書
記
長

に
集
中

さ
れ
た
強
大
な
権
限

と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
政
治
局
員

が
党

と
政
府
あ
る

い
は
他

の
重
要
組

織

の
最
高
ポ

ス
ト
を
兼

任
し
た
そ

の
人
的

な
重
な

り
合

い
で
あ

っ
た
。

政
治
局

の
会
議

の
様

子
は
、

S
E
D
が
崩
壊
し

た
後

に
著
さ
れ
た
旧
政
治
局
員

の
シ

ャ
ボ
フ

ス
キ
ー

の
回
想
記

に
よ

っ
て
そ

の
大
要

が

へ
　

ド

描

写

さ

れ

て
お

り
、

以

下

、
主

と
し

て
そ

れ

に
よ

っ
て
会

議

の
あ

り
方

を

み

て

い
く

こ
と

に
し

よ
引

、

政

治

局

の
会

議

は
毎

週

火

曜

日

の

一
〇
時

に
開

催

さ
れ

、
提

出

さ

れ

る
す

べ
て

の
提

案

に
は
書

記

長

の
事

前

の
眼

が

通

っ
て

い
た

(も

っ
と
も
ク

レ
ン
ツ
に
よ

る
と

ホ
ー
ネ

ッ
カ

ー

の
書
類
処
理
は

㍉
ほ
と
ん
ど
眼
を
通

さ
な

い
よ
う

な
早
さ
」
で
行
わ
れ
た

が
)。

ま

た
提

案

の
多

く

を

占

め
る

経
済

案

件

は
経

済
担

当

書

記

の

ミ

曽,
タ

ー

ク

の
機

関

を

通

じ

て
作

成

さ

れ

、
会

議

の
前

に

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

に
報
告

が

な

さ

れ

た
。
そ

の
よ
う

な
事

前

の
経

緯

が
あ

る

た

め
、

会

議

の
過
程

で
は

幾

つ
か

の
質

問

の
他

は
基

本

問
題

を

め
ぐ

る
討

論

は
ほ

と

ん

ど
行

わ

れ
な

か

っ
た
。
参

加

者

は
勤

勉

に

ノ
ー
ト

を

と
り

・

「
一
種

教

室

の
よ

う

な

雰

囲

気

」
が
あ

っ
た

が
、

こ
の

ノ
ー

ト

は
上

位

者

が

下
部

に
意

志

伝

達

を
す

る
際

の
手

段

に
な

り
、

彼

ら

の
重

要

な

「
権

力

資

源
」

の

一
つ
に

な

っ
て

い
た
筈

で
あ

る
。

個

人

(党
書
記
長
)
が
支

配
的

な
影

響

力

を

も

つ
政

治

体
制

の
合

議

体

で
は

、
他

の
構

成

員

は
均

等

な

力

を

も

っ
て

い
た
わ

け

で
は

な

い
。

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

と
個

人
的

に
最

も
親

し

く

党

内

で
ナ

ン
バ
i

2

の
位

置

を
占

め

て

い
た

の
は

ミ

ッ
タ

ー

ク

で
あ

っ
た
。

彼

は

ホ
ー

ネ

ッ
カ

ー

と

は

「
肝

胆
相

照

ら
す

」
仲

で
あ

っ
た
が
、

こ

の

ミ

ッ
タ

ー
ク

が
経

済

政

策

を
聾

断

し

た

こ
と

か

ら
、

「
革

命

」
後

は

彼

は
旧
指

導

者

の

多

-
か
巖

し

い
論
讐

受
け

て

い
る
。
次

い
で
有

力
な
政
治
質

は
国
覆

安
相

の
ミ
「

ル
を

疲

と
ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー

は
政
治
局
会

議

の
後

に

二
時

間

ほ

ど
治

安

問

題

を
検

討

す

る

の
が
常

で
あ

っ
た
。

「
シ

ュ
ピ
ー

ゲ

ル
」
誌

に
よ

る
と

、

上
記

二

人

の
他

に
書
記

長

と
密

接

な

関

係

に
あ

っ
た

の
は
宣

伝

扇

動

担

当

書

記

の

ヘ
ル

マ
ン
で
、
青

年

同

盟
時

代

か
ら

の
部

下

で
あ

っ
た
彼

は
、

会

議

で

は

ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー

の

「
叱

ら

れ
役

」

で
も

あ

っ
た
。

い
ず

れ

に

せ

よ

、

経
済

と
治

安

お

よ

び
宣

伝

が
東

独

の
体
制

を

支

え

る
三

本

の
柱

で
あ

っ
た

が
、

彼

ら



38神 奈川法学 第27巻 第2・3号(400)

三

人

は

そ

れ
を

人

格

的

に
体

現

し

て

い
た
わ

け

で
あ

る
。

ホ

ー

ネ

ッ
カ

ー

と

ミ

ッ
タ
ー

ク

、

ミ
ー

ル

ケ

の
問

の
関

係

は
八

〇

年

代

を
通

じ

て
続

い
て

い
た
よ

う

で
あ

り
、

し

た

が

っ
て

そ
れ

は
体

制

末

期

に
特

有

の

「
極

少
数

者

の
支

配

」

と

い
う

よ

り

は
、

東

欧

社

会

主
義

が
通

有

す

る
よ

り

体
制

内

在

的

な

問

題

で
あ

っ
た
よ
う

に
思

わ

れ

る
。

な

お
、

深

刻

な

経
済

問

題

と
も

関

わ

る
、

指

導
者

間

相

互

の
よ

り

実
態

に
即

し

た
権

力

布

置

の
問

題

に

つ

い
て

は
、

後

の
章

で
改

め

て
検

討

す

る

こ
と

に
し

た

い
。

第

2

図

は

S

E

D

の
最

高

指

導

者

の
各

組

織

に
わ

た

る
ポ

ス
ト

配

置

を
図

示

し

た
も

の
で
あ

る

、

こ

の
ポ

ス
ト

の
人

的

な

重

な
り

ム
n
い

の
中

で
重

要

だ

っ
た

の

は
、

政

治
局

員

が
書

記

局

の
書
記

ま

た

は
閣
僚

評
議

会

の
閣
僚

を

兼

ね

て

い
た

こ
と

で
あ

っ
た
。

た

だ
し
、

機

関

の
そ
れ

ぞ

れ

の
性

格

か
ら

、
書

記

と
閣

僚

を
兼

任

す

る

こ
と

は

で
き

な

か

っ
た
。

書
記

は
、

政

治

局

貝

と

同
様

に
中

央

委

員

会

で
選
出

さ

れ
・

彼

ら

に
よ

っ
て
構

成

さ

れ

る
書

記

局

は

、
中

央

委

員

会

に
直

属

す

る
四

一
の
部

局

と
県

、

郡

の
党

機

関

を

統
制

す

る
党

組

織

運
営

h

の
要

め

の
機

関

で
あ

っ
た
。

ま

た
閣

僚

評

議
会

は
内

閣

に
あ

た

る
国

政

執

行

の
最

高

機
関

で
、

政

治

局

に
名

を

連

ね

た

の
は
首

相

の
他

に

第

一
副

首
相

(二
名

)、

外

務

、

国

防

、

国

家
保

安

の
各

閣

僚

で
あ

っ
た
。

要
す

る

に
、

政

治
局

は
党

運

営

の
最
山口同
責

任

者

と

政
府

の
重

要

閣

僚

を
包

摂

し

た
東

独

最
高

の
決
定

機

関

だ

っ
た

の

で
あ

る
,

な

お
、

政
治

局

の
ポ

ス
ト

と
兼

職
す

る

こ
と

で
最

高

の
権

力

地

位

に
あ

っ

た
書

記

局

の
書

記

の
担

当

部

門

は

次

の
通

り

で
あ

っ
た
.

書

記

長

　
H

.
ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

、

国
際

連
帯

卵
H

・
ア
ク

セ

ン
、

党
機

関

"
H

・
ド

ー

ル
ス
、

文
化

.
科

学

　
K

.
バ
ー

ガ

ー
、

宣

伝

.

扇

動

口
J

.
ヘ
ル

マ
ン
、

商

業

・
教

会

対
策
∴

W

・
ヤ

ロ
ヴ

ィ

ン
ス
キ
ー

、

治

安

・
青

年

と

ス
ポ

ー

ツ

n
E

・
ク

レ

ン

ツ
、

農

業

H
W

.

ク

ロ
リ

コ
フ

ス
キ

ー
、

経

済

"
G

ー

、、
ッ
タ

ー

ク
、

婦

人

・
家

族

問
題

　
1

・
ラ

ン
ゲ

最

後

に
、
各

政

治

局

員

の
党

組

織

内

の
キ

ャ
リ

ア
を

類

型

化

し

て

み
よ
う

。

こ
れ

は
先

に
中
央

委

員

会

を
扱

っ
た
際

に
述

べ
た

こ
と
と

関
連

す

る

が
、

大

別

す

る
と

、
ω

戦

前

か

ら

の
古

参

指
導

者

と

⑪
戦

後

の
占

領

期

と
建

国

期

に
入
党

し

た
人

々
と

に
分
け

ら

れ
、

後

者

は

さ

ら

に
・

㈲
党

や
大

衆

団

体

を

基

盤

に
昇

進

し

た
者

と
、

㈲

経

済

の
専

門

分

野

で

頭
角

を

現

し

た
者

と

に
分

類
す

る

こ
と

が

で
き

る
。

ω
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第2図SED政 治局員の役職の兼任
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の
グ

ル
ー

プ

に
属

す

る

の
は
九

人

で
、

今

世

紀

の

初

頭

に
生

ま

れ

て

ヴ

ァ
イ

マ
ル
時

代

に
共

産

党

に

入

り

、

ナ

チ

ス

の
時

代

に

は

レ
ジ

ス
タ

ン

ス
に
参

加

す

る

か

ソ

連

に

亡

命

し

て

い

た

人

々
で

あ

っ

た
。

そ

れ
故

、

彼

ら

は

「
反

フ

ァ
シ
ズ

ム
」

と

い

う

党

是

の
正

統

性

を

担
う

こ
と

が

で
き

、

党

と
国

家

の
最

高

の
地
位

を

(象

徴
的
な
場
合
を
奮

め
て

〉

占

め

て

い
た
。

⑪

a

の
グ

ル
ー
プ

は
や

は
り

九

人

で
、

こ
れ

に

は
地

方

組

織

で

昇
進

し

た
者

と
組

合

や
青

年

組

織

な

ど

の
大
衆

団

体

で
出

世

し

た
者

、

あ

る

い
は
そ

の
双
方

を

兼

ね

た
者

が
あ

り
、

さ

ら

に
は

党

の

メ
デ

で

ア

が
地
位

上

昇

の
基

盤

に
な

っ

た
者

も

い
た
。

ω

b

の
グ

ル
ー
プ

は

少
数

派

で
三

人

で
あ

っ
た

が
、

代

表
的

な

人

物

で
あ

る

ミ

ッ
タ

ー

ク
を

除

く

と

、
他

の
二
人

は
八

四

年

ま

で

は
政

治

局

員

候

補

で
あ

っ
て
、

こ

の
グ

ル
!
プ

の
相

対

的

な
比

重

の
低

さ

が
示

さ

れ

て

い
る
。

政

治

局

貝

候
補

の
中

で
特

殊

な

地
位

を

占

め

た

の
は
ラ

ン
ゲ
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Ii.ア ク セ ン ト 聯一 一 層 噛 一十 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 →

H-J.ベ ー メ ト嗣一 一

H.ド ー ル ス ← 一 一 一 トー一 一一 一一 一一一→

W.エ バ ー ラ イ ン ー 一 一一 →

W.フ ェ ル フ ェ ト7-一 一 一 一 一 一 一 一一→(死 亡)

K.ハ ー ガ ー ト ー 一・一一

J.ヘ ル マ ン ト ー 一 一 一 ト ー 一 一 一一

E.ホ ー ネ ッ カ ー ト ー 一 一 →一一

YI.ヤ ロ ヴ ィ ン ス キ ー トー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ト ー一 一一 一州

1王 ケ ス ラ ー ←脚 一 →

G.ク ラ イ バ ー1-・ 一 ・一一・一一 一一 一 一 一 一 一 一 一 ト ー一 一 一 →

E.ク レ ン ツ トー______ト_____→

W.ク ロ リ コ フ ス キ ー ト ー一 一 一 一一 一 一一 一 一 一 ・一 一 一一 一・一→

S.ロL〆 ン ツ トー」一 一一→

E.ミ ー ル ケ ト ー 一 一 一ト ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一l

G.ミ ッ タ ー ク ト ー 一一←一一一一一一一一一一一 一 一 一一一一 一一一 一 一

E.ミ ュ ッ ケ ン ト ー 一 一 一 一 一
ベ ル ガ ー

-Jノ イ マ ン

G.シ ャ ボ フ ス キ ー

li.シ ン タ ー マ ン

W.シ ュ ト フ

H.テ ィ シ ュ

以 ドは 政 治 局 員 候 補

Lラ ン ゲ

G.ミ ュ ラ ー

M.ミ ュ ラ ー

G.ミ ュ ー ラ ー・

W.ヴ ァ ル デ

ト ー 一 一

一
ト ー一。ト ー 一 一 一 一 一 一 一一 一一 一 一 一 一 一 州

← 一 一 ← 一 一一 一 ・一圏一 一一 一 一 一 一 →

1-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 →

ト ー 一 ・一一→

ト ー 一 ・一 一 一 一m・ 一 一 一 一 一 一 ・一一 一 申 一r

ト ーr-m・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一一1

ト ー 一 マ ー 一 一 一 一 一 一 →

と

ミ

ュ
ラ
ー

と

い
う

二

人

の

女

性

で
、

彼

女

ら

は
十

数

年

来

に
わ

た

る
局
.貝

候
補

で
あ

っ
た
。

女
性

の
割

合

い
が
極

端

に
少

な

い
最
高

指

導

部

の

中

で
、

彼

女

ら

は

女
性

の
同

権

性

を

示

す

「
ア

リ

バ
イ

女

戸
18

)

性

」
で
あ

っ
た

と

い
わ

れ
る
。

な

お
、

第

3
図

は

政
治

局

貝

の
在

職
期

間

を

図

示

し

た
も

の
で

(候
補

の
期
間

を
含
む
)
、

長

期

の
在

職

に
よ

っ
て
高
齢

脱作

化

し

た

彼

ら

の
平

均

年

齢

り

1-一一1は 候 補 の期 間

ProtokollSED,XIよ

は
、

八

六

年

の

段

階

で

六

二

・
七

歳

で
あ

っ
た
。

そ
し

て

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

時

代

の
最

後

の
政

治

局

で
最

年

少

の
局

貝

だ

っ
た

の

は
、

八

九

年

の
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ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー

の
失
脚
後

に
書
記

長

の
地
位
を

継
ぐ

こ
と
に
な

る
ク

レ
ン
ツ

(三
七
年
生
ま
れ
、
五
五
年
入
党
)
で
あ

っ
た
。

以
上

を
総
合
す

る
と
、
中
央
委
員
会
を
含

め
た
S
E
D

の
最
高
指
導
部

は
、
ヴ

ァ
イ

マ
ル
と
ナ
チ

ス
の
時

代
を
生
き
抜
き
党

の
歴
史

の

正
統
性
を
体
現
す

る
少
数

の
ト

ッ
プ
指
導
者

と
、
東
ド
イ

ツ
建
設

の
時
期

に
入
党
し

た
多
数

の
党
実
務
官
僚

に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
、
東
独

の
指
導
部

は
彼
ら

に
よ

っ
て
ほ

ぼ

一
貫

し
た
継
続
性

と
安
定

性
を
保

証
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
特

に
後
者

の
人

々
が
建
国
時

の
青
年
期

に
ス
タ
ー
リ

ン
主
義

の
強

い
刻
印
を
受
け

た
こ
と
を
考

え
あ
わ
せ
る
と
、

ホ
!
ネ

ッ
カ
i
時
代

の
末
期

に
党
指
導
部

が
ソ
連

で

進
行
し

て

い
た

ス
タ
ー

リ

ン
批
判

に
過
剰

な
反
応
を
示
し
た

こ
と
は
、

そ
の
点

か
ら
事

情

の

一
端
を

了
解
し
う

る
の
で
あ

る
。

◎

国
家
機
構

東
ド

イ

ツ
の
国
家

は
、

こ
の
国

の
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー

に
よ
れ
ば
発
達
し

た
社
会
主
義
社
会

に
お
け
る
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁

の

一
形
態

で
あ

っ
た
。

た
だ
、
近
年

の
東
独
社
会
科
学

の
動
向

で
は
、
国
家
は

「
社
会
主
義
社
会

の
政
治
組
織
」
ま
た
は

「
政

治
シ

ス
テ

ム
」

の
部
分

で

あ
る
と
し

て
、
そ
れ
を
社
会

や
政
治

の
諸
組
織

と
の
機
能
的
な
関
連

の
中

で
把
え
よ
う
と
す

る
傾
向

が
目
立

っ
て

い
た
。

こ
れ
は
、
東
独

の
高
度

工
業
社
会
化

と
各
階
層

や
集
団

の
発
展

と
機
能
分
化

と

い
う
新

し

い
局
面
を
迎
え

て
、
国
家

の
役
割
を
改

め
て
精
緻

に
把
握
し
よ

う

と
す

る
動
き

の
中

か
ら
生
ま

れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

と
は

い
え

こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
当
然

の
こ
と
な

が
ら
、
国
家
は
指
導
政
党

の
支

配
手
段

で
あ

る
と

い
う

根
本
的
な
枠
組

み
を
変

え
る
も

の
で
は
な
く
、
ま
た
諸
集

団

の
役
割

の
増
大

に
よ

っ
て
国
家

の
機
能

が
弱
体
化
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
も
な
か

っ
た
。

以
下

の
部

分

で
は
、
東

ド
イ

ツ
の
最
高

の
国

家
機
関

で
あ
る
人
民
議
会
と
国
家
評
議
会

お
よ

び
閣
僚

評
議
会

に

つ
い
て
説
明
す

る
が
、

そ

の
形
式
上

の
構
成

と
機
能

に

つ
い
て
は
必
要

最
小
限

の
記
述
を
行
う

こ
と
に
と
ど
め
た

い
。
S
E
D
と
国
家
機
関

の
関
係

に

つ
い
て
ご

く
簡
単

に
述

べ
て
お
く

と
、
後
者
は
前
者

の
人
事

政
策

を
通

じ
て
そ

の
指
導

と
統
制

の
下

に
服
し
て
お
り
、
国
家
機
関
は
党
中
央

が
決
定

し

た
基
本
政
策

の
執
行

に
あ

た

っ
た
が
、
経
済
、
社
会
政
策

の
領
域

で
は
相
対
的

に
多
く

の
裁
量
権
を
も

っ
て

い
た
。
ま
た
国
家
機
関

は
、
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議
会

の

「
代
表
機
能

」
を
通
じ
て
諸

階
層

の
協
働

の
場

で
あ

る
と
さ
れ
、
実
際

に
諸
階
層
を
代
表
す

る
と
さ
れ
た
組

織

の
代
表

が
形
式
的

に
で
は
あ

る
が
そ
れ
ら

の
機
関

に
参

加
し

て
い
た
。
国
家

の
諸
機
構

は

「
権
力
統

一
の
原
則
」

の
下
に
お
か
れ
、
そ
れ
故

こ
こ
で
は

「権

力
分
立
」
の
考

え
方

は
不
在

で
あ

っ
た
。

ま
た
党

と
国
家

が
万
能

の
社
会

で
は
、
「
国
家
死
滅
」
と

い
う
未
来

ユ
ー
ト

ピ
ア

へ
の
手
懸

か
り

は
無
論
全
く
存
在

し
て

い
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。

東

独
憲
法

の
文
面

の
上

で
、
国
家

の
最
高
権
力
機
関

に
あ

た
る

の
は
人
民
議
会

で
あ

っ
た

(第
四
七
条
)。
し

か
し

こ
の
議
会

は
選
挙

の

方
法

か
ら

み
て
も
、
あ
る

い
は
そ

の
開
催
、
審
議
、
決
定

の
方
式

か
ら
み
て
も
名

目
的
な
最
高
機
関

で
あ
る

こ
と
は
明
ら

か
で
あ

っ
た
。

人
民
議
会

の
選
挙
は
、
事
前

に
決
定
さ

れ
る
単

一
の
候
補
者

リ

ス
ト
に
対
し
有
権
者

が
可
否

の
投

票
を
投

じ
る
社
会
主
義
国

に
共
通

の

単

一
リ

ス
ト
選
挙

の
方
式

で
行

わ
れ

(七
〇
年
か
ら
複
数
候
補
者
制
を
導
入
し
た

ハ
ン
ガ
リ
ー
を
除
く
)
、
選
挙
自
体

が
S
E
D

の
政
策
を
宣
伝

す

る
手
段

で
あ

っ
た
。
立
候
補
者

の
名
目
上

の
決
定
機

関

は
、
S
E
D
を

は
じ

め
と
す
る
三

一
の
政
党
と
大
衆
団
体

で
構
成

さ
れ
、
憲
法

で

「
人
民

の
す

べ
て
の
勢
力

の
同
盟
」

(第
三
条

一
項
)
と
さ
れ

た

「国

民
戦
線
」
で
あ

り
、
候
補
者

の
決
定

は
お
お
よ
そ
次

の
よ
う
な
手
続

き
を
経

て
行
わ
れ

た
。
先
ず
議
会

で
議
席

を
も

つ
こ
と

が
で
き

る

「
民
主
主
義
ブ

ロ
ッ
ク
」

と
呼
ば
れ
る
五

つ
の
政
党
と
五

つ
の
大
衆
団

体

(後
述
)
が
候
補
者
を
指
名
す
る
が
、

そ

の
際
候
補
者

は
職
場
な

ど
で
事
前

に
吟

味
を
受
け

る
も

の
と
さ
れ
た
。
次

い
で

こ
の
提
案

は
国

民
戦
線

の
国
民
評
議
会

に
提
示
さ
れ
、

こ
の
機
関

に
よ

っ
て
選
挙
区
毎

の
ーー

ス
ト
が
作
成

さ
れ
る
が
、

こ
の
段
階

で
は
リ

ス
ト
上

の
候
補

者

の
数

は
選
挙
区

の
定
数
よ
り
も
多

か

っ
た
。
次

に
公
開

の
プ

ロ
セ

ス
が
あ
り
、

国
民
戦
線

が
主
宰

す

る
選
挙
人
代
表
者
会
議

で
政
策

や

候
補
者

の
審
議

が
行

わ
れ
、
リ

ス
ト

の
順
位
が
決
定

さ
れ

て
定
数
枠
を

こ
え
た
候
補
者

は
補
欠

に
な

っ
た
。
た
だ
、

こ

の
会
議

に
提

示
さ

れ
た
当
初

の
提
案

が
修

正
さ
れ

る
こ
と
は
少
な
く
、

ま
た
地
方
選

で
は
稀
れ

に
候
補
者

が
拒
否

さ
れ

る
場
合

が
あ

っ
た
よ
う

だ
が
、
そ

の

実
体
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
最
後

に
、

選
挙
区
毎

の
選
挙
委
貝
会

が
提
案
さ
れ
た
候
補
者

の
リ

ス
ト
を
最
終
的

に
確
定
し
、

こ
う

し
て
公

(
19

)

認

の
単

一
リ

ス
ト

が
作

成

さ

れ

た

の

で
あ

る
。
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選
挙

に
際

し

て
、

有
権

者

は

反

対

の
意

志

を

表

明
す

る

た

め

に
、

棄

権

を

す

る

か
ま

た

は
投

票

で
個

々

の
候
補

者

に

バ

ツ
を

つ
け

て

こ

れ
を

拒

否

す

る

こ
と

は

で
き

た

。

し

か
し

当

局

や
住

民

相

互

の
監

視

が

厳

し

く
、

ま

た
拒

否

投

票

の
際

は
投

票

所

で
選
挙

管

理
委

員

の
前

を

通

っ
て
わ

ざ
わ

ざ

ボ

ッ
ク

ス

の
中

で
記

入

を

行

わ
な

け

れ

ば
な

ら
ず

、
有

権

者

に
と

っ
て
は

こ

の
権

利

を

行

使

す

る

こ
と

は
き

わ

め

て

困

難

で
あ

っ
た
。

ま

た
候

補

者

が
落

選
す

る

の
は
得

票

数

が
全

体

の
五

〇

%

を

割

っ
た
場

合

で
あ

っ
て
、

こ
れ

は

選
挙

の
実

体

か
ら

み

て

事

実

上

ま

っ
た

く
無

意

味

な

規

定

で
あ

っ
た
。

因

み

に
、

人
民

議

会

の
幾

つ
か

の
会

期

で

の
各

組

織

の
議

席

数

を

示
す

と
第

8
表

の
通

り

で
、

七

六
年

か

ら

は

こ

の
数

字

は
お

お

よ

そ

一
定

し

て

い
た
。

た

だ
八

〇

年
代

に
若

干

の
変

動

が
あ

り

、
東

ベ

ル
リ

ン

の
議

貝

は
八

一
年

か
ら

直

接

選

挙

で
選

ば

れ

る

よ

う

に
な

り

へそ
れ
ま

で
は

ベ
ル
リ

ン
市
会

で
任
命
さ
れ
、
議
会

で

の
議
決
権
を
も
た
な
か

っ
た
)、
ま

た
八

六

年

に

は
農

民

の
利

益

代
表

組

織

と

し

て
、

農

民

相

互

扶

助

連

盟

が
他

の
組

織

の
議

席

を

一
部

割

譲

さ

れ

る

形

で
議

場

の

一
角

を

占

め

る
よ

う

に

な

っ
た

。

人

民
議

会

で

一
見

議

席

数

が
少

な

い
よ
う

に

み
え

る

S
E

D

が
大

衆

組

織

の
中

で
多

数
を

獲

得

し

て
、

実

質
的

に
第

一
党

に
な

っ
て

い
た

こ
と

は
よ

く

知

ら

れ

て

い
る

が
、

た

だ

い
わ

れ

て

い
る

ほ

ど
絶

対
的

な
多

数

を
占

め

て

い
た
わ

け

で
は

な

い

(第

9
表
)
。
な

お

、

第

10
表

は

人
民

議

会

議

員

の
年
齢

別

構
成

の
推

移

を

示
し

た
も

の

で
、

こ

こ
で
も

占
領

期

と
建

国

期

の
世

代

が
時

代

を

経

る

ご
と

に
そ

の

ま
ま

せ
り

上

が

る
形

で
多

数
集

団

を

形
成

し

て

い
た

こ
と

は
先

に
説

明

し

た
通

り

で
あ

る
。

総

会

の
開

催

は
近
年

ま
す

ま
す

少

な
く

な

り

(第

11
表
)
、
年

一
回

か

二

回

そ

れ

ぞ
れ

一
日
開

か

れ

た

だ
け

で
あ

っ
た
。

総

会

の
下

に

は

一
五

の
委

貝

会

が
あ

る

が
、

こ
れ
も

開

催

は
各

委

員

会

で
年

平

均

し

て
三

回

ほ

ど

で
、

省

庁
作

成

の
原
案

の
承

認

機

関

と

い
う

性
格

が
強

か

っ
た
。

総

会

の
決

定

は
満

場

一
致

で
行

わ

れ
、

ホ
ー

ネ

ッ
カ
!
時

代

の
唯

一
の
例

外

は

七

二

年

に
妊

娠

中

絶

法

が
上

程

さ

れ

た

と
き

に

(
⑳

"

C
D
U

の

一
部

の
議
員
が
反

対
票
を
投
じ

た
場
合

だ
け

で
あ

っ
た
。

立
法
権

と
並
ん

で
人
民
議
会

が
も

つ
も
う

一
つ
の
重
要
な
権

限
は
、
中

央

の
国
家
機
関

の
構
成
貝
を
選
出
す

る

こ
と
で
あ

る
。
そ

の
対

象

に
は
、
国

家
評
議
会

の
議
長

と
そ

の
構
成
員
、
閣
僚
評
議
会

の
議

長
と
閣
僚
、
国
防
評
議
会

の
議
長
、
最
高
裁

判
所
長
官

お
よ

び
検
事
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第8表 人民議会での各団体の議席数

1954/58 1971/76 1981/S6 logs/go

SED

CDU

LDPD

NDPD

DBD

労働 組合

青 年同盟

婦 人同 盟

文化 同盟

農民連 盟

100(17)

45(7)

45(7)

45(7)

45(7)

45(8)

25〔4)

25(4}

15(3)

10(2)

!10(17>

45(7)

45(7)

45(7)

45('1)

60(8)

35(5)

30(5)

19(3}

127

52

52

52

52

68

40

35

22

127

52

52

52

52

61

37

32

21

14

400(66) 434(66) 500 500

()は ベ ル リ ン 代 表

StJBderDDR,1977,1987,X989

第9表SED議 員の数

被
選
期

議
員
総
数

そ

の
割
合

ω
/
ω

そ

の
内

S
E
D
党
員
数
囲

大
衆
団
体

の

議

員
数
m

S
E

D
議
貝
数 %

全
議
員

に
占

め
る

S
E
D
議
員

の
数

-
⊥

ワ
臼

n
j

」4

匿
」

ρ
0

7
-

466

466

4ss

5UO

500

500

500

110

117

117

127

×27

127

127

130

141

141

165

165

165

165

117

117

128

149

149

143

83.0

83.0

77.6

90,3

90.3

86.7

234/50.2

234/50.2

255/51.0

276/55.2

276/55.2

270/54.0

1.Spittmann(Hrsg.),"DieSEDinGeschichteund

Gegenwart",ユ987,S.77.(n.7).(修IE:あ り)
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1989

26

34

60

雌

捌

81

第10表 人民議会議員の年齢構成

1971 ]979

18--25r

(71孟 「三1ま21--25歳)

26-一 一3[}

31-一 一40

41--50

51-一一60

〔79年 は51--65歳)

61-一

(79年 は65歳 一)

33

33

164

14$

7s

44

40

20

77

200

130

33

StJBderDDR,1972,1980,1989

第11表 人 民 議 会 の 開 催 状 況

被 選 期 開催回数

1950-一 一54

19a4-58

1958-63

1963-67

19F'1--71

1971--76

1981-8fi

99

36

27

27

20

18

13

M,Dennis,op.cit,,p,96.

総
長
が
該
当

し
た
,
無
報
酬

で
他

の
専
業
を
も

つ

個

々
の
議
員

が
果

た
す
役
割
は
、
県

以
下

の
議

貝

を
含

め
て
む
し
ろ
次

の
点

に
存
在
し

た
。
そ
れ

は
、

各
自

の
選
挙
区

で
法
律

や
規
則

の
実
施
状

況
を
点

検
し

て
こ
れ
を
励
行
さ
せ
る
と

と
も

に
、
市
民
か

ら

の
要
求

や
不

満
、
批
判
を
受
け
付
け

て
そ
れ
を

地
域

の
行
政
機
関

に
伝
達
す
る

こ
と

で
あ

っ
て
、

彼
ら
は
諸
政
党

や
大
衆
団
体

と
並

ぶ

「
伝
導

ベ
ル

ト
」

の
重
要
な

一
環
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

国
際
法
上
東

ド
イ

ツ
を
代
表
す

る

「
国
家
評
議

会
」
は
集
合
的

な
国
家
元
首

で
あ

る
が
、
ウ

ル
ブ

リ
ヒ
ト

の
時
代

に
は
彼

の
支
配

の
権

力
的
な
用
具

で
あ

っ
た
.

こ
の
機
関
は
六
〇
年

に
初
代
大
統
領

の
ピ
ー

ク
が
死
去
す
る
と
設
置
さ

れ
、
ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

が
議
長

に
な

っ
た

こ
と
で
六
〇
年
代

に
は
国

家

評
議
会

に
政
府

の
権
能

が
集
中

さ
れ
た
。

ホ
ー

ネ

ッ
カ
i
時
代

に
入

っ
て
最
も
大

き
な
変
更
を
被

っ
た

の
は
こ
の
機
関

で
、
縮

小
さ
れ
た
権
限
は
七
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四
年

の
改

訂

憲

法

に
よ

っ
て
形

式

的

に
も
追

認

さ

れ

た
。

そ

れ

に
よ

る

と
国

家

評
議

会

の
主

な
権

限

は
、

条

約

の
批

准

と
解

約

の
告

知

、

国

防

の
組

織

化
、

各

種

選

挙

の
告

示

、

司
法

機

関

へ
の
恒
常

的

な

監

督

、

な

ど

で
あ

っ
た

。
国

家

評

議

会

に

は
構

成

上

の
特

徴

が
あ

り
、

そ

れ

は

人

民
議

会

で
選
出

さ
れ

た
名

目

的

な

元

首
機

関

と

し

て
各

種

の
団

体

の
代

表

を

網

羅

し

た

こ
と

で
あ

っ
た
。

評
議

会

の
委

貝

は
八

六
年

の
段

階

で
は

三

〇
名

で
構

成

さ

れ

、
議

長

は
七

六
年

以

来

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

で
あ

っ
た

が
、
そ

の
下

に

い
た

八

人

の
副

議

長

の
内

訳

は
、

シ

ュ
ト

フ

(閣
僚
評
議
会
議
長
と
し

て
)、

ジ

ン
ダ

ー

マ
ン

(人
民
議
会
議

長

と
し
て
)、

ク

レ

ン

ツ
、

ミ

ッ
タ

ー

ク

の
以

上

四

人

が
S

E

D
党

員

で
、

他

の
ゲ

ル
ラ

ッ

パ

(L
D
P
D
)
、

ゲ

ッ
テ

ィ

ン
グ

(C

D
U
)
、

ホ
ー

マ
ン

(L
D
P
D
)
、

マ

ロ
イ

デ

(D
B
D
)
が
そ

れ

ぞ

れ
ブ

ロ

ッ
ク
党

の
党

首

で
あ

っ
た

。

名

目

的

な

「
パ
リ

テ

ィ
原

則

」

は
全

体

的

に
貫

か

れ
、

委

貝

の
半

数

の

一
五

人

は
ブ

ロ

ッ
ク
党

と

大

衆

団
体

の
袋

者

で
あ

つ
(廻
・
「
名
目
的

な
」
と

い
っ
た
の
は
大
衆
団
体

の
代
表
者

が
S
E
D

に
属
し

て

い
た
か
ら

で
あ
る
が
、

こ
の
機
関

は
実
質

的
な
権

限
を
も

た
な

い
ま
ま
国
民
各

層

の
象
徴
的
な
共
働
機
関

と
し

て
の
役
割
を
受
け
持

っ
て

い
た
わ
け

で
あ
る
。

な
お
、
同
評
議
会
は

国
家
国
防
評
議
会

の
委
貝
を
任
命
す
る
が
、
国
防
評
議
会

の
議
長

は
常

に
S
E
D

の
書
記
長

が

こ
れ
を
兼
務
し
て
、
国
防
上

の
権

限
を
保

持
し

て

い
た
。

閣
僚
評
議
会

は
、
人
民
議
会

の
委
任

に
よ

り
国
家

の
政
治
的

、
経
済
的

、
文
化
的
、
社
会
的

な
ら

び
に
防
衛
上

の
任
務
を
執
行
す
る

が

(憲
法
第
七
八
条

一
項
)
、
四
九
年

の
憲
法

で
は

こ
の
呼
称

は
な
く
、
五
四
年

の
閣
僚
評
議
会
法

で
ソ
連
や
他

の
社
会
主
義
国

に
な
ら

っ
て
正

式

に
採
用

さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
同
法

で
は
、
閣
僚
評
議
会

は
東
独

の

「
最
高

の
執
行
、
指
令
機

関
」

で
あ

る
と
さ

れ
た
が
、
先

ほ
ど

述

べ
た
よ
う

に
六
〇
年
代

に
は
国
家
評
議
会

の
従
属
的
な
機
関

に
な
り
、

ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー
時
代

に
入

っ
て
再
度

そ

の
権
限
を
復

活
さ
せ
た

(七
二
年

の
閣
僚
評
議
会
法
と
七
四
年
の
改
訂
憲
法
に
基
づ
く
)
。
党

と
政
府

の
関
係
は
憲
法

で
は
明
記
さ
れ
て

い
な

い
が
、
閣
僚
評
議
会
法

で

は
は

っ
き
り
と
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
そ

こ
で
は
経
済

の
指
導
、
経
済
計
画

の
作
成

、
外
交

は
S
E
D
ま
た

は

「
労
働
者
階
級

の
政
党
」

の

決
定
を
基
礎

に
す

べ
き

こ
と
が
明
記
さ
れ

て

い
た
。

ま
た
議
長

は
人
民
議
会

の
最
大
党
派

(即
ち
S
E
D
)
に
よ

っ
て
提
案
さ
れ
、
人
民
議
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会

に
よ

っ
て
組
閣
を
委
任
さ
れ

る
。
議

長
は
閣
僚

そ

の
他

に
指
示
を
与
え
、
そ

の
執
行

を
管
理
す

る
強

い
権
限
を
も

つ
が
、
ま

た
閣
僚

や

他

の
国
家
機
関

の
長

の
決
定

が
法
律

そ

の
他

の
規
定

に
違
反
す

る
場
合
は

こ
れ
を
破
棄

し
う

る

一
種

の
司
法
的
権
限
を
も

っ
て

い
た

の
で

(
22

)

あ

る
。

閣

僚

評

議
会

の
任

務

の
中

心

は
計

画

経

済

の
計

画

立
案

と

そ

の
執

行

、

監

督

に
あ

た

る

こ
と

で
あ

っ
て
、

そ

の
点

に

つ
い
て

は
経

済

を

扱

う

章

で
改

め

て

ふ
れ

る

こ
と

に
し

た

い
。
評

議

会

は
四

四

人

の
閣

僚

か

ら

な

り
、
議

長

の
シ

ュ
ト

フ
と

二

人

の
第

一
副
議

長

(ク

ロ
リ

コ

フ

ス
キ
ー
と
ノ
イ

マ
ン
)
は
特

別

の
管

轄
部

門

は

も

た
ず

、
九

人

の
副
議

長

の
う

ち

四

人

は
ブ

ロ

ッ
ク

党

の
代

表
者

で
占

め

ら

れ

て

い
て

(他

の
ポ

ス
ト
兼
任
)
、

そ

れ

故

閣

僚

評
議

会

は
形

式

的

に

は
「
連

合

」
政

府

で
あ

っ
た
。

他

の
閣
僚

は
す

べ
て
S

E

D

に
所

属

し
、

こ

の
内

七
名

が
政

治

局

員

で
あ

っ
た
。

評

議

会

の
会

議

は
週

に

一
度

開

か
れ

た

が
、

重

要

な

経
済

問

題

は

=
二
人

か
ら

な

る
幹

部

会

議

で
諮

ら

れ

、

こ

(23

}

れ

が
イ

ン
ナ
ー

・
キ

ャ
ビ
ネ

ッ
ト

と
し

て

「
閣
僚
評
議
会

の
真

の
政
策

決
定

セ
ン
タ
ー
」

だ

っ
た
の
で
あ

る
。

東
ド
イ

ツ
の
国

家
機

関

の
概
要

に

つ
い
て
は
以
上

に
と
ど
め

て
お
き
、

わ
れ
わ
れ
は
次
ぎ

に
、
S
E
D
を
除
く
政
党
と
大
衆

団
体

の
最

近

の
態
様
を
要
約
的

に
み
て

い
く

こ
と
に
し
よ
う
。
近

年
指
摘

さ
れ
て
き

た
社
会
的
な
分
化

の
状
況
は
、

こ
れ
ら

の
集
団

の
あ

り
方
に
も

反
映
し

て

い
た
で
あ

ろ
う

か
。

◎

ブ

ロ
ッ
ク
政
党

と
大
衆
団

体

最
初

に
指
摘
す

べ
き
点

は
、
S
E
D
を

除
く
他

の
諸
政
党

と
大
衆
団
体

と
の
間

に
は
政
治
機
能
上

の
差
異

は
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と
で

(
24

)

あ

る
。
ブ

ロ
ッ
ク
党

の
諸
政
党
は
、
中
間
層

や
宗
教
上

の
集
団
を
統
括
す

る
「
過
去

の
時
代

の
制
度
化

さ
れ
た
遺
産
」

(
ツ
ィ

マ
ー

マ
ン
)
と

し

て
、
大
衆
団
体
と
区
別
さ
れ
た

に
す
ぎ

な
か

っ
た
。
第
二

に
、

こ
れ
ら

の
組
織

は
す

べ
て
民
主
集
中
制

の
組
織

原
則
を
も
ち
、
S
E
D

の
指
導
的
な
役
割

を
認
め
て

い
た
。
例
え

ば

「
革
命
」
前

の
C
D
U

は
、
党
規
約

の
前

文

の
中

で

「
社
会

主
義
社
会

に
お
け

る
指
導
勢

力

(
25

)

と
し

て
の
労
働
者
階
級

の
政
党

と
の
信
頼

に
満
ち
た
協

力
」

を
謳

っ
て

い
た

の
で
あ

る
。
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「
民
主

主
義

ブ

ロ

ッ
ク

」
を

構
成

す

る

政

党

は
、

前

章

で
説

明

し

た
通

り

S

E

D

の
他

に
キ

リ

ス
ト
教

民

主

同

盟

(C
D
U
)、

自

由

民

主

党

(L
D
P

D
)、
国

民

民
主

党

(N
D
P
D
)
お

よ

び
民

主

農

民

党

b

B
D
)
で
あ

っ
た
.

S

E

D

の
教

義

に
よ

れ

ば

、

労
働

者

と
農

民

の
国

家

で
あ

る

東

ド
イ

ツ
で

は
労

働

者

政

党

の
S

E

D

と

農

民
政

党

の
D

B

D

が
中

核

的

な
存

在

で
、

他

の
三

党

は

副

次
的

な
存

在

で

あ

る
と

さ

れ

た

が
、

こ
れ

は

D

B

D

が
実

際

に

は
弱

体

化

し

て

い
た

こ
と
を

考

え

る
と

到

底

実
態

に
即

し

た
も

の
と

は

い
え

な

か

っ
た
.

八

六

年

の
段

階

で

の
各

党

の
党

員

の
社

会

的

構

成

は
第

12
表

の
通

り

で
あ

る

が
、

こ
れ

を

み
る

と

D

B

D

は
農

民
層

に
特

化

し

て

お

り
、

L
D

P

D

は
相

対

的

に
手

工
業

者

や
商

業

従

事

者

に
構

成

員

が
多

か

っ
た
。

こ
れ

に
対

し

、

C

D

U

は

こ

こ
で
も

一
応

宗

教

政
党

の
特

質

と
し

て
各
層

の
間

で
か

な

り

万
遍

な

く

党
員

を

も

っ
て
お

り

、

同

党

が

「
革

命

」

後

に
西

の
友

党

を

ス
ム
ー

ズ

に
受

容

し

え

た

の
は
、

あ

る

い
は

そ

こ

に

一
つ
の
要

因

が
あ

っ
た

の
か
も

し

れ

な

い
。

八

〇

年
代

の
ブ

ロ

ッ
ク
党

の

い
ま

一
つ

の
特

徴

は
、

そ

の
間

に
党

員

数

を

増

大

さ

せ

た

こ
と

で
あ

っ
た

(第
13
表

)
、

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

の

ベ

ル
グ

ル

ン
ド

と

い
う

研

究
者

は

、

こ

の

「
複

数

」
政

党
制

か

ら
利

益

紛
争

の

{
26

げ

少
な

く

と
も

潜

在

的

な

存

在

を
見

出

そ

う

と
し

て

い
る

が
、

そ

の
実

証

的

な

根

拠

は
不

明

確

で
あ

る

。

た

だ
、

S

E

D

が
よ

り
多

様

な

利

益

表

出

の
チ

ャ
ネ

ル
を
作

ろ
う

と

し

て

い
た

の
は

お
そ

ら

く
確

か

で
あ

っ
て
、

ホ

ー
ネ

ッ
カ
ー

自
身

も

党

一
〇

回

大
会

で
ブ

ロ

ッ
ク
党

の

ハ
27

・

役

割

を

評
価

し

、

そ

の

「
固
有

の
貢

献
」

を

強

調

し

て

い
た
。

こ

の
点

か

ら
、

ブ

ロ

ッ
ク

党

の
党

員

数

の
増

大

が

胴
上

か
ら
」

の
主

導

に

よ

っ
て

な

さ

れ

た

と
推
定

す

る

こ
と

も

で
き

よ

う

。

た

だ
し

、

そ

こ
か

ら
東

独
市

民

の
政

治
意

識

の
多
様

化

を

結

論

づ
け

る

こ
と

は
難

し

く
、

さ

ら

に
踏

み
込

ん

で
S

E

D

以
外

の
党

へ
の

入
党

を

消

極
的

な

体
制

批

判

の
動

き

と

み

る

こ
と

も

ま

た
難

し

い
。

と

い
う

の
は
、

こ

の
時

期

に
ブ

ロ

ッ
ク
党

の
政
治

的

な

役
割

り

が
拡

大

し

、

彼

ら

の
政

治
的

な
自

己
認

識

が
変

わ

っ
た

と

は
到

底

い
え

な

い
か

ら

で
あ

る
.

な

お
各

レ
ベ

ル

の
議

会

の
議

員
構

成

に

つ
い
て
簡

単

に

み

て
お

く

と

、
ブ

ロ

ッ
ク
党

の
代

表

は
郡

、

市

町
村

の
段

階

に
な

る

と

少
な

く

な

(28

)

り
、

そ

の
中

で

は
C

D

U

と

D

B

D

が
農

村

部

で
比

較

的

強

く

、

L

D

P

D

と

N

D
P

D

は

「
都

市

志
向

型

」

で
あ

っ
た
。

「
民

主

主
義

ブ

ロ

ッ
ク

」

に
属

し

て
各

レ
ベ

ル

の
議

会

に
議

貝

を

送

っ
て

い
た
大

衆

団

体

は
、

自

由

労

働

組
合

連

合

(F
D
G
B
)
、

自
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第12表 ブ ロ ック政 党(SEDを 除 く)の 党 員 の社 会 構 成(1985)

(1)DBD

農民協 同組合 員

その他

(2)NDPD

職 員

知 識 人

私営 手工 業者

手工 業(PGH)

小売商 ・飲 食業

労働者

農業協 同組合 員

私企業の従 業員

他(年 金,学 生)

68%

資 料 な し

32,0%

17

13

5

4

4

2

1

21.5

(3)CDU

職 員

農業協 同組合 員

知 識 人

手工業 ・商業

労働 者

主婦

(4)LDPD

職 員

手工 業 ・商業

知 識 人

年金者

農業協 同組合 員

他

39%

17

13

12

10

9

33

24

18

16

5

4

P.Joachim,`SozialeZusammensetzungderDDR-Blockparteien・
,DA.4.

1987,SS.339-340.

第13表 ブ ロ ッ ク 党 の 党 員 数(概 数)

年CDU LDPDNDPDDBD 十雪口

1945

1946

1948

1950

1953

1954

1955

1961

1966

1975

1977

1982

1985

1986

1987

6,800

207,000

211,000

180,000

145000

136,000

105,000

goo,00

90000

goo,000

115,000

125,000

×31,000

135,000

140,000

8,800

].8,000

19,800

199,000

125,000

100,000

goo,000

67,000

so,000

70,000

75,000

82,000

92,000

100,000

104,000

10,000

100,000

233,000

172,UUO

120,000

100,000

110,000

80,000

85,000

91,000
':1!1

103,000

110,000

12,000

55,000

so,000

9g,000

7z,000

73,000

70,000

so,ooa

91,000

103,000

×10,000

11Z,000

115,000

15fi,000

38,700

431,000

534,000

583,000

50s,ono

397,000

350,000

350,000

340,000

366,000

401,000

431,0[10

450,000

4fi9,UOO

A.Fischer{Hrsg.),op.cif.,S .207.
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由

青

年

団

くF
D
J

)・

民
主

婦

人

同

盟

(D
F
D
)
、
文

化

同

盟

(K
B
)
農

民

相

互

扶

助

連

盟

(V
d

g
B
)
で
あ

る

が
、

「
国

民
戦

線

」

に

は

こ

の
他

に

三

の
社

会

羅

が
霧

し

ブ、
い
た
.
こ
れ

ら

の
懇

は
お

し

な

べ
て
幡

と
し

て

の
ダ

イ

ナ

、、、ズ

ム
を

欠

い
て

い
る

カ

そ

の
中

で
は

労
働

組

合

と
青

年

組

織

が
比

較

的

活

発

で
、

社
会

的

役

割

り
も

大

き

か

っ
た
。

F

D
G

B

は
・
勤

労
者

の
九

11
%

以
上

を

組

織

す

る
東

ド

イ

ッ
唯

一
の
労
働

組

合

で
、

「
労
働

者

国

家

」
と

い
・つ
国

是

の
L

か
ら

最
も

重

要

な
位

地
を
も

つ
大
衆
組
織

で
あ

っ
た
.
獲

員
は
九
〇
・
万

を

こ
え
、
東
独
社
会

の
就
藩

造
を
反
映
し

て
、
半
数

以
上
を
女
性

が
占

め

た

の
も

こ

の
組

織

の
特

徴

で
あ

る
.
傘

下

に
は

エ

ハ
の
産

業

別

労
組

と
教

員

な

ど

の
組

ム
・
を
収

め

て

い
た

が
、

そ

れ

ら

の
個

別

奨

.
は

F

D
G

B

の
中

央
組

織

に
従

属

し

て

お
り

、

財

政

を

含

め
て

白

主

的

な
権

限

を

も

ち

あ

わ

せ

て

い
な

か

っ
た
。

議

長

の
テ

ィ

ッ
シ

ュ
は
政

治
局
貝

で
あ

り
・
人
民
議

会

で
の
議
席
数

は
S
E
D
に
次

い
で
多

、
そ
し
て
県
、

郡

の
F
D
G
B
糞

は
同
時

に
党

の
県
、
郡
指
導
部

の
書
記

局
に
所
属
し

て

い
て
、

こ
の
組
織

が
最
も
有
力

な
大
衆
団
体

で
あ

る

こ
と
を
示
し
て

い
た
.
労
働
組
ム
、
が
高

茄

入
肇

、も

っ
て

い
た
の
は
・

こ
の
組
織

が
勤
労
者

の
生
活

の
隅

々
ま
で
を
扶
助

し
て

い
た
か
ら

で
も
あ

っ
て
、
組
合

は
社
会
保
障
や
住
宅
配
分

の
実
施
機

関

で
あ

る
と
と
も

に
、
さ
ら

に
組
合
員

の
余

暇
活
動
や
文
化
活
動

の
組
織
者

で
も
あ

っ
た
。

青
年

政
策

は
S
E
D
が
最
も
力
を
注

い
だ
分
野

の

;

で
あ

る
が
、

こ
の
政
策

の
忠

を
担

っ
た
の
が
F
D
J

で
、

ピ
オ

〒

ル
組
織

「
エ
ル
ン
蒼

.
テ
ー

ル

マ
ン
」

宍

⊥

四
歳
の
叢

を
藁

)
を
終
え

て

燗
成
年
式

」
を
迎
え
た
男
女

が
加
入
し
た

の
が
こ
の
組
織

で
あ

っ
た

(二
斤
歳
ま

で
M

加

盟
率

は
き

わ
め

て
高

く

、
特

に
初

等

学

校

の
八
-

一
〇
学

年

は

ほ

と

ん

ど
全

員

が
団

員

で
あ

っ
た
。
そ

れ

故

、
こ

の
組
織

は
社
会
主
義

の
政
治
教
育
を
行
う
警

機
関

で
あ
る
と
と
も

に
、

そ

の
忠
誠
度

の
高

い
者

を
S
E
D

の
党
貝

に
補
充
す

る
選
抜
機

関

で
も

あ

っ
て
・

「
党

の
補

助
者

で
予

備

璽

と

い
う

の
が
F

D
J

の
自

画

像

で
あ

っ
た
.

た

だ
し

、

進

学

や

職
業

選

択

の
際

の
団

員
資

格

の
必
要
性

が
薄
れ
る
と
加
盟
率

は
低
下
し
、
職
業
実
習
終
了
後

の
労
働
者

の
組
織
率
は
五
〇
%

、
未
熟
練
労
働
者

と
」
P
G
農
民

の
そ
れ

は
各

々
四
〇
・
二
〇
%

で
あ

っ
た

(労
働
者

の
場
合
は
組
合
に
入
る
こ
と
で
加
盟
率
が
下
が
る
と
い
う
要
因
も
あ
る
)
。
F
D
J

が
高

い
組
織
率
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を

も

ち

え

た

の
は
、

旅

行

、

ス
ポ

ー

ツ
か
ら

デ

ィ

ス

コ
に
至

る

ま

で

の
青

年

層

の
趣

向

を

組

織

し

た

か
ら

で
も

あ

っ
た

が
、

西
側

の
影

響

を

受
け

た
彼

ら

の
関

心

の
多

様

化

を

捉

え

る

に
は

自

ら

限

界

が
あ

っ
た
。

東

ド

イ

ツ

の
単

一
の
婦

人
組

織

は
D

F

D

で
あ

っ
た

。

そ

の
構

成

員

は

一
四

〇

万

人

ほ
ど

で
あ

り
、

ブ

ロ

ッ
ク

の
中

で

の
重

要

性

は
高

い
と

は

い
え

な

い
。

大

衆

団
体

の
中

で
は
珍

し

く

居

住

区

を

基

礎

単

位

と
し

て
お

り

、

家
族

、

性

の
同

権

、

教
育

問

題

な

ど
を

扱

う

と

さ

れ

て

い
る

が
、

特

に
手

工
業

や

小
売

業

に
携

わ

る
女

性

(家
族
従
業
貝

で
あ

る
場
合

が
多

い
)
を

対

象

に
し

て

い
た

の
が
実

態

で
あ

っ
た
よ
う

で
あ

る

。

第

四

の
大

衆

団

体

は
文

化

同

盟

で
あ

る

が
、

こ

の
組

織

の
前

身

は
占

領

直

後

に
作

ら

れ

た

「
ド
イ

ツ
を

民
主

的

に
革

新

す

る
た

め

の
文

化

同

盟

」

で
、

当

初

は
直

接

政

治

的

な

性
格

を
も

つ
組

織

で

は

な

か

っ
た
。

し

か

し

、

現

行

の
名

前

に
改

称

さ
れ

た
五

八

年

頃

ま

で

に

は

「
社

会

主

義

的

国

民

文

化

」
を
目

指

し

て
、

知

識

人

を

労

働

者

に
接

近

さ

せ

る

こ
と

を

目
的

と
す

る
機

関

に
な

っ
た
。

構

成

員

は

二

四
万

入

ほ

ど

で
、

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

的

な

文

化

政

策

を

重

視
す

る
東

ド

イ

ツ

の
体

制

の
下

で
は
、

人
民

議

会

に

二

二
名

の
議

貝

を

送

る
な

ど
組

織

的

に
恵

ま

れ

た

地
位

を

も

っ
て

い
た
。

な

お

文

化

同

盟

は
、

国

民

の
教

化

政
策

を
受

け
持

つ
と

と
も

に
、

例

え

ば

郷

土
史

研
究

や

エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
団

体

、

あ

る

い
は
新

設

の
自

然

・
環

境
保

護

グ

ル
ー

プ

(
い
ず

れ
も
官
製

だ
が
)

な

ど

の
文

化

活

動

を

行

う
集

団

の
利

益

代

表

機
関

と

い
う

側

面

も

も

っ
て

い
た

。

最

後

に
八

四

年

の
市

町
村

選

挙

か

ら
議

席

を
も

つ
よ
う

に
な

っ
た
農

民

相

互

扶

助

連

盟

(V
d

g
B
)
に

つ
い
て
述

べ

る

と
、

こ

の
組

織

は
も

と
も

と

は

戦
争

直

後

の
土

地
改

革

の
と
き

に
S

E

D

の
農

業

政

策

を

支

持
す

る

た

め

に
創

設

さ

れ

た
組

織

で
あ

っ
た
。

し

か

し
、

そ

の
後

農

業

集

団
化

が
六

〇

年

代

初

頭
ま

で

に

ほ
ぼ

完

成

す

る
と

そ

の
存

在
意

義

を
喪

失

し

た
。

八

四
年

に

V
d

g
B

は

規
約

の
改

正
を

行

っ
て
、

改

め

て

「
社

会

主
義

的

大

衆

団

体
」

で
あ

る

こ

と
を
確

認

し

、

主

と

し

て

L

P

G

の
農

民

や
庭

師

の
利
益

を

代

表

す

る
組

織

と

し

て
S

E

D

に
再
度

認
知

さ

れ

た
。

そ

の
背

景

に

は
、

農

村

部

で

の
農

民

党

の
活

動

力

の
低

下

が

あ

っ
た
と

い
わ
れ

、

S

E
D

の
農

村

で

の
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基
礎
組
織

が
力
を
入
れ
た
結

果
、
構
成
員

の
数

は
八

二
年
段
階

の

一
二
万
人
か
ら
八
五
年

の
五
六
万
人

ほ
ど

に
増
加
し

て

い
る
・

勘但

以

上

が
、

「
民
主

、王
義

ブ

ロ
ッ
ク
」
に
所

属

す

る

政
党

と
大

衆

組

織

の
素

描

で
あ

る
。

ま

た
、

こ
の
よ

う

に
し

て
出

来

上

が

っ
た
東

ド

イ

ツ

の

「
ノ
ー

メ

ン
ク

ラ
ト

ゥ
ー

ラ
」

の
構

造

を

、

グ

レ

ス
ナ

ー

に
従

っ
て
図

示
す

る
と

第

4
図

の
よ

う

に
な

る
。

後期 ホー ネ ッカー体制 の諸問題
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第

二
節

経

済

の
構

造

と
計

画
経

済

本
節

で
は
、
東

ド
イ

ツ
経
済

の
基
本
的
な
構
造

と
計
画
経
済

の
あ
り
方
を
要

約
的

に
記
す

こ
と
に
す
る

が
、
時
系
列
的
な
分
析
を
含

め

た
経
済
運
営

の
実
態

と
業
績
、

お
よ

び
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
る
問
題
点

と
そ

の
結
果

に

つ
い
て
は
第

四
章

で
詳
し
く
取

り
上
げ
る

こ
と
に
し

た

い
。
東
独

に
限
ら
ず

ソ
連

型
社
会
主
義
経
済

の
最
も
基
礎
的
な
制
度

は
、

い
う
ま

で
も
な
く
O
生

産
手
段

の
社
会
主
義

的
所
有

(東
独
で

は
そ

の
形
態
は

「
人
民
所
有
」
と

「
協
同
組
合
所
有
」
と
に
分
か
れ
た
)
と
、
口
国

民
経
済

と
社
会
生
活

の
領
域

で
の
指
導

と
計
画

の
原
則

(価

格
、
通
商
政
策
の

=
兀
化
を
含
む
)
で
あ

り
、
こ
れ
ら
を
制

度

の
骨
格

と
し

て
さ
ら

に
の
可
能
な
限

り

の
自
給
自
足
経
済

の
実
現
と
、
そ

の
点

を
前

提

に
し

て
四

コ
メ

コ
ン
貿
易
を
通
じ

た
社
会
主
義

国
間

の
分
業

と
そ
れ

に
よ
る

コ
メ

コ
ン
自
身

の
こ
れ
ま

た
可
能
な

限
り

の
自
給
自

足
体
制

の
確
保
、
を
目
指

し
て

い
た
。
東
独

の
社
会
主
義

経
済

は
そ

の
ソ
連

型

の
モ
デ

ル
を
忠
実

に
再
現
し
た
も

の
で
、

そ
の
業
績
と
も

ど
も
東
欧
社
会
主
義
圏

の

「
優
等
生
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

一
体

に
社
会
主
義
国

で
は
、
計

画
経
済

の
枠
内

で
中
央

と
地
方

お
よ
び
企
業
間

に
お
け

る
決
定

の

「
集
権
化
」
と

「
分
権
化
」

の
か
ね

合

い
が
た
え
ず
論
議

さ
れ
て
き

た
が
、

ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー
時
代

の
東
独
経
済

は
、
前

任

の
ウ

ル
ブ
リ
ヒ
ト

の
時
代

に
進
め
ら
れ
て
き

た
分
権

的
傾

向
を
も

つ

「
新
経
済

シ

ス
テ

ム
」
を
転
換
さ

せ
た
も

の
で
、
中

央
は
よ
り
強

い
権
限
を
も
ち
、
ま

た
生
産
単
位

は
よ
り
大
き
な
規
模

を
も

つ
よ
う

に
な

っ
た
。
そ

の
点

で
、

ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー

は
晩
年

の
ウ

ル
ブ
リ

ヒ
ト
と
比

べ
る
と
外
交
面
だ
け

で
な
く
経
済

の
上

で
も

ソ
連

の
よ
り
忠
実
な
弟
子

だ

っ
た
わ
け

で
あ
る
。

ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー
自
身

の
言
葉

に
よ
る
と
、

こ
の
経
済
体
制

は

「
生
産
能
力

の
あ
る
柔
軟

で
よ
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ユ

ぜ

く
機

能

す

る
社

会

主
義

的

経

済

シ

ス
テ

ム
」

で
あ

っ
た
。

こ

の
考

え

は
彼

が
失

脚
し

た
後

で
も

つ

い
に
そ

の
念

頭

か
ら
離

れ

な

か

っ
た

の

で
あ

る

が
、

確

か

に
東

独

の
社

会

主
義

は

ソ
連

型

経

済

の
中

で
は
他

と

比

較

し

て
効

率

の
高

い
体
制

を

も

っ
て

い
た
。

ソ
連

で
ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ

の
下

に

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

が
進

め
ら

れ

た
時

、

改

革

を

か
た

く

な

に
拒

否

し

た

ホ

ー
ネ

ッ
カ
ー

ら

の
指

導

部

を

支

え

た

の
が
、

実

態

は
と

も

か

く

と

し

て

こ

の
体

制

に
対

す

る

「
自

信

」

で
あ

っ
た
。

東

独

で
は

改

革

は

ホ

ー
ネ

ッ
カ
ー

が
政
権

に
就

い
た
七

一
年

か

ら
既

に

進

め
ら

れ

て

い
る

、

と

い
う

の
が
崩

壊

に
至

る

ま

で

の
東

独

政

府

の
公

式

の
態

度

だ

っ
た

の
で
あ

る
。

た

だ
政

府

の
内

部

で

は
経
済

政
策

を

め
ぐ

る
隠

微

な

対

立

が
あ

り
、

ま

た

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

の

こ

の
頑

迷

な

姿

勢

が
結

局

は
体

制

の
解

体

を

早

め
た

わ
け

で
あ

る

が
。
無

論

東

ド
イ

ツ

で
も

改

革

が
全

く
行

わ

れ

な

か

っ
た

わ
け

で

は
な

く

、

企

業

体

制

の
改

編

や
計

画

シ

ス
テ

ム

の
精

緻

化

は

こ

の
間

試

み
ら

れ

て
き

た
。

し

か
し

そ

れ

ら

は
概

し

て
小
幅

で
緩

慢

で
あ

り
、

ま

た
東

独

の
指

導

部

は

「
改
革

」

と

い
う

言

葉

は
好

ま
ず

、

指

導

と
計

画

、
会

計

の
制

度

の

「
完

成

」

(<
霞
く
o
剛涛
。
ヨ
ヨ
篇
轟

)
と

い
う

標

語

と
、

科
学

技

術

を

重

視

し

た
省

資

源

型

(
こ
れ
に
は
全

く
失
敗

し
た
)
の
効
率

的

な

生

産

体

制

の
確

立

を

目

指
す

「
緊

密

化
」

(一三
Φ
霧
一≦
臼
§

αq
)
と

い
う

標

語

を

専

ら

用

い
て
き

た

の

で
あ

る
。

以
上

に
述

べ
た
事

柄

を

前

提

に
し

て
、
次

に
東

独
経

済

に

つ

い
て

の
具

体

的

な

叙

述

に
移

ろ
う

。

な

お
、

冒

頭

で
述

べ
た
よ

う

に
以

下

で
は
経

済

の
構

造

と
計

画

経

済

の
制

度

を

扱

い
、
東

独

の
経
済

危

機

と

深
く

関

わ

る

エ
ネ

ル
ギ

ー

や
通

商

、

財

政

そ

の
他

の
問
題

は
別

の

章

で
取

り
扱

う

こ
と

に
す

る
。

働

経

済

の
構

造

最
初

に
戦

前

か

ら

の
東

ド
イ

ツ

(地
域
)
の
全

人

口
数

の
推

移

を

み

て

い
く

こ
と

に
し

よ

う
。

東

独

で
は
周

知

の
よ

う

に
労
働

力

確

保

の

問

題

は

、

そ

の
経

済
的

与

件

の
中

で

は

エ
ネ

ル
ギ

ー

問

題

と

並

ん

で

最

大

の
問

題
点

を

形

成

し

て

い
た
。

第

1
表

と
第

1

図

は
、

一
九

三

九

年

か
ら

八

九

年

ま

で

の
東

西

ド

イ

ツ

の
人

口
数

の
推

移

を
表

示

し

た
も

の
で
、

両

地

域

の
人

口

は
、

戦

後

数

年

間

は
復

員

と
東

か

ら

の
難

民

の
流

入

に
よ

っ
て

ほ

ぼ

パ
ラ

レ

ル
に
増

加

し

た

が
、

建

国

以

降

に
な

る

と
両

国

の
間

で
大

き
な

相
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違
が
生

ま
れ
た
。

一
九
四
八
年

か
ら

「
壁
」

が
構
築

さ
れ
た
六

一
年
ま

で
、
東

か
ら
若
年
労
働
者

を
中
心

に
約
三
〇
〇
万
人

の
人

々
が
西

側

に
流

入
し

た
が
、
た

だ
こ
の
間
東

独

で
は
出
生
率

が
高

く
、
人

口
は
全
体

と
し

て
八
〇
万
人
が
減

っ
た
だ
け

で
あ

っ
て
、

こ
の
時
期

に

生
ま
れ

た
世
代

は
後

の
出
生
率

回
復

に
大
き
な
役
割
を
果

た
し

た
。
七
〇
年
代

に
入

っ
て
東
ド
イ

ツ
が
抱
え

た
最
も
深

刻
な
問
題
は
、
出

生
者
数
自
体

が
死
亡
者
数

を

こ
え
て
低
下
し

た
こ
と
で
あ

る
。

こ
の
時
期

の
同
国

の
出
生
者
数

は
、
長
期
間

の
人

口
維
持

に
必
要
な
数

の

七
〇
%

に
満
た
な
か

っ
た
と

い
わ
れ

て

い
る
。

こ
の
出
生
率

の
低

下
傾
向

は
、
出
産

や
育
児

に
関
わ

る
そ

の
間

の
社
会
政
策

の
進
展
に
よ

っ
て
七
〇
年
代

の
末

に
は
歯
止

め
が
か
か
り
、
五
、

六
〇
年
代

に
生

ま
れ

た
世
代

が
親

に
な

っ
た

こ
と

で
八
〇
年
代

に
は
安
定
的

な
様
相

を

示
す
よ
う

に
な

っ
た
。

こ
う
し

て
崩
壊
前

の
東
ド
イ

ツ
は
、

ほ
ぼ
戦
前

の
水
準

で
あ
る

一
、

六
〇
〇
万
台
半

ば
の
人

口
規
模
を
も

つ
社

へ
　

ヅ

会

に
な

っ
て

い
た

の

で
あ

る

。

東

ド

イ

ツ

で

の
就

業

率

は
国

際

的

に
比

較

し

て
も

き

わ

め

て
高

く
、

八

八
年

の
段

階

で
男

性

が
八

五

%

(就
業
年
齢

は

一
五
ー
六
五
歳
)
、

女

性

が
八

一
%

(同
、

一
五
-

六
〇
歳
)
で
あ

っ
た
。

こ
れ

に

い
わ
ゆ

る

X
部

門

(軍
、
警
察

や
軍
需

工
場
な
ど
統
計

に
計
上
さ
れ
な

い
部
門
)

に
従

事

す

る

者

を

加

え

る

と
就

業

率

は
九

〇
%

を

こ
え

、

労
働

力

ポ

テ

ン
シ

ャ

ル
は
汲

み
尽

く

さ

れ

て

い
(煙

・

ま

た

一
九

五

〇
年

以

来

就

業

率

は

ほ
ぼ

一
貫

し

て
増

大

し

て

い
る

が
、
こ

の
上

昇

を

支

え

て
き

た

の

は

ほ

と

ん

ど

が
女
性

で

(女
性

の
就
業
率
は
五
〇
年

で
は
四
瓦
照
)
・

ポ
⊥

フ
ン
ド
や

べ
妻

ム
な
ど
か
ら

の
外
国
人
労
働
者

は
約

一
五
万
人
を
数

え
た

に
す

ぎ
な

か

つ
く苧

産
業
別

の
就
業
者

構
造

は
第

2
表

の
通

り

で
あ

る
が
、
六
〇
年
代
初
頭

と
比
較

す
る
と
大
き
な
変

化
が
あ
る
。
第

一
次
産
業

の
従
事
者

が
減
少
し
た

こ
と
は
工
業
先

進
国

に

共
通
す

る
点

で
あ
る
が
、

い
ま

一
つ
の
特
徴

は
へ東
独
に
限
ら
ず
仕
会
主
義
国
に
特
有

の
傾
向
で
あ

っ
た
が
)
、
第

二
次
産
業

の
従
事
者

が
あ

る

時
点

で

(東
独
で
は
七
五
年
)
高
止
ま
り

に
な
り
、

こ
の
層

が
先
進
資
本
主
義
国

の
よ
う

に
第
三
次
産
業

に
流
入
し
な
か

っ
た

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は

一
般

に
社

会
主
義
諸
国

で
は
サ
ー

ビ

ス
部
門

が
軽
視
さ
れ

て

い
た

こ
と
、
お
よ

び
生
産

シ

ス
テ

ム
自
体

が
労
働
力
と
資

源
、
中
間

財
を
大
量

に
消
費
す

る
非
能
率
的
な
体
制

で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し

て

い
る
。

勤
労
者

の
約
九
〇
%

が
被
傭
者

(労
働
者

・
職
員
)
で
、
八
%
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第1表 東独 と西独の人ロ数の推移

年度 東 ドイツ 西 ドイツ
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卿
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郵
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卵
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恥
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19

19

19

19

19

19

19

19
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第1図 東独 と西独の人ロ数の発展
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1bid.,Sall.

が
農
業

、
手

工
業

の
協
同
組
合

員
、

二
%

が
小
売
、
飲
食
店
、
手
工
業

な
ど

の
自
営
業
者

で
あ

る
が
、
東
独

で
は
六
三
年
以
来
職
員

(「
非

手
工
被
傭
者
」
)
層

は
統
計
上
被

傭
者

の
中

に
編
入

さ
れ
て
し
ま

い
、

そ

の
面

で
は
就
業
上

の
モ
ビ
リ
テ

ィ
は
把

握
し
え
な

い
の
が
実

状

で

裁

・

 鋤

次

い
で
、

わ
れ
わ
れ
は
産
業
部
門
別

に
工
業
、
建
設
業
、
手
工
業
、

農
業
、
商
業

の
順

に
東
ド
イ

ツ
の
経
済
構
造

の
あ
り
方
を
概
観
す

但

る
こ
と
に
し
む
犯
・
東
独

の
統
計
で
処
理
さ
れ

る
各
産
業
部
門

の
生

産
国
民
所
得
上

の
構
成

は
第

3
表

で
示
さ
れ
て
お
り
、
工
業
部

門
は
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第2表 産業別の就業構造(%)

194919551960197019751980198519871988

工 業

生産手工業健 設を除く)

建 設業

農林 業

運輸通信

商業

他の生産分野/
,

非生産分野/

27.2

s,s

6.5

30.7

32.9

6.5

5.6

22.3

6.16.5

8.51(?.9

12,4

36.D

5,4

s.1

17.0

7.2{

15・2{

15.5

100100

1ユ.6

1.2

100

36.8

5.2

6.9

12.S

5.8

1.7

11.0

2.3

17.5

100

38,238,0

3.43.2

7.07.1

11.310,7

5.85.8

1.81.6

10.610.3

2.93.2

19.t)20.1

Boaloa

37.9

3.1

6.8

10.8

J,

1.fi

ユO.2

2.9

21.0

100

37.5

3,1

s.s

10.S

5.9

1.5

10.3

3.0

21,3

100

37.4

3.1

6.fi

10.8

5.9

1.5

1Q.3

3.0

21.4

100

StJBderDDR,1939,S.112.

六
五
%

と
き
わ

め
て
高

い
割
合

い
を
も

っ
て

い
た
。
し

か
し

こ
れ
は
生
産
額

で
表

示

さ
れ

た
数
字

で
あ
り
、
そ
し

て
東

独
で
は
工
業
製
品

に
は
高

い
公
課
が
課
さ
れ
て

い

た
の
で
、
全
経
済

で
占

め
る
工
業

の
地
位

は
先

の
従

業
員
構
成

で
み
た
方

が
実
態

に

ハ
　

　

近

い
と
す

る

の
が

D

I

W

の
見

解

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

れ

ば
建

設

業

と
手

工

業
を

含

め

た

全

工
業

従

業

者

の
割

合

い
は
約

四

五

%

で
あ

っ
た
。

ま

た

工
業

内

の
各

部
門

の

生

産

比
・率

は
変

化

が
少

な

く
、

当

初

か

ら
包

括

的

な

、

そ

の
意

味

で
自

給

自

足
的

な

経
済

体

制

の
構

築

が
目

指

さ
れ

て

い
た

こ
と

が

示

さ

れ

て

い
る

。

ω

工

業

東

ド

イ

ツ
で

は
、

工

業

の
部

門

は

エ
ネ

ル
ギ

ー

・
燃

料

、

化

学
、

金

属

、

建

設

資

材

、

水

利

経
済

、

機

械

・
輸

送
手

段
製

造

、

電

気

・
電

子

、

軽

工
業

、

繊

維

、

食

品

の

一
〇

の
分
野

に
分

け

ら

れ
、

各

工
業

省

が

こ
れ

を

直
接

管

轄

し

て

い
た
。

そ

れ

ぞ

れ

の
分

野

の
企
業

数

、

従

業

員

総

数

と
製

品

の
生

産

額

は
第

4
表

の
通

り

で
、

こ

の

面

か

ら

見

る

と
機

械

を

筆

頭

に
し

て
軽

工

業

、

電

気

・
電

子

お
よ

び
化

学

が
東

独

の

主

要

産

業

で
あ

っ
た
。

ま

た
、

八

五
1

八

九
年

に
お

け

る
各

分

野

の
総

生

産

額

の
推

へ
　

　

移

を

み

る

と
、

電

気

・
電

子

の
伸

び

が
最

も

著

し

く

、
政

府

が
重

点

を

お

い
た
部

門

の
成

果

が

一
応

示

さ

れ

て

お
り

、
機

械

と
軽

工
業

の
分

野

も
成

長

に
寄

与

し

て

い
た
。

こ
れ

に
対

し

、

成

長

が
特

に
緩

慢

だ

っ
た

の
は
食

品

と
金

属

の
分

野

で
あ

っ
た
。

し

か

し

停
滞

し

て

い
た

と

は

い
え
、

西
側

工
業

国

で

は
縮

小

し

て

い
た

衣
服

や
皮

革

、
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第3表 社会総生産 と生産国民所得

生 産 的 消 費

総生産

(百 万マル ク)
計

減価償
却等

中間財
消費

純生産
純生産
の割合

(%)

工業,生 産的手工業 580,740 400,040 19,880 380,160 180,700 64.9

建設業 48,520 28,000 1,080 2s,920 2U,520 7.4

農林業 83,fi73 56,253 3,490 52,763 27,420 ユ0

運輸通信 41,910 26,870 4,190 22,680 15,040 5

国内商業 35,560 10,982 1,450 9,532 24,578 8

他の生産分野 Zo,5so 10,400 1,040 9,360 10,160 3

goo,963 532,545 31,130 541,415 278,418 100

価格調整 10,008

生産国民所得
1

268,410

StJBderDDR,1989,S.100.

繊
維

の
生
産
量
が
確
保

さ
れ

て

い
た
の
は
、

こ
こ
で
も

や
は
り
基
本
的

に
自

給
自
足
経
済

の
保
持
を
目
指

し
て

い
た
政
府

の
構
造

政
策
に
由
来
す
る
も

の

で
あ

っ
た
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
門

の
特
徴
を

か

い
つ
ま
ん

で
述

べ
る

こ
と

に
し
よ

う

(水
利
経
済
は
省
略
)。

O

エ
ネ

ル
ギ
ー

・
燃
料

こ
の
分
野

の
生
産

が
全

工
業
生
産

に
占

め
る
割
合

い
は
総
生
産
額

で
七

・

三
%

(八
八
年
-
以
下
同
様
)
で
あ

っ
た
。
七
九
年
末

の
第

二
次
石
油

シ

ョ
ッ

ク
以
降
東
独

で
は

エ
ネ

ル
ギ
ー

の
自
給
体
制

が
可
能

な
限
り

図
ら
れ
、
褐
炭

が
重
点
的

に
使
用
さ
れ
た

こ
と
は
有
名

で
あ

る
が
、
第

一
次

エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費

で
褐
炭
使
用

が
占

め
る
割
合

い
は
七
割

に
達
し

て

い
た
。

問
題

の
多

い
こ

の
部
門

に

つ
い
て
は
他

の
章

で
詳
し
く
取
り
上
げ
る

こ
と
に
す

る
。

口

化

学

石
油
精
製

と
石
油
製
品
生
産

を
中
心

と
す

る
化
学
部

門

(関
連
設
備
生
産

の

分
野
を
含
む
)
は
東

独
工
業

の
中
心

の

一
つ
で
、
全
工
業

生
産

の
中

で
同
部

門

の
占

め
る
割
合

い
は

一
九

・
四
%

で
あ

っ
た
。

た
だ
製

品
は
大
量
生
産

の
可

能
な
基
礎
的
素
材

が
多

く
、

ま
た

一
企
業
内

で
現
代
的

な
設
備

と
古

い
設
備

と
が
共
存
す

る
状
態

が
続

い
て

い
た
。
化
学

工
業

は
特

に
六
〇
年
代
か
ら
七
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第4表 各工業部門の企業数,従 業員数7製 品生産額

企業数 従 業 員数 生産 額
僕習生を除く)/百 万マルク

エ ネルギー ・燃料

化学

金属

建 築資材

水利経 済

機械 ・輸送 手段

電 気 ・電子

軽工業

繊維

食料 品

計

50

236

43

132

16

1,157

298

733

ass

577

3,4as

x'29,210

335,044

]_37,597

93,803

2s,25s

970,075

463,343

491,655

216,475

276,620

3,240,080

39,73fi

cos,sos

49,145

11,094

3,174

112,048

49,170

55,880

33,327

$2,991

545,370

StJBderDDR,1989,S,199.

○
年

代

の
初

頭

に

か
け

て
発

展

し

た

が
、

し

か
し

原
料

で
あ

る

石
油

の

九

割

を

ソ
連

か

ら

の
輸

入

に
依
存

し

て

い
た

の

で
、

ソ
連

石
油

の
価

格

引

上

げ

と
割

当

て
制

限

が
行

わ

れ
た

八

〇
年

代

に
な

る

と
大

き

な

打
撃

を
受

け

る

こ
と

に

な

っ
た
。

こ

の
た

め

政
府

は
、

国
内

褐
炭

と
チ

ェ

コ

か

ら

の
半

製

品

を

利

用

し

て
生

産

の
拡
充

に
努

め
た

が
成

果

を

上

げ

え

な

か

っ
た
。

こ
の
部

門

の
大

き

な
特

色

は
生

産

が
極

度

に
集

中

さ
れ

て

い
た

こ
と

で
、

五

つ
の
巨

大

コ
ン
ビ
ナ

ー

ト

で
全

体

の
五

分

の
三

以
上

の
生

産

規

模

を

も

っ
て

い
た

。

こ
れ

は

ま

た
生

産

が
地

域

的

に
特

化

し

て

い
た

こ

と

を

意

味

し

て

お

り
、

そ

の
地

域

と

は

ハ
レ
、

ビ

ッ
タ
ー

フ

ェ
ル
ト

、

ヴ

ィ

ッ
テ

ン
ベ

ル
ク

お
よ

び
ラ

イ
プ

チ

ヒ
南

郊

で
あ

っ
た

が
、

他

に

は

石

油

パ
イ
プ

ラ
イ

ン

の
集

結

地

で
あ

る

シ

ュ
ヴ

ェ

ッ
ト

に
巨
大

な

石

油

(
10

)

精

製

コ
ン
ビ
ナ

ー

ト

が
存

在

し

て

い
た
。

ω

金

属

こ

の
部

門

に

は
鉱

業

も

含

ま

れ

て

い
た
が
、

鉄

鋼

の
生

産

が
中

心

で

あ

り
、

こ
れ

は
国

内

消

費

用

の
も

の

で
あ

っ
た
。

一
般

に
設
備

が
老

朽

化

し

て

お

り

、

西

独

で

は

八

三

年

に

使

用

が
中

止

さ

れ

た

ジ

ー

メ

ン

ス

.
マ
ル
テ

ィ

ン
法

で
粗

鋼

生

産

の
約

四

〇
%

が
確

保

さ

れ

て

い
た
。
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全

工
業

生

産

に
占

め

る

生

産

額

の
割
合

い
は

八

・
七
%

で

あ

っ
た

が
、

七

〇

年

代

以

来

漸

減

し

、

し

か
も

部

門

従

事

者

は
増

え

た

の

で
労

働

集

約

的

な

傾

向

が
強

く

な

っ
て

い
た
。

八

八
-i
八

九

年

に

は
○

・
五
%

の

マ
イ

ナ

ス
成

長

を

記

録

し

、

全
体

と

し

て

こ

の
部

門

は

斜

陽

産

業

で
あ

っ
た
。

㈲

建

設

資

材

セ

メ

ン
ト

な

ど

の
素

材

製

品

を
作

り
、

住

宅

や

工
場

建

物

、

都
市

施

設

な

ど

の
建

築

資

材

を
低

価

格

で

提
供

す

る
部

門

で
あ

っ
た

が
、

東

独

で

は
最

も

弱

体

な

工
業

分

野

の

一
つ
で
あ

っ
た
。

全

生

産

量

に
占

め

る
割

合

い
は

二

・
七

%
。

こ

こ

で

の
大

き

な

問

題

は
多

様

化

す

る
需

要

と

こ
れ

に
対

応

し

え
な

い
供

給

と

の
ギ

ャ

ッ
プ

で
、

硬

直
化

し

た

コ
ン
ビ
ナ

ー
ト

の
構
造

が
高

品

質

の
資

材

を

提

供
す

る

こ
と
を

妨

げ

て

い
た
。

例

え

ば
住

宅

用

の

レ

ン
ガ

、

管
[、

暖

房
施

設

な

ど

は

た
え
ず

不

足

し
、

建

物

の
新

築

や

修

繕

の
際

は
資

材

が
欠

乏
す

る
状

態

が
続

い
て

い
た
。

㈲

機

械

・
輸

送

手

段

機

械

工

業

は
工

業

生

産

の
二

一

・
三

%

、

工
業

従

業

員

の
約

三

〇
%

を

占

め

る
東

独

最

大

の
部

門

で
、

西

独

と

比

べ
て
も

機

械

製

造

が

占

め

る
割

合

い
は
高

か

っ
た
。

近

年

で
は

電

子

工

学

ほ

ど
政

府

か

ら
重

視

さ
れ

な

か

っ
た

が
、

こ

の
部

門

は
伝

統

的

に
最

も

重

要

な
輸

出

産

業

で
あ

っ
た
。

そ

の
輸

出

先

の
八

割

は
東

欧

諸

国

、

そ

の
ま

た
七
ー

八
割

は

ソ
連

で
、

こ
れ

ら

は
共
産

圏
向

け

の
全

工

業

製

品

輸
出

の

約

半

分

の
額

を
占

め
て

い
た
。

そ

の
製

品

は

コ
メ

コ
ン
内
分

業

で

か
な

り
特

化

さ

れ

て

お

り
、

主

要

な

も

の
は

自
動

車

、

船

舶

、

農
業

機

械

、
鉄
道

車

両

、
工
作

機

械

、
パ
ワ
ー

シ

ョ

ベ

ル

・
ク

レ
ー

ン
の
六

つ
の
製

品

で
あ

っ
た
。
ま

た
西

側

に

は
工
作

機

械

、
印

刷

機

、
船

舶

、

金

属

製

品

な

ど

を
輸

出

し

て

い
た

が
、

前

二
者

は
比

較

的

競

争

力

が
あ

っ
た
。

生
産

地

の
ほ

と

ん

ど

は
南

部

に
偏
在

し

て

い
た

が
、

世

界

第

三
位

の
規

模

を

誇

っ
て

い
た

造

船

業

は

バ

ル
ト

海
沿

岸

に
あ

り
、

ロ
ス
ト

ッ
ク

の
造

船

コ

ン
ビ
ナ

ー
ト

、

シ

ュ
ト

ラ

ル
ズ

ン
ド

の
世

界

最

大

の
漁

船

用

造

船

所

で

は
主

と
し

て

ソ
連

向

け

の
船

舶

が

製
造

さ

れ

た
。
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㈹

電

気

・
電

子

電

気

.
電

子
部

門

は
、

他

の
工
業

部

門

の
現

代

化

と
輸

出

促

進

の
基

幹

に
な

る

蜘
キ

ー
産

業

」

と
位

置

付

け

ら

れ

、
指

導

部

が
そ

の
育

成

に
最

も

力

を

注

い
だ
産

業

で

あ

っ
た
。

と
り

わ

け

研
究

開

発
部

門

に

は
際

立

っ
た

人

員

と
費

用

が

つ
ぎ

込

ま

れ

、

こ

の
部

門

に
携

わ

る

者

の
数

は
約

四

万

人

(全

工
業

の
R
&
D
部
門

の
三
〇
%
)
で
、

そ

の
中

心

は

ベ

ル
リ

ン
や

ド

レ

ス
デ

ン
な

ど

に
あ

っ
た
。

八

一
年

の
党
大

会

で
決

定

さ
れ

八

六

年

の
党

大

会

で
確

認

さ

れ

た

重

点

産

業

の
う

ち
、

マ
イ

ク

ロ

・
エ

レ
ク

ト

ロ

ニ
ク

ス

(M
E
)、

オ
ー

ト

メ
ー

シ

ョ

ン
工

程

、

C

A

D

"
C

A

M

(
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
制
御

に
よ
る
設
計

と
製
作
)
、

レ
ー

ザ

ー
な

ど

の
先

端

技

術

が

こ

の
部

門

の
下

に

お
か

れ

た
。

代

表

的

な

臣

大

コ

ン
ビ
ナ

ー

ト

と

し

て
は
、

ロ
ボ
ト

ロ
ン

(オ
フ
ィ

ス

・
コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
な
ど
)
、

カ
ー

ル

・
ツ
ァ
イ

ス

・
イ

ェ
ナ

晃

学

ほ
か
)
、

M

E

コ
ン

ビ
ナ

ー

ト

.
エ

ル
フ

ル
ト

(半
導
体
、
集
積
回
路

ほ
か
)
、

ベ

ル
リ

ン
の
自

動

化
施

設

コ
ン
ビ

ナ

ー
ト

が

あ

っ
た

が
、

先

端

部

門

で

は
西

側

製

品

と

の
競

争

力

は
も

ち

え

な

か

っ
た
。

他

方

、

こ

の
分

野

で

は

遅

れ

た
通

信

設

備

や
電

球

な

ど

の
生

産

も
行

わ
れ

、

全

体

と

し

て

は

設

備

の
現
代

化

の
度

合

い
は

ま

ち
ま

ち

で
あ

っ
た
。

同

部

門

が
全

工
業

の
生

産

に
占

め

た
割

合

い
は
約

九

%

で
、

全

製

品

の
半

分

ほ

へ
け

　

ど

が
輸

出

さ

れ

て

い
た

と

み
ら

れ

る

(他

の
部
門

の
製

品
に
組

み
込
ま

れ
た
も

の
は
除
く
)
。

㈲

軽

工
業

軽

工

業

部

門

で
は

、
木

材

製

品

、

紙

・
パ

ル
プ

、

家

具

、

楽

器

や

ス
ポ

ー

ツ
器

具

な

ど

の
文
化

関

連

製

品

、

ア

パ

レ
ル
、
皮

革

・
靴

、

ガ

ラ

ス

.
陶

器

な

ど
各

種

の
消

費

財

製

品

が
生

産

さ

れ

た
。

こ

の
部

門

は

労
働

集

約

性

が
高

く
、

生

産

額

は
全

体

の
七

・
六
%

で
あ

り

な

が

ら
就

業

率

は

一
五
%

を

こ
え

て
お

り
、

ま

た
女

性

の
就

業

率

も

高

く

工
業

全

体

の
平

均

を

二
〇

%

以

上

も
上

回

っ
て

い
た
。

中

小

規

模

の
企

業

が
多

か

っ
た

た

め

に
集

中

化

が
常

に
図

ら

れ

、

近

年

で
も

七

九

年

に

一
、

六

四

七
あ

っ
た
企

業

は

八
九

年

ま

で

に
七

一
五

に
減

少

し

た
。

マ
イ

セ

ン
の
陶

器

の
よ

う

に
世

界

的

に
知

ら

れ

た
製

品

も
あ

っ
た

が
、

高

品

質

の
も

の

は
輸

出

用

に
回

さ

れ

、
国

内

に
出

回

っ
た

製

品

の
質

は
低

か

っ
た
。
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σ9

繊

維

こ
の
分
野
が
全
体

の
生
産

の
中

で
占
め
る
割
合

い
は
七

・
五
%

で
あ

っ
た
が
、
七
〇
年
以
降
加
工
業

の
中

で
は
そ

の
比
重
を
減
退
さ
せ

て

い
た
。
地
域
的

に
は
戦
前

か
ら

の
伝
統
を
継

い
で
ザ
ク

セ
ン
と
テ

ユ
ー
リ

ン
ゲ

ン
に
生
産

が
集
中
し

て
お
り
、

こ
の
二

つ
の
地
域

で
企

業

の
数

は
全
体

の
八
割
を

こ
え

た
。
繊
維
業

で
は
現
代
的
な
機

械

の
導
入

は
資
金

の
不

足
か
ら
全
く
不
充

分

で
、
自
動
化
さ
れ

た
機
械

の

割
合

い
は
わ
ず

か
に
全
体

の

一
・
六
%

に
す

ぎ
な
か

っ
た
。
原
料

は
大
幅

に
輸
入

に
依
存
し
て
お
り
、
ま

た
製
品
は
多
様

に
な

っ
て

い
た

国

内

の
需
要
を
満

た
し
え
ず
、
近
年

で
は
国
外
市
場

で
も

レ
ー

ス
製
品
な

ど

の
他

は
途
上
国

の
製

品
に
圧
倒

さ
れ

て

い
た
。

川

食

品

東
ド
イ

ツ
の
食
製

品
は
量
的

に
は
充
分

に
確
保

さ
れ
て

い
た
が
、
質
的

に
は
劣
り
品
種

の
バ
ラ

エ
テ
ィ
に
も
欠
け

て

い
た
。
例

え
ば
食

肉
製
品

は
E
C

の
製
品
基
準

に
達

せ
ず

、
チ
ー
ズ
や

ヨ
ー
グ

ル
ト

の
よ
う

な
乳
製
品
も
質

が
悪

か

っ
た
。

ま
た

こ
の
部
門

で
は
特

に
自
給

自
足
経
済
が
目
指
さ
れ
た

の
で
輸
入
は
非
常

に
限
定
的

で
、

輸
出
製

品
は
輸
出

用

の
ビ
ー

ル
な

ど
を
除
く
と
競
争
力

に
欠
け

て

い
た
。
な

お
食

品
部
門

で
は
、
特

に

パ
ン
製
造
と
肉
加

工
業

で
後
述
す

る
手

工
業
企
業

の
数
が
多

く
、

そ

の
数
は
九
割
を

こ
え
て

い
て
日
常
向
け
食

品

の
加
工

に
重
要
な
役
割
を
果

た
し

て

い
た
。

㎝

建
設
業

東
ド
イ

ツ
で
も
建

設
業

は
他

の
部
門

と
区

別
さ
れ
た
独
立

の
産
業
部
門

に
な

っ
て
お
り
、
公
共
建
造
物
や
企
業

の
建
物

.
倉

庫
、
個
人

の
住
宅
、
道
路

や
水

路
、
ダ

ム
そ

の
他

の
イ

ン
フ
ラ
施
設

の
建
設

と
維
持
、
修
理

に
あ

た

っ
た
。

た
だ
企
業

の
中

に
は
独
自

の
建
設
部
局

を
も

つ
も

の
が
多

く
、
そ
れ
ら
を
含

め
た
全
体

の
生
産
額

の
う
ち
建

設
業

は
ほ
ぼ
そ

の
三
分

の
二

に
あ

た
る
三
七
四

.
四
億

マ
ル
ク
の
生

産
額
を
あ
げ

て

い
た

(全
経
済
の
七
・
四
%
)
。

対
象

の
分
野

は
工
業

用

の
建
物

と
倉

庫

が
最
も
多

く
、
次

い
で
個
人
用

の
住
宅
建
設

が
こ
れ

に
続
き
、
社
会
政
策

の
中
心

で
あ
る
住
宅
建
設
は
量
的
な
供
給

と

い
う
面

で
は
か
な
り
順
調

に
進
ん
で

い
た
。
他
方
、
交
通

.
通
信

の
分
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あ

野

(道
路
建
設
を
含

む
)

で
は

そ

の
比

重

は
低

下

し

、

こ

の
間

イ

ン
フ
ラ
施

設

の
設

備

が
停

滞

し

て

い
た

こ
と

が
示

さ

れ

て

い
る
。

こ

の
分

野

で
も

企

業

の
集

中

化

は
進

ん

で

お
り

、

五

〇

〇

人

以
上

の
従

業

員

乞
も

つ
企
業

(数

の
上

で
は
三
八
%
)
が
全

体

の
従

業
員

数

の
八

二
%

を

占

め
、

工
業

用

建

設

は

一
〇

の

コ

ン
ビ
ナ

ー

ト

が
、

ま

た
個

人
住

宅

の
建

設

は
県

主
導

の

一
五

の

コ
ン
ビ
ナ

ー

ト

が
生

産

を

独

占

し

た
。

た

だ
建

設

業
部

門

で
は

小

規
模

な

私
的

手

工
業

が
数

多

く

存

在

し

、

こ
れ

ら

の
企
業

が
個

人

住
宅

の
維
持

や
修

繕
を

受

け
持

っ
て

い
て
、
当

局

の
劣

悪

な

サ

ー

ビ

ス
状
態

の
下

に
あ

る
市

民

の
生

活

を

支

え

て

い
た
。

総

じ

て
、

建

築

業

は
イ

ン

フ
ラ
施

設

や

都

市

基

盤

の
未

整

備

に

み
ら

れ

る

よ
う

に
隆
路

に
陥

っ
て

い
た

が
、

そ

の
原

因

と
し

て
は
、

機

械

や
用

具

の
老

朽

化

(そ

の
四
〇
%

は
廃
棄
状
態

に
等
し

か

っ
た
と

い
わ
れ

る
)
、
労
働

力

の
不

足
、
建

設

資

材

の
調
達

の
困

難

、
を

挙

げ

る

こ

と

が

て
き

よ
う

。

㈲

手

工
業

東

ド

イ

ツ
で
統

計

上

い
わ

ゆ

る

「
生

産

的

手

工
業

」

と

し

て

処

理

さ

れ

る
手

工
業

は
、

従

業

員

一
〇

人

以

下

の
零

細

経

営

体

と

そ

れ
ら

が
集

ま

っ
て
作

ら

れ

る

手

工

業
生

産

協

同
組

合

(P
G
H
)
を

指

す

概

念

で
あ

り

、

こ
れ

ら

の
企

業

は

製

造

、
建

設

、

サ

ー

ビ

ス
の
各

分

野

に
ま

た

が

っ
て
存

在

し

て

い
た
。

所

有

の
形
態

は

二

つ
あ

っ
て
、

一
つ
は

い
ま

挙

げ

た

P
G

H

で
あ

り

、
も

う

一
つ
は
私

的

企
業

で
そ

の

ほ

と

ん

ど

は
従

業

員

が
三

人
以

下

の
家
族

企

業

で
あ

っ
た

。

手

工
業

の
企
業

に
対

し

て

は
、

特

に
七

一
年

か
ら

ホ
ー
ネ

ッ
カ

ー

の
社

会
主

義

化

政

策

の
下

で
人

民

所
有

経

営

へ
の
急

速

な

移

行

が

図

ら

れ

、

手

工
業

企

業

(特

に
P
G
H
)
は

一
時

は
数

を
大

き
く

減

ら
し

た
。

し

か

し

な

が

ら
、

そ

の
後

V

E

B

の
非

能

率

性

は

日

用

品

や
細

か
な

部

品

の
生

産

と

い
う

点

で
直

ち

に
明

ら

か

に
な

り
、

七

六

年

の
非

公
開

の

政
令

で
手

工
業

の
役

割

り

が
見

直

さ

れ

て
、

改

め

て
そ

の
拡

大

の

た

め

に
営

業

許

可

の
緩

和

や
税

制

、

ク

レ
ジ

ッ
ト

な

ど

の
面

で

の
優

遇

措

置

が
と

ら

れ

る
よ

う

に
な

っ
た

(同
様

の
措
置
は
八
四
年

に
も

と
ら
れ

た
)
。

た

だ

私
企

業

に
対

し

て

は
、

P
G

H

へ
の
参

加

を

求

め

る
圧

力

が
断
続

的

に

か

け

ら

れ

て

い
た
。

八

八

年

の
段
階

で
、

P

G

H

の
数

は

二
、

七

一
九

(従
業
員
数

は
約

一
六

・五
万
人
)
、

私

企

業

の
数

は
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八

二
、

二

三

四

(同
二
六

・
六
万

人
)

で
、

総
生

産

高

は
前

者

が
約

四
割

、

後

者

が
約

六

割

を

占

め

て

い
た
。

す

べ

て

の
手

工
業

企

業

は
地

域

の
指

導

機

関

に
従
属

し

て
そ

の
計

画

命

令

に
従

っ
た

が
、

こ
れ

ら

の
企
業

は
先

に
述

べ

た
よ
う

に
市

民

の
日
常

生

活

に

と

っ
て
重

要

な

役

割

を

果

た
し

て

い
た
。

特

に
建
築

手

工

業

は
不

可
欠

の
存

在

で
、

建

築

士

や
電

気

技

師

、

配

管

工

な

ど

が

個

人
家

庭

向

け

の
サ

ー

ビ

ス

・
修

理
業

務

の
三

分

の
二

と
建

物
修

繕

の
半

分

ほ
ど

を

受

け
持

っ
て

い
た
。

ま

た
自

動
車

の
修

理

や

そ

の

た

め

の
部

品

の
提

供

に
は

、
修

理

だ
け

で
も

一
年

は
待

つ
と

い
う
状

態

の
下

で
は
、

機

械

関

係

の
手

工

業
者

が

や

は

り
な

く

て

は
な

ら

な

い
存

在

で
あ

っ
た
・

そ

の
他

サ

ー

ビ

ス
関

係

で
は

ク

リ

ー

ニ

ン
グ
店

や

理
髪

店

な

ど

が
含

ま

れ

て

い
た

か

ら
、

手

工
業

の
企

業

が
市

民

生

活

に
密

着

し

た
も

の
だ

っ
た

こ
と

は

明
ら

か

で
あ

り

、

当

局

は

こ
れ

を

過

去

の
体

制

の

「
遺

産

」

と
し

て
切

り
捨

て

る

こ
と

は

で
き

な

か

ρ
12

}

っ
た

の

で
あ

る
。

働

農

業

東

ド

イ

ツ

の
農

業

政

策

の
基

本

的

な
目

標

は
、

ご

く

既
括

的

に

い
え

ば
生

産

を

増

大

さ

せ

て
食

料

の
自

給

体
制

を
確

立
す

る

こ
と

で
あ

っ
た
・

東

独

の
指

導

部

が

こ

の
目

標

を
達

成

す

る

た
め

に
好

ん

で
用

い
た

標
語

は
、

当

初

は

「
工

業

化

さ

れ

た
農

業

」

で
あ

り
、

後

に

こ

れ

は
や

や

緩
和

さ

れ

て
、

農

業

に

お
け

る

「
工
業

に

み
あ

っ
た
生

産

方

法

へ
の
移
行

」

と
改

め

ら

れ

た
。

こ

の
よ
う

な
標

語

に
は
、

工
業

化

を
経

済

の
第

一
の
価

値

基

準

と
す

る
彼

ら

の
思

考

様

式

が
よ

く

表

れ

て

い
る

わ

け

で
あ

る
。

農

業

人

口
は
建
国

時

の
三

〇

%

か
ら

=

%

に
減

少

し

、

こ

の
割

合

い
は

八

〇
年

代

に

は

ほ

ぼ

一
定

し

て

い
て
、

農

業

従

事
者

が
他

の
部

門

に
移

動

す

る

余

地

は

ほ

と

ん

ど
な

か

っ

た
。東

ド
イ

ツ

の
主

要

な

農

産
物

は
、

生

産

ト

ン
数

か
ら

み
る

と

ジ

ャ
ガ

イ

モ
、

穀

物

(大
麦
、
小
麦
、
ラ
イ
麦
、

ヵ
ラ

ス
麦
他
)、

ト

ゥ

モ

ロ

コ
シ
・

肥
料

用

作

物

な

ど

で
、

畜

産

に
も

重

点

が
お

か

れ

て

い
た
。

基

礎

食

品

の
自

給

率

は
八

五
ー

九

〇
%

に
達

し

、

ジ

ャ
ガ
イ

モ
、

砂

糖

、
鶏

卵

、

ミ

ル
ク

は
完

全

に

自
国

産

で
ま

か
な

い
、

食

肉

の
輸

入

量

も

ご
く
僅

か

で
あ

っ
た
。

た

だ
東

独

で
は
生

鮮

野

菜

と

果
物

が
不
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足

し
、

国

内

の
産

品

だ
け

で
は

需

要

を

満

た

せ
な

か

っ
た
。

ま

た
穀

物

で

は
小

麦

と
大

麦

が
不

足

し

、

八

八
年

の
段

階

で
は
国

内

の
生

産

量

と
比

べ
て

そ

の

一
八

%

、

三

四
%

ほ

ど

の
量

が

そ

れ

ぞ

れ
輸

入

さ

れ

て

い
た

(
た
だ
小
麦

の
自
給
率
は
七
〇
年
代

に
比

べ
る
と
相
当
改
善
さ

れ
た
)。

さ
ら

に
飼

料

に
あ

て
る

穀

物

の
輸

入

依

存

も
高

く

、

そ

れ

ら

の
点

か

ら

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

は

「
穀

物

問
題

の
重

要

性

は

こ
ん

に
ち

の

石

油
問

題

に
も

匹
敵

す

る
」

と

さ

え

述

べ

て

い
た

の
で
あ

る
。

ま

た

東

独

の
農
業

は
当

局

の
価

格

政

策

に
よ

っ
て
手
厚

く

保

護

さ
れ

て

お

り

、

産

品

の
生

産
者

価

格

は
西

独

の
そ

れ

よ

り

も
高

か

っ
た
が

、

特

に
八

四
年

の
生

産

者

価

格

の
改

訂

は
上

げ

幅

が
大

き

く

、

八

〇
年

代

の
東

独

財

政

を

圧
迫

す

る

要

因

の

一
つ
に
な

っ
た
。

次

に
、

や

や
煩

環

で
あ

る

が
農

業

の
生

産

単

位

に

つ

い
て
述

べ

て

お

こ
う

.
東

独

で

は
農
業

が
集

団

化

さ

れ

て
以
来

、
生

産

単

位

は
少

数

の
国

営

農

場

(
V
E
G

)
と
大

部

分

の
農

業

生

産

協

同

組

合

£

P
G
)
お

よ

ひ
若
干

の
私
有

地

か
ら

な

っ
て
お

り
、

L

P

G

は
所
有

と

所

得

配

分

の
方
式

に
応

じ

て
さ

ら

に

三

つ
の
タ

イ
プ

に

分

か

れ

て

い
た
。

簡

単

に

い
う

と
、

タ
イ

プ

ー

の
L

P

G

は
耕

地

の

み
を

共

同
所

有

し

、

タ
イ

プ

H

の
L

P

G

は
耕

地

に
加

え

て
牧

草

地

と
森

林

を

所

有

し

、

そ

し

て
タ

イ

プ

皿

の
L

P

G

は
牧

畜

部

門

を

含

む
す

べ
て

の

生

産

手

段

を

所
有

し

て

い
た
。

ま

た
前

二

者

の

メ

ン
バ
ー

は
組

合

が
配

分

に
あ
ず

か
ら

な

い
所
得

の

一
部

か
ら

個

人

の
収
益

を

え

る

こ
と

が

で
き

る
仕

組

み

に
な

っ
て

い
た
。

タ

イ

プ

ー

と
H

は

タ

イ

プ

m

へ
の
過

渡

的

な

形

態

と

考

え

ら

れ
、

事

実

七

〇

年

代

の
中

期

ま

で
に

は

そ

れ

ら

は

ほ

と

ん

ど

が
姿

を

消

し

た
。

七

六

年

か
ら

は
、

L

P

G

m

と

V

E

G

の
土

地

と
設

備

を

結

合

す

る
K

A

P

と

い
う

大

規

模
農

場

の
建

設

が

一
時

推

進

さ

れ

た

が
、

八

〇
年

代

に
入

る

と
農

業

分

野

で

は

S

E

D
内

で
グ

リ

ュ
ー

ネ

ベ

ル
グ

か
ら

フ

ェ
ル

フ

ェ

へ
の
指

導

者

交

代

が
あ

り

、

従

来

の
厳

格

な

「
工

業
化

農

業

」

政

策

が
部

分

的

に
手

直

し

さ

れ

る
よ

う

に
な

っ
た
。

結

局

こ

の
時

期

に

は
、

K

A

P

は

分

野
毎

に
植

物

食

品

生

産

用

の
L

P

G

(P
)
と
畜

産

用

の
L

P

G

(T
)
と

に
再

度

分

け

ら

れ
、

一
部

は
新

設

の
企
業

横

断

生

産

組

織

(Z

B
E
)
に
再

編

さ

れ

た

(第

2
図
)
。

そ

れ

で
も

L

P

G

(P
)
は
、

平

均
耕

地

面
積

が
約

四

六
〇

〇

ヘ
ク

タ

ー

ル
で
平
均

三

二
〇

人

の
従
業

員

数

を

抱

え

る
大

規

模

な

生

産

単

位

で
あ

っ
て
、

ま

た
L

P

G

(T
)
の
中

に

は
、

代

表

的

な

三

つ
の
養

豚

コ

ン
ビ
ナ

ー

ト

の
よ
う

に
五
万
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恥
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黙

〃

i

I

塩

匡
髭
挺
∈
握
髭
髭
髭

長

吟
躍
r

o

董

≡
妻
≡
≡

E

一
〇
誤

お

Q。
O

ε

Qo
㎝

薗

S

卑

珍

即
蜘

西

貸

や

ー

ご
忌
～
<
一
..O
切

幻

-
国

蝉
=
ユ
O
O
貯
.."
〇

一
〇
鼻
.

か

ら

一
五

万

の
養

豚

規

模

数

を

も

つ
巨

大

な
農

場

が
存

在

し

た
。

組

合

員

は

工
場

の
場

ム
ロ
と

同

じ

よ
う

に
、

細

か

い
作

業

プ

ロ
セ

ス
毎

に

五
-

二
五

人

ほ

ど

の
[
作

業

班

」

(ブ

リ
ガ
ー
デ
)
に
配
属

さ

れ
、

企

業

ヒ

エ
ラ

ル
ヒ
ー

の
底

辺

を

形

成
し

て

い
た
。

彼

ら

の
子
供

達

は
村

の

保
育

所

に
通

い
、

昼

に

は

L
P

G

の
調

理

場

で
用

意

さ

れ

る
昼
食

を

と

っ
て

い
た
、

こ

こ
で

は
、

か

つ
て

の
農

村

風

景

は
全

く
失

わ
れ

、

「
工
業

化

さ

れ

た
農

業

」

が

日
常

的

な

風
景

に
な

っ
て

い
た

の

で
あ

る
。

な

お
生

産

の
増

大

を
確

保
す

る

た

め

に
、

七
九

年

か

ら

私
有

地

で

の
生

産

が
奨
励

さ

れ

る

よ
う

に
な

り
、
家

庭

菜

園

を

も

つ
人

の
数

が
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増

大

し

た
。

こ

の
私
有

地

で

の
生

産

は
国

内

果

物

生

産

の
三

割

、

野

菜

生

産

の

一
割

の

シ

ェ
ア
を

も

っ
て

お
り

、
無

視

し

え

な

い
側
面

を

ρ
13

)

も

っ
て

い
た

こ
と
を
付
け
加
え

て
お

こ
う
。

M

商

業

商
業
部
門
に
は
、
主

と
し
て
小
売

と
卸
売

の
店
舗

お
よ

び
飲
食
店
と

ホ
テ

ル
が
入
り
、
形
態

と
し

て
は
社
会
主
義

セ
ク
タ
ー
で
あ
る
人

民
所
有

の
販
売

組
織

へH
O
)
と
消
費
協
同
組
合
、
そ
れ

に
委

託
契
約

(杜
会
主
義

セ
ク
タ
ー
が

コ
ス
ト

の

一
部
を
引
受
け
手
数
料
を
受
け
取

っ

て
業
務
を
委
託
す
る
契
約
)
を
結

ぶ
私
企
業

と
自
営

の
私
企
業

と

が
存
在
し
て

い
た
。
七
〇
年
代

に
全
体

と
し

て
集
中
化

が
進

み
、
八
八
年

の
段
階

で
は
小
売
店

の
売
上
げ
高

を
例

に
と
る
と
、
H
O
が
五
六
%
、

消
費
組
合

が
三
二
%
、
私
企
業

は
二

つ
の
形
態

が
共

に
六
%

つ

つ

を
占

め
て

い
た
、

一
四

の
大
都
市

に
あ

っ
た
H
O

の
代
表
的
な
店
舗

で
あ

る

「
ツ

ェ
ン
ト

ル
ム
」

と

い
う
デ

パ
ー
ト
は
西
側

の
中
位

の
ス

ー

バ
!
程
度

の
規

模
を
も
ち
、
ま

た
私
企
業

の
多

く

は
近
在

の
家
庭

に
日
用
品
を
販
売
す

る
家
族
経
営

の
商
店

で
あ

っ
た
。

特

殊
な
も

の
と
し
て
は
、
西
側
か

ら

の
輸
入
品
や
国

内

の
高
級
製
品
を
外

貨
建

て
で
売

る
幾

つ
か

の
種
類

の
販
売
店

が
あ

り
、
六
二
年

に
開
設

さ
れ
て
七

四
年

か
ら
は
市
民

に
も
開
放
さ
れ
た

「
イ

ン
タ
ー

シ

ョ
ッ
プ
」

で
は
、
電
気
製
品

や
衣
服
、
化
粧
品

な
ど
西
側

の
各
種

の
製
品

が
扱
わ
れ

た
。
ま

た

「
エ
ク

ス
ク
ウ

ィ
ジ
ト
」
と
称
す

る
店

で
は
自
国

の
も

の
を
含

め
た
衣
服
や
皮
革
製

品
が
、
「
デ
リ
カ
」
と

い

う
店

で
は
奢
嗜

的
な
食
料

や
飲

料
が
売

ら
れ
て

い
た
。

こ
れ
ら

の
店
を
利
用

で
き

た

の
は
外
貨
を
保
有

す
る
者

(西
側
に
親
類
や
知
人
を
も

っ
て
い
た
者
を
禽
め
)
に
限
ら
れ
、
そ

れ
が
市
民

の
間

で
広
く
不
公
平
感
を
生

ん

で

い
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て

い
る
。

㈲

地
域
構
造

最
後

に
東
独
経
済

の
地
域
的

な
構
造

に

つ
れ
て

ふ
れ

て
お

こ
う
。

東
独
地
域

の
産
業

の
地
理
的
な
特
色

は
戦
前

か
ら
伝
統
的

に
南
北
ラ
イ

ン
で
分

か
れ

て
お
り
、
南
は
工
業
地
域
、
北
は
農
業
地
域

で
あ

っ
た
が
、
戦
後

は
東

独
政
府

が
新
規

の
工
業
地
域

の
開
発

と
そ
れ
に
伴
う
団
地

の
建
設
を
進

め
、
そ

の
結

果
農

工
混
合
地
域

の
出
現
な

ど
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で
あ

る

程
度

の
地

域

的

な

平

準

化

が
進

ん

だ
。

旧

東

独

で

は
北

部

、

中

部

、

(東

)
ベ

ル
リ

ン
、

南
部

、

南

西

部

の
五

つ
の
地
域

に
分

け

て

論

じ

ら

れ

る

こ
と

が
普

通

だ

っ
た

の

で
、

こ

こ
で

は

そ

れ

に
沿

っ
て
地

域

の
特

色

を

ご
く
簡

単

に
説

明
す

る

こ
と

に

し
よ

う

。

北
部

は

面

積

が
国

土

の
四
分

の

一
を

占

め
、

人

口
は
全

体

の

一
三

%

を

数

え

た

に
す

ぎ

な

か

っ
た
が
東

独
最

大

の
農

業

生

産

地
帯

で
、

全

国

の
農

産

物

の
四
割

ほ
ど

を

生

産

し
、

ま

た
沿

岸

地

域

で
は
水

産

業

が

発
達

し

て

い
た
。

こ

の
地

域

に
は
行

政
県

の

ロ
ス
ト

ッ
ク
、

シ

ュ
ヴ

ェ
リ

ン
、

ノ
イ

ブ

ラ

ン
デ

ン
ブ

ル
グ

が
属

し

、

統

一
後

の
新

州

の

メ
ク

レ

ン
ブ

ル
ク

・
フ

ォ
ア
ポ

メ

ル

ン
に

ほ

ぼ
対

応

し

て

い
る
〔

工
業

と

し

て

は

ロ
ス
ト

ッ
ク

な

ど

の
港

湾

、

造

船

工

業

、

シ

ュ
ヴ

ェ
リ

ン
、

ノ
イ
ブ

ラ

ン
デ

ン
ブ

ル
ク
両

市

の
金

属

加

工
、

軽

工

業

が
目

だ

つ
程
度

で
あ

る
。

ロ
ス
ト

ッ
ク

は

ま

た

ソ
連

・
東

欧

向

け

の
製

品

の
最

大

の
積

み
出

し
港

で

あ

っ
た
。

中

部

は

、

行

政
県

の

マ
グ

デ

ブ

ル
ク
、

ポ

ツ
ダ

ム
、

フ
ラ

ン
ク

フ

ル
ト

、

コ
ト

ブ

ス
で

構
成

さ

れ
、

新

州

の
ブ

ラ

ン
デ

ン
ブ

ル
ク

お
よ

び
ザ

ク

セ

ン

・
ア

ン

ハ
ル
ト

の
北

半

分

に
あ

た

っ
て

い
る
。

大

き

な
耕

地

面

積

を

占

め
る
農

業

部

門

と
集

中

的

な

工
業

地
帯

を

も

つ
農

工

混

合

地

域

で
あ

っ
て

、
工
業

部

門

で
は
特

に
最

大

褐

炭

生
産

地

域

の

コ
ト

ブ

ス
で

の

エ
ネ

ル
ギ

ー

産

業

(
こ
の
県

で
東
独

の
全
生
席

の
四
割
を

こ
え

た
)
と
、
そ

れ

に
近

接

す

る

ア

イ

ゼ

ン
ヒ

ュ

ッ
テ

ン
シ

ュ
タ

ッ
ト

の
巨

大

な
鉄

鋼

コ

ン
ビ
ナ

ー
ト

、
そ

し

て

マ
グ

デ

ブ

ル
ク

の
機

械

製

造

工
業

が
有

名

で
あ

っ
た
。

首

都

ベ

ル
リ

ン
は
、

い
ろ

い
ろ

な

意

味

で
東

側

の

「
シ

ョ
ウ

・
ウ

ィ

ン
ド

ウ

都
市

」

で
あ

り

、

工
業

の

み
な

ら
ず

通

信

や
サ

ー

ビ

ス

の

部

門

が

発
達

し

、
消

費

生

活

や
住

宅

、

水

道

、

都

市

交

通

な

ど

の
面

で
優

遇

的

な
措

置
を

受

け

て

い
た
。

工
業

部

門

で

は
、

戦
前

の

ジ
ー

メ

ン
ス
や

A

E
G

を

引

き
継

い

だ
電

気

・
電

子

関

連

の
生

産

が
全
国

で
最

も

高

か

っ
た
。

な

お

ベ

ル
リ

ン
の
居

住

人

口
は
約

一
二
八

万

人

で
全

体

の
七

・
七

%

ほ
ど

を
占

め

た
。

ド

レ

ス
デ

ン
、

カ
ー

ル

・
マ

ル
ク

ス

・
シ

ュ
タ

ッ
ト
、

ラ
イ

プ

ツ
ィ

ヒ
、

ハ
レ
の
行
政

県

が

所
属

し

、

新

州

の
ザ

ク

セ

ン
お
よ

び

ザ

ク

セ

ン

・
ア

ン

ハ
ル
ト

の
南

部

に
照

応

す

る

南
部

は

、

全
国

土

の
四
分

の

一
の
地
域

に
全

人

口

の
四

割

の
住

民

が
住

む
東

独

の
中

心
的

な

工
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業

地
帯

で
あ

っ
た
。

東

独

の
全

工
業

生

産

量

の
約
半

分

が

こ

の
地

域

で
生

産

さ

れ

、

工
業

従
業

者

の
半

数

も

ま

た

こ

の
地
域

に
集

中

し

て

い
た
。

分

野

別

に

み

て
も
、

こ

の
地

域

は

エ
ネ

ル
ギ
1

と
電

気

、

食

品
を

除

く

全

工

業

部

門

で
全

国

の
四
i

五

割

以

上

の
生

産

を

あ

げ

て

い
た
。

特

に
生

産

が

地

域
的

に
特

化

し

て

い
た
例

と
し

て
、

化

学

で

は

ロ
イ

ナ

、
ブ

ー

ナ

、

メ

ル
セ
ブ

ル
ク
を

も

つ

ハ
レ
が

一
県

だ
け

で

全

体

の
四
割

を
、

ま

た
繊

維

で

は
古

い
伝

統

を

も

つ
カ
ー

ル

・
マ

ル
ク

ス

・
シ

ュ
タ

ッ
ト
県

が
全

体

の
五

割

を

こ
す

生

産

量

を
有

し

て

い

た
。最

後

に
南

西

部

に

つ

い
て

み

る
と

、

こ

の
地

域

は
新

州

の
テ

ユ
ー

リ

ン
ゲ

ン
に

ほ

ぼ
あ

た
り

、

エ

ル
フ

ル
ト
、

ゲ
ラ

、

ズ

ー

ル
の
行

政

県

が
属

し

た
。

南

部

に
次

ぐ

工

業

地
域

だ

っ
た

が
、
中

で
も

エ
ル

フ

ル
ト

と
イ

ェ
ナ

両

市

の
電

子

、
光

学

工
業

が
有

名

で
、
他

で

は

ア
イ

ゼ
ナ

ハ
の
自

動

車
生

産

が

目

立

っ
た
存

在

で

あ

っ
た
。

以

上

の
よ
う

な
経

済

の
地
域

構

造

を

、

各

産

業

毎

の
就

業
者

の
割

合

い
を

例

に
し

て
図

示
す

る

と
第

3
図

の
通

り

で
あ

る
。

⑧

計

画

経
済

東

ド
イ

ツ
の
計

画

経

済

の

シ

ス
テ

ム
は
、

経
済

権

力

の
所

在

を

政
治

権

力

の
そ

れ

と

一
致

さ

せ
る

こ
と

に
よ

っ
て
維

持

さ

れ

る

S

E

D

の
権

力

維

持

の
最
高

の
手

段

で
あ

っ
た
。

指

令

経

済

の
官

僚

ヒ

エ
ラ

ル

ヒ
!

と
党

の
ヒ

エ
ラ

ル
ヒ
ー

と

は

重

な

り
合

い
、

こ
れ

に
さ

ら

に

大

衆

団

体

で
あ

る
労

働

組

合

の

ヒ

エ
ラ

ル

ヒ
ー

が
加

わ

っ
て

経

済

の
分

野

で
も

S

E

D

の
支

配

は

充

全

に

貫

か

れ

て

い
る
よ

う

に

み
え

た
。

こ

の
体

制

の
下

で
、

東

独

の
指

導

部

は

経
済

の
諸

制
度

の

た

え
ざ

る

「
完

成

」

を

目
指

し

て

い
た

の
で
あ

る
。

以

下

で
は
東

ド

イ

ツ

の
計

画

経
済

の
機

構

と
決

定

過

程

に

つ

い
て
、

主

と
し

て
工
業

部

門

を
対

象

に

し

て
そ

の
概

略

を

示

す

こ
と

に
し

よ
う

。

計

画

経
済

の
基
本

的

な

戦

略

目

標

を

決
定

す

る
最

高

機

関

は

S

E

D

の
政

治

局

で
、

こ

こ
で
国

内

の
経

済

政
策

と

コ
メ

コ
ン
の
枠
組

み

の
中

で

の
通

商

政
策

の
基
本

路

線

が
定

め

ら

れ

た

。

ま

た
、

後

の
章

で

み
る

よ
う

に
実

態

と

は
異

な

る

面

を

も

つ
が
、

経

済

の
全

体

の
運

営

は
制
度

の
上

で
は

次

の
よ

う

に
進

め

ら

れ

る

こ
と

に
な

っ
て

い
た
。
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東

独

の
計

画

経
済

を

実

施

、

統

括

す

る
行

政

上

の
指

導
機

関

は
閣

僚

評
議

会

で
、

特

に
実

務

的

な

決
定

を

下
す

の
は
、

首

相

シ

ュ
ト

フ

以

下

=

二
人

の

メ

ン
バ
ー

で
構

成

さ
れ

る

そ

の
幹

部

会

で
あ

っ
た
。

こ

の
幹

部

会

を

形

成

す

る

S

E
D
所

属

の
閣

僚

は

シ

ュ
ト

フ
と
第

一

副

首

相

の

ノ
イ

マ

ン
、

ク

ロ
リ

コ
フ

ス
キ
ー

を

除

く

と
、

国

家

計

画

委

、

価

格

局

、

通
商

、

科
学

技

術

、

機

械

製
作

、

原
料

経

済

を
管

轄

(
14

〕

す

る
各
閣
僚

で
(他
は
ブ

ロ
ッ
ク
党

の
閣
僚
で
重
要
性
で
劣

っ
た
)
、
こ
れ
ら

の
部
門

が
東
独

の
経
済
行
政

の
中
核
的
な
存
在

だ

っ
た
わ
け

で
あ

る
。
閣
僚

評
議
会

の
全

体
的
な
任
務

は
、
計
画
目
標
と
そ
れ

に
照
応
す
る
構
造
政
策

を
決
定
し
、
そ

の
実
施

に
責
任
を
も

つ
こ
と

で
あ
り
、

計

画
は
長
期
、

五

ヶ
年
、
単
年

の
三
種
に
分

か
れ
る
が
、

こ
の
計
画

の
実
際

の
作
成

に
あ

た
る

の
が
、
そ

の
長
自
身

が
閣
僚

の

一
人
で
あ

(
15

)

り

ま

た
他

の
省

庁

の
h

位

機

関

で
あ

る
国

家

計

画
委

貝

会

で
あ

っ
た
。

長

、

中

、

短

期

の
経

済

計

画

の
概

要

と

そ

の
決
定

方

式

は
、

大

綱

以

下

の
よ
う

で
あ

っ
た

。

一
〇
ー

一
五

年

を
期

間

と
す

る

長
期

予

測

に

つ

い
て

は
、

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト

時

代

は
そ

の
科
学

性

へ
の

「
多

幸

症

」

的

な

オ
プ

テ

ィ

ミ
ズ

(
16

)

ム
が
あ

っ
た
と

い
わ
れ
る
が
、

ホ
ー
ネ

ッ
カ
!
時
代

に
な

る
と
予
測

の
適
切

さ

へ
の
期
待

は
後
退

し
た
。
長
期
予
測
は
、
科
学
技
術

の
開

発
と
経
済
、
社
会

の
発
展

の
予
測

お
よ

び
そ

れ
に
基

づ
く
国

民
経
済
上

の
目
標
を

提
示
し
、
そ

れ
ら
は
五

ヶ
年
計
画
作

成

の
際

の
基
礎
資

料

と
し

て
用

い
ら
れ
た
。

五

ヶ
年
計
画

は

い
う
ま

で
も
な
く
社
会
主
義
計

画
経
済

の
根
幹

を
な
す
も

の
で
、

S
E
D

の
党
大
会

で

「指
令
」

と
し

て
採
択
さ
れ
、

人
民
議
会

で
立
法
化
さ
れ

た
後
は
あ
ら
ゆ
る
単
位

の
経
済
活
動

で
拘
束
力
を

も

つ
法
的
な
基
礎

に
な

っ
た
。
計
画

は
中
期
的
な
経
済
政
策

の
基
本
路
線

を
設
定

し
、
各
産
業
部

門
と
地
域

の
経
済

課
題

と
そ

の
た
め

の
編
成
を
決
定
す

る
も

の
で
、

工
業
、
建
築
、
農

業
か
ら
国
民

経
済
計
算

に
及

ぶ
三
〇

の
分
野

で
構
成

さ
れ
て

い
た
。

こ
の
計
画
を
受
け

て

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
や
企
業
、
地
域

の
個
別

の
生
産
単
位

が
そ
れ

ぞ
れ

の
計
画
を
作
成
し

た
。

年
度
計
画

は
、
通
常

=

月

に
S
E
D

の
中

央
委
貝
会

と
人
民
議
会

の
採

択
を
経
て
や
は
り
法
律
化
さ
れ
、
中

期
計
画

の
枠
内

で
年
度
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毎

の
計
画

が
具
体
化
さ
れ

た
。
工
業
技
術

の
進
展

や
世
界
市
場

で

の
変
化

に
よ

っ
て
計
画

の
修
正

が
余

儀
な
く

さ
れ
る
場
合
が
度

々
あ

り
、

そ

の
よ
う
な
傾
向

は
特

に
八
〇
年
代

に
入
る
と
顕
著

に
な

っ
た
の
で
あ

る
。

次

い
で
、

五

ヶ
年
計
画

と
年
度
計
画

に
共
通
す

る
決
定
作
成

の
方
式

の
概
略
を

み
て

い
こ
う
。
先
ず
、
計
画

の
原
案
作
成

か
ら
最
終
的

凸
17

L

な
決
定

に
至

る
ま

で
の
プ

ロ
セ
ス
は
、

ほ
ぼ
次

の
通

り
で
あ

っ
た
。

O

い
わ
ゆ
る

「
計
画

大
綱
」

の
作
成
。

こ
れ
は
、
党
政
治
局

の
決
定

と
閣
僚
評
議
会

の
確
定
を

基
礎

に
し

て
、
国

家
計
画
委

が
国
民

経
済

の
あ
ら
ゆ
る

レ
ベ

ル
で
計
画
目

標
を
た
て
、
計
画
指
標

と
し
て
そ

の
量
化
を
図
り
、

さ
ら

に
目
標
を
実
現
す

る
た
め
の
任
務
設
定
を

行
う

も

の
で
あ
る
。

こ
の
計
画
大
綱

か
ら
各
経
済
単
位
を
拘
束
す

る
任
務

が
導
き
出
さ
れ
、
各

々
の
計
画
草
案
作
成

の
た
め
下
位

の
計
画

機
関

に
付
託
さ
れ
る
。

⇔

「
大
綱
」
を
受

け

て

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
、
企
業
、
協
同
組
合

と
県
以
下

の
各

レ
ベ
ル
の
地
域

で
の
計
画
草
案

が
作
成

さ
れ
る
。
そ

の

た
め

の
審
議
や
討
論

は
、
入
民
代
表

部
や
そ

の
委

貝
会
、
組
合
集
会

そ

の
他

で
行

わ
れ
、

そ

こ
で
は

「
社
会
主
義
的
競
争
」
を
図

る
た
め

に
集
団
的
、
個
人
的
な
様

々
の
提
案

が
提
出

さ
れ
る
.

コ

そ
れ
ぞ
れ

の
計
画
草
案

の
調
整

が
行
わ
れ
る
。

こ
の
段
階

で

い
わ
ゆ
る

「
計
画
防
衛
」

が
行

わ
れ
、
草
案
作
成

の
責
任
者

は
上

級

機
関

に
対
し
生
産

の
重
点

の
お
き
方
や
国
家
的
課
題
と

の
照
応

に

つ
い
て
そ

の
妥
当
性
を

陳
述
す
る
。
そ
れ
を
受
け

て
、
上
級

の
計
画
機

関
は
場
合

に
よ

っ
て
は
修

正
を
行

い
、
ま

た
相
互

の
調
整
を
図
る
。

四

最
終
的

な
調
整

と
決
定
。
国
家
計
画
委

が
種

々
の
草
案

を
統

括
し
、
ま
た
財
務
当

局
や
銀
行
、
労
働
組
合

と
調
整
を
行

い
、

さ
ら

に

コ
メ

コ
ン
諸
国
家

の
計
画

と
も
照
合
さ

せ
る
。

こ
う
し

て
作
成

さ

れ
た
計
画
草
案

は
、

党
と
国
家

の
指

導
機
関

に
送
付
さ
れ
、
閣
僚
評

議
会

の
承
認
を
受
け

た
後

に
人
民
議
会

で
採
択

さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
プ

ロ
セ
ス
を
年
度

計
画
を
例

に
し

て
図
式
化
す

る
と
、
第

4
図

の
よ
う

に
な
る
。
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乃

経
済

計
画
を
作
成
し
ま

た
実
施
す

る
際

の
重

要
な
手
段

に
な

る

の
は
計
画
指
導

の
た
め
の
諸
計
数
を
盛

り
込

ん
だ
収
支
表

で
あ

る
。
そ

の
中
心

は
、
国
家
計
画
委

に
よ

っ
て
作
成

さ
れ
る
物
資

U
設
備

"
消
費
財

(M
A
K
)
収
支
表

と
呼

ば
れ

る
生

産
収
支
表

(物
財
バ
ラ

ン
ス
)

で
、

こ
れ

に
よ

っ
て
原
料

と
補

助
素
材
、

エ
ネ

ル
ギ
ー
、
設
備

(生
産
財
)
お
よ

び
消
費
財

の
需
給

の
バ
ラ

ン
ス
を
図
る

こ
と
が
試

み
ら
れ

た
。
国
家
計

画
委

が
作

る
三

〇
〇
ほ
ど

の
収
支
表

に
は
、
東
独

の
統

計

で
生
産
全
体

の
約

四
分

の
三

が
組

み
込
ま
れ
、

そ
の
下
に

は
四
、

ハの

い

五

〇
〇

ほ
ど

の
個
別

の
収
支
表

が
存
在
し
た
。

こ
の
収
支
表

は
経
済

が
複
雑
化
す

る
と
数
を
増
し
て

い

っ
た
の
で
、
各

レ
ベ
ル
の
計
画
機

関

は
肥
大
化
し
た
。
八
九

年

の
段
階

で
中
央

の
国
家
計
画
委

は
約
三

千
人

の
職
員
を
抱
え
、
県
、
郡

の
計

画
委

は
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
〇
人
、

、
19

～

一
〇

〇

人

ほ
ど

の
職

員

を

も

っ
て

い
た

の
で
あ

る

.

計

画

が
実

施

さ

れ

る
場

合

は
、

一
〇

の
工

業

諸

省

と

建

設
省

そ

れ

に
農
業

省

が

行

政

上

の
直

接

の
指

導

に
あ

た
り
、

主

要

な

生
産

単

位

で
あ

る

コ
ン
ビ
ナ

i

ト

は
省

に
直
属

し

て

い
た

(後
述
)
。
計

画

は

コ
ン

ビ
ナ

ー

ト

や

企

業

な

ど

の
生

産

単

位

に

お
り

る
と
、

月
、

週

、

日
、

交

代

時

間

に
ま

で
及

ん

で
具

体
化

さ

れ

、

そ

の
完

遂

が
要

請

さ

れ

た
。

な

お
地

方

に
特

化
す

る
幾

つ
か

の
工
業

部

門

は
県

以

下

の
統

制

下

に
あ

り

、

地

方

の
建

設
事

業

、
農

業

.
食

料

品

の
供

給

と
取

引

き

、

サ
ー

ビ

ス
に
責

任

を
負

っ
て

い

た
が
、

生

産

量

は

全

体

の
五
%

に
す

(
20

)

ぎ
ず

そ

の
比
重

は
低

か

っ
た
。

中
央
機
関

が
計
画
執
行
を
統
制
す

る
た
め
に
、
す

べ
て
の
経
済

単
位

は
定

期
的

に
中
央
統
計
庁

に
生
産
目
標

の
到
達
度
を
報
告
す
る
義

務
を
も
ち
、
各

計
画
機
関

は
必
要
な
場
合

に
は
計

画
進
行

の
修

正
を
行

っ
た
。
ま
た
国
家

計
画
委

は
八
〇
年
代

に
入

る
と
統
制
色
を
強

め
、

そ

の
下

に
投

資
監
督

局
や
収
支

監
督

局
そ

の
他

の
部
局
を
設
置
し

て

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
や
企
業

の
活
動

の
監
督

に
努

め
て

い
た
。
間

接
的
な

統
制

の
手

段
と
し

て
は
、
通
貨

と
金
融

の
政
策
を
通
じ

て
行
う
も

の
が
中
心

で
、
そ
れ
ら
は

「
経
済

の
テ

コ
」

と
も
呼
ば
れ
た
。
価
格

の

決
定

は
、
計
画
作
成

の
際

の
計
算
指
標

に
基
づ

い
て
価
格

庁

が
行

い
、
そ
れ
自
身

が
統
制

の
手
段

に
な

る
が
、
価
格
政
策

は
ま

た
経
済

の

イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ヴ
に
な
る

こ
と

が
期
待

さ
れ
、
例

え
ば
新
製

品
が
開
拓

さ
れ
る
と
企
業

に
は
製
品

の
割
増
し
価
格
と
企
業

の
追
加
利
潤
と
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が

認

め

ら
れ

た
。

ま

た

銀

行

は
、

企

業

の
種

々

の

フ
ァ

ン
ド

の
た

め

の

口
座

を
基

礎

に

し

て
資

金

の
流

れ

を
掌

握

し

て

お
り

、
企

業

が
計

画

か
ら

逸

脱

し

た
行

動

を

と

ら

な

い
よ
う

に
監

視

す

る
役

割

を

受

け

持

っ
て

い
た

の
で
あ

る
。

ホ
ー

ネ

ッ
カ

ー
時

代

に
お
け

る
経

済

制
度

の
実

質

的

な

最
大

の
改

革

は
、

七

九
-

八

〇

年

に

か
け

て
本

格

的

に
進

め
ら

れ

た

コ
ン
ビ
ナ

(
21

)

ー

ト

の
建

設

で
あ

っ
た
。

ホ
ー

ネ

ッ
カ
ー

に
よ

っ
て

「
計

画

経

済

の
背

骨

」

と
呼

ば

れ

た

コ

ン
ビ
ナ
ー

ト

は
、

自

給

自

足

の
生

産

方

式

を

目

指

す

東

独
経

済

の

い
わ

ば
企

業

版

で
あ

っ
て
、

八

〇
年

代

の

「
緊

密

な

」

大

規

模
生

産

の
発

展

を
見

込

ん

だ
東

独
指

導

部

が
そ

の
育

成

に
多

大

な
力

を

注

い
だ
組

織

で
あ

っ
た
。

以

下

で
、

コ
ン
ビ
ナ

ー

ト

に

つ

い
て

や

や
詳

し

く
説

明
し

よ

う

。

コ
ン
ビ
ナ

ー

ト

と

は
、

隣

接
関

連

部

門

の
企

業

を

結

合

し

て

独

自

の
管

理
機

関

を
も

つ
大

規

模

企

業

の

こ
と

で
、

東

ド

イ

ツ
で

は

ソ
連

に
範

を

と

っ
て
早

い
も

の

で
は

六
〇

年
代

の
初

頭

か
ら

存

在

し

て

い
た
。

し

か
し

東

独

の
経

済

シ

ス
テ

ム

で
は
七

〇

年

代

の
末

ま

で

は
、

コ

ン
ビ
ナ
ー

ト

は
他

の
個

々
の
人

民

所
有

企

業

(V
E
B
)
と
同

列

の
地

位

に
あ

り

、

そ

れ

ら

の
組

織

と
各

省

の
間

に

は
人

民
所

有

企

業

連

合

体

(V
V
B
)
と

い
う

別

の
組

織

が
存

在

し

て

い
た

(第

5
図

の
上
部
参
照
)。

V

V

B

は
各

省

に
直

属

し

て
企

業

や

コ
ン
ビ
ナ

ー

ト

を

監

督

す

る
機

関

で
、

経
済

計

画

の
作

成

に
も

大

き

な
役

割

を

果

た

し

、

同

時

に
企
業

の
収

益

を
集

約

し

て
国

庫

に
上
納

す

る
機

能

を

受
け

持

っ
て

い
た

。

ウ

ル
ブ

リ

ヒ
ト
時

代

の
六

七

年

の

政
令

で

は

V

V
B

が
最

も

重
要

な

組

織

と

み
な

さ
れ

た

が

(ウ

ル
ブ
リ
ヒ
ト
か
ら

「
社
会
主

義
的

コ
ン
ツ

ェ
ル
ン
」
と
呼

ば
れ
た
)
、

七

三

年

の
政

令

で
企
業

と

コ

ン
ビ
ナ

ー
ト

、

V

V

B

は
そ

れ

ぞ

れ

経

済

の
同
権

的

な

構
成

要

素

と

さ

れ

た
。

七
九

年

の
政

令

は

こ
の

V

V
B

を
廃

止

し

て
、

そ

れ
ま

で

の
三
段

の
工
業

生

産

シ

ス
テ

ム

の
流

れ

を

二
段

に
整

理

、
統

合

し

よ

う

と
す

る
も

の

で
あ

っ
て

(第

5
図

の
下
部
参
照
)
、

そ

の
結

果

、

コ
ン

ビ
ナ

ー

ト

の
数

は

七

八

年

の
五

四

か

ら

八

〇

年

に

は

一
三

〇

に
急

増

し

、

そ

の
後

若

干

整

理

さ

れ

て
八

九

年

の
段

階

で

は

そ

の
数

は

一
二

六

で
あ

っ
た
。

こ
れ

ら

の

コ
ン

ビ
ナ

ー

ト

は
通
常

一
五
-

三

〇

の
企

業

を
傘

下

に

収

め
、

従

業

貝

の
平

均

数

は

約

二

万

人

で
あ

っ
た

が
、

中

に

は

ロ
ボ
ト

ロ

ン
の
よ
う

に
七

万

規

模

の
従

業

貝

を

か
か

え

る

巨
大

コ
ン
ビ
ナ

ー

ト

も

存

在

し

て

い
た
。

ま

た

県
傘

下

の

コ
ン
ビ

ナ

ー
ト

は
九

五

あ

り

、

こ
ち

ら

の

平

均

従

業

貝

数

は

約

二

千

人

で
あ
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つψ新

し
く

建

設

さ

れ

た

コ

ン
ビ
ナ

ー

ト

は
従

来

の
企
業

を
様

々
な

形

で
統

合

し

た

が
、

そ

の
基

本

的

な

特

色

の
第

一
は
、

研
究

開

発

か
ら

生

産

、

そ
し

て
販

売

に
至

る
ま

で

の

一
貫

し

た
プ

ロ
セ

ス
を

も

っ
て

い
た

こ
と

で
あ

り
、

第

6

図

は

そ

の
簡

単

な

モ
デ

ル
で
あ

る
。

生
産

工

程

の
結

合

の
仕

方

に

は
幾

つ
か

の

パ
タ
ー

ン
が
あ

り

、

例

え

ば

ア

イ

ゼ

ン
ヒ

ュ
ッ
テ

ン
シ

ュ
タ

ッ
ト

の
鉄

鋼

コ

ン
ビ
ナ

ー

ト

の
よ

う

に

鉱

石

採
掘

か

ら
粗

鋼
-

鋼

鉄

生

産

、

圧

延

ま

で
生

産

の
全

工

程

を

統

括

し

た
も

の
や

、
多

く

の
化

学

コ

ン
ビ
ナ

ー

ト

の
よ

う

に
化

学

部

門

と
他

の
素

材
部

門

を

結

合

し

た
も

の
、

精

密

機

械

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

の
よ

う

に
類

似

の
生

産

技

術

を

も

つ
部

門
を

統

括

し

た
も

の
、

あ

る

い

は
鉄

道

業

と
建

設

部

門

の
よ
う

に
輸

送

サ

ー

ビ

ス
業

と

公
益

事

業

と
を

結

び
付

け

た
も

の
、

な

ど

が
存
在

し

た
。

新

コ

ン
ビ
ナ
ー

ト

の
第

二

の
特

色

と
し

て
、
傘

下

の
各

企
業

は

以
前

と

同

じ

く
法

的

、
財

政

的

に

は

独
立

の
主

体

だ

っ
た

が
、
実

際

に

は
全

コ

ン
ビ
ナ
ー

ト

を
統

括

す

る
支

配

人

が

か

つ
て

の

V
V

B

の
場
合

よ

り

も
ず

っ
と

強

い
権

限

を

も

っ
て

い
た

こ
と

が
挙

げ

ら

れ

よ
う

。

こ
の
地

位

は

コ

ン
ビ
ナ

ー
ト

内

の
最

も

重

要

な

基
幹

企

業

の
支

配

人

が
兼

任
す

る

の
が
通

常

で
あ

っ
た

が
、

彼

は

コ
ン
ビ
ナ

ー

ト

の
計

画

を

作

成

し

て
国

家

の
経

・
23

一

済
計

画

に

影
響

を

与

え
、
各

企

業

へ
の
資

源

の
配

分

や

設

備

の
更

新

、
配

置
変

え
を

決

定

し
、

コ

ン
ビ
ナ

ー

ト

の
フ

ァ

ン
ド

を
管

理
し

た
。

有

力

コ

ン
ビ
ナ

ー

ト

の
支

配

人

は

S

E

D
内

で
高

い
地

位

を

も

ち

、

例

え

ば

ロ
イ

ナ

の

ミ

ュ
ラ
ー

や

カ
ー

ル

.
ツ

ァ
イ

ス

の
ビ

ア

マ

ン
は

中

央

委

貝

会

の

メ

ン
バ
ー

で
あ

っ
た
。

彼

ら

は
、

所

轄

の

工
業

省

閣

僚

に
対

抗

し

て
そ

の
利

益

を

図

る

た

め

に
党

の

コ
ネ

ク

シ

ョ

ン
を

し

(
24

)

ば
し

ば

利

用

し

た

と

い
わ

れ

る
。

コ
ン
ビ
ナ

ー

ト

の
包

括

的

な
建

設

に
あ

た

っ
て
、

ホ
ー

ネ

ッ
カ
1

は

こ
れ

を

「
指

導

と
計

画

の
完

成

の
た

め

の
最

も
重

要

な

ス
テ

ッ
プ

」

と

し

な
縛

・

東

独
指

導

部

が
そ

の
建

設

に
よ

っ
て
期
待

し

た
経

済

上

の
利

点

は
次

の
よ

う

な

点

で

あ

っ
た
。

先

ず

、
省

と

コ

ン
ビ
ナ
ー

ト

を

直
結

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
指

導

機

関

と

生

産

現

場

の

フ
ィ

ー

ド

バ

ッ
ク
を

円

滑

に
す

る

こ
と
。

従

来

V
V

B

が
媒
介

す

る
指

令

、

情

報

の
三
段

の
流

れ

は

そ

の
非

能

率

性

が
指

摘

さ

れ

て

い
た

。

次

い
で
、
生

産

の
全

工

程
を

統

合

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
企

業

間

分
業

を
効

率

的
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四

に
し
、
生
産
速
度
を
増
進
さ

せ
る
と
と
も

に
資
材

の
調
達

と
輸
送
そ

の
他

の

コ
ス
ト

の
問
題
を
解
決
す

る

こ
と

が
目
指

さ
れ
た
。
第
三

に
、

以
前

は
外
部

に
あ

っ
た
研
究
開

発
部

門
を

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
内

に
包
摂

し
、

こ
の
分
野
を
組
織
化

し
た

こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
よ

っ
て
生

産

と
研
究
を
直
結

し
、
研
究

の
実
用
化

と
生
産

へ
の
そ

の
迅
速
な
適
用
を
図

っ
た

の
で
あ
る
。
最
後

に
、
販
売
部

門
を
集
中
化
し
市
場
調

査

の
機
能

を
高

め
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
国
内

と
特

に
国
外

へ
の
販
売

を
促
進
す

る

こ
と
が
目
指
さ
れ
た

の
で
あ

っ
た
。

以
上
、
東

独

の
経
済
制
度

の
ア
ゥ
ト

ラ
イ

ン
を
記
し

て
き

た
が
、
要
す

る
に

こ
の
ソ
連
型

の
計
画
経
済
は
、
中
央

の
指
令

に
よ

っ
て
生

産
目
標
を
設
定
し

て
そ
の
実
現

の
た
め

に
原
料
、
素
材
を
配
分

し
、
そ
し

て
生
産
者

と
消
費
者

の
需

要

に
よ

っ
て
で
は
な
く
計
画
に
基

づ

い
て
製
品

の
使

用
と
最
終
消
費

を
決
定
す

る
シ

ス
テ

ム
で
あ

っ
た
。

こ
の
体
制

に
含
ま
れ
る
問
題
点

を
、

こ
こ
で
は
、

e
計

画
制
度
自
体

に
内
在
す

る
欠

陥
と
、
◎
生
産
現
場

で

の
効
率
性

へ
の
動
機
付

け

の
欠
如
、

と

い
う

二

つ
の
視
点
か

ら
や
や
抽
象
的

で
あ

る
が
簡
単
に
ま

と
め

て
お

こ
う
。

O
計
画

の
作
成

と
目
標

の
到
達
度
確

認
と

い
う
計
画
経
済

の
前
提
を
な
す
作

業

の
段
階

で
は
、
次

の
よ
う
な
問
題
が
存
在

し
た
。
先
ず
、

そ
れ
ら

の
作
業

を
行
う

た
め

に
企
業

か
ら
提
出

さ
れ

る
自
己
申
告

は
不
正
確

で
あ

る
場
合

が
き

わ
め

て
多

か

っ
た
。
企
業
が
故
意

に
誤

っ

た
申
告

を
し
た

の
は
、
恒
常
的
な
物
不
足
状
態

の
中

で
上

か
ら
与
え
ら
れ
た
生
産

目
標

に
縛

ら
れ
て

い
た
か
ら

で
あ
り
、

ま
た
目
標
を

こ

え

た
場
合

は
企
業

は
次

の
計
画
期
間

に
よ
り
厳
し

い
ノ
ル

マ
を
課
さ
れ
て
過
重
な
負
担
を
負
う

こ
と
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ

る
。
情

報

の
歪

み
は
、
上

の

レ
ベ

ル
に
い
く
ほ
ど
大

き
く
な

り
、
生
産
現
場

の
状
況
を
充
全

に
把
握
し

え
な

い
中
央

の
計
画
当
局

は
、
下
部

に
対

し
不
適

切
な
指
令
を
出
す

可
能
性
を
常

に
も

っ
て

い
た
。
ま
た
年
度

や
五

ヶ
年

に
わ
た
る
計
画

で
は
期
間
中

の
外

部
か
ら

の
撹
乱
要
因

(国
際
市
場

で
の
価
格
変
動
や
天
候
そ
の
他
)
を
予
測
す

る
こ
と

は
で
き
ず

、
そ

の
場
合

に
は
次

に
述

べ
る
よ
う

に
そ

の
修

正
に
多

大

の
労

力
を
必
要
と

し

た
。

計
画

の
実
施

の
段
階

で
は
、
計
画
経
済

の
最
大

の
欠
陥

の

一
つ
と
し

て
、
計
画

の
ミ

ス
や
困
難

が
発
生
し
あ

る

い
は
予
期
し
な

い
状
況



80神奈川法学第27巻 第2・3号{442}

○

器

O
図

ロ

V
代
斗
1

=
耕
董

♪
S
州簿
…罰

H
鯨
甫

H

」

「

H
淋
鵡

口

」

1

H
淋
鵬

日

r

.

ノ

ノ

一

]
V
民斗ー7猷鋳鴇

〈
ノ、

些

〉
)

<
～.

更

oロ
)

<
<

些

G

<
<
舅
O
と

<
<
じu(

国)

～.

<
じ口(

コ

<
<
口u(

9

<
<

国
=)

]
〉
民斗r7蘇嚇誤

1四

一

」
■

昭
'

ー

I

i

L,',」

冨

`

.

r
l

l
I

ロ
.

■

I

l
I

'

'

'

'ーー-ーー1ーー

～

ー
ー

]＼い-

、、

罵

1!1

!

'

」
■
■

「一

ー

ー

1

ー

⊥

■一

1
・

、

一
一■

1

ー

ー

ー

撃
G。
N

一

　一

ー

l

I

』1、ー、、、ωの

1

一

F

一

Fー

刈11

r暫

ー

h
一
「

'

冒

置■夢「

田

自

1

蕪
魏
㊦

劃
き N

・ω・

ー

　

…一

幽

雪
一

駒一剛「一幽鞠

1駆N

＼
斗ナリ

寓顧δ
ノ

ー

、

巽
ω
oc、

眉

川

心

貫㎝ ム…

【一q

IQc'O

さ

　巳一

一
'1

.ゾ'
一

'

,

'

,

'ーーー'」1巳一ll、ー」

4

、
、

、

イ

、・'〆

、
、

、

y
へ"

ド

ー

ー
ノ

イ

ー

ー

ー

1

μ一1ーー711

　
[.U

1■■

一闘　　　一一一

■ 巳

署

hU

響一

■

'ーーり

u
h…ロー-田通一

い
い

＼

,

　
＼＼＼＼

ω
ω

「、、、、、
一一一　

㊦
1

,

'

,

'
」

レ

ー、"凸隔、)△、'

一

71「＼
一一一一

昌■

、

P
、

認

憩、、

竜
、

ω
㊤

軸一「噛「

らら

.
^

ー

ー

ゾ流

I

I

l

-

1
五 一一■冨一暫

1

、 .
.ー̂

=

、

、

置

8

」

11

,

1

ー

」1̀

醇

一H
耀
幽

一一
、

N

匙
、

.、一トq肉

W＼、＼

燃
、、＼＼＼、、＼

ω
㎝

お

「

.

Iー

ホ
ー

⑦

這

,

ノ凸
■7

1

t!!ノ!

ノ

　巳

■巳

ミ

「

"
、■、、＼、、＼

、、、、、＼、＼＼ 、・、、、、

＼＼

ノ

/
/<国じ口

/ー理回伴謙命s蘇弼

ー

冷

墨
叫

≧
軸
u
v

内
斗
ー

τ

s

箋

漂
白
渉
葎

謙
菰
㊦
温
索

・

嵩あ6
bo
O

u」

、

トこ
図器漣

、

謡

、寸、＼
隔

＼NcQ、bの⑫ωO

、
" 、

き、

＼、



(443)

(鵬

U
図

O
d
「嫌
)

後期 ホー ネ ッカー体制 の諸問題

図

}
国
門
α
ヨ

"
口
P

ζ

辱
竃

虹

N
①
「
Ψ
o
㍗

6
剛f

O

>

堕
P

ら

Q。
ρ

ω
●
¢
ω
QQ

81



諮

0
図

U
マ
氏
斗
ー

7
S
藷
雌

認

U

V

民
斗

ー

ア
鴎

溌

〉

三
]
・ワ
H
離

)

神奈 川法学 第27巻 第2・3号(444}

一 一 一 一 『 一 『 一 一 一 一 一 一 一 一 一}}『 一 「

誉 蹄 皐 f

ま 熟i董 1
避嶺

「 麟
i

i
TW44詫lr 1

卜
鶏 舗 浬 コ〉

I
i

7

斗

警

聾

雲

置遜
CTニド←
豊1.[、τ 罵 》
qき

i

c

睡一m

._m ヨ =蛋 蓋露 1
● f

…
『
劉

u到

劃

翻

]

…
i
馨

璽
臨

…

=

藝

」晶

暴

轟

轟

汁
トけ哩

一

一

爾

諜
週

一

一

一

「

I

I

I

ー

ー

1

-

l

l

I

-

l

l

」

「

ー

l

l

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1

-

1

-

1

-

l

l

」

 国
'
勢

i

舳

{

誉

ー

尋

『
黄

3

守

ト

泣

隊

』
・

お

。。
O
醤

.

ω
誤

測

。

嶺 ヰ 詠

31淋

茂 ・

難
粛
漣
蜘ゴ

更
汽
識
象

嚢

沖

曇
蚤
翼

沖

薄
聾
巽

坤

画
冴
÷
課

警
「』
コ
鼻



1445}後期 ホー ネッカー体制の諸問題83

が
生
ま
れ
た
と
き

に
、
計

画
当
局

や
企
業

は
そ
れ

に
対
し

て
機

動
的
な
対

応

が
で
き
ず

誤
り
を
堆
積

さ
せ
て
し
ま
う

と

い
う
問
題
点
が
あ

っ
た
。
価
格

メ
ヵ

ニ
ズ

ム
が
欠
如

し
て

い
た
の
で
資
材

や
労
働

力

の
配
分

の
修
正
は
上

か
ら

の
指
令

で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
複
雑

な

収
支
表

と
硬
直
し

た
官
僚
機
構

の
下

で
そ
れ
を
行

う

に
は
長

い
時
間

と
煩
潰

な
調
整

の
過
程
を
必
要
と
し
た

の
で
あ

る
,
第

二

に
、
企
業

が
生
産

に
投

入
す

る
資
材

の
調
達

は
、
供
給
す

る
側

の
出
荷

が
個

々
の
需
要

に
あ
わ

せ
た
も

の
で
な
か

っ
た
た
め
に
き
わ
め
て
不
安
定

で

あ
り

(目
標
期
間
内
に
出
荷
す
れ
ば
よ
か

っ
た
)
、
そ
し

て
、

こ
の
よ
う
な
不
安
定
性

は
計
画
に
偏
奇

が
生
じ

る
と
さ
ら

に
促
進

さ
れ
た
.

こ

の
事
態

に
備

え
て
企
業

は
資
材

の
在
庫
率
を
高
く
し

た
が
、
ま
た
既
述

の
よ
う

に

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

が

一
貫
し

た
生
産
体
制
を
も

っ
た
の
は

一
つ
に
は

こ
の
問
題

に
対
処
す

る

た
め

で
あ

っ
た
。
政
策
的

に
優
先
度

の
低

い
部
門

の
企
業

は
、
資

材
を
調
達
す

る
た
め
に
党
を
通
じ
た

コ
ネ
を
使
う

か
そ
う

で
な

け
れ
ば
長
期

の
待
機
期
問
を
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
の
で
あ

る
。

⇔
次

に
、
生
産
現
場

で
効
率
化
を
求

め
る
動
機
付
け

が
欠
如
し

て

い
た
、
と

い
う
問
題
に
進

ん

で
み
よ
う
。

そ

の
点

で
は
先
ず
、
大
規

模
企
業

に
よ
る
生
産

の
寡

占
化

状
況
と
そ
れ

に
伴
う
競
争

の
不
在

と

い
う
状
態

が
あ

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
状
態
は
国

家
と

い

う

喘
単

一
市
場
」
が
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て
永
続
化
し
、

七
〇
年
代
末

か
ら

の

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
建

設

の
推
進

に
よ

っ
て
さ

ら
に
押
し
進
め
ら

れ
た
。

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
傘

下

の
個
別

の
企
業

の
地
位

は
低

下
し
、
企
業
相
互

の
競
争

は
ほ
と

ん
ど
な
く
な

っ
た
か
ら
、
製
品

の
品
質

や
工

程

の
効
率
性
を

め
ぐ
る
比
較
評
価

は
従
来

に
も
増
し

て
困
難

に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た

コ
ン
ビ
ナ

ー
ト

の
支
配
人
は
、
「
省

の
委
託
者
」

で
あ
る

と
と
も

に

「
企
業

家
」

で
あ

る
と
さ
れ
た
が
、

一
部
を

除
く
と
前
者

の
顔

で
あ

る

こ
と

が
通
常

で
あ

っ
た
。
第

二
に
、
指
令
型

の

経
済

の
下

で
は
企
業

の
目
標

の
達
成
度

は
基
本
的

に
は
生
産

の
量

に
よ

っ
て
評
価
さ
れ

た
の
で
、
企
業

や
労
働
者

に
は
製
品

の
質

の
向
上

へ
の
関
心

が
薄

れ
、

こ
れ

は
生
産

が
高
度
化
、
緻
密
化
す

る
と
計
画

の
み
な
ら
ず
経
済

そ
れ
自
身

に
致
命
的
な
影
響
を
与
え
る
よ
う

に
な

っ
た
。
ま
た
、
企
業

は
目
標
を
量
的

に
達

成
す

る

た
め
に
製
品

の
質

に
配
慮
す

る
よ
り
も

「
重
厚
長
大
」
な
製
品
を
作

る
誘

引
に
か
ら
れ

や
す

く
、
そ

こ
か
ら
資
材

の
浪
費
や
製
品

の
過
剰
在
庫

が
も

た
ら
さ
れ

た
。
も
ち
ろ
ん
東

独
に
も
高

品
質
製
品

へ
の
強

い
関
心
は
存
在
し
、
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例

え
ば

コ
メ

コ
ン
内

分
業

と
関
連

し
た
先
端
技
術
産
業

の
育
成

が
行

わ
れ
、
ま

た
外

貨
獲
得

の
た
め

に
輸
出
用

や
国
内
山、同
級
店
向
け

の
製

品

の
生
産

が
行

わ
れ

た
が
、
し

か
し
そ
れ
ら
は
あ

く
ま

で
も
政
治
的

に
上

か
ら
決
定
さ

れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
第
三

の
問
題
と
し
て
は
企

業

の
革
新
行

動

の
問
題

が
あ

り
、
企
業
家

は
旧
来

の
技
術

の
改
善

や
既
存

の
生
産
要
素

の
配
置
変
え

に
は
関

心
を
示
し

た
が
、
リ

ス
ク
を

伴
う
創

造
的
な
革
新

に
は
概
し

て
手
を
出
そ
う

と
は
し
な

か

っ
た
、

こ
れ

は
革
新

の
過

程

で
誤

り
を

お
か
す

と
当
局
か
ら
制
裁
を
課

せ
ら

れ
・
ま
た
仮

り

に
革
新

が
成
功

し
て
生
産
性
を
上
げ

る
と
前

に
述

べ
た
よ
う

に
翌
年

の
ノ

ル

マ
が
山口同
く
な
る

こ
と
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
、

四
番
目

の
問
題

は
従
業
員

の
労
働
意
欲

の
問
題

で
、
表
面
上
達
成

さ
れ

た
完

全
雇

用

の
下

で
収

入
格
差

が
少
な

い
と

い
う
状
況

の
中

で
は
、

労
働
者

や
職
員

は
職
務
上

の
個

人
的
な
イ

ニ
シ
ア
テ

ィ
ヴ
を
発
揮
す

る
意

欲
に
乏
し

か

っ
た
。
ダ
ラ
ダ
ラ
勤
務

や
勤
務
中

の

蒔

退
奏

商

店

で
の
行
列
に
並

、串
た
め
な
ど
)、
不
必
要

な
休

暇

の
取
得

な
γ
あ

箋

上

の
サ

ボ
タ
エ

ン
ユ
行
動

は
日
喋

整

の
こ
レ
、
φ
、あ

っ
た
.
履

に
・

東

ド

イ

ツ

で
行

わ

れ

て

い
た
勤

務

中

の

い
わ

ゆ

る

「
社

会
的

活

動

」

と

い
う

問

題

を

挙

げ

て

お

こ
う
。

こ
れ

は
勤

務

時

間

の
中

で
石

わ

れ

た
政

治

的

、

社

会

的

な

活

動

の

こ
と

で
、

企
業

家

は
政

治

集

会

や

ス
ク
ー

リ

ン
グ

に
参

加

し

た

り
招
待

し

た
幹
部

を

企

業

内

で
案

内

し

た

り
す

る
義

務

を

も

ち

、
従

業

員
も

青

年

組

織

や

そ

の
他

の
大

衆

団

体

の
活
動

を
最

低

一
つ
は
抱

え

て
勤

務

中

に

こ
れ

を

行

っ
て

い
た

、

そ

れ

ら

が

合

理
性

を

欠

い
た

「
労

働

規

律

」

で
あ

り

、

職
務

の
効

率

を
妨

げ

た

こ
と

は

明
ら

か

で
あ

っ
た
。

総

じ

て
上

に
挙
げ

た
要

因

は
計

画

経

済

体

制

を

腐

食

さ

せ

て

い

っ
た
諸

問

題

で
、

あ

る
論

者

に
よ

れ

ば

、
東

独

の
包

括

的

な
計

画

シ

ス

テ

ム
は
「
お

そ

く

も
八

。
年

代

の
初

頭

に
は

制

御

し

え

な

く

な

っ
て

い
凸μ

.

た

だ
し
、

以
上

に
述

べ
た
計

画

経
済

体

制

の
欠

陥

は

、

あ

-

ま

で
も

効

率

的

な
市

場

経

済

体

制

と

の
比
較

か

ら

指
摘

し
う

る
事

柄

で
あ

っ
て
、
東

独

経

済

が
他

の
社

会

主

義
国

と
比

べ

る

と
相

対

的

に

よ

く
機

能

す

る

シ

ス
テ

ム
で
あ

っ
た

こ
と

は
事

実

で
あ

っ
た
。

こ

こ
で

は
そ

の
要

因

と
し

て
、

戦

前

か
ら

の
湘目同
い
工
業

水

準

の
遺

産

、

コ

メ

コ

ン
内

分

業

で
も

た

ら

さ

れ

た
先

進

工

業

部

門

へ
の
特

化

、
比

較

的

高
水

準

で
あ

っ
た
福

祉

政

策

と
整

備

さ

れ

た
職

業

訓
練

か

ら
生

ま

れ

た
労

働

力

の
質

の
高

さ

、

そ

し

て
西
ド

イ

ツ
と

の
特

殊

な

経
済

上

の
結

び
付

き
、

を

挙

げ

て

お
く

こ
と

に
し

よ
う

(そ
れ
ら
は
再

び

い
ろ
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い
う
な
問
題
を
生

み
出
し
た
。
第
四
章
参
照
)。

第

二
章
第

二
節

註

(
-
)

充

八
七
年

二
月

に
開

か
れ

た
S
E
D

の
中

央
委

と
省
内
党
組
織
第

書
記

の
会
議

で
の
↑

ネ

ッ
カ

ー

の
　
彙

.
2
霧

ω

U
Φ
羨

ぎ

&

・

ご
＼。・
申

物
Φ
σ
凄
碧

一
㊤
。。
N

こ
の
会
議

は
実
質
的

に
ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
路
線
と

の
訣
別

を
表

明
し

た
重
要
な
会
議

で
あ

っ
た
・

(2
)

≦

竃
Φ
憎
犀
Φ
5

壽

算

.、。
器

ゆ費
。
書

註

Φ
箒

∪
象

・・〔
7
一竃

』

冨

尋

葺

m
琴

げ
Φ
望

壽

ぎ

曼

§

ω
寿

プ
Φ
コ
↓
①
圃;

舞

ω量

罠

ω
<
。
コ

謹

り
玄
・噂
壽

ゆ
..」
嵩
・・
併ぎ

曇

「
ヨ

「
博・・。
薮

ヨ

嵩
ま

塁

野

藝

醗
』

8

島

餌
き

。
段

σ
器

葛

貫

。。
。。
』

。・
お

(
3
)

。
Φ
口
葺

Φ
ω
H詳
ω
什ぎ

酔
律

ヨ

祷

薮

錺
h。
磐

暮

轟

(以
下
、
u
遷

と
す
る
)
、
6

∪
甲

ヨ

量

薮

ニ
ヨ

¢
ヨ
σ
霧

葛

§

&

馨

露

ぎ

Φ
琶

菊
Φ
h
。
聾

き

ω
璋

N
①
.."

じ口
①
叫
ぎ

」

8

ρ

Q。
ω
φ

N

(
4

)

≦

藩

蒔

9

。,
唱
芝

鋤
算

。
℃
'
。
貫

ω
.
謬

'

(
5

)

躍

≦

β

。
旦

ω
曾
。。
・

(
6
)

圓ぼ
身

ψ

N

(ヱ

ω
ζ
しq

O
u
拶

お
。。
P

ω
●
N

(
8
)

以
下

の
記

述
は
、
特

に
註
を
付

さ
な

い
限

り
は
次

の
文
献

に
よ

っ
て

い
る
.
鍾

舞

穿

竃

①
蓄

轟

①

ヨ

量

薮

碁

曇

藷

(寓
語

し
'

、、≦

鐸

切。
ゴ
固
津
ω『
Φ
。
。
『
挫
』

・。
蝕①
コ
鐸
鵠
窺

畏

Φ
コ
罎

§

・・
6
琶

梓一箒

コ
庭

Φ
。
・・§

舞

三
鋤
§

.、
(以
下
、
ヨ

曇

藝

ω
居

9

と
す
る
)

・
<
Φ
毒

∪
一Φ
芝

同【
一零
7
山
鈍

oσ
①
「
=
コ
藁

Φ
㊤
ρ

訳
働
P

♪

曾

9

芝

"
8

・
鉱
叶
こ
oり
ψ

ω
㎝
ム
①
"
ζ

。
U
o
部
コ
一。。
鳩
o
O
.
6
搾
も

P

一
ω
①
山

ま

一
在

日
ド

イ

ツ
商

工
会

議

所

、

「
東

部

ド

イ

ツ
新

五
州

の
経

済

デ

ー

タ
」
、

東

京

、

一
九

九

一
年
、

二

六
ー

五

二

頁
、

す

)

..≦

塁

。
蕃

暁
韓

8

。
「
鴨
.Ψ

。。
鳥

①

(
こ

げ
・
祭

ω
)
伽

(
m
)

註

(
8
)

の
文

献

の
他

に
、
∩

ω
。
ぎ

量

肩

g

9

聲

圃。
鋤
=

§

弩

、
旦

日

ヨ

①
α
し

Ψ
、、8

寄

。
畠

。・
.・
雪

穿

§

-
〉

・
m
&

g

。
『

(以

下

、

.、O
昆

出

ロ
嵩
&

。
。
犀
、.
》
テ

る
〉
岱

<
§

ヨ

b。
§

察

①
算

ぎ

轟

閑
。
轟

。。
話

§

「①
袋

喜

①
《
』

。・
P

薯

自

尚
ゆ
.

(
u

)

註

へ8

)

の
文
献

の
他

に
、
○

。,
∩
冨

畏

鐸

.冨

Φ
穿

含

琶

守

,q
Φ
コ
8

「
話

ぎ

¢
ωξ

ゴ

"
蔑

噂資
ω
ω
.
弔

。・
。・
'

(
12

)

註

(
8

)

の

文

献

の

他

に

、

ζ

・
国

鋤
Φ
コ
紆

評
Φ
-
=

o
署

①
㌦

∪

鋤
。・

嘗

貯

讐

①

鵠

餌
&

芝

Φ
昂

ぎ

鳥
Φ
憎

U
O
零

一『

O

♪

。。
』

㊤
。。
N

(
13

)

註

(
8

)

の

文

献

の

他

に

、

=

・
[
"
ヨ

げ
器

3

戸

.〉
ゆq
ユ
o
巳

ε

巴

℃
&

2

、
圃『

..O
O

幻
-
頴

印
民

び
o
o
評
・

℃
O
」

O
一
-
一
一
一
.
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逼

そ

の
ポ

フド

は
・

国

家

契

約

想

N

D

P

D

)
、

郵

政

相

(C

D
U

)
、

司
法

相

(
L

D

P

D
)
、

環

境

.
水

利

経

済
想

D

B

D
)

で
あ

っ
た
.

ま

た
彼

ら

は

第

二

副

首

相

を

兼

ね

て

い

た

(
15

)

O

.÷

O

」
p。
&

コ
Φ
5

0
℃
.
α

叶
'噛
Q∩
Q。
.
謡

守

ま

O
隔

{
・
刃
磐

。・
0
7
'
↓

・
ω
β

ヨ

ヨ

窪

自

「
ω
㈹
し
・
。
℃
・
6
凶f

ω
Q。
」

ミ

山

㎝
P

(
16

)

O

.1
旨

○

冨

Φ
も

コ
①
戸

O
℃
・
O
障

;

o∩
.
トの
⑤
卜」
.

(
π

)

H
げ
帥9

曽
Q∩
QD
.
鱒
O
鼻
ー
トQ
⑦
N

(
18

)

囲≦

●
∪

Φ
コ
三

ρ

O
℃
.
6
凶r

P

一
ω
ω
・

(
19

)

.≦

、・
竃

Φ
「
貯
色

噌
ω
.
ぐ
く
鋤
び
}
"
O
℃
「
α

滑
」

Qつ
置
oQ
トの
一
P

㊤
ω
・

β
20

)

}

ω
9

角

N
言

馴q
Φ
「
・
.↓

滞

℃
冨

=
三

p
鋤q

。。
拐

冠

ヨ

、
ヨ

u
..O

O

菊

-
=

き

良
σ
o
o
吋
、、・
℃
・
ω
9

(
21

"

O

.
O

。
≡

霧

①
P

d

δ

～
<

凶『
冤

冨

{
巳

q

O

O

刃

冒

血
Φ
「

=

。
尾

。
恩

「
-
諺

益

、」

コ

"
O

㍉

旨

○

冨

①
ω
。・
莞

「

鼠

噌
ω
ゆq
し

・
.、U

O

図

=

。
コ
①
。
穽
Φ
『
.、・

G。
・
ω
琴

(
瑠

以

下

は
、
閑
.
窪

舞

毒

』

ゆ
匿

N
Φ
「
'
.薯

曇

象

§

げ
量

・・
。
喜

轟

凶邑

。
ら

。
零

』

〉
・
P

薯

蔵

≦

。
℃
・
∩
貫

。,
。,
・
。
鳶

P

。
。
「コ
Φ
一ω
Φ
同一.

O
℃
.
ユ

什
二

ω
Qり
.
ω
①
∵

ω
①
P

(
23

)

〉

"
Qo
6
ゴ
①
「
N
ぎ

帥q
Φ
「
"
o
℃
唱
O
搾

・
Q∩
.
ω
剴

(
24

)

H≦

・
O

Φ
コ
三

〇〇
'
o
P

α

{
:

P

轟

P

(
25

)

閑

.
国
益

ヨ

餌
ロ
P

】≦

」

≦

ユ

N
㊦
「
'
o
P

6
剛什
」

Q∩
ω
・
8

甲

⑩
ω
O
・

(
26

)

乏

・
冨

①
「
オ
Φ
ピ

ω
.
ぐ
刈
帥
三

`
o
煽
・
o
凶
r

匂∩
.
o。
O

フ
.ぴq
野

コ
・
Q。
⑩
)
・

(
四

}

一
σ
己

こ

Q∩
.
㏄
ド

第
三
章

政

治

文

化

あ
る
国

の
政
治
文
化

と
は
、
そ

の
国

の
市

民

の
集
合
的
な
政
治
意

識
や
価
値
観

と
そ
れ
に
基

づ
く
政
治
的
な
行
動
様
式

の
類
型
を
指
し

⑱

て

い
る
.

こ
の
分
野

の
第

天

葦

あ

る
了

モ

ン
ド

に
よ
れ
ば
政
治
文
化

に
は
一ら

の
レ
ベ
ル
が
あ
り
、

璽

つ
は
市
民

が
政
治
制
度

ω

に
対
し

て
も

つ
信
頼
感

で
表
さ
れ
る

「
政
治
的
雰
囲
気
」

で
、

こ
れ
は
そ

の
政
治
制
度

が
も

た
ら
す
時

々
の
業
績

で
変
化
す

る
。
㈲
二

つ
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目

は
、
政
治
制
度

の
根
幹

に
あ

る
正
統
性

へ
の
信
念
を
指
す

「
基
本

的
な
政
治
信
念
」

で
、
体
制

が
危
機
的

な
状
況
を
迎
え
る
と

こ
れ
は

動
揺
し
場
合

に
よ

っ
て
は
解
体
す

る
可
能
性
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。

㈲
三

つ
目
は
、
民
族

や
宗
教
、
国

民
性
な
ど

に
由
来
し
市

民
が
そ
れ

ハ
　

　

一
体

性

を
感

じ

る

「
第

一
次

紐

帯

」

で
あ

る
。

本

節

で

は
益

と

し

て
第

一
と
第

二

の
問

題

を

扱

う

が
、
上

の
三

つ

の

レ
ベ

ル

の
問

題
を

や

や

図
式

的

に
東

ド

イ

ツ
の
政

治

文

化

に
適

用
す

る

と

、

㈲

の

「
政

治

的

雰

囲

気

」

と

い
う

点

で
は
、

多

く

の
東

独

市

民

の
間

に

政
治

的

に

受

動

的

な

気

分

が
支

配

的

で
あ

っ
て
、

彼

ら

は

「
公

的

」

な
信

条

と

¶
私

的

」

な

日
常

の
意

識

と
を

使

い
分

け

て

い
た
。

こ
れ

に
対

し

S

E
D

の
中

核

的

な

部

分

は

公

式

の

「
基

本

的

な

政
治

的

信

念

」

を

堅
持

し

て
体

制

を

支

え
、

そ

れ

が

正
統

な

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

と

な

っ
て
国

の
隅

々
ま

で
を

掩

っ
て

い
た

(㈲

の
問
題
)。

そ

し

て
、

社
会

主
義

的

信

条

体

系

で
は

カ

バ
ー

で
き

な

い
国

民

的

ア

イ

デ

ン
テ

ィ

テ

ィ
ー

を

、

東

独
指

導
部

は

八

〇
年

代

に

な

る

と
歴

史

や

長
鯵

悟

グ
見
直

し

を
通

じ

て
補

強

し

よ

う

と
努

め
た

が

(㈲

の
問
題
)
、
結

局

彼

ら

は

こ

の
信

条

体

系

の
強

化

を

も

た
ら

す

こ

と

に

は
失

敗

し

た

、

と

み
る

こ
と

が

で
き

よ
う

。

た

だ

し
東

ド

イ

ツ
を

そ

の
政

治

文

化

の
面

か
ら

捉

え

よ

う

と

す

る

と
、
幾

つ
か

の
面

で
難

し

い
問

題

が
あ

る
。

一
つ
は
、

こ

の
国

が
若

く

て
し

か

も
多

分

に
人

工
的

な

国

家

で
あ

っ
た

こ
と

か

ら
、

習

慣

や

伝

統

に
基

づ

く
集

合
的

な
価

値

観

や

行

動

様

式

は
育

っ
て

い
な

か

っ
た

と

い
う

こ
と

が
あ

り

、

二

つ
目

の
問

題

点

と
し

て
は
、

社

会

主

義

諸

国

の
通
弊

だ

が
社

会

的

な

意

識

調

査

が
不

充

分

に
し

か

行

わ

れ
ず

、

そ

れ

が
な

さ

れ

た
場

合

で
も
多

く

の
デ

ー

タ

は
秘

匿

さ

れ

て
き

た

と

い
う

事

情

が
あ

っ
た
。
そ

こ

で
以

下

で
は
、
体

験

や

観

察

あ

る

い
は

文
学

や

エ

ッ
セ
イ

な

ど

に
基

づ

く

西

独

の
研
究

と

、
「
革

命

」

後

に
発

表

さ

れ

た
東

独
側

の
幾

つ
か

の
デ

ー

タ

に
依

拠

し
な

が

ら
、

東

独

市

民

の
価

値

観

と
態

度

に

つ
い
て
、
調

査

結

果

が
比

較

的
揃

っ

て

い
る
青

年

の

「
杜
会

化

」

の
問

題
を

中

心

に
考

察

を

行
う

こ
と

に

し

よ

う

。

「
社
会

化

」
と

は
、

人

々
が
成

長
す

る

過

程

で
家

庭

や

学

校

そ

の
他

の
集

団

で
社

会

的

な

規

範

と

そ
れ

に
も

と

つ

く
行

動
様

式

を

修

得

し

て

い
く

プ

ロ
セ

ス
を

指

し

、

特

に
そ

れ

が
政

治

的

な

面

に
関

わ

る
時

は

「
政
治

的

杜

会

化

」

と
称

す

る

が
、

こ

こ
で

は
そ

の
両
者

を

含

め

た
青

年

の
価

値

観

と
行

動
様

式

を

扱

う

こ
と

に
す

る
。

と

い

う

の
は
、

東

ド

イ

ツ

の
よ
う

に
あ

ら

ゆ

る
も

の
が

(少
な
く
と
も
公
式
的

に
は
)
政

治

的

な
価

値

観

に
収

敏

し

て

い
く
杜

会

で

は
、

非

政

治
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的

な
意

識

や

行

動

も
、

体
制

に

「
逆

機

能

的
」

な

意

味

で
政

治

的

な

性

格

を
も

つ
よ

う

に
な

ら

ざ

る
を

え

な

い
か

ら

で
あ

る
。

そ

の
内

容

は

・

お
そ

ら

く

他

の
東

欧

の
社

会
主

義

国

(特

に
チ

ェ
コ
ス

ロ
バ
キ
ア
)
と
多

か
れ

少

な

か
れ

共
通

す

る
面

を

も

つ
も

の
と
思

わ

れ

る

が
、

ハ
　

ぜ　

以
下

の
叙
述

の
対
象

は
、
東
独

の

「
社
会
主
義
的

パ
タ
ー
ナ

リ
ズ

ム
」

と
も

い
わ
れ
る
統
治

の
保
守
的
な

パ
タ
ー

ン
に
見
A
口
う
東
独

の
市

民

の
政
治
的
、
非
政
治
的
な
価
値
観

と
態
度

の
問
題

で
あ
る
。

最
初

に
、
東

独
市

民

の
公
的

な
信
条
体
系

の
形
成
を
、
学
校

教
育

で
の
政
治

・
イ

デ
オ

ロ
ギ
ー
教
育

の
問
題
を
通
し

て
簡
単

に
説

明
し

て
お
き

た

い
・
教
育

過
程

の
全
般

に
わ
た

っ
て
実
施
さ
れ
る

こ
の
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
教
育

の
公
式

の
目
的
は
、

一
言

で

い
え
ば

「
社
会
主
義

的

人
格
」
を
形
成
す

る

こ
と
で
あ

っ
て
、

こ
の

「
社
会
主
義

的
人
格
」
と
は
、

一
九

七
四
年

に
改
訂
さ
れ

た
青
年
法

に
よ
れ
ば

「社
会
主

義
的
労
働
態
度

と
堅
固
な
知
識
と
能

力

で
際

立
ち
、
高

い
道
徳
的
、
文
化
的
価
値

観
を
身

に

つ
け
、
政
治
的
、
社
会
的
活
動

と
国
家

及
び

社
会

の
指
導

に
積
極
的

に
参
加
す
る
」

(第

一
条
二
項
)
人
格
を
指
し

て

い
た
。

東

ド
イ

ツ
の
教
育

シ

ス
テ

ム
は
、
戦
争

直
後

の
学
制
改
革

と
そ

の
後

の
義

務
教
育

を
中
心
と
す

る
何
回

か
の
改
訂
を
経

て
、
六
五
年

に

採
択
さ
れ
た
第

三
次

の
教
育
法

(「統

一
的
社
会
主
義
教
育
制
度
法
」
)
で
基
本
的
な
制
度
上

の
枠
組

み
が
確
定
さ
れ
た

(山口同
等
教
育
に
つ
い
て

は
六
七
年
)。
そ

の
制
度
を
図
示
す

る
と
第

-
図

の
通

り
で
あ

る
が
、
基
本
的

に
ソ
連

の
制
度

を

モ
デ

ル
に
し

て
お
り
、
義

務
教
育

に

つ
い

て

い
う

と
五
八
年

に
ソ
連
型

の
技
術
学
校
制
度

が
導
入
さ
れ
、

翌
年

に
は
ま

だ
残

っ
て

い
た
私
立
学
校

が
廃
止

さ
れ

て

一
〇
年
制

の
統

一

学
校

シ

ス
テ

ム
に
統
合
さ
れ

た
。

そ

の
教
育
内
容

の
特
色
は
、
当
初

か
ら
科
学
技

術
教
育

と
政
治

.
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
教
育
を
重
視
し
た

こ

と

で
あ

っ
て
、
そ

の
点

は
東
欧
社
会
主
義

圏

の
中

で
も
際
立

っ
た

一
貫
性
を
も

っ
て

い
た
。
義
務
教
育

の
分
野
で

の

一
〇
学

年
を
通
じ
た

授
業
内
容

の
時
間
配
分
上

の
製

・
は
、
七
九
年

の
段
階

で
、
整

.
自
然
科
学

二
九

.
八
%
、
社
会
嚢

生
産

.
生
産
労
働

δ

.
魂

、

社

会

科
学

・
国
語

・
文

学

芸

術

四

一
・
一
%

、

外

国

語

一
〇

・
六

%

、

ス
ポ

ー

ツ
七

・
九

%

で
、
特

に
数

学

教

育

に
重

点

が
お

か

れ

て

い
た
。

政

治

.
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー
教

育

を

担

っ
た

の
は
三
学

年

か

ら

の
郷

土
科

、

五

学

年

か
ら

の
歴

史
、

七
学

年

か
ら

の
公

民
科

、

そ

し

て
九

学
年
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か

ら

の
軍

事

科

(七
八
年
か
ら
)

で
、
特

に
公
民

科

で

マ
ル
ク

ス
・
レ
ー

ニ
ン
主

義

の
体

系

が
教

示

さ

れ

る

と

と
も

に
、

こ
れ

を
国

語

や
社

会

主
義

労
働

な

ど

の
科

目

が
補

充

す

る
仕

組

み

に
な

っ
て

い
た
。

い
ま

公
民

科

に

お
け

る

カ
リ

キ

ュ
ラ

ム

の
実

施

目

的

の
大

ま

か

な
内

容

(
4

)

を
紹
介
す

る
と
、
次

の
通

り
で
あ

る
。

七
学
年

n
D
D
R

で
は
国

家

の
す

べ
て
の
施
策

は
、
全
人
民

の
幸

福
と
よ
り
良

い
生
活

に
奉
仕
し

て

い
る
。

B
R
D
で
は
人
民
は
洗

練
さ
れ

た
、
あ
る

い
は
野
蛮

な
支
配
方
法

に
よ

っ
て
抑
圧
さ
れ

て

い
る
。

八
学
年

　
工
業

と
農
業

で
の
全
面
的

で
安
定
し
た
発
展

は
、
資
本
主
義

に
対
す

る
社
会
主
義

の
第

一
の
基
本
的
な
長
所

で
あ
る
。

九
学
年

口
資
本
主
義

の
国
家
機

構
は
、
勤
労
者
を
抑
圧

し
自
国
民

と
他
国

民

の
経
済
的
略
奪
を
行
う

た
め
の
道

具

で
あ
る
。

}
○
学
年

口
資
本

主
義

に
対
す

る
社

会
秩
序

と
し

て
の
社
会
主
義

の
優
位

は
さ
ら

に
発
展
す

る
。

さ

て
、
東

ド
イ

ツ
の
教
育

界
が
八
〇
年
代

に
目
指

し
た

の
は
、
教
育

の

「
現
代
化
」
と

「
再
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
化
」
と

い
う
言
葉

で
象
徴

さ
れ
る
よ
う

に
、
伝
統
的

に
重
視
さ
れ

て
き
た
科
学
技
術

と
政
治

・
イ

デ
オ

ロ
ギ
1

の
二

つ
の
分
野

の
教
育
を
改

め
て
強
化
、
充
実

さ
せ

る

こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら

の
点

に
、
七
〇
年
代

の
末

か
ら
実
施

さ
れ
た
予
備
軍
事
教
育

の
問
題
を
加

え
る
と
、
東

独
指

導
部

が
目
指
し

て

い
た
教
育
改
革

の
方
向
は
明
ら
か

で
あ

る
。

こ
れ
は
、

一
方

で
は
東
独

が
工
業
分
野

の

ハ
イ

テ
ク
化

へ
の
対
応
と
西
側
市
場

で
の
競
争

力

の
増

進
を
目
指

し
て
七

〇
年
代

の
後
半

か
ら
改

め
て
進
め

て
き
た
科
学
技
術

政
策

の
当
然

の
帰
結

で
あ
る
と
と
も

に
、
他
方

で
は
対
西

側

(と
り
わ
け
西
ド
イ
ツ
)
接
近
策

に
伴

っ
て
憂
慮

さ
れ
た
体
制

イ
デ
オ

ロ
ギ
ー

の
緩

み
に
対
抗
す

る
国
内

の
引
締
め
政
策

の

一
環
で
あ

っ

た
。
従

っ
て

こ
の
二

つ
の
政
策
は
表
裏

一
体

の
も

の
で
あ

っ
て
、
そ

こ
に
は
、
国
外

へ
の

「
開
放
」
を
推
進
す

る
と
国
内

で
の

「
自
閉
」

状
態

(「遮
断
化
」
の
政
策
)
を
進

め
ざ
る
を
え
な

い
、
と

い
う
東

独

の
宿
命
的

な
矛
盾

が
教
育

の
場

で
表

わ
れ

て

い
る
わ
け

で
あ

る
。

八
〇
年
代

の
イ

デ
オ

ロ
ギ
i
教
育

の
改
編
は
、
義

務
教
育

か
ら
大
学

に

い
た
る
ま

で
包
括
的

に
行
わ
れ

た
が
、
先
鞭
を

つ
け

た
の
は
高

等
教
育

の
部
門

で
、
八
〇
年
三
月

の
政
治
局
決
定

で
は

「
専
門
教
育
を
労
働
者

階
級

の
科
学
的
世

界
観

の
習
得

と
結

び

つ
け
る
」

こ
と
が



(452) 神奈川法学第27巻 第2・3号

第1図 東 ドイ ツ の 学校 制 度

農村教育施設
■7

」L

魯
∠L

i
一 一 ■隔■■

3年 制

職業学校2年 制職業学校 高等学校

一般総合教育技術学校

幼 稚 園

託 児 所

二

幽

、

3

向
際

琉r
r

亀

ノ

rー

90

1:i 19

]? 18

11 17

lfl 16

9 15

8 14

7 13

6 12

5 ll

4 1()

3 9

2 8

1
一

7

E7

5

4

3

2

1



(453}後期ホー ネッカー体制 の諸問題yl

改

め

て
強
調

さ

れ

た
。

と

り

わ
け

重

点

が

お
か

れ

た

の
は

マ
ル
ク

ス

・
レ
ー

ニ
ン
主
義

の
基
礎

研
究

で
あ

っ
て
、

例

え

ば

八

三
-

八

四
年

に
は
従

来

の

「
科

学

的

共

産
主

義

と

労
働

運

動

の
歴

史

」

と

い
う

科

目

が

「
S

E

D

史

」

(六
〇
時
間
)
と

「
科
学

的

共

産
主

義

」

(九
〇
時

問
)
に
分

割

さ

れ

て
九

つ
の
大
学

で
実

施

さ

れ
始

め

た

。
東

ド

イ

ツ
で
は
、

学

生

は

入
学

時

の
思

想

上

の
選

抜
基

準

を

く

ぐ

り

ぬ
け

た

門
志

操

堅

固

な

」

エ
リ

!

ト
層

で
あ

っ
た

は
ず

だ

が
、

こ

の
層

に
対

し

て
も

イ

デ

オ

ロ
ギ

i
教

育

の
再

編

を

行

わ
な

け

れ

ば
な

ら
な

か

っ
た

と

こ
ろ

に
東

独
指

導

部

の
危

機

感

が
示

さ
れ

て

い
る
、

と

い
え

よ

う

.
義

務

教

育

の

レ

ベ

ル
で

は
、

教

育

ア

カ
デ

ミ
ー

総

裁

の
ノ
イ

ナ

ー

の

下

で
体

系

的

で
段

階
を

お

っ
た

政

治
教

育

の
必
要

性

が
叫

ば

れ
、

八

三
ー

八

四

年

に

か
け

て
七
-

一
〇
学

年

の
公

民

科
教

育

が

拡
充

さ

れ

た
。

ま

た
八

八

年

に

は

か
な

り
体

系

的

な

カ

リ

キ

ュ
ラ

ム
改

正

が
実
施

さ

れ
、

杜

会

科
学

授

業

は
全

体

の

一
〇

・
九
%

を

占

め

る

に
至

っ

て

い
る
。

こ

の
よ
う

な
教

育

課

程

の
再

編

は
、

職

業

学

校

で
も

ほ

ぼ
平

行

し

て
推

進

さ

れ

た
。

こ
れ

ら

の
教

育

改

革

の
中

で
も

っ
と
も

論
議

を

よ

ん

だ

の

は
、

七

八

年

に
義

務

教

育

の
中

に
導

入

さ

れ

た
予

備

軍

事

科

目

の
問

題

で

へ
　

　

あ

る
。
東

独
に
は
以
前

か
ら
義

務
兵
役

に
備

え

て
入
隊
前
訓
練

の
制
度

が
あ
り
、
学
校

で
も
国
防
教
育

は
重
視

さ
れ
て

い
た
が
、
七
八
年

の
制
度

は
義

務
教
育

の
九
、

一
〇
学
年

に

「
社
会
主
義
的
国
土
防
衛
」

の
授
業

を
受
け
る

こ
と
を
義
務
付
け
、
ま
た
九
学
年

の
終
わ
り

に

兵
営

で
の
二
週
間

の
軍
事
訓
練
を
受
け

さ
せ
る

こ
と
を
月
的

と
し

て
お
り
、
そ
し
て

こ
の
軍
事
訓
練

は
当
初

は
志
願
制

で
あ

っ
た
か
後

に

は
実
質
的

に
義

務
化

さ
れ
た
。
国
境
地
帯

の
L
級
技
術
学
校

の
中

に
は
射
撃
訓
練

が
重
要
な
教
科
と
し

て
優
先
さ
れ
、
学
校

の
中

に
準
軍

　
　

へ

事

的

な
組

織

単

位

が
作

ら

れ

た
と

い
う

事

例

も

あ

っ
た

と

い
わ

れ

る
。

こ

の
軍

事

教

育

の
義

務

化

は
継

続

L

級
学

校

、

訓

練

学

校

に
も
拡

大

さ

れ
、

八

二
年

の
新

軍

役

法

で
集

大

成

化

さ

れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

こ
れ

ら

は

、

教

科

と

訓
練

を

通

じ

て
同
時

に
国

家

的

ア
で

デ

ン
テ

ィ

テ

ィ

の
強

化

を

目

指

し

た
も

の
で
あ

っ
た

が
、

そ

の
よ

う

な

軍

事

教
育

の
義

務

化

に
対

し

て

は
、

一
部

の
父
母

や
教

会

か

ら
当

時

の
ホ

ー

ネ

ッ
カ

ー

の

「
平

和

」

外

交

に
も

反

す

る
も

の
と

し

て
反

対

の
声

が
上

が

り
、

後

に

み

る
市

民

的

反

対

派

運
動

の
拾

頭

の
重

要

な

き

っ

か

け

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。
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以
上

の
よ
う

な

公

的

な

学

校

教

育

を

通

じ

た

政
治

・
イ

デ

オ

ロ
ギ
ー

教

育

の
他

に
、

東

独

で
は

他

の
社

会

主
義

国

と
同
様

に
青

少
年

組

織

が

発
達

し

て
お

り
、

こ
れ

が
様

々
な

集

団

活

動

を

運

営

し

て
学

校

教

育

の
重

要

な

補

助

的

役

割

を

果

た

し

て

い
た
。

こ

の
青

少

年
組

織

に
は

既

述

の
F

D
J

の
他

に
年

少

者

組

織

と

し

て

の

ピ

オ

ニ
ー

ル
組

織

「
エ
ル

ン

ス
ト

・
テ
ー

ル

マ
ン
」

二

三
学
年

の

「
若

い
ピ
オ

ニ
ー

ル
」
と
四
-

七
学
年

の

「
テ
ー

ル

マ
ン
・
ピ
オ

ニ
ー

ル
」
に
分

か
れ
る
)
が
あ

り
、

児
童

は

ほ

と

ん

ど

が

こ

の
組

織

に
所

属

し

て

い
た
。

東

独

の

青

年

政

策

は

、

S

E

D
中

央

委

の
青

年

局

と
青

年

問

題

省

そ

し

て
F

D
J

の
中
央

評

議

会

の
緊

密

な

協

力

の
下

で
決

定

さ

れ

て

い
た

が
、

と
り

わ

け

学

校

教
育

で

の
活

動

が
最

も
重

視

さ

れ

、

F

D
J

の
政
治

的

な
催

し
物

や
行

事

は
学

校

教

育

の

一
部

に
編

入

さ
れ

て

い
た
。

そ

れ

ら

の
活

動

の
重

点

は
、

青

年

達

に
集

団

主

義

の
精

神

と
態
度

を
身

に

つ
け

さ

せ

る

こ
と

で
あ

っ
て
、

ホ
ー
ネ

ッ
カ
ー

の
夫

人

で
あ

る
国

民

教

育

相

の

マ
ル
ゴ

ッ
ト

・
ホ

ー
ネ

ッ
カ
ー

の
定

式

に
よ

れ

ば

、

そ

の
目
的

は

[
個

人

的

な

利

益

よ

り

も

社

会
的

な

生

活

の
た
め

に

こ
そ

へ
　

　

生

き

て

い
く

」

人

間

を
育

成
す

る

こ
と

で
あ

っ
た
。

ピ

オ

ニ
ー

ル
組

織

と

F

D
J

へ
の
所

属

と

そ

こ
で

の
活

動

が

「
社

会
的

活

動

」

と
し

て
評

価

さ

れ
、

上

級

の
学

校

に
進

学

す

る

と

き

の
学

校

側

の
重

要

な

判
断

基

準

に

な

っ
て

い
た

こ
と

は
よ

く

知

ら

れ

て

い
る
。

毎

年

六
月

の
最

後

の
週

は

{
青

年

・
ス
ポ

ー

ツ

マ

ン
週

間

」

と

さ

れ

て
各

種

の
催

し

物

が
開
催

さ

れ
、

職
場

や
学

校

の
リ

ー
ダ

ー

が

そ

の
年

の
青

年

計

画

の
達

成

を
報

告

し

、

全
体

の
場

で
確

認

す

る

こ
と

が
慣

例

化

し

て

い
た
。

こ
う

し

て
、

学

校

と
大

衆

組

織

を
通

じ

て

実
施

さ

れ

る

政

治

・
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

教

育

は
、

東

独
青

少
年

の
政
治

意

識

の
安

定

に
大

き

く

寄

与

し

て

い
る

か

の
よ
う

に

み
え

た
。

け

れ

ど
も

こ

こ
に

は
様

々

の
重

大

な

問

題

が
含

ま

れ

て

い
た
。

先

ず

、

現

代

的

な

科

学
技

術

教
育

と
画

一
的

な

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

教
育

と

の
問

に

は
大

き

な

矛
盾

が
あ

っ
た
。

い
う

ま

で
も

な

く

M

E
化

と
自

動

生

産

の
急

進

展

に
象

徴

さ

れ

る

ハ
イ

テ
ク
化

の
波

は
、

そ

の
開

発

に
際

し

て
は
高

度

の
専

門

化

と
創

造

的

な

才
能

の
開

発

を

必
要

と

し
、

こ
れ

は

「
社

会
主

義

的

人

格

」

の
画

一
化

を

求

め

る
指

導

部

の
教

育

方

針

で

は
と

う

て

い
処

理

し

え
な

い
き

わ

め

て
難

し

い
問

題

で
あ

っ
た
。

そ

の
た

め
、

近

年

に
な

る

と
才

能

の
早

期

開

発

が
各

分

野

で

進

め
ら

れ

る
よ

う

に
な

り
、

こ
れ

は
S

E

D

の
戦

略

の

一
つ
に
な

っ
た

が
、

そ

れ

は

そ
れ

で
教
育

の
平

等
制

と

い
う

こ

の
国

の
理
念

と

ぶ
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詔

つ
か

る

こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る

(も

っ
と
も
そ

の
理
念
は
党
幹
部

や
有
力
者

の
子
弟

の
縁
故
入
学

に
よ

っ
て
既

に
形
骸
化
し

て
い
た
が
)
。
逆

に
、

科
学

技

術

教

育

の
専

門
化

と

細

分

化

が
進

む

と
、

党

の
単

純

な

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

は
学

生

の
間

で
軽

蔑

さ

れ

る

よ
う

に
な

り

、

あ

る
調

査

で

は
、

自

然

科

学

.
技

術

系

の
知

識

人

が
自

己

の
専

門

の
分

野
を

こ
え

た
政

治

的

、

社

会

的

な

テ

ー

マ
に
関

心

を

も

つ
こ
と

は

少
な

か

っ
た

へ
　
ニ

こ
と

が
指

摘

さ

れ

て

い
る
。

上

の
問

題

よ
り

も

さ

ら

に
深

刻

で
あ

っ
た

の
は

、

端
的

に

い
え

ば

、

こ

の
国

の
正
統

な

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

に
対

す

る

一
般

の
青

年

の
政
治

意

識

自

体

が
、

当

局

の
試

み
に

も

か

か
わ

ら

ず

結

局

は
定

着

し

な

か

っ
た

こ
と

で
あ

っ
た
。

東

独

の
ラ

イ
プ

ツ
ィ

ヒ

に
あ

る
青

年

問

題

中

央

研

究

所

は
、

六

〇
年

代

の
末

か
ら

継

続

し

て
青

年

を
対

象

に

し

た
イ

ン
タ

ー

バ

ル
調
査

を

行

っ
て

き

て

お
り

、

そ

の
結

果

は
長

年

秘

匿

　

ハ
　

よ

さ

れ

て

き

た

か
、

一
革

命

」

後

に

そ
れ

ら

が
次

々
に
発

表

さ

れ

て
大

き

な

衝

撃

を

与

え

た
。

こ
れ

は
特

に
、

「
革

命

」

の

一
年

前

に
党

と
国

家

に
対

す

る
東

独

青
年

の
忠

誠
度

が

ほ

ぼ
解

体

し

て

い
た
と

い
う

事

実

に

よ

る
も

の
で
あ

る

が

(わ
が
国

で
も
青

木
、
坪
郷
氏

の
著
作

に
そ

の

　
ロ

ロ

紹
介

が
あ
る
)、

七

〇
年

代

か

ら

八

〇
年

代

の
前

半

に

か
け

て

の
調

査

結

果

に
も

興
味

深

い
デ

ー

タ

が

あ

る
。

そ

こ

で
、

次

に
行

論

と

の
関

係

で
重

要

と
思

わ
れ

る
幾

つ
か

の
デ

ー

タ

を

そ

の
中

か

ら
引

用

し

て

み

る

こ
と

に
し

よ
う

。

た

だ

、

こ
れ

ら

の
調

査

は
旧
体

制

の
下

で
公

式

の
機

関

に
よ

っ
て
実
施

さ

れ

た

も

の
で
あ

り
、

ま

た
後

で
も

ふ
れ

る

よ

う

に
東

独

の
青

年

は

公
的

な

問

題

に

は

二
面

的

な

態
度

を

も

っ

て

い
た

の
で
、
調
査
結
果

の
数
字
を
直
ち

に
全
面
的

に
信
頼
す

る
わ
け

に
は

い
か
㍉

・
以
下

で
は
・
そ
れ
ら

の
数
字
を
東
独

の
青
年

の

意

識

態

度

の

一
つ

の
傾

向

と
し

て

み

て

い
く

こ
と

に
し

た

い
。

第

1

～

3
表

は
、

八

〇
年

代

前

半

ま

で

の
東

ド

イ

ツ

の
青

年

の

マ

ル
ク

ス

・
レ
ー

ニ
ン
主

義

、

S

E

D

、

F

D
J

に
対

す

る

一
体
感

を

示

し

た

も

の

で
あ

り
、

ま

た
第

4
表

は
、

社

会
主

義

の
将
来

展

望

に

つ

い
て

の
彼

ら

の
意

識

を

表

し

た
も

の

で
あ

る
。

そ

れ

ら

を

通
観

す

る

と

、
先

ず

マ
ル
ク

ス

.
レ
ー

ニ
ン
主

義

に
対

し

て
強

い

一
体

感

を

も

つ
者

の
割

合

い
は

一
貫

し

て
低

下

し

て

お

り
、

特

に
実

習
生

の
間

で

は
七

五

年

代

か

ら

一
〇
年

の
間

で
当

初

の
三

分

の

一
規

模

に
急

速

に
減

退

し

た
。

体

制

組

織

に
関

し

て

は
、

F

D
J

へ
の
忠

誠

の
度

合
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い
が
実

習

生

の
間

で
減

少
す

る
傾

向

が
見

受

け

ら

れ

、

S

E

D

へ
の

一
体

感

は
デ

ー

タ

が
少

な

い
の

で
は

っ
き

り
し

た

こ
と

は

い
え
な

い

が
・

少

数

派

(青

年
労
働
者

、
実

習
生

の
四
分

の

一
、
学
生

の
三
分

の

一
)
が
強

い

一
体

感

を
も

ち

、

こ

の
内

学

生

の
支
持

は
八

〇

年

代

の
半

ば

ま

で

は
上

昇

し

た

が

(八
八
年

に
は
半
減
し

た
)
、
全
体

と
し

て

は
意

識

の
変

化

に
乏

し

い
こ
と

が
窺

え

る
。
さ

ら

に
社

会

主

義

の
展

望

に

つ

い
て
は
彼

ら

は
比

較

的

楽

観

的

で
あ

る

が
、
東

独

が
国

際

的

に
認

知

さ
れ

た
七

〇

年

代

の
中

期

を

ピ
ー

ク

と
し

て
そ

の
前

後

は

や
は

り

停

滞

し

て

い
た

と

み

る

こ
と

が

で
き

よ

う

。

こ
こ

か
ら

推
定

し
う

る

こ
と

は
、

当

局

は
主目
年

へ
の
体
制

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

(
マ
ル
ク

ス
.
レ
ー

ニ
ン
主
義

)
の
植

え

付

け

に

は

そ

の
努

力

に
も

か

か
わ

ら
ず

基

本

的

に
は
成

功

し

な

か

っ
た

と

い
う

こ
と

で
あ

り
、
ま

た
S

E

D

と

F

D
J

に
対

す

る
忠

誠

度

に

つ

い
て
も

、
当

局

が
幼

少

期

か
ら

成

員

の
全

体

に
対

し

て

一
元

的

な
教

育

を

施

し

て
き

た

こ
と
、

そ
し

て

こ
れ

に
は

長

期

に

わ

た

る
蓄

積

が
あ

っ
た

こ
と

を
考

え

る
と

、
青

年

達

は
、

そ
れ

ら

の
組

織

に
対

し

当
局

の
意

図

し

た
も

の
よ

り

は
ず

っ
と
醒

め

た

意

識

し

か
も

ち

あ

わ

せ
な

か

つ
た
と

み

る

こ
と
が

で
き

よ
う

(八
〇
年
代

の
後
半
を
含
め

た
そ

れ
ら

の
数

字

の
よ

り
細

か

い
分
析

は
他

の
章

で

行
う

こ
と

に
す

る
)
。
こ
れ

と

は
別

に
、
青

年

中

央

研

究
所

が
行

っ
た
青

年

調

査

は
旧

東

独
時

代

に
も

そ

の
大

綱

は
発

表

さ

れ

て

お

り
、
例

え

ば
学

生

を

対

象

に
し

た
意

識
調

査

で
は
次

の
よ
う

な

報

告

が

あ

る

。

そ

れ

に
よ

る

と
、

F

D
j

の
組

織

率

が
き

わ

め

て
高

い
あ

る
大
学

で

の
調
査

で
・

公
式

の
社

会

主
義

の
価
値

と

目

的
を

肯

定

し

て
そ

れ

を

内

面

化

し

て

い
る

の
は

「
少
数

の
中

核

グ

ル
!
プ

」

だ
け

で
、

こ
れ

に
対

し

そ

れ

自
身

異

質

的

な
多

く

の
中

間
グ

ル
ー
プ

は
、

大

別

す

る

と
㈲

建

設
的

、

批

判

的

な
態

度

を

も

っ
て
政

治

に
参

加

す

る
者

と

、

㈲

適

応

は
し

て

い
く

が
政

治

へ
の
参

加

は
行

わ
な

い
者

と

に
分

け

ら

れ
、

残

り

の
少

数

の
第

三
グ

ル
ー

プ

が

政
治

的

に
関

心
を

も

た
な

い

学

生

で
あ

っ
た
・

と

さ

れ

て

い
ψ

こ

こ
で

は
そ

れ

ぞ

れ

の
グ

ル
与

の
数

は

明
、不
さ

れ

て

い
ず

、

そ

の
実
態

は
必
ず

し
も

明

ら

か

で

は

な

い
が
、

し

か

し
社

会

的

に
少
数

の

エ
リ
ー

ト

で
あ

る

学
生

が

(同
世
代

の

一
〇
%

ほ
ど

で
他

の
工
業
国
家
と
比

べ
て
も

少
な

か

っ
た
)
そ

の
よ

う

な
調

査

結

果

に

み
ら

れ

る

態
度

を

も

っ
て

い
た

こ
と

は
、

こ

の
間

の
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

教
育

の
空

洞

化

が
進

ん

で

い
た

こ
と

を

や
は

り

強

く

示
唆

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
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以
上

の
よ
う

に
み
て
く
る
と
、
東
ド
イ

ツ
で
は
公
的

な
教
育

シ
ス
テ

ム
の
下
で
の
政
治

・
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
教
育

は
、
キ

ャ
リ
ア
上
昇
を

志
向
す

る
少
数

の
者

と

一
部

の

「
真

の
確
信
者
」

を
除

く
と
、
多

く

の
青
年

に
対
し
公
式

の
信
条
体
系

に
則
し
た

「
政
治
的
社
会
化
」
を

施
す

こ
と
が
で
き
な
か

っ
た

こ
と
が
判

明
す

る
。

こ
の
教
育

は
彼

ら
に
体
制

へ
の
適
応
を
準
備
さ

せ
、
あ

る

い
は
そ

の
よ
う

に
強
制
す

る

こ
と
は
で
き

た
が
、
社
会
主
義

の
価
値
観
を
内
面
化
さ

せ
、
そ
れ
を
自
発
的
な
政
治
的
態
度

に
昇
華
さ

せ
る
よ
う
な
「
杜
会
主
義
的

人
格
」

後期 ホー ネ ッカー体 制の諸問題95

第1表 マル クス ・レーニ ン主 義への信頼

、
強 い 限定的

ほ とん ど

/全 くなb

実習生

1975 46 40 14

1979 33 49 18

1981 28 50 22

19$5 14 40 16

学生

1975 61 34 5

1979 57 35 S

W.Friedrich,`MentalitatswandlungenderJugendinder

DDR',1990,S.207.よ り 抜 粋 。

第2表FDJに 対 する態度

(質問 「FDJの 目標は あなたの 目標 で もあ る」)

実習生 全 くそ
の通 り 限定的

ほ とん ど/全

くそ うでない

1975

1979

43

37

45

47

12

16

P.Forster,G.Roski,"DDRzwischenWendeandWah

1990,S.43.よ り 抜 枠 。

第3表SEDに 対 す る信頼

、
強 い 限定的

ほ とん ど

/全 くな4

実習生

1970 24 53 23

1986 26 53 21

青年労働者

1970 23 52 25

1986 zs 52 22

学生

1970 32 48 Zo

1986 45 48 7

W.Friedrich,op.cit .,S.29,よ り 抜 枠,
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第4表 社会主義ぺの展望

(質問 「社会主義は全世界に発展する」)

全 くそ
の 通 り

限定的
ほ とん ど/全

くそ うでない

実習生

1970 46 36 18

1975 63 28 9

1979 50 35 15

1983 47 45 8

青年労働'者

1970 35 41 24

1975 56 35 9

1979 39 43 18

1983 45 37 8

学生

1970 s5 27 8

1975 78 20 2

1979 66 28 2

1983 68 31 1

W.Friedrich,op.cit.S.29.よ り 抜 枠 。

を

養

う

こ

と

に

は
成

功
し

な

か

っ
た
わ
け

で
あ

る
。

と
す

る

と
、

東

独

の
青

年

は

公
け

の
制

度

と

は
異

な

る

ル
ー
ト

で
政
治

的

な
も

の
を

含

む

い
ま

一
つ
の

[
社

会

化

」

の
過

程

を
辿

っ
た

こ
と

が
推

測

さ

れ

よ

う
。

そ
し

て
、

こ

こ

で

修

得

さ

れ

た

価
値

観

や
態

度

は
、

公
式

に
目

指

さ

れ

た
も

の
と

は
違

う

も

う

一
つ
の
青

年

の
意

識

と
態

度

の
構

造

を

形

作

り

、

そ

れ

に
よ

っ
て

こ

の
青

年

文

化

は
公
式

の
も

の

と
非

公

式

の
も

の

の

「
二

重

の
構

造

」

を

も

つ
こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う

。

そ

こ
で
わ

れ

わ

れ

は
、

次

に
家
族

や

仲

間

集

団

が
形

成

す

る

い
ま

一
つ
の

「
社

会

化

」

の
問

題

に

つ

い
て

ふ
れ

る

こ
と

に
し

た

い
。

東

ド

イ

ツ

で
は

、

家
族

は
従

来

は

学
校

や
職

場

と
な

ら

ん

で
、

(西
側

の
学
者

が

い
う
)

「社

会

化

カ

ル
テ

ル
」
の

一

つ
と

し

て

「
社

会

主

義

的

人
格

」
を

育

成

す

る

役
割

を

担

う

も

の
と
さ
れ
て
き
た
・

六
六
年

に
制
定
さ
れ
た
家
族
法

で
は
、
家
庭
内

の
教
育

は

「
国

民

の
重
要
な
責

務

で
あ
る
」

と
規
定

さ
れ
、
事

実

ピ
オ

ニ
ー

ル
組
織

と
F
D
J

へ
の
協
力
や
学
校

で
の
父
母
会

な
ど

の
活
動
を
通
し

て
家
族

は
そ

の
よ
う
な
役
割
り
を
果

た
し

て
き

た
。

謝

と
り
わ
け
、
六
〇
年
代
末

か
ら

の
急
激
な
出
生
率

の
低

下
に
見
舞

わ
れ
た
東
独

で
は
、
七
・
年
代

に
な
る
と
緩

政
策

が
改

め
て
見
直
さ

q

れ

る
よ

う

に
な

り
、

そ

れ

と

と
も

に
家

族

に

つ

い
て

の
社

会

学

的

な

研
究

が
進

展

し

た
。

そ

し

て
、

こ
の
研

究

が
進

む

と
、

公

的

な

も

の
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と

は
異

な

る
家
族

の
子

供

に
対

す

る
影

響

力

の
問

題

が
改

め

て
認

識

さ

れ
、

幾

つ
か

の
論

文

が
発

表

さ

れ

る

よ
う

に
な

っ
た
・

そ

れ

ら

の
研

究

に
よ

る

と
、

東

独

で

は
概

し

て
七

〇

年

代

ま

で
は

家
庭

内

つ
結

び
付

き

は
強

く

、
青

年

の
間

で
も

家
族

の
結

合

へ
の
志

向

は

強

か

っ
た
。

あ

る
調

査

で

は
、

「
家

庭

内

の
調

和

」
が
個

人

的

な

生

活

の
満

足
度

の
中

で
最

も

大

き

な

比

重

を

も

っ
て
お

り

・

ま

た
第

5
表

に
よ

る

と
、

若

い
勤

労

者

に
と

っ
て
幸

福

な

家

庭

生

活

を
作

る

こ
と

が
生

活

目

標

の
第

一
位

に
な

っ
て

い
た

(も

っ
と
も
東
独
社
会

で

は

こ
の
理
想
に
破

れ
る
と
高

い
離
婚
率
を
招

い
た
)。
こ

の
よ
う

な

家
族

と

の
固

い
絆

が
あ

っ
た

た

め

に
、
一
二
歳

か

ら

二
三
歳

ま

で

の
青

年

の

九

〇

%

は
、

両

親

に
対

し

て

「
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

な
情

緒

的

態

度
」

を

も

っ
て
お

り
、

ま

た

い
ろ

い
ろ

な

価

値

観

を
身

に
付

け

る
上

で
親

を

そ

の

モ
デ

ル
と

す

る

人

々
が

き

わ

め

て
多

か

っ
た

(第

6
表
)。

問

題

は

親

か

ら

の
政

治

的

信

条

の
伝
達

だ
が

、

一
般

的

に
考

え

る

と
・

七

〇

年
代

に
な

.
て
生
活

の
物

質
的
な
条
件

が
改
善

さ
れ
て
親

の
世
代

の
意
識

で
も

「
非

政
治
化
」

の
傾
向

が
進

み
、
そ

の
た
め
多
あ

家
庭

で
は
厳
格
な
社
会

主
義
的
価
値
観

の
伝
達

は
行

わ
れ

て

い
な
か

っ
た

こ
と
が
充
分
推
定
し

う

る
と
こ
ろ

で
あ

ろ
う
・
家
庭
は
公
的

な
イ
デ

オ

。
ギ
薮

化

の
婁

口
と
は
異
な
り
東

独
市

民

に
残

さ
れ

た
私
的
領
域

の
最
も
大
切
な
拠

点

で
あ

っ
て
、

よ
り
自
由
な
意
見
形
成

の
場

に

も
な

っ
て
き
た

の
で
あ

る
.
そ

の
占
{と
関
連

し
て
、
青
年
研
究
所

の
ヨ
ブ
と
ピ

ン
タ
あ

以
前

の
研
究

で
竺

充

八
。
年
)・

西

⊥

六

歳

の
若
者

の
場
合
政
治
的
、

世
界
観
的
問
題

で
友
人
よ
り
も
両
親

か
ら
助
言
を

え
る
こ
と
が
多
く
、

一
九
-

二
〇
歳

で
は
両
親

が
助

言
者

に
な

る

の
は
七
〇
%
を
占

め
、
学
生

に
な
る
と

こ
の
割
合

い
は
八
三
%

に
達

し
た
.

こ
こ
か
ら
、

か

つ
て

の
東
独

で
は

「
両
親

の
政
治
的

信
条

は
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
を
強
化
す

る
方
向

で
安
定

的

に
作

用
し
て

い
る
」
と

い
う
結
論

が
引
き
出
さ
れ
た

の
だ

が
、
し
か
し
仮

り
に

こ
の

数
字

が
正
確

で
あ

る
と
し

て
も
そ
れ

に
よ

っ
て
上

の
結
論
を
直
ち

に
導
き
出
す

こ
と
は
難
し

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
調
査

で
は
親

か
ら
子

に

ど
の
よ
う

な
政
治
的
信
条

と
助
脅
口
が
伝

え
ら
れ
る

の
か
は
明
ら

か
で
な

か

っ
た
か
ら
で
あ

る
が
、
最
低
限

い
え

る

こ
と
は
先

に
述

べ
た
よ

う
に
親

の
政
治
的
も
し
く

は
非
政
治
的
な
意

識
が
子
供

に
相
当

の
程
度
継
受
さ
れ

て

い
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
特

に
・
概
し

て
体
制

へ

の
忠

誠
度

が
高

い
学
生
層

で
は
そ

の
出
身
家
庭

が

「
知
識

人
」
層

で
あ

る
者

が
近
年

で
は
増
え
て
お
り
、

正
統
な

イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
信
奉
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第5表 青 年 の生 活 目標(1984年)

(カ ッ コ内 は 「非 常 に 重 要 」 と答 え た 入の数)

男 女

幸福 な結婚 ・家庭生活 を築 く

職業 で高 い満 足 を得 る

広汎 な知 識 を身につけ る

他の 人のため に助 力す る

作 業で平均 以上の業績 を上 げ る

1.(170)1.(1S4)

2.(129)Z.(128)

3.(102)4.(91)

4.(86)3.(105)

5.(70)5.(72)

D.Lemke,"DieUrsachendesUmbruchs1989",1991,S.92.

第6表 両 親 は 模 範 に な る か

(養i成 工,1980年)

模 範 で 模範 で
あ る ない

高い生活水準 を得 よ うとす る点 で

ベ ス トを尽 くそ う とす る点 で

責任意識 とい う点 で

教養 を身にっけ ようとい う点 で

パ ー トナ ー 相 互 の 関係 とい う点 で

進取 の気性 があ る とい う点で

父937

{母946

父919

{母946

{惹9095105

1783

{釜 20go

247fi

{釜 1486

2377

{釜 1783

Ibid.,S.94.

す

る
家
庭

ほ
ど
社
会
主
義

的
な
価
値
観

の
伝
達

が
行

わ
れ
て
き
た

こ
と
は
確

か

で
あ

っ
た
。
そ

こ
に
は
東

独
社
会

の
身
分
的
な
固
定

化

の
傾
向

が
見
受
け
ら
れ

(
14

)

る
、

と
も

い
え

よ
う

。

こ
れ

に
対

し
、

八

〇

年

代

の
デ

ー

タ

を
含

め

た
同

じ
青

年

研

の

カ

バ
ト

の
新

(
15

)

し

い
研
究

で
は
、
青
年

の

「
社
会
化

」
に
対
す

る
家
族

の
第

一
義
的
な
役
割
は
変

わ
ら
な

い
も

の
の
家
族
自

体

の
変
容

に
よ

っ
て
東

独

で
も
生
活
形
態

の
多
様
化

が
進
ん
だ
、
と
し
て

い
る
。

そ
れ
に
よ

る
と
、

こ
の
時



(46i}後期 ホーネ ッカー体制の 諸問題99

期

に
は

一
方

で
は
結
婚
年
齢

の
上

昇
、
離
婚
、

同
棲
あ

る

い
は
片
親
家
庭
や

一
人

っ
子
家
庭

の
増
加

に
よ

っ
て
従
来

の
家
庭

の
あ

り
方

が

変

化
し
、
ま

た
他
方

で
は
青
年

の

「
個
性
化
」

が
進

ん

で
家
族
内
関
係

の
変
化

が
進
行

し
た
。
そ

の
た
め
、
青
年

は
両
親

の
パ
ー
ト
ナ
ー

関
係

を
よ
り
醒
め
た
目

で
み
る
よ
う

に
な
り
、
両
親
を

「
模
範
」
と
し

て
み
る
者

の
割

合

い
は
減
少
し

た
。

こ
の
研
究
で
は
、
七
八
年
と

八

八
年

の
数
字
を
比
較
し

た
幾

つ
か
の
事
例

が
挙
げ
ら
れ

て

い
る

が
、
例
え
ば

一
六
-

一
八
歳

の
者

で
余
暇
時
間

の
過

ご
し
方

に

つ
い
て

親

と
よ
く
相
談
す

る
の
は
七
八
年

の
二
〇
%
か
ら
八
八
年

の

一
〇
%

に
下
が
り
、
ま
た
恋
愛

と
性
、
政
治

の
問
題

で
親

に
話
さ
な

い
者

は

そ
れ

ぞ
れ
七
八
年

の
三
九
、
二
四
%

か
ら
八
八
年

の
五

五
、
三

三
%

に
上
昇
し

た
。
そ

れ
を
補
う

形

で
彼
ら

が

「
信
頼

パ
ー
ト
ナ
ー
」

に

し
た

の
は
同
世
代

の
仲
間
集

団

で
あ

っ
た
が

(第
7
表
1
た
だ
し
七
〇
年
と
の
比
較
)
、
彼
ら

の
交
際

の
あ
り
方

は
す
ぐ
後

で
ふ
れ
る
よ
う

に

著
し
く
私
的

な
領

域
に
限
定

さ
れ
て

い
た
。

こ
の
よ
う

に
し

て
、
八

〇
年
代

の
東
独

で
は

一
部

を
除

く
と
青
年

の
態
度

の

一
層

の
「
私
化
」

と
、
家
族

と

い
う

「
第

一
次
紐
帯
」

の
ゆ

る
や
か
な
弛
緩

が
進

ん
で

い
た
の
で
あ

る
。

さ

て
、
家
族

と
並

ん
で
青
年

の

畑
社
会
化
」

に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
も
う

一
つ
の
非
公
式

の
集

団
は
、

い
ま
挙
げ
た
よ
う

に
学
校
や

職
場
、
地
域

で
形
成
さ
れ

る
彼
ら

の
仲
間
集

団

(
ピ
ア

・
グ
ル
ー
プ
)
で
あ

っ
た
。

{
般

に
、
東
ド
イ

ツ
で
は
体
制

上

の
制
約

に
加
え

て
学

(
16

)

校
や
職
業
実
習

の
期
間

が
短
く
し

か
も
結
婚

年
齢
が
比
較
的
早

い
た
め

に
、
独
自

の
青
年

文
化

は
育

ち
に
く

い
と

い
わ
れ
て
き

た
。

し
か

し
消
費
社
会
化
が
進
む
と
、
西
側

メ
デ
ィ
ア

の
影
響
も
あ

っ
て

こ
の
国

で
も
青
年

の
文
化

は
拾
頭
す

る
よ
う

に
な
り
、
青
年
同
士

の
身

近

な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
か
ら
生
ま

れ
る
仲
間
集
団

は
そ

の
文
化

の
形
成

に
重
要
な
役
割
り
を
果
た
し
て
き

た
。
当
局
も

こ
の
よ
う
な
傾

向

を
あ
る
程
度

認
め
、

七
〇
年
代

の
初

頭
か
ら

は

ロ
ッ
ク

の
演
奏
な

ど
が
許
可
さ
れ

る
よ
う

に
な
り
、

ま
た
青
年

研
究

は
非
公
式
集
団

に

対
し

て
も
進

め
ら
れ
て
き

た
。

先

の
青
年
研
究
所

の
イ

ン
タ
ー

バ

ル
調
査

で
は
、
七
〇
年
代

で
既

に
被
調

査
者

の
約
半
数

は
何
ら

か

の
非
公
式
グ

ル
ー
プ

に
所
属
し

て

(
17

)

お

り

、

こ
の
内

、

生
徒

の

二

二
%

、

実

習
生

の

一
九

%

は
複

数

の
グ

ル
ー
プ

に
入

っ
て

い
た
。

こ

の
非

公

式

グ

ル
ー
プ

と

は
、

公

的

な

組
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第7表 信頼 す る人(1988年)

(質問 「問題や心配事がお きた時,最 初 に誰 に相談 しますか」)

14歳16歳

197()198819701988

父 と母

母 のみ

父のみ

(r西酉親言青一)

兄や姉

他 の親戚

両親や先生の知 人

同 年代の友 人

誰 ともまたは 自分 自身 と

45

26

5

(76)

5

1

1

11

7

20

31

4

×55)

8

2

0

28

12

40

18

8

(66)

6

0

0

20

10

14

23

2

×39)

7

5

1

32

is

W.Friedrich,H,Griese〔Hrsg.),"JugendundJugendpolitikinder

DDR,1991,S.42.

織

に
よ

っ
て
作

ら

れ

た

の

で
は
な

い
青

年

た
ち

の
自
生

的

な

仲

間
集

団

の

こ

と

で
、

た

だ
公

式

組

織

と

の
二
重

帰

属

は

一
般

に
見

受

け

ら

れ

た
。

全

体

的

な
傾

向

と
し

て

は
、
そ

れ

ら

の
集

団

は
地

域

の
別

な

く

い
た

る
所

に
存
在

し

、

多

く

は
同

年

輩

の
グ

ル
ー

プ

で
、

そ

の
構
成

員

は
男

子

の
方

が
数

が
多

く

、

ま

た
年
齢

的

に

は

一
六
-

一
八

歳

が

ピ
ー

ク

で
あ

っ
た

こ

と

が
報

告

さ
れ

て

い
る
。
余

暇
時

間

で
過

ご
す

彼

ら

の
活

動

の
内

容

は
第

8
表

の
通

り

で
、

こ

こ
で
示

さ

れ

て

い
る

よ
う

に
、

音

楽

を

楽

し

む
時

間

が
最

も

多

く

、

次

い
で

ス
ポ

ー

ツ
、

デ

ィ

ス

コ
、

映

画

と

い
う

順

で
、

趣

味

の
関

係

を

通

じ

た
友

八

間

の
結

び
付

き

が
圧

倒

的

に
多

か

っ
た
。

こ
れ

に
対

し
、

政

治

討

論

に
さ

く

時

間

は
第

8
表

で

は
最

も

少

な

く
、

こ

の
傾

向

は
八

〇

年
代

の
末

ま

で

に
は

〔
18

♂

さ

ら

に
進

行

し

て

い
て
、

非

公
式

の
場

で

の
彼

ら

の
政
治

へ
の
ア

パ

シ
ー

は

明

ら

か

で
あ

っ
た
。

ま

た

こ
れ

ら

の
グ

ル
!
プ

は
、
仲

間
内

の
交

流

を

通

し

て
、

親

に
対

す

る
態

度

や
世

代

間

の
問

題

の
処

理
、

あ

る

い
は
男
女

の

パ
ー

ト

ナ

ー

選
択

な

ど

に
際

し
重

要

な

役
割

を

果

た

し

て

お
り

、

総

じ

て
家

族

に

〔
19

)

次

い
で
非

公
式

に

「
二
次
的
な
社
会

化

の
機
能
」
を
受
け
持

っ
て

い
た
。
そ

し

て

こ
れ
ら

の
事
情

は
、
上

か
ら

一
元
的
な
価
値
観

が
押
し
付
け
ら
れ
る
社

会

の
中

で
は
、

そ

の
影
響

力
が
及
び
え
な

い
私
的
生
活

の
領
域

で
、

い
わ
ば

ヨ
コ
に
拡

が
る
形

で
消
費
や
娯
楽
あ

る

い
は
日
常
的
な
価
値
観
を

め
ぐ

っ
て
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青年労働者

53

42

41

25

56

14

42

24

第8表 青年 の余暇 活動(1981年)

生徒 実習生

レ コー ドや カセ ッ トを聞 き,集 め ,交 換 す る

スポー ツ をす る

デ ィ ス コへ 行 く

映 画 鑑 賞

ダン スの催 し物 な どに 行 く

雑 談 したtjふ ざけ た話 をす る

軽 い パ ー テ ィ…

政 治 的 な問 題 を議 論 す る

70

49

47

44

32

25

24

18

62

49

51

40

51

14

37

18

L.Lemke,off.cit.,S.161 .

青

年

の
間

で
静

か
な
多

元

化

現

象

が
進

ん

で

い
た

こ
と
を

示
し

て

い
る

の

で
あ

る
。

次

い
で
、

東

ド

イ

ツ
の
特

殊

な
事

情

と

し

て
、

西
側

の

マ
ス
メ
デ

ィ

ア

が
与

え

た
影
響

に

つ

い
て
簡

単

に
記

し

て
お

こ
う

。

よ

く
知

ら

れ

る
よ

う

に
、
東

ド
イ

ツ
で

は
七

〇
年

代

の
初

頭

に
な

る

と
、

西

独

か

ら
送

ら

れ

て
く

る

テ

レ

ビ
放

送

の
受

信

は
当

局

に
よ

っ
て
黙

認

さ

れ

る
よ

う

に
な

り

、

そ

し

て

こ
の
国

の
家

庭

で

は
九

〇
%

以

上

が

テ

レ
ビ
を

も

ち

、

ラ

ジ

ォ

は

ほ

と

ん
ど
す

べ

て

の
家

庭

が
備

え

て

い
た

か
ら

、

東

西

の
放

送

は

い
わ

ば
競

合

す

る

形

で
共

に
視

聴

さ

れ

て

い
た

(テ

レ
ビ
か
受
信

で
き
な

い
地
域
は
南

部

の
ド

レ
ス
デ

ン
周

辺
と
北
部

の
グ
ラ
イ

フ
ス
ヴ
ァ

ル
ト
市
周

辺
だ
け

だ

っ
た
ー

「
情
報

の
谷
間
」
)、
東

ド

イ

ツ

の
放

送

プ

ロ
グ

ラ

ム
は

政

治
色

が

強

く
、

ま

た
科

学

や

成

人

教
育

に

も
力

が

入

れ
ら

れ

て

い
た

が
、

近

年

に
な

る

と
音

楽

や

娯

楽

番

組

に
政

治

的

な

情
報

や
解

説

を

セ

ッ
ト

し

て
、

青

年

の
関

心

を

高

め

る

こ

と

に
努

め

て

い
た

。
け

れ

ど

も

そ

の
よ
う

な

試

み

に
も

か
か

わ

ら
ず

、

メ
テ

ィ

ア

で

の
青
年

の
東

独
離

れ

を
止

め

る

こ
と

は
困

難

で
あ

っ
た
。

第

9
表

は
、
前

記

フ
リ

ー

ド

リ

ヒ
論

文

に

よ

る
旧

東

独
時

代

の
デ

ー

タ

で
あ

る

が
、

こ
れ

を

み
る

と
、

八

〇

年

代

の
半

ば

で

は
東

西

の
テ

レ
ビ
は

ほ

ぼ
同

程
度

の
割

合

い
で
見

ら

れ
、

ま

た

ラ

ジ

オ
は

西
側

の
放

送

の
方

が

は

る

か

に
多

く
聴

取

さ

れ

て

い
た
。

そ

し

て
時

期

が

下

が
る

と
、

西

側

の
放

送

の
優

位

は

さ

ら

に

明
ら

か

に
な

っ
て

い

っ
た

。
特

に
評

判

が
悪

か

っ
た

の
は
政

治

的

な

情

報

に

つ

い
て

で
、

フ
リ

ー

ド

リ

ヒ
に
よ

れ

ば

こ

の
傾

向

は
青

年

の
間

で
既

に
六

〇

年

代

か
ら

認

識

さ

れ

て

お

り
、

そ

れ

ら

の
情

報

は
体

制

に
無

批

判

的

で
現

実

美

化

の
盾
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第9表 青年の メデ ィア利用(1985年)

実 習 生 青年労働者

1 2

1

1 2

東独 の テレビ

西独の テ レビ

東独 の ラジォ

西独の ラジォ

37

38

23

47

80

67

59

S2

47

41

35

44

89

77

76

81

!日 頃 よ く利 用2週 に 何 度 か 利 用

W.Friedrich,op.cit.,S.31.

報

と
受
け
止

め
ら
れ

て

い
た
。
同
論

文
で
は
、
七

〇
年
代

か
ら
東
独

の
情
報
政
策

に
満
足
し
て

い
る
学
生

の
割
合

い
は

一
〇
%

に
満

た
ず
、
他

の
教
育

政
策

や
青
年
政
策

と
比

べ
て
も
不
人
気

だ

っ
た
と
さ
れ
て

匹
響

さ
ら
に
・
出
国
者

へ
の
イ

ン
タ

ビ

ュ
ふ

ら
蔑

さ
れ
て

い
る

の
で

バ
イ

ア

ス
が
あ

る

が
、

ヘ

ッ
セ

の
研

究

に
よ

る

と
、

被

調

査
者

の
八

二
%

は

ほ

と
ん

ど
毎

日

西

側

の
テ

レ
ビ
を

見

、

そ

の
際

彼

ら

は

政

治
情

報

に
関

す

る
放

送

を
娯

楽

番

組

よ

り
も

多

く

見

て

挺

・

一
般

に
・
西

独

の
テ

レ
ビ
や
ラ

ジ
オ
を
利
用
す

る
青
年
達

は
墓

や

予

ド
な

ど
に
関

す

る
娯
楽

番
組

の
方

を
圧
倒
的

に
好

み
、
体
制

の
末
期
を
除
く
と
、
西
側

の
政
治
番
組

の
情
報

か
ら
彼
ら

が
ど

の
程
度

政
治
的
な
影
響
を
受
け

て

い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
し

か
し

一

部

の
者
を
別
と
す

れ
ば
、

ス
テ

ロ
タ
イ
プ
化
し

た
東

独
の
公
式

の
政
治
情
報
よ
n
,
も
西

独

の
そ

れ

に
高

い
信
頼
度

が
お
か
れ

て

い
た

こ
と
は
確

か
で
あ

っ
た
。

八
〇
年
代
に
二
〇
歳
台

に
達
し

た
東
ド
イ

ツ
の
青
年
層

は
、
そ

の
出
生
時

か
ら
社
会
主
義

の

諸
条

件

の
下

で
育

っ
て
き
た
世
代

で
あ

つ
た
。
東
独

の
青
年
政
策

は
六
五
年

の
青
年
法

と
翌
年

の
家
族
法

で
そ

の
大
枠

が
決
定
さ
れ
て

い
た
か
ら
、

こ
れ
ら

の
青
年
達

は
社
会
主
義

社
会

の
中

で

い
わ
ば

一
純
粋
培
養

」
さ
れ

て
き
た
世
代

で
あ

っ
て
、
そ

の
意
味

で
彼
ら

の
存

在
は
体
制

の
将
来

の
試
金

石

で
あ

っ
た
。
逆

に
青
年

の

側

か
ら
み
れ

ば
、
体
制
は
当
初

か
ら
所
与

の
も

の
と
し
て
存
在
し
、
彼

ら

の
目
前

に
あ
る

の
は
生
活

の
他

の
選
択
肢

の
余
地

が
き
わ

め
て

乏

し

い
社
会

で
あ

っ
た
・

こ
の
世
代

の
青

年

に
対
し
、
東

独

の
指
導
部

は
体
制

の
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
と
価
値
観
を
移
植
す

る

こ
と
を
試

み
て

働

き

た

が

、

そ

れ

ら

を
彼

ら

に
馨

さ

せ

る

こ
と

は
総

じ

て

い
う

と
失

敗

に
終

わ

っ
た
と

み

る

こ
と

が

で
き

よ
、つ
.

無

論

、
圭目
年
達

の

蔀

ω

に
は
ど
の
体
制

に
も
共
通
す

る

「
真

の
確
信
者
」

が

い
た
筈

で
あ
る
が
、
そ

の
信
念

は
概

し
て

い
え
ば
キ

ャ
リ
ア
上
昇

の
志
向

と
結

び
付
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い
て

い
た
。

大

部

分

の
青

年

に
と

っ
て

は
、

正

統

イ

デ

オ

ロ
ギ
ー

の
受

け

入

れ

は
体

制

へ
の
受

動

的

な

適
応

か
ら

も

た
ら

さ

れ

た
も

の

で

あ

り
、

私
的

な

領

域

で

の
余

暇

時

間

の
享

受

と

い
う

「
私
生

活

化

」
は

、

こ

の
国

を

覆

っ
て

い
た
建

前

と
し

て

の
公
生

活

か

ら

の
逃

避

か
、

あ

る

い
は
よ

り

意

識

的

に
は

そ

れ

へ
の
消

極

的

な

抵
抗

を
意

味
し

て

い
た

の

で
あ

る
。

こ

こ

に
は
、

体

制

に
と

っ
て
信
条

と

行

動

に
関

わ

る

二

つ
の
問

題

が
孕

ま

れ

て

い

る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

一
つ
は
、

こ

の
よ

う

に
青

年

が
成

人

に
達

す

る

ま

で
に
文

化

の

「
二
重

構

造

」

を

体

験
し

て
し

ま

う

と

い
う

こ
と

は
、

幼

児

期

か

ら
刷

り

込

ま

れ

て
き

た
学

習

の
結

果

が
内

面

で
崩

壊

し

、
あ

る

い
は
少

な

く

と
も

彼

ら

が

そ

れ
を

醒

め
た

眼

で
見

る

よ
う

に
な

る

こ
と

を
意

味
し

て

い
る
。

つ
ま

り
多

く

の
青

年

達

は
、

成

人

に
な

る
ま

で

に
個

人
的

な
政

治

信
条

の
小

さ

な

「
挫

折

」
体

験

を

も

つ
わ
け

で
あ

っ
て
、

彼

ら

は
社

会

に
出

る
時

期

の
前

後

に
は
、

党

と
国

家

の
公

式

の
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

や
制

度

に
対

し

て
多

か

れ

少
な

か

れ

距
離

を

も

っ
た
姿

勢

を

と

る
よ

う

に
な

る

の

で
あ

る
。

こ
れ

は
信

条

に
関

わ

る

一
種

の

ニ
ヒ

リ
ズ

ム

で
あ

っ
て
、

そ

れ

が
体

制

の
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

や
価

値

観

を

世

代

が
継

受

し

て

い
く

上

で

は
な

は

だ
重

大

な

問

題

で
あ

る

こ
と

は

明
ら

か

で
あ

っ

た
。

二

つ
目

の
問

題

点

は
、

特

に

日
常

生

活

の
行

動
様

式

に
関

わ

り

上
記

の
点

と

も

深

く
絡

み
あ

っ
て

い
る

が

、

そ
れ

は

こ

の
社
会

で
市

民

に
常

に
強

要

さ

れ

る

「
集

団

主
義

」

と

い
う

行

動

原

理

が
、

私

的

領
域

の
拡

大

に
よ

っ
て
次

第

に
養

食

さ

れ

て

い

っ
た

と

い
う

こ
と

で

あ

る
。

こ

の
集

団

原

理

は

文
字

通

り

幼

児

期

か
ら

た
た

き

込

れ

、

学

校
、

社

会

集

団

、

職
場

で
く

り

返

し

教

え

ら

れ
、

あ

ら

ゆ

る
行
事

や

催

し
物

で
確

認

さ

れ

て
き

た

が
、

し

か
し

私

生

活

の
享

受

が
青

年

の
個

人
生

活

の
中

で
ウ

エ
イ

ト

を

占

め
る

よ
う

に
な

る

と
、

そ

の
よ
う

な
集

団

行

動

の
原

理

に
対

し

て
も
懐

疑

の
念

が
深

ま

っ
て

い
か

ざ

る

を

え
な

く

な

っ
て

き

た
。

こ

の
点

は
と

り

わ
け

労

働

の
場

で
深

刻

で

あ

っ
て
、
東

独

労

働

者

の
労
働

意

欲

の
減

退

に

つ

い
て

は

い
ろ

い
ろ

な
要

因

が
あ

る

が
、

上

の
問

題
も

ま

た

そ

の
重

要

な

一
環

で
あ

っ
た

わ
け

で
、

そ

こ

に
は

東

ド

イ

ツ

の
体

制

原

理

の
根

幹

に
も

関

わ

る
大

き
な

問

題

が
孕

ま

れ

て

い
た

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ

こ
に

み

て
き

た
よ

う

な

文
化

の

「
二
重

構

造

」

の
問

題

は

、

い
う

ま

で
も

な
く

青

年

層

に
限

ら

れ

た

も

の

で
は
な

く

、

広

く

一
般

の
市

民

の
間

に
も

共

有

さ

れ

た
事

柄

で
あ

っ
た
。

そ

こ
で
、

最

後

に

こ

の
市

民

生

活

の
問
題

に

つ
い
て
概

括
的

だ

が

ふ
れ

て

お
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く

こ
と

に
し

た

い
。

右

の
問
題

に
焦

点

を

あ

て

た
議

論

に
、

西

ド

イ

ツ

の

ジ

ャ
ー

ナ

リ

ス
ト

で
あ

る

ガ
ウ

ス
の
有

名

な

「
東

独

11
壁

が

ん
社

会

」
論

と

い
う

(
22

"

の
が
あ

る
。

壁

が

ん

と

は
教

会

建

築

な

ど

で

み
ら

れ

る
立

像

や

花
を

お

く

壁

の
凹

み

の

こ
と

で
、

「
壁

が

ん
社

会

」
と

は
東

独

の
市

民

が

そ

れ

ぞ

れ

の
領

域

(壁

が
ん
)
の
中

に
閉

じ

籠

っ
て
私

的

な

生

活

に
埋
没

し

て
し

ま
う

よ

う

な

社

会

状

況

を
表

し

て

い
る
。

こ
の
個

人
的

な

私

的
社

会

の
中

で
は
、

東

独

の
体

制

が
模

範

と

す

る

社

会

主
義

的

な

人
間

像

は

消

え

て
し

ま

い
、

人

々
は
公
的

な

場

と
私

的

な

場

と

で
、

あ

る

い
は

「
外

部

」

へよ
そ
者
)

の
世

界

と

「
内

部

」

(わ
れ
わ
れ
仲
間
)

の
世

界

と

で
言

葉

や

行

動

を

使

い
分
け

て

し

ま
う

。

こ
の
使

い
分

け

が
日
常

化

し
、

そ

し

て
権

力

の
側

も

個

人

の
私

的

な

世

界

で
発

揮

さ

れ

る

柵
イ

ニ
シ

ア
テ

ィ

ヴ
」

を

体
制

に
と

っ
て
憂
慮

す

る
も

の
で
な

い
限

り

は
容

認
す

る
よ

う

に
な

る

と
、

両
者

の
間

で

一
種

の

「
黙
契

」

が

生

ま

れ
、

双
方

の
中

で

「
ナ

チ

ュ
ラ

ル
な

保

守
主

義

」

が
発

生

す

る

の

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な

東

独
市

民

の

「
タ

テ
」

と

「
ヨ

コ
」

の
世

界

の

「
棲

み
分

け
」

現

象

は
、

体

制

イ

デ

オ

ロ
ギ

!

が
定

着

し

な

い
中

で
大

衆

社

会

状

況

が
そ

れ

な

り

に
進

行

し

て

い

っ
た
社

会

で

は

ほ
と

ん
ど
不

可

避

の
結

果

で
あ

っ
た

、

と

み

て
よ

い
で
あ

ろ
う

。

ホ
ー
ネ

ッ
カ
i

時

代

の
中

期

に
な

る

と
、

生

活

に

一
定

の
余

裕

を

も

つ
よ
う

に
な

っ
た
市

民

の
間

で

は
、

私

的

な

領

域

で

の
充

実

を

求

め
る

志
向

が
強

く

な

り
、

そ

の
場

合

、
青

年

の
間

で
は
音

楽

と
テ

レ
ビ

が
消

費

生

活

の
象

徴

で
あ

っ
た

と
す

れ

ば
、

成

人

の
市

民

の
間

で
そ

れ

に
あ

た

っ
た

の
は
自

動
車

と
郊

外

の
小

菜

園

で
あ

っ
た
。

東

ド

イ

ツ
で
は

、

自
家

用
車

の
普

及

は
政

府

の
公

共

交

通

の
施

設

と
運

賃

へ
の
大
量

の
補

助

金

支

給

に
も

か
か

わ
ら

ず

急

速

に
進

行

し

、

大

都

市

近

郊

で
は
乗

用
車

名

ト

ラ

バ

ン
ト

を

も

じ

っ
て
名

付
け

た
巨

大

な

「
ト

ラ

バ

ン
ト

都

市

」
が
生

ま

れ

た

(
こ
れ
に
は
職
場
と
商
店
街

が
出18
い
と

い
う
事
情
も
お
お

い
に
与

っ
て

い
た
)
。

若

干

の
数
字

を

あ

げ

る

と
、

七

〇
年

に

一
〇

〇

家
族

に

つ
き

一
六
台

で
あ

っ
た
自

家

用

車

の
保

有

率

は
八

五
年

に

は

四

八

台

に
上

昇

し

、

二

一
世

紀

の
初

頭

に
な

る
と
平

均
三

・
五

人

が

一
台

の
車

を

も

つ
こ
と

が
見

込
ま

れ

て

い
た
。

ま

た
郊
外

の
市

民

菜

園

に

つ
い
て

は
、

当

局

が

こ
れ

を
造

成

し

て
市

民

に
提

供

す

る

こ
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と

は

ホ
ー

ネ

ッ
カ
i

政

権

の
お
家

芸

の

一
つ
で
あ

っ
た

(チ

ェ
コ
も
同
様
)
。
東

独

で

は
家
庭

の
四

〇
%

が

そ

の
た

め

の
土

地
を

も

ち

、
多

く

が

週
末

用

の

ハ
ウ

ス
を

備

え

つ
け

て

い
た
。

公
的

な

組

織

と

し

て

は

「
小

菜

園

・
入

植

者

・
動

物
飼

育

者

同
盟

」

と

い
う

一
二

〇
万

人

規

模

の
組

織

が
あ

っ
た

が
、

そ

の
九

〇

%

は

小
菜

園

所

有

者

で
あ

っ
た
。

週

末

の
園

芸

を
楽

し

む
市

民

の
間

で
は
「
菜

園

の
中

だ

け

の
自

由

」

と

い
う

言

葉

が
生

ま

れ
、

社

会

的

な

地
位

が
上

昇

す

る

と
、

彼

ら

は

「
ダ

↓

ヤ

(別
荘
)
」
を

も

つ
よ

う

に
な

っ
た

の
で
紮

・

ま

た

以

上

と
は

別

に
、

東

ド

イ

ツ

で
は

七

〇
年

代

の
中

ご
ろ

か
ら

地

域

史

や

郷

土

史

へ
の
関

心

が
高

ま

っ
た

が
、

こ
れ

に

は

ア

マ
チ

ュ
ア
も

多

く

参
加
し

、
公
的
な
も

の
と
は
異

な
る

い
わ
ば

享

作
り
L

の
歴

史
を
楽

し
む
よ
う

に
な

つ
ψ

東
独
市

民

の
私
的
生
活

の
中

で

い
ま

;

の
付

け
加
え
る
べ
き
占
…は
・
女
性

の

モ
ー
ド

へ
の
関
心

で
あ

つ
癖

東
ド
イ

ツ
で
は
モ
ー
ド

の
問

題

も

政

治
的

な
制

約

か

ら

自
由

で
あ

っ
た

わ
け

で

は
な

く

、

と

り

わ

け
初

期

の
時

代

で

は

「
服

飾

文

化

」

は
す

ぐ

れ

て
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

的

な
領

域

に
属

し

て

い
た
。
五

二
年

に
設

立

さ

れ

た
国

立

モ
ー

ド

研

究

所

の
規
約

で

は
、
「
進

歩

的

で
社

会

の
発

展

に
即
応

し

、
国

民

の

文

化
遺

産

と
結

び
付

い
た
服

飾

文

化

」

の
普

及

が
謳

わ

れ
、

こ
れ

は
破

壊

的

な

コ
ス

モ
ポ

リ

タ

ン
主

義

と

は
区

別

さ

れ
、

社
会

主

義

リ

ア

リ

ズ

ム
を

考

慮

に
入

れ

る

べ
き

文

化

で
あ

る

、

と

さ

れ

て

い
た
。

こ
ん

に

ち

で

は
そ

の
よ

う

な

考

え

方

は

一
部

を

除

い
て
は

見
受

け

ら
れ

ず

、

八

〇

年

の
同

研

究
所

の
規

約

で
は
、

「
コ

ン
ビ
ナ

ー

ト

と

協

力

し

て
国

民

の
需

要

と
輸

出

の
必

要

に
応

じ

た

モ
1

ド

を
創

出
す

る
」
こ

と

が
そ

の
目
的

に

さ

れ

た
。

こ

の
よ
う

な

考

え

方

の
推

移

に
は

、
公
式

の
思

考

が
現

実

を

追

認

し

た

と

い
う

面

が
強

く
、
「
ジ
!

パ

ン
に
代

表

さ

れ

る

コ
ス

モ
ポ

リ
タ

ン
主
義

に
反

対
す

る
時

代

は

終

わ

っ
た
」

と

い
う

わ
け

で
あ

っ
た
。

東

ド

イ

ツ

で
も

、

消

費

社

会

の
進
展

と

と

も

に

モ
ー

ド

は

「
階

級

.
階
層

に
よ

っ
て

」
規

定

さ

れ

る

の
で

は
な

く

、

む
し

ろ

そ

の

「
平

準

化

」

に
よ

っ
て
多

様

化

が
進

む

と

い
う

認

識

が
生

ま

れ

、

消
費

が
拡

大

す

る

と
特

に
近

年

で

は
供

給

が
顧

客

の
希

望

に
答

え

ら

れ
な

い
状

態

が
続

い
て

い
た
。

そ

の
た

め
、

女

性

の

間

で

は
自

分

で
針

と
糸

を

も

っ
て

「
コ
ン
ビ

・
モ
ー

ド
」

と

称
す

る
お

し

ゃ

れ
を

楽

し

み
、

「
ジ

ビ
ー

レ
」

と

い
う

服

飾
誌

は

型

紙
を

折

り

込

み
、

さ

ら

に
外

貨

を

も

つ
市

民

は

「
エ
ク

ス
ク

ィ

ジ
ト

」

と

い
う

専

門
店

で
オ

ー

ス
ト

リ

ア
経

由

の
輸

人

品

や

自
国

の
外

国

向

け
製

品
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を

購

入

し

て
消
費

欲

求

を
満

た

し

て

い
た
。

因

み

に
、

東

独

の
市

場

研

究

所

の
調
査

で
は
、

東

独

人
女

性

の
二

〇

%

は

「
若

い
ダ

イ

ナ

ミ

ッ
ク
な

タ
イ

プ

」

で

モ
ー

ド

に
強

い
関

心
を

も

ち

、

超

モ
ダ

ン
な

事

柄

に
注

目

し

て

い
る
層

で
あ

り
、

=

二
%

は

モ
ー

ド
志

向

が
あ

っ
て

要

求

の
高

い
層

、

そ

し

て
三

〇

%

が

「
適

応

的

で

モ
ー

ド

に
も

節

度

を

も

つ
」
層

で
あ

っ
た

(他

は
省
略

)
。

そ

れ
ら

は
、
東

独

で

の
規

格

化

さ

れ

た
大

量

生

産

製

品

の
提

供

と
市

民

の
消
費

欲

求

の
多

様

化

と

の
矛
盾

を

は

っ
き

り

と
示

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

政

府

の
側

も
、

こ

の
よ
う

な
東

ド
イ

ツ

の
消

費

社

会

化

の
状

況

に
対

し

手

を
挨

ね

い
て

い
た

わ
け

で

は
な

か

っ
た
。

特

に

ホ
ー

ネ

ッ
カ

ー

時

代

に
入

っ
て
か

ら

は

社
会

政
策

の
推

進

と

と
も

に
市

民

の
文

化

的

な

欲
求

を

認

め
、

そ

の

「
芸

術

的

、

大

衆

文
化

的

な

生

活

の
制

度

化

を

通

し

て
」
(リ

フ

レ
フ

到

幽

三

れ
を

統

A
・
し

よ
・つ
と
し

た
.
そ

の
場

A
・
、
S

E

D

の
大

衆

文
化

政
策

は

マ
ル
ク

ス
嚢

の
理

論

上

で

位

置
付

け

ら

れ

た
そ

れ

と

い
う

よ

り

は
、

統

治
層

と
市

民

の
間

の

「
同

盟

」

政
策

の

一
環

と

し

て
考

え

ら

れ

た
面

が

強

か

っ
た
。

前

に
述

べ
た
よ

う

に
、
F

D
J

や
労

働

組
合

は
多

く

の
施

設

を

擁

し

て
様

々
な

余

暇

活

動

を

メ

ン
バ
ー

に
提
供

し

、

特

に
F

D
J

は
若

者

向

け

の

デ

ィ

ス

コ
や

コ
ン
サ

!

ト

か
ら

旅

行

(国

内
や
社
会
主
義

圏

へ
の
)、

ク

ラ
ブ

活

動

(七
万
人

の
無
給
役
員

が

い
た
)
に
至

る

ま

で

の
幅

広

い
催

し

物

を

組
織

し

て

い
た
。

し

か
し

既

に
公
式

の
組

織

と

の
距
離

を

と

る

こ
と
を

覚

え

て

い
た
青

年

達

に
と

っ
て

は
、

こ
れ

ら

の
活
動

に
加

わ

る

こ

と
は
、

大
部

分

は

自
分

の
趣

味

を

満

足

さ

せ

る

た
め

の
功

利

的

な

も

の

に
と

ど

ま

っ
て

い
た
。
他

方

、

文
化

政

策

の
財

政

的

な

面

に

つ

い
て

は
、

第

10
表

が

政

府

の
全

歳

出

費

に
占

め

る
文

化

・
ス
ポ

ー

ツ
部

門
費

の
割

合

い
を

表

し

て

い
る
が
、

こ
の
分

野

の
支

出

は

一

貫

し

て
増

大

し

て

い
る

こ

と
を

示

し

て

い
る
。

け

れ

ど
も

、

図

書

館

や

劇

場

、

映

画

館

の
施

設

の
よ

う

に
利

用
者

数

が
停

滞

し

て

い
る

と

い
う

デ
多

も
秘

・
市
民

の
趣
向

の
推

移

に
よ

っ
て
公
式
統
計

で
も
政
府

の
施
策

が
所
期
通
り

の
成
果

を
挙
げ
て

い
な

い
こ
と
が
窺

わ

れ

る
。

公
共

の
施

設

は
利

用

さ

れ

た

と

し

て

も

そ

れ

に
よ

っ
て
体

制

へ
の
帰

属
度

が
高

ま

る

こ
と

は
少

な

か

っ
た
、

と

み

る

の

が
妥

当

で

あ

ろ
う

。

東

ド

イ

ツ

の
社

会

は

「
壁

」

構

築

後

の
六

〇

年

代

に
文
化

的

、

政

治
的

な
同

質

化

が
な

さ

れ

て

い

っ
た

と

い
わ
れ

て

い
る

が
、

ホ
ー

ネ
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ッ
カ
ー
時
代

に
は
、
達
成
さ
れ
た

「
社
会
主
義
的
成
果
」
を
背
景

と
し
、
東

独

の
消
費
社
会
化
状
況

に
応
じ

て
よ
り

フ
レ
キ

シ
ブ

ル
な
市

民
包
絡
策

が
と
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。

こ
の
路
線

に
対
応
し

て
、
政
府

は
市
民

の
余

暇
時
間

に
対
し

て
も
施
設
と
人
員
を
提
供
し

て
こ

れ
を
統
合

の
構
成
要
素

に
し
よ
う

と
し
た
。
社
会

政
策
を
含

め
た
そ

の
よ
う
な

バ
タ
ー
ナ
リ

ス
テ

ィ

ッ
ク
な

「恩
情
」

は
、

一
面

で
は
東

独
市
民

の
間

に
べ
ー

メ
が
指
摘
す

る

「
幼

児
化
現
象
」
1

「
人
は
子
供

の
よ
う

に
国
家

に
も

た
れ

か
か
る
」
i

が
生

ま
れ
る
素

地
を
生

む

ハ
28

旨

と

と
も

に
、
他

方

で
は
受
益
者

た
る
彼
ら

の
側

で
、
政
府

は
当
然

の
義

務
を
果
た
し
て

い
る
だ
け

で
な

お
そ

の
施
策

は
望

む
ほ
ど
効
率
的

で
公
正

に
は
行

わ
れ
て

い
な

い
、
給
付

は
自
分
達

が
働

い
て
作

っ
た
財
を
再
分
配
し
た
も

の
に
す
ぎ
な

い
、
と
受
け
止

め
る
よ
う

な
意
識

を
も

た
ら
し

た
。

こ
こ
か
ら
東

独
市

民

の
権
力

に
対
す

る

(「
革

耽
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命
」
後
に
も
み
う
け
ら
れ
た
)
「
依
存
」
と

「
甘
え
」
の
意

識
と
そ

し

て
恒
久
的
な
不

満
と
が
共
存
す

る
意
識
構
造

が
生

み
出
さ

れ

て
き

た

の
で
あ

る
。

加
え

て
、
「
壁

が
ん
社
会
」
で
の
私
的
な
消

費
生
活

の
多
様
化
と
拡
大

は
、

画

]
的
な
公
的
文
化

と

の
隔
離

か
ら

さ
ら

に
進

ん
で
体
制

へ
の
批

判
的
な
態
度

に
連

な

っ
て

い

く
可
能

性
を
も

っ
て

い
た
。
以
上

の
よ
う

に
東

ド
イ

ツ
の
市
民

に
は
、
「
依
存
」
と

「
不

満
」
、
「
逃
避
」
と

「
批
判
」
と
が
個
人

の
意
識

の
中

で
も
複
雑

に
絡

み
合

い
、
あ
る

い
は
集
団
的

に
も

層

化
し

て
複
雑

に
分

布
し
て

い
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。

八
〇
年
代

に
入
る
と
、
東

独

の
青
年
層

の
精
神
的

な
雰
囲
気

は
徐

々
に
変

わ

っ
て
き
た

こ
と
が
多
く

の
観
察
者

に
よ

っ
て
指
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摘

さ

れ

て
き

た
。

彼

ら

は
親

の
世

代

の
よ
う

に
無

条

件

に

は
私
生

活

に
引

き

こ
も

ら
ず

、

場

合

に
よ

っ
て

は
親

達

の
刑
小

ブ

ル
ジ

ョ
ワ
的

」

な
態

度

を
批

判

す

る
よ

う

に
な

っ
た
。

七

〇
年

代

の
末

か

ら
生

ま

れ

る

反
対

派

の
活

動

に

つ

い
て

は
第

四

章

で
詳

し

く

述

べ
る

が
、

こ
れ

ら

の
活

動

を

担

っ
た

の
は

ご
く

少

数

の
人

々
で
あ

っ
た

と

は

い
え
、

そ

れ
を

生

み
出

し

漠

然

と

で

は
あ

れ

下
支

え
し

た
風

潮

が
青

年

達

の

間

で
拡

大

し

て

い

っ
た

こ
と

は

事

実

で
あ

っ
た
。

そ

の
場

合

、

政
治

問

題

に

つ

い
て

い
え
ば

、

彼

ら

の
批

判
的

な

態
度

は
東

ド
イ

ツ

の
体

制

の
根

本

的

な

拒

否

を

意

味

す

る
も

の
で

は
な

く

、

む

し

ろ

そ

れ

は
社

会

主

義

的

な

理

想

か
ら

現

実

の
体

制

運

営

の
あ

り

方

に
向

け

ら
れ

た
も

の
で
あ

っ
た
。

従

っ
て
、

彼

ら

は
西
側

の
体

制

に
対

し

て

も
批

判

的

な

眼

を

も

っ
て

い
た

。

し

か
し

、
現

行

の
社

会

主
義

体

制

の
下

で
改

革

が
不

可

能

で
あ

る

こ
と

が
認

識

さ

れ

る

と

こ

の

「
建

設
的

な
」

批

判

は
大

き

な

幻

滅

感

に
変

わ
り

、

こ
れ

は
体

制

変
革

へ
の

エ
ネ

ル
ギ

ー

に
転

化

し

て

い
く

の

で
あ

る

。
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