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要
旨
〕

戦
後
日
本
に
お
け
る
階
級
政
治
の
発
見
―
問
題
の
提
起

渡
辺

雅
男

「
階
級
政
治
は
死
ん
だ
」
と
言
わ
れ
て
久
し
い
。
本
稿
は
、
政
治
の
本
質
を
捉
え
る
分
析
枠
組
み
と
し
て
階
級
政
治
を
復
権
さ
せ

よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
階
級
政
治
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
は
、
資
本
家
階
級
（
財
界
）、
労
働
者
階
級
、
中
間
階
級

（
農
民
と
都
市
自
営
）
を
考
え
る
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
ア
ク
タ
ー
が
闘
争
と
連
合
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
か
を
見
る
こ
と
で
、
階

級
政
治
の
内
容
を
考
え
る
。
第
三
に
、
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
戦
後
日
本
の
政
治
社
会
を
四
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
。
第
一
期
は

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六
〇
年
ま
で
の
戦
後
復
興
期
、
第
二
期
は
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
七
三
年
ま
で
の
高
度
成
長
期
、
第
三
期
は

一
九
七
三
年
か
ら
一
九
八
二
年
ま
で
の
低
成
長
期
、
第
四
期
は
一
九
八
二
年
か
ら
現
在
ま
で
の
「
構
造
改
革
」
期
で
あ
る
。
各
期
を

階
級
闘
争
と
階
級
連
合
の
視
点
で
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
第
一
期
は
、
職
場
の
経
営
権
を
め
ぐ
る
階
級
対
立
の
時
代
、
急
進
化

す
る
中
間
階
級
を
資
本
家
階
級
が
懐
柔
す
る
方
策
を
模
索
し
た
、
階
級
連
合
の
模
索
期
で
あ
る
。
第
二
期
は
、
春
闘
の
場
で
賃
金
相

場
を
め
ぐ
っ
て
階
級
闘
争
が
闘
わ
れ
た
時
代
、
中
間
階
級
が
自
民
党
を
支
持
し
て
資
本
家
階
級
と
同
盟
関
係
を
結
ん
だ
、
階
級
連
合

の
成
立
期
で
あ
る
。
第
三
期
は
日
本
的
経
営
へ
労
働
者
が
統
合
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
利
益
誘
導
で
中
間
階
級
と
資
本
家
階
級
と
の

連
合
が
強
化
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
第
四
期
は
政
党
政
治
で
い
う
五
五
年
体
制
の
崩
壊
の
時
代
、
階
級
的
な
戦
略
基
盤
が
解
体
・
再

編
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
ま
政
治
的
支
持
の
見
返
り
と
し
て
中
間
階
級
に
与
え
ら
れ
て
い
た
、
競
争
か
ら
の
庇
護
が
次
々
と
撤

廃
さ
れ
て
、
中
間
階
級
と
資
本
家
階
級
の
連
合
が
解
消
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
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Rediscovery of Class Politics in Postwar Japan
MasaoWatanabe

It is obvious that class no longer has the same attraction that it
once had as an explanatory category because it has lost the
explanatory power with which it was once attributed. This is the
crisis of class politics. Many people are talking about the demise of
class politics in real terms. In this negative type of circumstance,
the basic question with which this article is concerned is, What are
the class politics? It is not a simple question. We need to take
several steps to investigate this less popular or even so much-hated
notion to find out the particular salience of it in the post-war
Japanese political scene.

The first step is to identify the actors of the class politics. Four
collective actors the managerial elite, the working people, the
peasant farmers, and the small business people are to be identified
in the post-war Japanese history. Each seems to play a vital role to
form the particular shape of class politics in its dynamics.

The second step is to find out the formation of class-based
government that takes into account the power of these collective
actors. In other words, how do these major class components form
strategic alliances or hostile relations with each other? It is vital
whether the traditional middle class, the peasant farmer, and the
small business owner in particular, have achieved class-alliance
with the management. By doing so, has the working class individual
become unaffiliated, divided, and encircled.

The third and final step is to apply this theoretical assumption to
the political history of post-war Japan. We can identify four
historical phases in which the distinctive pattern of class politics
were displayed.
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We follow these steps to recapture the realistic notion of class
politics since the end of the war.
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