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周りの人に「日本共産党森本ふみお後援会」への入会をお勧めください。
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ご
み
減
量
化
や
循
環
型
社
会
の
構
築
、
排
出
量
に
応
じ
た
負
担
の
公
平
化
を
図
る
た
め
に
は
家
庭
ご
み
の
有
料
化
も
有
効
な

手
段
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
と
い
う
の
が
、
井
原
市
議
会
十
二
月
定
例
会
で
瀧
本
市
長
が
答
弁
の
中
で
明
ら
か
に
し
た
基
本
的

な
考
え
で
す
。

こ
の
考
え
の
上
に
立
っ
て
、
市
長
は
現
在
、
庁
内
で
組
織
を
作
っ
て
、
有
料
化
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

日
本
共
産
党
の
森
本
ふ
み
お
市
議
は
、
ご
み
の
減
量
化
に
は
絶
対
反
対
と
い
う
立
場
で
、
十
二
月
市
議
会
で
質
問
を
展
開
し

ま
し
た
。
森
本
市
議
は
次
の
点
を
強
調
し
、
市
長
の
考
え
を
聞
き
ま
し
た
。

◆
ご
み
袋
を
有
料
に
し
て
一
時
的
に
は
減
量
す
る
け
れ
ど
も
数
年
後
は
元
の
量
に
な
り
、
ま
た
増
え
始
め

る
。
結
果
的
に
ご
み
は
減
量
せ
ず
、
市
民
の
負
担
だ
け
増
え
る
こ
と
に
な
る
。

◆
ご
み
の
減
量
は
、
ご
み
袋
の
有
料
化
で
は
な
く
、
徹
底
し
た
分
別
で
資
源
化
可
能
ご
み
を
増
や
し
、
燃

や
す
ご
み
を
減
ら
す
こ
と
。

◆
市
民
の
理
解
と
協
力
を
得
な
が
ら
、
現
在
の
分
別
方
法
を
よ
り
一
層
徹
底
す
る
。

◆
事
業
系
ご
み
も
徹
底
し
て
分
別
し
て
も
ら
い
、
資
源
化
可
能
ご
み
を
増
や
し
、
燃
や
す
ご
み
を
減
ら
す
。

こ
れ
に
対
し
市
長
は
「
ご
み
処
理
は
徹
底
し
た
分
別
が
な
さ
れ
て
こ
そ
ご
み
処
理
経
費
の
節
約
、
再
資

源
化
に
よ
る
環
境
保
全
、
経
済
活
動
の
推
進
等
が
達
成
で
き
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

今
年
、
夏
と
秋
に
出
さ
れ
た
ご
み
の
中
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
分
別
さ
れ
ず
に
入
っ
て
い
る
か
調
査
し
た
が
、
収
集
し
た
可

燃
ご
み
不
燃
ご
み
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
資
源
化
可
能
ご
み
が
約
２
割
程
度
あ
っ
た
。
事
業
系
ご
み
で
も
資
源
化
可
能
ご
み
が
ま

と
ま
っ
て
入
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

市
民
に
は
リ
サ
イ
ク
ル
も
含
め
た
減
量
に
つ
い
て
、
説
明
会
を
含
め
て
徹
底
し
た
い
。
市
内
２
３
２
の
事
業
所
に
も
（
直
接
）

お
願
い
に
行
き
た
い
」
と
答
え
ま
し
た
。

森
本
市
議
は
「
市
議
会
内
外
で
、
市
民
に
と
っ
て
負
担
が
増
え
る
だ
け
の
「
ご
み
の
有
料
化
」
に
は
絶
対
反
対
の
立
場
で
、

引
き
続
き
奮
闘
し
た
い
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

多
く
の
自
治
体
で
は
、
家
庭
ご
み
有
料
化
の
際
「
ご
み
の
減
量
化
を
図
る
」
「
住
民
の
ご
み
に
対
す
る
自
覚
を
高
め
る
」
と
い
っ
た
こ
と
が
掲

げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
有
料
化
さ
れ
た
地
域
の
そ
の
後
の
ご
み
量
を
見
て
い
く
と
、
い
っ
た
ん
は
減
っ
て
も
、
数
年
後
に
は
有

料
化
前
よ
り
も
増
え
て
し
ま
っ
た
り
、
減
る
に
は
減
っ
た
が
微
増
に
転
じ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
元
に
も
ど
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
と
い
う
地
域
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

家
庭
ご
み
の
有
料
化
は
、
実
施
直
後
に
は
減
る
も
の
の
、
時
間
が
た
つ
と
そ
の
効
果
は
薄
れ
、
ご
み
減
量
の
決
め
手
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

資
源
化
・
分
別
収
集
の
拡
充
に
取
り
組
ん
だ
自
治
体
で
は
、
ご
み
そ
の
も
の
の
排
出
を
減
ら
し
て
い
ま
す
。
細
か
い
分
別
収
集
は
住
民
の
理
解

と
協
力
な
し
に
進
め
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
る
地
域
で
は
ご
み
問
題
へ
の
住
民
の
関
心
が
高
ま
り
、
行
政
に
対
し
て
も
、
意
見

や
提
案
が
活
発
に
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ご
み
を
元
か
ら
減
ら
す
に
は
、
住
民
自
身
の
自
発
的
な
参
加
が
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
し
、
行
政
と
住
民
が
協
力
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
大
切

で
す
。

（
ご
み
減
量
に
関
す
る
日
本
共
産
党
の
考
え
の
一
部
を
紹
介
し
た
「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」
よ
り
）

ごみの減量は徹底した分別で
森本市議が１２月市議会で提言



日本で「民主主義革命」というのは変では？

〈問い〉友人から「日本は、憲法がある民主社会でしょう。そこで議会を通じて憲法の

理念に沿った改革を徹底していくというのはわかるけど、民主主義革命をめざすという

のは、矛盾しているし変だ」と言われました。どう答えたらいいでしょうか。（京都・

一読者）

〈答え〉日本共産党が民主主義革命で実現をめざしているのは、異常な対米従属と大企

業・財界の横暴な支配を打破して、日本の真の独立を確保し政治・経済・社会を民主主

義的に改革するということであって、憲法の理念に合致するものです。

その主な内容は、党綱領の第四章に〔国の独立・安全保障・外交の分野で〕、〔憲法

と民主主義の分野で〕、〔経済的民主主義の分野で〕の３つに分けて述べられています。

問題は、この改革が「二大政党」間での自民党政治の枠内での政権交代などとはちが

い、日本の大企業・財界の利益と対米従属の体制を代表している勢力から、圧倒的多数

の国民の利益を代表する勢力の手へと権力を移すことによって

こそ、本格的に実現できるということにあります。このように、

ある社会勢力から別の社会勢力へと権力が移ることによって達

成される改革を「革命」と呼ぶことを説明して、納得してもら

いましょう。

日本共産党の綱領は、異常な対米従属と大企業・財界の横暴

な支配の打破とを実現する民主主義革命が、「労働者、勤労市

民、農漁民、中小企業家、知識人、女性、青年、学生など、独

立、民主主義、平和、生活向上を求めるすべての人びとを結集

した統一戦線によって、実現される」こと、「日本共産党と統

一戦線の勢力が、国民多数の支持を得て、国会で安定した過半

数を占めるならば、統一戦線の政府・民主連合政府をつくることができる」ことを明ら

かにしています。

そして、このたたかいは、民主連合政府の樹立で終わるのではなくて、民主勢力の統

一と国民的なたたかいを基礎に、民主連合政府が国の機構の全体を名実ともに掌握し、

政府の諸機構が新しい民主的改革の担い手となるところまで前進してこそ成功するとい

うのも大切な点です。

ご意見・ご要望および情報をお気軽にお聞かせください。

森本ふみお後援会ニュースＮｏ５６ ２００７年(平成１９年)１２月２０日

日本共産党 知りたい・聞きたいＱ＆Ａ 日本共産党
のＨＰより


