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皇
帝
型
権
力
構
造
続
く

中
国
の
今
回
の
全
国
人
民
代
表

大
会
は、
江
沢
民
｜
朱
錯
基
体
制

か
ら
胡
錦
津
｜
温
家
宝
体
制へ
の

移
行
と
い
う
政
治
転
換
を
はっ
き

り
刻
印
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て

い
た
だ
け
に、
失
望
の
大
き
い
も

の
だっ
た。
最
大
の
理
由
は、
昨
秋

の
中
国
共
産
党
第
十
六
回
大
会
で

党
総
書
記
の
ポ
ス
ト
を
胡
錦
瀧
副

主
席
に
譲
り、
世
代
交
代
を
印
象

づ
け
て
お
き
な
が
ら、
結
局
は
党

中
央
軍事
委
員
会
主
席
と
い
う
党

の
最
高
権
力
を
手
放
さ
な
かっ
た

江
沢
民
氏
が、
今
回
も
国
家
中
央

軍
事
委
員
会
主
席
を
従
来
通
り
兼

任
す
る
こ
と
に
なっ
た
権
力
中
枢

の
政
治
構
造
に
求
め
ら
れ
る。
つ

ま
り
党
と
国
家
の
ナ
ン
バ
ー－
ワ

ン
は
依
然
と
し
て
江
沢
民
主
席
だ

と
い
う
皇
帝
型
権
力
構
造
に
変
化

は
な
く、
政
治
的
民
主
化
は
も
と

よ
り、
政
治
体
制
改
革へ
の
道
は

ま
す
ま
す
遠
の
い
て
し
まっ
た。

こ
の
よ
う
な
江
沢
民
独
裁
体
制

の
も
と
で、
過
去
五
年
間、
経
済

の
舵
を
取っ
て
き
た
朱
錯
基
首
相

へ
の
内
外
の
評
価
は
高
く、
今
回

も
そ
の
引
退
を
称
え
て
中
国
の
海

外
向
け
メ
デ
ィ
ア
が
大
々
的
に
朱

錯
基
特
集
を
編
ん
だ
と
こ
ろ、
党

中
央
か
ら
ス
ト
ッ
プ
が
か
かっ
た

と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
は、－
今
日
の
中

国
の
政
治
風
土
を
反
映
し
て
い

る。
天
安
門
事
件
で
の
抑
圧
者
と

し
て
保
守
派
の
頂
点
に
立っ
て
い

た
李
鵬
首
相
に
代
わっ
た
朱
錯
基

首
相
は、
固
有
企
業・
金
融
制
度

・
行
政
機
構
の
三
大
改
革
に
挑
戦

し、
世
界
貿
易
機
関（
W
T
O）へ

の
加
盟
も
果
た
し
て、
中
国
社
会

を
全
般
的
に
「
小
康
（
い
く
ら
か

ゆ
と
り
の
あ
る）
社
会」
に
至
ら
し

め
た
功
績
は
大
き
い。
し
か
し、

肝
心
の
三
大
改
革
も
道
半
ば
で
あ

り、
「
経
済
発
展
が
すべ
て
で
あ

る」
と
し
て
七
%
台
の
経
済
成
長

を
続
け
て
き
た
発
展
戦
略
も
い
ま

や
限
界
に
達
し
つ
つ
あ
る。
政
治

力
に
お
い
て
宋
知
数
の
温
家
宝
首

相
の
荷
は
重
い
と
い
え
よ
う。
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玄
関
先
だ
け
の
繁
栄

中
国
は
世
界
不
況
の
な
か
で
ひ

と
り
成
長
路
線
を
歩
み
つ
つ
あ

り、
北
京
や
上
海
の
都
市
開
発
も

急
ピ
ッ
チ
な
の
で、
そ
の
よ
う
な

表
面
を
見
れ
ば、
中
国
は
「
世
界

の
工
場」
「二
十一
世
紀
の
巨
大

市
場」
と
思
わ
れ、
中
国
の
宋
来

像
を
パ
ラ
色
に
鼓
吹
す
る
論
調
も

多
い。
だ
が、
そ
れ
は
あ
た
か
も

家
の
な
か
の
混
乱
を
知
ら
ず
に、

ピ
カ
ピ
カ
に
飾っ
た
玄
関
だ
け
を

覗
い
て
判
断
す
る
よ
う
な
も
の

で、
中
国
社
会
の
実
像
と
は
大
き

WO�自
く
話
離
し
て
い
る。

実
際
の
中
国
は、
過
去
二
十
年

余
の
経
済
成
長
に
も
か
か
わ
ら

ず、
一
人
当
た
り
G
D
P
は、
国

全
体
と
し
て
見
れ
ば、
わ
が
国
の

約
四
十
分
の一
の
八
百
米
ド
ル
前

後
と
い
う
水
準
な
の
で
あ
る。
こ

の
数
字
は
亡
き
都
小
平
氏
が
「
四

つ
の
現
代
化」
に
当
たっ
て
掲
げ

た
二
十
世
紀
末
ま
で
に一
人
当
た

り
G
D
P一
千
米
ド
ル
と
い
う
目

標
に
も
達
し
て
い
な
い。
こ
の
よ

う
な
日
中
間
の
経
済
格
差
ゆ
え

に、
中
国
か
ら
日
本へ
来
る
不
法

難
民
や
留
学
生
を
装っ
た
出
稼
ぎ

者
が
絶
え
な
い
の
で
あっ
て、
こ

の
実
態
こ
そ
中
国
社
会
の
現
実
の

反
映
な
の
で
あ
る。
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中
国
は
健
康
で
は
な
い

中
国
の
経
済
発
展
が
こ
の
間
注

目
さ
れ
た
の
は、
「
貧
困
の
ユ
ー

ト
ピ
ア」
を
求
め
た
毛
沢
東
時
代

の
経
済
水
準
が
あ
ま
り
に
も
低
か

っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い。
そ

の
中
国
は、
二
O
二
O
年
ま
で
に

一
人
当
た
り
G
D
P
二
千
米
ド
ル

を
目
指
す
こ
と
に
なっ
た
が、
こ

の
ま
ま
突っ
走
れ
ば、
貧
富
の
差

は
さ
ら
に
拡
大
し、
農
業・
農
村・

農
民
の
い
わ
ゆ
る「
三
農」
問
題
は

さ
ら
に
深
刻
化
す
る
で
あ
ろ
う。

産
業
構
造
の
転
換
を
経
ず
に、

もっ
ぱ
ら
外
資
導
入
に
頼っ
た
こ

の
間
の
放
漫
成
長
に
よっ
て、
金

融
機
関
の
不
良
債
権
は
ま
す
ま
す

国際社会学者

嶺雄中嶋

肥
大
化
し
つ
つ
あ
り、
製
品
の
過

剰
な
生
産
と
供
給
が
拡
大
す
る一

方、
都
市
の
失
業
者
や
農
村
の
絶

対
貧
困
層
の
生
活
実
態
は
著
し
い

苦
境
の
な
か
に
あ
る。
そ
の
う
え

人
民
の
金
銭
マ
イ
ン
ド
は
止
め
ど

な
く
膨
ら
み、
汚
職
や
腐
敗
が
日

常
化
し
て
い
て、
中
国
社
会
は
決

し
て
健
康
で
は
な
い。
さ
ら
に
深

刻
な
問
題
は、
環
境
破
壊
や
国
土

の
砂
漠
化、
水・
石
油
な
ど
の
資

江氏の権力維持で遠のく政治改革
源
の
枯
渇
と
い
う
社
会
環
境
問
題

で
あ
る
反
面、
す
で
に
十
三
億
に

達
し
た
人
口
が
さ
ら
に
増
え
続
け

て
い
る
こ
と
で
あ
る。

そ
の
よ
う
な
中
国
で
あ
る
の

に、
台
湾
海
峡
沿
岸へ
の
短
距
離

ミ
サ
イ
ル
配
備
を
は
じ
め
と
す
る

軍
事
力
の
増
強
は
相
変
わ
ら
ず

で、
今
回
の
全
人
代
で
も
対
前
年

比
十
%
前
後
も
国
防
費
が
伸
び
て

い
て、
十
五
年
連
続
で
軍
事
強
化

が
は
か
ら
れ
て
い
る。

国
際
社
会
で
中
国
の
存
在
感
が

高
まっ
て
い
る
だ
け
に、
当
面
の

イ
ラ
ク
問
題
で
も
国
連
安
保
理
常

任
理
事
国
と
し
て
の
責
任
が
問
わ

れ
る
と
こ
ろ
だ
が、
世
論
も
自
由

な
メ
デ
ィ
ア
も
存
在
し
な
い
国
柄

か
ら
か、
朱
鋸
基
政
府
活
動
報
告

で
も
国
際
情
勢
に
関
す
る
部
分
は

き
わ
め
て
お
ざ
な
り
な
も
の
で
あ

っ
た。
そ
こ
に
は
もっ
ぱ
ら
当
面

の
国
際
情
勢
を
「
大
国
外
交
志

向」
の
自
己
の
世
界
戦
略
に
有
利

に
運
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
ば
か
り
が

目
立っ
て
い
て、
北
朝
鮮
の
危
険

な
火
遊
び
に
た
い
し
て
も、
社
会

主
義
友
邦
と
し
て
責
任
あ
る
対
応

を
示
す
姿
勢
は
皆無
で
あっ
た。

国
際
社
会
は
ま
だ
ま
だ
中
国
を
頼

り
に
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い。

（
な
か
じ
ま

み
ね
お）


