
｜｜中国は経済の過熱で、「2008

年の北京オリンピックまで安定成長」

というコンセンサスが崩れてきたよ

うに見える。
経済格差も広がるばか

りで、
暴動のニュースも流れてくる。

中国はどうなるのか。
中嶋先生は、

かなり確信的、
構造的悲観論をとっ

ているが。
中
崎

小A何
さ
ん
は、
そ
ん
な
に
楽観
論

で
は
な
い
？

小
島
悲

観的楽観論
で
す
ね。

中
嶋
2
0
0
8
年の
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク、
ω
年
の
三
峡
ダ
ム

完成
と
上
海
か
ら

露
慶
ま
で
の
ス
ー
パ
ー
ハ
イ
ウ
エ
ー
の
開

通。
2
0
1
0
年
の
上
海
万
博。
今、
中

国
は、
大
き
な
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

次
々
に
打
ち
出
す
こ
と
で
問題
が
噴
出
し

な
い
よ
う
に
し
て
い
る
が、
そ
れ
が
う
ま

くい
く
か
と
う
か。

こ
の
3
年
間
が一
つ
の
大
き
な
転
機

で、
ポ
ス
ト
2
0
1
0
年
と
い
う
問
題
が

あ
る。
今の
よ
う
な
高
い
経
済成
長
は
も

う
限
界
だ
ろ
う。
そ
の
時
に
ソ
フ
ト
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
で
き
る
の
か
が、
一
番
の
問
題

岨
なかじま・みねお 国際教養大学学長
1幻6年長野県生まれ。ω年東京外国路大学中国科卒襲。東
京大学園際学修士。 同社会学1事士。77年より東京外国箆大
学教授、95～2001年同大学学長。ω年より現聡。 専攻Ii
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中
嶋
嶺
雄w
小
島
朋
之

混
乱
か
安
定
か

危
機
を
は
ら
む
中
国

だ。小島

北京
五
輪
ま
で
は
何
と
か
も
つ
の

で
は
と
い
う
の
が、
依
然、
コ
ン
セ
ン
サ

ス
と
し
て
は
あ
る
と
思
う。

経済
に
つ
い
て
は、
ま
ず一
つ
が、
こ

の
と
こ
ろ
の
過
熱
ぎ
み
の
問
題。

沈静化

し
な
い
と、

安定
的
なバ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
成
長
が
で
き
な
い。
と
こ
ろ
が、
今
や

っ
て
い
る
の
は
行
政
的
な
手
段
を
使つ
て

の
沈
静
化
で、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ
ム

で
抑
え
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い。

も
っ
と
深刻
な
問
題
は、
1
9
7
8
年

か
ら
の
改
革
開放
に
よっ
て、
ど
ん
な
形

で
経
済
発
展
が

確保
さ
れ
て
い
た
の
か。

そ
の
あ
り
ょ
う
が
今関
わ
れ
て
い
る。

植
民
地
経
済
化
し
た
中
国

小
島
改
革
開
放
に
よ
る
経
済
発
展
の
具

体策の一
つ
は、
囲
内
の
経
済
体
制
を
硬

直
し
た

社会主
義
か
ら
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
変
え
て
い
く
こ
と。
も
う一
つ

は、

対外
開放
だっ
た。
先
進
国
か
ら
技

術
と
資
金
を
導
入
し
て、
国
内
の
経
済活

の
内
実

性
化
を
図っ
た
が、
そ
の
結果、

中国の

対外貿易全体の
印
%
以
上
を
外
資
系
が

占
め
た。
か
た
や
固
有
企
業
は
ど
う
い
う

状
態
か
と
い
う
と、
リ
ス
ト
ラ
で
息
絶
え

絶
え
に
なっ
て
き
て
い
る。
つ
ま
り、
あ

る
意
味
で
の
植
民
地
経済
じ
ゃ
な
い
の
か

と
い

う声が、
上
が
り
か
け
て
い
る。

経
済
大
国
に
な
る
ほ
ど、

対外貿易
が

G
N
P
の
中
に
占
め
る
割合・
輸
出
依存

度
は
小
さ
く
な
る。
と
こ
ろ
が
中
国
は

却
%、
お
%
と、
ど
ん
ど
ん
大
き
く
なっ

て
い
る。
中
国経
済の
発
展
は
外
に
依存

し
て、
国

際経済
に
完全
に
組
み
込
ま
れ

て
し
まっ
て
い
る。
中
国自
身
が
自由
に

自
ら
の
経
済、
民
族
資本
を
発
展
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
で
き
な
い。
そ
う
し
た
憂店

の
念
が
ナシ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
つ
な
がっ
て

い
く
と、
大
変
だ
と
い、
っ点
が
あ
る。

中
国
の
貿
易
総
額
は
お
そ
ら
く
今
年
中

に
は
日
本
を
追
い
抜
き、
アメ
リ
カ、
ド

イ
ツ
に
次
い
で
第
3
位
に
な
る。
こ
れ
ま

で

中国
は

対外貿易の
黒
字
国
だっ
た
の

が、
近
年
は

黒字幅
が
縮
小
し、
赤
字
に

転
落
し
つ
つ
あ
る。

貿易
の
黒
字
で
経
済

の
成
長
を
図っ
て
き
た
わ
け
だ
が、
そ
れ

が
難
し
い
局
面
に
き
て
い
る。

社会
に
閲
し
て
は、
改
革

開放後の
こ

の
こ
十
数
年
間、
特
に
江
沢
民
の
日
年
で

経済発

展優先路線を
とっ
た。
そ
れ
も

優
勝
劣
敗
と
い
う
形
の

経済発
展
路
線
を

と
る
こ
と
に
よっ
て、
貧
富の
差、
格
差

の
拡
大
が
異常
に
高
まっ
て
き
て
い
る。

1
9
8
5
年
に

出村と
都市
と
の
収
入
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経
済
成
長
の
制
御
力
を
持
た
ず、

貧
富
の
差
の
拡
大
と
い
う
爆
弾
を
抱
え
た
中
因。

北
京
五
輪

前
後
に
は
台
湾
問
題
が
待
ち
受
け
て
い
る。

中
園、

そ
し
て
中
国
共
産
党
の
行
く
手
は
混
乱
か、

成
長
か
。

知る申国共産党
強定
は
I
対
1・
9
ぐ
ら
い
ま
で
縮
まっ

た
が、
昨
年
は
1
対
3・
4
ぐ
ら
い
ま
で

拡
大
し
て
い
る。

農村
と
都
市
だ
け
で
は

な
く、
内
陸
と
沿海、
漢
民
族
と
少
数
民

族
と
の
問、
さ
ら
に
そ
の
内
部
で
の
格
差

の
拡
大
が
進
ん
で
い
く。

今農村
で
貧
困

水準は、

年収
が
6
3
0
元。
日
本
円
に

す
る
と
9
0
0
0
円
ぐ
ら
い
だ
が、
こ
の

層
が
2
8
0
0
万
人
い
る。
こ
こ
数
年、

こ
の
数
が
減っ
て
い
な
い。

こ
れ
は、
実
は
中
国
共
産
党
の
体制
と

い
う
政
治
の
問
題
に
跳
ね
返
っ
て
く
る。

中
国
共
産
党
と
い
う
の
は

労働者・
民
民

の
階
級
利
益
を
代
表
す
る
前
衛
の
は
ず

だ。
と
こ
ろ
が、

労働
者・
農
民
が
弱
者

集
団「

弱勢群
体」
に
なっ
て
き
て
い
る。

中国
共産
党
は、
従
来
の
支持
基盤
が
揺

ら
い
で
い
る
の
で、
新
た
に
台
頭
し
て
き

こじま・ともゆき 護応義塾大学総合政策学部長
1斜3年広島県生まれ。67年慶応発盛大学法学部卒業。 聞大
学法学博士。 91年より慶応義塾大学総合政策学部教綬、
2001年より現聡。 専攻は東アジア論、現代中国論。著書に
『現代中国の政治jなど。

た
私営
企
業家
な
ど
の
中産
階層
に
タ
ー

ゲッ
ト
を
絞っ
て
支
持
の
拡
大
を
図
ろ
う

シ」
’し
れ～。
江
沢
民
が
∞
年2
月
に
「
三
つ
の

代表

論」
を
出
し
て、

憲法
や
党
規
約
に
つ
三

つ
の
代
表H
重
要
思
想」
と
い
う形
で
明

記
し
た
の
は
そ
の
表
れ
だ。

胡錦詩体制

は、
弱
者
を
ち
ゃ
ん
と
配
慮
す
る
の
か、

こ
れ
か
ら
の
塗
展
を
考
え
て
中
間

階層を

取
り
込
ん
で
い
く
の
か、
二
者
択一
を
迫

ら
れ
る。
弱
者
と
い
っ
て
も、
農
村
人
口
は
労
働

人
口
だ
け
で
も
4
億
3
0
0
0
万
人。
都

市
に
も
1
憶
か
ら
1
億
4
0
0
0
万
人
の

「
民
工」
（
農村
戸
籍
を
持っ
た
出
稼
ぎ
労

働
者）
が
働い
て
い
る。
こ
の
層
に
う
ま

く
対応
で
き
な
い
時
に
は、
政
治
が
不安

定
化
し
て
い
く。

暴
動
の
背
景

中
嶋
中
国
の
統
計
数
字
に
つ
い
て
は、

か
な
り問
題
が
あ
る。
旧
年
に
ピ
ッ
ツ
パ

l
グ
大
学
の
ト
l
マ
ス・
ラ
ウ
ス
キ
l
教

授
が「
チ
ャ
イ
ナ・
ビ
ジ
ネ
ス・
レ
ビ
ュ
ー」

に、
か
な
り

説得的
な
論文
を
書い
た。

彼
の
結論
は、
中
国
の
統
計
そ
の
も
の

に
問
題
が
あ
る
と
い
う
も
の。
そ
の一
番

の
理
由
は、

末端
の
地
方
の
幹
部
が、
あ

る
い
は
郷
と
か
鋲
の
デ
l
タ
を
集和
す
る

大
元
の
部分
が、
出
世
の
た
め
に
水
増
し

し
た
統
計
を
累積
す
る
か
ら
だ。
そ
の
こ

と
を
中
国
の
社

会科学
院
の
学者
に
私
が

問
う
と、
彼
自
身
も

告白
し
て
い
た
が、

中
国
の
省ご
と
の
統計
を
足
す
と、
全
体

の
統計
よ

り多く
なっ
て
し
ま
う。

小
島
ラ
ウ
ス
キ
！
と
我
々
は
今
共
同
研

究
を
やっ
て
い
る
が、
ラ
ウ
ス
キ
l
の
指

摘
に
対
し
て、

国家統計
局
も
統計
に
問

題
が
あ
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
て
い
る。

今
の

指導体制
は
深刻
に
受
け止
め
て
い

る。
だ
が、
直
ら
な
い。
直
せ
な
い
と
い

う
側
面
が
あ
る。

中
嶋
中
間周
が
出
て
く
る
た
め
に
は
市

民
社
会
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い。

市民社

会
を
欠
い
た
所
得
階
層
だ
け
の
中
間
層

を、
果
た
し
て
「
中
間層」
と
言
え
る
か

ど
う
か。
あ
る
調査
で
台
湾
は、
一
番
富

ん
で
い
る
人
と
貧
し
い
人
の
掻
走
は
約
6

対
1。
日
本
は
約
4
対
1
ぐ
ら
い
で、
非

常
に

平準化
し
て
い
る。
社
長
さ
ん
で
も

普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
良
民
で
も、

そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
が、

中国
の
場
合
は

1
0
0
対
10
そ
の
格差
に
耐
え
き
れ
な

く
なっ
て
社
会
不ム女
が
起
こ
っ
た
ら
ど
う

な
る
か。
そ
れ
が
最
近起
こっ
て
い
る
重

慶
な
ど
で
の
暴
動
だ。

シアカン下山岡
と
い
う、
レ
イ
オ
フ（一

喧帰休）

さ
れ
た
最も
安い

労働力
を
使っ
て
日
本

企
業
は
中
国
に
進
出
し
て
い
る。

社会
が

一
度
崩
れ
出
す
と、
か
な

り危機
的
で
は

な
い
か
と
思
う。

小
島

下
山岡
は
も
う一
時
帰
休
で
は
な

く、

事実
上
の
失
業者
に
なっ
て
し
まっ

た。
3
年
間
基
本
給
を
保障
す
る
が、
あ

と
は
勝手
に
探
せ
と
い
う形
で
失
業
者
に

なっ
て
い
る。
さ
ら
に
年金
生
活
者、
最

低生
活
補助
を
受
け
て
い
る
人
を
加
え
れ

ば、

都市だ
け
で
貧
困層
は
5
0
0
0
万

人
い
る。
そ
の
貧
困
層
と、
『
フ
ォ
1
チ

ユ
ン』
誌
に
も
出
て
く
る
よ
う
な
千
数
百

億
円
の
個
人
資
・挙乞
持っ
た
富裕
層
と
い

う、
両
極
分
解
が
起
こっ
て
い
る。

今
の
政
権
が
最
も
問
わ
れ
て
い
る
の

は、

危機
を
起
こ
さ
せ
な
い
よ
う
な
利益

の
再
配
分
が、
ど
れ
だ
け
き
ち
ん
と
で
き

る
か
と
い
う
こ
と。
そ
し
て、
そ
れ
が
な

か
な
か
難
し
い。

毛
沢東
は
民
族
を
解
放
し
た。

部小
平

は
経
済
を
開放
し
て、
やっ
と
経
済
発
展

で
皆
が
食べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
た。
江
沢
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民
は
日
年
で

本来何を
や
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
かっ
た
の
か。
経
済
発
展の
結
果、
社

会
の
安
定
化
を
図
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば、

政
治
の
解
放、
つ
ま
り様
々
な
民
意
を
集

約
で
き
る
民主
化
だっ
た。
と
こ
ろ
が
江

沢
民
は、
さ
ら
に
経
済
発
展
を
追
求
し、

経済援注
の
拡
大
と
い
う
ツ
ケ
を
も
た
ら

し
た。
だ
か
ら
胡錦
静
政
権
は、
江
沢民

の
ツ
ケ
を
全

護員
わ
さ
れ
た
わ
け
だ。

中
嶋
先
生
は
「市
民
社
会
の
な
い
と
こ

ろ
に
中
間
層
は
な
い」
と
おっ
しゃ
っ
た

が、
年収
が
I
万
元、
2
万
元、
叩
万
元

と
い
っ
た
屑
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
間違

い
な
い。
中
国
の
生
活レ
ベ
ル
か
ら
み
る

と
か
な

り多く、
こ
れ
が
日
%
近
く
都市

に
い
る
わ
け
だ。
ど
こ
に
焦前
…を
絞っ
て

政
治を
やっ
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う

問題
は、
依
然
と
し
て
政椛
に
とっ
て
厄

介
な
問題
な
の
で
は
な
い
か。

社
会
の
二
極
化
が

党
路
線
に
も
反
映

中
嶋
中
国
の
場
合、
今
で

も危機管
理

体制
が
で
き
て
い
な
い。
い
つ
も
政
治
の

B陶mberg

シ
フ
ト
に
よっ
て
乗
り
越
え
て
き
た
け
れ

ど
も、
経
済
主
導
型
に
なっ
た
社
会
が、

一
度バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
て、
そ
れ
が
庶
民

の
欲
求

不満と一
緒
に
なっ
て、
あ
る
種

の

不安定VX
因
に
なっ
て
く
る
の
を、
ど

う
やっ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
と
い
う

経
験
が
な
い。
こ
こ
が
非
常
に
不安
な
と

こ
ろ
だ。

小
島
つ
い
最
近、
国

家危機管
理
委
員

会
と
い
う
の
をつ
く
る
べ
き
だ
と
い、っ
捷

言
が、

単み匂
の
な
か
か
ら
出
て
い
る。
そ

れ
だ
け
深刻
な
の
だ。
天
安

門事件
で
政

治
体
制
が
ひ
っ
く
り
返
ら
な
か
っ
た
の

は、
部
小
平
と
い
う
カ
リ
ス
マ
が
い
た
か

ら
だ
が、
今
は
い
な
い。
国
民
の
共
産党

離
れ
も、
か
な
り進
ん
で
い
る。

中
嶋
共
産
党
貝
に
な
る
の
は、
か
つ
て

は

労働者・
良
民
だっ
た。
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
独
裁
だ
か
ら。
と
こ
ろ
が
今
は、
皆エ

リ
ー
ト。

特権
に
あず
か
ろ
う
と
す
る
人

た
ち
が
共
産
党
員
に
な
る。
自
ら
進
ん
で

共
産
党
員
に
な
る
労働
者・
民
民
は
ま
ず

し
な
U
小
鳥
や
は
りこ
れ
は
共
産
党の

危機に

な
る。
だ
か
ら、

今年
9
月
に
開
か
れ
た

中
国
共
産
党
の
時
期
4
中全
会
（
第
4
回

中央委員会全
体会
議）
の
時
に、

胡錦

法
政
権
は
「
親
民」
路
線、
「
以
人
為本

（
人

間本位）」
と
い
う
ふ
う
に
言っ
て
い

る
の
だ。
民
衆
の
利説、
主
張
を
最大
限

に
尊重
し
ま
す
と
国
民
に
擦
り寄
り
な
が

ら、
他
方
で
は
4
史五
会
で
は
執
政
党
の

能力強
化
と
い、

ヱ刀針を
打
ち
出
す
わ
け

だ。中
国
共
産
党
が
説
明
し
て
い
る
執
政
能

力
の
強
化
と
は、
マ
ル
ク
ス・
レ
l
ニ
ン

主
義、
部
小
平
型
論、
つ
三
つ
の
代
表u

重
要
思
想」
を
しっ
か
り迎
鰹す
る
こ
と、

専
門性
を
高
め
る
こ
と、

民衆第一
主
義

と
い

う考え
方
を
き
ち
ん
と
自
分
の
も
の

に
す
る
こ
と。
け
れ
ど
も、
外
か
ら
見
た

時
の
執
政

能力と
い
え
ば、

結局
は
各議

化
し
た
国
民
の
利
益
や
主
張
を
ど、

つ調整

で
き
る
の
か、
そ
し
て
腐
敗
し
な
い

清廉

さ
を
ど、

つ定着
さ
せ
る
か
だ。

つ
ま
り、

中国
共
産
党
は
政
権出凡
と
し

て
ガ
パ
ナ
ピ
リ
テ
ィ
を
失
い
か
け
て
い

る。
一
方
で
民
衆
に
依拠
す
る
と
言
い
な

が
ら、

他方
で
旧
来
の
党
の

体制を
しっ

か

り維持
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る。
内

と
外
で

矛盾す
る
よ
う
な
政

策決定
を
し

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い。

mim年に台湾問題

中
嶋
郎、
ω、
叩
年
に
出
て
く
る
の
が

台湾
問
題
だ
と
思
う。

中国
の
動向
に
か

か
わ
ら
ず、
こ
の
時点
ま
で
に
台湾
に
は

窓
法
改
正
の
動
き
が
出
て
く
る
だ
ろ
う。

台
湾
は
主
権
国家
と
し
て
独
立
し
て
い
る

と

実質的
に
彼
ら
も
思っ
て
い
る
し、
実

際
に
貿
易
も
経
済
も

軍事も外交も
教
育

も自
分
で
やっ
て
い
る。

台前
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
非
常
に
強
まっ
て
い
る。

李登
輝
と
い
う
類
稀
な
る

指叫者
が
い
た

こ
と
が
非常
に
大
き
い。

小
島
そ
の
点
に
つ
い
て
は
か
な
り
異論

が
あ
る
が、
台
湾
問
題
に
つ
い
て
言
う
と、

ロ
月
日
日
の
立
法
院選
挙
が一
つ
の
ヤ
マ

場。

台湾
意
殺
と
い
う
の
は
も
う過
半
数

を
占
め
る
と
こ
ろ
ま
で
き
た。

民進
党
の

陳
水
蔚
と

李畳輝
の
台述
が、

総統選挙

で
印
%
を
越
え
る

得梨率
で
勝
利
し、
台

湾
ア
イ
デン
テ
ィ
テ
ィ
が
初
め
て
過
半数

を
超‘え
た
わ
け
だ。

で
は
立
法
院選
挙
で
本
当
に
印
%
を
超

え
て、
立
法
院
の
過
半
数
を
民進
党
と
台

連
が
と
れ
る
か。
と
れ
た
ら、
台
湾
の
中

国
離
れ
は
決
定
的
に
な
る。
し
か
し、
台

湾
ア
イ
デン
テ
ィ
テ
ィ
が
主
流
を
占
め
て

い
っ
た
時
に、
一
気
に
台
湾独
立
に
い
け

る
か
と
い
う
と、
9・
日
テ
ロ
以

来対中

協
調
を
屯視
す
る
ア
メ
リ
カ
と
の

関係を

考え
て
み
て
も、
な
か
な
か
難
し
い。

｜｜
台湾独立を認めると中国圏内

の他の少数民族の独立に波及するの

で、
認めたくないだろう。

小
島
少
し
歴
史
を
た
ど
れ
ば、
毛
沢東

が
エ
ド
ガ
l・
ス
ノ
l
（『
中
国
の
赤
い

患広
の
著者）
と
イ
ン
タ
ビュ
ー
し
た
時

に、
「
私
は
朝
鮮
の
独
立
を
認
め
ま
す。

チ
ベ
ッ
ト
の
独
立
を
認
め
ま
す。
ウ
イ
グ

ル
の
独
立
を
認
め
ま
す。
台
湾の
独
立
を

認
め
ま
す。
み
ん
な

中華辿邦
に
な
れ
ば

い
い」
と
言っ
て
い
る。
そ
の
部分
は
今

は
全

部削除
さ
れ
て
い
る
が。

中
嶋
そ
れ
は
毛
沢東の一
種の

中華思

想
で、
む
し
ろ
そ
れ
が一
番
の
問
題
な
の

だ。
私
は、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
中
国
は
台
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申国共産党
湾
を
攻
躍
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う。

北
京
五
輪
を
見
据‘え
て
国
際
社会
の
目
を

意
識
す
る
に
し
て
も
や
り
か
ね
ない。

小島
台
湾
の
対応
次
第
だ
ろ
う。

共
産
党
崩
壊
の
必
要
性

中
崎
4

中全会
で、
江
沢
民
が
完全
引

退
し、

胡錦
協
が
党
中央

軍事委只会主

席
の
ポ
ス
ト
も
撮っ
た。
江
沢
民
の
政治

基
盤
だっ
た
い
わ
ゆ
る
上
海
閥
の
幹
部も

次
々
に
胡
錦
践
の
ほ
う
に
歩
み
寄っ
て
き

て
い
る。
胡
錦
蒔
は、
も
と
も
と
胡耀
邦
の
弟
子。

温
家宝
も
同
じ
で、
胡
耀
邦
が
死
ん
だ
時

に
2
人
と
も
骨
を
拾
い
に
行っ
て
い
る。

共
産主

義青年
間
出’
身者。
そ
う
い、
っ意

味
で
は
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
人
物
だ

が、
こ
と
台
湾
問題
に
な
る
と、

中務
思

想
と
い
う
か
原

則論者だ。
建
国
以
来初

め
て
の

戒史r乞
チベ
ッ
ト
で
敷
い
た
の

が

胡錦侍だ
っ
た。

小島
的
年
3
月
で
す
ね。

経済発展は奮の絡釜も生んだ

中
嶋
天
安
門
事
件
の
直前
だっ
た。
そ

の
例
か
ら
考
え
る
と、

胡錦綜
が
台
湾
に

対
し
て
や
わ
ら
か
く、
武

力行使
を
し
な

い
と
い
う
の
は、
誤
り
だ
と
思
う。

小
島
台
湾
が
自
立
し
て
い
る
現
実
は、

中国自身も
本音
で
は
認
め
て
い
る。
mm

年の
対
台
湾
工
作
会
議
で
は、
「
台
湾
人

民
の
現

状維持
の
願
望
を
尊重
す
る」
と

ま
で
言っ
て
い
る。
「
現
状
維
持」
の
中

身
が
問
題
だ
け
れ
ど
も、
そ
う
い
う
こ
と

を
言っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に、
あ
る

種
の
変
化
の
可
能性
が
あ
る。

中
嶋

台湾
は、
ア
ジ
ア
の

貿易の
全
体

像
か
ら
も、

安全
保障
の
面
か
ら
も、
非

常
に
重
要
な
と
こ
ろ。

台湾
を
国

際社会

に
受
け
入
れ
る
こ
と
を、
も
う
そ
ろ
そ
ろ

本格的
に
や
ら
な
け
れ
ば。

そ
の
た
め
に
は、

共産
党
が
崩壊
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い。

小
島
政
治
的
な
民主
化
と
経済
的
な
発

展
を
遂
げ
た
台
湾
は、
東
ア
ジ
ア
共
同体

の
実
現
を
考
え
た
場
合、
不
可
欠

な存在

だ。
そ
の
台
湾
を、
全

く存在
し
な
い
か

の
よ
う
に
扱っ
て、

本当
に
東
ア
ジ
ア
地

域
の
協
力
や
統
合
が
で
き
る
の
か。
オ
ブ

ザ
ーバ
ー、
準
加
盟、
そ
し
て

最終的
に

は一
日
と
し
て
迎
え
る。
そ
う
い、

？方向

で
考え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で

は
ない
か。

中、
目、
米
な
ど
の
研
究者
が
集まっ

た
叩
月
の
上
海
で
の
会議
で
こ

ろ旋案
し

た
時、
中
国
側
は
何も
反
論
し
ない。
何

も言
わ
ない
の
も、
進
歩だ
な
と

思う。

一

党
独
裁
を
放
棄
す
る
日

天安門事件のような、
国際社

会の評価を落とすよ・つな事件がまた

起こり得るか。

中
嶋
天
安

門事件
は
民
主
か
独
裁
か
で

争っ
た。
そ
の
後、
軍、
公
安
に
よ
る
締

め
つ
け
の
体制
が
強
まっ
て
お
り、
そ
う

簡単
に
は
起
こ
ら
な
い
だ
ろ
う。
民
主
化

を
求
め
る
人
た
ち
も、
今
は
そ
れ
だ
け
の

力
を
持っ
て
い
な
い。
問
題
は、

学生
の

民主
化
運
動
と
は
次
元
が
違
う、
生
活
に

根
ざ
し
た
不満
に
火
が
つ
い
た
時
だ。
今

の
体制
で
は
コ
ン
トロ
ー
ル
で
き
な
い。

外
と
の
協

調体制
に
つ
い
て
は、
共
産

党
が一
党
独
裁
で
あ
る
限
り
限
界
が
あ

る。
東
ア
ジ
ア
に
は、
チ
ャ
イニ
1
ズ・

ワ
ー
ル
ド・
オ
ー
ダ
ー
が
あっ
て、
鹿
史

的
に
は
そ
れ
を
中
心
に
し
て
動
い
て
き

た。
そ
う
い
う状
況
の
な
か
で、
各
国
の

歴
史
認
識
の
蓄積
が
違
う。
こ
の
1
0
0

年
を
見
て
も、
台
湾
は
日

清戦争
以
来
日

本
が
植
民
地
化
し
た
が、
そ
れ
に
よ
っ
て

近
代
化
に
成
功
し
た
と、
日
本
に
対
す
る

「
感
謝」
を
台
湾
は
表
明
し
て
い
る。
少

な
く
と
も
李
登
輝
ら
は。
一
方、

中函
や

北朝鮮
は
歴
史
認
識
が
全く
述、っ。

束
ア
ジ
ア
は
開発
独
裁
が
多い。

本当

に
民主
化
さ
れ
て
い
る
の
は、
日
本
と
台

湾
と
韓
国
ぐ
ら
い
で、
ほ
か
の
国
は
本山司

の
選
挙
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
い
る
状
況

に
は
な
い。
大
き
く
政
治
体制
が
述、っ
と

こ
ろ
で、
果
た
し
て
東ア
ジ
ア
共
同
体
と

か
束
ア
ジ
ア
共
生
が
で
き
る
か
ど
う
か
と

い
う
問題
が
あ
る。

小
島
現
政
権
の
最終
目
標
は
近
代
化
の

実
現
だ
が、
江
沢
民
は
ちょ
う
ど
建
国
日

周
年
（
鈎
年）
に、
最
終
目
標
と
し
て

「
中華
民族
の
伴
大
な
復
興」
と
言っ
た。

「
伴
大
な
復
興」
と
い、
ヱ衣
現
を、
周
辺

の
国
々
が
ど、つ
受
け止
め
る
だ
ろ、っ
か
と

い

う感性を
中
国
は
持
た
な
け
れ
ば
い
け

ない。
周
辺
国
が
中
国
の
振
る
舞い、
中

国
の
物言い
を
と
っ感
じ
て
い
る
か
に
対

す
る
感
性
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
の
は、

ま
さ
に
中
華
至
上
主
義
の
な
せ
る
業
だ。

そ
の
意
味
で
は
東
ア
ジ
ア
共
同体
は
で
き

ない
わ
け
だ
が、
世
界
の
情
勢
を
見
て
い

く
と、
こ
の
地
域
に
お
い
で
あ
る
粧
の
協

力
と
統
合
の
方向
は
不
可
避
的
で、
そ
う

し
な
け
れ
ば
こ
の
地
域
は
生
き
残っ
て
い

け
ない。

｜｜
中国共産党が一党独裁を放棄

する日が来るのか。

中
嶋
い
ず
れ
来
る
と
思
う。
社
会
不安

に
耐
え
き
れ
な
く
なっ
て、

言葉
は
妙
だ

が、
上
か
ら
転
覆
す
る。
上
か
ら
「
も
う

や
め
た」
と
い
う
形
に
な
る
可
能
性
が、

か
な
り高い
と
思
う。
大
衆
反
乱
で
政権

を
打
倒
す
る
こ
と
に
対
し
て
は、
軍
や
警

察
と
い、

q暴力装
慣
が
徹底
的
に
抑
え
て

い
る
の
で、

二議
裁
体制
を
離
す
の
は

難
し
い
だ
ろ
う。

（
司
会・

構成H

小林

剛／中華歪
李・

編集部）
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