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第
五
回
法
政
研
究
会
報
告

中
国
共
産
党
政
権
の
安
定
性
と
持
続
性

報
告

滝

田

豪

司
会

上

野

達

也

平
成
二
四
年
六
月
六
日
、
第
五
回
法
政
研
究
会
が
開
催
さ
れ
た
。
今
回
の
法
政
研
究
会
は
、
本
学
法
学
部
法
政
策
学
科
の
滝
田
豪
准
教
授

（
中
国
政
治
）
に
報
告
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
、「
中
国
共
産
党
政
権
の
安
定
性
と
持
続
性
」
と
の
テ
ー
マ
で
報
告
を
し
て
い
た
だ
い
た
。

こ
の
報
告
は
、
滝
田
准
教
授
が
本
年
九
月
に
一
年
間
に
わ
た
る
在
外
研
究
に
出
発
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
研
究
内
容
を
紹
介
し
て
い
た

だ
く
と
い
う
趣
旨
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
報
告
分
野
に
つ
い
て
必
ず
し
も
専
門
知
識
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
参
加

者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
報
告
お
よ
び
そ
の
後
の
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
趣
旨
で
開
催
さ
れ
た
今
回
の
研
究
会
に
は
、
政
治
学
の
分
野
の
み
な
ら
ず
、
法
制
史
や
法
社
会
学
な
ど
の
基
礎
法
学
分

野
、
国
際
法
な
ど
の
公
法
学
分
野
、
私
法
学
分
野
お
よ
び
刑
事
法
学
分
野
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
領
域
を
超
え
て
一
二
名
の
研
究
者
の
出

席
が
あ
っ
た
。
司
会
は
上
野
が
務
め
た
。

（
以
上
、
文
責

上
野
）
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【
報
告
要
旨
】

中
国
共
産
党
政
権
の
安
定
性
と
持
続
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、
研
究
者
の
間
に
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
議
論
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（B
rødsgaard 2011

）。（
一
）
民
主
化
論
、（
二
）
脆
弱
・
崩
壊
論
、（
三
）「
強
靭
な
」
権
威
主
義
論
、
で
あ
る
。
民
主
化
論
で
は
、
経
済

成
長
に
よ
っ
て
人
々
の
意
識
が
高
ま
り
、
民
主
化
を
求
め
る
声
を
政
権
は
抑
え
き
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
脆
弱
・
崩
壊
論
で
は
、
格
差
や
腐
敗

な
ど
様
々
な
問
題
の
噴
出
に
よ
っ
て
政
権
が
崩
壊
す
る
か
、
当
面
は
強
権
に
依
拠
し
て
存
続
す
る
と
し
て
も
、
政
権
は
脆
弱
で
腐
食
し
続
け

る
と
さ
れ
る
。
両
者
と
も
、
民
主
化
な
く
し
て
正
統
性
は
な
い
た
め
、
権
威
主
義
体
制
は
本
質
的
に
不
安
定
で
あ
り
持
続
的
で
は
な
い
と
い

う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

一
方
、「
強
靭
な
」
権
威
主
義
論
で
は
、
一
九
八
九
年
の
六
四
天
安
門
事
件
以
後
様
々
な
民
主
化
論
や
脆
弱
・
崩
壊
論
が
唱
え
ら
れ
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
産
党
政
権
は
安
定
を
保
持
し
、
こ
れ
ま
で
持
続
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ばN

athan

（2003

）
は
「
制
度
化
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
共
産
党
政
権
の
「
強
靭
さ
（resilience

）」
を
強
調
す
る
。
と
く
に
、
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
間
の
権
力
継
承
や
官
僚
の
昇
進

に
お
い
て
、
任
期
や
定
年
が
遵
守
さ
れ
、
数
値
目
標
に
基
づ
く
業
績
評
価
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
派
閥
政
治
の
影

響
力
が
低
下
し
、
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
間
の
分
裂
が
回
避
さ
れ
、
ま
た
党
の
自
己
規
律
と
予
測
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
は
集
団
指
導
体

制
の
安
定
化
、
ひ
い
て
は
政
治
的
安
定
化
を
導
い
て
き
た
。
ま
たD

ickson

（2010

）
に
よ
れ
ば
、
共
産
党
は
経
済
成
長
に
よ
っ
て
勃
興
し

た
資
本
家
た
ち
を
政
権
内
に
「
取
り
込
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
安
定
化
を
導
い
た
。
二
〇
〇
一
年
か
ら
唱
え
ら
れ
た
「
三
つ
の
代

表
」
に
よ
っ
て
資
本
家
の
入
党
が
容
認
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
よ
り
本
質
的
に
は
九
〇
年
代
か
ら
党
員
の
資
本
家
化
が
事
実
上
進
ん
で
い

る
こ
と
が
大
き
い
。

た
だ
し
、Pei

（2012

）
は
脆
弱
・
崩
壊
論
の
立
場
か
ら
「
制
度
化
」
や
「
取
り
込
み
」
の
議
論
を
批
判
し
、
こ
れ
ら
は
対
症
療
法
に
過

ぎ
ず
、
政
権
が
構
造
的
に
「
強
靭
」
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
腐
敗
の
蔓
延
な
ど
諸
問
題
が
悪
化
し
続
け
て
い
る
こ
と
が
そ
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れ
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
強
権
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
現
政
権
は
不
安
定
で
あ
り
、
持
続
的
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ

る
。
実
際
、「
強
靭
な
」
権
威
主
義
論
の
代
表
格
で
あ
っ
た
ネ
イ
サ
ン
も
、
近
年
で
は
む
し
ろ
不
安
定
さ
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
政

権
は
危
険
な
綱
渡
り
の
状
態
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（N

athan 2009

）。
そ
の
背
景
に
は
、
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
、
欧

米
諸
国
へ
の
輸
出
に
依
存
す
る
従
来
の
経
済
成
長
モ
デ
ル
が
機
能
し
な
く
な
る
可
能
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
共
産
党
の
「
強
靭
さ
」
は
よ
り
構
造
化
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
者
も
い
る
。H

eilm
ann and Perry

（2011

）
は
、
政
策
決

定
に
お
け
る
ゲ
リ
ラ
・
ス
タ
イ
ル
の
意
義
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
政
権
獲
得
以
前
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、
柔
軟
な
政
策
決
定
を
可
能

に
し
て
い
る
。
と
く
に
、
政
策
の
実
施
に
お
い
て
地
方
や
現
場
の
裁
量
が
大
き
い
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
角
崎
（
二
〇
一
二
）
も
、
地

方
の
裁
量
が
大
き
い
分
権
的
権
威
主
義
体
制
の
強
固
さ
を
強
調
す
る
。
地
方
の
裁
量
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
社
会
か
ら
の
抗
議
の
タ
ー
ゲ
ッ

ト
は
地
方
政
府
に
な
り
や
す
い
。
こ
の
と
き
中
央
は
地
方
ト
ッ
プ
の
首
の
す
げ
替
え
に
よ
っ
て
抗
議
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
結

果
と
し
て
抗
議
が
起
こ
っ
て
も
中
央
は
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
たShue

（2010

）
も
、
中
国
に
は
中
央
政
府
が
全
体
の
秩
序
を
維
持
で

き
る
限
り
そ
の
正
統
性
を
承
認
す
る
と
い
う
政
治
文
化
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
こ
こ
で
は
「
構
造
化
さ
れ
た
柔
軟

性
」
と
呼
び
た
い
。

当
事
者
た
る
中
国
共
産
党
政
権
自
身
の
見
解
は
ど
う
か
。
例
え
ば
、
二
〇
一
二
年
二
月
、
中
国
政
府
高
官
（
外
交
部
の
張
志
軍
副
部
長
）

が
国
際
会
議
の
場
で
、
中
国
に
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
が
訪
れ
る
と
い
う
の
は
幻
想
だ
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
政
府
へ
の
民
衆
の
満
足

度
が
高
い
か
ら
だ
と
い
う
。
共
産
党
政
権
は
自
ら
の
安
定
に
自
信
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
中
東
の
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
に
触
発

さ
れ
て
中
国
で
も
「
ジ
ャ
ス
ミ
ン
革
命
」
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
が
、
不
発
に
終
わ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
に
見
ら
れ
た
警
官
の
大
規
模
な

動
員
や
、「
ジ
ャ
ス
ミ
ン
革
命
」
と
は
無
関
係
な
多
数
の
活
動
家
・
知
識
人
に
対
す
る
大
規
模
な
抑
圧
は
、
強
気
の
発
言
と
は
裏
腹
に
、
政

権
側
の
恐
怖
心
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
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具
体
的
に
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
が
発
生
し
た
中
東
と
中
国
を
比
較
し
て
み
る
と
、
共
通
点
も
あ
れ
ば
相
違
点
も
あ
る
。
例
え
ば
ダ
ル
ウ
ィ
ッ

シ
ュ
（
二
〇
一
一
）
を
参
考
に
チ
ュ
ニ
ジ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
の
民
衆
蜂
起
の
諸
原
因
を
見
る
と
、
中
国
と
の
共
通
点
は
、
格
差
・
若
者
の
失

業
・
政
治
参
加
の
不
在
・
市
民
に
対
す
る
人
権
侵
害
・
独
立
性
の
な
い
司
法
・
縁
故
主
義
と
腐
敗
・
抗
議
自
殺
の
発
生
、
な
ど
い
く
つ
も
あ

る
。
し
か
し
、
相
違
点
も
多
い
。
経
済
状
況
は
中
国
の
方
が
良
好
で
あ
る
。
若
者
の
人
口
比
が
大
き
く
彼
ら
が
デ
モ
に
参
加
し
た
中
東
に
比

べ
、
中
国
で
は
高
齢
化
が
進
展
し
て
い
る
。
中
国
の
デ
モ
や
暴
動
は
年
に
一
〇
万
件
以
上
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
中
東
の
よ
う
な
組
織
化
さ

れ
た
反
体
制
運
動
は
存
在
し
な
い
。
エ
ジ
プ
ト
で
は
ム
バ
ラ
ク
大
統
領
の
世
襲
に
反
対
す
る
運
動
が
起
こ
っ
て
い
た
が
、
中
国
で
は
集
団
指

導
体
制
が
と
ら
れ
て
お
り
、
長
期
個
人
独
裁
や
世
襲
と
い
っ
た
問
題
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
そ
の
他
よ
く
指
摘
さ
れ
る
点
と
し
て
軍
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
交
流
サ
イ
ト
が
果
た
し
た
役
割
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
相
違
し
て
い
る
。
中
国
は
軍
事
政
権
で
は
な
く
、
ま
た
軍
は
国
軍
で

は
な
く
党
の
指
導
下
に
あ
る
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
海
外
の
交
流
サ
イ
ト
は
政
府
に
よ
っ
て
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
、
ア
ク
セ
ス

が
不
便
で
あ
る
。
国
内
企
業
の
類
似
の
サ
ー
ビ
ス
は
検
閲
の
下
に
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
羅
列
的
な
比
較
は
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
政
治
学
の
理
論
的
研
究
に
依
拠
し
た
比
較
も
試
み

た
い
。Schneider and Schm
itter

（2004

）
は
、
独
裁
体
制
が
民
主
化
に
進
む
前
段
階
と
し
て
の
「
自
由
化
」
の
指
標
を
七
項
目
挙
げ
て

い
る
。
人
権
面
の
譲
歩
・
政
治
犯
が
い
な
い
・
異
議
申
し
立
て
に
寛
容
・
自
立
し
た
合
法
的
野
党
の
存
在
・
議
会
に
お
け
る
合
法
的
野
党
の

存
在
・
自
立
し
た
労
組
な
ど
の
存
在
・
自
立
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
、
で
あ
る
。
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
ら
に
よ
る
と
、
中
東
欧
で
は
一
九
八
〇
年

代
後
半
か
ら
各
国
で
七
つ
全
て
が
達
成
さ
れ
、
民
主
化
に
進
ん
だ
。
し
か
し
中
東
で
は
同
時
期
に
三
〜
五
つ
達
成
し
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上

は
増
え
ず
、
多
く
の
国
は
民
主
化
に
進
ま
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
中
国
を
当
て
は
め
る
と
、
海
外
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
不
便
だ
が

不
可
能
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
自
立
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
他
は
明
ら
か
に
未
達
成
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
中
東
欧
や
中
東
に
比
べ
て
、
中
国
は
民
主
化
か
ら
か
な
り
遠
い
位
置
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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ま
た
浜
中
（
二
〇
一
一
）
は
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
を
ふ
ま
え
、
権
威
主
義
体
制
が
エ
ジ
プ
ト
で
は
崩
壊
し
た
の
に
シ
リ
ア
で
は
持
続
し
て

い
る
理
由
を
検
討
し
て
い
る
。
浜
中
は
支
配
政
党
に
対
す
る
支
持
要
因
と
し
て
五
つ
の
要
因
を
挙
げ
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
基
づ
き
、
両
国

で
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
が
満
た
さ
れ
て
い
た
か
否
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
（
国
有
部
門
へ
の
就
業
）、

（
二
）
社
会
問
題
の
認
識
（
格
差
問
題
解
決
を
政
府
に
期
待
）、（
三
）
情
報
操
作
（
政
府
へ
情
報
依
存
）、（
四
）
安
定
志
向
（
政
治
的
安
定

を
自
由
よ
り
も
重
視
）、（
五
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
や
国
民
主
義
）
で
あ
る
。
浜
中
に
よ
れ
ば
、
シ
リ
ア
が
五
つ
全
て
満
た

し
て
い
た
の
に
対
し
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
（
一
）
と
（
三
）
し
か
満
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
両
者
の
差
を
分
け
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ

で
は
中
国
で
は
ど
う
か
。
園
田
（
二
〇
〇
八
、
二
〇
一
〇
）
で
示
さ
れ
た
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
考
え
る
と
、（
五
）
を
除
く
四
項
目
は
中

国
に
も
当
て
は
ま
り
そ
う
で
あ
る
。（
一
）
近
年
収
入
の
伸
び
が
も
っ
と
も
大
き
い
の
が
国
有
部
門
の
就
業
者
で
あ
る
。（
二
）
収
入
が
多
い

者
や
共
産
党
員
で
あ
る
ほ
ど
、
格
差
の
拡
大
に
懸
念
を
表
明
す
る
（
政
府
に
よ
る
解
決
を
期
待
す
る
）。（
三
）
メ
デ
ィ
ア
へ
の
信
頼
度
が
低

く
、
中
央
政
府
へ
の
信
頼
度
は
高
い
。（
四
）
言
論
の
自
由
よ
り
も
社
会
の
安
定
を
重
視
す
る
回
答
が
常
に
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
東
と
比
較
す
る
限
り
、
中
国
に
も
同
様
の
不
安
定
要
因
は
存
在
す
る
も
の
の
、
相
対
的
に
は
安
定
し
て
い
る
と
言
え
そ

う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
先
述
の
中
国
政
府
高
官
の
発
言
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
政
府
へ
の
民
衆
の
満
足
度
が
高
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
確

か
に
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
調
査
結
果
は
多
い
。
園
田
（
二
〇
〇
八
）
が
示
す
通
り
、
中
央
政
府
に
対
す
る
信
頼
度
は
高
く
、「
不
信
」
と
の

回
答
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
し
か
な
い
。
同
じ
こ
と
は
米
国
の
研
究
者
の
調
査
結
果
も
示
し
て
お
り
、Shi

（2008

）
に
よ
れ
ば
国
家
・

共
産
党
・
中
央
政
府
を
「
信
頼
」
す
る
と
の
回
答
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
近
い
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
政
権
が
安
定
し

て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
第
一
の
問
題
は
、
地
方
政
府
へ
の
信
頼
度
が
相
対
的
に
低
い
こ
と
で
あ
る
。
園
田
（
二
〇
〇
八
）
で
は
中
央

政
府
で
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
「
不
信
」
が
地
方
政
府
で
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、Shi

（2008

）
で
も
中
央
政
府
で
一
〇
〇

パ
ー
セ
ン
ト
近
か
っ
た
「
信
頼
」
が
地
方
政
府
で
は
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
落
ち
て
い
る
。
第
二
に
、
先
述
の
よ
う
に
年
一
〇
万
件
以
上
の
暴
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動
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。

こ
の
現
象
を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
。
一
つ
の
可
能
性
は
、Shi

（2008

）
が
示
す
よ
う
に
、
毛
沢
東
時
代
な
ど
の
過
去
と
の
比
較
が
、

現
状
へ
の
満
足
度
を
高
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、W

hyte

（2010

）
の
調
査
結
果
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
中
国
で
は
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
能
力
に
基
づ
く
公
正
な
競
争
の
結
果
と
受
け
止
め
ら
れ
る
傾
向
が
強
く
（
六
〇
パ
ー

セ
ン
ト
と
、
他
国
の
倍
近
い
）、
そ
の
結
果
格
差
の
拡
大
が
受
忍
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
な
ら
ば
不
公
正
な

格
差
に
は
抵
抗
す
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
先
述
の
「
構
造
化
さ
れ
た
柔
軟
性
」
が
効
力
を
発
揮
す
る
。
民
衆
に
対
し
て
不
公
正
で
不

利
益
を
与
え
る
主
体
は
、
主
に
現
場
の
裁
量
を
持
つ
地
方
政
府
で
あ
る
。
実
際
に
、
政
府
に
対
す
る
暴
動
の
大
多
数
は
地
方
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
矛
先
は
中
央
に
は
向
か
な
い
。
中
央
へ
の
信
頼
が
高
く
地
方
へ
の
信
頼
が
低
い
こ
と
は
、
こ
れ
を
反
映
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
る
暫
定
的
結
論
は
、
中
国
に
は
安
定
要
因
も
不
安
定
要
因
も
両
方
見
ら
れ
る
が
、
体
制
の
存
続
を
脅
か
す
ほ
ど

不
安
定
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
述
のH

eilm
ann and Perry

（2011

）
は
、「
制
度
化
」
が
不
安
定
の
「
封
じ
込
め
」
で
あ
る

の
に
対
し
、
自
ら
が
指
摘
す
る
ゲ
リ
ラ
・
ス
タ
イ
ル
は
不
安
定
の
「
抱
擁
」
で
あ
る
と
す
る
。
数
多
く
の
不
安
定
要
因
の
存
在
を
見
る
限

り
、「
制
度
化
」
や
「
取
り
込
み
」
は
安
定
化
要
因
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
不
安
定
要
因
を
完

全
に
「
封
じ
込
め
」
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
不
安
定
を
「
抱
擁
」
す
る
柔
軟
性
が
構
造
化
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
不
安
定
要

因
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
崩
壊
に
結
び
つ
く
こ
と
を
回
避
し
、
体
制
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
不
安
定
を
抱
え
な
が
ら

の
持
続
が
、
共
産
党
政
権
の
現
状
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
今
後
も
共
産
党
政
権
が
不
安
定
要
因
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
続
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
ど
こ
ま
で
「
抱
擁
」
し

続
け
ら
れ
る
か
は
予
断
を
許
さ
な
い
。
本
報
告
と
の
関
連
で
は
、
社
会
に
お
い
て
確
実
に
起
こ
る
世
代
交
代
や
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
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後
と
く
に
顕
著
と
な
っ
た
国
有
企
業
の
優
位
な
ど
が
、
先
述
し
た
よ
う
な
毛
沢
東
時
代
と
の
比
較
や
公
正
な
競
争
へ
の
信
頼
と
い
っ
た
安
定

化
要
因
を
掘
り
崩
す
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

最
後
に
、
報
告
時
の
質
疑
応
答
に
関
連
し
て
二
点
補
足
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
政
治
文
化
と
民
主
主
義
観
の
問
題
で
あ
る
。
応
答
時
に

述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
人
の
民
主
主
義
観
に
つ
い
て
は
、「
政
府
が
自
分
の
た
め
に
何
か
を
し
て
く
れ
る
」
と
考
え
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
傾
向
が
あ
る
と
す
る
調
査
結
果
が
あ
る
（C

hu and H
uang 2010, Shi and Lu 2010

）。
一
方
、
中
東
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
自
由

を
重
視
す
る
西
洋
的
な
民
主
主
義
観
が
中
国
よ
り
も
強
い
（Tessler and G

ao 2005, B
raizat 2010

）。
こ
の
こ
と
は
中
国
で
は
権
威
主
義

体
制
が
相
対
的
に
安
定
し
や
す
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
国
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
民
主
主
義
観
はShi and Lu

（2010

）
に
よ
っ
て
儒
教
的
な
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
民
主
化
が
行
わ
れ
た
台
湾
や
韓
国
、
あ
る
い
は
日
本
に
も
当
て
は
ま

る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
体
制
移
行
を
論
ず
る
際
の
有
効
性
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
次
に
、
報
告
時
に
示
し
たE

delm
an

（2012

）
に
よ
る
政
府
へ
の
信
頼
度
を
国
際
的
に
比
較
し
た
調
査
結
果
に
お
い
て
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
か
け
て
中
国
を
含
む

多
く
の
国
で
信
頼
度
が
低
下
し
た
理
由
で
あ
る
。
調
査
報
告
書
に
よ
る
と
、
日
本
に
つ
い
て
は
東
日
本
大
震
災
の
影
響
も
あ
る
が
、
国
際
的

に
は
ギ
リ
シ
ャ
危
機
に
端
を
発
す
る
欧
州
経
済
低
迷
の
影
響
が
大
き
い
。
最
近
の
経
済
動
向
が
中
国
共
産
党
政
権
に
と
っ
て
不
安
定
要
因
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

参
考
文
献

角
崎
信
也
（
二
〇
一
二
）「『
群
体
性
事
件
』
と
中
国
政
治
体
制
の
『
弾
力
性
』」
国
際
問
題
研
究
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.jiia.or.jp/colum
n/ 

201202/23-K
adozaki_Shinya.htm

l

、
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
二
年
六
月
一
一
日
）

園
田
茂
人
（
二
〇
〇
八
）『
不
平
等
国
家

中
国
』
中
央
公
論
新
社

園
田
茂
人
（
二
〇
一
〇
）「『
階
級
政
治
』
な
き
格
差
拡
大
と
い
う
逆
説
」
毛
里
和
子
編
『
中
国
ポ
ス
ト
改
革
開
放
三
〇
年
を
考
え
る
』
早
稲
田
大
学
現
代

中
国
研
究
所



38（308）

ダ
ル
ウ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ホ
サ
ム
（
二
〇
一
一
）「
ア
ラ
ブ
世
界
の
新
た
な
反
体
制
運
動
の
力
学
：
エ
ジ
プ
ト
と
チ
ュ
ニ
ジ
ア
を
例
と
し
て
」
酒
井
啓
子
編
『〈
ア

ラ
ブ
大
変
動
〉
を
読
む
：
民
衆
革
命
の
ゆ
く
え
』
東
京
外
国
語
大
学
出
版
会

浜
中
新
吾
（
二
〇
一
一
）「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
権
威
主
義
体
制
の
与
党
支
持
構
造
：
エ
ジ
プ
ト
・
シ
リ
ア
の
比
較
分
析
」『
ア
ジ
ア
研
究
』
第
五
二
巻
第
一

二
号

B
raizat, Fares (2010), “W

hat A
rabs T

hink,” Journal of D
em

ocracy, Vol.21, N
o.4

B
rødsgaard, K

jeld E
rik (2011), “C

hina’s C
om

m
unist Party and the E

volving Political O
rder,” D

avid Sham
baugh eds.,

C
harting C

hina’s 

Future: D
om

estic and International C
hallenges, R

outledge

C
hu, Yun-han and M

in-hua H
uang (2010), “Solving an A

sian P
uzzle,” Journal of D

em
ocracy, Vol.21, N

o.4

D
ickson, B

ruce (2010), “D
ilem

m
as of Party A

daptation: T
he C

C
P

’s Strategies for Survival,” Peter G
ries and Stanley R

osen ed., C
hinese 

Politics: State, Society and the M
arket, R

outledge

E
delm

an (2012), 2012 E
delm

an Trust B
arom

eter E
xecutive Sum

m
ary

H
eilm

ann, Sebastian and E
lizabeth J. Perry (2011), “E

m
bracing U

ncertainty: G
uerrilla Policy Style and A

daptive G
overnance in C

hina,”, 

Sebastian H
eilm

ann and E
lizabeth J. Perry ed, M

ao’s Invisible H
and: T

he Political Foundations of A
daptive G

overnance in C
hina, H

arvard 

U
niversity A

sia C
enter

N
athan, A

ndrew
 J. (2003), “A

uthoritarian R
esilience,” Journal of D

em
ocracy, Vol.14, N

o.1

N
athan, A

ndrew
 J. (2009) , “A

uthoritarian Im
perm

anence,”
Journal of D

em
ocracy, Vol.20, N

o.3

Pei, M
inxin (2012), “Is C

C
P

 R
ule Fragile or R

esilient? ,” Journal of D
em

ocracy, Vol.23, N
o.1

Shi, T
ianjian (2008), “C

hina: D
em

ocratic Values Supporting an A
uthoritarian System

,” Yun-H
an C

hu, L
arry D

iam
ond, A

ndrew
 J. N

athan, 

D
oh C

hull Sh in ed., H
ow

 E
ast A

sians View
 D

em
ocracy, C

olum
bia U

niversity P
ress

Shi, T
ianjian and Jie Lu (2010), “T

he M
eaning of D

em
ocracy: T

he Shadow
 of C

onfucianism
,”

Journal of D
em

ocracy, Vol.21, N
o.4

Schneider, C
arsten Q

. and P
hilippe C

. Schm
itter (2004), “L

iberalization, Transition and C
onsolidation: M

easuring the C
om

ponents of 

D
em

ocratization,” D
em

ocratization, Vol.11, N
o.5

Tessler, M
ark and E

leanor G
ao (2005), “G

auging A
rab Support for D

em
ocracy,” Journal of D

em
ocracy, Vol.16, N

o.3



第五回法政研究会報告　中国共産党政権の安定性と持続性

39 （309）

W
hyte, M

artin K
ing (2010),M

yth of the Social Volcano: Perceptions of Inequality and D
istributive Injustice in C

ontem
porary C

hina, Stanford 

U
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ress

（
以
上
、
文
責

滝
田
）

【
討
論
要
旨
】

滝
田
准
教
授
の
報
告
の
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
質
疑
応
答
で
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
二
点
が
議
論
の
中
心
と
な
っ
た
。
一
つ
は
、
分
析
方

法
・
デ
ー
タ
に
関
す
る
議
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
中
国
共
産
党
政
権
の
不
安
定
要
因
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。

第
一
の
分
析
方
法
・
デ
ー
タ
に
関
し
て
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
を
分
析
す
る
諸
研
究
に
お
い
て
用
い

ら
れ
た
国
際
比
較
の
指
標
や
、
中
国
と
他
国
（
と
り
わ
け
ア
ラ
ブ
諸
国
）
と
の
国
際
比
較
を
お
こ
な
っ
た
デ
ー
タ
が
本
報
告
で
参
照
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
指
標
や
デ
ー
タ
は
、
各
国
独
自
の
文
脈
（
支
配
層
が
提
供
し
て
い
る
独
自
の
意
味
世
界
・
価
値
観
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
）
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
い
わ
ば
外
的
な
指
標
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
指
標
で
数
値
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
一
元
的
に
並
べ
て
比

較
す
る
こ
と
が
ど
の
程
度
妥
当
性
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
政
府
へ
の
信
頼
度
に
関
す
る
国
際
比
較
の
デ
ー
タ
に
つ
い

て
極
端
な
例
を
挙
げ
る
と
す
る
と
、
王
権
神
授
説
的
な
世
界
観
の
国
と
、
民
主
主
義
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
国
と
で
は
、
そ
も

そ
も
同
じ
指
標
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
す
る
の
が
妥
当
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
「
民
主
主

義
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、「
民
主
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
国
の
中
で
の
支
配
的
な
価
値
観
・
世
界
観
・
文
化
を
通
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
り
わ
け
、

中
国
共
産
党
政
権
に
よ
る
支
配
の
正
統
性
お
よ
び
安
定
性
の
問
題
を
分
析
す
る
に
際
し
て
、
こ
う
し
た
点
は
無
視
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
対
し
て
、
確
か
に
方
法
論
上
厳
密
な
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
中
国
で
は
自
由
に
世
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論
調
査
等
を
お
こ
な
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
支
配
的
価
値
観
や
世
界
観
等
を
調
査
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
制
約
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
制
約
を
前
提
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
政
権
の
安
定
性
に

関
す
る
分
析
に
お
い
て
、
政
府
へ
の
信
頼
度
に
つ
い
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
と
相
関
を
見
る
こ
と
は
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
支
配
の
正
統
性
の
問
題
を
分
析
す
る
に
際
し
て
、「
民
主
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
中
国
に
お
け
る
理
解
が
、
西
洋
的
な
理
解
と

は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
の
留
意
は
必
要
で
あ
る
、
と
の
趣
旨
の
応
答
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
中
国
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の

方
法
、
そ
の
信
頼
性
等
に
つ
い
て
も
議
論
が
な
さ
れ
た
。

次
に
、
中
国
共
産
党
政
権
の
不
安
定
要
因
に
関
し
て
、
総
じ
て
そ
の
安
定
性
と
持
続
性
に
対
し
て
疑
問
を
も
つ
立
場
か
ら
質
疑
が
な
さ
れ

た
。
そ
こ
で
主
に
議
論
さ
れ
た
不
安
定
要
因
と
し
て
、
情
報
統
制
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
の
問
題
、
中
国
共
産
党
に
入
党
す
る
者
の
構

成
の
問
題
、
民
族
問
題
、
沿
岸
部
と
内
陸
部
と
の
格
差
問
題
、
軍
部
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
、
世
代
間
の
相
違
・
世
代
交
代
の
問
題
、
共

産
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
正
統
性
に
関
す
る
問
題
、
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
結
論
的
に
は
、

不
安
定
要
因
を
抱
え
な
が
ら
も
柔
軟
に
対
応
す
る
構
造
が
中
国
共
産
党
に
存
在
す
る
た
め
に
共
産
党
政
権
は
今
後
も
持
続
し
て
い
く
、
と
い

う
分
析
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
報
告
者
の
回
答
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
経
済
格
差
が
拡
大
す
る
こ
と
に
対
し
て
不
満
を
も

つ
人
々
や
そ
れ
に
同
情
を
寄
せ
る
知
識
人
達
が
い
る
と
し
て
も
、
そ
う
い
っ
た
人
々
が
拠
り
所
と
す
る
の
は
、
結
局
は
社
会
主
義
や
共
産
主

義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
体
制
転
換
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
現
在
の
政
府
に
批
判
的
で
あ
っ
て
も
、

彼
ら
が
代
わ
り
に
依
拠
す
る
の
は
毛
沢
東
で
あ
り
、
む
し
ろ
共
産
主
義
を
転
覆
し
よ
う
と
す
る
民
主
主
義
者
は
自
分
た
ち
の
敵
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
な
の
で
あ
っ
て
、
薄
煕
来
が
重
慶
で
支
持
を
集
め
た
理
由
の
一
つ
が
そ
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
共
産
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
正
統
性
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
と
一
般
的
に
は
い
わ
れ
て
い
る
が
、
政
府
へ
の
信
頼
が
低
下
す
る
の

を
食
い
止
め
る
防
波
堤
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
経
済
格
差
の
拡
大
や
経
済
成
長
の
ス
ト
ッ
プ
に
よ
り
共
産
党
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の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
崩
壊
す
る
、
と
単
純
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
世
代
交
代
が
進
み
、
天
安
門
事
件
を
経
験
し
て
い
る
世
代
、

教
育
を
受
け
た
市
民
層
、
経
済
的
に
成
功
を
収
め
た
層
が
社
会
の
中
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
的
に
様
々
な
要
求
が
現

れ
る
よ
う
に
な
り
、
台
湾
で
の
経
験
の
よ
う
に
、
野
党
が
認
め
ら
れ
政
権
交
代
へ
と
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘

に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
回
答
が
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
可
能
性
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
実
際
に
起
こ
る
と
考
え

る
具
体
的
な
根
拠
は
何
も
な
い
。
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
層
が
、
現
在
に
お
い
て
体
制
転
換
を
求
め
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
組

織
化
さ
れ
た
反
体
制
運
動
が
継
続
的
に
存
在
し
て
い
た
韓
国
・
台
湾
に
お
け
る
民
主
化
の
場
合
と
違
っ
て
、
中
国
で
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は

存
在
せ
ず
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
憲
法
や
建
国
の
理
念
に
自
由
民
主
主
義
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
ハ
ー
ド
ル
は
非
常
に
高
い
。
そ
の
ハ
ー

ド
ル
を
乗
り
越
え
る
も
の
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
な
い
限
り
、
指
摘
さ
れ
た
可
能
性
が
現
実
化
す

る
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
報
告
者
の
回
答
で
あ
る
。

（
以
上
、
文
責

上
野
）


