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FOCUS
中国経済の先行きに対する懸念が高まっている。中でも、中国をバブル崩壊後の日本に準えて議論し、

中国経済が「日本化」していくのではないかとの声が喧伝されている。確かに、高齢化や不動産市況の
悪化、累積債務など、目下の中国が直面している問題の多くが当時の日本に似通っている。しかし、政治制
度が違い、経済構造と発展段階も大きく異なる中国経済が「日本化」する可能性はほとんどないだろう。そ
れよりも、懸念すべくは中国がソ連、中でもブレジネフ時代のソ連経済と同じ轍を踏むリスクだと、筆者は
主張したい。

歴
史
彷
彿
の「
東
昇
西
降
」 

　

ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は

1
9
9
1
年
の
ソ
連
崩
壊
を
「
20
世
紀
最

大
の
地
政
学
的
な
悲
劇
」
と
位
置
付
け
て

い
る
。
こ
の
認
識
に
同
調
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
、
中
国
の
習
近
平
国
家
主
席
は
ソ
連

の
よ
う
な
こ
と
を
絶
対
に
起
こ
さ
せ
な
い

決
意
を
重
ね
て
表
明
し
て
き
た
。
し
か
し
、

政
治
的
に
ソ
連
崩
壊
の
二
の
舞
い
を
演
じ

な
い
よ
う
に
努
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
経

済
は
「
ソ
連
化
」
が
進
む
可
能
性
は
あ
る
。

　

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
ソ
連
化
」
と
は
、

軍
拡
で
米
国
と
の
覇
権
競
争
を
強
力
に
進

め
る
反
面
、
深
刻
な
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

で
経
済
の
弱
体
化
が
大
き
く
進
ん
だ
ブ
レ

ジ
ネ
フ
時
代
の
ソ
連
と
同
じ
よ
う
な
道
を

た
ど
る
こ
と
を
指
す
。

　

ソ
連
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
ス
タ
ー

リ
ン
批
判
を
展
開
し
た
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
政
権

（
1
9
5
3
～
64
年
）
の
下
で
は
、
政
治

的
締
め
付
け
が
あ
る
程
度
緩
和
さ
れ
、
経

済
は
か
な
り
好
調
な
成
長
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

を
呈
し
た
。
軍
事
分
野
に
至
っ
て
は
、
大

陸
間
弾
道
ミ
サ
イ
ル
（
I
C
B
M
）
実
験

や
人
工
衛
星
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
打
ち
上
げ
に

成
功
し
、
核
開
発
や
宇
宙
開
発
等
を
含
め

て
米
国
を
追
い
越
す
勢
い
を
誇
っ
て
み
せ

た
。
続
く
ブ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
（
64
～
82
年
）

　

し
か
し
、
後
に
分
か
っ
た
よ
う
に
、
こ

う
し
た
ソ
連
の
経
済
は
実
は
虚
勢
だ
っ
た
。

ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
、
と
り
わ
け
そ
の
後
半
、

ソ
連
経
済
が
深
刻
な
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
陥
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
脱

す
る
た
め
に
、
85
年
に
共
産
党
書
記
長
と

な
っ
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
氏
は
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ

（
立
て
直
し
）
と
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
（
情
報

中国経済の「ソ連化」リスク

発
足
後
も
、
一
時
期
は
こ
う
し
た
動
き
が

続
い
た
（
図
１
）。
こ
の
よ
う
な
ソ
連
と
対

照
的
に
、
当
時
の
米
国
で
は
、
ジ
ョ
ン・
F
・

ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
暗
殺
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

へ
の
反
戦
運
動
、
市
民
権
運
動
等
の
勃
興

で
社
会
が
激
し
く
揺
れ
動
い
た
。
こ
う
し

た
中
、
米
国
を
含
む
西
側
諸
国
で
も
ソ
連

経
済
を
高
く
評
価
し
、
米
国
が
衰
退
し
て

い
く
だ
ろ
う
と
の
論
調
が
大
き

く
台
頭
し
た
。
近
年
、
共
産
党

一
党
支
配
体
制
下
の
成
長
を
背

景
に
、
中
国
的
成
長
モ
デ
ル
の

有
効
性
を
主
張
す
る
声
が
上
が

る
一
方
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
負
の
影
響
に
苦
し
む
米
国

を
は
じ
め
と
す
る
西
側
諸
国
で

は
、
社
会
の
分
断
が
進
み
、
民

主
主
義
が
大
き
な
試
練
を
強
い

ら
れ
る
中
で
、「
東
昇
西
降
」、

つ
ま
り
、「
東
」
の
中
国
が
勃

興
し
、「
西
」、
中
で
も
米
国
が

衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
と
い
っ
た

論
調
が
大
き
く
台
頭
し
た
。
こ

れ
を
世
界
の
歴
史
の
百
年
来
の

変
動
と
し
て
と
ら
え
る
向
き
は

あ
る
が
、
実
は
片
方
の
主
役
こ

そ
は
ソ
連
か
ら
中
国
に
変
わ
っ

た
も
の
の
、
約
50
年
前
に
既
に

全
く
同
じ
よ
う
な
構
図
が
あ
っ

た
わ
け
だ
。

図 1　成長率の比較

（出所）ソ連は A.Hewett Ed, "Reforming the Soviet Economy", The Brookings Institute、中国は中国統計年鑑に
　　　 基 づく試算
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公
開
）
を
旗
印
に
言
論
の
自
由
な
ど
部
分

的
な
民
主
化
を
認
め
る
改
革
に
踏
み
出
し

た
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
効
果
を
上
げ
る
こ
と

が
で
き
ず
、
結
果
的
に
ソ
連
邦
が
崩
壊
に

至
っ
た
。

　

現
時
点
で
、
中
国
が
ソ
連
邦
の
よ
う
な

結
末
を
避
け
ら
れ
る
か
の
予
測
を
す
る
の

は
時
期
尚
早
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
経

済
が
ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
と
似
通
う
様
態
を

呈
し
て
お
り
、
予
断
で
き
な
い
状
況
に
な
っ

て
い
る
の
は
確
か
な
よ
う
だ
。

レ
ー
ニ
ン
の
新
経
済
政
策
は　

中
国
の
改
革
開
放
の
ル
ー
ツ

　

そ
の
背
景
に
は
、
政
経
分
離
的
に
進
め

ら
れ
て
き
た
中
国
の
改
革
が
限
界
を
来
た

し
、
計
画
経
済
時
代
に
中
国
経
済
を
悩
ま

せ
た
問
題
が
ま
た
も
や
大
き
く
台
頭
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
。

　

政
治
は
も
と
よ
り
、
経
済
の
分
野
で
も

市
場
化
を
進
め
つ
つ
も
、
政
府
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
を
あ
く
ま
で
も
維
持
す
る
こ
と
に
象

徴
さ
れ
る
通
り
、
中
国
の
改
革
は
も
と
も

と
不
完
全
な
改
革
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
中
国
は
ソ
連
や
東
欧
諸
国

と
対
照
的
に
、
高
い
経
済
成
長
を
誇
っ
て

き
た
。
こ
れ
も
あ
っ
て
、
中
国
の
改
革
は
ソ

連
の
体
制
と
訣
別
し
て
真
新
し
い
成
長
経

路
を
築
い
た
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
、

だ
。

　

私
有
財
産
の
撲
滅
を
目
標
と
す
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
な
が
ら
も
、

中
国
で
民
間
企
業
が
急
拡
大
で
き
た
の
は

「
黒
猫
で
も
白
猫
で
も
ネ
ズ
ミ
を
捕
れ
る

猫
は
い
い
猫
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ

る
鄧
小
平
の
現
実
主
義
に
加
え
、
中
国
の

統
治
体
制
が
地
方
分
権
型
だ
っ
た
か
ら
だ
。

中
国
共
産
党
は
施
政
後
、
い
っ
た
ん
、
ソ

連
か
ら
中
央
集
権
型
全
体
主
義
の
体
制
を

移
植
し
た
が
、
50
年
代
半
ば
頃
か
ら
「
郡

県
制
」
と
い
う
伝
統
を
組
み
入
れ
た
地
方

分
権
型
全
体
主
義
の
方
向
に
改
め
た
。
個

人
崇
拝
等
を
通
じ
て
最
高
指
導
者
の
絶
対

的
権
威
を
確
立
す
る
一
方
、
行
政
や
経
済

政
策
の
立
案
と
運
営
の
権
限
の
多
く
は
最

高
指
導
者
が
人
事
権
を
持
つ
地
方
の
指
導

者
に
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、
権
力
を

け
ん
制
す
る
力
を
最
も
持
ち
う
る
最
高
指

導
部
他
の
メ
ン
バ
ー
と
中
央
官
庁
が
無
力

化
さ
れ
、
ソ
連
よ
り
も
強
固
な
一
極
集
中

の
統
治
体
制
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
。
地
方

の
指
導
者
に
は
最
高
指
導
者
の
意
向
を
く

み
取
っ
た
大
胆
な
実
験
が
奨
励
さ
れ
、
最

高
指
導
者
へ
の
忠
誠
を
競
う
激
し
い
競
争

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。「
鶴
の
一
声
」
に

応
じ
よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
競
争
は
往
々

に
し
て
極
端
な
始
末
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
こ
れ
は
経
済
や
社
会

に
と
っ
て
の
災
禍
を
意
味
す
る
が
、
時
の

経
済
、
社
会
に
資
す
る
形
で
機
能
し
た
こ

と
も
あ
る
。
私
有
財
産
の
撲
滅
と
い
う
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
教
条
が
改
め
ら
れ
な
か
っ

た
状
況
の
下
で
も
、
内
外
の
民
間
企
業
が

改
革
以
降
急
成
長
で
き
た
の
は
正
し
く
各

地
方
が
成
長
の
実
現
と
い
う
「
鶴
の
一
声
」

に
答
え
よ
う
と
し
た
結
果
だ
。
生
産
性
の

高
い
民
間
企
業
が
よ
り
G
D
P
の
拡
大
に

寄
与
で
き
る
た
め
、「
鶴
」
に
対
す
る
忠
誠

を
巡
る
地
方
リ
ー
ダ
ー
間
の
競
争
は
結
果

と
し
て
民
間
企
業
の
飛
躍
的
な
成
長
を
可

能
に
し
た
わ
け
だ
。

　

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
日
米
欧
の
先

進
国
の
資
本
・
技
術
を
渇
望
す
る
中
国
に
、

レ
ー
ニ
ン
に
な
か
っ
た
絶
好
の
機
会
を
与
え

た
。
郷
鎮
企
業
に
加
え
、
ア
リ
バ
バ
や
テ

ン
セ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
海
外
の
資
本
と

技
術
を
生
か
し
て
急
拡
大
し
た
新
興
民
間

企
業
を
輩
出
し
、
外
資
系
企
業
も
成
長
を

促
す
大
き
な
柱
と
な
っ
た
。

反「
和
平
演
変
」も「
ネ
ッ
プ
」

由
来

　

教
科
書
的
に
は
、
経
済
成
長
と
そ
れ
に

伴
う
中
産
層
の
拡
大
が
民
主
化
に
つ
な
が

る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
西
側
諸
国
の
対
中

接
触
政
策
の
合
理
性
を
支
え
る
も
っ
と
も

重
要
な
理
論
的
な
根
拠
で
あ
る
。
し
か
し
、

共
産
党
支
配
の
維
持
を
含
む
「
四
つ
の
堅

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
中
国
の
改
革
の
ル
ー

ツ
を
た
ど
れ
ば
、
レ
ー
ニ
ン
が
1
9
2
1

年
に
取
り
入
れ
た
新
経
済
政
策
（
以
下
、

「
ネ
ッ
プ
」）
に
至
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

　
「
ネ
ッ
プ
」
の
も
と
で
、
穀
物
の
自
由
販

売
や
小
規
模
民
間
企
業
の
設
立
、
欧
米

資
本
主
義
諸
国
と
の
貿
易
等
が
ロ
シ
ア
内

戦
後
の
経
済
危
機
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の

便
宜
的
な
改
革
措
置
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。

「
ネ
ッ
プ
」
は
レ
ー
ニ
ン
死
後
の
28
年
に
、

ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
っ
て
終
止
符
を
打
た
れ
た

が
、
26
年
に
中
国
共
産
党
員
と
し
て
モ
ス

ク
ワ
に
滞
在
し
た
若
き
鄧
小
平
に
深
い
印

象
を
残
し
た
よ
う
だ
。
改
革
が
始
ま
っ
た

ば
か
り
の
80
年
代
初
期
、「
ネ
ッ
プ
」
に
対

す
る
鄧
氏
の
高
い
評
価
が
伝
え
ら
れ
て
お

り
、「
中
国
の
改
革
開
放
が
中
国
版
ネ
ッ
プ

だ
」
と
い
う
言
い
方
が
一
時
出
回
っ
た
ほ
ど

だ
っ
た
。

成
長
を
促
し
た
地
方
分
権
型　

全
体
主
義

　

無
論
、半
世
紀
後
の
中
国
の
改
革
は
「
ネ

ッ
プ
」
の
ま
ま
に
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
両
者
の
違
い
は
主
と
し
て
よ
り
大

胆
な
民
間
企
業
の
活
用
と
対
外
開
放
に
あ

る
。
そ
れ
こ
そ
は
中
国
が
ソ
連
と
東
欧
諸

国
と
違
っ
て
、
共
産
党
一
党
支
配
の
ま
ま

高
い
経
済
成
長
を
達
成
で
き
た
最
大
要
因
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持
」
が
改
革
当
初
か
ら
基
本
方
針
と
し
て

定
め
ら
れ
て
お
り
、
89
年
6
月
を
ピ
ー
ク

に
盛
り
上
が
っ
た
民
主
化
運
動
へ
の
対
応

に
示
唆
さ
れ
る
通
り
、
こ
れ
は
正
し
く
は

中
国
共
産
党
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
代
価

を
払
っ
て
で
も
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
和
平
演
変
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
だ
。

　

も
っ
と
も
、
反
「
和
平
演
変
」
も
レ
ー

ニ
ン
が
「
ネ
ッ
プ
」
を
導
入
し
た
際
に
強

調
し
た
こ
と
だ
。
レ
ー
ニ
ン
に
と
っ
て
の

至
上
課
題
は
あ
く
ま
で
も
共
産
党
政
権
の

維
持
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
貿
易
等

を
通
じ
て
欧
米
資
本
主
義
国
と
の
経
済
交

流
に
伴
う
政
治
や
文
化
な
ど
の
面
で
、
民

主
主
義
に
よ
る
政
権
へ
の
影
響
を
遮
断
し
、

「
和
平
演
変
」、
つ
ま
り
平
和
的
な
手
段
に

よ
る
政
権
交
代
の
防
止
も
「
ネ
ッ
プ
」
の

重
要
な
一
環
で
あ
っ
た
。

　

強
ま
る
一
方
の
統
制
や
民
間
企
業
の
締

め
出
し
、
米
国
等
西
側
諸
国
と
の
関
係

悪
化
と
い
っ
た
近
年
の
中
国
の
動
き
の
原

因
を
習
主
席
個
人
に
追
求
す
る
向
き
が
あ

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
流
れ
が
習
主
席

の
望
み
で
あ
っ
た
の
は
事
実
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
の
一
存
で
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
は

な
い
。
中
国
の
進
路
は
最
高
指
導
者
に
よ

る
イ
ン
パ
ク
ト
が
無
論
大
き
い
が
、
中
国

が
今
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の
は
レ
ー
ニ
ン

主
義
に
築
か
れ
た
制
度
が
よ
り
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

前
述
の
通
り
、
共
産
党
の
支
配
維
持
は

改
革
当
初
か
ら
の
基
本
方
針
で
あ
り
、
反

「
和
平
演
変
」
は
江
沢
民
・
胡
錦
涛
時
代

で
も
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
習
近
平
時

代
に
入
っ
て
か
ら
、
こ
う
し
た
動
き
が
劇

的
に
強
ま
っ
た
の
は
民
間
セ
ク
タ
ー
の
拡
大

と
中
産
層
の
拡
大
に
伴
っ
て
社
会
の
多
元

化
に
向
け
て
の
圧
力
が
増
大
し
、「
和
平
演

変
」
の
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
た
と
と
も
に
、
国

力
の
増
強
に
伴
っ
て
自
信
が
高
ま
っ
た
か
ら

だ
ろ
う
。

か
し
「
抓
大
放
小
」
の
真
の
狙
い
が
、
あ

く
ま
で
も
資
源
を
基
幹
産
業
部
門
の
大

型
国
有
企
業
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
有
企
業
主
導
の
経
済
を
作
る
こ
と
で
あ

っ
た
た
め
に
、「
国
進
民
退
」
の
底
流
が
形

成
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、「
ネ
ッ
プ
」
を
進

め
る
に
際
し
て
も
、
レ
ー
ニ
ン
は
基
幹
産

業
部
門
の
国
有
企
業
の
維
持
と
強
化
を
追

い
求
め
、
ソ
連
経
済
が
あ
く
ま
で
も
国
有

企
業
を
中
心
と
す
る
方
針
を
徹
底
し
た
。

　

し
か
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
正
統
性

が
あ
っ
て
も
、
国
有
で
あ
る
が
故
に
、
経

営
が
破
綻
し
倒
産
す
べ
き
状
況
に
陥
っ
て

も
、
政
府
の
支
援
で
事
業
を
継
続
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
、「
ソ
フ
ト
な

予
算
制
約
」、
つ
ま
り
、
予
算
に
よ
る
経
営

者
へ
の
制
約
が
働
か
な
い
と
い
う
中
国
を

含
む
社
会
主
義
体
制
下
の
ソ
連
や
東
欧
諸

国
の
経
済
を
苦
し
め
た
問
題
か
ら
避
け
て

通
れ
な
い
。「
国
進
民
退
」
が
進
む
に
つ
れ

て
、
中
国
経
済
の
生
産
性
が
次
第
に
低
下

し
、
G
D
P
伸
び
率
が
07
年
の
14
・
２
％

を
ピ
ー
ク
に
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン
し
た
。「
国
進

民
退
」
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
が
そ
の

時
期
に
大
き
く
盛
り
上
が
っ
た
の
は
、
正

し
く
は
「
ソ
フ
ト
な
予
算
制
約
」
を
抱
え

る
国
有
企
業
の
再
拡
張
に
起
因
し
た
問
題

が
深
刻
化
し
た
か
ら
だ
。 

　

折
し
も
、
08
年
に
米
国
発
の
国
際
金

融
危
機
が
起
き
た
。
こ
の
危
機
は
結
果

「
国
進
民
退
」で
吹
き
返
す　

「
ソ
フ
ト
の
予
算
制
約
」

　

制
度
的
な
側
面
か
ら
過
去
四
十
年
来
の

中
国
経
済
を
振
り
返
る
と
、
90
年
代
末
を

境
に
大
き
く
二
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
前
半
で
は
、「
党
政
分
離
（
党

と
政
府
の
機
能
分
離
）」と「
政
企
分
離（
政

府
と
企
業
の
分
離
）」
に
向
け
て
の
行
政
改

革
が
遂
行
さ
れ
、
郷
鎮
企
業
を
中
心
と
す

る
非
国
有
セ
ク
タ
ー
が
急
拡
大
し
た
た
め

に
、中
国
経
済
の
脱
「
ソ
連
化
」
が
進
ん
だ
。

し
か
し
、
後
半
で
は
、
こ
う
し
た
流
れ
が

逆
回
転
し
た
。
国
有
セ
ク
タ
ー
の
縮
小
と

民
間
セ
ク
タ
ー
の
拡
大
を
意
味
す
る
「
国

退
民
進
」
が
脱
「
ソ
連
化
」
の
象
徴
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、「
国
進
民
退
」
は
中
国
経

済
の
「
ソ
連
化
」
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
。

　
「
国
進
民
退
」
が
大
き
く
問
題
提
起
さ

れ
た
の
は
2
0
0
1
年
頃
だ
っ
た
。
以
降
、

09
年
に
至
っ
て
、
中
国
社
会
で
大
き
な
論

争
が
巻
き
起
こ
っ
た
（
表
1
）。
そ
の
背
景

に
は
「
抓
大
放
小
」
と
称
し
、
98
年
か
ら

繰
り
広
げ
ら
れ
た
国
有
企
業
改
革
が
あ
っ

た
。
こ
の
下
で
、
約
50
万
以
上
の
中
小
国

有
企
業
が
手
放
さ
れ
、
数
の
上
で
は
「
国

退
民
進
」
が
大
き
く
進
ん
だ
た
め
に
、
市

場
化
の
成
果
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
一

方
、
中
国
経
済
の
活
性
化
も
進
ん
だ
。
し

表１「国進民退」論争の展開
2001 ～ 07 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年

新聞（本） 21 8 436 226 59

雑誌（本） 36 13 268 516 229

書籍（冊） 2 2 7 31 18
（出所）冷兆松「“ 国進民退 ” 争論的興起与昇級、焦点与実質」、海派経済学、第 11 巻第 3 期、2013 年
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的
に
深
刻
な
景
気
減
速
の
圧
力
に
さ
ら
さ

れ
た
当
時
の
中
国
政
府
を
窮
地
か
ら
救
っ

た
。「
国
進
民
退
」
等
に
起
因
し
て
生
じ

た
問
題
を
危
機
の
せ
い
に
す
る
こ
と
が
で

き
、
景
気
対
策
と
い
う
名
の
下
で
、
国
有

企
業
を
中
心
に
行
っ
た
大
規
模
な
財
政
出

動
が
正
統
性
を
得
た
。
皮
肉
的
に
も
、
市

場
化
に
逆
行
す
る
こ
う
し
た
中
国
政
府
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
米
国
を
含
む
国
際
社
会
か

ら
喝
采
を
博
し
、
国
際
社
会
に
お
け
る
チ

ャ
イ
ナ
イ
ン
パ
ク
ト
が
空
前
の
レ
ベ
ル
に
達

し
た
。

　

大
規
模
な
財
政
刺
激
策
に
よ
っ
て
、
成

長
率
が
一
時
的
に
持
ち
直
し
た
が
、「
国

進
民
退
」
が
一
層
進
ん
だ
。
し
か
も
、
伝

統
的
な
国
有
企
業
に
加
え
、
地
方
政
府

が
国
有
の
土
地
を
担
保
に
設
立
し
た
地

方
融
資
平
台
（Local Governm

ent  

Financing Vehicle

）
と
称
す
る
資
金

調
達
と
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
の
機
能
を
持
つ
実
質

的
な
国
有
投
資
会
社
が
、
景
気
刺
激
策
を

遂
行
す
る
主
役
と
し
て
登
場
し
た
か
ら
だ
。

こ
れ
に
伴
っ
て
、「
ソ
フ
ト
の
予
算
制
約
」

の
問
題
が
従
来
の
国
有
企
業
か
ら
こ
う
し

た
投
資
会
社
に
ま
で
拡
散
し
、
中
国
経
済

の
「
ソ
連
化
」
の
流
れ
は
加
速
し
た
。
ゼ
ロ

コ
ロ
ナ
政
策
撤
廃
後
、
中
国
経
済
が
大
方

の
予
想
に
反
し
て
低
迷
の
一
途
を
た
ど
っ
た

の
は
、
正
し
く
は
「
ソ
フ
ト
の
予
算
制
約
」

と
い
う
構
造
問
題
が
深
刻
化
し
た
か
ら
だ
。

政
収
入
が
全
体
と
し
て
G
D
P
成
長
率

を
凌
駕
す
る
ペ
ー
ス
で
拡
大
し
て
き
た
の

は
、
正
し
く
は
こ
う
し
た
構
図
の
現
れ
と

み
て
よ
か
ろ
う
（
図
２
）。

　

ソ
連
由
来
の
共
産
主
義
革
命
に
よ
っ
て

構
築
さ
れ
た
土
地
の
公
有
制
は
中
国
政
府

に
ユ
ニ
ー
ク
な
財
政
資
金
を
徴
収
す
る
手

段
を
提
供
し
た
。
膨
ら
む
土
地
使
用
権

の
売
却
収
入
が
地
方
財
政
を
潤
わ
せ
る
一

方
、
不
動
産
価
格
を
大
き
く
吊
り
上
げ
て

き
た
。
こ
の
結
果
、
不
動
産
市
況
の
バ
ブ

ル
化
が
進
み
、
国
民
収
入
の
多
く
を
く
み

取
っ
た
た
め
、
不
動
産
関
連
以
外
の
消
費

需
要
が
伸
び
悩
ん
だ
。

　
「
日
本
化
」
の
他
、
中
国
の
消
費
需
要

が
伸
び
悩
ん
で
い
る
の
は
習
主
席
が
福
祉

主
義
へ
反
対
す
る
か
ら
だ
と
の
声
も
あ
り
、

中
国
経
済
が
苦
境
に
陥
っ
た
原
因
を
「
中

所
得
国
の
罠
」
云
々
で
説
明
す
る
向
き
も

あ
る
。
い
ず
れ
も
国
際
社
会
で
一
般
的
に

使
わ
れ
る
概
念
だ
。
し
か
し
、
住
み
慣
れ

た
社
会
で
の
概
念
で
中
国
経
済
を
分
析
す

る
の
は
確
か
に
分
か
り
や
す
い
が
、
似
て

非
な
り
、
的
が
外
れ
た
結
論
を
導
き
か
ね

な
い
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
で
示
さ
れ
て
い
る

通
り
、
改
革
以
降
の
中
国
で
は
、
経
済
的

に
一
時
期
は
脱
ソ
連
化
へ
向
け
て
動
い
て
い

た
も
の
の
、
政
治
を
は
じ
め
体
制
の
根
幹

に
大
き
な
変
革
を
施
さ
な
か
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
結
局
、
経
済
力
と
社
会
の
多
様
化

に
向
け
て
の
圧
力
の
増
強
に
伴
っ
て
、「
ソ

連
化
」
へ
の
逆
流
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
こ
の

意
味
で
、
ど
う
し
て
も
今
の
中
国
が
罠
に

は
ま
っ
て
い
る
と
い
い
た
い
な
ら
ば
、
そ
の

罠
は
所
得
水
準
や
日
本
と
の
類
似
性
と
関

係
な
く
、
制
度
の
罠
だ
と
、
筆
者
は
あ
え

て
主
張
し
た
い
。

消
費
需
要
を
抑
圧
す
る　
　

「
ソ
連
化
」 

　

消
費
主
導
型
経
済
へ
の
移
行
が
90
年
代

末
に
既
に
最
も
重
要
な
政
策
課
題
と
し
て

掲
げ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
経

済
が
な
お
も
投
資
・
外
需
依
存
か
ら
脱
出

し
き
れ
な
い
で
い
る
の
も
「
ソ
連

化
」
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
た

だ
し
、
非
国
有
セ
ク
タ
ー
の
拡
大

に
よ
っ
て
、「
ソ
フ
ト
の
予
算
制
約
」

の
問
題
が
い
っ
た
ん
改
善
さ
れ
た

の
に
対
し
て
、
ソ
連
か
ら
伝
承
し

た
一
党
支
配
の
政
治
体
制
を
一
貫

し
て
維
持
し
て
き
た
た
め
に
、
消

費
需
要
の
拡
大
を
妨
げ
る
「
ソ
連

化
」
の
効
用
は
一
度
も
切
れ
ず
に

続
い
て
き
た
。

　

改
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
い

が
、
中
国
で
は
、
指
導
者
が
国
民

の
投
票
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
の
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
指
導
者
に

と
っ
て
、
国
民
の
福
祉
向
上
よ
り

も
国
家
、
実
質
的
に
共
産
党
の
ア

ジ
ェ
ン
ダ
の
達
成
を
よ
り
優
先
的

に
求
め
る
。
改
革
以
降
、「
脱
ソ

連
化
」
が
進
ん
だ
80
年
代
と
新
型

コ
ロ
ナ
の
感
染
爆
発
と
い
っ
た
特

殊
な
時
期
を
除
い
て
、
中
国
の
財

（出所）中国国家統計局
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図 2　急拡大する財政力




