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「
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
と
は
「
ワ
シ
ン
ト
ン
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」

に
対
抗
す
る
中
国
発
の
発
展
モ
デ
ル
を
指
す
。「
ワ
シ
ン
ト
ン
コ
ン

セ
ン
サ
ス
」
と
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）

と
世
界
銀
行
が
経
済
危
機
に
陥
っ
た
発
展
途
上
国
に
対
し
て
融

資
を
提
供
す
る
時
に
、
そ
の
条
件
と
し
て
求
め
た
一
連
の
改
革

を
総
称
し
た
も
の
で
、
経
済
の
自
由
化
と
市
場
の
開
放
、
小
さ

な
政
府
の
実
現
を
そ
の
骨
子
と
し
て
い
る
。

 

一
九
九
〇
年
に
始
ま
っ
た
ロ
シ
ア
・
東
欧
の
市
場
経
済
移
行
は

Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
指
導
の
も
と
で
ワ
シ
ン
ト
ン
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
沿
っ
て

進
め
ら
れ
た
が
、
九
〇
年
代
に
経
済
の
著
し
い
マ
イ
ナ
ス
成
長
に
見

舞
わ
れ
た
。
タ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
金
融
の
開
放
を
進
め
た
結

果
、
九
七
〜
九
八
年
に
外
国
資
金
の
激
し
い
流
出
入
に
よ
っ
て
経
済

危
機
に
陥
っ
た
。
そ
こ
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
緊
急
融
資
を
求
め
た
が
、
そ
の

際
に
緊
縮
財
政
の
実
施
を
条
件
と
し
て
課
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

経
済
の
著
し
い
マ
イ
ナ
ス
成
長
を
記
録
し
た
。
こ
う
し
た
一
連

の
失
敗
の
経
験
か
ら
、
ワ
シ
ン
ト
ン
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
疑
問
視

す
る
声
が
強
く
な
っ
た
。

　

一
方
、
中
国
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
処
方
箋
に
反
す
る
漸
進
的
な
市
場
化

路
線
で
市
場
経
済
へ
の
移
行
を
成
功
さ
せ
、
ま
た
他
の
ア
ジ
ア
諸

国
が
経
済
危
機
に
落
ち
込
ん
で
い
た
間
も
力
強
い
経
済
成
長
を
持

続
で
き
た
の
で
、
中
国
の
経
済
発
展
の
方
式
に
対
す
る
国
際
的
な

注
目
が
高
ま
っ
た
。
実
際
、
中
国
が
採
用
し
た
改
革
の
手
法
の
う

ち
、
例
え
ば
、
地
域
を
限
定
し
て
改
革
・
自
由
化
の
実
験
を
行
う

「
特
区
」
の
制
度
は
日
本
で
も
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
中
国
の
発

展
モ
デ
ル
の
全
体
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
共
通
認
識

は
で
き
て
い
な
い
。

東
京
大
学
教
授

丸
川
知
雄

ま
る
か
わ
　
と
も
お
　

一
九
八
七
年
東
京
大
学
経
済
学
部
卒
業
、
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所
入
所
。
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
助

教
授
を
経
て
、
現
職
。
著
書
に
『「
中
国
な
し
」
で
生

活
で
き
る
か
』『
現
代
中
国
の
産
業
』
な
ど
。

コ
ト
バの
深
層
連
載
❹

わ
か
っ
た
気
に
な
っ
て
し
ま
う
ニ
ュ
ー
ス
の
言
葉
を
、

よ
り
深
く
、
丁
寧
に
解
説
す
る

【
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
】

中
国
発
の
発
展
モ
デ
ル
が
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。

果
た
し
て
そ
れ
は
実
像
を
捉
え
て
い
る
の
か
？
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異
な
る
﹁
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
﹂
の
定
義

　
「
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
論
者
の
間

で
も
そ
の
意
味
内
容
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
最
初
に
こ
の
言
葉

を
使
っ
た
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
ラ
モ
（
元
タ
イ
ム
誌
編
集
部
）
は
胡
錦
濤
・

温
家
宝
体
制
に
な
っ
て
か
ら
の
中
国
の
新
た
な
戦
略
を
「
北
京
コ
ン

セ
ン
サ
ス
」
と
名
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
技
術
革
新
に
依
拠

し
た
成
長
戦
略
、
②
環
境
保
護
や
所
得
分
配
の
公
平
性
な
ど
成
長
の

質
を
重
視
す
る
戦
略
、
③
自
立
性
を
確
保
す
る
た
め
の
外
交
・
軍

事
戦
略
、
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。（Joshua Cooper Ram

o,  
“T

he B
eijing C

onsensus: N
otes on the N

ew
 Physics 

of Chinese Pow
er ”, Foreign Policy Centre, 2004.

）一
方
、

二
〇
一
〇
年
に
「
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
と
題
す
る
本
を
出
版
し
た

ス
テ
フ
ァ
ン・ハ
ル
パ
ー
は
、「
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
と
は
端
的
に
「
市

場
権
威
主
義
」
あ
る
い
は
「
経
済
は
資
本
主
義
だ
が
、
政
治
は
独
裁

的
」
な
状
態
の
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。（Stefan H

alper, The 
Beijing C

onsensus: H
ow

 C
hina’s Authoritarian M

odel w
ill 

D
om

inate the Tw
enty-First C

entury. Basic Books. 2010.

園

田
茂
人
・
加
茂
具
樹
訳
﹃
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
︱
︱
中
国
流
が
世

界
を
動
か
す
？
﹄
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）

　

ラ
モ
が
い
う
「
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
と
は
、
中
国
の
学
者
や

官
僚
た
ち
に
対
す
る
数
多
く
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
か
ら
抽
出

さ
れ
た
今
後
の
中
国
の
内
政
と
外
交
の
基
本
戦
略
に
関
す
る
共
通

認
識
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
ワ
シ
ン
ト
ン
コ
ン
セ
ン

サ
ス
の
よ
う
に
他
国
に
影
響
を
与
え
る
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

　

一
方
、
ハ
ル
パ
ー
は
中
国
が
「
資
本
主
義
＋
独
裁
」
と
い
う
自

国
の
モ
デ
ル
を
発
展
途
上
国
の
間
に
広
め
つ
つ
あ
る
と
警
戒
感
を

示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
非
民
主

的
あ
る
い
は
人
権
侵
害
を
行
っ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
国
々
、

例
え
ば
ス
ー
ダ
ン
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
、

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
な
ど
に
対
し
て
、
中
国
は
欧
米
が
手
を
引
い

た
空
隙
を
突
い
て
経
済
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
、
活
発
に
貿
易

を
行
い
、
独
裁
政
権
の
延
命
に
手
を
貸
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

を
行
い
、
独
裁
政
権
の
延
命
に
手
を
貸
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
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る
。
ハ
ル
パ
ー
は
イ
ア
ン
・
ブ
レ
マ
ー
の
議
論
（Ian Brem

m
er, 

The End of the Free M
arket. Portfolio , 2010.

）
を
援
用
し
て
、

中
国
の
資
本
主
義
は
、
欧
米
の
民
間
企
業
中
心
の
資
本
主
義
と
は

違
っ
て
、
国
家
の
関
与
が
強
い
「
国
家
資
本
主
義
」
で
あ
り
、
そ

の
モ
デ
ル
は
世
界
の
独
裁
政
権
に
と
っ
て
魅
力
的
な
も
の
と
映
っ

て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、中
国
は
世
界
の
非
民
主
的
な
国
々

に
自
国
モ
デ
ル
を
広
め
な
が
ら
そ
の
影
響
力
を
拡
大
し
つ
つ
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
の
影
響
力
の
低
下
を
も
た
ら
し
て
い
る
、
と
ハ
ル
パ
ー
は

述
べ
て
お
り
、
そ
の
主
張
は
新
手
の
中
国
脅
威
論
だ
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、
ラ
モ
の
い
う
①
と
②
の
方
向
に
経
済
成
長
の
方
式
を
転
換

す
る
こ
と
に
関
し
、
中
国
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
で
き
つ
つ
あ
る
こ
と

は
お
そ
ら
く
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。五
ヵ
年
計
画
な
ど
中
国
の
数
々

の
政
策
文
書
に
も
同
様
の
内
容
が
く
り
返
し
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
、

ハ
ル
パ
ー
の
い
う
「
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」、
す
な
わ
ち
「
資
本
主
義

＋
独
裁
」
と
い
う
モ
デ
ル
を
中
国
が
広
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
議
論
に
つ
い
て
は
い
く
つ
も
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
が
あ
る
。

発
展
モ
デ
ル
の
輸
出
？

　

ま
ず
、
中
国
の
経
済
体
制
が
、
他
国
に
と
っ
て
モ
デ
ル
に
な
る
と

考
え
る
学
者
は
中
国
国
内
で
も
少
数
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
中
国
の
経

済
体
制
は
ま
だ
改
革
の
途
上
に
あ
る
と
い
う
の
が
中
国
で
の
「
コ
ン

セ
ン
サ
ス
」
だ
と
思
わ
れ
る
。
特
区
の
設
置
、
漸
進
的
な
改
革
の

進
め
方
と
い
っ
た
個
別
の
手
法
に
つ
い
て
は
他
国
に
も
移
植
可
能

な
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
コ
ン
セ
ン
サ
ス

に
匹
敵
す
る
よ
う
な
体
系
性
を
持
っ
た
中
国
モ
デ
ル
と
い
う
も
の

は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
中
国
の
経
済
体
制
改
革
の
最
終
的
な

着
地
点
は
ワ
シ
ン
ト
ン
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
描
か
れ
た
よ
う
な
自
由
な

市
場
経
済
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
経
済
学
者
も
中
国
に
は
少
な
く

な
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
共
産
党
一
党
独
裁
と
い
う
中
国
の
政
治
体
制
の
是
非
に
つ

い
て
自
由
に
論
じ
る
こ
と
は
中
国
国
内
で
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く

と
も
こ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
他
国
に
移
植
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
中

国
共
産
党
自
身
に
も
な
い
で
あ
ろ
う
。「
革
命
の
輸
出
」
を
目
指
し

て
い
た
文
化
大
革
命
期
の
中
国
と
現
在
の
中
国
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。
人
権
や
民
主
主
義
と
い
っ
た
普
遍
的
価
値
の
輸
出
を
目
指
し

て
い
る
欧
米
の
外
交
と
は
異
な
り
、
現
在
の
中
国
の
外
交
は
、
内
政

不
干
渉
と
国
益
追
求
と
い
う
二
つ
の
原
則
で
か
な
り
説
明
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

内
政
不
干
渉
の
方
針
だ
か
ら
、
相
手
国
が
ど
の
よ
う
な
政
体
で

あ
れ
、
中
国
に
と
っ
て
有
用
（
例
え
ば
石
油
資
源
が
あ
る
と
か
、

国
連
で
中
国
の
立
場
を
支
持
し
て
く
れ
る
等
）
で
あ
れ
ば
、
ま
た

中
国
の
内
政
に
相
手
国
が
干
渉
し
な
い
限
り
は
、
友
好
的
な
関
係
を
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持
と
う
と
す
る
。
中
国
企
業
が
先
進
国
の
企
業
が
ま
だ
手
を
つ
け
て

い
な
い
ニ
ッ
チ
の
市
場
を
狙
う
よ
う
に
、
中
国
政
府
も
欧
米
と
の
関

係
が
悪
い
「
ニ
ッ
チ
の
国
」
と
も
友
好
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
た
め
、

ア
メ
リ
カ
の
目
か
ら
は
、
ま
る
で
世
界
の
独
裁
国
家
を
糾
合
し
よ
う

と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、同
じ
「
独

裁
」
に
分
類
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
共
産
党
内
の
定
年
と
任
期
の

定
め
に
従
っ
て
党
と
政
府
の
ト
ッ
プ
で
も
一
〇
年
務
め
た
ら
必
ず

交
代
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
中
国
の
指
導
者
た
ち
が
、
北
朝
鮮

や
リ
ビ
ア
な
ど
の
よ
う
に
、
誰
か
に
打
倒
さ
れ
な
い
限
り
最
高
指

導
者
が
い
つ
ま
で
も
そ
の
地
位
に
と
ど
ま
り
続
け
る
国
を
ど
れ
ほ

ど
「
仲
間
」
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。

普
通
の
資
本
主
義
国
と
し
て
の
中
国

　

中
国
の
経
済
規
模
が
拡
大
し
、
か
つ
中
国
が
ア
メ
リ
カ
と
は
異
な

る
原
則
で
外
交
と
通
商
を
行
う
結
果
、
中
国
の
影
響
力
が
世
界
で

増
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
中
国
が
ハ
ル
パ
ー
の
い
う

「
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
広
め
て
い
る
と
い
う

の
は
幻
想
で
あ
る
。
そ
う
し
た
幻
想
が
生
ず
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ

が
人
権
・
民
主
主
義
と
い
っ
た
普
遍
的
価
値
を
基
盤
に
お
い
た
外

交
を
し
て
き
た
こ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
中
国
の
外
交
を
と
ら
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ハ
ル
パ
ー
の
「
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
論
で
は
中
国
を
「
国
家

資
本
主
義
」
と
み
な
し
て
い
る
た
め
、
中
国
の
対
外
関
係
が
政
府

同
士
の
関
係
以
外
に
も
多
様
な
チ
ャ
ネ
ル
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

と
を
見
逃
し
て
い
る
。
中
国
の
国
有
石
油
会
社
が
ア
フ
リ
カ
各
国

で
石
油
開
発
に
従
事
す
る
一
方
で
、
民
間
企
業
の
華
為
技
術
が
各

国
で
携
帯
電
話
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
を
売
り
込
み
、
ナ
イ
ジ
ェ

リ
ア
や
南
ア
フ
リ
カ
な
ど
ア
フ
リ
カ
各
地
に
は
多
数
の
中
国
人
が

移
住
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
商
売
を
営
ん
で
い
る
。
一
方
、
中
国
浙
江

省
の
義イ

ー
ウ
ー烏
小
商
品
市
場
に
は
ア
フ
リ
カ
各
国
か
ら
雑
貨
の
バ
イ

ヤ
ー
が
多
数
来
訪
し
、
広
州
市
に
は
商
人
な
ど
数
万
人
の
ア
フ
リ

カ
人
が
住
む
一
角
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
中
国
に
は
欧
米
向
け
の
製

品
を
生
産
す
る
輸
出
産
業
以
外
に
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
低
所
得

層
に
向
け
た
低
価
格
の
雑
貨
、
衣
服
、
携
帯
電
話
な
ど
を
生
産
す
る

輸
出
産
業
も
発
達
し
て
き
て
い
る
。
中
国
は
国
有
石
油
会
社
を
通
じ

て
ア
フ
リ
カ
各
国
と
経
済
関
係
を
結
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
中

国
の
無
数
の
民
間
企
業
家
た
ち
が
中
国
流
の
民
間
資
本
主
義
を
ア
フ

リ
カ
に
持
ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
実
態
を
見
れ
ば
、
中
国
が
世
界
の
非
民
主
的
な
国
々
に
、

欧
米
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
資
本
主
義
を
持
ち
込
ん
で
い
る
と
い
う

「
北
京
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
論
は
偏
っ
た
見
方
で
あ
り
、
実
際
に
は
普
通

の
資
本
主
義
的
な
関
係
も
豊
か
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
■


