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加 茂　具 樹
「ドミノ倒し」あとの問い

かも　ともき／慶應義塾大学教授

専門は現代中国政治、比較政治学。著書に『現代中国政治と人民代表大会』
（慶應義塾大学出版会、2006年）、共編著に『党国体制の現在』（慶應義塾大学
出版会、2012年）などがある。

　

ベ
ル
リ
ン
か
ら
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
に
い
た
る
共
産
主

義
政
権
が
、
ま
る
で
「
ド
ミ
ノ
倒
し
」
の
よ
う
に
連
続

的
に
崩
壊
し
て
か
ら
、
四
半
世
紀
を
越
え
る
年
月
が
経

過
し
た
。
こ
の
間
、
国
際
社
会
は
様
々
な
問
題
を
経
験

し
、
克
服
し
て
き
た
。
し
か
し
今
日
の
国
際
社
会
が
直

面
し
て
い
る
課
題
は
、
あ
の
当
時
、
人
々
が
想
像
す
る

こ
と
の
な
か
っ
た
問
い
の
ほ
う
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
れ
ら
の
問
い
は
日
本
が
位
置

す
る
東
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
西
岸
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
中
国
の
急
速
な
擡た

い

頭と
う

に
起
因
す
る
課
題

で
あ
る
。
急
速
な
経
済
成
長
に
と
も
な
う
中
国
の
国
力

の
増
大
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
パ
ワ
ー
の
分

布
は
大
き
く
変
化
し
、
い
ま
、
国
際
秩
序
は
大
き
く
変

化
す
る
可
能
性
に
直
面
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
中
国
は

「
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
罠
を
克
服
で
き
る
の
か
」
と

い
う
問
い
で
あ
る
。

　

い
ま
ひ
と
つ
の
問
い
は
、「
ド
ミ
ノ
倒
し
」
の
起
点

と
な
っ
た
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
東
ア
ジ
ア
、
太
平
洋

西
岸
地
域
の
国
々
と
の
間
で
、
現
在
の
政
治
的
な
情
景

が
異
な
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の

共
産
主
義
政
権
は
崩
壊
し
た
。
し
か
し
東
ア
ジ
ア
の
共

産
主
義
国
家
は
「
生
き
残
り
」
に
成
功
し
て
い
る
。
中

国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
北
朝
鮮
を
は
じ
め
と
し
て
、

こ
の
地
域
の
共
産
主
義
政
権
は
、
思
い
の
外
、
長
生
き

し
て
い
る
。
共
産
主
義
政
権
と
い
う
枠
を
越
え
て
こ
の

地
域
を
見
渡
せ
ば
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
マ
レ
ー
シ
ア
な

ど
の
権
威
主
義
体
制
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。
重
要
な
こ

と
は
、
こ
れ
ら
の
体
制
は
た
だ
単
に
生
き
残
っ
た
の
で

は
な
く
、
多
く
の
体
制
は
輝
か
し
い
経
済
成
長
を
実
現

し
、
世
界
経
済
の
牽
引
役
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
、「
ド
ミ
ノ
倒
し
」
を
生
き

残
っ
た
ア
ジ
ア
の
権
威
主
義
体
制
の
将
来
に
つ
い
て
、

悲
観
的
な
見
通
し
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
体

制
は
、
早
晩
、
崩
壊
し
、
体
制
は
民
主
化
す
る
だ
ろ
う

と
。
経
済
発
展
に
よ
っ
て
中
産
階
級
の
誕
生
を
は
じ
め

と
す
る
社
会
構
造
の
変
化
を
も
た
ら
し
、
そ
う
し
た
変

化
が
民
主
化
を
誘
導
す
る
と
い
う
歴
史
的
な
経
験
を
ふ

ま
え
た
分
析
で
あ
っ
た
。
リ
プ
セ
ッ
ト
（Seym

our 
Lipset

）
は
経
済
発
展
と
民
主
主
義
と
の
間
に
統
計
的

な
相
関
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え

で
、
こ
の
関
係
が
生
ま
れ
る
理
由
と
し
て
経
済
発
展
に

よ
っ
て
民
主
主
義
的
な
規
範
を
も
つ
中
産
階
級
の
登
場

を
指
摘
し
て
い
た
。
民
主
主
義
が
社
会
に
定
着
す
る
う

え
で
、
彼
ら
は
重
要
な
役
割
を
発
揮
す
る
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
。

　

し
か
し
現
実
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
権
威

主
義
体
制
は
持
続
す
る
の
か
。
東
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
西

岸
地
域
を
理
解
す
る
う
え
で
、
複
数
あ
る
重
要
な
問
い

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
政
治
学
に
お
け
る
極
め

て
興
味
深
い
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
い
は
、
前

述
の
国
際
政
治
学
を
理
解
す
る
う
え
で
の
根
源
と
も
い

え
る
。
中
国
が
擡
頭
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
中
国
共

産
党
に
よ
る
一
党
体
制
が
安
定
的
に
持
続
す
る
こ
と
が

で
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
さ
ら

に
二
つ
の
問
い
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、

体
制
の
統
治
者
は
自
ら
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
（
可
能
性

の
あ
る
）
勢
力
を
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
か
、

と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
を
制
度
に
注
目
し
て
議
論

す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
権
威
主
義
体
制
の
民
主
制
度
が

分
析
の
対
象
に
な
る
。
い
ま
ひ
と
つ
に
は
、
体
制
の
統

治
者
は
自
ら
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
（
可
能
性
の
あ
る
）

勢
力
に
た
い
し
て
自
ら
の
意
思
を
ど
の
よ
う
に
強
制
し

て
い
る
の
か
、と
い
う
問
い
で
あ
る
。こ
れ
を
制
度
に
注

目
し
て
議
論
す
れ
ば
政
軍
が
研
究
の
対
象
に
な
る
。
い

ず
れ
も
多
く
の
研
究
す
る
べ
き
論
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

な
ぜ
権
威
主
義
体
制
は
持
続
す
る
の
か
。
本
号
の

「
独
裁
体
制
に
お
け
る
議
会
と
正
当
性
」
特
集
は
、
国

際
政
治
学
と
政
治
学
が
共
有
す
る
問
い
に
答
え
る
重
要

な
問
題
提
起
で
あ
る
。


