
評◎書

「両者の問の平衡は

強者の意思に代わって維持せられる」
『中国返還後の香港 「小さな冷戦」と一国二制度の展開』を読んで

倉田徹著/名 古屋大学出版会/2009年11月/408頁/5985円

樋泉克夫

中

国

の
立

場
、
歴

史
観

に
立

て
ぼ

「中

国
回

帰
」

と

な

る
九

七
年

七
月

の
香

港
返

還
か

ら

一

三
年

が

過
ぎ
、

香
港

に
関

し

て

の
著
作

の
出

版

も

一
時

に
較

べ
め

っ
き

り

少

な

く

な

っ
て
き

た
。

い
や
、

ほ
ぼ

絶

え
た

と

い
う

べ
き
か
。

そ

ん
な

出
版

情
況

下

に
お

い
て
、
本

書

は
久

々

に

現

れ
た
待

望

の
本

格
的

な
研

究
書

と

い
え

る
だ

ろ

う
。

思

え
ば

香
港

返
還

を
前
後

し

て
、
料

理

や
映

画

は
も

ち

ろ
ん

の

こ
と

飲

茶

や

中

国

伝

統

ス

イ

ー

ツ
の
紹
介

と

い

っ
た

一
種

の
ゴ
陽

気

と
も

い
え

る
香

港

へ
の
関

心
か

ら
執

筆
さ

れ
た
著

作

に

は
じ

ま

っ
て
、

返

還

は

「香

港

の
死

を

招

く
」

「香

港

の
民
主

主

義

の
火

を

消

す

な
」

と

い

っ
た
悲

憤
慷
慨

の
主

張

を
満

載
し

た
も

の
ま

で
、

我

が
国

で
も
香
港

に
関

す

る
数
多

の
著

作

が
出

版

さ
れ
た
。

も

ち

ろ
ん
、

そ

の
な
か

に

は

本

書

の
よ
う
な
研

究
書

も
含

ま

れ

る
。

数

え
た

こ
と

も

な

い
の
で
、

い

っ
た

い
、
ど

れ

ほ
ど

の

点

数

が
出

版

さ
れ
た

か

は
知

り
よ

う
も
な

い
。

だ

が
、

と
も

か
く

も
、

あ

の
当
時

、
日
本

人

は

か
く

も
強

い
関

心

を
香

港

に
抱

い
て

い
た

の

か

と
呆

れ
も

し
、
感

心

も
し

た
。

こ
れ

ほ
ど

ま

で
に

ア
ジ

ア
の
問
題

に
強

い
関

心

を
抱

い
て

い
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た

の
か

と
、

あ

る
面

で
は
心

強
く

思

っ
た

も

の

だ

が
、

あ
れ

は
後

の
韓
流
ブ

ー

ム
に
似

た

日
本

人

特
有

の
移

ろ

い
易

い

一
種

の
流

行
現

象

だ

っ

た
と

い
う

こ
と

か
も
し
れ

な

い
。

あ

の
時

か

ら
今

日
ま

で
出

版

さ
れ

た
香
港

に

関

す

る
数
多

の
著
作

の
内
容

、

い
や

そ
れ

ら
著

作

の
書

き

手

の
香
港

に
向

き
合

う
姿
勢

を

み

て

み
る

と
、

香
港

に
対

し

て

一
種

の

"強

い
思

い

入

れ

"
を
行

間

に
滲

ま
せ

て

い
る
か

ど
う

か

で

大
別

で
き

る

よ
う

に
思
え

る
。
香

港

は

一
時

の

興
味

、

た

ま

た
ま
遭

遇
し

た
手
慰

み

の
相
手

、

単

な

る
研
究

の
対
象

で
し

か
な

い
。

あ

る

い
は

断

固
と

し

て
香

港

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
、

と

い
う

二

つ

の
異

な

っ
た

姿

勢

だ
。

後

者

の
場

合
、

そ

の
主

義

主
張

と

は
関
係

な
く
、

香
港

を

興
味

や

研
究

の
対
象

と
看

徹
す

以
前

に
、

す

で

に
な
ん

ら

か

の
形

で
香
港

を

"体

験

"
し
、

生

活
実

感

と

し

て
香
港

を
捉

え

て

い
る
と

い
う

こ

と

だ
。

も

ち

ろ
ん
本
書

の
著
者

は
、

こ
の
タ
イ

プ

と

い
え

る
だ

ろ
う
。

そ

れ

を
、

こ

の
分
厚

い

研

究

書

の
抑

制

の
効

い
た

文
体

で
綴

ら
れ

た
論

文

の
行
間

か

ら

も
十

二
分

に
読

み
取

る

こ
と
が

で
き

る

の
だ

。

「
あ

と

が

き
」

に
よ
れ

ば

「筆

者

が
香

港

研

究

を
開
始

し
た

の
は
大
学

三
年

生

の
と

き

で
あ

る

が
、
中

国

・
香
港

へ
の
関

心

は
、

そ

れ

以
前

か

ら

の
教

育

に
よ

っ
て
培

わ

れ

て
き
た

も

の

で

あ

る
」

と

の
こ
と

だ
が
、

そ

れ

に
続

い
て

「そ

し

て
、
筆

者

の
香
港

と

の
出
会

い
を
最
初

に
設

定

し

て
く
れ

た

の
は
父

・
實

で
あ

る
。
香

港

の

航
空

会
社

に
勤

務
す

る
父

に
連

れ

ら
れ
、

幼

児

期

に
最
初

の
訪

れ

た
外

国

が
香

港

で
あ

っ
た

」

と
綴

る
。

や

は
り
著
者

は
、

も

の
心

つ
く
以
前

に
香

港

を
体
験

し

て

い
た

の
だ
。

さ
ら

に
著
者

は

「そ

し

て
、

香
港

返
還
交

渉

の
決

着
後

に
、

父

の
会
社

は
返

還
後

も
五

〇
年

は
大

丈
夫

と
教

え

て
も

ら

っ
た

こ
と
が
、

筆
者

に
と

っ
て

コ

国

二
制
度

』

の
最
初

の
印

象

で
あ

る
。
香

港
研

究

は
自
分

で
選

び
取

っ
た

道

と
思

い

つ
つ
も
、

結
局

の
と

こ
ろ
父

の
薫

陶

に
筆
者

の
人
生

は
多

く

の
も

の
を
負

っ
て

い
る
と
言

わ
ざ

る

を
得

な

い
」

と
続

け

る
。

や

は
り
想
像

に
違

わ
ず

、
著
者

に
と

っ
て

の

香
港

は
、
研
究

対
象

で
あ

る
と

同
時

に
人

生

の

一
部

に
な

っ
て

い
た
。
や

や
大
袈

裟

に
表

現
す

る

な
ら

、
香
港

は
著
者

の
体

内

に

"
血
肉

化
"

さ

れ

て

い
た
と

い
う

こ
と

だ

ろ
う
。

こ
こ

で
、

評
者

に
と

っ
て
も
香
港

は
人
生

の

一
部

だ
な
ど

と

口
に
す

る
と
、

な

に
や

ら
著
者

に
同
類

に
扱

わ
な

い

で
く

れ

と
叱
責

さ

れ

る
恐

れ

は
多
分

に

あ

る
と

思

う
。

本
書

を
読

み
終

わ

っ
た
率

直
な

感
想

だ

が
、

有

体

に

い

っ
て
、

い

つ
し

か
著

者

は
香

港

を
研

究

の
対
象

と

し

て
客
観

視

す
る

よ
う

に
な

り
、

評
者

は
相

変

わ

ら
ず
香

港

に
淫

し
恋

し

て

い
る

と

い

っ
た
と

こ
ろ
だ

ろ
う

か
。

思
え

ば
評

者

が
体
験

し

た
香
港

は

一
九
七

〇

年
秋

か

ら

の
五
年

ほ
ど
。
最

も
激

し

か

っ
た
時

ち
ゅ
う
ご
く

期
を
過
ぎ
た
と
は
い
え
大

陸
は
文
化
大
革
命

の
荒
波
に
揺
れ
、
文
革
過
激
派
の
上
を
い
く
よ

う
な
過
激
な
行
動
で
香
港
社
会
を
揺
さ
ぶ
っ
た

六
七
年
の

「香
港
暴
動
」
の
余
波
が
完
全
に
鎮

ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
香
港
も
ま
た

物
情
騒
然
と
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
評

者
が
香
港
在
住
当
初

に
住
ん
だ
下
宿
の
家
主
を

頼
っ
て
逃
亡
し
て
き
た
元
紅
衛
兵
と
の
付
き
合

い
も
重
ね
た
し
、
ま
た
海
岸
に
漂
着
し
た
逃
亡

失
敗
者
や
武
闘
犠
牲
者
の
無
残
な
死
体
を
目
に

す
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
米
中

ピ
ン
ポ
ン
外
交
に
続
く

ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
訪
中

の
衝
撃
も
、
田
中
首
相
に
よ
る
日
中
国
交
正
常

284



化

へ
の
動

き
も

、
香

港

で

の
体

験

だ
。

街
頭

に
立
ち

つ
く
し

、
電

気

屋

の
シ

ョ
ー
ウ

イ

ン
ド
ー

に
置

か

れ
た

テ

レ
ビ

で

ニ
ク

ソ
ン
大

統

領
訪

中

に
見

入

っ
て

い
た
市

民

の
真

剣
な

眼

差

し
は
、

い
ま

で
も
忘

れ

ら

れ
な

い
。

大
国

の

間

で
展
開

さ

れ

る
国
際

政

治

の
千
変

万
化

す

る

ゲ

ー
ム

の
行
方

は
直

接

・
間
接

に
香
港

に
波
及

し
、

そ

う

で
あ
れ

ば

こ
そ

彼

ら

の
日
常

生
活

を

左
右

す

る

の
だ

か
ら
、

米

中

関
係

が
本

当

に
雪

解

け

に
向

か

っ
て

い
る

の
か

、

そ
れ
と

も

一
時

の
椿

事

か
、

ニ
ク

ソ

ン
対

毛

沢
東

、

キ

ッ
シ

ン

ジ

ャ
ー

対

周

恩
来

の

一
挙

手

一
投

足

が
気

に

な

っ
た

と

し

て
も
、

そ

れ

は
当

り
前

の

こ
と

だ

っ
た

。

そ
う

い
え
ば

、

日

頃

か
ら
激

烈
な
共

産

党

批

判

を
繰

り

返

し

て

い
た
友

人

の

一
人

は
、

ニ
ク

ソ

ン
大
統

領

の
閲

兵

を
受
け

る
人
民

解

放
軍

の
背

丈

の
高

い
儀

侯

兵

を
指
差

し
、
解

放
軍

は
素
晴

し

い
と
絶
賛

し

て

い
た

こ
と
を
思

い
出

す
。

香
港

の
人

々
が
持

つ
、
大
陸

に
対

す

る
複
雑

に
絡

む

愛
憎

模
様

を
、

ま
ざ
ま
ざ

と

見

せ

ら
れ
た

。

お
そ

ら
く

彼

ら

の
内
心

の
複
雑

な

感
情

も

ま
た
、

返

還

の
過
程

で
大

い
に
揺

れ
動

い
た

こ
と
だ

ろ
う

。

そ

の
当

時

、
自

ら

が
住

む
地

が

「英

国
植

民

地
」

で
あ

る

こ
と

に
冷

め
た
怒

り
を
持

っ
て
い

た
友

人

は
少

な
く

な
か

っ
た
。

だ

が
、
だ

か

ら

と

い

っ
て
彼

ら
が
香

港

が
英

国

の
植

民
地

を
脱

す

る
な

ど
と
、

ま

し

て
や
特
別

行
政

区
と

し

て

の
地

位

を
も

っ
て
中

華

人
民
共

和
国

の

一
部

を

形
成

す

る
な

ど
と

夢
想

だ

に

で
き

な
か

っ
た

は

ず

だ
。

な

に
せ
彼

ら

の
多

く
は
、
共

産
党

政
権

か

ら
逃

れ
暫

し

の
安
住

の
地

を
求

め

て
香

港

に

や

っ
て
き
た
難

民

で
あ
り
、

そ

の
家

族

だ

っ
た

か

ら
だ
。

も

ち

ろ
ん
先

祖
伝
来

、
新

界

で
農
業

を
営

み
、

四
方

の
角

に
望
楼

を
備

え
た
防

護
壁

で
囲
ま

れ
た
集

合

住
宅

に
住

む
客
家

の
友

人

も

い
た
。

客

家

の
友

人

の

一
人

は
、

そ

の
後

、

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

に
移

り

、

上
海

で

仕

事

を

し
、

い
ま

ア

メ
リ
カ

だ
。

彼

ら

は
返

還

に
関

す

る
中

英
交

渉

に
も
、

ま

し

て
や

返
還

正
式

決
定

後

か

ら
九

七
年

七

月

一

日
ま

で

の
い
わ

ゆ

る

「過

渡
期

」

に
も
表
面

的

に
は
強

い
関

心

を
示

す

こ
と
も

な
か

っ
た

が
、

交
渉

が
進

ん

で

い
く

過
程

で
、

ア
メ
リ

カ
、

カ

ナ
ダ
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
、

ニ

ュ
ー

ジ

ー
ラ

ン

ド

に
住

む

一
族

を

頼

っ
て
早

々
と

移

住

し

て

い

っ
た

者

も

い
れ
ば

、

一
貫

し

て
香

港

で

の
生

活

を
続

け

る
者

も

い
た
。

移
住
先

に
住

み
着

い

た
者

も

い
れ
ば

、
最
初

か
ら
計

画

し
て

い
た

の

で
も
あ

る
か

の
よ

う
に
移

住
先

の
パ

ス
ポ

ー

ト

を
手

に
U
タ

ー

ン
し
、
香

港

で
返
還
前

と
同

じ

営

み
を
続

け

る
者

も

い
る
。

も
ち

ろ
ん

ビ
ジ

ネ

ス
の
道

に
進

ん
だ
友

人

に
と

っ
て

の
商
戦

の
主

戦

場

は
大
陸

の
広
大

な
市

場

だ
。

改

め

て
彼

ら

に
問

い
質

し

た

こ
と

も

な

い

し

、

そ
う

し
よ

う
と
も

思
わ

な

い
が
、
率

直

に

い

っ
て
彼

ら
に

と

っ
て

の
返

還

は
、

香

港

の
為

政
者

が
英

国
政
府

か

ら
中

華

人
民
共

和

国
政
府

に
、

ロ
ン
ド

ン
か
ら
北

京

に
代

わ

っ
た

、

た
だ

そ

れ

だ

け

と

い
う

こ
と

で

は

な

か

っ
た

ろ

う

か
。こ

の
本

は
、

中

英

両

政

府

に
よ

る

返

還

交

渉

過

程

で
当

時

の
北

京

の
最

高

実

力

者

で
あ

り
、

「死

ぬ
ま

で
に

一
回

で
も

い
い
か

ら
祖

国

に
戻

っ
た
香
港

の
土

を
踏

み

た

い
」

と
願

っ
て

い
た

と

も
伝

え
ら

れ
た
郡

小
平

が

"
発
明

"

し

た

と

さ

れ

る

「
一
国

両
制

」

(著

者

は
本

書

で

は

一
貫

し

て

「
一
国

二
制

度

」
と

す
る
)

が
、

香
港

の
現
実

の
中

で
ど

の
よ
う

に
運

用

さ
れ
、

香
港

経

営

に
生

か
さ

れ
、
北

京

(中
央
政

府

)

と

香
港

(地

方
政

府

)

の
関

係

を
調
整

し
、

香
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港

住
民

の
生

活

を

支

え
よ
う
と

し

て
い
る

の
か

を

、

「
利

用
可

能

な

公
式

の
資

料

は
非

常

に
乏

し

い
」

と
嘆

き

な

が

ら
も

、
能

う
か
ぎ

り

の
努

力

を
払

っ
て
集

め

た
客
観
的

で
公

正
な
資

料

を

基

に
論

じ

て

い
る
。

つ
ま

り
冒
頭

に
掲
げ

ら

れ

た
著

者

の
こ
と

ば

に

よ
れ
ば

、

「本

書

の
主

題

は
、

一
九

九

七
年

の
中
国

へ
の
返

還
以
来

、

香

港

で
行

わ
れ

て

い
る

『
一
国

二
制
度

』
方

式

に

よ

る
統
治

の
解

読

で
あ

る
」
と

い
う

こ
と

に
尽

き

よ
う

か
。

今

後

の
香

港

の
動

向
を

「解
読

」
す

る
意

味

で
も

重
要

で
あ

り
、

そ

れ
ゆ
え

に
本
書

で
著

者

が
強

い
関

心

を

示

し

て

い
る

「中

港
関
係

の
研

究

」

に

つ
い
て

も
、
著

者

は

「中

央
政
府

内

部

の
対

香

港

政

策

決

定

は

ほ
と

ん

ど

不

明
瞭

で

あ

」

り

、

「
ま

し

て
や

中

央
政

府
内

部

の
香
港

政

策

を

め
ぐ

る
議

論

の
内
容

を
外

部

の
者

が
知

る
余
地

は
ほ

と
ん

ど

な

い
」
と
述

べ
る
。

だ

か

ら

「主

と

し

て
香

港
側

で
利
用
可

能
な
資

料

に

依
拠

せ
ざ

る
を

得

な

い
」

と
研
究

上

の
制

約

を

率
直

に

口
に

し
な

が

ら
も

、
か

つ
て
興
味

本
位

の

ニ
セ

モ
ノ
と

同
義

語

と

し

て
扱

わ

れ
が
ち

で

あ

っ
た

「香

港
情

報

」

に
も

一
定

の
冷
静

な

眼

を

向

け

理
解

を

示

し
、

「
憶

測

に
基

づ
く

分

析

記
事

や
真

偽

が
曖
昧

な
報

道
記

事

は
参
考

に
は

し

つ
つ
も
、
証

拠

と
し

て
採

用

す

る

こ
と

は
極

力

回
避

す

る

一
方
、

確
度

の
高

い
報

道

か
ら
知

り
得

る

こ
と

の
で
き
る
事
実

を

大
量

に
蒐

集

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

マ
ク

ロ
な

議
論

を
構

築

す

る

こ
と

に
努

め
る
」

と

し

て
い
る
。

要

す

る

に
本

書

は

「確
度

の
高

い
報

道

か

ら

知

り
得

る

こ
と

の
で
き

る
事

実

を
大

量

に
蒐
集

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
」

「構

築

」

さ
れ

た

「
マ

ク

ロ
な
議
論

」

を
基
盤

に
、

客
観

・
公
正

な
公

刊

資
料

に
著

者

流

の
精

緻

な
分
析

を
加

え

た
結

果

と

し

て
え

ら
れ
た

「『
一
国

二
制

度

』
方

式
」

の

「解

読

」
と

い
う

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。

以
下

、

目
次

を
挙
げ

、

こ

の
本

の
概

要

を

み

て
お

く
。

序

章

「
小

さ

な
冷

戦
」

と

し

て

の
中

港

関

係

と

「
一
国

二
制
度

」

第

-
章

「港
人

治
港
」

の
実

態

香

港
政

治

エ
リ
ー

ト

に
対
す

る
中
央

政
府

の
統
制

力

第

2
章

民
主
化

問
題

「
デ

モ

ク

ラ

シ
ー
」

か

ら

「
中

国

の

特

色

あ

る
民
主
」

へ

第

3
章

「防

壁

」

の
中

の
自

由

ー

香
港
メ
デ

ィ
ア
に
見
る

「擬
似
国

境
」
の
政
治
性

第
4
章

「繁
栄
と
安
定
」

1

中
港
関
係
の
政
治
経
済
学

第
5
章

「愛
国
者
論
争
」

1

香
港
人
意
識
と
愛
国
心

終
章

「
一
国
二
制
度
」
の
中
港
関
係

こ
の
よ
う

に
目
次

を
追

っ
て

み
る
と
、

著
者

が

冒
頭

で
掲
げ

た

コ

九

九
七

年

の
中
国

へ
の

返

還
以
来

、
香
港

で
行
わ

れ

て

い
る

『
一
国

二

制
度

』
方

式

に
よ

る
統
治

の
解
読

で
あ

る
」

と

の
本

書

の
主
題

が
、

過
不

足
な

く
論

じ

ら
れ

て

い
る

こ
と

が
判

る
。

お

そ

ら

く
、

こ

の
本

は

現

時

点

で
我

わ

れ

が
知

る

こ
と

の
で
き

る

「
『
一
国

二
制

度

』

方

式
」

に

つ
い
て
の
最

も
具
体

的

で
精
緻

な

研
究

と

い
え

る
だ
ろ
う

。

で
あ

れ
ば

こ
そ

、
郡

小
平

が

一
九

八

四
年
六

月

二

二
、

二
三
日

の
両

日

に

わ
た

っ
て
香

港

の
工
商

訪
京

団
と

返
還

交
渉

過

程

に
お
け

る
香

港
側

の
キ
ー

マ

ン
の

一
人

で
あ

る
鍾
士

元
を
前

に
、

「
"
一
個

の
国

家
、

両
種

の

制

度
"

と

い
う
方
法

を

用

い
る

こ
と

を
提

示
す

:.



る

こ
と

で
、

香

港

と

台
湾

の
問

題

を

解

決

す

る

」

(『
郡

小

平
論

「
一
国

両
制

」
』

三
聯

書

店

(香
港

)
有

限

公
司
、

二
〇
〇

〇

四
年

)
と

言
及

し

て

い
る
よ

う

に
、

将
来

の
両
岸

統

一
と

い
う

問
題

を
見

据

え

る
上

で
大

い
に
有

益

な
示
唆

を

与

え

て
く
れ

る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

。

以
下
、

評

者

が
抱

い
た
愚
問

を
示

し

て
お
き

た

い
。

ま
ず
著

者

は

「し
か

し
実
際

に

は

、
返
還

後

に
、

パ

ッ
テ

ン
統

治
期

の
よ
う

な
中

央

政
府

と

香

港
政
府

の
対
立

や
、
中

央
政
府

の
頻

繁

な
香

港

内

政

へ
の
介

入

は

み

ら
れ

な

か

っ
た

」

と

し
、

さ
ら

に

「
返
還

の
際

、
香

港
政

庁

の
主

要

高

官

は
、
基

本

法

の
規
定

に
よ
り

(中

略

)
全

員

が

留
任

し
、

そ

の
他

の
公
務

員

も
職

に
留

ま

る

こ
と
が

認

め
ら

れ
た
。
即
ち

、
返

還

前

に
中

国
政
府

と
激

し

い
対
立

関
係

に
あ

っ
た
香
港

政

庁

は
、

(中

略

)

そ

の
長
を

パ

ッ
テ

ン
か
ら

董

建

華

に
交

替

さ
せ

る

の
み

で
、

ほ
ぼ

そ

の
ま
ま

香
港

政
庁

と

し

て
存
続

し

た
。

そ

れ

に
も

か
か

わ

ら
ず
、

香
港

政
庁

は
、
中
央

政
府

に
十
分

に

信
任

さ

れ
、
完

全

に
支
持

さ
れ

る
香
港

政
府

へ

と

一
夜

の
う
ち

に
変

わ

っ
た

の
で
あ

る
」

と

一

種

の

"驚

き

"
を
込

め

て
述

べ
る
。

だ
が

、
驚

く
に

は
当
た

ら
な

い
。
評

者

は
返

還

を
挟

ん
だ

三
年

弱

ほ
ど

の
間

、

ほ
ぼ

毎

月
香

港

を
訪

れ
返
還

へ
向

け

て

の
街

の
変
容

を

綴

っ

た

こ
と

が
あ

る

が

(
「
月
刊

香

港

」

一
号

か

ら

二
九

号

『
ま

H。ω凶αQ
ゲ
こ

一
九

九

五
年

七

月

号

か

ら

一
九

九

七
年

二

月

号

新

潮

社

)
、

当

時

の
情

況

を

思

い
起

こ

せ
ば

、
表

面

的

に

は

「中

央

政
府

に
十

分

に
信

任

さ

れ
、

完

全

に
支

持

さ

れ

る
香

港

政
府

へ
と

一
夜

の
う

ち

に
変

わ

っ
た
」

と

み
え

る

の
で
あ

ろ
う
が

、

じ

つ
は

「
一
夜

の
う
ち

に
変

わ

っ
た

」

の
で

は
な

く

、

「過

渡

期

」

を
通

じ
香

港

の
政

悔
官

・
経

済

界

が

「中
央

政
府

に
十
分

に
信

任

さ
れ

、
完

全

に

支

持

さ

れ
る
香
港

政
府

」

へ
と

長

い
時

間

を

か

け
、

様

々
な

工
夫

を

凝
ら

し
、

一
般

住
民

も

ま

た

そ
れ
な

り

の
心
構

え
を

し

て
き

た
と

い
う

こ

と

だ
。

誤

解

を
恐

れ
ず

に
表

現

す

る
な

ら
中
国

に
せ

よ

イ
ギ

リ

ス
に
せ

よ
、

さ
ら

に

い
う
な

ら
香

港

の
企

業
家

に
せ
よ
、

香
港

を

「金

の
卵

を
産

む

鶏
」

と
看

傲

し

て
い
た

こ
と

は
同

じ
。

で
あ
れ

ば

こ
そ
返

還
交

渉
と

は
繁

栄

す
る
香

港

を
、

中

国

は

"居

抜

き
"

で
引

き
取

ろ
う

と

し
、

一
方

の
イ
ギ
リ

ス
は
高

値

で

"売

り
抜

く

"

べ
く
画

策

し
た
別

の
表

現

で
あ
り
、

両
国

政
府

の
思
惑

の
隔

た
り

を
如
何

に
埋

め

る
か
、

い
わ
ば

「双

臓

(w
in
-w
in
)
」

6
関̀

係

を
如

何

に
築

く

か
が

交
渉

の
最
大

の
眼
目

で

は
な
か

っ
た

か
。

も
ち

ろ
ん
香

港

の
企
業

家

に
と

っ
て
も
、

香
港
経

済

の
繁

栄
維
持

は
至

上
命

題

で
あ

っ
た

は
ず

だ
。

著
者

は
第

-
章

で
香

港

政
治

エ
リ
ー

ト
と
北

京

の
中

央
政

府

の
関
係

か
ら

「港
人

治
港

」
を

分
析

し
、
第

2
章

で
は

「過
渡

期

」

に
パ

ッ
テ

ン
総
督

が

返
還

後

に
も

イ
ギ

リ

ス

の
影
響

力

を

残

そ

う

と

仕

掛

け

た

と

思

わ

れ

る

民
主

化

に

対

す

る

北

京

の
反

発

と
最

終

的

に

は

「中

央

政

府

の
主

導

権

掌

握

」

に

よ

っ

て
限
定

さ

れ

た

「中
国

の
特

色

あ

る
民
主

」

が
行

わ
れ

る

こ

と

と
な

っ
た
過

程

を
詳
細

に
論

じ

て

い
る
。

だ

が

「港
人

治
港

」

に

せ
よ

「中

国

の
特

色

あ

る

民
主

」

に

せ

よ
、

返

還

ま

で

の

「
過

渡

期

」

で
、

い
や
返
還

交

渉

の
過
程

に
お

い

て
も

す

で

に
北
京
主

導

で
進

ま
ざ

る
を
得

な

い
と

い
う
方

向

は
定

ま

っ
て

い
た

の

で
は
な

い
か
。

つ
ま

り

香

港
を

め
ぐ

っ
て

の
政

治

力
学

関

係

が
、
長

谷

川
如
是

閑

が

「英

国

は
千

八
百

六

十
年

の
条

約

で
こ
の
九
竜

と

香
港

と

を
取

っ
て
更

に
九
十

八
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年

に
北
緯

二
十

一
度

九
分

の
線

か

ら
北

を
東

経

百
十

三
度

五
十

二
分

よ
り

百
十

四
度

三
十
分

に

至

る
間
、
真

四
角

に
分
け

取

っ
た

が

そ

の
手

段

は
余

り
真

四
角

で
は
な

か

っ
た
。

何

し
ろ
衡

の

一
方

が
飛
び

上

が

っ
て

一
方

が
地

に
着

い
て

い

る
始

末

だ
か
ら
、
両

者

の
間

の
平

衡

は
強
者

の

意
思

に
代

わ

っ
て
維

持

せ

ら
れ

る
」

(
『
倫
敦

1

倫
敦

?
』
岩
波

文

庫

一
九

九

六

年

)

と

二
〇

世
紀

初
頭

に
看
倣

し
た
情

況
が
、

二
〇

世
紀

末

に

は

反

転

し

て
し
ま

っ

て

い

た

以
上

、

や

は

り

「港
人
治

港
」

に
せ

よ

「民
主

化

問
題

」

に

せ

よ

「両
者

の
間

の
平
衡

は
強
者

の
意

思

に
代

わ

っ

て
維
持

せ
ら

れ

る

」

の

は
当

然

の

こ

と

だ

っ
た

よ
う
に
思

え

て
仕

方

が
な

い
。

い

い
か

え
る
な

ら
返
還

交
渉
、

交
渉

成

立

か

ら
返

還
ま

で

の

一
二
年

に

及

ぶ
前

後

の

「過
渡

期

」
、

さ
ら

に

は
初

代

長

官

董
建

華

の
時

代
、

辞

任

と

い
う
形

で

の
董

の

失

脚

(解

任

?
)
、

そ
し

て
曽
蔭
権

新
長
官

選

出

か
ら
現

在
ま

で
を

ざ

っ
と
振
り

返

っ
て
み

る

と
、
北

京

と

ロ
ン
ド

ン
、
北

京
と
香

港
と

い
う

二
組

の

「両
者

の
間

の
平
衡

は
強
者

の
意

思

に

代

わ

っ
て
維
持

せ

ら

れ

」

て
き
た

と

い
う

こ
と

だ

ろ
う
。

返
還

交
渉

の
過
程

で
北

京

と

ロ

ン
ド

ン

「
の

間

の
平

衡

は
」
完

全

に
崩

れ
、

も

は
や

「港
人

治
港

」

は
望

む

べ
く

も

な

く

な

っ
た
。

ロ
ン

ド

ン
と

い
う
後

ろ
盾

を
失

っ
た

以
上

、

「
過
渡

期

」

に

お

け

る

北

京

と

香

港

「
の
問

の
平

衡

は
」
、

北

京

に

委

ね

る
し

か

な

い
。

だ

が
北

京

に
し

て
も
自

ら

が
直
接

的

に
香

港

の
統
治

に
乗

り
出

す

の
は
、
香

港

の
内

情

か

ら

し

て
摩

擦
が

多

い
だ

ろ

う

し
、

「
香
港

の
繁

栄

の
維

持

」
と

い
う

国
際
的

な
約

束

を
反
故

に
し

か
ね

な

い
。

そ

こ
で

「京

人
治

港

」

で
も

「軍

人

治
港

」

で

も
な

く
、

い
わ
ば

「京

人
治

港

」

と

「商

人
治

港
」

の
折
衷

案

と

で
も

い
う

べ
き
現

在

の
統
治

形
態

を

採

用

し
た

の

で
は

な
か

ろ
う

か
。

「平

穏
な
過

渡
期

を
実

現

し
安
定

し

た
繁

栄
を

保
持

す

る
た
め

の
意
見

や
要

求

を
も

と

め

る
た

め
」

に
設

け
ら

れ
た

「港
事

顧
問

」

に

し

て
も

、
香

港

を
代

表

す

る
多

く

の
企
業

家

の
み
な

ら
ず

、

タ

イ
、
イ

ン
ド

ネ

シ
ア
、

マ
レ
ー

シ

ア
を

代
表

す

る
華

人
企

業
家

や

そ

の
親

族

ま

で
が
選
ば

れ

て

い
る
だ

け

で
は
な

く
、
返

還
作

業

に
関
連

す

る
様

々
な
ポ

ス
ト
、

さ
ら

に
は
返

還

か
ら
今

日

ま

で

の
特
別

行
政

区

政
府

の
メ

ン
バ
ー

を
み

て

も
、

そ
れ

が

「読

解

」

で
き

る

の
だ
。

香

港

の
場
合

、
純
然

た

る
政
治

家

と

い
う
存

在

は
認

め
が

た

い
。

著
者

が
言
及

し

て

い
る
唐

英

年

の
み
な

ら
ず
、

呉

光
正

、
李

国
宝

、
陳

有

慶

、

陳
智

思
、

安

子
介

、
曽
憲

梓

、
田
北

俊

、

劉

皇

発
な

ど

に
典
型

的

に
見

ら
れ

る
が

、
彼

ら

は
大

企
業

を
経

営

す

る
経

済

人

で
あ

る
と
同
時

に
政

治
家

な

の
だ
。

い
わ
ぼ
経

政
家

と

で
も
表

現

で
き
そ

う
な
存

在

な

の
で
あ
る
。

で
あ
れ
ば

こ

そ
、

彼

ら

の
行

動

を

「読

解

」

す

る

こ
と

も

、

「
『
一
国

二
制

度
』

方
式

」

を
読

み
解

く
大

き

な

カ
ギ

で
は

な
か

ろ
う

か
。

著

者

は

「返
還

後

の

『
一
国

二
制
度

』
下

の

中

港

関

係

の
展

開

を
、

『
冷

戦

が

生

ん

だ
分
裂

国
家

の
統

一
』
と

い
う
特
徴

に
注

目

し

て
分
析

す

る

こ
と

に
よ
り

、
理

解

す

る
こ
と

が
可
能
と

な

る
と
考

え

る
」

立
場

か

ら
、

「読

解

」

を
試

み
て

い
る
。

注
目

す

べ
き
視
点

で
あ
り
多

く
を

学
ば

せ

て
も

ら

っ
た
。

著
者

は

「
『
中

港
関

係

』

と

い
う
用

語

は
、

本
来

奇
妙

な
単

語

で
あ

り
」
、

「特

に
中

央

政
府

か

ら
見

た
場
合

、
政

治
的

に
も
正
確

で
は
な

い

用
語

で
あ

る
」
と

す

る
。

そ

の
奇
妙

で
正

確
で

は
な

い
用
語

を
使

っ
て

「解
読

」

せ
ざ

る
を
得

な

い
の
も
奇
妙

な

こ
と

だ
が
、

こ
う

は
考

え
ら

れ

な

い
だ

ろ
う
か
。
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返

還

ま

で

の

「
中
港

関

係
」

の

「中
」

は
北

京

で
あ

り

「港

」

は

ロ
ン
ド

ン
に
支

え

ら
れ

た

香
港

政
庁

で
あ
り

、
返

還
後

の

「中

」

は
北
京

の
中
央

政

府

で
あ

り
、

「
港
」

は
特

別

行
政

区

政
府

と

い
う
香

港

の
地

方
政

府

、
と

。
返

還
交

渉

か

ら
現

在

ま

で

一
貫

し

て
捉

え

て
き

た

中

港

関

係

だ

が
、

返

還

を
境

に

指

し

示

す

内

容

が
変

わ

っ
た

と
考

え

れ

ば
、

「本

来

奇
妙

」

で

も

「政
治

的

に
も

正
確

で
は
な

い
用
語

」

で
も

な

か

ろ
う
。

こ
れ

は
中

懊
関

係

に
も

、
ま

し

て

や
中

台
両

岸
関

係

と

い
う

用
語

に
も

か
か

わ

っ

て
く

る
が
、
中

と
襖

に
せ

よ
、
中

と
台

に
せ
よ

確

か

に

「
政

治
的

に

も
正

確

で
は

な

い
」
。

だ

が

「本
来

奇
妙

」

で

「政
治

的

に
も
正

確

で
は

な

」
か

ろ
う

が
、

紆
余

曲
折

は
あ

る
も

の
の
、

そ

の

用

語

に

よ

っ
て

双

方

が

「
双

臓

(三
午

w
in
)
J

な
関
係

を

求

め

て
現
実

政
治

を
動

か
し

て

い
る
と

い
う
点

は
忘

れ

て
は
な
ら

な

い
よ
う

に
思

え
る
。

最
後
に
駄
弁
を

一
言
。

返
還
以
前
か
ら
現
在
ま
で
一
貫
し
て
香
港
を

冷
静
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
評
者
か
ら
す
れ

ば
、
政
治
権
力
の
担
い
手
が
大
き
く
交
代
す
る

過
程

で
香

港

の
人

々

(
と

い
う

こ
と

は
漢
人

)

が

ど

の
よ
う

な
振

る
舞

い
を

み
せ
た

か
を

、
見

せ

て
も

ら

っ
た
よ

う
思

う
。

い

い
古

さ
れ

た
表

現

だ
が
、

や

は
り

「上

に
政
策

あ
れ
ば

、
下

に

対
策

あ

り
」

だ

っ
た
。

こ
ん
な

思

い
を
抱

き

つ

つ
、

中
台

両
岸

関
係

も
、

今
後

と
も
注

視

し

て

い
き

た

い
も

の
だ
。

本
書

の
最
後

は

「
こ
の
よ

う
に
中
港

関
係

に

つ
い

て
か

つ
て
提
起

さ

れ
た
様

々
な
問

題

は
、

返
還
直

前

の
中

港
対

立
を

前
提

と
し

た
分
析

視

角

で
は
な

く
、

中
港

融
合

を
前
提

と

し
た
分

析

視

角

に
基

づ

い
て
新

た

に
問

い
直

し

、
中

国
政

治

の
重
要

な

一
部
分

と

し

て
研
究

を
行

う

こ
と

が
、
新

た

に
求

め

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

る
」
と

結

ば

れ

て

い
る
。

本
書

を
読

ん
だ
誰

も

が
、
中
港

対

立
か

ら
中

港

融

合

へ
向

け

て

の
中

港

双

方

が

繰

り

出

す

"
知

恵

"

に
考

え

さ

せ

ら
れ

る

で
あ

ろ
う

し
、

著

者

の
分
析

、

い
や

「読
解

」

の
鋭

さ

に
脱

帽

し

つ

つ
、
次

な

る
研
究

の
成

果

を
期
待

す

る

は

ず

だ
。

評
者

に
し

て
も
、

そ

の
思

い
は
も

ち

ろ

ん
同

じ

で
あ

る
。

書評 「両者の間の平衡は強者の意思に代わって維持せられる」289


