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毛

周

以

後
の

中

国
と

日

本
の

対

応

は

じ

め

'1'C 

周

恩

来

死

去

の

ニ

ュ

ー

ス

が

一

斉

に

流

さ

れ

て

い

た

去

る

一

月

九

日

の

朝

、

わ

が

羽

田

空

港

に

は

グ

ロ

ム

イ

コ

・

ソ

連

外

相

一

行

が

い

さ

さ

か

重

い

足

ど

り

で

降

り

立

っ

た

。

わ

れ

わ

れ

は

こ

の

事

実

の

な

か

に

わ

が

国

を

と

り

ま

〈

国

際

環

境

の

宿

命

的

か

つ

今

日

的

な

構

図

が

映

し

出

さ

れ

て

い

る

と

考

え

る

。

そ

れ

だ

け

に

、

わ

が

国

と

し

て

は

、

周

思

来

な

き

中

国

か

ら

さ

ら

に

は

毛

沢

東

以

後

の

中

園

に

つ

い

て

十

分

に

着

目

し

て

ゆ

か

ね

ば

な

ら

な

い

が

、

そ

れ

は

い

う

ま

で

も

な

く

、

巨

大

な

不

可

測

性

の

世

界

と

し

て

の

毛

沢

東

以

後

の

中

菌

が

、

ロ

p

i

を

も

っ

て

し

で

も

困

難

な

中

国

の

将

来

像

の

展

望

に

か

ん

し

て

は

、

い

ま

や

わ

れ

わ

れ

の

眼

前

に

迫

り

つ

つ

あ

る

か

ら

で

あ

る

ロ

そ

し

て

、

こ

れ

ま

で

の

歴

史

的

ア

ナ

で

き

る

か

ぎ

り

冷

静

に

対

象

を

直

視

し

、

科

学

的

根

拠

に

基

づ

〈

分

析

に

依

拠

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

同

時

に

、

こ

う

し

た

方

法

に

よ

っ

て

中

国

の

将

来

像

を

推

測

す

る

こ

と

は

、

日

本

外

交

に

と

っ

て

も

い

ま

や

ま

す

ま

す

緊

要

な

課

題

に

な

っ

て

き

て

い

る

。



こ

う

し

た

前

提

に

立

っ

て

、

本

研

究

会

で

は

、

中

菌

の

内

政

・

外

交

・

経

済

$

軍

事
J

’

対

ソ

関

係

な

ど

の

諸

分

野

の

専

門

研

究

者

が

一

堂

に

会

し

、

数

次

に

わ

た

る

集

中

的

討

議

を

代

て

、

次

の

よ

う

な

「

ま

と

め

」

を

作

成

し

た

。

基

本

方

向

中

菌

は

ま

も

な

く

毛

沢

東

な

き

中

畠

へ

と

移

行

し

て

ゆ

t

で

あ

ろ

う

が

、

昭

和

五

十

一

年

二

月

四

日

の

時

点

で

、

こ

の

歴

史

的

な

移

行

期

に

あ

っ

て

は

、

司，‘

中

国

の

内

政

・

外

交

の

両

面

に

か

ん

し

て

急

激

か

つ

根

本

的

な

変

動

を

で

き

る

だ

け

抑

制

し

よ

う

と

す

る

一

種

の

凝

集

力

が

作

用

す

る

で

あ

ろ

う

ロ

当

面

の

中

国

は

、
，

毛

沢

東

の

来

た

る

べ

き

死

に

臨

ま

ね

ば

な

ら

な

い

だ

げ

に

、

そ

の

よ

う

な

時

期

に

お

い

て

急

激

な

変

動

が

表

面

化

す

る

こ

と

は

な

い

で

あ

ろ

う

。

は

、

多

少

の

混

乱

は

予

測

さ

れ

て

も

、

毛

沢

東

死

後

の

時

代

に

つ

い

て

も

、

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

、

と

い

う

点

に

集

約

さ

れ

た

。

し

か

し

、

わ

れ

わ

れ

の

結

論

こ
・

の

よ

う

な

基

本

方

向

が

ほ

ぼ

維

持



内

政

の

方

同

今
回

、

周

思

来
の

死

仁

直

面

し
て

考

え

ら

れ

た

こ

と

は
、

周

思

来
の

大

き

な

指

導

力
と

そ

の

個

性
に

・も

か

か

わ

ら

ず
、

周

思

来
の

死
に

よ
っ

て

中

国

の

内

政
と

外

交

が

大

き

〈

変

化

す

る

と

い

う

展

望

よ

り

は
、

こ

こ
一

、

二

年

来
の

中

国

の

内

外

路

線

が

継

続

す

る

可

能

性

が

強

い

と

い

う
こ

と

で

あ
っ

た
。

も

と

よ

り
、

周

恩

来

と

い

う

調

整

機

能
に

す

ぐ

れ

た

政

治

家
の

死
は

内

政
・

外

交
の

諸

側

面
に

多

面

的

な

影

響

を
及

ぼ

す

で

あ

ろ

う
。

た

と

え

ば
、

日

中

交

渉
の

難

局

が

周

恩

来
の

大

局

的

な

決

断
に

よ
っ

て

し

ば

し

ば

急

転

直

下

解

決
へ

と

向

か
っ

た

よ

う
に

、

局

的

な

判

断

力
に

長

じ

た

政

治

家
の

欠

溢
に

よ
っ

て
、

内

政
・

外

交
の

双

方
に

潤

滑

油

を

欠
い

た

機

械

の

よ

う

な

硬

さ

が

で

て

く

る

か

も
し

れ

な

い
。

そ

の

よ

う

な

懸

念
に

も

か

か

わ
ら

ず
、

中

国

の

当

面
の

基

本

方

向
に

だ

が
、

は

や

は

り

大

き

な

変

化
は

な

い

よ

う
に

思

わ

れ

る
。

右
の

展

望

は
、

毛

沢

東

死

後
の

中

園
に

か

ん

し

て

も
、

よ

り

不

確

定

で

は

あ

る

が

基

本

的
に

は

該

当

す

る

も
の

で

あ

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
。

そ

れ

は

な

ぜ

で

あ

ろ

う

か
。

ま

ず

第
一

に

指

摘
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

は
、

今

日

の

中

国

が

置

か

れ

て

い

る

客

観

的
・

歴

史

的

な

環

境

で 大

zd

 



あ

る
。

こ

の

点

で

は
、

う
に

、

園

内

の

工

業

化
、

農

業
の

機

械

化

を

中

心

と

す

る

近

代

的

な

経

済

体

系
の

整

備
‘

建

設

の

方

向

が
、

今

日

一

九

七
五

年
一

月

の

第

四

期

全

面

人

民

代

表

大

会

の

周

思

来

政

治

報

告

が

示

し

て

い

た

よ

の

中

国
に

と
っ

て

も
は

や

後

戻

り

の

で

き

な

い

社

会

的
・

国

家

的

要

請
で

あ

る

こ

と
に

注

目

す
べ

き

で

あ

ろ

う
。

し

か

し
、

経

済
の

近

代

化
の

過

程

で
、

政

治

優

先

と

物

質

的

刺

激

（

賃

金

要

求

な

ど
）

の

葛

藤
、

労

働

者

と

農

民

の

生

活

格

差

と

い
っ

た

経

済

的

な

基

本

問

題
の

解

決

を

迫

ら

れ

て

い

る
。

ま

た
、

工

業

化
の

要

請

と

文

革

的

な

教

育

革

命

と

の

矛

盾

の

克

服

と

い

う

課

題

が

あ

る

こ

と

を

冷

静
に

見

極
め

ね

ば

な

、ら

な

い
口

こ

の

点

で

中

国

の

圏

内

建

設

の

過

程
に

こ

れ

ま

で

存

在

し

た

「

穏

歩
」

と

「

急

進
」

（
な

い

し

政

治

優

先

か

物

-4-

質

刺

激

優

先

か
、

専

門

家

重

視

か

大

衆

路

線

重

視

か
、

重

工

業

優

先

か

農

業

優

先

か
、

経

済

管

理

中

央

集

中

か

地

方
分

散

か
）

の

サ

イ

ク

ル

は
、

七

0

年

代

前

半
の

時

期

を
一

つ

の

転

機

と

し

て
、

両

者

併

進

の

姿

を

呈

す

る

よ

う

に

な
っ

た

が
、

今

後
は

た

と

え
‘

多

少

の

波

が

生

じ
て

も
、

こ

の

姿
に

は

基

本

的

な

変

化

が

生

ま

れ

な

い

で

あ

ろ

ぅ
。

た

だ

し
、

前

記

の

経

済
の

近

代

化
に

閥

連

す

る

諸

問

題
の

解

決
に

失

敗

す

る

よ

う

な

こ

と

が

あ
っ

た

場

合
に

は

大

き

な

波

が

再

び

お

き

る

か

も
し

れ

な

い
。

も

と

よ

り
、

先
に

述
べ

た

よ

う

な

社

会

的
・

国

家

的

要

請
は

、

申・

国

の

対

外

関

係

を

よ

り

聞

か

れ

た

安

定

性
に

お

い

て

維

持

し

て

ゆ

く
こ

と

を

必

要
と

す

る

で

あ

ろ

う
。

た

と

え

ば

中

薗

は

現

在
、

そ

の

貿

易

依

存

度

は

決

し

て

高

〈
は

な

い

が
、

将

来

そ

の

度

合

は

高

ま

る

で

あ

ろ

う



し
吊

し

か

も

す

で

に

全

貿

易

総

額
の

八

十
五
パ

ー

セ

ン

ト

が

西

側

諸

国

と

の

貿

易

で

あ

る
こ

と

か

ら

し

て

も
、

「

開

か

れ

た

中

国
」

へ

の

移

行
の

進

展

と

と

も
に

、

外

部

世

界

か

ら

の

イ

ン

パ

ク

ト

が

ま

す

ま

す

太

き

〈

な

る

で

あ

ろ

う

し
、

そ

れ

だ

け
に

中

圏

内

部

の

社

会

的

変

化
は

脱
イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

的

な

方

向
へ

向
っ

て

よ

りノ
大

き

〈

促

進

さ

れ

よ

う
。

こ

う

し

て

見
て

〈

る

と

「

周

思

来

な

き

周

恩

来

路

線
］

こ

そ
、

中

国

の

将

来

を

導

〈

方

向

性
だ

と

も

思

わ

れ
、

同

時
に

、

こ

う

し

た

客

観

的
・

歴

史

的

な

環

境

の

存

在

は
、

偉

大

な

指

導

者
の

死

を

超

え

て
、

中

国

の

将

来

を

想

定

し

て

ゆ

く

な
の

と

思

わ

れ

る
。

第
二

は
、

中

自

の

内

政

面
に

お

け
る

拘

束

要

因

で

あ

り
、

こ

の

拘

束

と

は

中

国

の

内

政

的

な

安

定

を

志

向

す

る

FD

 

拘

束

性

と

い

う

意

味
に

お

い

て 、
で

あ

る
。

た

と

え

ば

「

批

林

批

孔
」

運

動
の

背

景
に

あ
っ

た

「

潮

流
」

と

「

反

潮

流
」

と

の

角

逐

が
、

一

昨

七

四

年
十

月
、

い

わ

ゆ

る

「

安

定

団

結
」

を

求
め

る

毛

沢

東

最

高

指

示
に

よ
っ

て

収

拾

さ

れ
、

全

国

人

民

代

表

大

会
へ

と

収

散

し

て

い
っ

た

よ

う
に

、

中

国

は
、

こ

こ

当

分
、

や

が

て

来

る

で

あ

ろ

う

毛

沢

東
の

死

を

平

穏
に

通

過

し

で
、

毛

沢

東
以

後
の

時

代
へ

の

歴

史

的

移

行

を

図
っ

て

ゆ
こ

う

と

す

る

政

治

的

凝

集

力
の

も

と
に

時

間

を

経

過

し

て

ゆ

か

ね

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

か

ら
、

こ

う

し

た

過

渡

期

を

通

じ

て

毛

沢

東

以

後

の

時

代
へ

の

H
準

備
H

に

万

全

を

期

し

て

ゆ

く

で

あ

ろ

う
u



最

近

の

「

批

林

批

孔
」

運

動

や
プ
ロ

レ

タ

リ

ア

理

論

学

習

運

動
、

「

水

論

伝
」

批

判
、

教

育

革

命

論

争
、

科

学

技

術

分

野

で

の

右

傾

化

批

判

な

ど

の

よ

う
に

、

今

後

も
い

〈
つ

か

の

政

治

的
・

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

的

な

屈

曲

を

経

る

で

あ

ろ

う

が
、

か

つ

て

の

文

化

大

革

命
の

よ

う

な

政

治

的
エ

ネ
ル

ギ

ー

の

噴

出

は

も

は

や

あ

り

得

な

い

よ

う
に

思

わ

れ

る
。

ま

た
‘

毛

沢

東

死

後
に

お

い

て

は
、

現

実

的

政

策

と

の

ギ
ャ

ッ

プ

の

大

き
い

主

張

を

も
っ

文

革

派

は

イ

ザ
ア

オ
ロ

ギ

l

的

最

終

解

釈

権

を

も
っ

毛

沢

東
の
パ

ッ

ク
・

ア

ッ

プ

を

失
い

、

そ

の

彰

響

力

が

低

下

す

る

可

能

性

が

大

き

い
。

し

か

し
、

文

革

派
の

抵

抗

が

大
で

あ

る

場

合
に

は
、

相

当

の

園

内

混

乱

が

生
ず

る

で

あ

ろ

う

し
、

軍

事

支

配

と

い

う

か

た

ち
に

落

ち
つ

《

可

能

性

も

排

除

で

き

る
ロ

菌

内

混

乱

が

農 ブ
村
知
識

青

年
の

要

求
、

「

自

由

化
」

-6-

要

求

な

ど

大

衆

か

ら

の

突

き

上

げ

を

原

因

と

し

て

生

じ

た

場

合
に

は
、

軍

の
支
配
な

い

し

は
、

中
央

指

導

部

の
一

致

団

結
に

よ

る

統

制

力
の

強

化

等

の

可

能

性
の

ほ

か
、

公

然

た

る

「

毛

沢

東

批

判
」

が

行

な

わ

れ

る

可

能

性

も

絶

無

と

は

い

え

な

い
。

た

だ

し
、

こ

の

点
は

ソ

連
に

お

け
る
ス

タ

ー

リ

ン

批

判

の

場

合

と

は

か

な

り

条

件

が

異

な

る

こ

と

を

考

慮

す

る

必

要

が

あ

ろ

う
。

第
三

は

リ

ー

ダ

ー

シ
ッ

プ

の

問

題

で

あ

る
。

ニ

の

点

で

は
、

す

で

に

毛
・

周

以

後
へ

の

体

制

が

郵

小

平
、

強

春

橋
、

玉

洪

文
、

銚

文

元
、

李

先

念
、

江

青
、

華

圃

鋒
、

陳

聯

連
、

江

東

興
、

草

国

清
、

紀

登

牽

ら

を

中

心
に
一

種

の

集

団

的
リ

ー

ダ

ー

シ
ッ

プ

と

し

て

形

成

さ

れ

て

い

る
。

そ

し

て
、

こ

の

リ

3

ダ

l

シ
ッ

プ

は
、

H

集

団

的

ト
ロ



イ

カ

型

リ

ー

ダ

ー

シ
ッ

プ
H

と

い
っ

て

も

よ

く
、

当

面
、

郵

小

平
、

張

春

橋
、

陳

聯

連
、

喬

冠

華

ら

の

新

旧

実

権

派

を

中

核

的

な
パ
ラ
ン
サ

ー

と

し

て
、

王

洪

文
、

江

育
、

銚

文

元
、

江

東

興

ら

の

文

革

派
＝

業

剣

英
、

李

先

念
、

余

秋

里
、

谷

牧

ら

の

実

務

派

を

両

翼

と

し

て

中

国

の

内

政
・

外

交

を

支

え

て

ゆ

〈
で

あ

ろ

う
。

郵

小

Zr
．

張

春

橋

ら

の

中

核

的

な

後

継

指

導

者

層

が
、

中

国

の

内

政

と

外

交
に

か

ん

し

て
、

き

こ

の

場

合
、

わ
め

て

リ

ア

ル

な

現

実

感

覚

を

有
し
、

同

時
に

「

革

命

官

僚
」

と

し

て

書

記

局

政

治
に

通

じ

た

手

堅

い

行

政

的
・

組

織

的

手

腕

を

も
っ

て

い

る

こ

と

に

注

目

す
べ

き

で

あ

る
。

郵

小

平

の

指

導

力
に

関
し

て

は
、

彼

が

文

化

大

革

命

で

激

し

く

批

判

さ

れ

た

経

緯

を

も
つ

こ

と

か

ら

し

て

疑

点

が

な

い

で

は

な

い

が
、

当

面
、

党
・

軍
・

政

を
一

体

化

し

た

地

位

に

あ

る

郵

小

平
の

指

導

力
に

は

や

は

り

注

目

す
べ

き

で

あ

ろ

う
。

そ

し

て
、

郵

小

平
に

次

ぐ

地

位

に

あ

る

張

春

橋
の

指

導

力
に

も

着

目

す
べ

き

で

あ

る
。

た

だ

し
、

今

後
の

指

導

者
は

毛
・

周

時

代
の

よ

う
に

長

期
に

わ

た
っ

て

そ

の

任

に

あ

た

る

可

能

性
は

少

な

い

で

あ

ろ

う
し
、

そ

の

地

位

の

交

替

が

短

期

的
サ

イ

ク

ル

に

よ
っ

て
‘

繰

り

返

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
む

第

四

は

軍
の

動
向

で

あ

る
U

軍

と

し

て

は
、

現

在
、

ソ

連

と

の

軍

事

対

立

の

姿

勢

を
堅

持

し

て

ゆ

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

至

上

命

題

が

あ

り
、

戦

力

向

上

の

最

大
の

要

素
と

な

る

装

備

の

近

代

化

を

促

進

し

な

け

れ

ば

な

そ

の

た

め

に

は

圏

内

工

業
の

水

準

を

高
め

ね

ば

な

ら

ず
、

こ

れ
に

伴
っ

て

西

側

か

ら

の

多

面

的

な

技

ら

な

い

が
、
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術

導

入

を

よ

り

要

望

す

る

こ

と

と

な

ろ

う

ロ

こ

の

た

め

に

は

圏

内

政

治

情

勢

の

安

定

化

が

前

提

条

件

と

な

る

。

か

し

、

草

内

に

は

な

お

政

治

優

先

路

線

を

推

進

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

す

る

勢

力

も

存

在

し

て

お

り

、

こ

の

点

を

め

ぐ

っ

て

の

軍

内

闘

争

は

根

強

く

残

る

で

あ

ろ

う

が

、

そ

の

場

合

で

も

文

革

時

の

よ

う

な

党

・

軍

を

ひ

っ

t

る

め

た

大

き

な

混

乱

が

生

じ

る

こ

と

は

き

わ

め

て

少

な

い

と

予

想

さ

れ

る

。

以

上

の

よ

う

に

、

中

国

内

政

上

の

諸

要

因

を

総

合

的

に

検

討

し

た

と

き

、

内

政

的ー

に

は

な

お

多

〈

の

問

題

を

含

み

な

が

ら

も

、

そ

の

こ

と

が

大

き

な

政

治

的

混

乱

へ

と

発

展

す

る

可

能

性

は

少

な

い

と

い

え

よ

う

。

一一品ーーー・

方

同

チて
ス．

外

の

ま

ず

中

ソ

関

係

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

今

日

の

中

ソ

対

立

が

、

毛

沢

東

の

厳

し

い

対

ソ

認

識

に

立

脚

し

た

も

の

で

あ

る

以

上

、

毛

沢

東

の

存

命

中

に

中

ソ

関

係

が

大

幅

に

変

化

す

る

可

能

性

は

き

わ

め

て

少

な

い

b

た

だ

し

、

郵

小

平

ら

の

後

継

指

導

者

層

の

し

た

た

か

む
世

界

認

識

か

ら

す

れ

ば

、

米

中

関

係

、

米

ソ

関

係

の

推

移

の

い

か

ん

に

よ

っ

て

は

中

ソ

の

、

国

家

レ

ベ

ル

の

関

係

が

大

き

〈

変

化

す

る

可

能

性

も

毛

沢

東

以

後

の

時

代

に

つ

い

て

は

常

に
し
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考

え

て

ゆ

か

ね

ば

な

る

ま

い

。

一

方

、

ソ

連

の

側

は

、

毛

沢

東

以

後

の

時

代

に

お

け

る

中

ソ

和

解

の

可

能

性

に

大

き

な

期

待

を

抱

い

て

い

る

よ

さ

ま

ざ

ま

な

か

た

ち

で

中

国

を

誘

う

で

あ

ろ

う

。

だ

が

、

中

ソ

関

係

の

改

善

が

現

実

化

し

な

い

場

合

、

対

外

的

に

は

川

依

然

と

し

て

中

ソ

冷

戦

の

厳

し

い

国

際

環

境

に

対

処

し

つ

つ

、

同

時

に

園

内

建

設

を

す

す

め

て

ゆ

う

で

あ

り

、

か

ね

ば

な

ら

な

い

中

園

と

し

て

は

、

原

則

的

に

は

、

第

三

世

界

と

の

連

帯

を

呼

号

し

つ

つ

も

実

態

的

に

は

米

・

日

．

中

の

関

係

を

よ

り

い

っ

そ

う

重

視

せ

ざ

る

を

得

な

く

な

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

中

国

の

立

場

は

、

去

る

十

二

月

七

日

、

訪

中

後

の

フ

ォ

ー

ド

大

統

領

が

ハ

ワ

イ

で

発

表

し

た

「

新

太

平

洋

ド

ク

ト

リ

ン

」

の

方

向

と

一

致

す

る

も

の

で

あ

り

、

と
－

t

に

米

・

日

・

中

の

連

携

を

め

ざ

す

ア

メ

リ

カ

の

-9ー

政

策

は

、

中

国

に

と

っ

て

ま

さ

に

対

ソ

反

「

覇

権

」

連

合

と

し

て

歓

迎

す

べ

き

も

の

で

あ

り

、

こ

の

よ

う

な

新

し

い

国

際

環

境

の

な

か

に

、

中

国

は

当

面

そ

の

対

外

政

策

の

基

調

を

設

定

し

て

ゆ

〈

も

の

と

思

わ

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

限

定

の

な

か

で

の

結

論

と

し

て

は

、

米

中

関

係

、

日

中

関

係

は

基

本

的

に

変

化

せ

ず

、

む

し

ろ

そ

の

関

係

が

強

化

き

れ

こ

そ

す

れ

、

そ

れ

が

弱

め

ら

れ

る

こ

と

は

な

い

で

あ

ろ

う

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

だ

が

、

こ

う

し

た

方

向

は

町

中

国

の

「

第

三

世

界

｝

外

交

と

あ

る

点

で

矛

盾

し

、

ま

た

「

反

帝

の

み

な

ら

ず

、

反

修

・

反

社

帝

も

｝

と

い

う

中

国

の

原

則

的

な

方

針

が

ベ

ト

ナ

ム

や

北

朝

鮮

な

ど

の

社

会

主

義

諸

国

お

よ

び

ア

ジ



ア

・

ア

フ

リ

カ

の

解

放

語

勢

力

に

受

け

入

れ

ら

れ

る

余

地

は

当

面

ま

す

ま

す

せ

ば

め

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

こ

の

点

で

、

中

国

外

交

は

大

き

な

試

練

に

立

た

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

が

、

そ

の

こ

と

は

か

え

っ

て

、

西

側

諸

菌

と

の

連

携

を

強

め

る

方

向

へ

と

作

用

す

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

い

ず

れ

に

せ

よ

、

こ

う

し

た

国

際

環

境

の

な

か

で

、

い

ま

や

台

湾

問

題

は

、

中

園

に

と

っ

て

固

有

の

問

題

で

は

あ

っ

て

も

、

そ

の

優

先

順

位

が

か

な

り

低

い

問

題

に

転

化

し

て

し

ま

っ

た

こ

と

も

明

ら

か

で

あ

る

o

四

若

干

の

提

Eコ

-10-

以

上

で

検

討

し

た

中

国

の

内

政

・

外

交

の

方

向

に

か

ん

が

み

、

当

面

の

日

本

外

交

に

た

い

し

て

は

、

米

・

日

・

中

の

コ

ア

リ

シ

ョ

ン

形

成

へ

の

衝

動

が

中

園

か

ら

も

ア

メ

リ

カ

か

ら

も

さ

ら

に

強

《

わ

が

園

に

作

用

す

る

も

の

と

思

わ

れ

る

。

だ

が

わ

が

国

は

日

・

中

・

ソ

の

も

う

一

つ

の

三

角

関

係

を

ア

ジ

ア

で

形

成

し

て

ゆ

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

だ

げ

に

日

米

友

好

関

係

の

増

進

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

こ

と

対

中

対

ソ

外

交

に

か

ん

し

て

わ

が

畠

は

w

対

米

追

随

し

得

な

い

宿

命

に

あ

る

こ

と

こ

そ

、

こ

の

さ

い

十

分

に

確

認

し

て

お
、

〈

べ

き

で

あ

ろ

う

。



い

ず

れ

に

せ

よ

中

ソ

関

係

の

将

来

に

大

き

な

不

安

を

残

す

現

段

階

で

は

、

わ

が

国

と

し

て

は

、

対

中

対

ソ

外

交

に

か

ん

し

「

非

選

択

の

論

理

」

を

貫

く

こ

と

に

よ

っ

て

フ

リ

i

ハ

ン

ド

を

維

持

し

て

ゆ

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

点

で

「

覇

権

」

条

項

入

り

の

日

中

平

和

友

好

条

約

を

「

待

つ

」

こ

と

も

、

な

外

交

的

選

択

で

あ

る

こ

と

も

銘

記

す

べ

き

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

こ

の

わ

が

国

に

と

っ

て

、

き

わ

め
て

積
極
的
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