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本

と

兵当
口

湾

日

七

「
台
湾
共
和
国
」

は
禁
句

日
本

の

傑
出
し

た
国

際
政
治
学
者
の

ひ
と

り

で

あ

る

中

嶋
儲
雄
教
授

は
、

雑
誌
寸
諸
君
』

（
一
九
七
四
年
四
月
号〉

に
「
ρ
台
湾
共
和
国u

は

仙

沼

句

か

と

」

題

す

る

論

文

存

寄

稿

し

た

。

こ

れ

は

中

国

研

究

の

大

山

木

で

B

あ

る

中

崎

氏

の

台

間

告

主

制

と

し

た

最

初

の

論

文

で

あ

る

。

そ

れ

は

そ

れ

乙

そ

中

嶋

氏

の

い

う

ク

ー

ル

な

手

法

に

よ

る

冷

徹

な

分

析

で

賀

ぬ

か

れ

て

お

り

、

な

ん

の

政

治

的

立

場

も

な

い

研

究

論

文

で

あ

る

。

こ

の

論

文

で

中

的

氏

は

台

間

独

立

幼

を

唱

え

て

い

る

わ

け

で

は

な

く

、

彼

の

分

析

の

結

果

と

し

て

、

台

湾

が

合

的

共

和

闘

に

な

り

、

ソ

述

が

こ

れ

を

承

認

し

た

ば

あ

い

、

日

本

は

ど

う

対

応

す

る

だ

ろ

う

か

、

と

い

う

疑

問

を

投

げ

か

け

て

い

る

に

す

ぎ

な

い

。

だ

が

巾

嶋

氏

が

問

う

た

「

台

湾

共

和

国

」

は

や

は

り

然

何

で

あ

っ

鈴

木

明

氏

の

著

書

「

誰

も

脅

か

な

か

っ

た

台

湾

』

を

サ

ン

ケ

イ

新

聞

が
広
告
を
載
せ
た
こ
と
に
た
い
し
て
、

新
革
社
は
「
反
中
園、

反
共
の

茶

番

劇

の

中

で

ん

ば

し

ば

反

巾

国

の

記

事

や

広

告

を

仰向

減

し

て

い

る

『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』

は
、
一一
月
二
十
七
日
付
の
紙
と
に
、

再
び
勺
誰
も

脅

か

な

か

っ

た

台

湾

』

と

題

す

る

反

動

的

書

物

の

販

亮

広

告

を

掲

載

し

た

。
」

と

攻
撃
し

て

い

る。

突
は
、

岡
市計
以
サ
ン
ケ
イ
新
聞
出
版
局
の

刊
行
物
で

あ

る。

自
社
出
版
物
ぞ

自
社
の

新
聞
に

広
告
を

掲
減
し

で
も

中

国

か

ら

非

難

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

朝

日

新

聞

が

他

社

の

雑

誌

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

「

台

湾

共

和

国

」

の

字

句

の

あ

る

タ

イ

ト

ル

を

正

統

に

掲

載
し

た

ら、

さ

し
ず
め

界
一

符
が

加
わ

り、

「

帝
国
主
義」

的

新
聞
と

罵

倒

さ

れ

か

ね

な

い

か

ら

「

白

調

」

し

た

の

で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

な

「
知
的
産
業以

の

巾
国
に
た
い
す

る

自
主
規
制
は
何

も
新
出
社
に
か

ぎ

っ

た

こ

と

で

は

な

い

。

真

阻

ぞ

追

求

し

て

や

ま

な

い

と

す

る

学

者

に

も

こ

の

よ

う

伝

「

美

徳

」

が

弥

没

し

て

い

る

。

日

本

に

お

け

る

多

く

の

ア

ジ

ア

研

究

設

は

、

政

窓

か

無

窓

識

か

台

湾

ら」

抜

か

し

て

い

る

。

東

ア

ジ

ア

の

研

究

と

い

う

と

き

に

は

中

国

、

朝

鮮

、

東

南

ア

ジ

ア

研

究

と

い

う

と

き

に

は

フ

ィ

リ

ピ

ン

以

南

、

と

い

う

こ

と

で

、

地

以

的

に

も

台

湾

が

微

妙

な

位

置

に

あ

る

こ

と

が

、

乙

の

傾

向

に

拍

車

を

か

け

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

根

は

も

っ

と

深

い

と

こ

ろ

に

あ

る

よ

う

に

思

え

る

。

日

本

に

は

「

判

日

び

い

き

」

と

い

う

こ

と

ば

が

あ

っ

て

、

弱

者

に

同

’（四）

黄

有

た

。

天

下

の

朝

日

新

聞

が

「

禁

句

で

あ

る

」

と

答

え

た

の

で

あ

る

。

コ

一

月
三
日
付
け

の

朝

日
新
聞
に

は、

『
諸
君』

同
月
号
の

広
告
が

載
っ
て

い

る

が

、

中

嶋

論

文

の

タ

イ

ト

ル

「

H

台

湾

共

和

国

μ

は

然

句

か

」

は

見

事

に

削

除

さ

れ

、

刷

越

の

「

巾

ソ

対

立

と

台

湾

の

将

来

」

が

タ

イ

ト

ル

と

し

て

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

日

本

の

新

聞

広

告

倫

理

綱

領

に

ど

の

よ

う

な

道

徳

的

北川

市

が

あ

る

か

は

知

ら

な

い

。

ま

た

「

台

湾

共

和

国

」

と

い

う

中

旬

が

ど

れ

だ

け

良

俗

を

世一

閃

す

る

か

は

草

者

に

は

わ

か

ら

な

い

。
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タ

イ

ト

ル

を

削

り

、

そ

し

て

目

次

に

も

誠

つ

て

な

い

削

題

を

刷

り

起

こ

し

て

、

そ

れ

だ

け

ぞ

タ

イ

ト

ル

に

す

る

か

ら

に

は

、

朝

日

に

そ

れ

な

り

の

意

図

が

あ

る

と

し

か

い

え

な

い

だ

ろ

う

。

さ

も

な

く

ば

、

朝

日

新

聞

が

「

何

か

」

を

恐

れ

て

い

る

と

い川

う

ほ

か

な

い

。

そ

の

「

向

か

」

と

は

な

ん

だ

ろ

っ

か

。

一新

川小

社

の

報

道

が

そ

れ

に

川

航

な

仰川

容

を

与

え

て

く

れ

る

。

情

す

る

乙

と

を

指

す

が

、

こ

の

こ

と

ば

は

決

し

て

日

本

人

が

そ

う

で

あ

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

中
国
問
題
に
関
す
る
か

ど
り、

昨
今
の
日
本
人
は
大
き
い
者
に
は
弱
く、

小
ち
い
者
に
は
強
い

感

じ

が

す

る

。

i\ 
こ
ん
ご
の
台
日
関
係

台
湾

と

も
仲

良

く

し

て

い

き
た
い

日
本

人
は、

反
共
的
観
点
か

ら

の

国
府
支
持、
「
蒋
介
石
恩
義
論
」

に
基
づ
く
「
道
義
感
」、

日
本
に
と
っ

て

の

台

湾

の

地

理

的

、

経

済

的

、

国

防

的

観

点

か

ら

の

軍

要

性

に

た

い

す
る
認
識、

台
湾
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
と
の
友
情
な
ど
の
諸
．盟
奈
の

令F

部

ま

た

は

一

部

か

ら

生

ず

る

台

湾

観

に

立

っ

て

る

。

他

方

、

台

湾

を

心

理

的

に

切

り

捨

て

て

ま

で

、

中

国

の

み

と

仲

良

く

し
て
い
き
た
い
日
本
人
は、

巾
悶
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー

上
の

共

感

、

「

台

湾

は

中

国

の

領

土

」

と

い

う

中

国

の

建

附

ま

た

は

中

国

か

ら

の

期

待

利

益

の

た

め

に

、

巾

悶

の

窓

に

沿

う

努

力

を

し

て

い

る

。

巾

国

と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
民
に
し
て
い
る
者
に
し
て
も、

新
た
に
外
交
関

係

を

持

っ

た

ば

か

り

の

乙

の

同

と

の

関

係

を

よ

く

す

る

努

力

を

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

に

、

台

湾

に

つ

い

て

必

要

以

仁

の

譲

歩

号

す

る

傾

向

に

あ

る

。

別
の

一

部
の

日
本
人
は、

現
実
的
認
識
か
ら
、

一中
山中〈
ι
二
つ
の

固
と

し
て
存
在
し
て
い
る
巾
凶
と
同
仰
の
い
ず
れ
と
も
仲
良
く
し
て
い
き
た
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