
る
考
察。
著者
は
中
国の
ソ
連
に
対
す

日

る
評
価に
根
本
的
な
変
化
が
現
れ、

円《u

「
従
来
の
〈
修
正
主
義
〉
と
い
う
評
価

同月

と
異
な
り、
ソ
速
は
や
は
り
社
会
主
義

nO

社
会
だ
と
の
見
方
が
大
勢
を
占
め
て
い

年

る」
と
分
析、て
い
る。

つ』

そし
て
現
代
中
国は、
毛
沢
東
時
代

mm

国
交回
復
十
周年
中市
記
念
して
中
国
易
に
蟹」ほ
ぐして
み
せて
い
る。

の
「
閉
ざ
され
た
中
国」
で
は
な
く

1
の
越
紫
陽
首
相
が来
日
し
た
が、
私
た

都
合
五
回、
長
期
間の
中
国
訪
問

「関か
れ
た
中
国」
を
国
ざ
し
て
お

則
ち
はこ
の
人の
名
前
を正
確
に
知っ
て
で、
現地
の
人
率、
社
会
員習
を
り、
その
歩
む
方
向
は「
当
面
の
厳
レ

沼山
い
た
だ
ろ
う
か。
ま
た、
現
国
家
主
席
知
窓
（
ちしつ）
U、
文
化
大革
命の
い
中ソ
対
立
に
も
か
か
む
b
ず、
中
国

国聞
は
だ
れ
か
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か。

時
は
い
ち
早
く
そ
の
矛
盾
を
指
摘
し
た
は
や
は
り
ソ
連
型
社
会
主
義、
つ
ま
り

恒

蓄
は二
十
余
年
に
わ
たっ
て
中
国
こ
と
でも
知
られ
る
著
者
の
透
視
力
か
な
りの
時
間
差を
もっ
て
い
て
もソ

刊

寝
室
注
視し
続
けて
き
た
著
者
は、
本
書で
も
さ
え
て
お
り、
と
くに
逮
と
雨
量
主
主
るつ」
と、
分

の、
すで
に
刊
行
し
た
十
冊
に
及
ぶ
著
中
国の
現状
分
析
鈴
b
明
日
につ
なが
析、
予
怨
し
て
い
る。

作
の
すべ
て
の
エッ
セ
ン
ス
を、
こ
の
る
問
題
の
核
心
を
え
ぐ
り
出
し
た
個
所

十
億
と
い
う
膨
大
な
人
口
を
擁
す
る

一
冊
に
凝
縮し
た
総
集編
とも
い
え
る
は
きわ
め
て一示
唆
的
で
あ
る。

巨
大
な
隣
国の
抱
え
る
さ
ま
ざま
な
関

もの
で、

中国
民
族の
特
質、
中
国
社

その一
つ
は、
「
毛
沢
東の
リー
ダ
題
を、
国
際
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の

会の
歴
史、
中
国革命の
軌
跡、
そ
し
l－シッ
プの
も
と
で
は
中・
ソ
の
和
解
中
で
と
り
え
なお
し
た
本
替
は、
新
脅

て
対
日・
米
・ソ
を
中心
と
す
る
国
際
は
絶
対
的に
困
難
で
あっ
た
が、
非
毛
判
とい
う
小
型
本
と
は
思
え
ぬ
重
量
感

関
係に
も
メ
ス
を
入
れて
お
り、
と
か
沢
東
化
の
進
展に
とも
ない、
中・
ソ
の
あ
る一
時
と
なっ
て
い
るoJ

く
見え
に
くい
国
際
政
治
力
学
を
も
平
の
和
解
の
可
能
性
は
十
分
あ
る」
と
す

（中

央公論
社・
四
八
O
円）

中
ソ
和
解
も
予
想

中
島

嶺

雄

著

中間中
国
i
歴
史一・
雄
会・
国
際
関
係



と
い
っ
た
ζ
と
は
起
と
り
え
な
い

の
で
あ
る 。

本
容
の
中
心
は、

と
の
対
立
す

る
仮
説
の
妥
当
性
に
つ
い
て

、・
昭

和
五
二
年
以
降
の
デ
ー
タ
を
使
っ

て
検
討
す
る
と
と
で
あ
り 、

乙
の

過
程
で

、

従
来
の
理
絵
と
分
析
手

法
と
が
き
わ
め
て
手
際
よ
く

展
望

さ
れ
て
い
る 。

す
な
わ
ち 、

最
も

単
純
な
利
回
り
幽
拍械
に
よ
る
分
析

か
ら 、

モ
ジ
H
ア
1

ニ
、

サ
y

チ

ら
の
徳
造
式
に
よ
る
分
析
へ
と
進

み
、

そ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
持

つ
問
題
点
を
指
摘
し、

期
待
形
成

と
金
利
裁
定
を
区
別
す
る
た
め
に

期
待
形
成
に
時
系
列
分
析
の
手
法

．

を
利
用
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
巧

フィクション

1. The Parsifal Mosaic, Robert Ludlum 
2. The Man from St. Petersburg, 

Ken Follett 
3. The Prodi�al Daughter, Jeffrey Arr:her 
4. Eden Burning, Bel同Plain
5. The One Tree, Step/J,en Donaldson 
6. For Special Serviαs; -John Gardner 
7. Cinnamon Skin, John D. MacDonald 
8. North and South, John Jakes 
9. Celebrity, Thomas Thompson 

10. Thy Brother’s Wife, 
Andrew M. Greeley 

アメリカのベストセラー
(Publishers Weekly による）

！il
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み
な
展
開
が
な
さ
れ
で
い
る
の
で

みの
る 。さ

て
、

と
の
よ
う
な
検
証
に
よ

っ
て
著
者
が
得
た
結
論
除、

第
一

に
、

わ
が
国
の
国
債
利
回
り
の
期

間
徳
造
の
決
定
に
つ
い
て
は
、

期

待
翠
拾
の
妥
当
性
が
ぜ
来
考
え
ら

れ
て
い
た
よ
り
も
遥
か
に
高
知
と

と
。

第
二
に
、

市
場
分
断
仮
説
除

直
利
指
向
仮
説
を
除
く
と
、

ほ
と

ん
ど
妥
当
性
を
持
た
な
い
と
と
。

第
三
に
、

長
期
ほ
ど

1

国
債
の
利

回
り
に
対
す
る
期
待
イ
y
フ
レ
の

影
響
は
大
き
い
が、

完
全
に
利
子

率
に
反
映
さ
れ
る
わ
け
で

は
な

〈 、

三
O
t

四
O
M
に
と
ど
ま
る

と
と 、

な
ど
で
あ
る
。

と
の
よ
う
な
実
涯
を
踏
ま
え
て

著
者
は
、

国
債
管
理
政
策
に
つ
い

て、

ニ
ュ
1
・

エ
コ
ノ
ミ
Y
ク
ス

の
と
ろ
に
ア
メ
H
カ
で
提
唱
さ
れ

た
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
イ
ス
ト

の
よ
う
な
量
的
国
債
管
理
政
策
を

斥
け、
「m
市
場
分
断u

の
存
在
を

利
用
し
て
国
債
発
行
コ
ス
ト
の
軽・

滅
を
図
る
余
地
は
限
定
さ
れ
て
お

り」
「
国
債
利
回
り
安
定
化
へ

の

道
は、

国
債
発
行
額
を
辛
抱
強
く

削
減
す
る
以
外
に
は
な
い
」

と
い

う
結
諭
を
導
い
て
い
る 。

金
利
矯
造
の
問
題
と
し
て
除 、

箸
者
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に

題
債
以
外
の
自
白
金
利
と
の
関
連

を
ど
の
よ
う
に
分
析
す
る
か
等、

1. Jane Fonda’s Workout Book, 
Jane Fonda 

2. Living, Loving and Learning, 
Leo BuSl.沼gt.厄

3. No Bad Dogs: The Woodhouse Way, 
Barl沼m“匂odhouse

4. Richard Simmons’ Never.Say-Oiet 
Cookbook� Richard Simmons 

5. America in Search of Itself: The 
Making of the President 1956-1980, 

Theodore H.的物ire
6. A Few Minutes with Andy Rooney, 

Andrew A. Rooney 
7. When B剖Things Happen t9 Good 

People, Harold S. Kushner 
8. The Fate of the Earth, Jonathan Schell 
9. The Umpire Strikes Back, 

Ron Luciano and Dave Fisher 
10. Years of Uph四四I, Henry Kissinger 

ノンフィクション

(© 1982 by Xerox Corporation) 

． 

残
さ
れ
た
問
題
も
少
な
く
は
な
い

が 、

い
わ
ゆ
る
金
利
の
期
間
構
造

問
題
に
つ
い
て

、

今
日
ま
で
に
な

さ
れ
た
実
証
分
析
と
し
て
は 、

手

法
に
お
い
て
も 、

周
到
さ
に
お
い

て
も 、

最
高
の
出
来
と
い
っ
て
よ

く
、

国
債
問
題
に
つ
い
て
多
少
と

も
真
剣
に
考
え
よ
う
と
す
る
人
に

と
っ
て
は
欠
が
せ
な
い
業
縦
で
あ

る
と
い
え
よ
う 。

東
京
大
学
名
誉
教
役

館

純一
郎

（
東
洋
経
済
新
報
社

四
0
0
0

同）

生

き

方
の

し

た

た

か

さ

を

見

直

ナ

『
中

雪国
社
会

国
際
関

‘係

（ニの欄は爾遇tS叡）

「
と
の
一

冊
を
読
め
ば
現
代
中

国
を
め
ぐ
る
諮
問
題
が
ほ
ぼ
網
怒

的
に
解
明
で
き
る
と
い
う
本
が
わ

が
国
に
も
欲
し
い
と

思
っ

て
い

た
。

そ
れ
が
本
容
執
筆
の
動
俄
で

あ
る
」

と
著
者
が
言
う
だ
け
に
、

本
舎
は
「
中
国
民
族
の
特
質
や
中

国
社
会
の
個
性、

現
代
中
国
の
歴

史、

そ
し
て
中
国
を
め
ぐ
る
主
要

な
国
際
関
係
が
す
べ
て
盛
り

込
」

ま
れ
て
い
る
。

中
嶋

嶺
雄

著

す
な
わ
ち 、

新
中
国一
ニ
O
年
の

歩
み
は
も
と
よ
り 、

・中
国
内
部
の

非
毛
沢
東
化、

中
ソ
関
係、

米
中

関
係
な
ど
ア
ッ
プ
・
ツ
1
・

デ
イ

．

ト
な
問
題
が
近
い
将
来
の
展
望
を

も
含
め
、

き
わ
め
て
わ
か
り
や
す

〈
整
理
さ
れ
て
お
り 、

四回
小
平
副

・

主
席
指
摘噌
下
の
中
国
が
い
ま
歴
史

的
に
見
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
お

り 、

ど
の
よ
う
な
課
題
を
抱
え
て

い
る
か
が
よ
く
理
解
で
き
る 。

中
で
も
出
色
な
の
が
「
中
国
社

会
の
待
費」
（
第一一
草）、
「
革
命

と
伝
統」
（
第
二
章）、
「
ア
ジ
ア

の
現
実
と
中
国」
（
第
七

章）

な

ど
現
代
中
国
の
諮
問
題
を
古
き
中

国
と
の
葛
藤
関
係
で
と
ら
え、

そ

24 ア．57. 週刊東洋経j斉71 
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り

に

多

す

ぎ

る

の

で

あ

る
。

U

勺
J

J
V

と

う

し

た

中

で
、

氏

が

歴

史、

－

吋

2
y

人

物
、

国

際

環

境
、

思

想
、

経

済
♂

・
．

ピ

a

f

b

ん

L

と

い

っ

た
、

あ

ら

ゆ

る

角

度

か

ら

内

ー

：

‘

－
一
』
一
一

・

、
一

命

現

代

中

国

に

メ

ス

を

入

れ

て
、

日

－

と

い

う

予

想

ゃ
、

米

中

関

係

は

ア

意

味

を

も

っ

て

い

る

と

す

る

氏

の

と

感

ぜ

ら

れ

た
。

本

お

よ

び

日

本

人

が

中

国

と

か

か

メ

リ

カ

と

中

国

と

の

ぬ

き

さ

し

な

指

摘

に

も
、

同

感

で

あ

る
。

わ

ず

か

二

百

数

十

行

の

中

に
、

わ

る

と

き

に

は
、

感

情

や

イ

デ

オ
，

ら

な

い

い

き

さ

つ

の

上

に

成

り

た

事

実

を

ふ

ま

え

て

錨

か

れ

る

中

現

代

中

国

を

理

解

す

る

た

め

の

内

ロ

ギじ

に

と

ら

わ

れ

ず
、

多

面

的

っ

て

い

る

ζ

と
、

東

南

ア

ジ

ア

諸

国

の

実

相

描

写

は

明

快

で
、

わ

か

容

を

す

べ

て

盛

り

込

む

の

は

容

易

に

現

実

主

義

的

に

物

事

を

処

理

し

国

に

お

い

て

は
、

中

国

は

脅

威

を
～

り

や

す

い
。

た

だ
一

つ

難

点

を

言’

な

乙

と

で

は

な

い
。

し

か

し

本

書

て

い

く

必

要

を

説

い

て

い

る

点

与

え

る

存

在

で

も

あ

る

ζ

と

な

や

え

ば
、

氏

が

研

究

者

と

し

て

誠

実

を

読

め

ば
、

今

ま

で

わ

か

ら

な

か

し
ペ

U
H

司

司

i

－
e

っ

た

現

代

中

国

で

起

き

た

器開

札

な

陪

e

一事

件

も
、

－
一

つ
一

つ

が

密

接

に

関

嶺
雄
著

速

し

あ

っ

て

生

じ

て

お

り
、

し

か

も

そ

れ

は

中

国

の

伝

統

や
、

社

会

の

性

格

と

も

深

く

か

か

わ

っ

て

い

る

ζ

と

が
、

手

に

と

る

よ

う

に

読

め

て

く

る
。

本

書

の

水

準

は

大

変
一一

い

の

で
、

中

国

研

究

家

で

な

い

人

が
「
一

気

に
」

読

む

の

は
、

脅

が

折

れ

る

か

も

し

れ

な

い

が
、

読

了

後

の

収

穫

は

大

き

い

は

ず

で

あ

る
。

（

中

央

公

論

社
、

新

書
・

四

八

O

円
）

国
際
事
情
研
究
セ
ン
タ
ー
主
任
研
究
員

小
貫

範
子

『日本経済新聞』1982年8月1日
－

著

者

の

中

嶋

氏

は
、

「

ζ

の
一

－

冊

を

読

め

ば

現

代

中

国

を

め

ぐ

る

諸

問

題

が

ほ

ぼ

網

羅

的

に

解

明

で

－

き

る

と

い

う

本

が

わ

が

国

に

も

欲

し

い
」

と

い

う

意

思

に

よ

っ

て
、

一

本

容

を

著

さ

れ

た
。

こ

の

意

図

は

一

成

功

し

て

い

る
。

中

嶋

氏

の

中

国

研

究

二

十

年

の

成

果

が
、

本

書

の

中

で

発

揮

さ

れ

－

て

い

る

が
、

特

に

す

ぐ

れ

て

い

る

－

点

は
、

氏

が

事

実

に

基

づ

い

て
、

冷

静

か

つ

客

観

的

に

現

代

中

国

を

分

析

し

て

お

ら

れ

る

点

で

あ

ろ

う
。

現

代

中

国

に

つ

い

て

は
、

非

常

に

多

く

の

人

が

関

心

を

寄

せ

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
、

「

事

実

に

基

づ

い

て
、

冷

静

で

客

観

的

な

分

析
」

を

す

る

研

究

者

は

あ

ま

り

多

く

な

い
。

北一

尽

の

語

る

こ

と

は

す

べ

て

正

し

い

と

い

う

北

京

崇

拝

型

研

究

に

な

る

か
、

お

よ

そ

共

産

主

義

な

ど

と

い

う

も

の

は

す

べ

て

け

し

か

ら

ぬ

と

い

う

形

で

の

中

国

研

究

か
、

ζ

の

二

つ

の

パ

タ

ー

ン

の

い

ず

れ

か

に

属

す

る

人

が

あ

ま

、、；、

34
dL
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革

命

後
H

を

客

観

的

に

解

明

は
、

現

在

は

ん

ら

ん

し

て

い

る

皮
、

ど
、

中

国

を

め

ぐ

る

国

際

関

係

に

相

な

中

国

認

識

に

対

す

る

貴

重

な

つ

い

て

の

氏

の

基

本

的

見

解

に

警

告

と

な

っ

て

い

る
。

戸

は
、

私

も

全

く

賛

成

で

あ

る
。

そ

個

々

の

細

か

い

問

題

の

解

釈

の一

／
ー

し

て
、

毛

沢

東

在

世

中

の

嵐

の

よ

仕

方

に

つ

い

て

は
、

必

ず

し

も

私

ぢ

な

革

命

の

三

十

年

間

の

後

に

や

の

見

解

と
一

致

す

る

も

の

ば

か

り

っ

て

く

る

今

後

の

中

国

の

課

題

の

で

は

な

い
。

し

か

し

中

ソ

関

係

が

方

が
、

現

在

の

中

国

お

よ

び

中

国

今

後

は

改

善

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

，

人

に

と

っ

て
、

き

わ

め

て

深

刻

な

刊日・

－UAE

で

あ

ろ

う

と

す

る

余

り

に
、

非

専

門

家

や

初

学

者

に

は

な

じ

め

な

い

語

句

や

引

用

が

い

く

つ

か

出

て

来

る

点

で

あ

ろ

う

か
。

中

国

を

理

解

す

る

た

め

の

手

ご

ろ

な

本

が

き

わ

め

て

少

な

い

現

在
、

も

う

少

し

平

易

な

書

き

方

を

し

て

も

さ

し

っ

か

え

な

か

っ

た

の

で

は

あ

る

ま

い

か

I 
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鵠望号説：
「
士」

、
中
国
人

を
「
文」
と
見
る
な

ど
著
者独
自
の
視
点
で
魅
き
つ
け
る 。

（
中

央公論
社・
4
8
0
円）

山

「
パ
ト
カ
ー
で
駆
げ
め
ぐ
る

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
昼
と
夜
」

水
野

崎
郎

箸
…

映
画
評
論
家
で
あ
る
氏
の 、
も
う一

つ
の
肩
書
？

は
。抑留

察
研
究
家e

。
と

に
か
く
無
類
の
相官
察
フ

J
ン
で、
今
回

は 、
制
帽
制
服

を
つ
け、
パ
ト
カ
ー

に

同
乗
し
て
の
市
答

。
勤
務e
休
験
記 。

（
近
代
映
画
社・
1
38
0
円）

…
「
吉
岡
先
生
の
テ
レ
ビ
寺
子
屋
」

E…

吉
岡
た
す
く
箸…

T
v
n
局
ネ
ッ
ト

放
送
中
の
教
育
番

組
を
活
字
化
し
た
も
の 。
勉
強
す
る
と

か
し
な
い
と

か
は、
問
題
で
は
な
い 。

一
番
の

塾言 、
父
母
が
仲
良
く
夢り

し
て
い
る
事
実
こ
そ
大
切 。
そ
の
中
で

子
供
の
人
格
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く 。
父

兄 、
母
親
に一
読

を
す
す
め
た
い 。

（
サ
ン
ケ
イ
出
版・
9
8
0
円）



め
ら
れ
た
も
の
の
中
か
ら
生
じ
た、

弱
さ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
行
動
な

の
で
あ
る。
ζ
の
点
か
ら
す
れ
ば

「
道
徳
教
育
の
強
化」
な
ど
と
い
う

と
と
が
い
か
に
的
外
れ
で
あ
る
か、・

あ
ま
り
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う。

ま
た
森
有
正
の
「
経
験」
と
西
国

－
幾
多
郎
の
思
想
と
の
親
近
性
（
対
立

を
は
ら
み
な
が
ら）
の
指
摘
も、
西

国
の
文
章
の
仏
訳
が
森
の
怨
い
た
も

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
興
味
深
い。

著
者
は
「パ
ト
ス
の
知」
の
観
点

か
ら、
パ
リ
ぬ
と
ナ
ポ
リ
に
つ
い
て

た
び
た
び
論
じ
て
い
る。
と
く
に
パ

リ
ぬ
の
文
化
の、
技
術
文
明
の
基
準

と
は
全
く
違っ
た
基
準
に
よ
る
些
か

さ
に
つ
い
て、
ま
た
グ
ィ
l
コ、
ト

マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス、
ジ
ョ
ル
ダ
ノ

・
プ
ル
I
ノ、
カ
ン
バ
ネ
ル一フ、
デ

ル一フ・
ボ
ル
夕、
ベ
ネ
デ
イ
7
ト・

ク
ロ
l
チ
ェ
ら
の
思
想
を
生
み
出
し

た
ナ
ポ
リ
の
歴
史
的
風
土
に
つ
い
て

隠っ
て
い
る。

し
か
し
私
は
と
ζ
で
は
若
干
の
危

恨
の
念
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い。
そ

れ
は
箸
者
も一
応
ふ
れ
て
い
る一
九

六
五
年
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ク
ー
デ

タ
ー
の
際
の
大
虐
殺
に
つ
い
て
で
あ

る。
そ
れ
は
「
パ
リ
ぬ
で
も」
行
わ

れ
た
の
で
は
－な
く、
パ
リ
ぬ
で
ζ
そ

最
も
激
し
か
っ
た
の
で
あ
る。
そ
う

し
て
そ
の
と
と
は
パ
F
－H叫
に
お
け
る

「
文
化」
の
あ
り
方
と
無
関
係
で
は

な
い
で
あ
ろ
う。
ま
た
そ
れ
は、
極

め
て
温
和
で
非
好
戦
的
と
思
わ
れ
て

い
た
カ
シ
ポ
ジ
ア
民
放
の
問
で
最
近

行
わ
れ
た
惨
劇
と
も
通
ず
る
も
の
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

問
題
は、
パ
ト
ス
の
「
知」
と
は

何
か、
つ
ま
り
「パ
ト
ス」
自
体
を

あ
る
窓
味
で
客
観
化
し、
相
対
化
す

る
よ
う
な
自
覚
的
な
知
的
録
作
が、

ど
の
よ
5
に
行
わ
れ
る
か
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
よ
う
に岡山
わ
れ
る。
著
者

は
「
パ
ト
ス
の
知」
に
つ
い
て
認
る

と
き、
そ
れ
を
「ロ
ゴ
ス」
に
対
立

す
る
も
の
と
し
て
は
提
示
し
て
い
な

い。
し
か
し
な
が
ら
「ロ
ゴ
ス
な
き

パ
ト
ス」
の
危
険
性
を、
「パ
ト
ス

の
知」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
来
り
悦唱

え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
も、
十
分
説

得
的
に
示
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い

の
で
は
－な
か
ろ
う
か。
ζ
の
点
「
ナ

ポ
リ
の
生
み
出
し
た
思
想
家」
に
つ

い
て
は
多
く
を
述べ
る
と
と
が
で
き

て
も、
「
バ
日
ぬ
の
生
み
出
し
た
思

想
家」
は
い
な
い
と
い
う
差
は
重
要

で
あ
る
と
思
う。

私
は
著
者
の
提
起
し
た
「
共
通
感

覚
lコ
モ
ン
・
セ
ン
ス」
の
重
姿
伎

は
商
く
市町
価
し
た
い
と
思
っ
て
い

る。
し
か
し
そ
れ
は、
「
科
学
の

知」
に
対
立
す
る
「パ
ト
ス
の
知」

の
根
拠
と
し
て
で
は
な
く、
「
能

動」
「
受
励」
の
対
立
を
超
え
た、

一
九
七
六
年
秋
の
毛
沢
東
の
死

去
と
そ
れ
に
閥抗
く
四
人
組
の
追
放

は、
中
国
政
治
に
そ
れ
ま
で
つ
き

ま
と
っ
て
い
た
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な

中
嶋
樹
雄

『
中
国
｜｜
歴
史・
社
会・

国
際
関
係』

中
公
新
書一

四
八
O
同一

要
紫
を一
気
に
減
少
さ
せ、
最
近

の
対
外
開
放
政
策
に
よ
る
情
報
量

の
増
大
と
栂
候
っ
て、
「
中
国
に

つ
い
て
は
底
が
割
れ
た」
と
い
っ

悔
は
生一
命
の
源
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る。
「一郎
の
幸」
と
い
う

時
は、
背
く
澄
み
切
っ
た
海
が
述

恕
さ
れ
る。
だ
が、
海
は
き
れ
い

泊
水

間i

君津
の
微
生
物
た
ち』

大
月
司
店

一
二
O
O
円

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど、
生
物
に
と

っ
て
は
栄
養
分
が
少
な
く
て、
生

き
る
の
に
過
酷
な
環
拙切
で
あ
る。

本
告
は
と
の
矛
盾
を、
知山
中
微
生

た
風
潮
を、
一
部
に
生
み
出
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る。
と
か
く
日

本
人
が
陥
り
が
ち
な「
同
文
同
種」

の
錯
覚
も
ζ
れ
に
泊
取
を
か
け
て

い
る、
と
い
え
よ
う。

多
年
に
わ
た
っ
て
ζ
の
巨
大
な

隣
人
を、
醒
め
た
自
で
追
求・
分

析
し
続
け
た
著
者
が
舎
き
下
ろ
し

た

本症
は、
よ
き
に
つ
け、
あ
し

き
に
つ
け、
中
国
を
理
解
し
た
つ

も
り
に
な
っ
て
い
る
日
本
人
に、

一
種
の
警
世
の
3
と
な
っ
て
い

る。と
り
わ
け、
革
命
後、
す
で
に

三
分
の一
世
紀
を
経
過
し
た
中
国

が
依
然
と
し
て
古
い
歴
史
と
文
化

物
研
究
の
最
新
の
ト
ピ
y
ク
ス
を

紹
介
し
な
が
ら
解
き
明
か
し
て
く

れ
る。解

答
の一
つ
は、
栄
養
物
質
が

生
態
系
を
循
環
す
る
時
の
回
転
の

速
さ
で
あ
る。
栄
養
物
質
は
す
み

や
か
に
秘
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
利

用
さ
れ、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
は
す
み

や
か
に
魚
な
ど
の
動
物
に
食べ
ら

れ
る。
従
っ
て、
栄
援
物
質
と
し

て
と
ど
ま
る
品川
は
少
な
い
ま
ま、

多
く
の
生
物
の
生
存
が
可
能
に
な

る
の
だ。

そ
ζ
で
は
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
地

殖
速
度
が
大
き
な
役
目
を
来
た
し

た
が、
も
う一
つ
の
重
要
な
徴
生

が
も
た
ら
す
「
伝
統
の
呪
縛」

「
社
会
の
不
易
固
定
性」
に
あ
え

い
で
い
る
と
と
を、
か
つ
て
の
毛

沢
東
政
治
の
軌
跡
を
た
ど
り
な
が

ら
明
快
に
解
説
し
て
い
る
部
分

段、
強
い
説
得
力
を
持
つ。

ー
と
う
し
た
社
会
体
質
を
持
つ
中

国
は、
流
動
性
に
沼
ん
だ
日
本
と

は
本
来、
全
く
聞州
質
な
国
家
な
の

で
あ
り、
む
し
ろ「
相
互
の
摩
銭
が

運
命
的
に
生
じ
や
す
い
関
係
に
あ

る」
と
の
指
摘
は、
「
日
中
友
好」

を
と
か
く
削
緒
的
に
と
ら
え
が
ち

な
わ
れ
わ
れ
に、
改
め
て
足
元
を

見
つ
め
直
す
と
と
を
促
し
て
い

る、
と
も
い
え
る。

（
正）

物
は
細
菌
で
あ
る。
海
中
で
も
ま

た、
細
菌
は
生
態
系
の
最
低
辺
を

支
え
る
生
物
と
し
て
大
き
な
役
目

を
来
た
し
て
い
る。
自
然
に
生
じ

た
も
の
と
と
も
に
人
間
活
動
に
よ

っ
て
大
量
に
海
に
流
入
す
る
有
機

物
を
分
解、
浄
化
す
る
の
も
納
凶

で
あ
る。

東
京
湾
で
は、
微
生
物
に
よ
る

自
浄
作
用
の
限
界
を
紐
え
た
有
俄

物
が
流
入
し
て
い
る。
だ
が、
河

内
の
潟
水
は
二
カ
月
で
外
洋
と
入

れ
替
わ
る
と
い
う。
適
切
な
手
段

さ
え
と
ら
れ
れ
ば、
東
京
湾
で
さ

え
生
き
返
ら
せ
る
希
望
は
あ
る
の

だ。

（
友）

国s�·ti-tJ�70 1982.9.3 



E室主軍

ンから計部に烹あまで剣
山TM仰

を支え
る
技術
を総
ま
とめ
し
て

要領
よ
く
甥
併
させ
る。
（
日
本

工
業
新
聞
社・
一
五
O
O
円〉

認�ff..... そ，ー

科学って
こんなに面白い

．． 
圃圃，

崎
川

里箸

た
ま
ご
は
洗
わ
な
い
方が
長持

ち
する
とい
わ
れ
てい
る。

洗う

と
汚れ
や
サ
ル
モ
ネ

ラ闘が漏
れ

港
ち
て
きれ
い
に
な
る
が、
設
耐

を
覆っ
てい

るクチク
ラ
（
細
川凶

類
の
侵入
品紡
ぐ
吻ぬ）
も
洗い

稽と
され
る
か
ら
だ。

台所、
居

間、
家
の
周
捌
砂けん
ま
わ
し
て
臼

常生
活
の
中
か
ら路
樹
を
ひ
ろっ

て
解
説
し
た

タ文性
の
た
め
の
科

宇綱陸e
。

（
P
H
P

W山内川・
九
八
O
円）

唱団圃

中
国
｜

歴
史
・

社
会
・

国
際
関
係

月目翠目

中嶋
－M雄著

「
現
代
中
凶」
の
解
明に
mM間

的
な
軌
叫叩
活
動
を
い明
け
る
持
者

が、
氏
独
特
の
中
凶へ
の
視
点
を

簡
明に
ま
とめ
℃い
る。
中
間
を

ど
う
紹
織
する
か
に
始
まっ
て、

中
闘
の京
命
の
伝統、
中
蛾
人凶

共
和
国
の
歩
み、
そ
し
て対
米・

ソ・
日
関係
と、
中
国
とい
う特

殊
な
仰い
界
を
現
代畑一
訴
の
激
励
と

の
か
か
わ
りあい
の
な
か
で
鮮
や

か
に
浮
き一
り
に
する。

烈僚
は

一
司（中

公
新
ゆ・
四
八
O
円）

昭和57年9月6目

冗禄文化函館の世界

10片皮

俗脇
理史若

本将は、

げ仰
の
人
生
の
時
相

を
錨
きつ
く
し
た井
駅
閥
的
の生

涯
と作
品
の
軌
跡
そ追
う
こ
と
に

よっ
て、一光
似
文
化
の
神
間
に
迫

ろ
う
と
し
だ

煎枇仰
で
あ
り、
著

者
は
若
手
の
開
制
ザ者
で
あ
る。

元制
作λ
化

窓語に

蛸晶化
し
て

述べ
る
こ

とを活
け、
あ
く
ま
で

閥
的
の
独
自
性
に
こ
だ
わ

る総岐

に
は、
商
院へ
の
州怖い
造簡
と
見

臓が
うか
が
わ
れ
る。

（

教育社・
八
O
O
円）

〈ーア？＞

生活者の

登著

て
こ
そ
百円
ぴ
試
みら
れ
るべ
き
も
の

か
も
し
れ
な
い。

著者
は
「
自
動期
生
活
学」
さ
え

可
能
で
は
な
い
か
と
主
税
し
て、
今

利
次郎
の
視
点
を
現
代
に
生
か
し
て

，
み
せ
て
い
る。
だ
が、
生
活
学
の
提

明
は、
今
利
次郎
な
し
で
も
成
立
す

る牛活
学
を示
すこ
と
に
よっ
て、

は
じ
め
て
現
代
的
純
飛
行
為
とな
る

の
で
は
な
い
か。
メ
ー
カ
ー
的
発銀

に
よ
る
合
問主
銭と
批
判
され
る
こ

と
の
多い
昭
和三
十
年
代
後
半
の
メ

タボ
リ
ズ
ム
巡
動
の
限
唱
省
で
あっ

た
著者に
対
し
て、
わ
れ
わ
れ
は
そ

れ
事期
待
する。
だ
が、
本
貨か
大

き
な
問
題
提起
の慢
で
あ
り、
広
く

読
まれ、
老一
ら
れ
るべ
き
内
容
を

もっ
てい
る
こ
と
は嚇
尖で
あ
る。

（
ド
メ
ス
出
版・
＝一
三
O
O
円）

東大
助
教綬
鈴
木
博
之

系山山

二
年
に
は
考
現
学とい
う
方
法
務柔

践
し
た
こ
と
で
知
られ
る。
彼
の
方

法
は
日
常
の
物
を
対
象
に
し
て、
生

活を
そ
の
全
体に
お
い
て
と
ら
え
よ

う
と
する
も
の
で
あっ
た。
し
か
も

そ
れ
は
「
物
そ
の
も
の
を追
求
する

い
わ
ば
メー
カ
ー－
サ
イ
ド
の
研

究」
で
は
な
く、
「
あ
く
ま
で
も生

活者
の泣
渇か
ら
物
を
み
よ
う
と」

する
も
の
で
あっ
た
と、

結場
の
川

添
氏は
い
う。

カ
HO巳止さすた目F，算、mwカ砂

地
で
い
か
に
受
け
と
ら
れ、
ま
た
笑

尾、崎

秀樹著

現
語、
文
芸
評
論
に
お
い
て、
と

く
に
大
衆
文
学
研
究の
分
野
で、
日出

自
の
位
鐙
そ
占
め
てい
る
隠
附
努樹秀樹氏尾由奇

してσ凶器臥巷庁比お任市

ぅ。
こ
の
よ
う
な
記
者

ま
さ
に
そ
の
前
夜
とh

＋
六
年の
夏、
帰
悶由

共
蔵党
員、
北
林
トェ

で
述
仙刑
され
た
こ
と吋

真相

と
なっ
てい
る。
北廿

宇佐官
滋
に
告
げ
た
の村

で
あっ
た
こ
と
は、
い

確
定
し
た
事
実
と
さ制

が
終

戦直後
は
ご
く問

者
を除
い
て
は、
知同

で
あっ
た。
プル
ゲ一同

仏－
＝一一－
Z
三一一
τ・－e－－一一一一－
z
三
＝一－－－－a
＝一一一－
z－
ニ
＝
＝
＝
z－一一一一－－
z－
三一一－
z－－一一一
＝
z－－一一一一－
z
三一一－－
z
z一一一－－
r－
三一一一
＝－－
ニ
＝
＝
z
ニ
＝＝－－－－－
三一一－
z－
＝
＝
＝
z－
二－一一
＝
＝

て
災

惑通

常子あ
た
り
し
だ
い
に
読

み
は
じ
め
た。
そ
れ
が
日
本
に
お
け
る

股
初
の
小
説
諭
「
小説
神
悩」
の
下
地

に
なっ
た
の
で
あ
る。

正問削
臼
悶
が
リュ
ッ
ク
を返
さ
に
背

負っ
て
い
る
の
事
注
恕
され、
「
も
の

が
裕
ろ
は
きゃ
い
い
だ
ろ
う」
と
平
然

名作こぼれ
ばなし
殿谷
大四著

こ
の
本
は
本
紙
判
刊
の
続
出回
欄
に
述

紙
され
た
短
文
を
集
め
た
も
の
で
あ

著
作
の
過
程
を
浮
き
彫
り

る。
明治、

会止、
昭
利
に
わ
た
る
百

十二
人
の
名
作
を
と
り
あ
げ、
作
品
が

得か
れ
た
動
機、
作
家
の
か
く
れ
たエ

ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
泌っ
て
い
る
？

京大
の

山中仕定っ
た
卸
内
泊
巡
は、

外

人教師
に
「ハ
ム
レッ
ト」
の
試
験

問凶
で
泌
い
点
をつ
け
られ、
発電
し

と
し
て
い
た
とい
う尚
も
紹
介
さ
れ
て

い
る。
大
の
列
車
好き
の
内
田
百
聞
が

戦
後
初活
し
た
「
は
と」
に
乗
り
た
く

て
も
お
金
が
は
い。
大
阪
ま
で
乗
っ

て、一ニ
＋
分後
の
wp作
で
帰京
する
針

副
字以
て
る。
帰っ
て
き
て
窒c
あ
げ

た
の
が、

「特別
阿
房
列車」
で
あっ

井
上
ひ
さ
し
の
世
界

ヲ恒
ニ玄ユ

楼

閣

い
ま 、

中
世
の
秋

中

氏に
とっ
て、
そ
の
原
点
は
や
は
り

著
者の
兄
で
あ
る

尾崎努突民
が
傑

く
か
か
わっ
た
プル
ゲ事
件
で
あ
ろ

う。周
知
の
よ
う
じ、
こ
の
ゾ
ル
ゲ
H

尾
崎
事
件
は、
大
衆混

戦争開戦
の

た。
評判
作
「
殴
流」
の－〕
と
を山岡田
国

士
は、
み
ずか
ら
ダ
メ
な
作
品
と
称

し、
劇
作
家が
本
筋だ
か
ら
と
「
現
代

文法選」
に
入れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ。

そ
の
と
き
編
集
者
だっ
た
著
者
は、
岸

田
の
真
骨
頂
を
見
る。

い
ずれ
の
文意
も、
作
家の
透
徹
し

た
目
が、
俗
人
の

界世」
すよ
う
な一

点
を
臨
視
し、
作
品
を
作
り
あ
げ
て
い

く
過
時か
浮
き
彫
り
に
され
て
興
味
深

い。
単
に
作
家
の
か
く
され
たエ
ピ
ソ

ー
ド
に
止
ま
ら
ず、
独
断
と
偏
見に
み

←っ
てい
る
か
に
見え
る
作
家
た
ち
の
替

動に、

真恕
ぞ
み
ら
ぴく
鎚
を発
見
す

る
こ
とが
で
き
る。
H
文伯

出版局・

一
三
O
O
円

（
自）

李朝向磁新考

井上
ひさし
他著

津村
節
字書

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
首
抱一
首
閥単

見
合い
で
晩
婚
の
彩
子
は、
白

人』
の
若者、
井
上
ひ
さ
し
は、

ろ
の
リ
ー
ダ
ー
シッ
プ
で

家点主ナ

主続制則合乞
代
泌
する
脚
本
家

に
入れ、
プ
ティ
ッ
7経
常
も軌

で
も
あ
る。

本也に
は、
小沢
昭

道
に
乗っ
てい
る。
開
械
の夫
は

一
の
，
しゃ
ぽ
ん
玉
町田e
の
版協
！

子供
を欲
し
が
る
が、
彩
子
は
不

げ
公
泌
「国
総
事
件
殺
人辞
典」

妊
を
ほ
と
ん
ど
気に
か
け
ず
懸
命

の
脚
本、
井
上
と
小
沢
と
の
対

に
働い
て
い
る。
あ
る
日、
外
泊

餓、
井
上
例制に
関
する
併
な
ど

し
た
夫を
問い
つ
め
て
灼外
な
話

が
収
め
ら
れ
て
お
り、

三抽選

を
聞く・：
と
い
う
表
凶
作
の
ほ

鼓
の
似
子e

と称
され
る
著者
を

か、
夫
姉
の
さ
ま
ざ
ま
な
泣
の
終

知
る
た
め
の
絡好
の
旬
だ

とちえ

わ
り
をい拙い
た
七
湖
を
収
似J

ょ
う。
（

白水札・
九
八
O
阿）

〔
毎
日
新
制社・
九
八
O
円）

栂越
孝一著

出川
直樹著

ホ
イ
ヲ
ン
ガ
l
の
名
著
「
中
世

想

都以
来、
臼
本
の
震陶
家

の
秋」
の
あ
と
を
たどっ
て、
著者

は
珍捌
の
白
磁
や
染
付
に
。
忠
由民

は
こ
の
名
著前円
減
の
旅
に
立つ。

の
引t’
を
見て

きたが、
こ
の字

本岱は
そ
の
追
体
験の
旅
を
通
し

削
陶磁
縦に
疑
問
を
提示
才る
の

て、

有者が
感
じ
た
股
史の
，
か
t
が
こ
の
本。
帯
者
は
弱
国
の古
い

ぐ
わ
し
さe
を
え
が
い
て
い
る。

郊
跡や
各
稲
の
工
芸
をつ
ぶ
さ
に

そ
の
他
のエ
ッ
セ
ー
に

も若者
独

銅山ハ
，
隊以
の
粂e
の
主
観性
を

日刊
の
ロ
マ
ン
ティ
シ
ズ
ム
淑つ
燈

鋭く
つ
く。
そ
の

倫旨は
い
わ
ば

史観が
さ
り
げ
なく
制酬
を
の
ぞ
か

客観
性に
製
づ
け
ら
れ、
柳
の
民

せ
て
お
り、
広
畿の
健

史｜文
化

装
諭
全
体に
再
検
討
を
迫
る。
李

の

巡露ー
を
筒
り
か
け
て
く
れ

開
陶似
名
品
凶
抽出

も有益。
（
創

る。
（
小

沢樹脂・
一
回
O
－O
問）

制社

提術出
版・
二
八
O
O
円）



立をめざして 、
精力的な著
作活

永遠不易性」、である 。著者は 、こ ‘

劃を
続りて
きた ・
後学の評者か

れに「工業社会」目「開かれた

らみれば 、中嶋「
現代
中国学」

中国」「にたいする不
適応性」

はすでに「十分に確立して」い

をみる 。もかし同時に 、ζれに

る 。「柔
軟な」「中国語義の
陣穣

「中国
社会に
適合し調和した普

軸」からの「よりリアルな」中

選的妥当性」さえも 、
著者は感

国像の形
成がそ

一

じる ＠

れである 。

山ZZFEz－－EElze－－EEZ

E－EE－－ZE・E・－5215m
uいま、一つの軸

これまでの箸
～

石川サ
J

院
号
目下－
－

一
は 、「聞かれた

者の分析と予見
…

Etp
，I、

3Et
永
t

、
～
中国」への「歴史

4A
－1－、
｝M
L
干4
2
JM

は 、いまもなお
山

司－－d

・’a・

川
的転換」の「不

有効である 。た
～

’
？
、Jtr
r－
C－A
、

ノ
川
可塑性である ＠

；
：
；
：
；

・
・

とえば一九七三
川

1．
C
2h

j召ト
ヨζ
1 E・

I・、
～ ー著者によれば 、

年出版の『現代
…

川
いまや中国政治

中国と国際関
～

i、

合

…
は「決定的な非

係』は 、
十年近
…

著
者
の「
現
代
中
国
学」
～
毛沢
東化」の段

い「時間的経盛
山

川
階に入り 、
「ふ

にさえ耐えら
…

の
到
達
点
を
し

め
す
書
…
たたび毛沢東型

れ」 、
－蓄の「1
山－ZFEz－－zEir－－ZE－－

島
朋

之E・E－～
政治へとは回帰

代中国の歴史

できない」 ・

そして中国をめ

“

本管の成否の

ぐる主要な
国際関係」（第三章

鍵は、との二本の紬が平行線で

1第八章）の記述の「下敷に」

はなく ‘交叉して ”不変の中国u

なる 。

と ，変わる中国aを
連結した中

との
属代中国学」の確立に

国像を描いているかどうかにあ

支えられてζそ 、
著者は「みず

る 。ここに 、若干の疑問を時間じ

からの言論に責任を負う」 、そし

る 。

のために「現時点において乙

そ必要不可欠であるはずの本

来的な文化革命を諮ることそれ

自俸を」 、中国の指導者は「禁

忌してしまっている」 ・とすれ

ば 、「不可逆」なはずの「聞か

れた中国」への道は 、
「
閉ぎさ

れた」ままにならないであろう

ホμ ．これらの娃聞は 、
評者の読み

とみ不足によるのかもしれ江’

ぃ ．水野村山日本の
「到代中
凶研

究」の到達点の一つを示してい

るζとはたしかであり 、一般読

者だけでなく中国時門家にとっ

ても 、必読の笛の一
つであろ

う 。（中公新目 、一一四二頁・四

八O円）（ζじま・ともゆき民

H京都産
業大学助
教授・現代中

国論専攻）
女なかじま・みねお民は東京

外語大教授・国際
関係論導政 。

東京外大事 ．者自にコ現代中

国論」「中国文化大革命」「中

ソ対立と現代」「北京
烈烈」

など 。一九一ニ六（昭和日）年

生 。

たとえば著者は 、非毛沢東化

による「開かれた中国」の進展

を
示唆する 。
毛沢東型政治の

否定だけで 、中国政治の様々
な

問題が解消され 、
「聞かれた中

国」の政治が形成されるのだろ

うか 。
毛沢東裂政治が否定され

ても、
それを許容した一党独裁

制は存続し 、さらにそれらの

「貫徹」を可能にした伝統的な

「民族の共向性」も「不夜的」

に現存している 。にもかかわら

ず 、
毛沢東型政治の復活は 、な

ぜまったく可
能性がないのであ

ろうか 。また著者は 、一方で伝統的な

「民族の共向性」の存続を認め

る 。他方で 、「工業社会」（「聞

かれた中国」）の建設を「逆転

しえない社会的・国家的
要請」

と主張する 。
「工業社会」は

「多様性や合理的な殻適俸制を

木可欠とする」 ＠とζろが 、

pm
適俸制」と対立する「民

族の共同性」が「固定的」に現

存したままである 。
しかも 、

ζのような「旧中国の
翠兄」

て中国政治の「大筋のシナリオ

や底流について川予見しうるの

が当然だ」と断一言できるのであ

る 。本書は 、「現代中国をめぐる諸

問題がほぼ網羅的に解明できる

号日nhu
 

同月n同JV年nノ』nHU
 
nuJv

 
nHd

 
人書士冗－言口〒＋1週

Aの申の朝鮮」（第七回）

『
蒔鍾の長編詩二冊につい

Uれる ・金時鐙は 、なぜ日

」長編詩を書いたか 、いや

」とが出来たか ・
「日本に

日本入がこの土地の社会生

刷かい部分に興味を拡散し

＼のに対して 、
在日朝鮮人

〈学術・
研究・
思想〉

． ． ' 

（..＞－� 

谷川晃一・圏

、

回する 。そして戦争中に日本へ

帰るが 、
横浜事件にひっか凶りら

れて逮捕されひとい拷聞を受け

た 。
灯台社の明石順＝一などとと

もに 、こうしたわれわれにあま

り馴染みのない人物が魅力的に

描かれる 。
金時鍾 、
大河内光

孝 、明石順＝寸
彼らは戦中から

戦後の日本に生き 、
共産党員と

はまた違った冷過を日本の権力

と民衆の双方から受けた ・
著者

は 、
「ある種の戦時民主主義」

本書は 、
新書判であ

るが 、
最近

の著者の
「現代
中国

学」の到達
点呈示して

いる 、とい

ってよい 。
著者は 、

「塗語学

たり得る」「現代中国学」の確

ヰ唱島

中国歴史・社会・国際関係
嶺雄著

本がわが国にも欲しい」という

動機かA4目新しい構想のもとで」

「書き下ろしたものである」 。

「新しい構想」は 、「中国認

識の座標」紬にみられる 。一つ

の紬は 、
現存する「中国社会の

誠

島
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や

ラ

オ

ス
、

ベ

ト

ナ

ム

圏

内

の

反

政

府

勢

力

K

も

支

援

を

行

っ

て

い

る

②

中

国

は

ベ

ト

ナ

ム

を
H

ア

ジ

ア

の

キ

ュ

ー

バ

M

と

み

な

し

て

い

る

①

ベ

ト

ナ

ム

の

側

も

中

国

が

自

国

の

安

全

保

障

K

と

っ

て

今

後

最

大

の

脅

威

だ

と

す

る

基

本

認

識

を

固

定

さ

せ

て

い

る

｜

「
ベ

ト

ナ

ム

が

カ

ン

ボ

ジ

ア

問

題

で

譲

歩

し

て

撤

兵

し

て

も
、

な

ど

の

点

を

指

摘
、

さ

ら

K

中

ソ

和

解

が

生

じ

て

も
、

中

越

間

の

緊

張

緩

和

は

考

え

ら

れ

な

い
」

「

中

越

間

K

新

た

な

戦

争

が

ぽ

っ

発

す

る

可

能

性

も

決

し

て

除

外

で

き

『中国問題』

な

い
」

な

ど

の

見

通

し

を

示

し

て

い

た

が
、

中

越

間

K

は

二

千

年

来

の

激

し

い

敵

対

の

歴

史

が

有

機

的

K

介

在

し

て

い

る

だ

け

に
、

外

部

の

国

際

環

境

の

変

化

と

は

関

係

な

く

中

越

対

立

は

継

続

す

る

と

み

て

い

い
。

た

だ
、

中

園
、

ベ

ト

ナ

ム

が

七

九

年

二

月

の

よ

う

K

正

面

切

っ

て

ぶ

っ

か

hy

合

う

事

態

は

ま

ず

考

え

ら

れ

ず
、

対

立

は

む

し

ろ

中

国

軍

の

ラ

オ

ス

北

部

侵

攻
、

ベ

ト

ナ

ム

圏

内

の

反

政

府

勢

力

支

援
、

国

境

で

の

小

ぜ

hy

合

い

と

い

っ

た

形

で

展

開

す

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

さ

ら

K
、

中

越

両

国

が

領

有

権

を

主

強

し

合

っ

て

い

る

西

沙
、

南

沙

群

島

で

領

有

権

を

め

ぐ

っ

て

対

立

す

る

と

い

う
H

海

の

中

越

対

立

M

の

シ

ナ

リ

オ

も

想

定

で

き

よ

う
。

い

ず

れ

K

せ

よ
、

中

越

対

立

は

今

後

も

長

期

間

続

く

と

み

ら

れ
、

引

き

続

き

東

南

ア

ジ

ア

最

大

の

緊

張

要

因

と

な

る

と

と

だ

ろ

う
。

と

う

し

て
、

東

南

ア

ジ

ア

情

勢

は

中

ソ

関

係

改

善
、
ソ

越

同

盟

の

亀

裂
、

中

越

対

立

の

継

続

と

い

う

三

つ

の

動

き

が

絡

み

合

っ

て

複

雑

な

推

移

を

た

ど

る

も

の

と

み

ら

れ

る
o

（同品目歴中
史． 
社
3』� 

由国
際

係関

中
山鳥
嶺
雄
著

国
際
善
隣
協
会
常
務
理
事

安

達

為
也

と
の
一

冊
を
読
め
ば
現
代
中
国
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
ほ
ぼ
網
縦
的
K
解
明
で
き

る
と
い
う

本
が
わ
が
国
K
も
欲
し
い

、

と
い
う
著
者
の
願
望
が
本
書
の
執
筆
の
動

機
で
あ
る

。

と
の
小
著
の
中
κ

、

中
国
民
族
の
特
質
や
中
国
社
会
の
個
性

、

現
代

中
国
の
歴
史

、

そ
し
て
中
国
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
を
す
べ

て
盛
D

込
ん
で
み
よ
う

と
の
著
書
の
試
み
で
あ
る

。

し
た
が
っ

て
、

中
国
問
題
を
考
え
る
K
当
っ

て
大
い

K
参
考
K
在
る
手
頃
な
著
書
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

序
章

で
は 、

全
世
界
K
た
え
ず
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る

H
中
国

の
特
異
性
H

を
強
調
し
、

中
国
革
命
は
ど
の
よ
う
念
果
実
を
も
た
ら
し
、

中
国
の

民
衆
を
い
か
K
変
革
し
た
か 、

そ
の
担
い
手
で
あ
る
中
国
共
産
党
や
積
年
の
毛
沢

東
政
治
は
い
か
な
る
歴
史
的
役
割
を
は
た
し
て
き
た
か

、

と
い

う
問
題
を
提
起
し

て
い
る

。

観
念
的
な
美
化
や
称
讃
が
い
か
K
中
国
像
を
歪
曲
し
て
き
た
か

、

あ
ま

り
K
固
定
的

、

一

面
的
な
中
国
認
識
K
対
し
、

将
来
中
国
社
会
の
巨
大
な
ダ
イ
ナ

ミ
ッ

ク
ス

と
そ
の
深
測
を
内
在
的
K
と
ら
え
う
る
よ
う
在

、

そ
し
て
中
国
の
将
来

の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
K
も
動
じ
な
い
だ
け
の
柔
軟
で
奥
行
の
あ
る

中
国
認
識
の
座

標
軸
を
構
築
す
る
ζ
と
を
提
唱
し
て
い
る

。

第
一

章

中
国
社
会
の
特
質
で
は 、

そ
の
村
落
共
同
体
と
農
耕
官
僚
性
と
い

う

中
国
民
族
の
属
性
の
ゆ
え
K

、

い
か
な
る
政
治
混
乱
K
も
か
か
わ
ら
ず
中
国
社
会
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東京外国語大学教授中嶋嶺雄著

中 国

一一歴史・社会・国際関係 一一

（中央公論社 昭和57年5月 新古判242頁 480円）

〈紹介にあたって〉

本書は， 中国民族・社会の伝統的特質， 中国現代史， 中国をめぐる国際関係

について相互を関連づけながら解説し， 現代中国の政治的・社会的課題を分析

指摘したもので， 一衣帯水を隔てた隣国でありながら， 今ひとつ把握しきれな

い国， 中国に対する認識を深めるには恰好の書である。

著者の中嶋氏は， 日本人が中国を論ずる際， 何らかの感情を交えがちで， と

もすれば事の真相を見誤りやすいことを指摘し， 自らは冷静かつ客観的な中国

観察を試みており， その観察を通じてなされた中国分析は極めて明快である。

紙幅の都合により一部をダイジェストした。 （木内）

1. 中国認識の座標

顧みると私達日本人の中国認識は， 過度の美化・礼讃と， その裏返しとして
おむね

の極端な誹誘・蔑視とを相互に繰り返すという， 阿りと侮りの往復循環に陥っ

ていると同時に，「同文同種」 の親近感から恋意的・心情的なものが少なくない

ように思われる。 このような認識では， 中国をめぐる数々の問題を解明できな

いばかりか， 中国に政治的・社会的変化が生ずるたびに， 従来の認識がたちま

ちその有効性を失ってしまうことになりかねない。 中国という巨大な国家が国
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際政治の上で極めて重要な存在であること， その巨大な国家が 日本にとっ ては

永遠の隣国であることを考えあわせると， 中国社会の巨大なダイナミックスと

その深淵を内在的にとらえ， かつ中国の将来の変化にも動じない， 柔軟で奥行

のある中国認識の座標軸を構築することが， さしせまっ て重要である。

今日の中国は， 政治的変動があま りに大きいがゆえに分析・観測が困難であ

り， ま してやその変動を予見することなどできないという見方も一部に存在す

るが， 個々の政治的事件はともかくとして， 大筋のシナリオや底流については

予見しうるのが当然だと考える。 そのためには， 中国についての広範な知識，

深い研究， 情報・データの収集・検索も勿論だが， より根本的には中国分析の

方法論を身につけること， 中国の政治文化・中国民族の発想の特異性・中国社

会の伝統的諸特徴を知ることが必要である。 たとえばf人民日報Jを情報とし

て利用する場合には， この機関紙が， 宣伝・教化のためのメディアであること，

中国共産党内部に闘争が存在する時は， 権力中枢を掌握している側の勢力の意

見を代弁するものであること， 従っ て中国社会の全体的意見を反映したものと

はかぎらないことに注意しておく必要がある。 ま た， 中国的発想、には一種の逆

説性があり， 党が「わが国は現在最も安定している」 と語っ た時期こそ， 実は

政治的に極めて不安定かつ深刻な状況にあったことを示す事例が数多く存在す

ることも忘れてはならない。

そして何よりも重要なのは， 中国の事態を評価する場合には， 一種のバラン

ス感覚において常識的に考えてみるということである。 たとえば， 中国社会の

マイナス面すべてが「四人組」に帰せられていた時期， 中国の民衆の中に， そ

の「四人組Jを最高指導者とした毛沢東・共産党に対する疑念もま た生じてい

ただろうことは， 常識的に考えてみれば気づくはずである。 そのことに気づけ

ば， 今 日の中国において非毛沢東化が進行しているという事態が容易に理解で
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きるし， そのような事態の到来の可能性を予見することもできただろう。

2. 「閉ざされた中国Jから「聞かれた中国」へ

中華人民共和国の政治史は， 大づかみに言えば， 毛沢東に代表される急速な

社会主義化を志向する急進派と郡小平らに代表される現実主義的な穏歩派との

政策対立・奪権闘争の歴史であり， この両派が交互に権力中枢を掌握して右か

ら左， 左から右へと内政の基調が大きく揺れ動いた激動の歴史であった。「文化

大革命」から「四人組批判」 「毛批判J「四つの現代化」へと至ったここ20年程

の中国の内政変動払 両派の対立によるものである。 「文革」 以前の6年程は，

「穏歩派jが政治制度・党内機構の重要なポストを押え， 現実主義的な政策を

推進していたが， こうした状況に危機感を抱いた毛沢東は， 大衆特に青年に直

接呼びかけて大規模な反穏歩の大衆運動を喚起して奪権をはかった。 この， 毛

沢東独特の政治戦略すなわち， 大衆運動のエネノレギーを利用して， 制度機構と

いった秩序を破壊する形， いうなれば非合法的な「革命jの形式で権力を取り

戻したのが， 「文化大革命jであった。 しかしこの後， 毛沢東の死を契機として

流れは全く逆転し， 都小平を筆頭とする反文革派が再びリーダーシップを奪い

返した。 反文革派は， 毛沢東政治・文化大革命の後遺症である社会的・経済的

混乱の収拾につとめ， イデオロギーによる大衆運動を原動力とした急激な社会

主義化路線を改めて， 制度・機構の整備による秩序だった社会主義化のプログ

ラムを定めた。 そして， 工業体系・国民経済体系を建設するという「四つの現

代化J， 非毛沢東化の推進を国家目標として， 今 日の都小平＝胡耀邦体制への基

盤を整えたのであった。

この今 日の中国が， ふたたび激動の政治過程をくりかえし右から左へと大き

く揺れ動くことがあるだろうか。 私は， 大局的に見た場合， 将来中国の内政の
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基調がふたたび大きく変動することはないだろうと考えている。 文革の挫折以

来の現実主義的潮流， 工業体系を確立し， 長期的安定的経済体制を建設するとい

う「四つの現代化Jの方向は， 今日の中国にとってもはや逆転しえない社会的・

国家的要請だからである。 こうした要請は， 中国の対外関係をより聞かれた安

定性において求めることへつながってゆき， 「閉ざされた中国」から「聞かれた

中国」への変質を余儀なくする。 その結果中国は， 工業化された外国と自国と

の格差をま すま す切実に認識することになる。 外部世界の現実を知れば知るほ

ど， 大衆も， 「貧困のユートピア」を夢みた毛沢東型「革命J によっては， 2度

と熱狂することはないであろう。 今日の中国は， すでにPoint of No Return （後

戻りできない地点）を通過したのである。

3. 現代中国の課題

「四つの現代化」 という国家目標をようやく設定した中国が経済的・社会的発

展をとげるためには， 解決すべき多くの困難・矛盾が存在しているが， なかで

も農業と農村の問題は， 依然として人口の80%が農民といわれる農業国， 中国

にとってどうしても避けて通ることのできない課題である。 そこでま ず必要と

なるのは， 農業集団化そのものの再検討であろう。 毛沢東によって画一的に集

団化された農業をいかに制度的に再編するか， 中国にとっての最適良業形態の

発見を大胆に志向しうるかどうか， そして中国農村社会から失われてしま った

道教的 自由放任・精神的安息をいかに復活させるかにこそ， 未来へのカギがあ

るように思われる。 これらが成功した時， そして， ようやく中国が試行しつつ

ある各省の分権的・独立的な 自主がさらに省ごとの競争関係へ大きく発展し，

同時に社会主義的民主主義の制度的保障が確立されてゆくとき，中国は初めて，

社会主義的近代化のための中国独自の形態を探し当てうるだろう。
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こうした状況のなかで， 中国大陸沿岸諸省を中 心とする工業基地建設が， 台

湾， 香港などとの経済的競合や交流のもとに進捗し， 華僑資本が広範かつ安定

的に投下されるならば， 一省ま たは数省の工業化の実験的成功が中国社会全体

に大きなインパクトを与えることも可能であるかもしれない。 いずれにせよ，

ま だま だ前途は厳しいといわねばならず， 中国はいよいよ「開カ亙れた中国」 へ

の本格的な試練に直面せざるをえないのではなかろうか。

「聞かれた中国」へのプロセスにおいては， 中国民族・社会の閉鎖的特質，「外

国嫌い」の反動であろうか，「外国崇拝」の風潮， それによる病的現象が社会内

部にはびこっている。 このような時期に中国にとっ て必要不可欠なのは， 社会

主義と資本主義との，中国社会と外部世界との，そして伝統と現代との文化的・

文明史的角逐と苦闘， そして相互穆透とその超克過程であり， そこに派生する

諸問題（「外国崇拝」「文化汚染」といった外部からのインプットによって生じる問題や，

「日和見主義J「官僚主義」といった内在的問題）を， 理論的にも思想的にも克服して

ゆくための， ま さに本来的な意味での文化大革命のプロセスにほかならないは

ずである。

このように， 克服すべき多くの困難が横たわっ ているとはいえ， 中国があら

ゆる点で国際社会における吸引力を有していること， つねに大胆な世界戦略を

保持しつづけるであろうことを考えると， 中国はやはり侮りがたい巨大な存在

である。 私達は内政面のみならず， 国際社会における中国の将来につねに注目

し， 中国問題をより深い次元において考えつづけてゆかねばならないだろう。

-22-



No. 537 

57. 12. 1 . 

昭和57年12月l日発行 No. 537 （毎月2同l日 ・15日発行）

昭和110年6月14日第3符；郵便物認可

0日本は没落するか
ー欧米と ど う巡うー

小林 良彰………l

0モチベーション
必Jj：‘ ff夫 一・ ・ ・・ 6 

0重役責任
一取締役は ど 乙 ま で リ ス ク を負 う べ き か一

LI二易 紛彦……ー・ ·12 

0中国
一歴史・社会・凶際関係一

ljJ嶋 母i雄 一一…18

0最近の所論から … ……・ . . .  z3 



は
解
体
し
左
い

と
指
摘
し

て
い
る

。

第
二
章

革
命
と
伝
統
の
中
で
は

、

三
千
有
余
年
を
刻
ん
で
き
た
社
会
が

、

わ

ず
か
三
十
年
間
の
社
会
主
義
的
建
設
の
過
程
で
そ
の
伝
統
や
民
族
的 、

文
化
的
個

性
を
完
全
K
変
革
し
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
と
ほ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
と
結
ん

で
い
る

。

第
三
章

中
国
草
命
の
軌
跡
で
は

、

辛
亥
革
命
以
来
の
革
命
の
歴
史
を
分
析
し 、

毛
沢
東
の
「
貧
困
の
ユ

ー
ト
ピ
ア
」

、

そ
の
中
の
軍
事
思
想
と
強
烈
な
ナ
シ
ョ

ナ

リ
ズ
ム
の
本
質
を
解
明
し

て
い
る

。

第
四
章

中
国
人
民
共
和
国
の
歩
み
で
は

、

毛
沢
東
型
社
会
主
義
建
設
以
後 、

非
毛
沢
東
化
「
聞
か
れ
た
中
国
」

の
旋
回
等
の
歴
史
の
中
で

、

ま
た

、

中
国
を
と

り
ま
く
国
際
環
境
の
変
化
の
中
で
今
日
の
巨
大
な
転
換
は

、

社
会
主
義
の
諸
原
則

K
抵
触
す
る
も
の
で

、

中
国
が
今
後
毛
沢
東
政
治
と
の
訣
別
を
い
か
な
る
未
来
へ

と
切
り
開
い
て
ゆ
く

の
か

、

き
わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
と
を
指
摘
し
て
い
る

。

第
五
章

中
ソ
対
立
の
現
代
で
は

、

一

般
的
K
は

、

中
・

ソ
の
一

枚
岩
的
団
結

と
い

う
神
話
K
と
hy

つ
か
れ
て
い
た
が 、

そ
の
後 、

中
・

ソ
対
立
の
歴
史
を
克
明

K
追
い

、

中
・

ソ
関
係
の
将
来
を
展
望
す
る
た
め
K

、

中
・

ソ
対
立
K
関
す
る
理

論
的
・

方
浪
論
的
な
枠
組
を
提
示
し
て
い
る

。

結
論
と
し
て

、

対
立
と
依
存
を
繰

り
返
し
て
い
る
が

、

中
・

ソ
問
が
や
は
り

社
会
主
義
国
同
士
の
関
係
と
し
て
将
来

改
善
さ
れ
る
可
能
性
は

、

国
際
共
産
運
動
k
b
け
る
中
国
共
産
党
の
兄
弟
関
係
の

将
来
の
変
化
と
と
も
K
論
理
的
K
も 、

実
際
的
K
も
高
ま
っ

て
き
て
い
る
と
展
望

し
て
い
る

。

米
中
関
係
の
歴
史
的
展
開
で
は

、

米
中
対
決
と
ア
ジ
ア
の
冷
戦 、

ク
ゾ
ン
H
キ
ッ

シ
ン
ジ
ャ
ー

路
線
K
よ
る
米
中
関
係
の
転
換 、

そ
れ
K
よ
る
日
中

国
交
の
樹
立
促
進 、

最
近
の
レ
ー
ガ
ン

政
権
と
台
湾
問
題
等
を
記
し 、

米
中
関
係

と
中
ソ
関
係
の
将
来
は
国
際
政
治
の
重
要
な
テ
l

マ

と
し

て
い
る

。

第
七
草

ア
ジ
ア
の
現
実
と
中
国
で
は

、

ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
か
ら
撤
退
の
あ

と
の
「
ア
ジ
ア
集
団
安
保
構
想
」

と
し

て
の
ソ
速
の
ア
ジ
ア
政
策
K
対
し
、

第
六
章

中

国
的
世
界
秩
序
」

の
重
層
的
K
交
錯
し

て
い
る
事
実
を
指
摘
し
、

今
日
の
ア
ジ
ア

諸
国
K
は 、

そ
ζ
K
広
が
る
「

中
国
の
影
」

の
も
と
で
H

真
の

脅
威
は
中
国
で
あ

る
。

と
い

う
不
安
感
が
広
範
K
潜
在
し

て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し

て
い
る

。

第
八
章

日
中
関
係
の
過
去
と
現
在
で
は

、

日
中
民
族
の
異
質
性
の
認
識
の
必

要
を
ま
づ
取
b
あ
げ 、

明
治
維
新
以
来
の
日
中
関
係
の
歴
史

、

な
ら
び
K
戦
後
中

国
の
日
本
k
b
け
る
反
米
斗
争
支
援
の
時
期
か
ら
日
中
関
係
断
絶 、

そ
の
後
の
日

中
友
好
の
過
熱
ム
l
ド
と
な
っ

た
中
国
側
の
要
因
を
分
析
す
る
と
と
も
K
日
中
友

好
平
和
条
約
締
結
の
覇
権
条
項
の
意
味
す
る
と
ζ
ろ
を
解
明
し
、

ζ
の
条
約
の

締

結
は
ソ
速
の
侵
出

、

カ
ン
ボ
ヂ
ヤ
問
題
等
今
日
の
国
際
濠
境
を
「

新
し

い
冷
戦
」

へ
と
大
き
く

変
化
さ
せ
た
重
要
左
原
因
で
は
な
い
か
と
指
摘
し

て
い
る

。

終
章

現
代
中
国
の
課
題
で
は

、

今
日
の
中
国
は
「
関
さ
れ
た
中
国
」

か
ら

「
聞
か
れ
た
中
国
」

へ
の
船舶
陸
を
開
始
し

て
い
る

。

中
国
の
当
面
の
選
択
肢
は

l

ソ
連
型
社
会
主
義
K
回
帰
す
る
か

2

資
本
主
義
的
な
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
導
入
し
た
「
ユ
l
ゴ
l

モ
デ
ル
」

K

す
を
か

の
二
つ
で
あ
る

。

現
在
で
は
後
者
の
方
向
K
進
ん
で
い
る
が 、

ユ

ー
ゴ
の
よ
う
な

民
主
主
義
的
政
治
シ
ス

テ
ム

は
中
国
の
政
治
文
化
κ
も
っ

と
も
な
じ
み
K
〈

い

も

の
で
あ
る

。

-2 9 -

一

中
国
社
会
主
義
の
根
本
的
ボ
ト

ル
ネ
ッ

ク
で
あ
る
農
業
と
農
村
で
は

川

農
業
集
団
化
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
必
要
な
い
か

山

中
国
革
命
が
儒
教
的
経
捨
を
打
破
し 、

道
教
的
原
理
を
拒
否
し
た
と
と
は

中
国
農
村
の
民
族
性
を
損
い
生
活
の
活
力
を
失
わ
し
め
て
い
な
い
か

を
指
摘
し
、

ま
た

、

国
際
問
題
で
は

、

郎
小
平
副
総
理
が
「
中
国
K
と
っ

て
は
日

中
関
係
は
世
界
戦
略
の
一

環
で
す
」

と
い
っ

た
言
葉
を
記
憶
K
と
ど
め
て
訟
〈
べ

き
で
あ
る
う
と
結
ん
で
い
る

。
（

中
央
公
論
社
発
行
中
公
新
書

定
価

四
八
O
円
）
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iこのふ
れ
を
解
現
し
よ
うと
し
た
部
分で

あ
る。
従
来の
よ
うに、
革
命
と

か
社
会
主
義
と
かい
う
視
点
か
ら

だ
け
で
は
現
代
中
国の
苦
悩
を
知

る
と
と
は
で
き
ない。

た
と
え
ば
中
国
農
村
に
は
血
縁

（
宗
族）
・
地
縁
（
同
郷）
集
団

と
し
て
の
共
同
体
｜｜
族
長の
家

父
長
的
事
制と
家
産
均
分
主
義
を

特
徴と
す
る
ーーが
残
さ
れ
て
お

り、
ζ
の
共
同
体
原
理
位、
都
市

の
ギル
ド、
同
郷・
同
族
集
団、

隣
保
集
団、
秘
密
結
社、
官
僚
集

団、
政
治
集
団、
軍
人
の
集
団
を

も
貫い
て
い
る。

ζ
の
古
き
中
国
をい
か
に
克
服

固
辞
典
・

事
典
圃・
i
l
i－－

リ・
ヨ
訳
の
威
と
析
P
ゆ
o臨
も
説
組
は
な
）
一

頃

ィ
＝
関
権。
分
信
ら

加
を
解
社
異
泥
社
一

事
ユ
峰崎
出回
る
た
用
与
あ
D
践
に
量
差
考
間一

年
ギ
房
信
す
っ
信
に
る
の
知
易
4a
の
参
話相
一

一程
＆

与
関
か
’
別
す
カ
と
平
札
少
で
済
一

回程
グ
回
は
に
な
し
回世
間
uy
験
亡
品
多
つ
経
．

業

γ
森
務
れ
は
集
殺
に
メ
経
的
法
て
と
本
一

企
V
／
祭
と
に
収
産
揚
ア
た
践
の
い
に
日一

。
デ
箸
査
’
国
を
’
業
た
き
笑
本
つ
人

J1
レ
＝
審
が
が
報
し
査
き
て
を
日
に
る
同

J
t
ト
・の
る
我
情
発
審
て
し
容
と
ど
わ
聞

夕
て
イ
め
あ
で
用
開
’
し
m
内
カ
な
携
ω

『
ド
ナ
た
で
ま
信
を
め
究
蓄
の
9
方
に
（
一

ル
王
の
務
・れ
’
法
わ
研
ら
務
メ
り
務

一

ロ
E
止
薬
と
来
手
き
を
自
業
ア
あ
祭
。
…

ハ
ン
肪
き
は
以
や
見
策
が
査
。
の
査
い
一

生
ベ
ル
年
き
を
応
じ
審
る
際
審
き
一

発
う
ア
剖
緩
い
対
h
の
あ
綴
信
大
一

緒
い
品
問
手
合
の
t
迎
でと
与
は
個

慨
も
ニ
’
U
皮
へ
崎
町「
の
任
’
ろ
一

良
と
マ
は
め
の
面
舵
’
も
賓
が
ζ

不
命
る
本
た
ク
局
d
に
た
・
る
と
－

す
る
か
が、
中
国
指
湾
者
た
ちの

最
大の
課
題
だっ
た
し、
今
も
そ

うで
あ
る。
故
毛
沢
東
主
席が
発

動
し
た
「
大
躍
進」
「
文
化
大
革

命」
も
そ
れ
が
大
き
な
狙い
だっ

た
が
見
事に
失
敗
し
た。

で
ほ
お
氏は
ζ
れ
に
ど
の
よ
う

－
に
銚
減
し
よ
うと
し
て
い
る
の

か。
そ
の
見通
し
は：：：。
克
服

の
道
に
つ
い
て
著
者
も
ま
だ
明
快

な
回
答
を
明
示で
き
ない
で
い
る

よ
う
だ。

し
か
し
「
中
国
とい
う
永
遠の

伝
統
社
会に
とっ
て、
その
（
愛

村
の
伝
統
的
共
同
体
な
ど
の）
変

革
は
容
易
な
ら
ざ
る
課
題
で
あ

る。
そ
れ
ゆ
え
に、
中
国
とい
う

こ
の
た
ぐい
稀
な
る
歴
史
的
な
社・

会
と
国
家
を
詰
ず
る
に
あ
たっ
て

の
重
要
な
課
題
は、
革
命と
伝
統

と
の
捻
抗と
格
闘
が
織
り
成
す
ダ

イ
ナ
ミ7
ク
ス
を、
ど
の
よ
う
な

視
座
に
おい
て
統一
的に
と
ら
え

るべ
き
か
とい
う
問
題
で
あ
ろ

う」
とい
う
著
者の
視
点
は
新
鮮

で
あ
り
鋭い。
今
後の
著
者の
研

究
成
果
が
期
待
さ
れ
る。

な
お、
伝
統
中
国
と
外
交と
の

関
連で
興
味
深い
の
は、
中
国の

，
五
股
説H
とい
う
世
界
秩
序
観

〈M’

を
紹
介
し
た
件で
あ
る。
P
五
服

説H
と
は
「
世
界の
中
心
と
し
て

i：

 

．

 

の
中
国
（
中
華〉
の
周
辺
に
は、

都か
ら
五
百
恩一
ど
と
の
短
鯵
に
し

た
がっ
て
中
華
玉
弱に
服
従
すべ

き
国々
が
五
つ
の
ラ
ン
ク
に
区
分

さ
れ
てい
た。
そ
し
て
距
離
に
応

じ
た
袋一線の
度
合い
に
よっ
て
中

華
帝
国へ
の
靭
買
の
回
数が
異
な

り、
ま
た
帝
国
に
よ
る
支
配・
統

制
・ない
し
支
援の
漫
淡
が
異
な

る」
と
い
う
も
の
で
あ
る。

近
隣の
東
南
ア
諸
国
は、
こ
う

し
た
中
国
外
交の
伝
統
を
H
アル

に
知っ
て
h
る。
そ
の
点、
中
国

の
外
交
を
見
詰
め
る
わ
が
国の
自

に
甘
さ
は
ない
だ
ろ
う
か。
（
Y）

（
中
公
新
谷
四
八
O
同）

グ

経

営

情

報
d
の

在

り

方

を

示

唆

『
ト
ッ
プ
の
情
報
学
』

－｜集
め
る・
選
ぶ・
活か
す・
捨て
る

企
業
経
営と
は、
企
業
を
敬
り

飯
塚

昭
男

著

資
源
を
配
し
て
働
き
か
け
る
営
為

で
あ
る。
従っ
て
環
境に
関
す
る

「
情
報」へ
の
姿
勢は
経
営
者の
生

命
と
もい
うべ
き
もの
で
あ
る。

・
本
容は、
箸
者の
経
営ジ
ャ
ー

ナ
9ス
ト
と
し
て
の
こ
O
年
を
超

え
るフ
ィ
ール
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ

......... ・ー

室”より“質”の充実をめざす総合オペいター
海運日本の中核として、海運業ひとすじに竪笑な歩みをつづけ、

産業と生活を支えている昭和海運。1980年代一一一一”量”より鍋質”

の充実をめざす総合オペレーター・昭和海運では、 新時代に即 日召 浮ロ洛i重
した輸送体制て＼ いっそ7の安全運航とサービスの向上をめざ ー ー ・ 一 一
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