
中
ゾ

和
解
と
現
代
社
会
主
義

中
ソ
和
解
の
歴
史
的性
格

一
九
五
0
年代
の
「
中
ソ一
枚
岩」

神話
が
崩
域
し
た
あ
と、
六

O｜

七
0
年
代
を
通
じ
て
中
ソ
対
立
は
深
刻
化
の一
途
を
た
ど
り、
「
中
ソ
冷

戦」
と
も
思
わ
れ
る
国
際
環境
が
出
現
し
た
だ
け
に、

今度
は
「
永
遠
の

中
ソ

対立』
と
い
う
新
し
い
神
話
が
広
範
に
生
成
し
た。
一
九
七
八
年
夏

の
日
中
平
和
友
好
条
約
が、
「
覇
権」
条
項
入
り
で
締
結
さ
れ
た
頃
の
わ

が
国
の一
般
的
な
対
中
対
ソ・
パ
l
セ
プ
シ
ョ
ン
は、
そ
の
よ
う
な
新
し

い
神
話
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う。
今
日
の
ソ
連
を
「
社
会
帝
国

主
義」
だ
と
見
な
し、
そ
の
よ
う
な
国
家
の
対
外
行
動
が
ほ
か
は
ら
ぬ

「覇
権
主
義」
な
の
だ
と
規
定
し
て、
わ
が
国
と
の
条
約
に
「
覇
権」
条

項
の
婦
人
を
執
劫
に
求
め
た
中
国
が、
内
政
上
の
非
毛
沢
東
化

（
む
今
宮
8
5
52）
に
と
も
は
っ
て、
毛
沢
東
型
対
ソ
認
識
か
ら
脱

中
嶋
嶺
雄

却
し、
今
日
で
は
「
社
会
帝
国
主
毅」

「覇
権
主
毅」
と
い
っ
た
規
定
を

一
切
排
除
し
た
ば
か
り
か、
中
ソ

和解
に
向
け
て
大
き
く
旋
回
し
つ
つ
あ

る
状
況
は
ど
は、
当
時
は一
般
に
ほ
と
ん
ど
予
測
さ
れ
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る。

-5ー

私
は
従
来
か
ら、
中
ソ
対
立
の
歴
史
的
な
起
源
の
根
深
さ
を
強
調
し
つ

つ
も、
同
時
に、
社
会
主
義
の
国
際
関
係
と
し
て
の
中
ソ
聞
に
は
つ
ね
に

復
原
力
が
働
く
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
（
拙
箸
『
中
ソ
対
立

と
現

代｜l戦
後
ア
ジ
ア
の
再
考
答
中
央
公
論
社
〈
国
際
環
境

慈恵、
一

九
七
八
年て
で
は一
体、
今
日
の
中
ソ
和
解
の
本
質
は、
中
ソ
両
社
会

主
義
大
国
が
中
ソ
対
立
と
い
う
異
常
な
二
国
間
関係
を
消
算
し
正
常化
し

て
国
際
主
義
の
立
場
に
立
ち
戻
り、
社
会
主
義
の

対外的
な
力
量
を
存
分

に
発
捕
す
る
と
い
っ
た

積極的
な
歴
史
的
意味
を
反
映
し
た
も
の
は
の
で

あ
ろ
う
か。
否
で
あ
る。
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そ

の

よ

う

な

社

会

主

義
の

国

際関係

を

誇

示

し

得
る

ど

こ

ろ

か
、

中
ソ

両

社

会

主

義

大

国

が

当面

す

る

内

政

上

の

矛

盾

や

社

会

的

危

機
の

ゆ

え

に
、

い

ま

や

中
ソ

双

方

は

社

会

主

義体制

を

維持

す

る

た

め

に

も

対

立

を

回

避

せ

ざ

る

を

得
す
、

相

互

依

存

関

係

を

強

化

し

て

ゆ

か

ね

ば

な

ら

な

く

な

り

つ

つ

あ

り
、

一

口

に

言
え

ば
、

対

立

な

ど

し

て

い

ら

れ

な

く

な

り
つ

つ

あ

る

の

だ

と

い

え

よ

う
。

従
っ

て
、

中

ソ

和

解
の

進

展

は
、

全

般

的
に

東

ユ

ー

ラ

シ

ア

の

国

際

緊張
の

緩和を

促

進

せ

ざ

る

を

得
す
、

西側諸国
の

一

部

で

懸

念

さ

れ

て

い

る

よ

う

な

H

脅威H

を

形成

す

る

も

の

と

は

必

ず

し

も
号一
早
え

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る
。

今

日
の

ア

ジ

ア

の

緊張

を

も

た

ら

し

た

大

き

な

要

因

は
、

ソ

連
の

著

し

い

軍備増強

政

策
に

あ

ろ

う

が
、

し

か

も

ソ

連
の

こ

う

し

た

政

策
の

源

泉

に

は
、

一

九

七

0

年代
の

米中接近

と
、

さ

ら

に

米
・

日
・

中
の

太

平

洋

横

断

的

な

連

携

に

対

す

る

ソ

連
の

過

大

評

価

な

い

し

は

過

剰

反

応

が

あ
っ

た

と

思

わ

れ

る
。

特

に
、

反

弱権」

条

項

入

り

の

日

中

平和友好条約

の

締結

は
、

日

中

関

係
の

緊密

化

を

も

た

ら

し

た

反

面、

ソ

連
の

対
ア

ジ

ア

政響乞

大
い

に

活

性

化

さ

せ
、

極

東
に

お

け

る

ソ

連
の

軍備拡

大

や

ソ

越

条約締結を

も

た

ら

し
、

結

果

的
に

ア

ジ

ア

全

域
の

国

際関係

を

著

し

〈

緊

張

さ

せ

る

こ

と

に

な
っ

た

と

い

え

よ

う
。

．

と

こ

ろ

で
、

今

日
の

ア

ジ

ア

の

国

際

環境
は
、

中
ソ

接

近
の

動

き

に

よ

っ

て

再

び

大

き

く

転

回

し
つ

つ

あ

る
。

ソ

連

は
、

プ

レ

ジ

ネ
フ

政権末期

以

来、

積極的
に

中
ソ

関係
の

改善

を

呼

び

か

け

て

き

た

が
、

一

方

中

国

も、

毛

沢

東路

線
か

ら

の

脱

却

を

進

め

る

中

で
、

そ

れ

ま

で

の

対
ソ

認

識

を

根

本

的
に

改

め
つ

つ

あ

り、

中
ソ

の

和

解
は
、

様
々

な

レ

ベ

ル

で

将

来

さ

ら

に

進

捗

す

る

で

あ

ろ

う
。

だ

と

す

れ

ば
、

ア

ジ

ア

の

国

際緊

張
の
一

つ

の

重

大

な

形成

要因

が

解

消

さ

れ

る

の

で

あ

る

か

ら、

「

中
ソ

冷戦」

に

由

来

す

る

ア

ジ

ア

の

緊

張

は

大

き

く

緩和

す

る

も

の

と

見

な

け

れ

ば

な

る

ま

い
。

し

か

し
、

今

日
の

中
ソ

和解
は
、

そ

の

よ

う

な

国

際政治上
の

ド

ラ

マ

と

し

て

の

み

な

ら

ず、

社

会

主

義
の

存立
の

う

え

か

ら

も、

不

可避
の

方

向だ

と

い

え

よ

う
。

な

ぜ

な

ら、

そ

れ

ほ

ど

ま

で

に
、

現代
の

社

会

主

義

は

深

刻

な

傷を

負
っ

て

い

る

か

ら

で

あ

る
。

本

年

は
、

ベ

ト

ナ
ム

「

解放』

十

周

年

で

あ

り
、

ベ

ト

ナ
ム

戦争
の

終

結

は
、

ベ

ト

ナ

ム

社

会

主

義

革

命
の

第
二

段

階
の

閉

幕

を

意

味

し

た

が

（
こ
の
よ
う
な
視
点
に
つ
い
て
は、

拙
稿
「

露骨r

神
話
が
残
し
た
負
の
遺

産」、
町
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル』
一
九
八
五
年
五
月
三
日
号、

参
照）、

ベ
ト
ナ

ム

社

会

主

義

お

よ

び

イ
ン

ド

シ

ナ

半島
の

今

日
の

現

実
は
、

現代
に

お

い

て

は

社会主義革命

が

も

は

や

民

衆
の

救

済
に

も

歴

史
の

進

歩
に

も
つ

な

が

ら

な

い

こ

と

を、

わ

れ

わ

れ

の

眼

前

で

証

明

し

て

し

ま
っ

た

よ

う

に

思

わ

れ

る
。

周

知
の

よ

う

に

ベ

ト

ナ
ム

戦争
は
、

中国革命

に

も

匹

敵

す

る

三

O

年

と

い

う

長期
の

圏内裏叩戦争

で

あ
っ

た
。

そ

の

中

園

芸
叩
の

結果生

ま

れ

た

社

会

主

義
の

中

華人

民

共

和

国

は
、

い

ま

よ

う

や

く

「

毛

沢

東

思

-6ー



中ソ和解と現代社会主義

想」

の

呪

縛

か

ら

解

き

放

た

れ

て

新

し

い

H

離陸H

を

開

始

し

た

ば

か

り

で

あ

る

と

は

い

え
、

H

革

命
H

と

い

う

ロ

マ

ン

に

比

し

て
、

そ

の

代

価

と

負
の

遺

産

が

あ

ま

り

に

も

重

く

大

き

い

こ

と

を

過

去
三

十

五

年
の

社

会

主

義

建

設
の

過

程

が

赤

裸
々

に

示

し

た

が
、

中

国革命
の

勝

利

か

ら

四

半世

紀
の

う

ち

に

達

成

さ

れ

た

ベ

ト

ナ
ム

革命
は
、

で

は

過

去
一

O

年
の

聞
に

一

体

何

を

残

し

た

か
。

大

量

の

難

民
（

ポ

l

ト
ピ

l

プ

ル
）

を

輩出

し

た

う

え

に

厳

し

い

経

済

的

困

難

と

社

会

的

混

沌

を

招

来

し

て

い

る

ば

か

り

か
、

さ

ら

に

は

ベ

ト

ナ

ム

党

働

党
（

現

共

産

売
）

も

か

つ

て

は

称

賛

し

て

い

た

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

ポ

ル

ポ

ト

政

権

は
、

三

OO

万

と

も
い

わ

れ

る

大

虐

殺
の

悲

惨

を

革命
と

社

会

主

義
の

名
に

お

い

て

歴

史
に

刻

ん

だ

の

で

あ

る
。

い

ず

れ

に

せ

よ
、

ベ

ト

ナ
ム

革命
一

O

年
の

歴

史

的

現

実
は
、

ベ

ト

ナ

ム

の

「解放一

と

い

う

神

話

を

い

ま

や

大

き

く

打

ち

砕
い

て

し

ま
っ

た
。

か

つ

て

世

界
の

進悲酌

な

知

性
が

共

鳴

し

た
一

九

三

0年代
の

人

民戦線

が

ス

タ

ー

リ

ン

主

義
に

踏

み

に

じ

ら

れ
、

ス

タ

ー

リ

ン

主

義
へ

の

代替

と

し

て

現代芸叩
の

救

済
の

糧

と

い

わ

れ

た

「

毛

沢

東

思想」

が

文

化

大

革

命
の

悲

劇

を

わ

れ

わ

れ

の

同

時

代

史
に

深

く

刻

印

し

た

あ

と

に
、

い

ま

ベ

ト

ナ
ム

革命
一

O

年
の

現

実
は
、

現代
の

社会主義革命

を

歴

史
の

進歩

と

し

て

軽
々

に

語

る

こ

と
へ

の

最後的

な

清

算

を

迫
っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か
。

私

は

こ

の

点

に

つ

い

て

最

近、

「
ベ

ト

ナ

ム

革命
は

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

生

ま

れ

た

マ

ル

ク

ス

主

義が

ロ

シ

ア

と

い

う
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

辺

境
に

開

花

し
、

四

半世紀経
っ

て

マ

ル

ク

ス

自

身

も
そ

の

射

程
に

考

え

た

こ

と

も

な

か
っ

た

東洋的専制と

ア

ジ

ア

的

停滞
の

舞

台
・

中

国
に

ま

で

東漸

し
、

さ

ら

に

四

半世紀

を

経

て
、

東南

ア

ジ

ア

地

帯
の

旧

植

民

地
に

ま

で

波

及

し

た

の

だ

が
、

今

日
の

イ
ン

ド

シ

ナ

情

勢

と
ベ

ト

ナ
ム

社

会

主

義
の

現

実
は
、

マ

ル

ク

ス

主

義
の

現

代革命
が

歴

史
の

進

歩
に

も

は

や

直

結

し

な

い

こ

と

を

証

明

し

て

し

ま
っ

た

よ

う

に

思

わ

れ

る
」

と

も

書
い

た

（

前掲拙

稿）
。

こ

う

し

て

十

九

世紀
の

思

想

と

し

て

の

マ

ル

ク

ス

主

義
が

ニ

O世紀
に

お

け

る

革命
と

社

会

主

義
の

実

験

を

経

て
、

い

よ

い

よ

二

十
一

世紀

を

迎

え

る

に

い

た
っ

て

完

全

に

歴

史

的

な

使

命

を

終

え

よ

う

と

し

て

い

る

と

き
、

中
ソ

和解
は
、

も

し

も

中
ソ

両

社

会

主

義

国

が

マ

ル

ク

ス

主

義
に

よ

る

建

国
の

理

念

を

結

局
は

当面保守

せ

ざ

る

を

得

な

い

か

ぎ

り
、

一

つ

の

歴

史

的

必

然

な

の

だ

と

も
い

え

よ

う
。

つ

ま

り
、

今

日
の

中
ソ

和解
は
、

社

会

主

義
の

H

強

さ
H

の

反

映

で

は

な

く
、

そ

の

H

弱

さ
H

の

表

現
に

ほ

か

な

ら

な

い

と

い

う

側

面

を

も
っ

て

い

る

こ

と

を

指摘

せ

ざ

る

を

得

な

い

の

だ
。

で

は
、

こ

う

し

た

前提
の

も

と

で
、

次

に
、

中
ソ

商社会主義国
の

内

部

を

照

射

し

て

み

よ

う
。

一－ 7ーー

2 
中国

の

転換と

中
ソ

関係

す

で

に

知

ら

れ

て

い

る

よ

う

に
、

一

九

七

八

年十
二

月
の

中

国共産党

第十
一

期
三

中全会

は
、

非

毛

沢東化

を

す

す

め
つ

つ

あ
っ

た

中

圏

内

政

に

と
っ

て

の

重

大

な

転換点

で

あ
っ

た
。

そ

こ

で

党中央
に

お

け

る

多数



派

を

形

成

し

た

郵

小

平指導部
は
、

や

が

て
一

九

八
一

年
六

月
の

中

国

共

窪
兄

第

十
一

塑
ハ

中全

会

で

は
、

文

革

派、

毛

沢

東後

継者
の

華

国

鋒

を

党

主

席
の

座

か

ら

引

き

ず

り

お

ろ

し
、

郵

小

平直

系
の

エ

l
ス
、

胡

耀

邦

を

党

主

席
に

選

任

す

る

と

と

も

に
、

非

毛

沢東化

を

文

書
の

上

で

も

確

認

し

た

重

要
決

議

「

建

国

以

来
の

党
の

若

干
の

歴

史

的

問題

に

か

ん

す

る

決

議一

を

採

択

し

た

の

で

あ
っ

た
。

次
い

で
一

九

八

二

年

九

月
の

中

国

共

産
兄

十
二

全

大

会

は
、

郵

小

平

系

の

政

治

路

線

を

基

調

と

し

た

賞目僚独裁体制を

固

め

た

重

要

な

大

会

で

あ
っ

た
。

十
二

全

大

会

で

改

正

さ

れ

た

党規約
に

よ
っ

て

中

国

共産党
は

よ

り

官

僚

的
・

組

織

的

機

能

の

強

い

体

質

の

ソ

連

型

党

装

置

（
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を

有

す

る

よ

う

に

な

り
、

今後

は

総

書

記

を

要

と

し

た

書

記

処

（

書

記

局
）

中

心

の

き

わ

め

て

ピ
ュ

l

ロ

ク

ラ

テ

ィ

ッ

ク

な

体

制
の

も

と

で

政

治

を

お

こ

な
っ

て

ゆ

く

こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

な

十
二

全

大

会
の

成

果

を

ふ

ま

え

て
、

一

九

八

二

年十
一

ー

十
二

月
に

聞

か

れ

た

第
五

期

全

国

人

民

代

表

大

会

第
五

回

会

議
は
、

建

国

以

来

四

回

目

の

新

憲

法

を

採

択

し、

「

四

つ

の

現

代

化
」

を

国

家

目標

と

す

る

近

代

化

路

線

と

中

国

政

治
の

法

制化

を

は

か

り
、

毛

沢

東

政

治
の

シ

ン

ボ

ル

で

あ
っ

た

人

民

公

社

さ

え
、

つ

い

に

解

体

さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た
。

こ

う

し

て

生産請負制を

テ
コ

と

し

た

農村経済
の

活性化
が

は

か

ら

れ
、

さ

ら

に
一

九

八

四

隼十

月
二

O

日
の

第十
二

期
三

中全会

で

は

「経済体

制
の

改革
に

関

す

る

中共中央

の

決

議」

が

採択

さ

れ

て
、

従

来
の

農村

改革
に

引

き

続
い

て

今後

は

都

市

経

済

を

中

心

に

大

幅

な

経

済

改革
に

着

手

す

る

こ

と

と

な
っ

た
。

し

か

し、

以

上

に

見

た

よ

う

な

中

圏

内

政
の

根

本

的

な

変

化
の

な

か

に

も、

様
々

な

問

題
が

存

在

し

て

い

た
こ

と

は

否

定

で

き

ず
、

そ

れ

は

ま

ず

一

九

八

三

年後半
の

い

わ

ゆ

る

「精神汚き

一

掃
の

キ

ャ

ン
ペ

ー

ン

に

お

い

て

発

現

し

た

が
、

こ

の

こ

と

は
、

郵

小

平指導部
の

中

枢
に

お

い

て
、

な

お
、

「

四

つ

の

現

代

化
」

路

線
に

た

い

す

る

様
々

な

抵

抗

が

存

在

し

て

い

る

こ

と

を

示

唆
し

て

い

た
。

そ

れ

だ

け

に

郵

小

平
・

胡輝邦指導部
に

と
っ

て

は
、

一

九

八

三

年末

か

ら

い

よ

い

よ

本格的
に

閉

幕

し

た

「整党－

キ

ャ

ン
ペ

ー

ン

が

き

わ

め

て

重

要

な

政

治

的
ス

ナ
ッ

プ

な

の

で

あ

る
。

「磐田口

は
、

い

う

ま

で

も

な

く
、

す

で

に

党中央
の

権力

を

ほ

ぼ

掌

握

し

た

郵

小

平
H

胡

摺邦指導部
が

い

よ

い

よ

中

国

社

会
の

地

方、

末

端
に

い

た

る

非

毛

沢

東化

を

実

現

す

る

た

め

に
、

四

千

万

中

国

共産党員
の

総

点検を

断

行

す

る

キ

ャ

ン
ペ

ー

ン

で

あ

り、

一

九

八

六

i

八

七

年

を

完

了

の

時

期
た

と

位置
づ

け

て

い

る

が
、

こ

の

よ

う

な

「整党」

に

た

い

し

て

は
、

一

九

八

四

年前半ま

で
、

人

民

解放

軍内部
に

か

な

り

強力

な

抵抗

が

存

在

し

た

こ

と

も

中

国

共

産

党

は

認

め

て

お

り
、

そ

れ

だ

け

に

「

整

差

の

前

途
に

は
、

ま

だ

か

な

り

の

困

難

も

残
っ

て

い

よ

う
。

こ

う

し

た

状

況

の

な

か

で

の

重

要

な

変

記
は
、

中

国共産兄
の

新

し

い

リ

ー

ダ

ー

シ
ッ

プ

の

形成
に

伴

う

中

圏

内

政
の

変

花
に

従
っ

て
、

中

国
の
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中ソ和解と現代社会主義

世

界戦略

と

対外路

線

も

大

き

く

変

化

し

は

じ

め

た

こ

と

で

あ

る
。

実

際

に

は
、

早
く

も
一

九

七

八

年十
二

月
の

三

中会套以降、

非

毛

沢

東化
の

進捗
に

伴
っ

て

中

国
の

世界戦略

は

す

で

に

変

化

し
つ

つ

あ
っ

た

の

で

あ

り
、

そ

の

こ

と

が

十
二

全

大

会
の

胡

輝

邦

撃
口
に

お

け

る

ア

メ

リ

カ
へ

の

厳

し

い

姿勢

と

中
ソ

関係改善
へ

の

意

思表

明
に

よ
っ

て
、

い

わ

ば

再確

認

さ

れ

た

の

だ

と

い

っ

て

も

よ

い
。

そ

も

そ

も

H

貧困

の

ユ

ー

ト

ピ

ア
H

を

求

め

た

毛

沢東型

の

内

政

を

否

定

し、

「

四

つ

の

現

代

化
」

に

よ
っ

て

経

済

的

な

豊

か

さ

を

求

め

る

路

線

へ

と

転換

し

て

お

き

な

が

ら、

毛

沢

東

型

の

世

界戦略

な

い

し

は

対外政

策
は

正

し

か
っ

た

と

い

う

よ

う

な

評

価
は
、

中

国

政

治
の

体

質

上
、

あ

り

得

な

い

こ

と

で

あ

る
。

今

日

の

中

圏

内

政
が

目

指

す

方

向
が
、

「

毛

沢

東

思

想
」

の

根

本

的

な

否

認

で

あ

り
、

中

国

社

会

全

体
の

非

毛

沢

東化

で

あ

る

な

ら

ば
、

当蒸、

毛

沢

東型
の

対外政策も

否

定

さ

れ

て

ゆ

か

ざ

る

を

得

な

い
。

そ

し

て

毛

沢

東

型

対外政

策
の

も
っ

と

も

象徴的

な

あ

ら

わ

れ

が

対

ソ

対

決

で

あ

り
、

H

中
ソ

冷

戦H

を

も

た

ら

し

た

毛

沢

東

型

世

界戦

略

で

あ
っ

た
。

だ

が

今

日、

中

国共産党
の

リ

ー

ダ

ー

シ
ッ

プ

の

体質

が

五

0年代初

頭
に

ま

で

逆

戻

り

し
、

基本的
に

劉

少

奇

路

線

と

い

う
こ

と

に

な

る

と
、

H

ソ

連

に

近

い
H

こ

と

は
、

決

し

て

許

容

で

き

な

い

こ

と

で

は

な

く

な
っ

て

く

る
。

も

と

よ

り

劉

少

奇、

郵

小

平、

あ

る

い

は

膨真

と

い

っ

た

実権派
の

指

導

者

も、

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

論

争

と

し

て

は
、

ソ

連共産党
の

故
ス

l

ス

ロ

フ

政

治

局

員

ら

と

激

し

く

わ

た

り

合
っ

て

き

た

こ

と

に

示

さ

れ

る

よ

う

に
、

こ

れ

ら

の

実権

派
の

面
々

も

ソ

連

と

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

上

の

論

争を

し

て

き

た

人

び

と

で

あ

る
。

し

か

し

な

が

ら、

こ

れ

ら

実権派
の

対
ソ

認

識
の

根

本
は

あ

く

ま

で

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

論争

と

い

う

次

元

で

の

対
ソ

批

判
で

あ
っ

て
、

世界戦略

と

し

て

ソ

連

と

対

決

す

る

こ

と

で

は

決

し

て

な

か
っ

た

こ

と

を

忘

れ

て

は

な

る

ま

い
。

い

ま

や

中
ソ

聞
に

は

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

論

争
は

そ

の

種

も

な

く

な
っ

て

し

ま
っ

た

が
、

文

革

派

と

実権

派
の

中

間
に

あ
っ

て
、

一

面

で

ソ

連

と

対

立

し
つ

つ

も、

一

面

で

ソ

連

と

の

対

決

を

回

避

し
、

交

渉

を

保

と

う

と

し

た

周

恩

来

系

列
の

人

び

と

は
、

彼

ら

が

文

革
に

コ

ミ
ッ

ト

し

た

こ

と

も

あ
っ

て
、

最

近

著

し

く

凋

落

し
つ

つ

あ

る
。

こ

う

し

た

中

圏

内

部
の

政

治

的

ど

ん

で

ん

返

し

の

結

果、

今

日
の

中

国

に

は
、

毛

沢

東

時

代
に

は

考
え

ら

れ

な

か
っ

た

リ

ー

ダ

ー

た

ち

が

復活

し

て

す

で

に

久

し

い
。

つ

ま

り

五

0年代
の

フ

ル

シ

チ
ョ

フ

路

線

と

の

連

帯

を

志

向

し

た

彰

徳

懐

グ

ル

ー

プ

の

復

活
（

現

在
の

張

愛

棒
・

国

防

部

長

ら
）
、

さ

ら

に

は

五

0

年代

前

半
に

東

北

を

「

独

立

王

国」

化

し

よ

う

と

し

た

カ

ド

で

粛

清

さ

れ

た

対
ソ

忠

誠
の

立

場
の

当

時
の

親
ス

タ

ー

リ

ン

派

の

高尚グ

ル

ー

プ

（

た

と

え

ば

郭峰
・

遼寧釜暴第
一

書

記

ら
）

の

人

び

と

さ

え
、

す
べ

て

復活

し

て

き

で

い

る
。

し

か

も、

呉学謙外相

や

銭

其

疎

外務次官

ら、

中

国

外

受
の

衝
に

あ

る

人

び

と

は
、

い

ず

れ

も

対
ソ

関係

や

国

際共

産

主義運

動
に

お

い

て

活

躍

し

た

経

歴

の

持

ち

主

と

し

て
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の

H

知

ソ

派
H

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に

考

え

る

と
、

こ

れ

ら

の

潮

流
の

人

び

と

が

い

ず

れ

も

文

革

や

中
ソ

対

立

の

試

練

を

経

て
、

従

来
と

同様
の

認

識

を

堅持

し

て

い

る

と

は

い

え

な

い

ま

で

も、

郵

小

平
H

胡輝邦指導部

を

含

め

て
、

彼

ら

は

明

日

に

で

も

ソ

連

が

攻

め

て

く

る

と

い

っ

た

対
ソ

認

識、

つ

ま

り

ソ

連

を

戦

略

的

な

敵

と

見

な

す

ソ

連

脅

威

論
の

立

場

か

ら

大

き

く

脱

し

て

い

る

こ

と

が

確

認

で

き

よ

う
。

ソ

連

を

戦

略

的

な

脅威

と

見

な

す

か

否

か

の

分岐

は
、

中

国
の

す
べ

て

の

対外政策
に

と
っ

て

の

大

き

な

要

で

あ

り
、

最

近
の
一

連
の

中
ソ

関係

の

改

善

や

s

s

m

の

極

東

配

備
に

か

ん

す

る

中

国
の

沈黙、

三

大

障

害

は

そ

れ

と

し

て

中
ソ

関係
の

改善

を

妨

げ

る

も

の

で

は

な

い

と

い

っ

た

変

化

は
、

こ

の

よ

う

な

土

壌

か

ら

導

か

れ

る

も

の

だ

と

い

え

よ

う
。

か

つ

て

は

国

境

上

の

領土

問

題

を

め

ぐ

る

係

争
が

中
ソ

聞
の

も
っ

と

も

和解

し

が

た

い

争点

で

あ
っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず、

問題

が

三

大

障

害

と

い

う

第
三

者

的

な

課

題
に

転化

さ

れ

た

こ

と
、

つ

ま

り

中
ソ

関係
の

本質

が

変

化

し

た

こ

と

に

つ

い

て

も、

わ

が

国

で

は

ま

だ

あ

ま

り

気
づ

か

れ

丈

は

い

な

い
。

し

か

も、

八

四

年十
二

月
の

ア

ル

ヒ

ポ

フ
・

ソ

連

第
一

副

首相訪中
に

際

し

て

際立
っ

た

こ

と

は
、

陳

雲

政

治

局常務委員、

挑依林

副首相、

簿
一

波党中央

顧

問委副

主

任

と

い
っ

た

郵

小

平
H

胡

輝邦指導部
の

陰

に

あ
っ

て

西

側指導者

と

は

あ

ま

り

接

触

せ

ず、

社

会

主

義型

の

計

画

経

、

済

を

依然

と

し

て

重

視

す

る

リ

ー

ダ

ー

た

ち

が
、

五

0年代
の

中
ソ

友好

を

想
い

起
こ

し
つ

つ

応

援

し

た

こ

と

で

あ

る
。

こ

う

し

た

な

か

で
、

中

国

は

最近、

北朝鮮ば

か

り

か
、

か

つ

て

は

対

立

し

た

モ

ン

ゴ

ル
、

さ

ら

に

は

軍

政

下
の

ポ

ー

ラ

ン

ド

と

も

関係

を

強

化

な

い

し

は

改善

し
つ

つ

あ

り
、

招来
は

ベ

ト

ナ
ム

や

ア

フ

ガ
ニ

ス

タ

ン

も

含

め

て
、

ゆ

る

や

か

な

社

会

主

義的

同

盟

関係

が

回

復

す

る

兆

し

も

出

は

じ

め

て

い

る
。

ま

た
、

中
ソ

両共産党

聞
の

関係改善

も
い

よ

い

よ

日

程

に

の

ぼ

り
つ

つ

あ

り
、

ま

た
、

日中両共産党

聞
の

修復

も

進捗

し
つ

つ

あ

る
。

だ

と

す

れ

ば
、

ア

メ

リ

カ

や

西側諸

国
の

「

中

国
カ

l

ド
」

政

策
は
、

や

が

て

行

き

詰

ま

る

の

で

あ

ろ

う

が
、

昨

春
の

レ

ー

ガ

ン

米大

統領訪中

時
に

調

印

さ

れ

た

米中原

子力協力協定

が

宙
に

浮
い

た

ま

ま

で

あ

る

こ

と
、

米海軍艦船
の

上

海寄港

も

無期延期

さ

れ

た

こ

と

も、

そ

の

よ

う

な

兆

候

を

示

し

て

い

る
。

中

国

が

レ

ー

ガ

ン

政

権
の

S

D

I

計

画
に

賛

意

を

表

明

し

て

い

な

い

こ

と

に

も

注

目

す
べ

き

で

あ

ろ

う
（

こ

れ

ら

の

点
に

つ

い

て

は

な

お、

拙

稿

「

中

国
の

戦

略

と

対
ソ

改

善」
、

『

朝

日

新

盟

一

九

八
五
年
二
月
五

日夕刊文化欄、

参照）。
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3 
ソ連社会主義の現実と中ソ
和解

昨秋
の

第

四

回

日
ソ

円

豊
富

識
に

出

席

し

た

の

ち、

モ

ス

ク

ワ

か

ら

ト

ピ

リ

シ

（

グ

ル

ジ

ア

共

和

国
）

へ

の

旅行
の

た

め

に

ド

モ

ジ
ユ

ド

ヴ

ォ

空



港
へ

向

か

う

途

中
の

こ

と

で

あ
っ

た

が
、

私

た

ち
一

行
の

パ

ス

の

ガ

イ

ド

は
、

モ

ス

ク

ワ

で

は

最

近

ガ

ソ

リ

ン

が

約

四

倍

も

値

上

が

り

し
、

一

リ
ッ

ト

ル

八

O
カ
ペ

イ

ク

に

な
っ

た

と

こ

ぼ

し

て

い

た
。

一

ル

ー

ブ

ル

を

二

百

九

十

円

と

計

算

し

て

も

邦貨換算

二

百
三

十

円

だ

か

ら、

こ

れ

で

は

非

産

油

国
の

日

本

よ

り

も

高
い

こ

と

に

な

る
。

こ

の

小

さ

な

事実

を

知
っ

た

私
は
、

ソ

連

が

い

よ

い

よ

石

油
に

酒

渇

し

て

き

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

ず

に

は

い

ら

れ

な

か
っ

た
。

東

欧

諸

国
へ

の

ソ

連
の

石

油

供給

も

充

分

で

は

な

い

と

い

う

情報

が

裏付

け

ら

れ

た

よ

う

な

気

が

す

る
。

し

か

も、

グ

ル

ジ
ョ

ア

共

和

国
の

よ

う

に

気

候

風

土

も

温

和

で

生

産

も

豊

か

な

農

業

地

帯
で

は
、

こ

の

と

こ

ろ

自

家

用

車
の

需

要

が

急

増

し

て

お

り
、

現
に

ト

ピ

リ

シ

周

辺

で

は

ソ

連車

ヲ

グ

リ

に

乗
っ

て

ド

ラ

イ

ヴ

を

楽

し

ん

で

い

る

人

び

と

に

多
く

出

会
っ

た

の

で

あ

る
。

こ

れ

で

は

石

油

価格
の

値

土

げ

も

必

至

で

あ

ろ

う
。

こ

の

よ

う

な

ソ

連

経済
の
一

断

面
の

み

な

ら

ず、

ソ

連

が

こ

の

と

こ

ろ

拡

大

し

た

ソ

連

軍事戦略
の

コ

ス

ト

に

も

悩

み

つ

つ

あ

る

こ

と

も、

ソ

連

側

首

脳
の

発

言

や

ソ

連

側

と

の

各種
の

国

安
冨

識
で

感

じ

ら

れ

る

最

近
の

兆
候

で

あ

る
。

こ

の

点

で

軍

縮
へ

の

ソ

連

首

脳
の

熱

意

は
、

た

ん

に

世

界

戦略上

の

マ

ヌ

l

ヴ

ァ

！

と

は

い

い

き

れ

な

い

も

の

が

あ

る
。

周

知
の

よ

う

に．
七

0年代半ば

以

降
一

0年聞
の

ソ

連
の

累積軍事支

出

は
、

ア

メ

リ

カ

の

軍

事

費

支

出

を

大

き

く

上

ま

わ

り
、

G

N

P

の
一

五

%

前

後

を

占

め

て

い

る

と

推定

さ

れ

て

い

る
。

し

か

も
こ

の

十

年

間、

ソ

連
の

経

済

成

長

率
は

大

幅
に

低

下

し

て

い

た

の

で

あ
っ

た
。

こ

う

し

た

膨

大

な

軍事支出
の

み

な

ら

ず、

ソ

連

は

そ

の

世

界戦略

を

維持

す

る

た

め

に
、

大

量
の

軍事

顧

問

や

兵

員

を

海外
に

派遣

し

て

い

る
。

ワ

ル

シ

ャ

ワ

条約機構加

盟
の

同

盟

国、

つ

ま

り

東

欧

諸

国

や

モ

ン

ゴ

ル

に

駐

留

す

る

ソ

連

軍以外
に

も、

海外
に

駐

留

す

る

ソ

連

軍要員
は

キ
ュ

ー
バ

を

含

-11ー
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む

ラ

テ

ン
・

ア

メ

リ

カ

に

約
八

ハハδ、

サ
ハ

ラ

以南
の

ア

フ

リ

カ

に

約

四

OOO、

中東、

北

ア

ヲ

リ

カ

に

約

九

ハハδ、

ベ

ト

ナ
ム

を

含

む

ア

ジ

ア

に

約

四

OOO、

ア

フ

ガ
ニ

ス

タ

ン

に
一

一

万

五

OOO
の

合計

約

一

三

万

二

OOO
が

推定

さ

れ

て

い

る

（

米

国防総省報告書、

『
ソ

連
の

軍事カ

一
九
八
五』、

邦
訳
『
世
界
週
報』

臨
時

増刊号八一
九
八
五
年
五

月
二

十

五

日

〉
）
。

こ

れ

ら

の

要

員

の
一

日

当

り

の

費

用

は
、

武

器、

装

備、

食糧、

輸

送

費、

俸

給
な

ど

す
べ

て

含

め

て
一

人

当

り

約
こ

のδ米

ド

ル

と

推定

さ

れ

る

の

で
、

一

年間

で

は

九

六

億

三

六

OO

万

米

ド

ル
、

つ

ま

り
一

年間
に

ソ

連

が

同

盟

国

以外
に

展

開

す

る

戦

略

的

要員
の

費

用

だ

け

で

約

百億米

ド

ル

を

要

す

る

の

で

あ
っ

て
、

そ

の

費

用

も

決

し

て

無

視

し

得

な

い

金

額

だ

と

い

え

よ

う
。

こ

の

よ

う

な

状

況

の

な

か

で

生

ま

れ

た

ゴ

ル

バ

チ
ョ

フ

政

権

下
の

ソ

連

は
、

経

済
の

全般的

不

振

か

ら

の

脱

却

を

目指

し

て

ソ

連

社

会
の

活

性

化

の

た

め

の

改革を

急

ピ

ッ

チ

で

進

め

よ

う

と

し

て

い

る

か

の

よ

う

で

あ

り、

と

く

に

中央集権、

悪

平

等

と

い

っ

た

従

来
の

病弊
に

メ

ス

を

加

え

つ

つ

あ

る

が
、

そ

の

よ

う

な

ソ

連

が

経済的
コ

ス

ト

の

高
い

中
ソ

国境地

帯
の

兵

力

相

互

削

減

に

無

関

心

で

あ

る

は

ず

は

な

い

で

あ

ろ

う
。

毛

沢

東

時

代

と

違
っ

て
、

い

ま

や

ソ

連

に

と
っ

て

の

中

国
の

軍事的脅威

は

皆無

だ

と

い

え

よ

う

し、

中

国

自

身

も、

す

で

に

見

た

よ

う

に
、

ソ

連

国

境
に

集

結

し

て

い

る

兵

力

を

含

む

約

百

万
の

大

幅

兵

力

削

減

に

ふ

み

き
っ

て

い

る
。

ゴ

ル

バ

チ
ョ

フ

政

権

誕

生

に

際

し

て
、

ソ

連

の

出

方

を

推

理

し

た

叶

宮

開8ロo
g
a
の
論
説
吋Fゅ

のavRF
2
0唱
E
0
5
（
一
九
八
五
年
三
月
三
十

日

号）

は
、

こ

こ

に

見

た

よ

う

な

中
ソ

聞
の

兵

力

相

互

削減
の

可

能制
に

触

れ

つ

つ

も、

「

郵

小

平
の

主

た

る

目

標

は

中

国

経

済

を

回

復

さ

せ

る

こ

と

で

あ

り、

そ

の

た

め

に

は

西側

と

の

良

好

な

関係

を

彼
は

必

要

と

し

て

い

る
。

こ

れ

は
、

（

中

ソ

聞
の

兵

力

相

互

削

減

の

よ

う

な
）

西

側

を

不安

の

な

か

に

お

と

し

い

れ

る

よ

う

な

こ

と

を

す

る

こ

と

と

両

立

す

る

も

の

で

は

な

い
」

と

否

定

的

な

展望

を

示

し

て

い

る

が
、

も

は

や

中
ソ

聞
に

は

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

論

争
の

種

も

な

く
、

最

近
の

中

国
の
一

連
の

経

済

改革
に

た

い

す

る

ソ

連
の

高
い

評価ば

か

り

か
、

ソ

連自身

も

企

業
の

自主管

理、

農村

で

の

自

留

地
の

拡

大

を

実

行

し
つ

つ

あ

る

現

実

を

考
え

る

と
、

む

し

ろ

中
ソ

聞
の

相

互

協

力
・

相

互

依存体

制
は

今後

さ

ら

に

高

ま

り
、

こ

う

し

て

中
ソ

関係
が

大

幅
に

改善

さ

れ

る

な

か

で
、

当

然、

兵

力

相

互

削

減

も

日

程
に

の

ぼ

る

も

の

と

思

わ

れ

る
。

こ

う

し

て
、

中
ソ

和解
は

よ

り

本

質

的

な

形

態

に

お

い

て

進

展

す

る

の

で

あ

ろ

う
。

昨年末
の

ア

ル

ヒ

l

ポ

フ

訪

中

以

来、

経

済、

貿

易、

技術協力
の

分

野
で

協

定

を

結

ん

だ

中
ソ

両

国

は、

さ

ら

に

ア

ム

ー

ル

川

流

域

開

発、

新

彊

ウ

イ

グ

ル

自

治

区

か

ら

西

シ
ベ

リ

ア

に

至

る

新

中
ソ

鉄

道

建

設
（

現行

の
三
経
路
は
い
ず
れ
も
東
北
も
し
く
は
内
モ
ン
ゴ
ル
・
外
モ
ン
ゴ
ル
経
由
の

シ
ベ

リ

ア

回

り

で

あ

り、
，

き

わ

め

て

不

便
）

を

含

む

中

国

大

西

北

開

発

計

画

な

ど

に

進

ん

で

ゆ

く

こ

と

に

な

る

か

も．
し

れ

な

い
。

す

で

に

昨笠木、

東北
へ

二

十

五

年
ぷ

り

に

ソ

連

が

五

0年代
に

供

与

し

た

機械
・

設

備
の

-12ー



補修

理
・

事薪
の

た

め

の

ソ

連技術代表

団が
ハ

ル

ピ

ン

を

訪
れ

て

い

た

が
、

本年夏以

降

は

さ

ら

に

大

量

の

ソ

連人専

門

家

が

東北

を

訪
れ

る

予

定
に

な
っ

て

い

る
。

こ

う

し

て

当

面

の

中

国

は

「

南
に

深

瑚、

北
に

黒

河
」

（

黒

竜

江

の

ソ

連

創ノ

ラ

ゴ

ペ

シ

チ
ェ

ン

ス

ク

の

対

岸
で

対
ソ

国

境

交

易
の

基

地
）

と

い

っ

た

ス

ロ

ー

ガ

ン’

を

現

実

化

し

て

ゆ

く

も

の

と

思

わ

れ

る

が
、

将

来

は
、

さ

ら

に

ソ

連

を

は

じ

め

と

す

る

社

会

主義国

と

の

大

幅

な

関係改善

を

お

こ

な

う

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

おわりに

中ソ和解と現代社会主義

冒

頭
に

見

た

よ

う

に
、

今

日

の

中
ソ

和解
は
、

社会主義
の

H

弱

さ
H

の

反

映

と

し

て

当

然
の

道

筋

だ

と

い

え

よ

う
。

社

会

中豪

は

今後、

い

ず

れ

に

せ

よ
一

種
の

混

合経済体制を

余儀

な

く

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

し
、

そ

の

よ

う

な

資本主勢問要素
の

導

入

は

不

可避

で

あ

る

う
。

そ

う

で

あ
っ

て

み

れ

ば
、

中
ソ

双

方

は

か

つ

て

の

よ

う

に

国

際共産主

義運

動
の

ヘ

ゲ

モ

ニ

ー

を

競

い

合
っ

た

り
、

国

境

や

領工

問題

で

ホ

ッ

ト

な

衝

突

を

く

り

か

え

し

た

り
、

派

手

な

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

論争乞

展

開

し

た

り

す

る

こ

と

は
、

も

は

や

な

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

中
ソ

双

方

と

も

過

去
の

苦
い

対

立
か

ら

様
々

な

教訓

を

学

ん

で

い

る

と

い

う

こ

と

も

あ

ろ

う
。

し

か

し
、

か

つ

て

の．

六

0年代
の

よ

う

に

中
ソ

双

方

が

華
々

し

い

主

導

権

を

争
っ

た

時

代

は
、

社

会

主

義
が

ま

だ

ま

だ

活

力

を

有

し

て

い

た

時

代

で

あ
っ

た
。

毛

沢

東中国

も、

絶

大

な

威信を

も
っ

て

H

毛

沢

東

思

想

は

世

界

を

照

ら

す
H

と

頑張
っ

て

い

た

時

代、

そ

の

よ

う

な

立

場

か

ら

国

際共産主

義運

動

で

の

積極的
に

多数

派

工

作

を

お

こ

な

い

得

た

時

代

で

あ
っ

た
。

し

か

し、

い

ま

や

社会主義諸

国
に

こ

の

よ

う

な

活力

も

失
わ

れ

て

い

る

以上、

中
ソ

和解

も

ま

た

き

わ

め

て

静

か

な

潮

流

と

し

て

進

ん

で

ゆ

く

の

か

も

し

れ

な

い
。

し

か

し
、

中
ソ

和解
に

た

い

し

て

西

側

諸

国

が

過

剰
に

反

対

し
、

五

0年代的感覚
で

脅威感

を

深

め

る

な

ら

ば
、

中
ソ

和解
は

ア

ジ

ア

の

緊張緩和
に

資

す

る

ど

こ

ろ

か
、

再
び

中
ソ

闘
の

軍事上

の

結び

つ

き

を

も

た

ら

し

ア

ジ

ア

の

緊

張

を

激

化

さ

せ

る

で

あ

ろ

う
。

ソ

連
の

s

s

m

極

東

配備
に

沈

黙

を

守
っ

た

中国

が
、

当面
レ

ー

ガ

ン

政

権
の

S

D

I

構想
に

ど

う

反

応

す

る

か

を

見極

め

る

こ

と

は
、

や

は

り
、

さ

し

あ

た
っ

て

の

重

要

な

ポ

イ
ン

ト

で

あ

ろ

う
。
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