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鄧小平の左旋回政策で日中関係は「冬の時代」を迎える　週刊現代-1986.01.04



ぃ 。
い
ま
の

とこ
ろ 、
主
流
派は
そ

れ
を
抑
え
よ
う

と
し

て
ま
すが 、
こ

と
と
次
第に
よっ

て
は、
い
ま

に
大

き
な
問
題に
な
り
ま
すよ。

国
久
保

中
国
側は

経済
も
軌
道
修

正
し

始
め

た
さフ

で
すね 。

中
嶋
陳
雲
らの
圧
力
を
受
け 、
野

小
平自
身 、
左
旋
回
しつ
つ
あ
り
ま

す。
深
制引の

経済
批判
区

とか
市
場
原

理
な
ど

につ
い

て
の
見
直
し

諭
も
強

〈 、
mw
小
平
も
あ
ま
り
強
制
し
な
く

なっ
て
い
ま
す。
そ
う
い
う

と
きに

日
本が
第三
次
中
国
プ
1ム

とい
う

会Vなたこ肝問っかと
たらで
ん

で中ド
す国 フ
よ経と．済中は国

消に
化出
不て
良い
bこ っ

試
行
錯
誤
は
ま
だ
ま
だ

続
く
！

っ
て
い
る
ん

で
す。
人
民
公
社
を
解

体
し
自
留
地
を
拡
大
し 、

農
民
に
や

る
気
を
起こ
させ
る

と
同
時に、
縫

産
物の

国
家
買い
上
げ
価
格
を
大
幅

に
引
き
上
げ

た。
農
民は
喜び 、
農村

は
活
況
を
呈
し

た
が 、

国
家
財
政が

すご
い
赤
字に
なっ

た
わ
け

で
す。

田
久
保
そこ

で
イン
フ
レ

政
策？

宅捜
メhv

哩志_J：��
.今週のゲストは中嶋繊維教綬

中
嶋
財
政
赤
字の
解
消

の
た
め

に
人
民
元
をど
ん
ど
ん
発
行

し
た。

回
久
保
そ
う
し

た
政
策の
失
敗は

今後 、
政
争に
利
用
さ
れ 、
試
行錯

誤は
ま
だ
続
き
そ
う

で
すね 。

中
嶋
そ
う
思い
ま
すね．
ワ
ン
マ

ン
体
制の
下

で
も 、

こ
れ
だ
け
大
き

な
，

不
協
和
音’
が
あ
る
の

で
すか

ら、
当
然 、
ポ
ス
ト

鄭
小
平に
対
す

る
不
安
も
大
きい 。
野
小
平
体
制は

い
ま
胸
突
き
八
丁で
す。

国
久
保

で、
中
国の
試
行
錯
誤は

い
つ
ま

で
続
き
そ
う

で
すか・

中
嶋

中
国の一
人
当

た
りG
N
P

が占一
千
J

に
な
る
く

らい
ま

で
は
鋭

く
と
思い
ま
す・
二
千
〆
を
超
え
れ

ば 、
社
会
も
安
定
し
ま
す。

図
久
保
い
ま

中
国の一
人
当

た
り

の
G
N
P
は
四
百
〆
弱
く

らい
？

中
嶋
二
百
五
十
Jか
ら
三
百
J 。

中
国は
今
世紀
末
ま

で
に一
千
J 、

ニ
O
四
九
年に
二
千
J

に
し
よ
う

と

し
て
ま
すが 、
こ
れ

に
は
人口
が
い

ま
以
上

に
増
え
ない
とい
う
前
提
が

あ
る 。
ま 、

中
国の
近
代
化は一

世紀

のパ
l

スベ
タ
ティ
プ

で
しょ
う 。

図
久
保
う
ー

ん。
日
本の一
人
当

た
りG
N
P
は一
万
J

で
すか
ら、

ちょ
っ

と
大
変で
すね 。

中
制
二
十一

世紀の
中郡携
を
過
ぎ

て、
やっ
と
現
在の
台湾や
純

国
と

ほ
ぼ
同
じ

に
な
る
わ
け

で
すか
ら、

中
国は
中、
先進

国
をキャ
ッ

チア

ッ
プ

で
き
ま
せ
ん
よ。
そ
れ
な
の

に、
日
本は
中
国が
すぐ
近
代
化
す

るか
の
よ
う
な
幻
想に
と
りつ

か
れ

て、
一
斉に

出
て
いっ
た。

田
久
保
しか
し 、
そ
れ
は
政
府 、

中
国
と
関
係
あ
る
人は
知っ

て
るこ

と
だ

と
思
う
ん

で
す。
そ
れ
を
承
知

で
出て
経

済侵略
反
対 、
中
旬線パ

カ
ヤロ
！

と
反
発
を
受
け
る 。

こ
れ

は
日
本
人に
中
国へ
の
不
信
悠
を徳

つ
け
る
だ
け

で
す
よ。

中
崎
え
え 。

図
久
保

中
国の

対外政
策の
変
わ

り
ゃ
す
さ
も
日

中
聞

に
ミ
ゾ
をつ
く

る
原
因

に
な
りか
ね
ま
せ
ん
ね．
佐

藤
内
閣の
と
き

中
国は、
反
動
内
閣

と
批
判
し 、
自
衛隊
も
安
保
条
約
も

認
め
ない
発
言
を
し
な
が

ら、
中ソ

対
立
が
鮮
明

に
な
る

と、

今度は
自

衛隊
も
安
保
条
約
もい
い
とい
う 。

鍛
近
ま

た
中ソ
が
接
近
し

始
め
る

と、
日
本の
防
衛
獲がG
N
P一
析

を
超
え
るこ

とに
反
対
する：・：・ 。

中
嶋

中
国は
ま
ぎ
れ
も
ない
共
産

党
政
織の
独
裁
国
家
な
ん

で
す。
こ

の
沼実
を
認
識
し
ない

で、
中
国
的

な
もの
をB
本の
座標
軸だ
け

で
見

るか
ら、
ふ
り
因
さ
れ
る
ん

で
す．

中
国の
世

界戦略 、

対外政
策は、

内
政
商
の
変
化か
ら
出て

く
る ・
し

か
し 、

中
国
とい
う

共産党
独裁の

国
家は
少
し
も
変
わっ

て
い
ない
の

で
す・

回
久
保
そ
う

で
すね 。

中
崎
そ
れ

に
対し
日
本は、
常に

日
中
友好
とか
中
国へ
の
願
罪感
と

か
で

日
中
関
係
を
形
成
して
き

た。

で
すか
ら、
今
回の
熔

国
間
短 、
そ

の
前の
教科
曾
間
短に
し

て
も 、
対

処の
仕
方が
息
届
に
な
る
ん

で
す．

田
久
保
日

中
関
係の
あ
り
方 、
そ

の
根
本
を
考え
ない
とい
け
ない。

中
嶋
そ
うい
うこ

とで
す．

国
久
保
さて、
八
六
年の
日

中
関

係
で
すが 、
ど
ん
な
年に
な
り
そ
う

で
すか。

中
鱒
よ
り
ギャ
ッ
プ
が
誌が
る

で

しょ
う
ね ．
日

中
貿
易
も
ふ
え
れ
ば

ふ
え
る
ほ
ど 、

中
国が
赤
字に
な
る

椛
造

に
なっ

て
い
るか

ら、
も
う
限

界で
すね 。
こ
れか

らは
た
ん
な
る

友好ム
l

ド
や
日

中，

御祝儀’
外

交だ
け

で
は
とて
も
やっ

て
い

か
れ

な
く
な
る

で
しょ
う 。

回
久
保
田

中
関係は
『・冬の
時
代」

を
迎
え
る

とい
うこ

とで
すね 。
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