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以
下
は
一

九
七
五
年
五
月
二

十
日、

喬
冠
華
中
国
外
交
部
長

が、

天
津
警
備
区
司
令
部
政
治
部
講
堂
で
行
っ
た
当
面
の
世
界
情

勢
と
中
国
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
の
講
演
の
抜
粋
で
あ
る。

：：：
私
は中

央

を

代

表

す

る

の

で

は
なく 、

た

だ

私
自
身

の立

場
か
ら 、

今
日
は皆

さ

ん
に国

際

情

勢に

た

い
す

る
個
人
的

見
解

を

述べ
るも

の

で

あ
り 、

正
確
かどう

か
は

わ

か
ら
な

い

が

、
諸

君

の書
記

が

どう
しても

話

せ

とい

って

き

か
な

い

の

で

、
気

の

向
く

ま
ま

に少し

話

して

み

よ

う
。

フ
ラ
ン
ス
を
訪
問
し
て
彼
ら
を一
芸
司
つ
け
て
や
っ
た

でい

る

が

、

フ

ラ
ン
ス

の
ジ

ス
カ
ー

ル
デ
ス
タ
ン

大
統
領

も

こ

の

見
方

に同
意して

、
「
社
会
帝
国
主
義」

だ

と

みなして

い

る 。

わ
れわ
れ

は勝
手

にそう

い

って

い

る

の

で

は
なく 、

事
実

に基

づ

い

て

い

って

い

る

の

だ

。

今
回 、
私
は郡

小
平
間
総
理

に随
行して

フ

ラ
ン
ス
へ
行

き

、

友
好
的
な接

待

を

受

け
た

。
皆

さ

ん
も

新
聞
で

フ

ラ
ン
ス

の
大
統

領
の

話
を

読

ま

れ

た

こ

と
と

思

う
。

中
仏
両
国
指
導
者

の会
談

は 、
重

大な意
義

を

も

つも

の

で

、
第
三
世
界

の関
心

が
き

わ

め

て

高

い

ば
か

り
か 、ア

メ
リ
カ
や
ソ
連も

非
常

に重
視
して

い

る 。
タ
ス
通
信

が

、

い

つも

の

よ

う

に

わ
れわ
れ

を
の
の しっ

た

が

、

の
のしっ

た

と
こ

ろ

で

戦 う

こ

と

は

で
き

な

い

し 、

の
のし

り
は弱

さ

と

外
国

だけの
強

が

り

と

を

示
すも

の

で

し
か
な

い

。

わ
れ わ
れ

は 、
ソ
修

が

ま
だ

ど
ん
な巧

妙
な手

口

を

使、っ
か

見て

い

よ

う
で

は
な

い

か 。

なぜ
わ
れわ
れ

は 、

こ

の時
期

を

選

ん

で

フ

ラ
ン
ス
へ
行っ

たのか？
そ
れ

は時
間
的

に
も
、

プ
ノ
ン
ベ

ン 、
サ
イ
ゴ
ン

が

相
次

い

で

解
放

さ

れ

た

とい

う

ち

ょ う
ど

よ

い

時
期

だ

っ

た
か
ら

で

あ
る 。

で

は

こ

の辺
で

天
下

を

三
つ

に分

け
る

とい

う
言
葉

につ

い

て

語

ろ

う
。

皆

さ

ん
も

ご
承
知

の

よ

う

に
、

第一
世
界

と

は

米

ソ

の

二

大．拙
権
固

と

そ

の従
属
国

を

指し 、
第二
世
界

に属
す
る

のは

イ
ギ
リ
ス 、

フ

ラ
ン
ス 、
ド
イ
ツ 、
日
本

など

の国
で

あ
る 。
第

一
世
界

と

第二
世
界

と

のあ

い

だ
の真

空
地
帯
に
あ
る

の

が

、
新

興

の発
展
途
上
国
か
ら成

る
第
三
世
界
で

あ
る 。

li 
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毛
主
席
は 、「

い

ま

は一
つ

の世界

に二
つ

の

家

が

あって
、

天
下

を

三
分して

い

る
」

とい

わ
れ

た

が

、

こ

の言
葉
は皆

さ

ん

も

周
知

の

と
こ

ろ

で

あ
る 。

階
級的

に

い

え
ば

た

だ

二
つ

の

家

が

あ
る

だけ

で

、
そ
れ

はつ

ま

り
搾
取

階
級

と

プ
ロ
レ
タ

リ
ア

階
級

で

あって
、

第
三

の

家
はな

い

。
修
正
主
義
も

ブ
ルジ
ョア

階
級

の変
種

で

あ
り 、
し
かも

そ
れ

以
上

に危
険
で

、
破
壊
的 、

欺
附

的 、
侵
略
的
な
も

の

で

あ
る 。も

しも

ブ
レジ
ネ

フ

が

み

ず

か
ら

搾
取

階
級

で

あ
る

こ

と

を

認
め
る
なら 、

大変
好
都
合

だ

が

、彼

は認
め
な

い

し 、
や
はり

プ
ロ
レ
タ

リ

ア

階
級

だ

とい

って
、

マ

ル

ク

ス・
レ
l

ニ
ン
主
義

の旗
印

を

か
か

げ 、
デ
マ

を

と

ばして

歩

き

、
弱
小
国

を

侵
略し

よ

う
と

し 、
「
国

際

的
独
裁
」

を

や

ろ

う
と

して

い

る 。
わ
れわ
れ

は

彼

を

「
新し

い

ツ
ア
1
」

と

呼
ん
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中
国

の両
漢
末
期 、
三
国
鼎
立

の局
面

が

あ
ら
わ
れ

た

こ

と
が

あ
る

が

、
諸
君
は
みな三

国
志
演
義

を

読
ん

だ

で

し
ょ う
l

あ

れ

は

こ

の時
代

の歴
史

の故
事

を物

語っ

た

も

の

で

あ

る

。

三
国
志
演
義

を

読
む
か
ら
には 、

当
然 、
目
的

が

なけ
れ

ば

い

けな

い

。
当
時 、
東
呉

に周
聡

とい

う
人

物

がい

た

。
皆

さ

ん
も

以

前

に京
劇
で

Jニ

た
び
周
郎

を

怒
ら

す

。

の
一一嗣

を

見

た

で

し

ょ う
。

あ
れ

は諸
葛
・売

の計
智

が

人
並

み

で

な

いこ

と

を物

語っ

た

も

の

で

、
本
来 、も

しも

却

の劉
備

と

束
呉

の孫
椛

が

孔
明
や

魯
繭

の

い

う

こ

と

を

聞

き

い

れ

、
手

を

仙培えて

共同
で

曹
操

に当

た
って

い

た
ら 、

曹
操

は絶
対

に商
侵
で
き

なかっ

たは

ず
で

あ

る 。

「

天
下

を

三
つ

に分

け

て

最
後

には晋

に帰
す」
と

なっ

た

こ

と

には二
つ

の原
因

が

あっ

た

。
一
つ

は 、
東
呉

と

舗

が

兵
火

を

交
え 、
そ

の結
果 、
漁

夫
の利

を

与
えて
し

ま

っ

た
た

め
で

、

こ

の

こ

と
が

な

け

れ

ば
東
呉

と

捕
は滅

亡
し

なかっ

た

で

あ

ろ

う
。

第
二

は 、
曹
操

がい

か

に技
指

だ

っ

た

と

は

い

え 、
次

の代

になって

司
馬
昭

に国

を

乗っ
と

ら
れ

よ

う
と

は夢

に
も

思

わ

な

かっ

た

こ

と
で

、

こ

れ

を

「
虎

を

養って

忠

と

なる」
とい

う
。

毛
主
席
は

い

ま

世
界

の百
余ヵ
国

を

天
下
三
分

の形

勢になぞ
ら

えて

い

る

が

、
そ

のこ

と

の意
義

の深

さ

は

こ

れで

はっ

き

り

と

す

る
で

あ

ろ

う
。

「

米

帝
」

が

衰
退
敗

北して

気

勢

が

大

い

に損
な

わ
れ

た

こ

と

と

、
「
社
帝」
が

不
遜

に
も

怪
気
焔

を

あ
げて

い

る
こ

と
が

、
回以
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近

の

国際

情

勢の
一
つ

の特
徴
で
あ

る

。

ソ

連
は
ア

メ

リカ
・帝

国

主
義

が

汚
れ

た
そ

の手

を

引っ
こ
めて

ミ
シ
シ
ッ

ピ

l
河
で
洗
い

前
めて
い

る

あ
い

だ
に

、

自
分

が

代

っ

て捌

主の
地
位

につ
く
こ

と

を

希
望し

、

ア

メ

リカ

が

フ

ラ
ン
ス

に学
んで
ド
ゴ
l

ル

の道

を

歩
む
よう

に

と

考
えて

い

る
が

、

こ
れ

は普
い
こ

と

か
ど う

か？ われわ
れ

はい
つも

い
っ
τ
い

る

こ

と

だ

が

、

ソ

修
は

米

帝
よ
りも

侵
略
的
で
欺
踊
的
で
あ

る

か
ら

、

も

しも
ア

メ

リカ

が

ドゴ
l

ル

の道

を

歩
ん

だ

ら

、

こ
れ

は

ま

さ

に

ソ

修

の
思

う
査
で

あ

る

。
こ
れ

で
は三

つ
に
分
か
れ

た
天
下

の
う

ち

ソ

修

が

そ

の二

つ

を

狼
得
す

る

こ

と

にな

る

ので

、

フ

ラ
ン
ス

と

西
欧
はあ
わ

て

ざ

る

を

得
ない 。
わ
れわ
れ

はど う

か？ わ
れわ
れと

して

も

、

ソ

述

が

し
ゃ
し

ゃ
り
出
で 、
圧
迫

さ

れ

奴
隷
化

さ

れ
て

き

た

人

民

が

虎

を

追

い
出し
た
らそ

こ
へ
狼

が

来
た

と

いう
よ う

なこ

と

になら
ない

よう
願って
い

る

。
こ
れ

は大
変
矛
盾して
い

る

よ う
で

、

実

際
には矛

盾
で
は
なく 、

時
間

の問
題

にす
ぎ
ない

の

だ

。
情

勢

を

論

ず
る

の
に
も

っ
と

も

重
要
な
のは時

間

の

観

念

か
らズ

レ
ない

こ

と

で
あ
り

、

二

十
数
年

ま

え

に
も

しも

私

が

こ

のよ う

なこ

と

を

い
っ
た
ら

、

諸
君
は

き

っ
と

私

を

砲
躍し 、
油

揚
げ

にして

、

私

の外
交
部
長

と

いう
こ

の地
位

を

打
倒
す

る

で

あ

ろ

う
。

陳
毅
同
志

を

毛

主
席

が

あ

のよ う

に称
討し
た

のは 、

彼が

十
数
年
前
に
こ

の

点
を

見
抜
いて
いて

、
「
西
方

を

安
定

さ

せ

、

棋

に連
携して
ソ

述

に対
抗し

な

け

れ

ば

、

背
後
に
敵

を

も

つ
こ

と

に
なり 、

ヒ

マ

ラ
ヤ
に
登
ら
な

け

れ

ば
なら
なく
な

る

」

ども
、

イ
ギ

リス
は

ま
だ

一
つ

の海
峡

によって

隔て

ら
れ
て

い

る
が

、

フ

ラ
ン
ス

には守

る

べ

き

拠
点

が

ない
か
らで

あ

る

。も

しも
ソ

修

が

進
攻

を

開
始
す
れ

ば 、
第
二

のドゴ
1

ル

が

ア

フ

リ

カ
へ
行って

亡
命
政
府

を

つ
く

る
と

い
っ
た
機
会
は
も
う

あ
り
得

ない

だ
ろ

う
。彼

ら
はこ

のこ

と

を

恐
れ
て

お
り

、

わ
れわ
れ
も

叫
んで

そ
れ

を

見て

はい
ら
れ

ない

ので 、
こ

の時
則

を

選

んで

フ

ラ
ン
ス
へ
行っ
た

ので
あ

る

。
こ
れ

は一
つ
に
は

招

待

さ

れ

た

た
め
で
あ

る
が

、も
う

一
つ

には

彼

ら

を

元
気づ

け

て

や

る

た
め

だ

っ
た 。
同
時

に

、

ア

メ

リカ

に考
え

る

余
地

を

与
え
た
い
た
め

で
あ
り 、ア

メ

リカ
人

には（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら）

山て

行
く

の

なら山て

行

け
ば

よ
い

が

、
出て

行
か
なくて

よ
い

のなら留

ま

る

よ う
に
勧
告し
た 。ア

メ

リカ

の足

を

引っ
ぱっ
た
こ

と

は 、

ソ

辿

に打
躍

を

与、え

た
こ

と

で
あ
り 、
か

なり

の
・新

手

になっ

た
こ
と

はた
し
か

で 、
こ
れ

は一
挙
両

得
ど
こ

ろ

か一
挙
三

得
で
あ

る

。
機
は失

う
べ

き

で
なく 、

時

に
再
来
は
ない 。

総

理

が

病
気
で
なかっ

た
ら

、

総
理

が

こ

の

喬冠慈

と

い
って
い
た
か
ら
にほ
か
なら
ない 。

ブ
ルジ
ョア

階
級

と

すべて

の搾
取

階
級
は遅
か
れ

早
か
れ

滅

亡し

、

三
つ
に
分
か
れ

た
天
下
はい

つ
か

き

っ
と

共産

主
義

の紅

色
天
下

にな

る

。
こ
れ

は必
然

の趨

勢
で
あって

、

こ
れ

を

阻
む

こ

と

はで

き

ない

が

、
し
かし

全
地
球

の
一
片
紅
（
赤一
色
｜｜

訳
者）

は 、
わ
れわ
れが

な
に
も

せ

ず

に
口
先
で
語って
い
れ

ば

自
然

にそう

な

る

ので
は決して

ない
か
ら

、

わ
れわ
れ

プ
ロ
レ

タ

リ
ア

階
級
の政

党

と

そ

の指
導

の
もと

に
あ

る

国家

と

人
民

は

、

遠
大
な理

想

、
明

確
な方

向
お
よ

び

実

事

求

是

の精
神

を

も

つ

だけ
で
は
なく

、

さ

ら
に正し

い
政
策

と

戦
略
戦
術

を

も

た
な

け

れ

ば
なら
ない 。
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こ
こ
で
は圏

内
問
題

にはふ
れず

に
、

全
世
界
に
眼

を

向

け

、

ど

の方
向
か
ら力

を

入
れ
る

べ

き

か

を

はっ

き

り

さ

せ
よう
f

いう

ま

でも

なく

、

ま

ず

団
結
で

き

る

すべて

の
勢

力

と

団
結し

て
、

第一
に

共同

の敵
｜｜つ

ま

り

米

ソ

二
大
覇
権

に対
処し

な

け

れ

ば
なら
ない

が

、

二
大
覇
権も

区
別して

当
ら
な

け

れ

ば
な

ら
ない 。

区
別
せ

ず

に
、

無
理

に圧
力

を

加
え

る
と

、
二
大
踊
椀

を

一
つ
に
固

ま

らせて
し

ま

う
こ

と

になり

、

手

にお
え
なく
な

る

。

だ

か
ら

主
要

と

副
次

と

を

分

け
ね
ば
なら

ず

、
こ
れ

を

各
個

撃
破

と

いう
。

フ

ラ
ン
ス
はイ

ギ

リス
以
上

に（

ソ

修

を

）
恐

れ
て

い

る

け

れ

た

び

み

ず

か
ら出
か

け
た

に

ち

が

い
ない 。

早
くも

なく
遅
くも

なく

、

こ

の時
期

に行っ
た
こ

と

は 、

主

と

して

ま

さ

にこ

の
一

点

にあっ
た

ので
あ

る

。

だ

が

、
こ

のこ

と

は

、

フ

ラ
ン
ス

の指
導
者

と
わ
れわ
れと
が

同一

家
族
になっ

た
こ

と

で
は決して

なく 、
わ
れわ
れ

は

彼

ら

の反

ソ

反

米
を
支

持
す

る

だけ
で
あって

、

フ

ラ
ン
ス

の現
行
制

度
に
賛
成して
い

る

ので
は決して

ない 。
そ
れ

ど
こ

ろ

か 、
こ

の制
度
は将

来 、
や
はり
転

．
担し

な

け

れ

ば
なら
ない 。

2 

華
億
と
革
命
に
つ
い
て

今
日
出
席して
い

る

諸
君

のなか

には外

事

関
係

の仕

事
を

し

て
い

る

幹
部

が

多
い 。
外

事

工
作
はすべて

華
僑

の出

国

問
題

と

関
連して
い

る

。
従って

、

フ

ラ
ン
ス

と

イ
ン
ド
シ
ナ
情

勢
に
言

及し
た

の

ち

には 、
こ

の問
題

を

こ
こ
で

と

り
あ
げ

る

必
要

が

あ

る

。
毛

主
席

は 、
華
僑

の出
入

国

問
題
は「

来

る

者
は歓

迎し

、

去

る

者
は歓

送
す

る

」よう

にすべ

き

だ

と

提
起

さ

れ

た 。
総
理

が
き

め
た

八

項

の指
示

は皆

さ

ん
も

知って

お
り 、
実
施

さ

れ
て

い

る

。
今
後も

や
はり 、

政
策
は不

変

だ

と

い
え

る
が

、
た

だ

そ

の定
員

につ
いて

は適
当
な考

慮

を

要
す

る

だ

ろ う
。

大
多
数

の華
僑

と

そ

の
一

族
は 、

出

国

後

の椋
子も

おし

なべ

て

良
く 、

さ

らに
組

国
を

熱
愛し 、
毛
沢
東

思
想

を

和
極
的に
宣

伝して
い

る

者も

少
なく
ない 。

こ

のよ う

に
う

ま

く

ゆ

け
ば 、
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将
来

、

東
南ア

ジア

各
国

がす

べ
て
解
放

さ

れ

た

と
き

、

そ

の内

部

に出
国

が

緩

和

さ

れ

た
政
策

の時
期

に出
て
行っ

た
者

が

多
く

い
る

こ

と

になる
で
は
ない
か
？

革命
は

、

中
国
で
お

こ

な

わ

れ

て
はじ

め
て
革
命
で
外
国
で

のそ
れ

は
革命
で
は
ない

、

と

は

い
え
ない 。

ま

た
、

現在
革命
的

で
は
なく 、も

し
く
は

思
想
的

に落
後し
て
い
る
か

ら

と

い
っ
て

、

生
涯

、
革命
的

で
なく

、

落

後し
て
い
る

と

も

い
い

き

れ

ない 。
革
命

には地
域

の別

が

な

く

、

先
進
後
進

の別も

ない 。

華
僑

の絶
対
多
数
は第

三
世
界
か

ら
来
て
お
り

、

彼

ら
は長

期

に

わ

た
っ
て
異
郷
で
生
活し

、

そ

の地

の人

民

と

一

体

になっ
て

い
る 。
居
住
国

の

民
族

独
立
運
動

と

民主
革
命
運
動

に

た
い
し

て

、

そ

の地

の

民
族

経
済

の繁
栄

に

た
い
し

て
貢
献し
て
い
る 。

彼

ら

の子

女

や
本
人

の祖
国へ

の帰
還

を

わ
れわ
れ

は歓
迎

す

る

ば
か

り
か

、

金

を

出し
て
身

の振
り
方

を

按
配し
て
や
ら
な

け

れ

ば
なら
ない 。

華
僑
は国

外
で
程
度

の差

こ

そ
あ
れ

、

帝
国

主
義

と

反
動
派
か

ら
政
治
や
経
済

の而
で
圧
迫

を

受

け
て
お
り 、
必
然
的

に革
命
的

な意
識

を

も

つ

よ

う

になっ
て
い
る 。彼

ら

が

愛
国

の

情
熱

を

い

だ

い
て
帰
国し

、

社
会

主
義

の教
育

を

受

け

、

毛
沢
東

思
想

の

真

理

を

吸
収し

、

い

ま
ま

た
元

の居
住
地

に帰

ろ

う
と

申
請し
て
い

る

のは

、

ま

さ

に「もと

来

た

と
こ

ろ
に帰

る
」で

あっ
て 、

こ

れ

は

き

わ

め
て
正
常
な

こ

と

で
あ
る 。彼

ら

のなか

の若
干

の者

は 、
毛
沢
東

思
想

を

立
派

に利
用し
て
社
会

を

分
析し

、

自
分

の

学
習

に努
力し

、

ひ

き

つ
づ

き

毛
沢
東

思
想

を

宣
伝
で

き

る

よ

う

にし

さ

え

す

れ

ば

よ

い 。
異
なっ

た
環
境

のなか
で

、

怠
ら

ず

に

生
存し

、

闘
争し
つ
づ

け

、

力

をた
く
わ

え
ら
れ
れ

ば

大変

よ

い 。

こ

う
し

た
一
生

にそ
む
く

こ

と

ない

よ

う党
は

彼

ら

に

た
い

す

る
教
育

に注
意

す

べ

き

で
あ
る 。

こ

の問
題
は

こ
こ

で一
応
打

ち

切
り

、

あ

と

で
革
命
は輸

出
で

き

る
か

で

き

ない
か

を話

す

と

き

に
も
う

一
度
補
足し

よ

う
。
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中
東
問
題
は
米
ソ
の
覇
権
争
い
に
あ
る

中
東

の風
雲

が

屈
曲

を

き

わ

め
て
い
る

のは

、
米

ソ

の覇
権争

い

の必
然
的

結
果
で
あ
る 。

「

戦
わず

和
解
せ

ず

」
と

いう

の

が

、

互
い

に争
奪し
あ
い 、
牢
制し
あ
い

、

利
用し
あっ
て
戦
争

と

ニ
セ

の和
平

を

も

て
あ
そ
ぶ

米

ソ

両
覇
柿
国

の手
段
で
あ
る 。

こ

う
し

て
中
東
人

民
は無

残
な戦

禍

に

ま

き
こ

ま

れ

、

と

めども

ない
災
難

に出
会っ
て
い
る 。
今
日
わ
れわ
れが

反
対

す

る

の

も

ま

さ

に

こ

の

点

で
あ
り

、

す

な

わ

ち

、

米

ソ

の
勢

力

が

中
東

を

争

奪し

、

中
東

を

生
賛

にし

、

実
験
品

にし

、

埋
葬
品

に

す

る

こ

と

に
反

対し
て
い
る

ので
あ
る 。

こ

ん
な局

面
は終

結

す

べ

き

で
あ

り

、

中
東
人

民
は自

ら
決

す

べ

き

で
あ
る 。

だ

が

、

こ

れ

は願
望

で
あっ
て

、

や
はり

中
東
人

民

自
身

の力
で
自
決

を

実
現

す

る

よ

う努
力

す

べ

き

で
あ
る 。

イ

スラエ
ル

は元
来

、

す

で

に一
千
年

前

に亡
んで

い

た

も

の

進
むべ

き

道

を

選

ぶ
で
あ

ろ

う
。

結
局

の

と
こ

ろ

、
革
命
で
社
会

を

改
造

す

る
か

、

そ
れと

も

革命し

ない
で
空し
く一
生

を

送
る

か

、

ま

た は

、

革
命

に背

を

向

け
て
生

き

、

最
後

には時

代

に来

て
去
ら
れ

る
か？

大多
数

の出
国
華
僑

と

そ

の
一

族
は 、

革命

に
共鳴し

、

そ
れ

を
支

持し

、

少
数

の者
は革

命

に身

を

投
じ

て

、

そ

の地

の人
民
革
命

と

相
結
合

す

る
か

、

も

し
く
は革

命

の

指
導
者

になるも

の

と

信
じ
て
い
る 。
従っ
て

、

華
僑
はマ

ル

ク

ス
・
レ
1

ニ

ン

主
義

の教
育

を

受

け
たの

ち、

自
覚し

、
共，問

し

、
支

持も

し
く
は参

加し

、

一
部
は

革命

を

指
導

す

る

よ

う

に

なり
得
る

ので
あ
る 。

こ

う
し

た
可
能
性

を

否
定

す

る

こ

と

は

、

実

際
には

、

マ
ル

ク

ス
・
レ
lニ

ン

主
義

が

、

四
海

に遍
く
偉

大な

真

理
で
あ
る

こ

と

に疑
問

を

も

つ

こ

と

になる 。

こ

の

点
を

はっ

き

り

さ

せ

た
うえ

で

、

中
央

の出
入
国
制
限

緩

和

の政
策

と

指
示

を

再
び
実
行

す

れ

ば

、

心

に自信

を

も

っ
て

こ

れ

を

おし

す
す

め
る

こ

と
が

で

き

る 。

た

だ

、
当
面 、
多
く

の固

の革
命

の条件

が

ま
だ

未
成
熟
で

あ
り 、
同
時

に
大多

数

が
わ
れわ
れと

外
交
関
係

を

も

っ
て
い
る

ので 、

こ

の問
題

の処
理

につ
い
て
は 、

在
外
華
僑

の問
題も

含

め
て

、

慎
重

を

要

す

る 。
従っ
て

、

わ
れわ
れ

は

、

出
国し

た
華

僑

と

そ

の
一

族
を

必

ず

教
育し

、

元

の居
住
地
で
そ

の地

の政
府

と

法
律

を

尊
重し 、
現
地

の人

民
大衆

と

一
緒

になる

よ

う

に

さ

せ
な

け

れ

ば
なら
ない 。彼

ら

が

大衆

と

一
緒

になり

、

ひ

き

つ

づ

き

祖
国

を

熱
愛し
ひ

き

つ
づ

き

マ
ル

ク

ス
・
レ
l

ニ

ン

主
義

の
28 

が

、

い

ま

再
び
出
現し
て

き

た

も

ので
あ
る 。

す

で

にイ

スラエ

ル

共和
国

と

いう
国

家

が

成
立し
てし

ま

っ
て
い
る
以
上

、

そ
ん

な国
は

存在し

ない

と

い
っ
て

み

た

と
こ

ろ

で
通
用し

ない 。
ど

のみ

ち

パ
レ

スチ
ナ
難

民
の身

の振
り
先

を

考
え
て
故
郷

に戻

す

こ

と

はで

き

ない
し

、

そ
ん
な

こ

と

を

す

れ

ば
今
度
はユ

ダ
ヤ

の

難

民

群

が

出
現

す

る 。
し
かし

こ

の問
題

の解
決
は比

較
的

手

が

か
かる 。

王
海
容
副
部
長
（
毛

主
席

の姪

と

も

い
わ
れ

る
通
訳
兼

秘
書
で

、

外
交
部
副
部
長

に昇
任し

たーーー訳
者）
が

かつ
て
毛

主
席

にイ

スラエ
ル

を

わ
れわ
れが

承
認

す

べ

き

かど う

か

、

と

た

ず

ね

た

と
き

、

毛

主
席
は 、「

曹
仁

が

東
呉

と

奮
戦し
て
い
る

と
き

、

孔
明
は巧
み
に荊

裂

を

手

に入
れ

た

。
鋭
気

を

養
い
つ
つ

敵

の疲
れ

を

待つ

ので
あ
り 、
泰
山

に登っ
て
虎

の
た
た
かい

を

観
戦

す

る

の

が

よ

い
」

と

語っ

た

。
イ

スラエ
ル
／

こ

れ

につ

い
て

の私
個
人

の見
解
は 、

イ

スラエ
ル

は
ない

よ

りも

あっ

た

方

が

よ

く 、
そ

の

ま
ま

にして
お
い
て
承
認し

ない

、

と

い うも

ので
あ
る 。

ま

ず

そ

の

ま
ま

にして
お
い
て

、

見
守
り 、
時
間

が

た
つ
て
か

ら

ま

た
問
題

に

す

る 。
ど

のみ

ち

ソ

修
は

米

帝

と

た
た

かう

こ

と

になり 、ア

ラ
ブ

の
大小

糠

々

の王
様も

、

途
の遣

い

道 、
泣い
所

に困
る

こ

と

は
なく
なる

だ
ろ

う
。彼

ら
は国

を

愛

さ

ず

に自分

の王
朝

を

愛し 、
人
民

を

愛

さ

ず

に

た

だ

個
人

の享

楽

を

愛し
て
い
る 。
ラ

ク

ダ
や
服

に遊
び
あ

き

、
砂
漠

に住
む

の

が

い
や

になり

、

銃
や

大砲

を

買
い

た

が

っ
て
お
り

、

官

と

武
勇

を
た
た
か
わ

せ

よ

う
と

血
迷っ
て
い
る 。

だ

か
ら
彼

ら

に

ソ

述

の
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飛
行
機

を

買
わ

せ
てア

メ

リカ

の飛
行
機

を

攻撃

さ

せ 、ア

メ
リ

カ

のロケ
ッ

ト
を

買
わ

せ
て
ソ
辿

の戦
車

を

攻
撃

さ

せ
れ

ば

よ

く 、
ひと

し

き

り

大騒
ぎ

を

す

れ

ば
冷
静

になる

だ
ろ

う
。

とい

う

の は 、
最
後

ま

で

た
た
かつ

て
誰

が

誰

に勝つ

のか

と

い

っ
た

問
題
で
は
なく 、

ま

た
ユ
ダ
ヤ
人

が

滅
亡

す

る

と

かパ
レ

ス
チ
ナ
人

民

が

地
球
か
ら消

滅

す

る

と

かい

っ
た

こ

と

でも

な

く 、
革
命

の脱

が

米

帝

と

ソ
修

の侵
略

勢
力

を

駆
逐

す

る

こ

と

に

ほ
か
なら

ず

、
人

民
の白

血

を

す
す

り 、
淫
乱

を

ほし

い

ま
ま

に

し 、
人

民
を

あ
ざ
む

き

圧し
て
い
る
封
建
支
配

階
級

と

人

民
の頭

上

を

踏
みつ

け
て
い
る

大小

の王
朝

を

徹
底
的

にくつ

がえすこ

と

にほ
か
なら
な

い

か
らで

あ
る 。

フ

ァ
イ
サ
ル
で
あ

ろ

う
が

、

カ
ダ

フ

ィ
で
あ

ろ

う
が

、
サ
ダ

ト

で
あ

ろ

う
が

：：：
あ
る

い

は

彼

ら
の
ど

ん
な後

継
者
で
あ

ろ

う
が

、

みな

す

べ
て
同
様

に歴
史

の

判
決
か
ら逃
れ

る

こ

と

はで

き

ない 。

こ

の日

が

来

た

っ

て 、
人

民
の
、

光
明
あ
る
中
東

になる

ので
あ
る 。
中
東
人
民

は十
分

に

自
決
で

き

る

と

信
じ
て

い

る 。彼

ら
の革命
目標

さ

え

あ
れ

ば 、

ア

ラ
ブ
人

が

ユ
ダ
ヤ
人

と

平
和
的

に
共存

で

き

ない
など
と

心
配

す

る
必
要
はない 。

難

民

とい

う

こ

の名
詞

は 、も
と

もと

帝
国

主
義

が

人
び

と

の頭
上

に押し
つ

け
た

も

ので
あ
り 、
わ
れわ
れ

は

こ

の名
詞

につ

い

て

と

や
か

く
い

い

争う
必
要
は
な

い

。
私

は 、

た

だ

同
志
諸
君

が

「
全
世
界

のプ
ロ
レ
タ
リア
ー

ト

は団
結

せ

よ

」

とい

う

マ

ル

ク

ス

の名
言

を

忘
れ

な

い

よ

う

希
望

す

る 。

毛
主
席

が

五
年

前

に提
起し

た
反
帝・
反
修

の国

際統
一
戦
線

に

朝
鮮
本
島

に新

たに戦
争

が

爆
発

す

る
可
能
性

が

あ
る
かどう

か？
手
許

のメモ

に

よ
っ

て
説
明し

よ

う
f

朝
鮮

は二
十
年

前

にソ連

のス
タ
ー

リン

と

中
国
志
願
軍

の援
助

の

もと

で 、
外

部
か
ら
の侵

略

を

撃
退し

た

。一二
十
九
万

の
ア

メ
リ
カ

の
大軍

を

剛
非
品

と

し
て

こ

の戦
争
は終

結し

た

。
当
時

の朝
鮮
戦
争

の銃

戸
は 、

ち

ょ う
ど

イ
ン
ド
シ
ナ

の抗
仏
闘
争

と

時

を

同
じ
くし
て

響

き

わ

た

っ
たので

あ
る 。

い

ま
ま

た

、
イン
ド
シ
ナ
戦
争

が

終

わ

る

と

、
金
日
成

が

北
京へ
来

た

が

、
世

の中

には偶
然

に一
致

す

る

こ

と
が

多

い

。
私
は

フ

ラ
ン
ス
で
い
くつ
か

の外
国

の新
聞

を

見

た

が

、

みな

こ

の問
題

を

論
じ
て
お
り 、
何
十も

の眼

が

中

国

に注

が
れ

て

い

て 、
朝
鮮

が

た
た
かう

かど う

か

が

朝
鮮
人

民

にあ
る

ので
はなく

中
国

にあ
る
か

の

よ

う
で
あ
る 。
中
国

と

し

て
は

と

ん
でも

な

いこ

と

で 、
朝
鮮

の

こ

と

は朝
鮮
人

民

が

み

ず

か
ら
の主

張

を

も

っ

て

い

る 。

古

き

時
代

の軍事

家
は 、

戦
争

を

す

る

と
き

に「
天

の時 、
地

の利 、
人

の和」

を

すこ

ぶ
る
強
調し

た

。

こ

の三
点

の
う

ち

、

わ
れわ
れ

は二
つ

の点

を

と

り
あ
げ

よ

う
。

一
つ

は天

の川吋
で 、

こ

れ

は時
機

と

でも
い

う
べ

き

だ

が

、
朝

鮮
人

民
共和

国
は一

日も

早
く
祖
国

を統
一
し

よ

う
と

希
望し
て

い

る 。
ど

ん
な方

式

を

用

い

る
か
は 、

朝
鮮
人

民
の内

政
問
題
で

あ

っ

て 、
わ
れわ
れ

を

含
め
て
誰も

干
渉
で

き

な

い

。
削
鮮

が

・帝

国
主
義

の侵
略

を

受

け
、

戦
火

が

鴨
緑
江

のほ

と

り

ま

で
及
び 、

かん

す

る
呼
び
か

け
（一
九
七
O
年
五
月
二
十
日

の毛
沢
東
声
明

「
全
世
界

の人

民
は団

結し
てア

メ

リカ
侵
略
者

と

そ
のあ
ら

ゆ

る
手
先

を

打

ち
ま

か

そ

う
／」

｜｜
訳
者）

に応

え

る

よ

う

希
望

す

る 。
現
在
わ
れわ
れ

は

資

本
主
義国

と

も

交

際

し 、
商
売

を

し 、

ま

た

ア

ラ

ブ
人

民
の正
義

の闘
争

を

支
持し

な

け

れ

ば
なら

ない

が

、
し
かし 、
わ
れわ
れ

は終
始 、
世
界
革命

の理
想

と

任

務

を

放
棄

す

る

こ

と

はで

き

ず

、
し
かも

最
後

の勝
利
は必

ず

ア

ラ

ブ
人

民
の

も

ので
あ

っ

て
帝
国
主
義

と

反
動
派
で
はない

こ

と

を

深
く
信
じ
て

い

る 。
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朝
鮮
戦
争
は
や
は
り
準
備
が
い
る

金
日
成

の名

を

口

に出

す

と

、
会
場

の同
志
諸
君
は
な
にや
ら

郎

を

寄
せ
合

っ

て
耳
打

ち

し
て
い
る

が

、
皆

さ

ん
は

彼

の

こ

と

を

「
根

っ

か
ら
の修

正
主
義者
」

と

でも
い
い

た
い

の

だ
ろ

う
。

そ

れ

は金
日
成

が

北
京

に来

た

と
き

、
歓
迎

の隊
列

のなか

の
一
部

の人
び

と
が

冴

え

ない
表

情

だ
っ
た

こ

と

か
ら
も

よ

く
わ

か
る 。

私
は

こ

の見
方

を

糾

そ

う
と

思

う
し 、

皆

さ

んも

「
根

っ

か
ら
の

修
正
主
義者
」
など
と

はい

え

な

い

。
総
理も

朝
鮮

に学
ば

ね
ば

なら
な

い

と い

わ
れ

た

が

、彼

ら

が

根

っ

か
ら
の修

正
主
義者
な

ら 、
どう

や

っ

て
学べ
ょう

か
？

朝
鮮

の同
志

には

彼

ら
の苦

し

い

立
場

が

あ
り 、

そ

こ

を

分
析し
て
付

き

あ

っ

て
ゆ

か
な

け

れ

ば
なら
ない 。

「
唇

なく
なり

て
歯
寒し
」

と

いう

こ

と

になる

ので
な

け

れ

ば 、
わ
れ わ
れ

は先

に手

を

く

だ

し 、
兵

を

出し
て
戦
争

に加
わ

る

こ

と

はし

ない 。も

しも彼

ら
の内

政
問
題
で
あ
る

のなら 、

わ
れ わ
れ

は

た

だ

道
義的
な支

持

と

物

質
的
な援

助

が

で

き

る

だ

け
で
あ
り 、
同
時

に

そ
の時

の情

勢

と

朝
鮮

の同
志

の態
度

を

見

な

け

れ

ば
なら
な

い

。
「
反
帝

はや
る

が

反
修
はや
ら
な

い

」
で

は 、
お

そ

らく
通
用し

ない

だ
ろ

う
。

朝
鮮

は初
め
わ
れわ
れと

親
密

だ
っ
た

が

、

そ
の後
わ
れわ
れ

か
ら離
れ

て
ソ
辿

に近
づ

き

、

ま

た
修
正
主
義

を

圏
内

に氾
濫

さ

せ

た

。
や

が

て
ソ
述

に一
杯
食
わ

さ

れ

、

ま

た
小
日
本
（
喬
外
交

部
長
は日

本

を

「
小
日
本」
と

見
下し
て

い

る
｜｜

訳
者）

の軍

国
主
義復

活

が
こ

わ

く
なり 、

早
速 、
住
即
位

を

派
遣し
て

き

た

。
（
握
席
健・
最
高
人

民

会
議
常
任
委
員
長

を

団
長

とす

る
北

朝
鮮
党・
政
府
代

表

団
は一

九
六
九
年
九
月

に中
国

を

訪
問し

た

｜｜
訳
者）
囲
内
で

ま

た
（
中
国
人
民）
志
願
軍

の紀洛
碑
や
紀

念
会
館

を

つ
く

っ
た

りし

た

。
い

ま
ま

た
金
日
成

が

や

っ

て

き

た

ので 、
わ
れわ
れ

は蝶

大に歓
迎し 、
毛
主
席も

会
見

さ

れ

て 、

意
見

を

交
換

し

た

。彼

はソ
辿

に
も

行
く

そ

う
で 、

こ

の点
は

す

で

に

わ
れわ
れ

に

こ

と
わ

っ

て
い
る 。
ソ
連

に行

っ

ても

どう

っ

て

こ

と

はなく 、
行

っ
た
か
ら

とい

っ

て
なん

でも

な

い

。
わ
れ

わ
れが

フ

ラ
ン
ス
へ
行つ
でも

なん
でも

な

い

の

と

同
様
で
あ

り 、
自
分

が

修
正
主
義

を

や
ら

ず

、

マ

ル

ク

ス・
レ
l

ニ
ン
主
義
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を

堅
持

す

る
か

ぎ
り 、
第
三
者

が

影
響

を

与
え
よう
と

思
っ
ても

影
響

さ

れ

るも

の

で

はな

い

。

金
日
成
はどう
で

あ

ろ

う

か
？
そ

の態
度
は現

在
なお

矛
盾

し
て
お
り 、
ソ
修

を

お
そ
れ

で 、
そ

の機
嫌

を

そ

こ

ね
る

こ

と

を

し
な

い

反
而 、
中
朝
両
国

人
民

の伝

統
的
な友

誼

を

も

保
持
し

た

い

と

思
っ
て

い

る 。
こ
れ

と
同
時

に
、

突
然
軍

を

進
め
ても

、

米

帝
と
南
朝
鮮

の朴
正
照
健
制
集
団

を

打

ち

敗

か

すこ

と
は

で
き

な

い

の

で

はな

い

か
と
お
そ
れ

る
反
而 、
小
日
本

の軍
国
主
義

を

復

活

さ

せ
る

の

で

は
な

い

か
と
心
配
し
て

い

る 。
こ

のよ う

な境
遇

と
苦
悩

を

わ
れわ
れ

は理
解
し
て
や
らね
ば
なら

ず

、
要

す

る

に

朝
鮮

はや
はり

社
会
主
義国
で

あ
り 、
金
日
成
は 、

ま
だ

修
正
主

義

で

は
な

い

の

だ

。

第
二

に地

の利

につ

い

て

い

え
ば 、

朝
鮮

はイ

ンドシ
ナ
と
は

ち

が

う
。

こ

の席

に

い

る
多
く

の同
志

は二
十
年
前

に朝
鮮
戦
争

に参
加
し

た

こ

と

が

あ
り 、
朝
鮮

の地
形

には精
通
し
て

い

て 、

時
間
で

も

手
探
り
で

歩
け
る
ほど

だ

。

こ

れ

ら
の同

志
は 、

朝
鮮

で

の戦
争

は 、
イ

ンドシ
ナ

のそ
れ

と
は

ち

がい

、
比
較
的

大

き

な旋
回

の余
地

を

も

ち

、
機
動
戦

に便
利
で

あ
る
こ
と

を

知っ
て

い

る 。
朝
鮮

の戦
争

は 、
作
戦

す

る
双
方

の闘
士

によっ
て
決
定

さ

れ

る

のみなら

ず

、
強

大な火
砲 、

大量

の戦
車 、
飛
行
機

に

よっ
て
決
定

さ

れ

る

の

で

あ
り 、
皆

さ

ん
は映

画
で

見
て
ご
存
知

支
持

す

る

のか？
ラジ
オ
放
送
で

一
言
二
言
支
持

の言
葉

を

述

べ 、
新
聞
紙
上

に数
行

の讃

美
の言

葉

を

書
け
ば

よ

い

のかど う

か
？ も

ちろ

んダ
メ
で

あ
る 。
精
神
的

お
よ

び

道
義的
な支

持

は
も

ちろ

ん
のこと 、

さ

ら
に

物

質
的
な援

助

を

必
要
と

す

る 。

カ

ンボジア

を

例
にとる

と 、
シア

ヌ
1

ク

や
キュ
l・

サ
ム
フ

ァ

ン
に「
わ
れわ
れ

はあ
な

た
方

を

支
持

す

る

が

、
お
金も

な

く 、
武
器も

な

い

。
あ
な

た
方
は素

手
で

ア

メ

リ

カ

の武
器

にぶ

つ
かっ

て
く
れ

」と

い

え
る

だ
ろ

う

か 。も

ちろ

ん

い

え
な

い

。

皆

さ

ん
は 、

毛
主
席

が

抗
日
戦
争

の時
期

に

い

わ
れ

た

「

わ
れわ

れ

は自
力
更
生

を

主
張

す

る

が

、
外
か
ら
の援

助

を

拒
むも

の

で

はな

い

」と

い

う言
葉

を

想

い

起
こ

さ

なけ
れ

ば
なら
な

い

。
カ

ンボジア

に

た

い

し
ても

同
様
で

、
自
力
更
生

が

も

っ
とも

重
要

で

、彼

ら自
身

が

決
心

を

く

だ

し 、

大衆

を

発
動
し
て

統
一
戦
線

を

つ
く
る
なら 、
わ
れわ
れ

は

彼

ら
に

物

質
的

援
助

を

与
え
る

が

、
自
力
更
生

を

せ

ず

、
カ

ンボジア

の
大衆

を

発
動
し
な

い

と

す

れ

ば 、
わ
れわ
れが

武
器
や

物資
を

与
え
ても

、
誰

に使
わ
れ

る

のか？ア

メ

リカ

の失
敗

は 、

ま

さ

にこ

の
一
点

にあっ

た

の

で

あ
り 、ア

メ
リ
カ

が

育
て

た
他
州酬
は

す

べ
て
外
か
ら
の援

助

が

主

で

、
自
力
更
生
は二

の次

だ

と
し
て
放
り
出
し
て
し

ま

い

、

十
個

の他
倒
政
椛

が

十
個
とも

運
輸

大隊
長

になっ
て
し

ま

う
。

他

の国も

カ

ンボジア

と
同
様
で

、彼

ら
の

人
民

が

革
命

に立

ち

あ

が

り

さ

え

す

れ

ば 、
わ
れわ
れ

は

き

っ
と
支
持
し 、

き

っ
と

のよ う

に
、

立
派
な山

が

、

みな何
メ
ー

ト

ルも

削
り

取
ら
れ

て

い

る 。
こ
れ

は準
備

の過
程

が

必
要

だ

と

い

う

こ

と
で

あ
り 、

こ

の点
は

わ
れわ
れがす

で

に朝
鮮

の同
志

にはっ

き

り話
し
て
あ

マ＠ 。
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朝
鮮
問
題

に

た

い

し
て 、
皆

さ

ん

が

大変
敏
感
な
のは不

思
議

で

は
な

い

。
戦
争

は 、
遅
か
れ

早
か
れ

や
ら
なけ
れ

ば
なら
な

い

。
平
和

統
一

の可
能
性

はあ
る

が

、

大

き

な希
望
は
も

て
な

い

。
戦
争

を

い

つ
や
る
か
は 、

朝
鮮

の同
志

が
こ

の情

勢

を

い

か

に見
て

い

る
か

を

見
定
め 、

さ

ら
に朴

正
照

が

ど
ん
な様

子
か

を

見
なけ
れ

ば
なら
な

い

。
今
年

の国
連
総
会
で
わ
れわ
れ

は朝
鮮

問
題

を

提
出
し
て 、
世
界

の反
応

が

ど
ん
な
も

の

で

あ
る
か

を

も

う
一
度
見
て 、
そ
れ

か
ら朝

鮮

の同
志

に

わ
れわ
れ

のそ

の後

の

見
方

を

提
出

す

る
こ
と

にな

ろ

う
。

現
在
は 、

暫
く

こ

の

ま
ま

で

ゆ

く 。
つ

ま

り 、
チ
ャ

ンス

が

まだ

来
な

い

か
ら

だ

と

い

え
る

が

、
チ
ャ

ンス

は一

た
び
来

た
らそ

の機

を

失う
べ

き

で

は
な

く 、
時

に再
来
は
な

い

の

で

あ
る 。

5 

革
命
は
輸
出
し
な
い
こ
と
の
意
義

民
族
民
主
革命

を

支
持

す

る
こ
と 、
こ
れ

は責
任
転
嫁

の

で
き

な

い

国

際

主
義的
義務
で

あ
り 、
過
去

にお

い

ても
、

現
在

にお

い

ても
、

ま

た
将
来

にお

い

ても

変
わ

り
は
な

い

。
ど う

やっ
て

大量

の支
援

を

お
こ
な
う
。

そ

の国

の

人
民

が

立

ち

あ

が

ら

ず

、

革命

の時
機

が

未
成
熟

で

あ
れ

ば 、
わ
れわ
れ

は

人

を

派
遣
し
て

転
離

を

はかっ

た
り 、
派
兵
し
て
干
渉
し

た
り 、
軍
艦

を

動
か

し

て
他
国

の

領

土

を

侵
略

す

る
こ
と
は決

し
て
し
な

い

。

だ

か
ら
わ

れわ
れが

マ
レ
ー
シア

の首
相

にお
こ
なっ

た
保
証も

、

こ

の
一

点
にお

い

て
で

あ
り 、も
う

少
し

す

れ

ば

フ

ィ

リ

ピ

ン
の
大
統
領

も

やっ
て
く
る

が

、

ま

た
同
様

にこ

のよ う

な保
証

を

お
こ
な
う

し 、
そ

の次

に来
る
者

に

た

い

し
ても

ま

た
同
様
で

あ
る 。
わ
れ

わ
れ

に保
証

さ

せ
て
お

い

て
か
ら 、

現
地

人
民

の革
命
闘
争

を

阻

止
し 、

共産
党

が

指
導

す

る
革
命
運
動

を

阻
止

す

る
よう

に乗
り

出

さ

せ
よう
と

い

っ
ても

、
そ
ん
な

こ

と
は

で
き

な

い

。も

しも

そ
ん
な

こ

と

を

し

た
ら他

国

の内
政

に干
渉

す

る
ば
か

り
か 、

兄

弟
党

の内
政

に手
荒
く
干
渉

す

る
こ
と

になる 。

はっ

き

り

い

え
る

こ

と
は 、マ

ラ
ヤ

共産
党

にせ ーよ 、
他

の
共

産
党

にせ
よ 、彼

ら
の革

命
闘
争

につ

い

て
は 、
彼

ら

が

勝
利

す

る

ま

で

、
こ
れ

ま

で

ど
お
り
支
持

す

る
と

い

う
こ
と
で

あ
る 。

こ

の原
則
は絶

対

に不
動

で

あ
り 、
む
し

ろ

玉
砕

す

る
とも
い

た

ず

ら
に身

を

全う
せ

ず

、
で

あっ
て 、

はっ

き

り

い

っ
て
し

ま

え

ば 、

こ

う

な
の

で

あ
る 。
わ
れわ
れが

派
兵
し
て
他
国

を

侵
略

す

る
こ
と
は
なく 、

ソ
修

のよう

に

人

を

送っ
て
兄
弟
党

の頭
上
か

ら指
揮
棒

を

ふ
るう
こ
と

のな

い

か
ぎ
り 、
革
命
「
輸
出
」
の問

題
は存

在
せ

ず

、
どう

い

お う
がい

わ
れ

よ う
が

か

ま

わ

な

い

。
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も
し

もわ
れわ
れが

本
当

に侵
略し

よ

う
と

思

い

、本
当

に革命

を

輸
出し

よ

う
と

思

っ

て

、

他

国
の
共産

党

の肩
替
り

を

す

れ

ば

、

東
南ア
ジア

諸

国
など

半
年
か一

年
で

全
部
か

た
づ

い

て
し

宇品、っ

。

6 

各
国
人
民、

兄
弟
党
の
革
命
闘
争
を
支
持
す
る

東
南ア
ジア

諸

国

で

汚
職腐敗

分
子
で

な

い

折
噂
者

を

探し
出

すこ

と

は

まっ
た

く

難し

い

。

こ

れ

ら
の

人
物
はど うあ

ろ

う

と

、

少し
で

も

民

族

意
識

を

も

っ

て

い

れ

ば

い
い

方
で
ある

。
そ

れ

以
上
要

求
し

ても

ダ
メ
で

、

こ

の点

につ

い

て

は

、

最
近

、

わ

れわ
れ

は

フ
ィ
リピ

ン

、

タ
イ
など
と

国

交

を

結
ぼう
と

して

い

る
が

、

皆

さ

ん

、

あ

らか
じ
め
は

っ

き

り

さ

せて

お
か
な

い

とい

けな

い

。

東
南ア
ジア

諸

国
の
大部

分
は
、

反共

国家

で
ある
が

、

ア

メ

リカ

の
反共

と

は異
な

っ

て

い
る

。

後
者
は
共産

党

の合
法
的
な

存
主

を

許

し

て

い
る
が

、

前
者
は
共産

党

の存在

を

許

さ

ず

、
共

産
党
は

地

下
闘
争

の状
態

にお
か
れ
て

い
る

。

こ

れ

ら
の

国家
は

ア

メ

リ

カ

と

利

害
関
係

を

も

ち、

台
湾

と

も

程

度

の差

こ

そ

あ
れ

つ
な

が

っ

て

い
る

。

も

しも

明
日

、

ソ
修

が

や

っ

て

き

て

十
位

、

二

十
億

支

援

す

れ

ば

、

彼

ら
は

た

ち
まち百八十

度

大

転
換

し て

、反
中
国・反

米

と

な り

、

モ

ス

ク
ワ

の

胸
に

飛

び

こ

ん

で
ゆ
く

。
だ

か
ら
彼

ら
の

反 共 は
大

層頑固だ

が

、反 共
の

あと

、

ど う
し

た
ら

よ

い

の か

が
わ

か
ら
な

い

。そ
の
反共目的

の

追求
が

、

真

に

民
族

と

国家

の

利
益

にな

る

の かど う

か

、
ス

ハ

ル

ト

は
答

え
ず

、
マ

ル

コ
ス

も

答

え

ら
れ

な

い

と

思

う

。た

とえ

ば

フ
ィ

リ

ピ

ン
大
統
領
夫人

は

フ
ィ

リ

ピ

ン
の

美人
コ
ン

テ
ス

ト で

選

ば
れ

た
美 人

で
あ

り

、

美人
コ
ン

テ
ス

ト 自体

が

資本 主 義

の

腐敗し

た

制

度

の

産
物
な

の

で
ある

。
大ブ

ル
ジ
ョア
ジ
ー

、
大

地

主
階
級
は

女性

を

も
て

あ

そ

び
、

婦 女
を
男子

と

不平等
な

地
位

に

位き

、
花
瓶
の

よ

う

に

見

た

て
て

支

配階

級

が

観賞
す
る

の

で
ある
が

、

マ

ル

コ
ス
大

統
領
夫人は

そ
の

典
型
的
な例

で
ある

。

こ

の

点

か
ら して

、皆

さ

ん
は

フ

ィ

リピ

ン
大
統
領

と

そ
の

夫 人

が

代

表 す
る

の はど
ん

な

階
級
の

利

義

で
ある

の か
は

っ

き

り

す
るこ

と
が
で
き

る

。

「

ど
ん
な

樹

に ど
ん
な

花

が

咲
く

か

、

ど
ん
な

階
級

が

ど
ん
な

話

を

す
る

か
」
、

こ

れ

はどう

に
も

なら
な

いこ

と
で
ある

。

だ

が

、

目前

の

国際 情勢
か
らして

、

わ
れわ
れ

は

彼

ら

と

話

し
あ
わ

な

け

れ

ば
なら

ず

、

ニク
ソ

ン
の

よ

う

に

、

彼

を招

い

て

話

し
あ
わ

な

け

れ

ば
なら
な

い

。

わ
れ わ
れ

は

、
毛主
・郎
の

英
明

さ

も

ま

さ

に

こ

の
点に

ある
とい

う

こ

と
が
で
き

、
事

と

人

と

に

た

い

して

緩急
戦

量 、
み なか

け

ひ

き

が
ある

の

で
あ

り

、

こ

れ

か
ら

徐
々

に

皆

さ

ん
に
もわ

か

っ

ても

ら

え
る

で
あ

ろ

う

。

喬現議

冠在説
華

演も
説変
のわ
衝ら
撃ぬ

中
覇
権向島

令頁 王

雄 義

中
国
外
交
の

「
ホ
l
プ」

だ
っ
た
喬
冠
華

私

が

訳し

た
喬
冠
華
外
交
部
長
（
外

相）

の秘
密
演
説

の記
録

は

、

「
正
論
」

1
9
7
6
年
1
月
号

に「
第
三
世
界

。

共

産
革
命。
宣
言」

のタイト
ル
で

拘
秘

さ

れ

た

。

今
回

、

編
集
部
か
ら
の木

別
附へ

の再
掲
要
請

に応
じ

たのは

、

お
年
以
上

も

前

の歴
史
的

文
詐
で
あ

り
な

が

ら

、
そ

の重
要
性

が

今も

まっ
た

く

失
わ
れ
て

い

な

い

と

考

え
る

か
ら
にほ
か
なら
な

い

。 当
時
演
説
記
録

に付し

た
解
説
文も

新

た

にして

、

改
めて

紹
介

す
る

。

喬
冠
華

が

姫
鵬

飛

・

前

部
長
更
迭

の

あ

と

を

受

け

て

中
国

外
交

の最
高
責
任
者

に

な

っ
た

と
き

、周
恩
来

、

陳
毅
以
来

の
本

格
的
な外

相

の登
場

だ

と

感
じ

たのは私

のみ

で

は
なかっ

た

だ
ろ

う

。

1
9
5
0

年
代
初
頭

、中
国

外
交

が

華

々

し
く

ク
ロ

ー

プア

ッ
プ

さ

れ

た

と
き

、

台
前
問
題
討

議

の

国

辿
安
保
理

事

会（
1
9
5
0
年）

、

朝
鮮
戦
争
停
戦

の
た

め

の
ジ

ュ
ネ
ー

ブ
会

議
（
1
9
5
4
年）

、

ア
ジア
・ア

フ

リ

カ
非
同
県
諸

国
の首

脳

が

「
平
和
五
原

34 

則」
「
平
和
十
原
則」

を

求

めて
一
堂

に

会し

た
バ

ンド

ン会
議
（
1
9
5
5
年）

など

に出
席して

き

た

そ
のキ
ャ

リ
ア

か

らしても

、

1
9
6
9
年

の

中

ソ

国

境
交

渉

の中

国

側
代

表

団
長
で
あ

り

、

1
9
7

1
年

の中

国
の

国

辿
加
服
後

の初
代
代

表

団
長
で
あ

っ
た

とい

う

師
かし

い

経
服

か

ら
も

、

さ

ら
には1

9
7
4
年

の部
小
平

の

国

述
特
別
総
会
演
説
「
三
つ

の世
界

論」
（
演
説
記
録
参
照

。中
国
は「

第
三

世
界
」
の盟

主

と

し

た

）

の起
草
者

とい

わ
れ
て

い
るこ

と

か
ら しても

、
国

連
で

はし

ば

し

ば

拒
否
権
を
行
使して

き

た

「
ミ

スター－
ニ
エ
ット

〕
こ

と

グ
ロ
ム

イ

コ

・

ソ

連
外
相

と

互
格

だ
っ
た

とい

っ

て

よ

い

。

従
来
彼

は

、

周
恩
来

の陰

に

あ

っ
た
た

め
目
立

たなか

っ
た

だけ

で
あ

る

。そ
の而

冠
華

が

1
9
7
5
年
5
月
初

日

、

天
津
市
で
き

わ

めて

重
要
な外

交
演

説

を

お

こ

な

っ
た

。

演
説

のなか
で

需
冠

輩
自
身

が

訪

っ

て

い
る
と

こ

ろ
に

よ

る

と

、

こ

の演
説

は

、

天
津
直
轄
市

、

河
北
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省

、

区

の各
級
党
委
員
会
委
員
以
上

の幹

部

と

部
隊

と

述
隊
長
以
上

、

河
北
省

地

方

委
員
以
上

に対
して

お

こ

な

わ

れ

た
も

の

で
ある

。

こ

う
し

た
幹
部へ

の演
説
で
あ

る

だけに

、中
国
外
交

の
本

音

と

そ

の世

界
革
命
戦
略

が

そ

の

ま
ま

表

山
して

い

る

。

し
か

も

、

こ

の演
説
は「

情

勢に従っ

て

変
わる

。
わ

れ
わ

れ

の外
交
政
策
も
変

わ

っ

た
し

、

そ

の変
わ

り
方
も

大変
はや

かっ

たの

で

、

外
交
部
も

い

さ
さ

か
而
食

らって

足

が

乱
れ

、準
備

に手

こ

ずっ

た

が

、

現
在
はう

ま

く

い

って

い
る

」
と

荷

冠
華
自
身

が

告
白
して

い
る

よ
う

に

、

1

9
7
1

年

のニ

ク

ソ

ン・キ
ッ
シ

ン
ジ

ャ

ー
訪

中に
よ

る

米中
接
近
以
来

の中

国

外

交

の変
化

に

た

い

して

、

「

国

家
外
交」

と

「
革
命
外
交」
と

の関
連

はど
う
か

、

中
国

外
交

の変
化

が

そ

の世
界
革
命
戦
略

と

矛
盾
し
な

い

か

、

とい

っ

た
刺
激
的
な

質
問

に答

え
る

た
め

の講
演
で

も
あ

っ

た

。
華
僑

と

「
革
命
輸
出」

の問
題

、

東

南ア
ジア

諸

国

と

の

国

交
樹
立

と

現

地

共
産
党へ

の

支

援

の問
題
など

に多
く

の部

分

が

さ

か
れて

い
る

の は

、

そ

の
た

め
で

ある

。

今
革
命
の
輸
出φ

に
か
ら
む

喬
冠
華
街
説
は

、

対

米

接
近

など

中
国

外
交

の変
化

に慣
れて

し

ま

って

、

そ

の

本
質

を

忘
れ
か

け

て

い

た
人

び

と

には冷

水

を

浴

び

せ
られ

る

よ
う
なも

の

で
あ

り

、

全
編
街
略
的
な内

容

に充

ち

て

い

る

。
紙
数

の関
係
で

制
愛
せ
ざ

る

を

得
な

かっ

た

が

、

中

国

が

日

本の潜
在
的

力
誌

にや
はり

脅
威

を

感
じて

い
るこ

と

、

深

刻
な

中
ソ
対
立

に直
面
して

い

た
中
国

は

、

西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

、

と

く

に西
ド
イ
ツ

や
朝
鮮
半
島
か
ら
の

米

軍
撤
退

を
本

心
で

は望
ん

でい

なかっ

た

こ

と

など
も
興
味

深

い

。
イ

ンドシ
ナ
戦
争
で

は1
9
7
0

年

代

初
頭

には

、

完
全

に行

き

詰

まっ

て

い

たの に

、

ア

メ

リカ

が

カ

ンボジア

の

ロ

ン・ノル
政
椛

を

かつ
ぎ

だ

して

く
れ

た
お
除
で

。
助

かっ

た
。

こ

と

など
も
諾

られて

い
る

。

そ
れ

にして

も

、部
小
平
副
総
理

の訪

仏

の狙

い

を

語っ

たの

ち、

フ
ラ

ン
ス

と

は当
而

、反

米反
ソ
つ

ま

り

米

ソ
二

大朝

権へ

の
反

対
で

一
致

す
る

か
ら連

合

す
る

が

、

フ
ラ
ン

ス
の現

行

制

度
は打

倒

さ

れ

る

べ

き

だ

とい

っ

た
り

、中
東
戦
争

につ

い

て

もア

ラ
ブ

の石
油
闘
争

を
支

持

す
る

中
国

が

、

当
而

は

米

ソ

を

角
逐

さ

せて

お

き

、

最
後

にはカ
ダ

フ
ィ
を

も
含
むア

ラ

ブ

の

支

配者

が

や

が

て

革
命

人
民
に打

倒

さ

れ

る
と

見
なして

い
るこ

と

など

、

そ

の言
辞

は厳
し

い

。

金
日
成
訪

中
（
1
9
7
5
年
4
月）

を

め
ぐ

る

謎
も

こ

の演
説

を

読
む

と

大分
解

け

て

く

る

し

、

朝
鮮
戦
争
は

い

つ
か

必
ず

起

こ

る
と

して

、

し
か

も
金
日
成

を

「

反

帝
はやって

も

反
修
（

反
修
正

主
義
H

反

ソ
述）

はや
ら
な

い

」
と

し

た
らダ

メ

だ

と

全
面
的

には信
用
して

い

なかっ

た
状

況

を

知

るこ

と

も
で
き

る

。

当
時

、

マ
レ

ー
シア

、

フ
ィ

リ

ピ

ン

、

タ
イ

と

相
次

い

で

国

交

を

結
ん

だ
にもか
か
わ

らず

、

こ

36 

れ
ら諸

国
のリー

ダ
ー

を

ま

っ

た
く
信
用

して

い

な

いこ

と

、
毛主

席

と

会っ

た
マ

ル

コ
ス
大
統
領

夫

人
へ

の
・痛

烈
な評

側

、

中
国

が

本
当

に「
革
命

の輸
出」

を

し
よ

う

とす

れ
ば

、

東
南ア
ジア

など
半
年
か

一
年
で

か

た
づ
く

とい

って

い
るこ

と

な

ど

、

い

ず
れ
も
衝
撃
的
な発

言
で
ある

。

問
題
は

、 中
国
の指

導
者

が

本
当

に

こ

のよう
な認

識

に立
脚
して

い
る

のか

、

幹
部
や

大衆

を

指
導

す
る

立
場

か
ら

、

あ

え

て

こ

のよう
な

主
張

を

お

こ

なって

い

る

のか

、

とい

う
点

にか
かって

い
る

が

、

少
なく

と

も

毛

沢
東
時

代

には東
南

ア
ジア

へ

の「
革
命

の輸
出」

は

、

当
然

の

こ

と

のよう

に行
わ

れて

い

た

。た

と

え

ば

、

1
9
7
4
年
5
月

に中

国
はマ

レ

ー
シア
と

国

交

を

樹
立
し

、

そ

の

前

後

に

は東
マ
レ
ー
シア

（
ボル
ネ
オ
島）

の

中

国

系
サ
ラ

ワ

ク

・
ゲ

リラ

の
大量

投
降

（
帰
順）
が
あ

っ

た
。

し
か

し
「

毛

沢
東

思
想」

によ

る

武
装
闘
争

の継
続

を

叫
ぶ

北
カ

リマ

ンタ

ン
共産

党

中
央
委
貝
会
議

長
声
明
「
武
力

によ

る

国

家
椛
力
奪
取

の

道

を

歩

みつ
づ

け

る

」
が

『
北
京
週
報』

（
1
9
7
4
年
第
叩
号）

に掲
載

さ

れ

、

当
時

の

中
国

当
局
は

こ

れ

を
支

持
して

い

た

。

マ
レ
ー

シア
と

タ
イ

の

国

境一
知
は

、

かつて

は ク
幻

の
共産

党。
と

言
わ

れ

、

反

英

独
立
闘
争
で

知
られ

た
マ
ラ
ヤ
共
産

党

の陳
平
書
記
長

が

指
導

す
る

ゲ

リラ
活

動

の舞
台
で
あ

り

、私
自
身

が

海
外
学
術

BS判1,500門（税込）

西洋のリンカーン、 ｜ 
東洋の乃木と称えられ ｜ 
世界にその名を轟かせた｜
｝�木希典大将の生涯 ｜ 

調
査
で

マ
レ
ー
シア
・
タ
イ

国

境
地
帯

を

訪
れ

た
1
9
7
5
年
秋

には

、

こ

の
一
帯

に戒
厳
令

が

し
か

れて

い

た

。

タ
イ
共
産

党

の機
関
放
送
「
タ
イ

人
民
の戸」
が

中

国
の「

革
命

の輪
山」
政
策

のPR

を

受

け
持って

い

た

こ

と

も
歴
史

の事
実

で
あ

る

。

さ

ら
にはイ

ンドネ
シア

の
共産

党

（
p
k
I）
が

1
9
6
5
年

のイン
ド
ネ

シア

九・
三
O
事
件

の

敗

北
し

た
主
役
で

あ

っ

た

こ

と

も
よ
く
知
られ

だ

い
る

。

フ

ィ
リ

ピ

ン
にも戦

後一
口
して

共産
党

勢

力

が

存
在
し

た

が

、

1
9
6
9
年

には

「

毛

沢
東

思
想」

に依
拠
し

た
新

人
民

軍

（
N
P
A

、

Z命
名
HJMO
EO －∞
〉同 ・5
之

が

中
国
の「

革
命

の輸
出」
戦
略

の
一
環

と

長州 i昨士として＇（：fち

、

明治
維新に；直進した背春JVJ、
w11°二将校から日ii'f·日i混戦
争での活館、学習院院長
としての教育者の飢－・・。一

切の私欲を抱かず、武士
道に生き、武士道に殉じた
IYJ治の英雄·）'J木希』�の
�I：滋をつづります。

閉会せ：乃木神社・中央乃木曾
干107・0052

東京都港区赤坂8・11・27
TEし03・3478・3001
FAX.03・3478-3005
http://www.nogijinja.or.jp 
E-mail:nogikai@nogijinja.or.jp 
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し
て
誕
生し 、
2
0
1
2
年

の今
日
で

も

ル
ソ

ン
島
農
村
部
で

活
動

を

続
け
て
い

ヲ匂 。「
革
命

の輸
出」
戦
略

と
と

も

に
、

中

国

の革
命
外
交

に

と

っ
て
重
要

な東
南
アジ

ア
や
世
界
各

国
の華

僑
が 、
最
終
的

には

中

国

共
産
党

の「
第
五
列
」
になる
で
あ

ろ
う
こ

と

を

確
信し
て
い
る
姿

勢に
も

注

意し

なけ
れ
ば
なら
ない 。

中

国

有

事
の

際
には 、

国

外
在
住

の中

国人

も

動
員
で

き

る

と

し
た「

国

防
動
員
法」
が
施
行（
2

0
1
0
年
7
月）

さ

れ
た
現
在 、

そ
の意

味

す

る

と

こ
ろ

の重
要
性

は増

し

て
い
る 。

米
国
も
喬
演
説
を
重
要
視

喬
冠
華
演
説

の信
忠
性

につ
い
て

コ

メ

ン

ト
を

し
て
お

き

た
い 。
喬
冠
華
演
説

の

要
旨

を

私
が
知っ
た

のは 、

はや
くも

1

9
7
5
年
7
月

のこ

と
で
あ

っ
た 。

そ
の

後 、
9
月
上
旬

に香
港へ
立

ち

寄っ
た

と

こ
ろ

、香
港
で

は 、
8
月
下
旬
か
ら9

月

上
旬

にかけ
て

、こ

の演
説

の真
偽

に

話

（
平
成
幻
年
ロ
月
号）
で

も

述
べ
た
が 、

私
は 、
1
9
9
0
年
代
初
頭

の東
西
冷
戦

体

制

の崩
壊
後も

、
アジ
ア

には冷
戦
構

造
が
残っ
て
い
る

と

指
摘し
て

き

た 。
冷

戦

と

はイ
デ
オ
ロ
ギ
ー

対
立

のみ
なら

ず

体

制

の対
立

で
あ

り 、
中

国

も

北
朝
鮮も

共
産
主
義独

裁
政
権
は現

在も

崩
れ
て

は

い
ない
か
ら

で
あ

る 。

人
椛
や
民
主
主
義

と

い
う
問
題
はい

う

ま

で

も

ない
が 、
安

全
保
障
や

国際

政
治

と

い
っ
た

大

き

な枠

組
み

を

考
え
る

際
に
、こ

の点
は特

に明

確

にして
お
か
なけ
れ

ば
なら
ない 。

従

っ
て

、中

国
のい

う
「
改
革

・

開
放」
で

さ

えも
、

そ

れ
は
共産

党
独
裁
体

制

下

の

政
策
ない
し

は戦
略・
戦
術

で

し
か
な

い 、
と

い
う
認
識

を

持
つ
こ

と

が
必
要
な

の

で
あ

る 。

で

は 、
今
回
改
め
て
紹
介し
た
「
喬
冠

華
演
説」

にみ
る

共産
党
独
裁
体

制

の対

外
姿

勢の本
質

と

は何
か 。

他

国
の

人
民

の革
命
闘
争

を

支
援

す

る

のは「
革
命

の

輸
出」
で

は
ない

と

強
弁し

なが
ら 、

そ

の革
命
闘
争
が
阻
止

さ

れ
た
ら内

政

に干

題
が
集

ま

っ
て
い
た 。
台
湾

の『
中
央
日

報」
や
香
港

の中
立
右
派
系
紙
『
明
報」

が
喬
冠
華
演
説

の抜
粋

を

発

表

し 、
中

国

系
紙
が

そ

れ

に批
判

を

加
え
た
りし
た
か

ら

で

もあ

り 、

そ
の後も

台
湾
側

の文
献

資
料

に喬
演
説
が
掲
載

さ

れ

た
が

、台
湾

に関
連し
た
部
分
が
削
除

さ

れ
て
い
た
こ

と

もあ

っ
て 、
結
果
的

には各
種

の抜
粋

や

テ

キ

ス

ト

が
出
た
こ

と

になっ
た 。
内

容

につ
い
ても

さ

る
こ

と

なが
ら 、

こ

の

こ

と

が
真
偽へ

の関
心

を

高
め
た

と

も

い

、え
L自由、っ 。

し
かし 、

本
誌
が
用
い
た
フル

テ

キ

ス

ト
を

語
法
や

表

現
か
ら見

て
詳し
く
検
討

し 、

さ

ら
にア

メ

リカ

国

務
省も

、
こ

の

喬
冠
撃
演
説

に注
目し

て
分
析

を

加
え
て

い
た
こ

と

、
西
独

の『
フ
ラ
ン

ク

フル
タ

l・
アル
ゲ

マ

イ
ネ」
紙
が
北
京
特
派
員

の記
事

と

し
て
喬
演
説

を

掲
載し
た
こ

と

など

に注
目

す

れ
ば 、

喬
演
説

の信
感
性

は疑
問

を

は

さ

む
余
地
が
ない

よ

う

に

思

わ
れ

る 。

そ
の後

のアジ
ア

情勢の変
化
や
マ
ラ

渉

す

る

と

言
い
切
る
強
固
な覇

権
主
義

で

あ

る 。近
年
は 、「

革
命

の輸
出」

にはかつ

て

の

よ

う
な熱

心

さ

は
ない

にしても
、

経
済
発
展

をテコ
に
大増

強

を

続
け
て

き

た
軍

事

力

を

背
景

に
、

領

土

・
領

海
問
題

で

そ
の羽

根
主
義

を

露
わ

にして
い
る 。

南
シ
ナ
海
は「

核
心
的

利

益

」
と

公
言

し 、
尖
問
問
題
で

は日
本
側

に譲
歩し
た

り
理
解

を

示し
た
り

す

る
気
配
が一
切
な

い 。
特

に
、

2
0
1
0
年

の漁
船
衝
突

事

件
で

起

き

た

反
日
デ

モ

で

、
中

国

固
有

の

領
土観

が
再
び
顔

を

見
せ
始
め
た
こ

と

に

注
意
し

た
い 。
中

国

内
陸
部

のデ

モ

隊

は 、「
収
回
琉
球 、
解
放
沖
純」
と

い
う

スロー
ガ

ン

を

掲
げ
て
い
た 。
かつ

て
中

国
共産

党
は沖

制

の
反

米

基
地
闘
争

を

し

ば
し
ば

支
援し
て
い
た
が 、
こ

の「
琉
球

を

回
収し 、
沖
縄

を

解
放

す

る」
と

い
う

主
張
は 、

実
は中

国

共
産
党

の

領

土
問

の

源
流
な
の

で
あ

る 。
毛

沢
東
は1

9
3
6
年

に中

国

で

初
め

て
出
版

さ

れ

た
菅
察
挺
日
報
社
編

の『

毛
ヤ
共
産
党へ

の中

国

共
産
党

の祝
電
問
題

につ
い
て

の在
マ
レ
ー
シ
ア
中

国
大使

館

筋

の発
言
（
詳し
く
は拙

稿
「

マ

レ
l

半

島
縦
断
記」
『
中
央
公
論』
1
9
7
5
年

ロ
月
号
参
照）

など
か
ら し

て

、中

国

側

も

喬
演
説

を

当
面

の対
外
政
策

の基
調

に

し
て
い
た

よ

う

に

思

わ

れ
る 。

38 

毛
沢
東
の
領
土
観
に
基
づ

く

覇
権
主
義
の
台
頭

中

国

外
交

に関し
て
こ
れ

ほど

の深
い

認
識

と

経
験

を

有し
て
い
た
喬
冠
華も

1

9
7
6
年
秋

の北
京
政
変
（「
四

人
組

」

逮
捕）

に

よ

っ
て
失
脚し 、
中

国

外
交

の

第一
線

か
ら退

き

、
1
9
8
3
年
9
月

に

満
河
歳
で

逝
去し
て
い
る 。

と

はい
え

、
「
改
革

・

開
放」
政
策

に

転
換

し
た
中

国

が
い
か

に

国際

協
調

を

強

調し

よ

う

と

も
、

共産
党

の独
裁
体

制

が

続
い
て
い
る
か

ぎ
り 、
「
喬
冠
華
外
交」

は今も

活

き

て
い
る

と

見
倣
さ
なけ

れ
ば

なら
ない

と

考
え
る 。

外
務
省

の外
交
専
門
誌
『
外
交』
〈O「A

沢
東選

集』
一
巻
所
収

の論
文

「

中

国

革

命

と

中

国
共産

党
」
の中
で

、
「
戦
争

に

よ

っ
て
中

国
を

打

ち

破っ
た
後 、
帝

国

主

義

国家
はた

ち
まち

中

国
の多

く

の属

国

や一
部

の

領

土

を

強
奪し
た 。
日
本
は朝

鮮 、
台
湾 、
琉
球 、
膨
湖
諸
島

と

旅
順

を

、
イ
ギ
リ

スはピル

マ

、

ブ
l
タ

ン
、

ネ
パ
lル
と

香
港

を

領
有し 、

フ

ラ

ン
ス

は安
南
（
ベ

ト

ナ
ム）

を

領
有し
た 。

さ

ら
にポル

ト

ガル

の

よ

う
な狭

い
小

さ

な

国

もわ
れわ

れ

の

マ

カ
オ

を

領
有し
た」

と

述
べ
て
い
た

の

で
あ

る
（
建

国

後

の

人

民
出
版
社
版
「

毛

沢
東選

集』
で

は削

除） 。
つ

ま

り 、

毛

沢
東

は 、
初
期

に

は 、
朝
鮮も

沖
純も

台
湾
や
拶
湖
諸
島

と

と

も

に日本
が
奪っ
た
中

国
の属

固
ない

し

は

領

土

と

見
て
い
た

の

で
あ

り 、

そ

れ

を

「
回
収

す

べ
し」
と

い
う

国家
的

願
望

が
表

に出
始
め
て
い
る

の

で
あ

る 。

こ

の

際

、
喬
冠
華
演
説

を

熟
読
玩
味し

て 、
中
国

の対
外
姿

勢の侵
略
的
な性

格

と

そ
の戦

術
的
な鍛

密

さ
を

も

う一
度
考

え
て
み
た
いも

の

で
あ

る 。

75�1'の外相l総税制i説39 



THE SEIRON Extra 18 
発行日：2012年9月21日初版第一�J発行

発行人：樫山幸夫 編集人：上島署Ull
発行所：j室経新聞社
発売所：日本工業新聞社

電 路：｛編集l 03-3275-8925 
［販売l 03-3243・8469

1広告l 03-3243・8478

高量mnn.i柱／日工ムック
雄総6711ト45

定価l,000pJ(本体952P])

ISBN978-4・8191・5045・3

C9436 ¥952E 
MHHHHHHHAu
 

uuuuuuuu引「〆』削町田町町別町民JHHHHHHHH
H
ny
 

川川川川
0

山川山山山山山山nU
山川川川川仙川川dOHHHHHHHNτJ
 

削町山町山町副町山，斗11111111n7
 

．．．．．．．．．．．．．．．．
 
uuuuuuuuu「ζuuuuu引引引nyaI1
 


