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新
た
な
国
際
危
機
と

時

日
中
関
係

「
昨
年

来

、

日
韓
両
国

関
係

は
韓

流
ブ

ー

ム

に
沸

き
、

急
速

に
友
好

ム
ー
ド

が
高

ま

っ
て

い
る
。
前

世
紀
前

半

の
日
本

に
よ

る
朝

鮮
半

島

植

民

地

統

治

の
歴
史

の
恩

讐

を
越

え

て
、

日
韓
両

国

は
な
お
歴
史

教
科

書

や
竹
島

領
有

問

題

を
残

し

つ
つ
も
新

し

い
共

同
文
化

の
構

築

に
向

か

っ
て
進

み
始
め
た

よ
う

に
見

え
る
。

一
方

、

日
中
両

国
間

に

は
依

然

、

い
わ

ゆ
る

「政

冷

経
熱

」

の
堅

い
タ
ガ

が

は

ま

っ
て
お

り
、
政

治

的

な
関

係

は
冷

え
切

っ
た

ま
ま

で
、

改

善

の
兆

し

が

一
向

に
見

え

な

い
。

な
ぜ

日

中

関
係

に

は
日
韓
関

係

の
よ

う

に
改

善

の
方

途

が
容

易

に
見

出

し
が

た

い
の
か

?

冷
戦
か
ら
ポ
ス
ト
冷
戦
へ

理
想
主
義
の
再
台
頭

主
因
の

一
つ
は
冷
戦
崩
壊
後
の
国
際
秩
序

の
変
化
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
次

世
界
大
戦
当
時
、
国
際
社
会
は
反
フ
ァ
シ
ズ

ム
連
合
諸
国
と
枢
軸
諸
国
の
二
つ
に
分
か
れ
、

聖
戦
的
意
識
に
支
え
ら
れ
た
価
値
規
範
的
な

理
想

主
義

(
ア
イ
デ

ア
リ
ズ

ム
)

を
基

調
と

す

る
善
悪

二
元
論

に
支

配

さ

れ

て

い
た
。

第

二
次

世
界

大
戦
後

、

こ
う

し

た
理
想

主
義

は

当
初

、

一
九

四
六
年

三
月

の
チ

ャ
ー
チ

ル

の

「鉄

の
カ
ー

テ

ン
演
説

」
に
よ

っ
て
自

由
主

義

陣
営

と
社

会
主

義
陣

営

の
東
西

対
立

を

同
様

の
聖
戦
意

識

に
よ

っ
て
支

配

す

る
原

理

と

し

て
用

い
ら

れ
よ

う
と

し

た
。

し
か

し
当

時

、

在

モ

ス

ク

ワ
米

国

大

使

館

駐

在

の
外

交

官

だ

っ
た

ジ

ョ
ー
ジ

・
ケ

ナ

ン
が

ワ

シ
ン
ト

ン

宛

て

の

「
モ

ス
ク

ワ
か

ら

の
長

文
電

報

」

を

打

ち

、

さ

ら

に

一
九

四

七

年

七

月

号

の

「
フ

ォ
ー
リ

ン
・
ア
フ

ェ
ア
ー
ズ

」
誌

に

ペ

ン

ネ
ー

ム
X

で

「
ソ

ビ

エ
ト

の
行

動

の
源
泉

」

と
題

す

る
論
文

を
発
表

し

て
、
聖
戦

意
識

に

支

配

さ
れ
た
価

値
規
範

的

な

理
想
主

義

を
否

定

し

て

の
ち

、
勢
力

均
衡

論

(パ

ワ
ー

バ

ラ

ン
ス
)
に
基

づ
く
現
実

主

義

(リ

ア
リ
ズ

ム
)

の
国
際

秩
序

が
形
成

さ

れ
た
。

こ

の
秩
序

は

そ

の
後

、
次
第

に
冷

戦
体

制

と
呼
ば

れ

る

よ

う

に
な

っ
た

。
以
後

、

一
九

八
九
年

一
一
月

の
ベ
ル
リ

ン
の
壁
崩

壊

と

マ
ル
タ

に

お
け

る

米

ソ
首

脳
会

談

に
よ

っ
て
冷
戦

が
崩

壊

す

る

ま

で
こ

の
現
実

主
義

原

理

に
よ

る
秩

序

が
持

続

し
た

の
で
あ

る
。

冷

戦

崩
壊
後

の
国
際

秩
序

は
当
初

は
容

易

に
新

た

な
秩
序

原

理

が
見

い
だ
せ

ぬ
ま

ま

に

推
移

し

た
が
、

ブ

ッ
シ

ュ

・
シ

ニ
ア

の
政
権

か
ら
ク

リ

ン
ト

ン
政

権

を
通

じ

て
変

化

が
生

じ
た
。
具

体
的

に

は
八
九

年

の

フ
ラ

ン

シ
ス
・

フ
ク

ヤ

マ
の

「歴
史

の
終

わ

り
?

」
や

九

三

年

の
サ

ム

エ
ル

・
ハ
ン
チ

ン
ト

ン

の

「文

明

の
衝

突

?
」
な
ど

が
予

見
し

た
よ

う

に
、
徐

々

に
現
実
主

義

が
後
退

し
代

わ

っ
て
再

び

価
値

規

範

的

な

理
想

主

義

が

台

頭

し
、

つ
い

に

ブ

ッ
シ

ュ

・
ジ

ュ
ニ
ア
政

権

の
登

場
と

と

も

に
本

格
的

な
聖

戦
意

識

に
支

え
ら

れ
た

理
想

主
義

の
支

配

す
る
時

代

に
復
帰

す

る

に
至

っ

た
。

ア

フ
ガ

ン
戦
争

、

イ

ラ
ク
戦
争

の

い
ず

れ
も
が

イ

ス
ラ

ム
の
側

に
も
、

ま

た
米
英

を

中
核

と

す

る
連

合
軍

の
側

に
も
、
強

烈

な
聖

戦

意

識

が
働

い

て

い
る

こ
と

は

明

白

で

あ

る
。

ア
レ
キ

サ

ン
ダ

ー

・
ウ

ェ
ン
ト

と

時
殿

弘
こ
う
し
た
聖
戦
意
識
の
下
で
は
、
善
悪
二

元
論
に
立

つ

「観
念
」
の
働
き
が
国
際
政
治



を
動

か
す
力

と

し

て
強

ま

る

結
果

に
な

る
。

こ
の
点

を
強

調

し

て
九

〇

年

代
末

に
登

場

し

た

の
が

ア

レ
キ

サ

ン
ダ

ー

・
ウ

ェ
ン
ト

の

「構
成

主
義

」

(co
n
stru
c
tiv
is
m
)

に

ほ
か
な

ら
な

い
。

冷

戦
時

代

に
勢

力
均

衡

を
支

え
た

現
実
主
義

的

な
国

力

(
パ

ワ
ー
)

の
概
念

は

遙
か

に
後

退

し
、

現
在

で
は

理
想

主
義

的
な

観
念

(政

治

的

ま
た
文

化

的

)

の
政
治
作

用

が
極
大
化

す

る
時

代

が
訪

れ

て

い
る
。

こ
う
し

た
新

た
な
状

況

下

に
、

日
中
関

係

は
ど

の
よ

う

に
推

移

し

つ
つ
あ

る
か

?

そ

こ
で
は
当
然

に
時

代

の
影

響

を
受

け

て
、
政

治
的
、

文
化

的

な
観
念

の
作
用

が

い

っ
そ
う

強

ま
る
結
果

に
な

る
。
本

号

に
登

場
す

る
中

国

の
国
際
政

治

学
者

の
時

毅
弘

教
授

は
、
冷

戦
時
代

ま

で
の
現
実

主
義

に
立

っ
て
、
観

念

的
要
素

の
強

い

「歴
史

認

識
問

題

」

を
棚

上

げ

し
、
日
中

両

国
相

互

の
国
益

の
最
大
化

を

図

る
べ
き

だ

と

す

る

「対

日
新

思

考

外
交

」

を
提
案

し
た

が
日
中

の

い
ず

れ

か
ら

も
受

け

入
れ
ら

れ

る

こ
と

が
な

か

っ
た
。

時
教
授

は

「歴
史

認
識

問

題

」

に
過
度

に
拘

泥

す

る

こ

と
が
両

国

の
国
益

を
損

な

い
、

か

つ
安
全

保

障
上

の
不

利
益

を

も
た

ら

し

て
い
る

と
考

え

た
の
で
あ
る
。

理
想
主
義
的
政
治
観
念
に
つ
い
て
言
え
ば
、

中
国
の
政
治
体
制
は
な
お
共
産
党
に
よ
る

一

党
独
裁
体
制
を
と
っ
て
お
り
、
日
本
の
自
由

主
義
政
治
体
制
と
は
本
質
を
異
に
す
る
。
い

わ
ば
自
由
主
義
と
反
自
由
主
義
の
政
治
観
念

の
違
和
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
に

加
え
て
同
じ
く
政
治
観
念
領
域
に
数
え
ら
れ

る

「歴
史
認
識
」
の
問
題
が
重
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
日
中
両
国
間
に
は
極
め
て
根
の
深

い
観
念
の
違
和
が
働
く
状
況
が
作
り
出
さ
れ

る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
う
し
た

観
念
上
の
違
和
は
前
世
紀
半
ば
か
ら

一
貫
し

て
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
今
世
紀
に
入
っ

て
国
際
政
治
に
お
け
る
政
治
観
念
の
作
用
が

極
大
化
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
よ
り
深
刻
な

日
中
の
政
治
対
立
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
に

な
っ
た
と
私
は
考
え
る
。

理
想
主
義
支
配
下
の

日
韓
関
係
と
日
中
関
係

こ
れ
に
比
べ
て
日
韓
両
国
間
に
は
政
治
的
、

文
化
的
な
観
念
領
域
に
お
け
る
共
通
性
が
時

代
と
と
も
に
急
速
に
増
大
す
る
に
至
っ
て
い

る
。

「韓

流

」

文

化

は

ま

さ

に
そ

れ
を

象

徴

す

る
も

の
と
言

え

る
。

こ
う

し
た
観
念

の
共

通
性

の
形
成

は

つ
い
に
観
念

的

違
和

の
根

源

を
長

き

に
わ
た

り

な
し

て
き
た

「歴
史

認
識

問
題

」

を
上
回

る

ほ
ど

ま

で
に
な

っ
た
。

観

念
領
域

の
作

用
が
重

大

な

の
は
、

そ
れ

が
単

に
国
家

レ

ベ
ル

に
止
ま

る
も

の

で
は
な

く
、

む

し
ろ
国

民

の
グ

ラ

ス
ル
ー

ツ

・
レ

ベ

ル
を
も
支

配
す

る
か

ら
で
あ

る
。
事

実
、

日

中
間

の
現
在

の
対

立

は
明

ら
か

に
国
家
間

か

ら
国
民
間

の
対

立

に

そ

の
磁
場

を
移

し

つ

つ

あ

る
。

そ
れ

だ
け

に

日
中
関
係

の
危

機

は
そ

の
深
刻
度

を
史

上

か

つ
て
な

い
ほ
ど

に
高

め

て

い
る
と
言

わ
ね

ば

な
ら

な

い
。

こ
う

し

て
私

た

ち

が
直

面

す

る
課

題

は
、

日
中

両

国
民

間

に
共
通

の
融

和

を
な
す
新

し

い
政
治

的
、
文

化

的

な
観
念

を
構

築
す

る

こ

と

に
ほ
か

な
ら

な

い
。

(加

々
美
光

行

)


