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緊
張
と
緩
和
繰
り
返
す
両
国

　
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
発
足
し
て
か
ら
ま
だ

半
年
し
か
た
っ
て
い
な
い
が
、
米
中
関
係

は
両
国
の
国
交
回
復
以
来
最
も
冷
え
込
ん

だ「
コ
ー
ル
ド（
緊
張
）」の
状
態
か
ら「
ホ

ッ
ト
（
緩
和
）」
に
暖
ま
り
、
そ
し
て
、

そ
の
「
ホ
ッ
ト
」
の
状
態
か
ら
再
び
「
コ

ー
ル
ド
」
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ぐ

ら
い
に
早
く
も
緊
張
・
緩
和
が
ワ
ン
サ
イ

ク
ル
し
た
。
具
体
的
に
は
、
4
月
6
日
か

ら
7
日
に
か
け
て
米
フ
ロ
リ
ダ
州
で
催
さ

れ
た
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
と
習
近
平
両

氏
に
よ
る
初
の
首
脳
会
談
を
境
に
「
コ
ー

ル
ド
」
か
ら
「
ホ
ッ
ト
」
へ
の
切
り
返
し

が
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
ぼ
3
カ

月
後
の
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
開
か
れ

る
2
回
目
の
首
脳
会
談
を
直
前
に
控
え
て
、

米
中
関
係
の
流
れ
が「
ホ
ッ
ト
」か
ら「
コ

ー
ル
ド
」
に
大
き
く
変
調
し
た
（
図
表
1
）。

こ
の
流
れ
に
象
徴
さ
れ
る
通
り
、
両
国
は

米
大
統
領
と
中
国
の
国
家
主
席
と
い
う
ト

ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
っ
て

じ
か
に
動
か
さ
れ
て
い
た
。

　
ち
な
み
に
、
6
月
28
日
の
米
上
院
軍
事

委
員
会
で
賛
成
21
票
、
反
対
6
票
で
可
決

し
た
2
0
1
8
会
計
年
度
国
防
権
限
法
案

（
N
D
A
A
）
に
は
、
米
海
軍
が
高
雄
等

台
湾
の
港
湾
に
定
期
的
に
寄
港
す
る
こ
と

と
、
米
太
平
洋
軍
司
令
部
が
台
湾
か
ら
の

要
請
に
基
づ
い
て
台
湾
海
軍
艦
隊
の
寄
港

を
許
可
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
法
案
が
今
後
そ
の
ま
ま
上
院
全
体
会

議
で
の
可
決
と
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
署
名

を
経
て
成
立
し
実
際
に
寄
港
が
実
現
す
れ

ば
、
1
9
7
0
年
代
に
米
軍
が
台
湾
か
ら

撤
退
し
て
以
来
初
め
て
の
こ
と
に
な
る
。

　
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
元
大
統
領
の

訪
中
も
含
め
て
、
過
去
40
年
余
り
の
米
中

関
係
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
米
国
と
中

国
は
絶
え
ず
世
界
に
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
与
え

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
両
国
関

係
が
わ
ず
か
半
年
の
間
に
3
カ
月
タ
ー
ム

で
こ
れ
だ
け
激
し
く
揺
れ
動
い
た
の
は
初

め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
起
き
た
の

か
。
そ
し
て
、
米
中
関
係
の
こ
う
し
た
激

し
い
揺
れ
動
き
を
一
時
的
な
現
象
と
し
て

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
ノ
ー

マ
ル
な
状
態
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
経
済
だ
け
で
な
く
、
21
世
紀
の
国
際

社
会
の
秩
序
と
安
定
に
も
重
大
な
影
響
力

を
持
つ
米
国
と
中
国
で
あ
る
だ
け
に
、
そ

の
関
係
の
行
方
か
ら
ま
す
ま
す
目
が
離
せ

冷
和
時
代
の
米
中
関
係

激
動
が
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
に

日
本
総
合
研
究
所
理
事

呉
　
軍
華

外交・国際

　
米
中
関
係
の
揺
れ
動
き
が
一
層
激
し
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
誕
生
を
境
に
、
米
国
と

中
国
が
「
冷
和
時
代
」
に
突
入
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
米
国
と
中
国
が
果
た
し
て
、
世
界
の
覇
権
を

争
う
こ
と
で
両
国
関
係
を
不
安
定
化
さ
せ
る
「
冷
」
と
、
経
済
だ
け
で
な
く
地
政
学
的
に
も
多
く
の
利
害
関
係
で
結
ば
れ

て
い
る
と
い
う
「
和
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
き
ち
ん
と
保
っ
て
い
け
る
の
か
、
注
目
に
値
す
る
。

ご
・
ぐ
ん
か
　
中
国
復
旦
大
外
国
語

学
文
学
学
部
卒
、東
大
院
総
合
文
化

研
究
課
博
士
課
程
修
了
。90
年
日
本

総
合
研
究
所
入
社
、香
港
駐
在
員
事

務
所
長
、日
綜（
上
海
）投
資
諮
詢
有

限
公
司
総
経
理
な
ど
歴
任
。日
中
関

係
、米
中
関
係
な
ど
が
主
な
研
究
テ

ー
マ
。著
書
に「
中
国
：
静
か
な
る
革

命
」（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
）、「
オ

バ
マ
の
ア
メ
リ
カ
」（
共
著
、東
洋
経

済
新
報
社
）な
ど
。
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な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、

こ
の
二
つ
の
問
い
へ
の
回
答
を
試
み
る
こ

と
を
中
心
に
、
米
中
関
係
の
実
態
を
分
析

し
そ
の
将
来
を
展
望
し
て
み
る
。

激
動
生
み
出
す
冷
和
構
造

　
前
者
の
方
か
ら
見
て
み
よ
う
。
わ
ず
か

半
年
の
間
に
お
い
て
、
米
中
関
係
が
一
体

何
に
起
因
し
て
「
コ
ー
ル
ド
」
と
「
ホ
ッ

ト
」
の
間
で
こ
れ
だ
け
激
し
く
揺
れ
動
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
北
朝
鮮
が
最
も
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
だ

と
の
指
摘
が
多
い
。
確
か
に
、
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
改
め
て
取
り
上

げ
る
ま
で
も
な
く
、
米
中
関
係
が
一
触
即

発
的
な
緊
張
状
態
か
ら
緩
和
に
向
け
て
大

き
く
変
わ
っ
た
3
カ
月
前
も
、
緩
和
か
ら

再
び
緊
張
に
回
帰
し
よ
う
と
し
て
い
る
今

も
、
北
朝
鮮
が
米
中
関
係
を
動
か
す
に
当

た
っ
て
極
め
て
重
要
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与

え
た
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
北
朝
鮮
を

米
国
の
安
全
を
脅
か
す
最
大
の
脅
威
と
し

て
み
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
核

と
ミ
サ
イ
ル
の
開
発
を
や
め
さ
せ
る
た
め

の
こ
れ
と
い
っ
た
対
策
を
持
っ
て
い
な
い

中
で
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
対
中
政
策
の
ト

ー
ン
が
北
朝
鮮
問
題
解
決
へ
の
中
国
の
対

応
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か

な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

　
北
朝
鮮
に
加
え
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の

娘
夫
婦
、
つ
ま
り
イ
バ
ン
カ
氏
と
ジ

ャ
レ
ッ
ド
・
ク
シ
ュ
ナ
ー
氏
に
代
表

さ
れ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

が
過
去
半
年
の
米
中
関
係
の
流
れ
、

中
で
も
前
半
の
「
コ
ー
ル
ド
」
か
ら

「
ホ
ッ
ト
」
へ
の
基
調
変
化
に
大
き

な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
と
の
見
方

も
あ
る
。
こ
れ
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
時
だ
け
で

な
く
、
当
選
・
就
任
後
も
し
ば
ら
く

「
一
つ
の
中
国
」
と
い
う
中
国
が
絶

対
譲
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ

ル
イ
ン
タ
レ
ス
ト
（
国
益
）
に
挑
戦

す
る
ほ
ど
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
中

国
に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ
強
硬
姿
勢
を
見

せ
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
米
国
と
中
国

が
大
き
く
衝
突
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と

の
懸
念
が
ワ
シ
ン
ト
ン
で
も
北
京
で
も
一

時
期
大
き
く
台
頭
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
流
れ
に
歯
止
め
を
か
け
た
の
は

ク
シ
ュ
ナ
ー
夫
婦
で
あ
っ
た
。
米
国
は
、

中
国
の
春
節
（
旧
正
月
）
に
大
統
領
名
で

中
国
と
在
米
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
に
祝
賀
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
の

が
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
以
来
の
慣
例
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
年
の
春
節
（
1

月
28
日
）
に
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
こ
う

し
た
慣
例
に
従
う
行
動
を
あ
え
て
取
ら
な

か
っ
た
た
め
、
政
権
の
対
中
政
策
へ
の
懸

念
が
関
係
者
の
間
で
極
度
に
高
ま
っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
2
月
1
日
、
イ
バ
ン
カ
氏

が
突
如
長
女
を
連
れ
て
中
国
大
使
館
の

「
春
節
招
待
会
」
に
姿
を
現
し
た
。
ち
な

み
に
そ
の
直
前
、
そ
の
夫
で
ト
ラ
ン
プ
大

統
領
の
上
級
顧
問
で
も
あ
る
ク
シ
ュ
ナ
ー

氏
が
崔
天
凱
駐
米
中
国
大
使
と
長
時
間
に

わ
た
っ
て
会
談
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　
一
時
期
緊
張
を
極
め
て
い
た
米
中
関
係

が
、
こ
の
イ
バ
ン
カ
氏
の
訪
問
を
境
に
緩

和
に
向
け
て
一
気
に
動
き
だ
し
た
。
2
月

8
日
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
習
主
席
に
小

正
月
に
当
た
る
元
宵
節
（
2
月
11
日
）
祝

賀
の
手
紙
を
送
付
。
2
月
9
日
に
は
両
者

の
電
話
会
談
が
行
わ
れ
、
初
の
首
脳
会
談

の
早
期
実
現
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
う
し
た

事
実
を
見
て
も
、
秋
の
共
産
党
大
会
（
十

九
大
）
を
控
え
て
米
中
関
係
の
安
定
を
願

う
中
国
に
と
っ
て
、
イ
バ
ン
カ
・
ク
シ
ュ

ナ
ー
と
い
う
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
フ
ァ
ミ

リ
ー
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

功
を
奏
し
、
米
中
関
係
の
安
定
化
に
大
き

く
寄
与
し
た
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
し
か
し
、
北
朝
鮮
問
題
も
フ
ァ
ミ
リ
ー

コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
も
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
発
足

以
降
の
米
中
関
係
の
流
れ
に
大
き
な
イ
ン

パ
ク
ト
を
与
え
た
の
は
確
か
だ
が
、
米
中

関
係
を
動
か
し
た
本
当
の
原
因
で
は
な
い
。

換
言
す
れ
ば
、
北
朝
鮮
問
題
も
フ
ァ
ミ
リ

ー
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
も
米
中
関
係
の
流
れ
を

「
コ
ー
ル
ド
」
か
ら
「
ホ
ッ
ト
」、
ま
た
は

「
ホ
ッ
ト
」
か
ら
「
コ
ー
ル
ド
」
に
切
り

替
え
る
契
機
に
は
な
っ
た
も
の
の
、
米
中

関
係
の
流
れ
を
規
定
す
る
ほ
ど
の
フ
ァ
ク

タ
ー
で
は
な
い
。
過
去
半
年
の
間
、
米
中

関
係
が
「
コ
ー
ル
ド
」
と
「
ホ
ッ
ト
」
の

間
で
激
し
く
揺
れ
動
い
た
の
は
、
ト
ラ
ン

プ
政
権
の
誕
生
を
境
に
「
冷
和
」
と
い
う

新
た
な
時
代
に
突
入
し
た
か
ら
で
あ
り
、

冷
和
構
造
が
米
中
関
係
激
動
の
本
当
の
原

因
で
あ
る
。

　
か
つ
て
の
冷
戦
時
代
、
米
国
と
旧
ソ
連

は
核
を
使
用
し
た
場
合
に
両
国
と
も
破
滅

5月25日 南シナ海で初の「航行の自由作戦」を実施

中国をシリア、北朝鮮と並ぶ人身売買最低ランクの国に指定

台湾への武器売却方針を公表

6月14日

米国サイドからみて

ティラーソン国務長官が下院外交委員会の公聴会で「米
中関係がターニングポイントに差し掛かっている」との見
解を表明

核･ミサイル開発を続ける北朝鮮へのセカンダリー･サン
クションの一環として中国の銀行･個人に制裁決定

6月27日

6月27日

下院でノーベル平和賞受賞者劉暁波氏の無条件釈放を
求める決議を可決

6月29日

上院軍事委員会で台湾と米国の海軍艦船の相互寄港
を許可する内容を盛り込んだ「2018会計年度国防権限
法（NDAA）案」を可決

6月28日

6月27日

南シナ海で再び「航行の自由作戦」を実施7月2日

（出所）各種新聞報道により筆者作成

〈図表1〉「コールド」に再転した米中関係
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を
免
れ
な
い
と
い
う
「
相
互
確
証
破
壊
」

の
考
え
に
よ
り
、
結
果
的
に
直
接
的
な
戦

争
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
・
価
値
観
の
政
治
か
ら
経
済
、
軍
事

ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
全
面
的

対
決
を
前
提
に
関
係
を
動
か
し
て
い
た
。

一
方
、
冷
和
時
代
に
お
い
て
、
米
国
と
中

国
は
経
済
を
中
心
に
密
接
な
依
存
関
係
で

結
ば
れ
て
い
る
た
め
に
、「
和
」
の
維
持

を
前
提
に
政
治
か
ら
経
済
、
そ
し
て
軍
事

ま
で
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
分
野
で
熾し

れ
つ烈
な
競

争
を
展
開
し
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
競
争
は
実
質
的
に
あ
る
種
の
覇
権

争
い
で
あ
り
、
そ
の
行
方
が
ト
ラ
ン
プ
時

代
の
世
界
秩
序
を
形
成
す
る
に
当
た
っ
て

極
め
て
重
要
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

与
え
か
ね
な
い
。
ち
な
み
に
、

図
表
2
で
示
す
通
り
、
第
2
次

大
戦
後
の
米
中
関
係
の
流
れ
を

冷
戦
時
代
、
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代

と
ト
ラ
ン
プ
時
代
の
三
つ
の
時

期
に
分
け
て
み
る
と
、
ト
ラ
ン

プ
時
代
に
お
い
て
、
関
係
が
安

定
化
す
る「
ホ
ッ
ト
の
度
合
い
」

が
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代
と
同
じ
レ

ベ
ル
を
維
持
し
て
い
る
一
方
、

悪
化
を
招
く
「
コ
ー
ル
ド
の
度

合
い
」
が
冷
戦
時
代
を
も
上
回

っ
て
最
も
高
い
域
に
達
し
て
い

る
た
め
に
、
そ
の
時
々
の
「
コ
ー
ル
ド
」

と
「
ホ
ッ
ト
」
の
度
合
い
に
よ
っ
て
激
し

く
揺
れ
動
き
、
激
動
が
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル

（
新
常
態
）
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。

冷
和
構
造
築
い
た
3
つ
の
要
因

　
四
半
世
紀
前
の
1
9
9
2
年
、
日
系
米

国
人
の
政
治
学
者
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ

マ
氏
が「
歴
史
の
終
わ
り
と
最
後
の
人
間
」

と
題
し
た
著
書
に
お
い
て
、
民
主
主
義
と

自
由
経
済
の
勝
利
に
よ
っ
て
冷
戦
が
終
結

し
、
こ
の
下
で
、
民
主
主
義
と
自
由
経
済

が
人
類
社
会
の
政
治
・
経
済
制
度
の
最
終

的
形
態
に
な
っ
た
と
宣
言
し
た
。
し
か
し

今
や
、
政
治
制
度
も
経
済
制
度
も
民
主
主

義
と
自
由
経
済
と
は
異
質
な
中
国
と
、
民

主
主
義
と
自
由
経
済
の
守
護
神
で
あ
る
は

ず
の
米
国
の
間
で
冷
和
構
造
が
形
成
さ
れ

た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
状
況
が
起
き
た
の

か
。
そ
の
主
た
る
原
因
は
、
次
の
3
点
に

集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
は
、
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代
の
米
国
の

一
極
構
造
を
揺
る
が
す
ほ
ど
中
国
が
急
速

に
台
頭
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
中
国
は

共
産
党
一
党
支
配
の
政
治
体
制
の
下
で
、

国
家
資
本
主
義
的
な
開
発
を
成
長
モ
デ
ル

に
世
界
第
2
位
の
経
済
大
国
に
躍
進
し
た
。

こ
う
し
た
成
功
が
中
国
に
民
主
主
義
と
自

由
経
済
に
挑
戦
す
る
勇
気
と
自
信
を
与
え

た
の
と
同
時
に
、
世
界
、
と
り
わ
け
多
く

の
発
展
途
上
国
に
民
主
主
義
の
オ
ル
タ
ナ

テ
ィ
ブ
（
代
替
）
と
し
て
の
強
権
的
な
政

治
制
度
、
そ
し
て
、
自
由
経
済
の
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
国
家
資
本
主
義
的
開

発
手
法
の
有
効
性
を
実
証
し
た
。
こ
の
結

果
、
国
際
社
会
に
お
け
る
チ
ャ
イ
ナ
・
イ

ン
パ
ク
ト
が
急
速
に
上
昇
し
、
中
国
が
米

国
に
挑
戦
し
得
る
唯
一
の
超
大
国
に
台
頭

し
て
き
た
。

　
第
二
は
、
政
治
制
度
と
し
て
の
民
主
主

義
も
経
済
制
度
と
し
て
の
自
由
経
済
も
大

き
な
限
界
に
来
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
う
し
た
限
界
を
克
服
す
る
た
め
の
こ
れ

と
い
っ
た
処
方
箋
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
て
お
ら
ず
、
民
主
主
義
と
自
由
経
済
が

か
つ
て
の
栄
光
と
信
任
を
失
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・

価
値
観
の
側
面
か
ら
見
て
も
、
米
国
を
一

極
と
し
た
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
つ
つ

あ
る
。

　
米
国
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
、

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
を
批
判
す
る
勢
い
が
い

ま
だ
に
衰
え
よ
う
と
し
な
い
。
確
か
に
、

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー

や
執
政
手
法
な
ど
に
お
い
て
吟
味
す
べ
き

点
が
多
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

う
し
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
や
執
政
手
法

が
米
国
の
法
制
度
を
脅
か
さ
な
い
よ
う
に
、

メ
デ
ィ
ア
と
反
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
政
治

家
・
国
民
が
絶
え
ず
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く

こ
と
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
重
要
な
の
は
、
ト
ラ

ン
プ
氏
の
よ
う
な
人
物
が
大
統
領
に
選
ば

れ
た
要
因
を
究
明
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ

る
。

　「
民
主
主
義
は
最
悪
の
政
治
と
言
え
る
。

こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
て
き
た
、
民
主
主
義

以
外
の
す
べ
て
の
政
治
体
制
を
除
け
ば
だ

が
」
と
い
う
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ

ル
元
英
国
首
相
の
言
葉
を
引
用
す
る
ま
で

も
な
く
、
民
主
主
義
は
そ
も
そ
も
多
々
の

限
界
を
抱
え
る
制
度
で
あ
る
。
1
9
5
0

年
代
後
半
以
来
、
と
り
わ
け
60
年
代
に
入

共通の価値観
相互確証破壊
高い経済依存
共通の敵を有している
ホットの度合い
隣国同士
覇権争い
経済競争
負の歴史的遺産
コールドの度合い
「冷和」の度合い

冷戦時代
×
×
×
●
2
×
×
×
▲
1
1

ポスト冷戦時代
▲
▲
▲
×
3
×
×
×
×
0
3

トランプ時代
×
●
▲
×
3
×
●
▲
▲
4
-1

（注1）●はYesで（数値2）、▲はYesでもNoでもない（数値1）、
×はNo（数値は0）。

（注2）「冷和度」=「ホットの度合い」-「コールドの度合い」。数
値が高いほど関係の安定度合いが高い。

（出所）各種新聞報道により筆者作成

〈図表2〉「冷和の度合い」にみる米中関係の流れ
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り
、
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
か
ら
大
衆
民
主

主
義
へ
の
流
れ
と
相
ま
っ
て
米
国
で
公
民

権
運
動
（CivilRights

M
ovem

ent

）

が
大
き
く
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
結
果
、

黒
人
や
女
性
、L
G
B
T
（
性
的
少
数
者
）

を
中
心
と
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
権
益

保
護
・
拡
大
等
で
目
覚
ま
し
い
成
果
が
収

め
ら
れ
て
き
た
一
方
、
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・

コ

レ

ク

ト

ネ

ス
（Political

Correctness

：
政
治
的
公
正
）
を
大
義

名
分
に
公
民
権
運
動
を
リ
ー
ド
し
て
き
た

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
一
部
で
行
き
過
ぎ
、
政

治
制
度
と
し
て
の
民
主
主
義
の
劣
化
を
招

い
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
民
主
主
義
の

劣
化
と
と
も
に
、
異
質
な
中
国
が
グ
ロ
ー

バ
ル
経
済
に
最
も
重
要
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
の

一
つ
と
し
て
参
入
す
る
に
つ
れ
て
、
グ
ロ

ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
大
き
な
変
容
を
も

た
ら
し
た
。

　
民
主
主
義
の
劣
化
が
進
み
、
そ
し
て
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
変
容
に
よ
る

コ
ス
ト
が
主
と
し
て
米
国
を
中
心
と
す
る

先
進
国
の
伝
統
的
中
産
階
級
に
重
く
の
し

掛
か
っ
て
く
る
中
で
、
民
主
党
を
中
心
と

す
る
リ
ベ
ラ
ル
派
は
も
と
よ
り
、
共
和
党

を
牛
耳
っ
て
き
た
伝
統
的
な
保
守
派
も
既

得
権
益
に
縛
ら
れ
、
こ
れ
と
い
っ
た
対
策

を
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

伝
統
的
中
産
階
級
を
中
心
に
社
会
的
不
満

が
爆
発
的
に
高
ま
り
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領

の
誕
生
に
至
っ
た
。

　
第
三
は
、
第
一
と
第
二
を
背
景
に
、
米

国
の
対
中
政
策
の
力
学
が
大
き
く
変
容
し

た
こ
と
で
あ
る
。
民
主
主
義
の
劣
化
と
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
変
容
に
対
す
る

民
主
党
と
共
和
党
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ

メ
ン
ト
（
支
配
階
級
）
の
無
作
為
に
よ
っ

て
、
米
国
社
会
が
大
き
く
分
裂
す
る
一
方
、

皮
肉
に
も
、
対
中
政
策
を
め
ぐ
っ
て
は
超

党
派
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
た
。

先
般
筆
者
は
ワ
シ
ン
ト
ン
を
訪
問
し
、
長

年
政
界
と
ビ
ジ
ネ
ス
界
の
上
層
部
で
活
躍

し
て
き
た
民
主
党
の
友
人
に
会
っ
た
が
、

そ
の
話
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
と
「
現
在

の
米
国
に
は
、
中
国
が
良
い
と
い
う
人
は

も
は
や
い
な
い
」
よ
う
で
あ
る
。

　
米
国
の
対
中
政
策
の
サ
ー
ク
ル
は
、
伝

統
的
に
「
ド
ラ
ゴ
ン
ス
レ
イ
ヤ
ー

（D
ragon

Slayers

）」
と
呼
ば
れ
る
強

硬
派
と
パ
ン
ダ
ハ
ガ
ー
（Panda
H
uggers

）
と
称
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
親
中

派
と
い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
ド
ラ
ゴ
ン
ス

レ
イ
ヤ
ー
が
コ
ン
テ
イ
ン
メ
ン
ト

（Containm
ent

）、
つ
ま
り
中
国
を
政
治
、

経
済
、
そ
し
て
軍
事
的
に
抑
制
す
べ
き
だ

と
主
張
し
て
き
た
の
に
対
し
、
パ
ン
ダ
ハ

ガ
ー
は
逆
に
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

（Engagem
ent

）、
つ
ま
り
、
中
国
の
改

革
・
経
済
成
長
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
中
国
を
民
主
主
義
と
自
由
経
済
の

流
れ
に
引
き
込
み
（
エ
ン
ゲ
ー
ジ
し
）
そ

の
変
化
を
促
す
べ
き
だ
と
説
い
て
き
た
。

政
治
か
ら
経
済
、
そ
し
て
軍
事
分
野
に
お

け
る
チ
ャ
イ
ナ
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
上
昇
と

ア
メ
リ
カ
ン
・
パ
ワ
ー
の
相
対
的
な
衰
退

が
進
行
す
る
現
状
の
下
で
、
コ
ン
テ
イ
ン

メ
ン
ト
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
対
す
る
疑
念

は
あ
る
も
の
の
、
中
国
を
脅
威
だ
と
す
る

ド
ラ
ゴ
ン
ス
レ
イ
ヤ
ー
の
か
ね
て
の
主
張

が
逆
に
実
証
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
経

済
成
長
が
続
く
中
で
中
国
が
ま
す
ま
す
民

主
主
義
の
価
値
観
か
ら
遠
の
い
て
き
た
た

め
に
、
パ
ン
ダ
ハ
ガ
ー
の
主
張
の
よ
り
ど

こ
ろ
が
大
き
く
崩
れ
、
ド
ラ
ゴ
ン
ス
レ
イ

ヤ
ー
だ
け
で
な
く
、
パ
ン
ダ
ハ
ガ
ー
の
ほ

と
ん
ど
も
対
中
関
与
政
策
が
失
敗
し
た
と

の
認
識
を
持
つ
に
至
っ
た
。

　
む
ろ
ん
、
米
中
両
国
関
係
は
経
済
だ
け

で
な
く
、
国
際
秩
序
の
維
持
や
グ
ロ
ー
バ

ル
な
問
題
を
解
決
す
る
に
当
た
っ
て
も
多

く
の
利
害
が
複
雑
に
絡
ん
で
い
る
だ
け
に
、

関
与
政
策
の
失
敗
を
認
め
た
か
ら
と
い
っ

て
、
中
国
と
の
全
面
対
決
は
少
な
く
と
も

現
時
点
に
お
い
て
選
択
肢
に
は
な
り
得
な

い
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
冷
和
構
造
が

形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

冷
和
の
行
方
決
め
る
対
立
の
管
理

　
米
国
と
中
国
が
実
質
的
に
世
界
の
覇
権

を
争
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
中
で
、
果
た

し
て
冷
和
の
状
態
を
保
っ
て
い
け
る
の
か
。

そ
の
カ
ギ
と
な
る
の
は
和
の
維
持
と
い
う

大
局
観
の
下
で
、
両
国
関
係
の
悪
化
を
も

た
ら
す
対
立
の
構
造
を
正
し
く
マ
ネ
ー
ジ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
国
関
係
の
バ
ラ
ン

ス
を
取
っ
て
い
く
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る

（
図
表
3
）。
こ
の
未
曽
有
の
挑
戦
に
対
し

て
、
米
中
両
国
が
果
た
し
て
き
ち
ん
と
し

た
答
え
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
米

中
関
係
の
行
方
か
ら
、
ま
す
ま
す
目
が
離

せ
な
く
な
っ
て
い
る
。

●経済
●グローバル的課題への対処
　など

相互依存

和

●イデオロギー/価値観
●台湾問題など

覇権争い冷

（出所）筆者作成

〈図表3〉米中関係の先行きを定める冷和構造
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