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米中の対立は、戦後の世界の秩序を
大きく変える可能性をはらむ。

日本は、どう対応していくべきなのか。

米中対立を
どうみるか



ト
ラ
ン
プ
政
権
の
米
国
第
一
主
義
を
き
っ

か
け
に
始
ま
っ
た
米
中
の
貿
易
戦
争
。

二
〇
一
九
年
春
に
首
脳
会
談
が
予
定
さ
れ

交
渉
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
も
の
の
、
米

中
の
覇
権
争
い
は
当
面
続
く
と
さ
れ
る
。

米
中
の
対
立
は
、
戦
後
の
世
界
の
秩
序
を

大
き
く
変
え
る
可
能
性
を
は
ら
む
。
米
中

の
対
立
の
本
質
を
ど
う
み
る
べ
き
か
。
戦

後
の
平
和
と
自
由
貿
易
を
前
提
に
繁
栄
を

享
受
し
て
き
た
日
本
は
、
今
後
ど
の
よ
う

に
対
応
す
べ
き
か
。
経
済
面
の
み
な
ら
ず
、

安
全
保
障
上
の
ス
タ
ン
ス
を
含
め
て
議
論

を
深
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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米
中
対
立
を

ど
う
み
る
か



企
画
に
当
た
って

市
場
は
貿
易
交
渉
の
進
展
を
期
待

　

米
国
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
二
月
下
旬
、
中
国
と
の
閣
僚
級
の
貿
易

交
渉
で
、
重
要
な
構
造
問
題
を
め
ぐ
り
進
展
が
あ
っ
た
と
し
て
、
三

月
二
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
中
国
製
品
の
関
税
引
き
上
げ
（
一
〇
％

→
二
五
％
）
を
延
期
す
る
と
表
明
し
た
。
米
国
と
中
国
は
昨
夏
以
来

相
次
い
で
相
互
に
対
象
品
目
を
設
定
し
、
関
税
の
引
き
上
げ
を
実
施

し
て
き
て
お
り
、
対
象
品
目
が
電
気
機
器
な
ど
二
五
〇
〇
億
ド
ル
と

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
％
を
占
め
る
中
国
経
済
は
も
と
よ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
も
次
第
に
影
響
を
受
け
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
、

交
渉
項
目
は
、
単
な
る
貿
易
関
税
の
引
き
上
げ
の
み
な
ら
ず
、
非
関

税
障
壁
、
知
的
財
産
権
保
護
、
技
術
移
転
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に

わ
た
っ
て
い
る
。
関
税
引
き
上
げ
延
期
の
報
を
受
け
、
こ
の
交
渉
の

行
方
を
固か

た

唾ず

を
の
ん
で
見
守
っ
て
き
た
金
融
市
場
関
係
者
な
ど
か
ら

は
、
今
後
の
両
国
の
構
造
問
題
交
渉
の
前
進
が
見
込
ま
れ
る
と
安あ

ん

堵ど

が
広
が
り
、
世
界
的
に
株
価
も
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
二
〇
一
九
年
春
に
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
米
中
首
脳

会
談
で
、
米
中
関
係
の
悪
化
は
解
決
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
答

え
を
探
る
た
め
に
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
着
任
し
て
以
降
次
第
に

明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
米
国
と
中
国
の
対
立
の
背
景
を
ひ
も
と
き
、

両
国
関
係
の
今
後
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
回
の
『
わ
た
し
の
構

想
』
で
は
米
中
関
係
の
悪
化
の
背
景
と
今
後
の
展
望
、
ま
た
日
本
の

と
る
べ
き
進
路
な
ど
に
つ
い
て
識
者
の
方
々
に
伺
っ
た
。

二
つ
の
体
制
の
対
立
に
Ｉ
Ｔ
競
争
が
加
わ
る

　

米
中
対
立
の
背
景
に
つ
い
て
、
両
国
の
長
年
の
国
内
事
情
の
帰
結

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
が
、
京
都
大
学
の
待
鳥
聡
史
教
授
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
で
は
、
第
二
次
大
戦
後
長
い
間
、
国
際
協
調

や
安
定
の
た
め
の
コ
ス
ト
負
担
を
受
け
入
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て

国
民
の
批
判
的
な
空
気
が
強
ま
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
中
国
で
は
国

内
に
大
き
な
格
差
が
存
在
し
、
国
民
の
不
満
が
共
産
党
統
治
に
対
す

る
異
議
に
引
火
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
お
り
、
双
方
と
も
国
際
協
調
の

た
め
の
コ
ス
ト
を
負
担
で
き
な
い
譲
れ
な
い
国
内
事
情
を
抱
え
て
い

る
と
指
摘
す
る
。
戦
後
の
国
際
秩
序
全
体
の
性
格
が
大
き
く
変
化
し

つ
つ
あ
る
こ
と
を
認
識
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
摩
擦
が
ト
ラ
ン
プ
政
権

固
有
の
短
期
的
な
も
の
と
い
う
見
方
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
主
張

は
説
得
力
が
あ
る
。

　

両
国
の
根
本
的
な
体
制
の
対
立
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
京
都
大

翁 

百
合 

Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
総
合
研
究
開
発
機
構 

理
事

日
本
総
合
研
究
所 

理
事
長

米
中
対
立
の

本
質
は
何
か

―
日
本
は
新
し
い
国
際
秩
序
に

対
応
す
る
覚
悟
を
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国
の
経
済
は
発
展
す
れ
ば
自
由
や
民
主
主
義
を
選
ぶ
と
い
っ
た
幻
想

の
も
と
対
外
援
助
を
し
て
き
た
が
、
結
局
日
本
は
援
助
す
る
対
象
国

の
実
情
に
沿
う
魅
力
的
な
オ
フ
ァ
ー
を
し
て
き
て
い
な
い
と
指
摘
す

る
。
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
と
し
て
、
中
国
と
の
関
係
性
を
ど
う
築
く

の
か
、
危
機
感
を
も
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
は
、
米
国

の
今
回
の
対
応
の
本
気
度
と
の
比
較
の
上
で
も
、
わ
れ
わ
れ
に
多
く

の
気
づ
き
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

元
経
済
産
業
省
で
貿
易
交
渉
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
た
中
部
大
学
の

細
川
昌
彦
教
授
は
、
米
国
政
府
が
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
な
ど
の
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
の
途
絶
を
進
め
て
く
る
以
上
、
多
く
の
日
本
企
業
が
影
響

を
受
け
る
は
ず
で
あ
り
、
安
全
保
障
の
視
点
で
の
保
険
の
掛
け
方
が

企
業
経
営
者
に
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
日
本
政
府
と
し
て
は
国
際
的
な
秩
序
を
最
重
視
す
る

基
本
ス
タ
ン
ス
を
貫
き
、
む
し
ろ
戦
略
的
に
欧
州
を
巻
き
込
ん
で
連

携
し
な
が
ら
、
米
国
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
中
国
の
軌
道
修
正

を
図
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
と
指
摘
す
る
。

　

今
回
唯
一
の
海
外
、
し
か
も
欧
州
の
有
識
者
で
あ
る
フ
ィ
ナ
ン
シ

ャ
ル
タ
イ
ム
ズ
・
チ
ー
フ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ウ
ル
フ
氏
の
見
方
は
、
新
た
な
冷
戦
と
も
い
え
る
米

中
対
立
で
あ
る
が
、
西
側
諸
国
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
脅
威
と
考
え

る
点
が
参
考
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

識
者
の
指
摘
す
る
今
後
の
日
本
が
と
る
べ
き
道
に
つ
い
て
の
提
言

は
、
力
点
は
少
し
ず
つ
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本

が
複
眼
的
な
視
点
で
こ
の
米
中
対
立
の
背
景
を
見
極
め
な
が
ら
、
緊

張
感
を
も
っ
て
新
し
い
国
際
秩
序
に
対
応
し
て
い
く
覚
悟
が
必
要
と

い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
。

る
点
で
は
中
国
は
敵
で
あ
る
が
、
中
国
が
世
界
経
済
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
友
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
西

側
先
進
国
は
、
中
国
の
西
側
先
進
国
の
市
場
に
対
す
る
依
存
が
中
国

に
対
す
る
米
国
の
依
存
よ
り
は
る
か
に
大
き
く
、
さ
ら
に
、
自
由
、

民
主
主
義
、
法
の
支
配
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
魅
力
的
で
あ
る
こ

と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
、
米
国
が
同
盟
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維

持
し
共
通
の
価
値
を
見
い
だ
し
な
が
ら
、
中
国
に
改
革
を
促
し
て
い

く
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
強
大
に
な
る
中
国
と
競
争
と
協
調
を
組

み
合
わ
せ
て
対
立
に
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
の
重
大
性
を
強
調
し
て
い

学
の
中
西
寛
教
授
は
、
Ｉ
Ｔ
技
術
の
分
野
で
の
新
し
い
競
争
が
加
わ

っ
た
と
い
う
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｔ
技

術
を
共
産
党
支
配
の
政
治
の
安
定
の
た
め
に
使
う
こ
と
に
自
信
を
も

ち
始
め
た
中
国
政
府
が
こ
れ
を
手
放
す
こ
と
は
困
難
と
し
て
お
り
、

現
在
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
西
欧
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
政
治
体
制
と
中
国
が
千
年
か
け
て
つ
く
っ
て
き
た
皇
帝
独
裁
制
と

い
う
、
二
つ
の
体
制
が
、
二
一
世
紀
型
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て

競
争
し
て
い
る
構
図
に
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
米
国
に
と
っ
て
、「
中

国
製
造
２
０
２
５
」
で
掲
げ
ら
れ
た
５
Ｇ
、
人
工
知
能
と
い
っ
た
中

国
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
国
防
レ
ベ
ル
の
脅
威
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は

こ
の
問
題
の
根
深
さ
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

「
非
民
主
主
義
国
家
」
中
国
に
、

ど
う
向
き
合
う
べ
き
な
の
か

　

こ
う
し
た
米
中
の
対
立
が
長
く
続
く
根
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
う

見
方
は
識
者
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
日
本
政
府
、

日
本
企
業
は
今
後
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、

東
京
大
学
川
島
真
教
授
は
、
日
本
は
、
中
国
が
民
主
主
義
に
基
づ
か

な
い
中
国
経
済
圏
を
一
帯
一
路
な
ど
の
政
策
で
形
成
し
て
い
る
現
実

を
直
視
す
べ
き
と
警
告
す
る
。
す
な
わ
ち
、
西
側
先
進
国
は
、
途
上

翁 

百
合
（
お
き
な
・
ゆ
り
）

Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
総
合
研
究
開
発
機
構
理
事
。
日
本
総
合
研
究
所
理
事
長
。
京
都
大
学

博
士
（
経
済
学
）。
経
済
産
業
省
産
業
構
造
審
議
会
委
員
他
、
公
職
も
多
数
。

Keywords

…
…
構
造
問
題
の
交
渉
、
長
く
根
深
く
続
く
対
立
、
新
し
い
国
際
秩
序
、
複
眼
的
視
点
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米中対立の
本質を

どうみるべきか。
日本はどう

対応すべきか。
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インタビュー実施：2019 年 1 月～ 2 月
聞き手：
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川島 真
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Keywords
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識
者
に
問
う 米

中
対
立
は
国
内
事
情
の
帰
結

待
鳥
聡
史

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

教
授

中
国
を
、
米
国
は
封
じ
込
め
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
中
国
の
側
も
譲
れ
な
い
。
中
国
社
会
は
少
子
高

齢
化
が
急
速
に
進
ん
で
お
り
、
先
進
国
型
の
産
業
構
造
に
転
換
し
な
い
と
成
長
を
維
持
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
知
財
や
技
術
覇
権
は
そ
の
手
段
だ
が
、
米
国
に
と
っ
て
も
重
要
だ
。
安
全
保
障
面
で
の
緊
張
緩

和
は
あ
っ
て
も
、
対
立
そ
の
も
の
は
日
常
化
し
て
長
く
続
く
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

日
本
は
、
ト
ラ
ン
プ
や
習
近
平
と
い
っ
た
指
導
者
の
動
向
や
、
彼
ら
と
の
関
係
に
目
を
向
け
す
ぎ
て

い
る
。
個
々
の
政
権
固
有
の
短
期
的
な
要
因
に
偏
り
す
ぎ
ず
、
構
造
的
な
問
題
や
国
際
秩
序
全
体
の
性

質
変
化
と
い
っ
た
長
期
的
な
要
因
も
考
慮
し
な
が
ら
、
複
眼
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
で
日
本

の
社
会
は
、
二
〇
二
〇
年
代
に
は
厳
し
い
時
期
に
入
る
。
そ
の
と
き
、
ど
の
よ
う
な
国
際
秩
序
や
社
会

経
済
構
造
が
日
本
に
と
っ
て
望
ま
し
い
の
か
、
明
確
な
考
え
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
周
囲
の
国
々
に

翻ほ
ん

弄ろ
う

さ
れ
衰
退
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
今
の
日
本
に
は
、
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
が
乏
し
い
の
は
気
に
な
る
。

長
期
政
権
が
続
き
、
そ
れ
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
十
分
に
提
示
さ
れ
ず
、
政
策
的
な
緊
張
感
が

乏
し
く
な
っ
て
い
る
。
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
楽
観
で
き
な
い
状
況
は
続
く
た
め
、
も
っ
と
中
長
期

的
な
リ
ス
ク
に
対
す
る
意
識
を
国
民
が
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。

政
治
学
者
。
専
門
は
比
較
政
治
。
研
究
テ
ー
マ
は
、
制
度
比
較
、
ま
た
時
系
列
比
較
を
通
じ
た
、
政
党
間
関
係
や
執
政

部
・
議
会
関
係
の
分
析
。
現
代
の
日
本
政
治
と
米
国
政
治
を
主
な
研
究
対
象
と
し
て
お
り
、
著
書
・
寄
稿
も
多
数
。
博

士
（
法
学
）（
京
都
大
学
）。
近
著
に
、『
民
主
主
義
に
と
っ
て
政
党
と
は
何
か
―
対
立
軸
な
き
時
代
を
考
え
る
』（
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
）、『
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
の
現
在
―
権
限
の
弱
さ
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ

ッ
ク
ス
、
二
〇
一
六
年
）
他
。

中
の
対
立
は
、
両
国
の
国
内
事
情
の
帰
結
と
考
え
る
べ
き
だ
。
第
二
次
大
戦
後
、
米
国
は

長
い
間
、
世
界
経
済
や
安
全
保
障
の
安
定
の
た
め
の
コ
ス
ト
を
負
担
し
て
き
た
。
当
初
は

米
国
が
単
独
で
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
は
先
進
国
が
協
調
し
て
負
担
を
分
け
合
い
、
国
際

秩
序
の
形
成
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
は
米
国
内
で
、
国
際
協
調
や
安
定
の
た
め
の
負

担
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
批
判
的
な
空
気
が
強
ま
り
、
積
極
的
な
関
与
に
後
ろ
向
き
に
な
っ
た
。
そ
の

流
れ
の
中
で
誕
生
し
た
の
が
ト
ラ
ン
プ
政
権
だ
。
一
方
の
中
国
で
は
、
国
内
に
無
視
で
き
な
い
格
差
が

存
在
し
、
国
民
は
不
満
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
が
膨
れ
上
が
り
、
共
産
党
の
統
治
に
対
す
る
異
議
に
引

火
す
る
こ
と
を
、
政
権
は
恐
れ
て
い
る
。
中
国
に
貿
易
収
支
を
改
善
し
て
国
際
協
調
の
コ
ス
ト
を
吸
収

す
る
余
地
は
乏
し
い
だ
ろ
う
。

　

両
国
と
も
、
国
際
協
調
の
た
め
の
コ
ス
ト
を
負
担
で
き
な
い
国
内
事
情
が
あ
り
、
そ
れ
が
対
立
を
激

化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
知
的
財
産
権
（
知
財
）
や
安
全
保
障
の
領
域
で
も
存
在
感
を
高
め
る

米
待
鳥
聡
史
（
ま
ち
ど
り
・
さ
と
し
）

西山隆行〔2018〕

『アメリカ政治入門』
東京大学出版会
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識
者
に
問
う 西

側
諸
国
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

魅
力
を
高
め
よ

中
西 

寛

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

教
授

を
中
国
が
手
放
す
こ
と
は
困
難
だ
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
今
回
の
米
中
対
立
の
根
底
に
は
、
西
欧
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
体

制
と
、
中
国
が
千
年
か
け
て
つ
く
っ
て
き
た
皇
帝
独
裁
制
と
い
う
二
つ
の
体
制
が
、
二
一
世
紀
型
の
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
競
争
し
て
い
る
図
式
が
あ
る
。
中
国
は
技
術
力
で
自
信
を
も
っ
て
い
る
た
め
、

両
者
の
対
立
が
相
当
長
期
間
に
及
ぶ
可
能
性
は
高
い
。

　

中
国
型
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
独
裁
は
一
部
の
途
上
国
の
支
配
者
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
り
、
こ
う
し
た

国
は
中
国
の
影
響
力
を
受
け
入
れ
や
す
い
。
日
本
を
含
め
た
西
側
諸
国
が
冷
戦
後
に
途
上
国
や
体
制
移

行
国
に
形
式
的
な
自
由
民
主
主
義
の
導
入
を
急
い
だ
こ
と
に
無
理
が
あ
っ
た
し
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

以
降
、
西
側
先
進
国
で
も
民
主
主
義
へ
の
懐
疑
や
幻
滅
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
も
中
国
の
魅
力
を
後
押

し
し
て
い
る
。
西
側
は
中
国
の
国
内
体
制
の
独
裁
化
や
国
際
的
な
影
響
力
の
浸
透
に
対
抗
し
、
西
側
の

価
値
観
を
受
け
入
れ
る
よ
う
圧
力
を
か
け
る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
世
界
に
対
し
て
形
式
的
な
自
由

民
主
主
義
制
度
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
自
由
や
寛
容
精
神
を
多
様
な
文
明
に
基
づ
く
社
会
へ
埋

め
込
む
（em

bed

）
こ
と
を
優
先
し
、
ま
た
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
も
た
ら
す
課
題
に
率
先
し
て
取
り

組
む
こ
と
で
自
ら
の
体
制
の
魅
力
を
示
す
こ
と
に
注
力
す
べ
き
だ
。

国
際
政
治
学
者
。
主
要
研
究
テ
ー
マ
は
、
二
〇
世
紀
国
際
政
治
お
よ
び
国
際
政
治
学
の
歴
史
的
研
究
、
戦
後
ア
ジ
ア
・

太
平
洋
地
域
の
国
際
関
係
史
、
日
本
外
交
お
よ
び
安
全
保
障
政
策
。
第
二
次
安
倍
内
閣
「
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再

構
築
に
関
す
る
懇
談
会
」
委
員
、「
新
日
中
友
好
二
一
世
紀
委
員
会
」
委
員
等
の
公
職
も
歴
任
。
京
都
大
学
法
学
修
士
。

近
著
に
、『
提
言
日
米
同
盟
を
組
み
直
す
―
東
ア
ジ
ア
リ
ス
ク
と
安
全
保
障
改
革
』（
共
著
、
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、

二
〇
一
七
年
）
他
。

〇
一
八
年
一
〇
月
四
日
の
ペ
ン
ス
米
副
大
統
領
の
演
説
が
示
す
よ
う
に
、
今
回
の
米
中
対

立
は
、
貿
易
や
技
術
に
と
ど
ま
ら
な
い
問
題
だ
。
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
が
狙
っ
て
い
る
５
Ｇ
、

あ
る
い
は
人
工
知
能
の
よ
う
な
基
幹
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
分
野
で
、
中
国
は
支
配
的
な
立
場

を
築
き
つ
つ
あ
り
、
米
国
に
と
っ
て
中
国
は
、
経
済
・
技
術
上
の
競
争
相
手
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
防
レ

ベ
ル
で
の
脅
威
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

一
方
で
、
中
国
の
現
体
制
に
と
っ
て
、
Ｉ
Ｔ
技
術
は
、
対
外
競
争
力
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ

国
内
統
治
手
段
と
し
て
の
意
味
が
大
き
い
。
中
国
は
宋
の
時
代
か
ら
、
全
て
の
権
力
を
皇
帝
に
集
中
す

る
皇
帝
独
裁
制
を
発
展
さ
せ
、
国
家
を
安
定
さ
せ
て
き
た
。
改
革
開
放
下
で
経
済
発
展
を
統
治
の
正
当

性
と
し
て
き
た
共
産
党
も
、
成
長
率
の
低
下
に
伴
っ
て
皇
帝
独
裁
制
の
伝
統
に
戻
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

習
近
平
体
制
は
、
最
新
の
情
報
管
理
技
術
に
よ
っ
て
国
民
に
安
全
を
提
供
す
る
と
同
時
に
、
か
つ
て
の

皇
帝
独
裁
制
を
も
越
え
た
国
内
統
制
の
実
現
を
図
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
だ
と
す
る
と
Ｉ
Ｔ
技
術
の
支
配

中
西 

寛
（
な
か
に
し
・
ひ
ろ
し
）

宮崎市定〔1996〕

『雍正帝―中国の独裁君主』
中公文庫
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識
者
に
問
う 新

し
い
国
際
秩
序
を
目
指
す
中
国
・
米
中
対
立
、

日
本
は「
ア
ジ
ア
の
国
」と
し
て

認
識
を
深
め
よ
う

川
島 

真

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科

国
際
社
会
科
学
専
攻

教
授

ば
自
由
や
民
主
主
義
が
育
ま
れ
て
い
く
は
ず
だ
、
と
い
う
先
進
国
の
考
え
を
、
途
上
国
が
当
然
理
解
し

て
い
る
は
ず
だ
、
と
い
う
幻
想
を
捨
て
る
こ
と
だ
。
先
進
国
が
こ
れ
ま
で
途
上
国
の
民
主
化
を
促
す
こ

と
を
前
提
に
実
施
し
て
き
た
対
外
援
助
に
し
て
も
、
中
国
は
民
主
化
を
求
め
な
い
。
現
在
、
ア
フ
リ
カ

や
ア
ジ
ア
の
国
は
、
支
援
を
受
け
る
際
に
西
側
諸
国
で
は
な
く
、
中
国
を
選
ぶ
局
面
が
目
立
つ
。
中
国

は
、
援
助
す
る
対
象
国
の
実
情
に
沿
う
魅
力
的
な
オ
フ
ァ
ー
を
し
、
か
つ
即
決
で
、
民
主
化
な
ど
の
条

件
も
つ
け
な
い
。

　

今
の
日
本
に
、
現
在
が
時
代
の
転
換
点
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
危
機
感
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

米
国
は
中
国
に
対
し
て
本
気
で
対た

い

峙じ

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
日
本
が
欧
米
と
同
じ
で
あ
る
べ
き
、

と
い
う
の
で
は
な
い
。
Ｇ
７
中
唯
一
、
東
ア
ジ
ア
に
位
置
す
る
日
本
は
、
中
国
の
影
響
を
強
く
受
け
、

関
係
も
深
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
欧
米
の
対
中
政
策
と
完
全
に
一
致
す
る
と
、
ア
ジ
ア
で
孤
立
し
か
ね
な

い
。
そ
も
そ
も
、
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
な
ど
で
中
国
企
業
に
敏
感
な
米
国
が
中
国
と
の
技
術
面
で
の
取
引
を

断
つ
よ
う
日
本
に
迫
っ
た
場
合
、
以
前
の
コ
コ
ム
の
よ
う
な
事
態
に
な
る
。
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
で
中

国
と
結
び
つ
く
日
本
は
ど
う
対
応
す
る
の
か
。
ま
た
、
地
政
学
上
の
安
全
保
障
に
し
て
も
、
中
国
が
重

要
な
役
割
を
果
た
す
台
湾
や
朝
鮮
半
島
情
勢
が
ど
う
な
る
の
か
。
日
本
は
、
自
国
が
切
迫
し
た
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
だ
。

政
治
学
者
・
歴
史
学
者
。
専
門
は
東
ア
ジ
ア
政
治
、
政
治
外
交
史
。
世
界
平
和
研
究
所
上
席
研
究
員
等
も
兼
務
。
内
閣

府
国
家
安
全
保
障
局
顧
問
な
ど
、
国
際
政
治
や
外
交
に
関
わ
る
公
職
を
歴
任
。
日
本
現
代
中
国
学
会
理
事
。
北
京
日
本

学
研
究
セ
ン
タ
ー
他
、中
国
で
の
在
外
研
究
も
多
い
。
博
士
（
文
学
）（
東
京
大
学
）。
著
書
『
中
国
近
代
外
交
の
形
成
』

（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
で
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
を
受
賞
。『
21
世
紀
の「
中
華
」―
習
近
平
中
国
と
東
ア

ジ
ア
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年
）
他
、
著
書
多
数
。

ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
制
し
、
圧
倒
的
に
優
位
に
あ
る
経
済
力
や
軍
事
力
を
使
っ
て
、
世
界
の
富

を
集
め
て
き
た
西
側
先
進
国
。
今
や
そ
れ
が
、
中
国
に
技
術
覇
権
が
移
り
、
次
の
産
業
革

命
を
興
す
の
は
中
国
な
ど
の
非
民
主
主
義
国
家
で
は
な
い
か
、
米
国
か
ら
中
国
へ
の
覇
権

交
代
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
、と
の
危
機
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。
米
国
の
ペ
ン
ス
副
大
統
領
の
軍
事
・

安
全
保
障
や
人
権
問
題
を
含
め
た
幅
広
い
中
国
批
判
は
ま
さ
に
そ
れ
を
示
す
。

　

今
、
世
界
で
は
、
経
済
発
展
し
て
も
民
主
化
し
な
い
国
が
増
え
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
心
に
中
国
が

座
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
は
、
一
帯
一
路
で
西
方
に
進
み
、
先
進
国
が
存
在
し
な
い
ユ
ー
ラ

シ
ア
か
ら
ア
フ
リ
カ
に
至
る
地
域
で
道
路
、
鉄
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
投
資
や
、
衛
星
・
通
信
技
術
な
ど

国
際
公
共
財
の
提
供
を
進
め
、
一
つ
の
経
済
圏
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
中
国
は
、
民
主
主
義
に

基
づ
か
な
い
国
際
秩
序
の
空
間
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

日
本
を
含
め
た
西
側
先
進
国
が
自
分
た
ち
の
価
値
観
を
守
り
た
い
な
ら
、
ま
ず
、
経
済
が
発
展
す
れ

川
島 

真
（
か
わ
し
ま
・
し
ん
）

川島真〔2017〕

『中国のフロンティア―揺れ動く境界から考える』
岩波新書
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識
者
に
問
う こ

れ
か
ら
は
安
全
保
障
の
視
点
か
ら
の

経
営
判
断
の
時
代

細
川
昌
彦

中
部
大
学

特
任
教
授

旋
律
」
に
す
ぎ
な
い
。
関
税
で
の
合
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
小
休
止
で
あ
り
、「
通
奏
低
音
」

に
は
影
響
が
な
い
。

　

日
本
政
府
は
、
こ
う
し
た
本
質
的
な
動
き
を
見
極
め
な
が
ら
、
日
中
関
係
が
良
好
な
こ
の
機
会
を
生

か
し
、「
注
文
外
交
」
を
進
め
て
い
く
べ
き
だ
。
米
国
が
と
る
制
裁
と
い
う
圧
力
が
唯
一
の
方
法
で
は

な
い
。
中
国
は
共
産
党
統
治
を
揺
る
が
す
こ
と
は
拒
否
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
な
い
範
囲
で
注
文
を

つ
け
、
徐
々
に
軌
道
修
正
さ
せ
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
一
帯
一
路
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
で
中
国

は
、
自
国
の
規
格
の
採
用
を
義
務
付
け
、
中
国
製
品
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
仕
向
け
て
お
り
、

最
終
的
に
は
そ
の
国
の
デ
ー
タ
ま
で
中
国
が
入
手
す
る
恐
れ
も
あ
る
。
そ
う
し
た
歪
み
を
修
正
さ
せ
て

い
く
た
め
に
中
国
に
「
注
文
」
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　

皆
、
米
中
ば
か
り
に
注
目
し
て
い
る
が
、
日
本
に
と
っ
て
鍵
と
な
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
。
ト
ラ
ン

プ
大
統
領
が
関
税
制
裁
を
か
ざ
し
て
暴
走
す
る
中
で
、
米
国
を
国
際
秩
序
に
つ
な
ぎ
と
め
る
意
味
で
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
連
携
は
欠
か
せ
な
い
。
日
米
の
二
国
間
関
係
で
は
、
日
本
は
圧
倒
的
に
弱
い
た
め
、

米
国
を
け
ん
制
す
る
上
で
も
日
欧
連
携
は
重
要
だ
。
日
米
欧
が
連
携
し
て
、
機
能
不
全
で
あ
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ

の
ル
ー
ル
を
作
り
直
し
、
中
国
を
こ
の
土
俵
に
引
っ
張
り
込
む
仕
掛
け
を
作
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

日
本
が
国
際
的
な
秩
序
を
最
重
視
す
る
と
い
う
基
本
ス
タ
ン
ス
を
貫
く
こ
と
だ
。
秩
序
が
大
事
と
い
い

な
が
ら
、
米
国
・
中
国
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
違
反
を
提
訴
し
て
い
な
い
よ
う
な
国
は
信
頼
さ
れ
な
い
。

元
経
済
産
業
省
（
旧
通
商
産
業
省
）。
現
在
は
大
学
で
経
済
学
の
教
き
ょ
う

鞭べ
ん

を
と
る
か
た
わ
ら
、
テ
レ
ビ
出
演
、
講
演
活
動

や
自
治
体
・
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
顧
問
、
役
員
も
務
め
る
。
経
済
産
業
省
で
は
、
通
商
政
策
局
米
州
課
長
、
貿
易
経
済

協
力
局
貿
易
管
理
部
長
等
、
日
米
通
商
交
渉
の
最
前
線
を
担
当
。
東
京
大
学
法
学
部
卒
。
経
済
産
業
省
在
職
中
に
、
ス

タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
客
員
研
究
員
、
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
ク
ー
ル
Ａ
Ｍ
Ｐ
修
了
。
著
書
に
、『
暴
走
ト
ラ
ン

プ
と
独
裁
の
習
近
平
に
、
ど
う
立
ち
向
か
う
か
？
』（
光
文
社
新
書
、
二
〇
一
八
年
）
他
。

全
保
障
と
経
済
が
別
問
題
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
、
安
全
保
障
が
経
済
に
入
り
込
ん
で
い
く

時
代
に
変
わ
っ
た
。
日
本
の
経
営
者
は
、
こ
の
大
き
な
変
化
を
見
極
め
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
例
え
ば
、
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
問
題
。
米
国
は
、
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
を
輸
出
管
理
で
禁
輸
の

対
象
に
す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。「
買
わ
な
い
」「
使
わ
な
い
」
と
い
う
製
品
の
締
め
出
し
だ
け
で
な

く
、「
売
ら
な
い
」「
作
ら
せ
な
い
」
と
い
う
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
途
絶
だ
。
そ
う
な
っ
た
と
き
に
、

フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
に
部
品
を
供
給
し
て
い
る
数
多
く
の
日
本
企
業
は
、
苦
渋
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
中
国
か
ら
撤
退
し
ろ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
分
野
ご
と
に
判
断
し
て
、
安
全
保
障
上
セ
ン

シ
テ
ィ
ブ
な
分
野
で
は
、
い
わ
ば
「
保
険
」
を
か
け
て
い
く
。
こ
れ
が
経
営
者
に
今
問
わ
れ
て
い
る
ポ

イ
ン
ト
だ
。

　

中
国
へ
の
警
戒
心
は
、
か
な
り
前
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
全
体
で
共
有
さ
れ
て
お
り
、「
通
奏
低
音
」
と

し
て
響
き
続
け
て
い
る
。
一
方
で
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
動
き
は
別
の
動
き
で
、
い
わ
ば
表
面
的
な
「
主

細
川
昌
彦
（
ほ
そ
か
わ
・
ま
さ
ひ
こ
）

『細川昌彦の「深層・世界のパワーゲーム」』
日経ビジネス電子版で連載中

安
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識者が読者に 推薦する　　　冊1
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識
者
に
問
う 二

つ
の
体
制
が
存
在
す
る
世
界

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ウ
ル
フ

英
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
タ
イ
ム
ズ

チ
ー
フ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

自
ら
が
大
き
な
強
み
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
西
側
の
防
衛
支
出
、
経
済
規
模

や
世
界
輸
入
に
占
め
る
割
合
は
、
い
ず
れ
も
中
国
よ
り
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
西
側
先
進
国
に

対
す
る
経
済
的
依
存
は
、
米
国
の
中
国
に
対
す
る
依
存
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
の
だ
。
さ
ら
に
、
民
主

主
義
国
家
で
あ
る
西
側
先
進
国
が
も
ち
続
け
る
自
由
、
民
主
主
義
、
法
の
支
配
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

は
、
中
国
の
共
産
主
義
よ
り
魅
力
的
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
米
国
が
同
盟
諸
国
と
の
関
係
を
維
持
す
る
な
ら
、
現
在
の
状
況
を
中
国
よ
り
冷
静
に

み
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
中
国
と
の
相
互
依
存
は
安
定
を
も
た
ら
し
、
米
国
が
同
盟
国
と
共
通
の

目
的
を
見
い
だ
せ
ば
、
ル
ー
ル
に
基
づ
く
国
際
貿
易
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
中
国
に
改
革
を
促
せ
る
だ
ろ

う
。
国
際
協
調
は
、
相
互
依
存
と
同
じ
く
不
可
欠
だ
。
中
国
と
の
協
調
な
し
に
、
国
際
環
境
の
管
理
も
、

確
か
な
繁
栄
と
平
和
も
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
西
側
が
中
国
の
要
求
を
全
て
の
む
こ
と
で
は

な
い
。
真
に
重
要
な
の
は
、
ソ
ロ
ス
氏
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
中
国
の
新
し
い
「
社
会
信
用
」
シ
ス
テ

ム
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
と
西
側
に
住
む
中
国
人
の
自
由
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。

　

新
し
い
グ
レ
ー
ト
パ
ワ
ー
が
出
現
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
多
く
の
人
が
世
界
を
抑
制
の
き
か
な
い
軍

事
競
争
の
時
代
に
突
入
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
必
要
な
の
は
軍
拡
で
は
な
く
、
強
大
に
な
る
中
国
と

の
競
争
と
協
調
の
組
み
合
わ
せ
だ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
敵
意
が
深
ま
り
、
混
乱
が
起
こ
る
。
分
別
が
あ

る
者
は
誰
も
そ
う
し
た
事
態
は
望
ま
な
い
。
手
遅
れ
に
な
る
前
に
、
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
Ｆ
Ｔ
紙
の
コ
ラ
ム
は
、
幅
広
い
見
識
と
、
洞
察
力
に
富
む
鋭
い
分
析
力
で
、
金
融
の
専
門
家
の
み

な
ら
ず
、
多
く
の
読
者
を
惹
き
つ
け
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
、
金
融
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
業
績
で
、
大
英
帝

国
勲
章
（
Ｃ
Ｂ
Ｅ
）
叙
勲
。
著
書
多
数
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
経
済
学
Ｍ
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
取
得
後
、
世
界
銀
行
シ
ニ
ア

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
等
を
経
て
、
一
九
八
七
年
に
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
タ
イ
ム
ズ
紙
へ
、
一
九
九
六
年
よ
り
現
職
。

近
起
き
た
三
つ
の
出
来
事
は
、
西
側
諸
国
が
中
国
の
台
頭
を
警
戒
し
始
め
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
中
国
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
先
頭
を
走
る
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
を
敵
視
す
る
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
、
ド
イ
ツ
産
業
連
盟
（
Ｂ
Ｄ
Ｉ
）
が
「
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
、
体
制
の
競
争
相
手
」

と
の
、
ま
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ
ス
が
「
開
か
れ
た
社
会
を
信
頼
す
る
人
々
に
と
っ
て
最
も
危
険
な
敵
」

と
い
う
ラ
ベ
ル
を
中
国
に
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
に
西
側
は
、
中
国
を
せ
い
ぜ
い
不
快
な
パ
ー

ト
ナ
ー
、
最
悪
で
敵
対
勢
力
と
み
な
し
て
い
る
。

　

新
た
な
「
冷
戦
」
が
始
ま
っ
た
と
結
論
づ
け
る
べ
き
か
？　

西
側
で
中
国
を
、
国
防
、
経
済
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
上
の
脅
威
と
考
え
て
い
る
人
が
多
い
と
い
う
意
味
で
は
Ｙ
ｅ
ｓ
。
一
方
、
中
国
は
ソ
連
の
よ

う
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
輸
出
を
行
わ
ず
、
世
界
経
済
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
Ｎ
ｏ
だ
。

　

正
し
い
道
は
、
中
国
は
「
敵
で
あ
り
、
友
で
あ
る
」
と
考
え
、
中
国
と
の
関
係
を
競
争
的
か
つ
協
調

的
に
し
て
い
く
こ
と
だ
。
そ
の
過
程
の
複
雑
さ
を
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
米
国
と
そ
の
同
盟
国
は
、

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ウ
ル
フ
（M

artin W
olf

）

Martin Wolf〔2014〕

The Shifts and the Shocks:
What We've Learned—and Have Still to Learn—from the Financial Crisis

Penguin Press

最

(c) The Financial Tim
es Lim

ited
 2019. A

ll R
ights R

eserved
. 

The N
ip

p
on Institute for R

esearch A
d

vancem
ent (N

IR
A

) is solely resp
onsib

le for the creation of this ed
ited

 version of a text that originally ap
p

eared
 in the Financial Tim

es: 
M

artin W
olf, “The challenge of one w

orld
, tw

o system
s: U

nb
rid

led
 strategic com

p
etition b

etw
een C

hina and
 the w

est w
ould

 b
e a d

isaster,” Financial Tim
es, January 30, 2019.

The Financial Tim
es Lim

ited
 d

oes not accep
t any liab

ility for the accuracy or q
uality of this ed

ited
 version of the text.
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データで 米中対立をどうみるか見る

出所）	 IHS	Markit	（2018）	“Market	Insight	Global	mobile	infrastructure	market	down	14	percent	from	a	year	ago”.
https://technology.ihs.com/600864/global-mobile-infrastructure-market-down-14-percent-from-a-year-ago

出所）	 IMF,	“Direction	of	Trade	Statistics	（DOTS）”.

注）	中国企業の直接投資（2014–18 年の平均、建設目的を含む）をGDP（2017年）比で除したもの。企業には、国有企業も含まれる。
地図上の国名は上位８か国（ただし、南米のアンチグア・バーブーダ（13.2％）を除く）。

注）	モバイル通信インフラは、ハードウェア（2G/3G/LTE）の市場シェア。

出所）	AIE,	China	Global	Investment	Tracker.	The	World	Bank,	World	Development	Indicators.

主要国間の貿易額（2017年）

世界のモバイル通信インフラの市場シェア（2017年）

ファーウェイ（中国） 28%

その他 6%
サムソン（韓国） 3%

ノキア（フィンランド） 23%

エリクソン（スウェーデン）
27%

ZTE（中国） 13%

出所）	 “Remarks	by	Vice	President	Pence	on	the	Administration’s	Policy	Toward	China”
	 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-administrations-policy-toward-china/

ペンス米副大統領演説

ペンス米副大統領演説（2018年 10月 4日）の要旨　

米中
関係

中国はこれまで以上に積極的な方法で力を使い、米国の国内政策や政治に介入している。
米国は中国に新たな姿勢を取ると、トランプ大統領は明らかにした。米国歴代政権は中国の自
由があらゆる形で拡大することを望んで政策を選択してきたが、その望みは実現しなかった。

貿易
中国共産党は、公正な貿易政策とは矛盾する一連の政策を利用してきた。例えば、関税、割
当、為替操作、強制的な技術移転、知的財産の窃盗、補助金である。中国の行動が米国の貿
易赤字の一因だ。中国に自由・公正・互恵的な貿易政策を要求する。

技術
覇権

中国は「中国製造 2025」計画で、世界の最先端産業の 90%の支配を目指している。米国
はトランプ大統領の指示で、中国が奪取・管理しようとする先進産業に特に高い関税を課し
ている。

経済圏 中国は「借金漬け外交（“debt	diplomacy”）」で、世界に影響力を拡大している。

軍事
覇権

中国は、米国の軍事的優位性を侵害する能力を優先してきた。米国を西太平洋から追い出し、
同盟国の助けを得ることを妨げようとしているに他ならないが、それは失敗するだろう。

人権 今日、中国は他に類をみない監視国家を築いた。
中国人のキリスト教徒、仏教徒、イスラム教徒は迫害の波に打ちつけられている。

中国企業の直接投資（対GDP比）

中　国

日　本ドイツ

アメリカ

4,340億ドル

1,300億ドル

1,380億ドル

1,350億ドル

1,330億ドル

680億ドル

990億ドル

530億ドル

710億ドル

1,270億ドル

日　本

ドイツ

190億ドル

20％～

データ不明
0～1％
1％～
10％～
15％～

ギニア
13.6％

ジブチ
11.1％

シオラレオネ
10.3％

サントメ・
プリンシペ
40.8％

コンゴ共和国
16.0％

キルギス
11.5％

南スーダン
26.4％

ラオス
21.2％

中国

230億ドル

モバイル通信インフラ（注）総売上
372億ドル
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電子書籍でも『わたしの構想』
を読めるようになりました。
スマホにダウンロードして、
通勤の車内やお昼休みなど、
いつでも自由に読むことがで
きます。

1 冊 250 円で、好評発売中です。

『わたしの構想』
e-book展開 開始!

No. 38
学生本位の大学教育

No. 39
ビッグデータ本格活用へ

No. 40
ドイツ社会都市の可能性

わたしの構想 電子書籍バックナンバー
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