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日本側が作っている面も

「
米
国
の
声
」

沖
縄
の
米
軍
基
地
問
題
な
ど
で
日
本
政
府
関
係
者
が
よ
く
引
き

合
い
に
出
す
「
米
国
の
声
」
。
ワ
シ
ン
ト
ン
で
日
米
外
交
の
舞
台

裏
に
接
し
た
経
験
を
持
つ
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
「
新
外
交
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
」
‖

１
‖
事
務
局
長
の
猿
田
佐
世
さ
ん
(

)
は
、
「
外

圧
」
と
し
て
作
用
す
る
そ
う
し
た
「
声
」
は
日
本
側
が
作
っ
て
い

る
面
も
あ
る
と
指
摘
し
、
日
米
外
交
に
変
化
を
求
め
て
い
る
。

【
聞
き
手
・
湯
谷
茂
樹
、
写
真
・
内
藤
絵
美
】

新
外
交
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
事
務
局
長

猿
田

佐
世
氏
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１ 新外交イニシアティブ

２ ワシントン拡声器

日米および東アジアの外交
・政治に多様な声を吹き込も
うと2013年に猿田さんらが設
立。評議員には、ジャーナリ
ストの鳥越俊太郎氏、東大教
授の藤原帰一氏、米ジョージ
・ワシントン大教授のマイク
・モチヅキ氏らがいる。

ワシントン発の「米国の声」
の影響力は大きい。

さ
る
た
・
さ
よ

１
９
７
７
年
東
京
都
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
法
学
部
卒

業
後
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
で
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
な
ど
を
経
て
２
０

０
２
年
に
弁
護
士
登
録
。
米
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
で
学
び
、

年
米
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
弁
護
士
登
録
。

｢
対
米
従
属
｣黭
戦
後
日
本
の
政
治
を
巡
り
黬
頻
繁
に
接
す
る
言
葉
だ
。
猿
田
さ
ん

の
話
を
聞
き
、
そ
の
｢
従
属
｣
の
舞
台
裏
を
垣
間
見
た
気
が
し
た
。
米
国
は
、
日
本

に
原
爆
を
落
と
し
た
後
も
黬
朝
鮮
戦
争
黬
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
イ
ラ
ク
戦
争
…
…
と
戦

争
を
続
け
、軍
事
産
業
が
主
要
産
業
と
な
っ
て
い
る
。そ
う
し
た
米
国
に
「
従
属
｣

し
続
け
て
い
く
べ
き
な
の
か
黭
い
ま
、
ト
ラ
ン
プ
新
大
統
領
の
誕
生
で
日
米
関
係

に
つ
い
て
見
直
す
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
普
通
の
人
々
の
し
あ
わ
せ
の
た
め
に
何

が
必
要
な
の
か
黭
猿
田
さ
ん
の
話
を
頭
に
お
い
て
黬
し
っ
か
り
考
え
て
い
き
た
い
。

｜
｜
日
本
の
政
策
に
影
響
を
与
え
る

「
米
国
の
声
」
は
、
日
本
の
政
府

や
大
企
業
の
意
向
を
日
本
国
内
に

伝
え
る
装
置
「
ワ
シ
ン
ト
ン
拡
声

器
」
‖

２
‖
と
し
て
の
役
割
も

果
た
し
て
い
る
こ
と
を
新
著
「
新

し
い
日
米
外
交
を
切
り
拓
く
」
（

集
英
社
）
な
ど
で
解
説
し
て
い
ま

す
ね
。

日
本
へ
の
米
国
の
影
響
力
は
、
基
地

問
題
に
限
ら
ず
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
）
や
原
発
、

憲
法
や
消
費
税
と
い
っ
た
問
題
に
も
及

び
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
で
は
、
日
本
の
政
策

に
影
響
を
与
え
る
「
米
国
の
声
」
の
発

信
元
は
、
多
く
て
も

人
ほ
ど
の
非
常

に
限
ら
れ
た
知
日
派
米
国
人
た
ち
で

す
。
日
本
の
政
府
や
大
企
業
は
、
こ
の

少
人
数
の
知
日
派
で
あ
る
シ
ン
ク
タ
ン

ク
や
大
学
の
研
究
者
、
議
員
に
ロ
ビ
ー

イ
ン
グ
(
政
策
提
言
活
動
)
し
て
情
報
提

供
し
た
り
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
や
大
学
に

研
究
資
金
の
提
供
を
続
け
た
り
し
て
い

ま
す
。

そ
し
て
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
が
限
ら

れ
た
知
日
派
の
発
言
を
「
米
国
の
声
」

と
し
て
日
本
に
紹
介
す
る
の
で
す
。

日
本
で
は
、
こ
う
し
た
「
声
」
を
通

じ
て
伝
え
ら
れ
る
「
米
国
の
意
向
」
は

大
き
な
圧
力
と
し
て
働
き
ま
す
。
こ
う

し
た
仕
組
み
が
日
本
の
利
益
に
プ
ラ
ス

か
と
い
う
評
価
の
前
に
、
可
視
化
が
必

｜
｜
ど
ん
な
日
本
製
「
外
圧
」
を
見
聞

き
さ
れ
ま
し
た
か
？

｜
｜
ワ
シ
ン
ト
ン
拡
声
器
に
、
ど
う
し

て
気
づ
い
た
の
で
す
か
？

｜
｜
な
ぜ
、
そ
う
な
る
の
で
し
ょ
う
。

｜
｜
沖
縄
の
政
治
家
ら
の
訪
米
時
に
、

米
議
会
関
係
者
ら
と
の
面
談
調
整

な
ど
の
支
援
を
し
て
い
ま
す
ね
。

要
と
考
え
、
「
ワ
シ
ン
ト
ン
拡
声
器
」

と
い
う
言
葉
で
日
本
に
紹
介
し
て
い
ま

す
。米

議
会
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
議
員
連
盟
は
、
日

本
政
府
が
お
金
を
出
し
て
委
託
し
た
ロ

ビ
イ
ス
ト
の
働
き
か
け
を
受
け
て
設
立

さ
れ
ま
し
た
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
推
進
は
日
米
財

界
が
後
押
し
し
た
も
の
で
し
た
が
、
日

本
で
は
米
国
の
意
向
と
報
じ
ら
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
米
国
も
大
統
領
選
で
は

一
般
の
国
民
の
声
に
向
き
合
わ
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
各
候
補
が
Ｔ
Ｐ

Ｐ
に
反
対
し
ま
し
た
。

ワ
シ
ン
ト
ン
の
大
学
で
国
際
政
治
を

学
ん
で
い
た
時
、
日
本
で
は
民
主
党
政

権
へ
の
交
代
が
あ
り
ま
し
た
。
米
普
天

間
飛
行
場
の
移
転
先
と
し
て
、
沖
縄
県

民
の
根
強
い
反
対
が
あ
る
名
護
市
辺
野

古
の
海
を
埋
め
立
て
て
新
基
地
を
建
設

す
る
計
画
を
巡
り
、
当
時
の
鳩
山
由
紀

夫
首
相
は「
移
転
先
は
最
低
で
も
県
外
」

と
白
紙
に
戻
す
考
え
を
示
し
ま
し
た
。

日
本
で
は
状
況
が
変
わ
っ
た
の
に
、
ワ

シ
ン
ト
ン
に
い
る
日
本
の
政
府
関
係
者

も
メ
デ
ィ
ア
も
全
く
変
わ
ら
な
い
様
子

で
し
た
。
基
地
問
題
に
関
す
る
会
合
な

ど
に
参
加
し
て
話
を
聞
く
う
ち
に
、
ワ

シ
ン
ト
ン
で
日
米
外
交
に
関
わ
る
日
本

人
は
、
政
府
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
、
日

本
で
は
多
様
な
価
値
観
を
伝
え
て
い
る

メ
デ
ィ
ア
関
係
者
も
含
め
、
沖
縄
の
基

地
堅
持
と
い
っ
た
同
じ
価
値
観
の
人
た

ち
ば
か
り
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
一
方
の

米
国
側
は
ご
く
少
数
の
人
た
ち
だ
け
が

発
信
す
る
。
そ
ん
な
構
図
が
見
え
て
き

た
の
で
す
。
ワ
シ
ン
ト
ン
の
米
国
人
一

般
を
見
れ
ば
、
沖
縄
の
基
地
に
反
対
す

る
人
も
い
る
し
、
戦
争
反
対
の
数
万
人

規
模
の
デ
モ
も
あ
る
。
多
様
な
価
値
観

は
あ
る
の
で
す
が
、
日
本
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
は
多
様
性
と
は
無
縁
で
し
た
。

中
東
や
中
国
は
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
な
ど
と
比
べ
て
も
日
本
の
こ
と
を

扱
う
人
の
絶
対
数
が
少
な
い
ん
で
す
。

原
因
は
、
日
本
は
米
国
の
言
う
こ
と
に

基
本
的
に
従
う
の
で
、
対
策
や
議
論
の

必
要
が
な
い
か
ら
。
そ
ん
な
説
明
を
知

日
派
の
方
か
ら
聞
き
ま
し
た
。

政
権
交
代
で
沖
縄
の
米
軍
基
地
が
大

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
人
々
の
声

が
米
国
に
届
か
な
い
現
実
を
な
ん
と
か

｜
｜
変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
？

｜
｜
来
年
１
月
に
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統

領
が
誕
生
し
ま
す
。

し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
米
議
会
有
力

者
へ
の
ロ
ビ
ー
イ
ン
グ
か
ら
始
め
ま
し

た
。
米
下
院
で
沖
縄
の
基
地
問
題
を
担

当
す
る
外
交
委
ア
ジ
ア
太
平
洋
小
委
員

会
の
委
員
長
と
面
会
し
た
時
、
「
沖
縄

の
人
口
は
２
０
０
０
人
く
ら
い
か
」
と

尋
ね
ら
れ
た
ん
で
す
。
悲
し
く
な
る
ほ

ど
米
国
人
は
日
本
に
無
関
心
で
、
日
本

に
つ
い
て
の
報
道
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
、
各
米
議
員
の
環
境
や
女
性
と
い

っ
た
関
心
事
と
絡
め
て
沖
縄
を
説
明

し
、
面
会
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

あ
り
ま
し
た
。
民
主
党
政
権
当
時
、

鳩
山
首
相
が
「
最
低
で
も
県
外
」
と
発

言
し
た
こ
と
も
あ
り
、
「
米
国
の
声
」

の
代
表
格
と
も
い
え
る
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ

氏
を
含
む
何
人
も
の
知
日
派
が
「
辺
野

古
で
な
く
て
も
い
い
」
と
発
言
し
て
い

ま
し
た
。
近
年
で
も
米
軍
予
算
に
つ
い

て
定
め
る
２
０
１
６
年
度
の
国
防
権
限

法
案
に
あ
っ
た
「
辺
野
古
が
唯
一
の
選

択
肢
」
と
い
う
文
言
も
ロ
ビ
ー
イ
ン
グ

を
行
う
こ
と
で
外
せ
ま
し
た
。

た
だ
、
前
沖
縄
県
知
事
の
仲
井
真
弘

多
さ
ん
が

年

月
に
埋
め
立
て
を
承

認
し
て
以
降
、
風
向
き
は
変
わ
り
ま
し

た
。
そ
れ
で
も
、
同
じ
く
知
日
派
代
表

格
の
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
氏
が
「
沖
縄
の

人
々
が
支
持
し
な
い
な
ら
我
々
は
（
辺

野
古
案
を
）
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
述
べ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

難
し
い
こ
と
は
承
知
の
上
で
す
が
、

沖
縄
の
基
地
問
題
に
変
化
を
も
た
ら
す

可
能
性
は
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
在

日
米
軍
駐
留
経
費
の
全
額
負
担
を
求
め

る
な
ど
コ
ス
ト
重
視
な
の
で
、
そ
れ
に

沿
っ
て
米
国
の
「
国
益
」
か
ら
見
て
不

要
な
沖
縄
の
基
地
を
削
減
し
て
い
け
ば

コ
ス
ト
カ
ッ
ト
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と

を
、
来
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
予
定
し
て

い
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
通
じ
て
訴

え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
米
国
と
の
関
係
も
丁
寧
に
紡

ぎ
な
が
ら
、
中
国
や
韓
国
な
ど
近
隣
諸

国
と
の
関
係
構
築
に
よ
り
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
米
国
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い

ほ
ど
中
国
や
韓
国
に
お
け
る
日
本
へ
の

関
心
は
高
く
、
日
本
語
を
話
せ
る
人
も

多
く
い
ま
す
。
米
国
で
は
知
日
派
で
も

大
半
は
英
語
の
情
報
源
の
み
か
ら
日
本

を
知
る
の
と
は
大
違
い
で
す
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
誕
生
を
、
対
米
従

属
の
み
で
安
保
・
外
交
政
策
を
判
断
す

る
国
の
あ
り
方
か
ら
脱
す
る
好
機
と
捉

え
、
日
本
が
東
ア
ジ
ア
の
平
和
構
築
に

積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
、
提
案

し
て
い
く
時
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

トランプ氏と台湾総統の電話協議、その意味は？
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2016年 月５日付 アジア版から

ドナルド・トランプ次期米大統領は電話に出た。かけて

きたのは台湾の蔡英文総統で、大統領選での勝利を祝福し

た。両者は経済や安全保障問題に関して数分間、言葉を交

わした――政治の世界では普通のことだ。ではなぜ、これ

ほど大騒ぎになっているのか。

結局のところ中国は台湾に不快感を表したものの、強硬

に反発しなかった。中国の過去の態度から推察すれば中国

は激高したかもしれないが、そうではなかった。1979年に

米国が中国と正式に外交関係を樹立する一方で台湾とは断

交して以来、現職および次期大統領が台湾のリーダーと話

したことはなかった。

この不安定なバランスは中国が主張する仰々しい口実を

米国と他の国が受け入れていることで成り立っている。つ

まり台湾は独立国ではなく「一つの中国」の一部であると

いう主張だ。米国の次期大統領に選ばれた人物はこの伝統

に従ってきた。台湾のリーダーからの電話に出てこなかっ

たのもジェスチャーの一部だ。だが、トランプ氏と蔡総統

との電話は事故ではなかったようだ。関係者によると、電

話協議は事前に計画されていたものであり、それに先立っ

てトランプ氏の側近や代理人らが台湾を訪問していた。

タカ派の色彩が濃い助言者の中には明確な目的を持って

いる向きもある。中国のご機嫌をうかがいながら動くこと

をやめ、軍事協力強化を伴う台湾支援を打ち出すという目

的だ。米国のやり方で台湾と取引するのが狙いだ。

もっと極端な見方は、中国を封じ込めるための「不沈空

母」という冷戦下での役割を台湾が取り戻すというものだ。

中国にとって台湾は「利害の中心」であり、これ以上重要

なものはない。トランプ氏と蔡総統の電話協議に対する中

国の抑えた反応からは、気分屋のトランプ氏を刺激し、そ

の方向へ向かわせないようにとの配慮がうかがえる。

だが、米政府の急激なアプローチの変化は台湾をより一

層脆弱
岇
化しかねない。中国は武力による台湾掌握の脅し

を引っ込めたことは一度もなく、現在は蔡総統に「一つの

中国」支持を公言するよう強要を試みている。蔡総統は拒

否しているものの、中国との友好的な関係のために現状維

持に甘んじている。

中国と米国にとって政策面のリセットは長年の懸案だっ

た。台湾では民主主義が花開いているという現実――しか

も中国の独裁体制下に入る意志を持たない――があり、中

国はこの現実に沿ったアプローチを模索する必要がある。

だが、中国に余計な不快感を与えることと、台湾と恒久

的な友好関係を築くということは別問題だ。大統領として

トランプ氏は細心の注意を払ってこの違いを見極めなけれ

ばならない。不器用にことを運べば、中国が外交的な非難

以上の行動に出る引き金になりかねない。そうなれば選択

肢は平和か紛争かになるはずだ。

アンドリュー・ブラウン（髈鮷魸鰏魿鰽髗鰏鮼鰽鮷魿）記者
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