
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
が
大
統
領
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
フ
ラ

ン
ソ
ワ
・
オ
ラ
ン
ド
は
、
不
確
実

[
in

ce
rtitu

d
e]

と
い
う
言
葉
で
見

通
し
の
立
た
な
い
現
状
を
語
っ
た
。
去
る
六
月
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
Ｅ

Ｕ
離
脱

[
B

re
x

it]

が
国
民
投
票
に
よ
り
可
決
さ
れ
て
い
る
。
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
牽
引
し
て
き
た
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
二
つ
の

社
会
が
、
そ
の
潮
流
か
ら
身
を
引
こ
う
と
し
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、

彼
ら
は
遅
れ
を
と
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ど
う
や
ら
そ

れ
は
錯
覚
ら
し
い
。
私
た
ち
は
周
回
遅
れ
の
レ
ー
ス
を
走
っ
て
い
る
。

す
ぐ
後
ろ
を
走
る
彼
ら
は
、
ま
も
な
く
私
た
ち
に
一
周
の
差
を
つ
け
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
。

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
。
一
九
五
一
年
生
。
歴
史
人
口
学
者
・
家

族
人
類
学
者
。
フ
ラ
ン
ス
国
立
人
口
統
計
学
研
究
所

[
IN

E
D
]

に
所

属
。
彼
は
現
在
に
至
る
情
勢
を
次
の
よ
う
な
区
分
で
見
て
い
る
。

第
一
局
面：

一
九
五
〇
年
―
一
九
八
〇
年

経
済
成
長
期

第
二
局
面：

一
九
八
〇
年
―
二
〇
一
〇
年

経
済
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

第
三
局
面：

二
〇
一
〇
年
以
降

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
・
フ
ァ
テ
ィ
ー
グ

[

疲
労]

第
三
局
面
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
・
フ
ァ
テ
ィ
ー
グ
と
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は
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
謳
う
こ
と
に
疲
れ
た
先
進
諸
国
が
直
面
し

て
い
る
事
態
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
下
支
え
し
て
き
た

主
要
な
要
素
の
一
つ
は
、
労
働
力
の
流
動
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
イ
ギ

リ
ス
で
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
、
ア
メ
リ
カ
で
は
メ
キ
シ
コ
か
ら

の
移
民
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
き
た
。
労
働
要
素
の
自
由
な
移
動
は
、

相
対
的
な
賃
金
の
低
下
を
招
く
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
由
々
し

き
問
題
で
は
あ
る
が
、
た
だ
、
今
回
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の

方
針
転
換
は
、
そ
う
し
た
経
済
面
の
み
か
ら
説
明
の
つ
く
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
二
つ
の
社
会
が
求
め
た
も
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
ネ
イ
シ
ョ

ン

[

国
民]

の
回
復
な
の
で
あ
る
。

ネ
イ
シ
ョ
ン
の
回
復
は
、
選
挙
中
の
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
の
発
言

に
見
ら
れ
た
よ
う
な
排
外
主
義
の
形
を
取
る
と
は
限
ら
な
い
。
一
方
で

民
主
党
の
バ
ー
ニ
ー
・
サ
ン
ダ
ー
ス
が
、
富
裕
層
へ
の
増
税
と
社
会
福

祉
の
充
実
を
公
約
に
掲
げ

｢

小
さ
な
政
府｣

か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
た

よ
う
に
、
ま
る
で
正
反
対
を
成
す
よ
う
な
政
策
が
同
一
の
理
念
か
ら
派

生
し
て
い
る
。
対
立
は
表
層
で
起
こ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
事
実
、

イ
ギ
リ
ス
で
の
国
民
投
票
の
際
の
出
口
調
査
で
は
、
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
最
大

の
原
因
は
、
移
民
問
題
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
に
対
抗
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
議

会
の
主
権
回
復
で
あ
り
、
こ
れ
は
経
済
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
抜
け
る
イ
ギ
リ
ス
は
多
く
の
経
済
上
の
課
題
を
抱
え

る
こ
と
に
な
る
。
再
び
軌
道
に
乗
る
に
は
一
〇
年
以
上
を
要
す
る
と
言

わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
他
の
先
進
諸
国
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
解
体
の
レ
ー
ス
を
ま
だ
諦
め
き
れ
て
い
な
い
一
方

で
、
少
な
く
と
も
彼
ら
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
再
建
の
レ
ー
ス
を
走
り
始
め
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
回
復
が
、
日
本
や
ド
イ
ツ
や
フ
ラ

ン
ス
よ
り
も
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
で
著
し
い
傾
向
に
あ
る
の
か
。

な
ぜ
、
彼
ら
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
幻
想
か
ら
早
々
に
醒
め
て

し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ト
ッ
ド
の
研
究
手
法
は
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
ら
フ
ラ
ン
ス

の
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
系
譜
に
あ
る
。
ト
ッ
ド
の
言
葉
を
引
い
て
言
え
ば
、

人
口
の
一
部
で
は
な
く
全
体
に
対
す
る
関
心
、
歴
史
上
の
著
名
人
物
へ

の
あ
る
程
度
の
無
関
心
、
庶
民
と
日
常
生
活
へ
の
関
心
が
こ
の
学
派
の

特
徴
を
成
す
。
た
と
え
ば
、
ブ
ロ
ー
デ
ル
は
、
社
会
を
構
成
す
る
文
明

に
は
様
々
に
異
な
る

｢

速
度｣

が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
。
一
八

世
紀
半
ば
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
起
こ
っ
た
産
業
革
命
の
よ
う
に
短

期
で
社
会
の
様
相
が
一
変
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
の
一
方
で
、
地
理

的
特
性
や
共
同
体
意
識
な
ど
、
長
期
に
渡
っ
て
緩
や
か
に
推
移
す
る
も

の
も
あ
る
。
海
抜
の
低
い
オ
ラ
ン
ダ
で
多
く
の
堰
が
造
ら
れ
、
治
水
技

術
が
発
展
し
た
こ
と
。
兄
弟
間
の
相
続
が
平
等
に
行
わ
れ
る
地
域
の
フ

ラ
ン
ス
の
ブ
ド
ウ
畑
が
、
相
続
の
度
に
細
分
化
し
て
い
っ
た
こ
と
。
周

期
的
に
地
震
に
み
ま
わ
れ
る
日
本
で
、
地
震
が
日
本
の
社
会
の
あ
り
よ

う
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
な
ど
。
社
会
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
ス
パ
ン
の
歴
史
が
堆
積
し
て
お
り
、
そ
の
振
幅
の
諸
相
の
ど
れ

に
焦
点
を
合
わ
せ
る
か
で
、
歴
史
は
異
な
っ
た
様
相
を
見
せ
る
の
だ
。

イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
起
こ
っ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
か
ら

の
退
行
を
市
場
経
済
の
原
理
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
う
ま
く
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い
か
な
い
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
教
育
・
人
口
・
家
族
と
い
っ

た

｢

社
会
的
下
意
識｣

を
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
形
成
物
は
、
あ
る
社
会
に
工
業
化
以
前
か
ら
胚
胎
し
て
き
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
歴
史
の
様
々
な
局
面
で
、
社
会
が
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
関
わ
る
判
断
を
迫
ら
れ
た
際
に
、
舵
取
り
の
指
針
と
な
る
べ
く
、

前
景
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

家
族
シ
ス
テ
ム
と
い
う
類
型
的
モ
デ
ル
を
自
ら
の
研
究
手
法
の
中
心

に
据
え
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
、
ト
ッ
ド
は
興
奮
を
交

え
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

あ
る
日
、
後
に
母
か
ら
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
ア
パ
ル
ト
マ
ン
の

ソ
フ
ァ
ー
に
寝
転
が
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、｢

外
婚
制
共
同
体
家
族

の
分
布
図｣

と

｢

共
産
圏
の
地
図｣
と
が
突
如
、
重
な
っ
た
の
で

す
！

ま
さ
に
啓
示
で
し
た
！

私
は
何
ら
か
の
目
論
見
か
ら
こ

の
二
つ
を
重
ね
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
に
か
く

｢

二
つ
が
一
致
す
る｣

こ
と
を
突
如
、
発
見
し
た
の
で
す
。｢

科
学

的
発
見｣

と
は
、
こ
う
い
う
性
質
の
も
の
で
す
。｢

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
分
布
を
家
族
構
造
か
ら
説
明
す
る｣

と
い
う
私
の
方
法
論
も
、

こ
の
発
見
が
出
発
点
と
な
り
ま
し
た
。[

本
書
、
九
一
―
九
二
頁]

外
婚
制
共
同
体
家
族
と
は
、
権
威
的
な
父
親
の
下
に
、
平
等
な
兄
弟

が
集
う
家
族
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
父
親
の
権
威
が
反
動
を
促
す
一
方
で
、

息
子
た
ち
は
平
等
を
志
向
す
る
。
こ
こ
で
は
人
の
格
差
に
不
寛
容
な
心

性
が
支
配
的
で
、
そ
れ
が
革
命
の
内
因
に
な
る
と
い
う
。
ロ
シ
ア
、
中

国
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
、
そ
こ
で
実
際
に
共
産
主
義

革
命
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
た
と
え
革
命
に
至
ら
ず
と
も
イ
タ
リ

ア
中
部
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
北
部
な
ど
の
よ
う
に
、
伝
統
的
農
民
層
に
お

い
て
共
産
党
の
支
持
が
高
ま
る
こ
と
も
あ
る
。

一
方
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
礎
と
な
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
絶
対
核
家
族
は
、
共
同
体
家
族
と
対
照
的
で
あ
り
、
親
子
関
係
は
自

由
主
義
的
だ
が
、
兄
弟
間
の
平
等
に
は
関
心
を
示
さ
ず
、
こ
れ
は
政
治

的
自
由
と
個
人
主
義
の
気
風
を
育
む
。
三
世
代
の
同
居
は
ま
れ
で
、
子

供
は
結
婚
す
る
と
親
か
ら
解
放
さ
れ
家
を
出
て
暮
ら
す
。
パ
パ
・
マ
マ
・

子
供
か
ら
な
る
核
家
族
は
、
し
か
し
、
そ
の
組
織
の
小
さ
さ
ゆ
え
、
強

力
に
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
社
会
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
社
会
の
担
い

手
と
し
て
最
も
主
体
的
な
も
の
は
国
家
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
れ
個
人
主
義

は
、
逆
説
的
に
も
、
国
家
が
営
む

｢

大
き
な
政
府｣

を
拠
り
所
と
し
て

い
る
。
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
信
奉
者
の
誤
り
は
、
こ
の
点
を
理
解
し
て

い
な
い
こ
と
だ
。
彼
ら
の
提
唱
す
る

｢

小
さ
な
政
府｣

に
よ
っ
て
、
個

人
は
解
放
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
い
つ
ま
で
も
親
元
を
離
れ
ら
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
個
人
主
義
と
核
家
族
化
を
推
進
す
る
は
ず
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
個
人
や
家
族
を
壊
し
て
し
ま
う
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
流
の

核
家
族
と
個
人
主
義
は
、
元
来
、
最
も
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
い
ち
早
く
提
唱
し

た
彼
ら
は
、
い
ち
早
く
そ
こ
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
。
親
の

権
威
か
ら
自
由
な
彼
ら
は
、
新
し
い
世
代
が
、
親
の
代
か
ら
の
政
策
を

転
換
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
な
い
。
事
実
、
両
国
と
も
が
第
二

次
世
界
大
戦
後
し
ば
ら
く
は
累
進
率
の
非
常
に
高
い
税
制
を
敷
き
な
が
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ら
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
、
レ
ー
ガ
ン
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
一
挙

に
低
税
率
に
転
じ
、
そ
し
て
現
在
、
再
び
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
機
能
を
取
り

戻
そ
う
と
し
て
い
る
。

ト
ッ
ド
が
よ
り
強
い
懸
念
を
示
す
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
か
ら

抜
け
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
を
失
っ
た
Ｅ
Ｕ
の
方
な
の
で

あ
る
。
な
か
で
も
ド
イ
ツ
は
、
日
本
と
同
様
に
低
下
し
た
出
生
率

[

約

一
・
四]

に
よ
る
人
口
減
少
を
大
量
の
移
民
流
入
に
よ
っ
て
解
決
し
よ

う
と
、
国
内
の
ト
ル
コ
系
移
民
が
同
化
し
き
れ
て
い
な
い
状
況
に
も
か

か
わ
ず
、
ユ
ー
ロ
圏
で
失
業
し
た
若
い
熟
練
労
働
者
や
、
さ
ら
に
は
中

東
か
ら
の
人
び
と
を
も
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ト
ッ
ド
は
、
一

定
の
移
民
受
け
入
れ
に
は
賛
成
す
る
一
方
で
、
無
制
限
な
移
民
の
流
入

を
良
し
と
は
し
な
い
。
移
動
す
る
人
の
自
由
を

｢

自
国
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
諸
国
民｣

の
権
利
に
一
方
的
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
は
、
双
方
の
国

の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
機
能
を
低
下
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
治
安
と
人
道
の

双
方
に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
の
益
も
な
い
。
こ
う
し
た
拡
張
路
線
を
続

け
る
ド
イ
ツ
と
、
そ
れ
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
な
い
各
国
の
同
調

主
義
こ
そ
が
、
現
在
の
Ｅ
Ｕ
が
抱
え
る
最
大
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

同
調
主
義
は
現
在
の
エ
リ
ー
ト
層
の
無
責
任
に
起
因
す
る
。
か
つ
て

社
会
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
極
め
て
少
数
の
エ
リ
ー
ト
ら
は
、
大
衆

へ
の
働
き
か
け
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
心
得
て
い
た
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
彼
ら
は
社
会
の
中
で
孤
立
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
し
か
し
、
高
等
教

育
の
普
及
に
伴
っ
て
エ
リ
ー
ト
が
一
定
の
階
層
を
形
成
す
る
と
、
彼
ら

は
排
他
的
な
価
値
観
の
内
に
留
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ナ
ル
シ
ス
ト
化
し
た
エ
リ
ー
ト
層
は
、
人
間
に
は
寿
命
が
あ
る
と

い
う
有
限
性
を
、
い
か
な
る
個
人
も
必
ず
何
ら
か
の
社
会
集
団
・

国
民
集
団
に
所
属
す
る
と
い
う
必
然
性
を
、
必
死
に
否
定
し
よ
う

と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
猛
獰
な
ま
で
に
自
己
自
身
の
こ
と
ば
か
り

気
に
か
け
、
肉
体
的
・
性
的
・
審
美
的
・
経
済
的
自
己
実
現
に
執

着
し
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
、
美
術
館
め
ぐ
り
、
社
会
的

出
世
、
蓄
財
な
ど
に
励
む
の
で
す
。[

本
書
、
一
三
九
―
一
四
〇

頁]

ト
ッ
ド
は

『

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
後』

[

石
崎
晴
己
訳
、
藤
原
書
店
、

二
〇
〇
九
年]

で
、
こ
う
し
た
エ
リ
ー
ト
層
の
ナ
ル
シ
ズ
ム
が
、
惰
性

化
し
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
肥
大
化
し
た
エ
リ
ー
ト
層
は
経
済
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
必
ず
し
も
経
済
上
の
利
益
を
得
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
内
向
的
な
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
と
は
異
質
な

庶
民
層
の
利
害
に
関
し
て
は
無
関
心
な
ま
ま
で
あ
り
、
同
質
の
市
場
原

理
が
及
ぶ
域
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
是
認
し
て
い
る
の
だ
。

マ
ル
ク
ス
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
に
よ
る
社
会
の
変
革
を
予
想

し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
起
こ
っ
た
の
は
、
経
営
者
や
上
級
知
的
階
層

が
残
留
を
唱
え
る
中
で
、
そ
う
し
た
風
潮
に
嫌
気
が
さ
し
、
離
脱
を
支

持
し
た
下
位
中
産
階
級
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
回
復
で
あ
っ
た
。
下

位
中
産
階
級
と
は
、
ト
ッ
ド
の
語
彙
で
言
う
と
こ
ろ
の
中
間
層
で
あ
り
、

こ
れ
は
有
権
者
の
三
〇
％
を
占
め
る
階
層
で
あ
る
。

ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
は

『

21
世
紀
の
資
本』

[

山
形
浩
生
他
訳
、
み
す
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ず
書
房
、
二
〇
一
四
年]

で
、
上
位
一
％
な
い
し
は
〇
・
一
％
の
富
裕

層
に
注
目
し
、
富
の
集
中
が
も
た
ら
す
弊
害
を
是
正
す
る
に
は
、
富
裕

層
が
所
有
す
る
資
産
へ
の
適
正
な
課
税
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

マ
ル
ク
ス
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、
ト
ッ
ド
の
中
産
階
級
、
ピ
ケ
テ
ィ

の
富
裕
層
、
そ
の
い
ず
れ
が
社
会
を
変
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
暴
力
を
伴

う
革
命
に
現
実
味
の
な
い
先
進
諸
国
に
お
い
て
は
、
民
主
的
な
選
挙
が

国
の
あ
り
よ
う
を
変
え
る
ほ
ぼ
唯
一
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
現
状
か
ら

し
て
、
ト
ッ
ド
は
高
等
教
育
を
受
け
た
中
間
層
こ
そ
が
そ
の
主
役
で
あ

る
と
言
う
。

さ
て
、
日
本
は
ど
う
か
。
日
本
は
合
計
特
殊
出
生
率
が
ド
イ
ツ
と
同

程
度
に
約
一
・
四
と
低
下
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
が
移
民
に
よ
っ
て
人
口

の
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
は
目

下
の
と
こ
ろ
移
民
に
解
決
策
を
求
め
て
い
な
い
。
ト
ッ
ド
の
家
族
シ
ス

テ
ム
で
直
系
家
族
に
あ
た
る
日
本
や
ド
イ
ツ
は
、
親
が
権
威
的
で
、
兄

弟
間
の
関
係
は
不
平
等
と
い
う
一
子
に
よ
る
遺
産
相
続
が
主
流
と
な
っ

て
き
た
。
近
代
化
以
降
は
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
あ
り
の
ま
ま
の

発
露
は
抑
制
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
特

徴
と
し
て
女
性
の
社
会
的
地
位
の
相
対
的
な
低
下
が
あ
る
こ
と
は
、
現

状
を
見
る
限
り
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
。
女
性
の
地
位
が
高
い
社
会

と
は
、
男
女
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
、
社
会
の
様
々
な
局
面
で
両
性
が
発
揮
す
る
個
性
が
許
容
さ
れ

る
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。
女
性
が
、
働
く
こ
と
と
子
供
を
持
つ
こ
と
の

二
者
択
一
を
迫
ら
れ
、
片
方
を
諦
め
る
よ
う
強
い
ら
れ
る
社
会
は
、
む

し
ろ
女
性
に

｢

同
じ｣

こ
と
を
求
め
て
い
る
。
異
性
の
個
性
を
過
剰
や

不
足
と
感
じ
て
し
ま
う
社
会
は
、
異
性
に
由
来
す
る
恩
恵
を
享
受
す
る

こ
と
は
難
し
い
。

ト
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
最
大
に
し
て
唯
一
の
課
題
は
人

口
減
少
で
あ
る
と
い
う
。
日
本
の
社
会
は
時
に
排
外
主
義
的
と
見
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
が
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
日
本
が

｢

完
成
さ
れ
た

パ
ー
フ
ェ
ク
ト
な
社
会｣

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
移
民
に
よ
る
無
秩
序
や

混
乱
を
警
戒
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
だ
。
完
成
度
は
高
い
が
タ
フ
で
あ

る
と
は
言
い
難
い
、
そ
ん
な
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
繊
細
さ
と
脆
さ
を
併
せ

持
つ
社
会
に
私
た
ち
は
住
ん
で
い
る
。
一
定
の
無
秩
序
、
混
乱
、
完
璧

で
は
な
い
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
活
路
が
見
出
せ
る
と
、

ト
ッ
ド
は
提
案
す
る
が
、
は
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

家
族
シ
ス
テ
ム
が
用
い
る

｢

自
由｣

｢

権
威｣

｢

平
等｣

｢

不
平
等｣

な
ど
の
語
彙
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
成
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
社

会
の
成
員
間
の
関
係
を
表
す
言
葉
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
普

遍
的
な
価
値
判
断
と
混
同
し
て

｢

権
威｣

よ
り
も

｢

自
由｣

に
英
知
を

見
る
の
は
短
絡
と
い
え
よ
う
。

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
で
は

｢

自
由｣

と
い
う
理
念
が
脅
迫
観
念

化
し
て
い
る
と
ト
ッ
ド
は
言
う
。
シ
ャ
ル
リ
・
エ
ブ
ド
事
件
直
後
の
デ

モ
行
進
で
は
、
差
別
さ
れ
て
い
る
弱
者
グ
ル
ー
プ
の
宗
教
の
中
心
人
物

で
あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
を
冒
�
す
る
こ
と
の

｢

自
由｣

が
荒
々
し
く
表
明

さ
れ
た
。
か
つ
て
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
神
を
批
判
し
た
ご
と
く
、
そ
こ
に

は
自
由
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
。
た
だ
、
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
が
批
判
し
た
の
は
、
尊
大
に
振
る
舞
う
当
時
の
宗
教
権
力
で

あ
り
、
な
に
よ
り
そ
れ
は
自
ら
の
神
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
う
し
て
脅

エマニュエル・トッド 『問題は英国ではない､ EUなのだ 21世紀の新・国家論』146 ( 5 )



迫
観
念
化
し
た

｢

自
由｣

は
、
ト
リ
コ
ロ
ー
ル
の
残
り
二
色
、
平
等
と

博
愛
を
圧
し
潰
し
て
し
ま
う
。

『

シ
ャ
ル
リ
と
は
誰
か
？

人
種
差
別
と
没
落
す
る
西
欧』

[

堀
茂

樹
訳
、
文
春
文
庫
、
二
〇
一
六
年]

の
出
版
に
際
し
て
、
マ
ニ
ュ
エ
ル
・

ヴ
ァ
ル
ス
首
相
は
、
発
売
当
日
に

『

ル
・
モ
ン
ド』

紙
の
一
面
で
ト
ッ

ド
を
批
判
し
た
。
一
方
で
、
ト
ッ
ド
の
論
調
は
、
日
本
で
は
比
較
的
す

ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
日
本
人
が
直
系
家
族
シ

ス
テ
ム
と
い
う
権
威
と
不
平
等
を
許
容
で
き
る
心
性
を
持
っ
て
い
る
か

ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
神
を
わ
ざ
わ
ざ
批
判
し

て
ま
で

｢

自
由｣

を
勝
ち
得
た
い
と
大
半
の
日
本
人
は
思
わ
な
い
は
ず

だ
。フ

ラ
ン
ス
に
と
っ
て
の
脅
迫
観
念
が

｢
自
由｣

だ
と
言
う
の
な
ら
、

お
そ
ら
く
、
フ
ラ
ン
ス
に
限
ら
ず
、
家
族
シ
ス
テ
ム
と
い
う
下
意
識
が

存
在
す
る
限
り
、
ど
の
社
会
に
も
ト
ラ
ウ
マ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

容
易
に
は
直
視
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ト
ラ
ウ
マ

の
原
義
に
か
な
り
忠
実
で
あ
る
。

で
は
、
い
っ
た
い
、
日
本
に
と
っ
て
の
脅
迫
観
念
と
は
何
か
。
そ
れ

は
平
和
だ
と
思
う
。
フ
ラ
ン
ス
人
が

｢

自
由｣

の
前
で
自
由
に
な
れ
な

い
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
平
和
と
そ
の
対
義
の
戦
争
に
つ
い
て
、
意
識

に
障
り
を
覚
え
ず
に
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
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