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第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
と
思
想
の
問
題

二
度
目
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
―
―
い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ン
プ

２
・
０
の
政
権
中
枢
に
い
る
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
ら
は

「
人
間
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
人
間
を
乗
り
越
え

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
思
想
を
持
っ
て
い
ま
す
。

ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
的
な
テ
ク
ノ
リ
バ
タ
リ
ア
ン
思
想

と
呼
べ
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
手
の
思
想
は
、
人
間
に
対
す
る
過
剰
な
信
頼
で

あ
る
と
同
時
に
、
人
間
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
欲
望
を
反
映

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
一
九
世
紀
末
に
現
れ
た
の
が
、

ニ
ー
チ
ェ
の
超
人
思
想
で
し
た
。
超
人
思
想
は
か
つ
て

ナ
チ
ス
を
生
み
出
し
た
わ
け
で
す
が
、
今
回
の
ト
ラ
ン

プ
政
権
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
人
間
が
人
間
を
乗
り
越

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
た
統
治
。

少
な
く
と
も
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
は
そ
れ
を
狙
っ
て
い

る
人
で
す
。
彼
は
人
類
が
大
勢
、
火
星
に
行
っ
て
生
活

で
き
る
と
主
張
す
る
。
人
間
は
な
ん
で
も
で
き
る
、
と
。

し
か
し
彼
は
人
間
社
会
の
細
か
い
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど

興
味
が
な
い
。

僕
と
し
て
は
、
こ
の
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
的
テ
ク
ノ

リ
バ
タ
リ
ア
ン
思
想
の
背
景
に
加
速
主
義
的
な
考
え
方

が
あ
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
世
界

が
一
気
に
、
急
速
に
変
化
す
る
、
大
き
な
変
革
が
近
づ

い
て
い
る
、
と
い
う
タ
イ
プ
の
議
論
で
す
。
こ
れ
は
要

は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
の
変
形
で
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
根
っ
こ
に
も
あ
る
。
そ
の
点
で
シ
ン
ギ
ュ

ラ
リ
テ
ィ
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
は
意
外
と
近
い
。

人
類
が
進
歩
し
て
き
た
の
は
事
実
で
す
。『
資
本
論
』

に
書
か
れ
て
い
る
、
一
九
世
紀
中
葉
の
イ
ギ
リ
ス
の
労

働
環
境
の
悲
惨
さ
、
人
権
意
識
の
欠
如
と
い
っ
た
ら
そ

れ
は
も
の
す
ご
い
。
八
歳
の
子
が
働
い
て
い
た
り
、
狭

い
部
屋
に
二
家
族
が
す
し
詰
め
と
か
、
そ
う
し
た
現
実

が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
現
代
の
欧
米
諸
国
の
労
働
問
題

は
水
準
が
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
。
そ
う
い
っ
た
点
で
の
人
類

の
進
歩
は
確
実
に
起
き
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
起
こ
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こ
の
続
き
は
本
誌
で
ど
う
ぞ
！
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る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
突
然
世
界
を
変
え
る
と
す
る

考
え
方
に
は
警
戒
が
必
要
で
す
。

そ
れ
は
幻
想
で
し
か
な
く
、
詐
欺
の
道
具
に
な
る
か

ら
で
す
。
逆
に
言
う
と
、
警
戒
す
べ
き
も
の
が
堂
々
と

政
権
中
枢
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
代
の
ア
メ

リ
カ
の
政
治
世
界
で
す
。

イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
が
テ
ッ
ク
系
超
人
思
想
を
担
っ

て
い
る
の
に
対
し
、
副
大
統
領
の
Ｊ
・
Ｄ
・
ヴ
ァ
ン
ス

は
白
人
優
位
主
義
の
復
活
を
望
ん
で
い
る
。
ト
ラ
ン
プ

政
権
で
は
こ
の
二
つ
が
合
わ
さ
っ
て
い
る
の
が
不
気
味

で
す
。

ヴ
ァ
ン
ス
は
「
本
来
の
ア
メ
リ
カ
国
民
で
あ
る
は
ず

の
白
人
が
報
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
思
い
を
持
つ

人
々
の
支
持
を
吸
い
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
た
ち
の

恨
み
は
、
移
民
や
リ
ベ
ラ
ル
エ
リ
ー
ト
に
向
か
い
、
政

策
と
し
て
は
移
民
の
送
還
、
大
学
や
教
育
機
関
へ
の
助

成
金
打
ち
切
り
な
ど
矢
継
ぎ
早
に
出
さ
れ
ま
し
た
。

リ
ベ
ラ
ル
は
こ
の
動
き
に
対
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
の
政

策
で
は
白
人
貧
困
層
こ
そ
苦
し
め
ら
れ
る
の
に
お
か
し

い
と
批
判
し
ま
す
。
実
際
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
で

は
逆
に
、
白
人
貧
困
層
に
金
を
配
れ
ば
政
権
を
支
え
る

熱
狂
は
収
束
に
向
か
う
の
か
。

こ
こ
で
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
が
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル

と
ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
の
対
談
で
す
。
対
談
の
中
で
、
ピ

ケ
テ
ィ
は
「
白
人
貧
困
層
に
対
し
て
経
済
的
な
手
当
て

を
施
せ
ば
民
主
党
復
活
の
可
能
性
も
あ
る
」
と
い
っ
た

主
張
を
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
彼
ら
に
と
っ
て
大

事
な
の
は
尊
厳
な
ん
だ
」
と
い
う
の
が
サ
ン
デ
ル
の
主

張
で
す
。
こ
の
点
で
二
人
は
対
立
す
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
サ
ン
デ
ル
が
正
し
い
と
思
い
ま
す
。

サ
ン
デ
ル
が
問
題
に
す
る
「
尊
厳
」
と
は
、「
物
語
」
と

も
言
い
換
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
多
少
貧
し
く
な
っ
て

も
構
わ
な
い
、
大
事
な
の
は
わ
れ
わ
れ
が
「
グ
レ
ー

ト
」
だ
と
感
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か
な
ん
だ
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
左
翼
・
リ
ベ
ラ
ル
は
「
い
や
い

や
、
そ
ん
な
も
の
は
全
部
幻
想
だ
、
だ
ま
さ
れ
て
は
い

け
な
い
」
と
説
得
を
試
み
る
。
で
も
人
間
は
幻
想
が
な

い
と
生
き
て
い
け
な
い
存
在
な
ん
で
す
よ
ね
。
ナ
ラ

テ
ィ
ブ
が
、
物
語
が
な
い
と
。

い
ま
の
問
題
は
そ
こ
で
悪
質
な
物
語
が
跋ば

っ
こ扈
し
始
め

て
い
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
悪
い
幻
想
に
対
し
て
よ

い
幻
想
を
あ
て
る
必
要
が
あ
る
。
い
ま
や
左
翼
が
人
々

を
鼓こ

舞ぶ

し
た
り
、
元
気
に
し
た
り
す
る
言
葉
を
発
信
で

き
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

こ
う
言
う
と
今
度
は
「
そ
れ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
い
け
っ
て
こ
と
で
す
か
？
」
と
反
論
が
来
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
危
険
は
知
っ
て
い
ま
す
。
大
き
な
物

語
は
必
ず
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
切
り
捨
て
る
。
実
際
そ
う
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