
─
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
復
権
が
示

す
、
米
社
会
の
病
根
を
ど
こ
に
見
い

だ
し
ま
す
か
。

「
こ
の

～

年
間
に
わ
た
る
新

40

50

自
由
主
義
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、

ト
ッ
プ
層
に
大
き
な
報
酬
を
も
た
ら

し
た
一
方
、
平
均
的
な
労
働
者
に
は

賃
金
の
停
滞
と
雇
用
の
喪
失
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
エ

リ
ー
ト
が
自
分
た
ち
を
見
下
し
、
日

々
の
仕
事
に
敬
意
を
払
つ
て
い
な
い

と
い
う
労
働
者
の
憤
り
が
、
ト
ラ
ン

プ
の
成
功
の
根
本
に
あ
り
ま
す
。
彼

の
復
帰
は
、
バ
イ
デ
ン
政
権
の
４
年

間
で
も
そ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
ず
に

き
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
」

─
ト
ラ
ン
プ
氏
は
総
得
票
数
で
も

勝
ち
ま
し
た
。
「
ト
ラ
ン
プ
現
象
」

は
一
時
的
・
局
所
的
な
逸
脱
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ト
ラ
ン
プ
は

米
国
政
治
を
根
本
か
ら
再
編
す
る
の

に
成
功
し
ま
し
た
。（1930

年
代
の
）

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
に
さ
か
の
ぼ

る
民
主
党
の
伝
統
は
、
労
働
者
の
代

表
で
あ
り
、
権
力
者
に
対
抗
す
る
人

民
の
代
表
で
あ
り
、
経
済
権
力
の
集

中
に
対
す
る
牽
制
の
代
表
で
あ
る
こ

と
で
し
た
。
こ
れ
が
２
０
１
６
年
以

降
は
逆
転
し
ま
し
た
。
共
和
党
は
富

裕
層
を
支
え
る
政
策
を
手
が
け
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
教
育
を

受
け
て
い
な
い
人
々
や
労
働
者
が
ト

ラ
ン
プ
に
投
票
し
ま
し
た
」

「
中
道
左
派
が
労
働
者
の
支
持
を

失
い
、
権
威
主
義
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ス

ト
が
そ
う
し
た
層
へ
の
ア
ピ
ー
ル
に

成
功
し
て
い
る
の
は
、
英
独
仏
な
ど

多
く
の
民
主
主
義
国
家
で
見
ら
れ
る

現
象
で
す
。
金
融
主
導
で
市
場
寄
り

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
、
中
道
左
派
が

・
受
け
入
れ
た
か
ら
で
す
」

─
ト
ラ
ン
プ
氏
は
前
回
、
そ
こ
ま

で
労
働
者
を
利
す
る
政
策
に
取
り
組

ん
だ
印
象
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

「
支
持
者
の
多
く
が
頼
り
に
す
る

医
療
保
険
制
度
を
廃
止
し
よ
う
と
し

た
り
、
大
減
税
で
労
働
者
よ
り
も
富

裕
層
と
大
企
業
に
利
益
を
も
た
ら
し

た
り
し
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

労
働
者
は
民
主
党
か
ら
疎
外
さ
れ
て

い
る
と
感
じ
、
代
弁
者
と
し
て
れ

て
い
る
と
感
じ
、
代
弁
者
と
し
て

信
頼
し
な
か
っ
た
の
で
す
」

─
あ
な
た
は
か
ね
て
、
民
主
党

の
ク
リ
ン
ト
ン
、
オ
バ
マ
両
政
権
が

新
自
由
主
義
に
十
分
対
抗
し
な
か
っ

た
、
と
批
判
し
て
き
ま
し
た
ね
。

「
彼
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
こ
う
で

す
。
競
争
に
勝
ち
た
け
れ
ば
大
学
に

行
け
。
ど
れ
だ
け
稼
げ
る
か
は
、
何

を
学
ぶ
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
努
力

さ
え
す
れ
ば
な
ん
と
か
な
る
、
と
。

し
か
し
、
解
決
策
を
大
学
の
学
位
に

求
め
る
こ
と
は
、
そ
の
不
平
等
を
も

た
ら
し
た
構
造
的
な
原
因
、
つ
ま
り

新
自
由
主
義
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

欠
陥
に
目
を
つ
む
る
も
の
で
し
た
」

「
彼
ら
は
、
こ
の
ア
ド
バ
イ
ス
に

暗
黙
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
侮
辱
を
見

落
と
し
て
い
ま
し
た
。
新
た
な
経
済

で
苦
し
ん
で
い
る
の
な
ら
、
ま
た
大

学
を
出
て
い
な
い
な
ら
ば
、
失
敗
は

自
分
の
せ
い
だ
と
い
う
侮
辱
で
す
」

■

■

─
仏
経
済
学
者
ト
マ
ー
ピ
ケ
テ
ィ

氏
は
あ
な
た
と
の
共
著
で
、
中
道
左

派
の
失
敗
は
、
貿
易
や
雇
用
と
い
う

経
済
問
題
と
格
闘
し
な
か
っ
た
こ
と

に
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。

「
民
主
党
が
苦
し
ん
で
い
る
の

は
、
金
融
規
制
緩
和
や
自
由
貿
易
な

ど
新
自
由
主
義
的
な
経
済
政
策
を
受

け
入
れ
た
結
果
だ
、
と
い
う
点
で
ト

マ
と
一
致
し
ま
す
。
た
だ
、
強
調
点

の
違
い
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
、
経
済
の
問
題
は
文
化
の
問
題

と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、

す
べ
き
で
も
な
い
と
考
え
ま
す
」

「
不
平
等
の
拡
大
に
伴
い
、
能
力
主

義
的
な
個
人
主
義
が
行
き
過
ぎ
、
成

功
に
対
す
る
態
度
が
変
質
し
ま
し

た
。
頂
点
に
立
っ
た
人
々
は
傲
慢
に

も
、
成
功
は
自
身
の
能
力
と
努
力
に

よ
る
も
の
で
、
苦
し
ん
で
い
る
人
は

そ
の
運
命
に
値
す
る
道
を
選
ん
で
き

た
は
ず
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
取
り
残

さ
れ
た
人
々
は

経
済
的
に
苦
し

い

だ

け

で

な

く
、
高
学
歴
の

エ
リ
ー
ト
に
見

下
さ
れ
て
い
る

と
い
う
屈
辱
感

を
募
ら
せ
て
い

ま
す
」

「
つ

ま
り
は
、
社
会

的

名

誉

や

尊

敬
、
承
認
、
尊

厳

の

欠

如

で

す
。
こ
れ
ら
は

経

済

の

問

題

か
、
文
化
の
問

題
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
両
方
で

す
。
人
々
は
疎
外
感
と
、
政
治
に
声

が
届
い
て
い
な
い
と
い
う
無
力
感
に

さ
い
な
ま
れ
ま
し
た
。
ト
ラ
ン
プ
は

そ
の
憤
怒
に
つ
け
込
み
ま
し
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
労
働
の
尊
厳
の
回
復
が

極
め
て
重
要
な
の
で
す
」

■

■

─
た
だ
バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
学
位

の
な
い
人
に
も
雇
用
を
生
む
イ
ン
フ

ラ
へ
の
投
資
な
ど
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー

ル
以
来
と
言
わ
れ
る
野
心
的
プ
ロ
ジ

「
新
た
な
統
治
の
哲
学
を
示
せ
な

か
っ
た
こ
と
も
大
き
い
。
ニ
ュ
ー
デ

ィ
ー
ル
時
代
、
当
時
の
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
大
統
領
は
公
共
投
資
や
社
会
保

障
、
労
働
組
合
の
支
援
な
ど
多
く
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
手
が
け
ま
し
た
。
そ

れ
が
ま
っ
た
く
新
し
い
経
済
の
姿
な

の
だ
と
国
民
に
わ
か
り
や
す
く
、
感

動
的
な
言
葉
で
語
り
ま
し
た
。
だ
か

ら
今
で
も
私
た
ち
は
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー

ル
を
覚
え
て
い
ま
す
」

「
し
か
し
バ
イ
デ
ン
は
、
自
身
の

政
策
が
象
徴
す
る
大
き
な
意
味
、
つ

ま
り
経
済
に
お
け
る
政
府
の
役
割
の

転
換
に
つ
い
て
、
説
得
力
あ
る
メ
ッ

ェ
ク
ト
を
手
が
け
た
は
ず
で
す
。

「
確
か
に
新
自
由
主
義
的
路
線
か

ら
脱
却
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
正
し

い
。
あ
ま
り
に
も
長
く
放
置
さ
れ
た

公
共
イ
ン
フ
ラ
へ
の
投
資
や
グ
リ
ー

ン
経
済
化
で
政
府
に
積
極
的
な
役
割

を
与
え
、
独
占
禁
止
法
を
厳
格
に
執

行
し
て
ハ
イ
テ
ク
企
業
へ
の
権
力
の

集
中
に
対
抗
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
投
資
は
恩
恵
が
行
き
渡
る

の
に
時
間
が
か
か
り
、
彼
は
政
治
的

利
益
を
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」

セ
ー
ジ
を
打
ち
出
せ
な
か
っ
た
。
そ

れ
が
い
か
に
労
働
の
尊
厳
を
取
り
戻

す
こ
と
に
つ
な
が
る
か
も
説
明
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
の
強
み
は
議
会

と
の
交
渉
に
あ
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に

は
た
け
て
い
な
い
大
統
領
で
し
た
」

─
能
力
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

克
服
し
、
働
く
こ
と
の
尊
厳
を
取
り

戻
す
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
。

「
バ
イ
デ
ン
政
権
は
政
策
的
に
は

良
い
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
て
い
ま
し

た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
次
元
で
は
、

中
道
左
派
政
党
は
人
々
の
怒
り
に
向

き
合
い
、
そ
の
使
命
と
目
的
を
再
定

義
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」

「
家
族
か
ら
地
域
、

そ
し
て
国
家
へ
と
続

く
共
同
体
に
お
い
て
、

人
々
の
帰
属
意
識
や

相
互
義
務
感
、
社
会

的
な
調
和
が
失
わ
れ

て
い
ま
す
。
自
分
た

ち
が
ど
う
統
治
さ
れ

る
べ
き
か
、
意
味
の

あ
る
発
言
権
を
持
っ

て
い
る
と
誰
も
が
感

じ
ら
れ
る
よ
う
、
自

治
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
活
性
化
さ
せ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

■

■

─
市
民
生
活
の
次

元
で
は
ど
う
で
し
ょ

う
。「

公
園
や
公
民
館
、

図
書
館
、
公
共
交
通

な
ど
、
多
様
な
階
層

の
人
が
交
ざ
り
合
う

公
の
場
を
再
興
し
ま

し
よ
う
。
空
間
を
共

有
す
る
こ
と
で
、
伺

じ
社
会
の
中
に
生
き

る
『
市
民
』
だ
と
気

づ
き
ま
す
。
地
域
社

会
の
道
徳
的
土
台
を

再
構
築
し
、
人
々
が

抱
え
る
無
力
感
に
対

処
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
で
な
け
れ
ば
、

エ
リ
ー
ト
に
対
峙
す

る
代
弁
者
を
装
う
ト

ラ
ン
プ
の
よ
う
な
デ
マ
ゴ
ー
グ
を
人

々
は
受
け
入
れ
て
し
ま
い
ま
す
」

─
私
た
ち
は
「
消
費
者
」
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ

て
い
た
、
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
衣
料
品
な
ど

の
国
外
生
産
の
コ
ス
ト
を
下
げ
、
消

費
者
と
し
て
の
米
国
人
を
助
け
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
生

産
者
と
し
て
の
米
国
人
に
深
刻
な
打

撃
を
与
え
、
中
西
部
各
州
の
工
業
都

市
は
空
洞
化
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た

激
戦
州
で
は
今
回
、
ト
ラ
ン
プ
が
全

勝
し
ま
し
た
。
消
費
者
と
し
て
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
気
を
と
ら
れ

す
ぎ
た
結
果
、
生
産
者
と
し
て
の
米

国
人
を
支
え
る
政
策
の
重
要
性
が
軽

視
さ
れ
た
の
で
す
」

─
人
々
を
「
生
産
者
」
と
し
て
と

ら
え
直
す
こ
と
が
大
事
だ
と
。

「
良
質
な
雇
用
を
維
持
す
る
と
い

う
意
味
で
経
済
的
に
重
要
な
だ
け
で

な
く
、
労
働
の
尊
厳
の
観
点
か
ら
も
、

政
治
哲
学
上
も
大
切
で
す
。
自
ら
を

消
費
者
と
だ
け
考
え
て
い
れ
ば
、
単

に
安
い
商
品
を
追
い
求
め
る
だ
け
に

な
っ
て
し
ま
う
」

「
し
か
し
、
自
ら
を
生
産
者
と
位

置
づ
け
る
と
き
、
自
分
の
仕
事
や
育

ん
で
い
る
家
族
、
奉
仕
す
る
地
域
社

会
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
共
同
体
の

『
共
通
善
』
に
貢
献
す
る
役
割
を
担

っ
て
い
る
と
気
づ
き
ま
す
。
そ
れ
が

国
づ
く
り
に
も
つ
な
が
る
の
な
ら

ば
、
私
た
ち
は
単
な
る
消
費
者
で
は

な
く
、
政
治
的
な
発
言
権
を
持
つ
『
市

民
』
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
政
治
的
な
無

力
感
の
克
服
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で

す
」

取
材
を
終
え
て

あ
ら
ゆ
る
共
同
体
の
く
び
き
か
ら

解
き
放
た
れ
、
専
ら
自
己
実
現
に
励

む
人
間
像
を
描
い
た
こ
と
。
そ
し
て
、

そ
こ
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
存
在
へ
の

想
像
力
を
欠
い
た
こ
と
に
「
リ
ベ
ラ

ル
の
敗
北
」
の
一
因
が
あ
っ
た
。
同

胞
と
し
て
の
連
帯
感
や
帰
属
意
識
が

な
け
れ
ば
、
富
の
再
分
配
を
倫
理
的

に
正
当
化
す
る
こ
と
も
難
し
い
は
ず

だ
と
サ
ン
デ
ル
さ
ん
は
言
う
。

と
は
い
え
、
特
定
の
共
同
体
に
ひ

も
づ
い
た
「
道
徳
」
へ
の
忌
避
感
は
、

な
お
根
強
い
だ
ろ
う
。
家
父
長
主
義

や
排
外
主
義
に
陥
ら
ず
に
、
同
じ
社

会
の
成
員
と
し
て
の
誇
り
と
尊
厳
を

重
ん
じ
る
新
た
な
リ
ベ
ラ
ル
像
を
、

ど
う
構
想
す
る
か
。
賃
労
働
か
否
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
に
何
か
を
生

み
出
す
「
生
産
者
」
の
役
割
を
再
評

価
す
る
こ
と
は
、
そ
の
一
歩
に
な
り

得
る
と
思
っ
た
。

（
江
測
崇
）

新
自
由
主
義
の
欠
陥

尊
敬
や
承
認
の
欠
如

暗
黙
の
侮
辱
へ
憤
り

ト
ラ
ン
プ
米
政
権
が
と
う
と
う
再
始
動
し
た
。
米
政
治
哲
学
者
マ
イ
ケ
ル

ー
サ
ン
デ
ル
さ
ん
は
、
富
の
偏
在
に
と
ど
ま
ら
な
い
尊
敬
や
名
誉
、
承
認
を

め
ぐ
る
不
平
等
が
、
異
形
の
政
権
を
再
来
さ
せ
た
と
み
る
。
長
く
見
過
ご
さ

れ
て
き
た
「
暗
黙
の
侮
辱
」
と
は
何
か
。
ど
う
す
れ
ば
働
く
こ
と
の
尊
厳
を

人
々
の
手
に
取
り
戻
し
、
民
主
主
義
を
立
て
直
せ
る
の
か
。

政治学者 マイケル・サンダルさん

1953 年生まれ。米ハーバード大教授。仏経済学者トマ・

ピケティ氏との対談を書籍化した「平等について、いま話

したいこと」（早川書房）を今月刊行。

公
の
場
の
再
構
築
と

「
生
産
者
」
の
再
評
価

無
力
感
の
克
服
に
も

朝 日 新 聞 2025年（令和 7 年）1 月 24 日（金）

オピニオン＆フォーラム 働く尊厳 取り戻すために インタビュー


