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「
ダ
ラ
ス
に
来
れ
ば
自
分
の
党
の
大
統
領
に
文
句
を
言
っ
て
い
る
人

に
会
え
ま
す
よ
」。
筆
者
は
、「
南
部
の
ダ
ラ
ス
は
ト
ラ
ン
プ
大
統
領

を
ど
う
見
て
い
る
か
」
と
聞
か
れ
る
た
び
に
、
こ
う
答
え
て
き
た
。

　

テ
キ
サ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
南
部
諸
州
は
共
和
党
の
地
盤
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ（
現
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
）物
流
の「
扇
の
要
」

で
あ
る
ダ
ラ
ス
や
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
、
ア
ト
ラ
ン
タ
と
い
っ
た
南
部

の
大
都
市
を
中
心
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
と
呼
ば
れ
る
伝

統
的
な
共
和
党
支
持
者
の
間
で
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
保
護
主
義
的
な

貿
易
政
策
や
移
民
規
制
の
強
化
と
い
っ
た
「
反
国
際
主
義
」
へ
の
不

満
が
選
挙
前
か
ら
高
ま
っ
て
い
た
。今
回
の
選
挙
で
ト
ラ
ン
プ
氏
は
、

テ
キ
サ
ス
州
で
は
辛
う
じ
て
勝
利
を
収
め
た
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で

は
共
和
党
候
補
と
し
て
は
一
九
九
二
年
以
来
の
敗
北
を
喫
し
た
。

　

今
年
の
大
統
領
選
の
展
開
を
見
て
い
る
と
、「
バ
イ
デ
ン
氏
を
選

ん
だ
」
と
い
う
よ
り
も
「
ト
ラ
ン
プ
氏
を
選
ば
な
か
っ
た
」
と
言
っ

た
ほ
う
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
民
主
党
予
備
選
の

折
、
中
山
俊
宏
氏
が
「『
ほ
か
に
誰
も
い
な
い
』
感
が
こ
れ
ほ
ど
強

い
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
も
珍
し
い
」（
三
月
三
〇
日
付
「
日
本
経
済
新

聞
」）
と
評
し
て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
へ
の
対
応
を
は
じ
め
と
す
る

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
デ
タ
ラ
メ
な
政
権
運
営
や
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
荒
唐

無
稽
な
デ
マ
交
じ
り
の
暴
言
に
嫌
気
が
さ
し
た
有
権
者
が
、
バ
イ
デ

ン
氏
を
大
統
領
に
押
し
上
げ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
三
〇
年
、
世
界
を
取
り
巻
く
経
済
環
境
は
激
変
し
た
。
そ
の

間
、「
サ
ン
ベ
ル
ト
」（Sun Belt

）
と
よ
ば
れ
る
南
部
諸
州
で
は
、

日
系
を
含
む
外
資
系
企
業
の
海
外
直
接
投
資
を
誘
致
し
、
自
由
貿
易

と
移
民
の
増
加
と
い
う
「
国
際
主
義
」
に
よ
っ
て
雇
用
を
大
き
く
増

や
し
て
き
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
と
称
さ
れ
る
、

サ
ザ
ン
メ
ソ
ジ
ス
ト
大
学
（
S
M
U
）
准
教
授

武
内
宏
樹

も
つ
れ
た
開
票
の
経
過
は
、
都
市
と
地
方
の
格
差
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。

「
サ
ン
ベ
ル
ト
」
と
呼
ば
れ
る
南
部
諸
州
は
国
際
主
義
に
対
応
、

グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
に
よ
り
雇
用
を
増
大
さ
せ
て
い
る
。

新
た
な
ア
メ
リ
カ
の
「
統
合
」
は
こ
こ
か
ら
始
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

た
け
う
ち　

ひ
ろ
き　

一
九
七
三
年
生
ま
れ
。
慶
應

義
塾
大
学
卒
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
校（
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
）博
士
課
程
修
了
、博
士（
政
治
学
）。

Ｓ
Ｍ
Ｕ
タ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
公
共
政
策
・
国
際
情
勢
研

究
所
サ
ン
・
ア
ン
ド
・
ス
タ
ー
日
本
・
東
ア
ジ
ア
プ

ロ
グ
ラ
ム
部
長
を
兼
務
。
著
書
にTax Reform

 
in Rural C

hina: Revenue, Resistance, and 
Authoritarian Rule

な
ど
。

ト
ラ
ン
プ
を
選
ば
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ

ダ
ラ
ス
か
ら
見
た
大
統
領
選
挙
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国
境
を
ま
た
ぐ
工
程
間
分
業
に
基
づ
く
産
業
内
貿
易
の
恩
恵
も
、
そ

れ
が
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
よ
う
な
自
由
貿
易
協
定
が
も
た
ら
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
も
、
サ
ン
ベ
ル
ト
の
労
働
者
は
容
易
に
実
感
で
き
る
。

　

一
方
、「
ラ
ス
ト
ベ
ル
ト
」（Rust Belt

）
と
よ
ば
れ
る
中
西
部

諸
州
に
は
、
か
つ
て
は
雇
用
を
生
ん
で
い
た
有
力
企
業
の
工
場
が

閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
で
暮
ら
し
の
水
準
が
落
ち
て
し
ま
っ

た
、
日
本
流
に
言
う
と
寂
れ
た
企
業
城
下
町
の
よ
う
な
街
が
数
多
く

存
在
す
る
。
ラ
ス
ト
ベ
ル
ト
の
労
働
者
が
サ
ン
ベ
ル
ト
に
移
れ
ば
問

題
は
解
決
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
南
部
へ
の
根
強
い
偏
見
も
あ

り
、
失
業
し
た
労
働
者
は
地
元
の
街
で
の
雇
用
機
会
を
求
め
る
。
米

国
製
造
業
の
雇
用
が
こ
の
三
〇
年
間
減
っ
て
き
た
原
因
は
オ
ー
ト

メ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
の
で
あ

る
が
、「
昔
あ
っ
た
雇
用
が
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
不
満
を
持
つ
白

人
労
働
者
は
「
貿
易
と
移
民
が
仕
事
を
奪
っ
た
」
と
い
う
結
論
に
容

易
に
飛
び
つ
い
て
し
ま
う
。
社
会
保
障
制
度
の
整
備
に
よ
る
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
再
構
築
が
急
務
な
の
は
明
ら
か
な
の
に
、
国
民
皆
保

険
の
導
入
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
ス
ケ
ー

プ
ゴ
ー
ト
に
な
ら
な
い
よ
う
祈
り
た
い
が
、
見
通
し
は
暗
い
。

　

そ
ん
な
中
で
、
サ
ン
ベ
ル
ト
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
バ
イ
デ
ン
氏
が
勝

利
を
収
め
た
の
は
特
筆
に
値
す
る
。
ま
た
、
テ
キ
サ
ス
に
お
い
て
六

ポ
イ
ン
ト
差
ま
で
迫
っ
た
の
で
あ
る
が
、
バ
イ
デ
ン
氏
が
南
部
に

ゆ
か
り
の
な
い
民
主
党
候
補
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
健
闘
し
た

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
郡
（county

）
ご
と
の
集
計
を
見
る
と
、

多
く
の
郡
で
ど
ち
ら
か
の
候
補
者
が
六
〇
～
九
〇
％
を
占
め
て
い

て
、両
氏
が
拮
抗
し
て
い
る
郡
は
非
常
に
少
な
い
。ダ
ラ
ス
や
ヒ
ュ
ー

ス
ト
ン
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
体
現
す
る
都
市
で
あ
る
が
、

テ
キ
サ
ス
の
大
都
市
の
周
辺
部
に
は
広
大
な
農
村
地
帯
が
広
が
っ
て

い
て
、そ
こ
は
ま
さ
に
「
ト
ラ
ン
プ
的
な
世
界
」
で
あ
る
。
今
回
「
ト

ラ
ン
プ
氏
を
選
ば
な
か
っ
た
」
の
は
都
市
部
の
有
権
者
で
あ
り
、
さ

ら
に
ト
ラ
ン
プ
氏
が
ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
敗
れ
、
テ
キ
サ
ス
で
苦
戦
し
た

背
景
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
に
乗
っ
て
サ
ン
ベ
ル

ト
の
都
市
化
が
急
速
に
進
ん
で
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

　

制
度
化
さ
れ
た
人
種
差
別
が
存
在
し
、「
反
国
際
主
義
」
の
牙
城

と
し
て
悪
名
を
馳
せ
て
き
た
南
部
は
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
姿
で
あ

る
。
今
や
半
世
紀
を
経
て
、「
国
際
主
義
」
で
米
国
経
済
を
牽
引
し
、

「
ト
ラ
ン
プ
的
な
世
界
」
と
対
峙
し
て
い
る
の
を
見
る
の
は
隔
世
の

感
が
あ
る
。
バ
イ
デ
ン
氏
は
一
一
月
七
日
に
行
わ
れ
た
勝
利
演
説
で 

“U
N

IT
ED

 States of A
m

erica

” 

と
訴
え
た
。
南
部
は
、
自
由

貿
易
、
移
民
受
け
入
れ
、
人
種
の
多
様
性
に
よ
っ
て
躍
進
し
て
き
た
。

ま
さ
に
こ
の
「
国
際
主
義
」
こ
そ
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
四
年
間
で

極
度
に
悪
化
し
た
分
断
の
傷
を
癒
や
し
、
米
国
国
民
を
世
界
に
開
か

れ
た
形
で
団
結
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
）
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
●




