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２
０
１
７
年
の
フ
ラ
ン
ス
最
大
の
話
題
は
、
エ
マ

ニ
ュ
エ
ル
・
マ
ク
ロ
ン
が
新
大
統
領
に
選
出
さ
れ
た
こ

と
だ
ろ
う
。
39
歳
の
若
き
大
統
領１

で
あ
り
、
24
歳
年
長

の
夫
人
と
の
恋
の
顛
末
が
メ
デ
ィ
ア
に
格
好
の
材
料
を

提
供
し
、「
マ
ク
ロ
ン
マ
ニ
ア
」
と
い
う
新
語
さ
え
生

ん
だ
。
ロ
チ
ル
ド
（
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
）
投
資
銀
行
を

経
て
、
先
の
政
権
で
は
経
済
・
産
業
・
デ
ジ
タ
ル
大
臣

を
務
め
る
な
ど
異
色
の
経
歴
を
も
つ
彼
は
、
そ
の
後
も

意
表
を
突
く
政
治
手
腕
で
フ
ラ
ン
ス
の
政
界
に
新
風
を

巻
き
起
こ
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
メ
デ
ィ
ア
で
は
ほ
と

ん
ど
無
名
で
あ
っ
た
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
を

首
相
に
指
名
し
た
り
、
大
統
領
就
任
後
の
総
選
挙
で
、

自
ら
が
立
ち
上
げ
た
新
党
「
共
和
国
前
進
」
が
予
想
を

は
る
か
に
越
え
る
議
席
数
を
獲
得
し
た
り
と
、
想
定
外

の
出
来
事
を
巻
き
起
こ
し
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

ジ
ュ
リ
ア
ン
・
マ
ル
タ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
大
統
領
の

行
動
に
マ
ク
ロ
ン
の
「
型
破
り
へ
の
嗜
好
」２

を
見
て
い

る
。

　

私
が
注
目
す
る
マ
ク
ロ
ン
の
「
型
破
り
へ
の
嗜
好
」

は
、「
富
裕
税
」３

を
改
変
し
て
「
不
動
産
富
裕
税
」
に

す
る
と
い
う
政
策
だ
。
こ
れ
は
「
マ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
（
マ

ク
ロ
ン
主
義
）」
と
よ
ば
れ
る
大
統
領
の
政
策
の
ひ
と

つ
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
が
歴
史
を
通
じ
て
執
拗
に
求

め
続
け
て
き
た
共
和
国
の
理
念
で
あ
る
「
平
等
」
に
、

彼
は
税
制
改
革
を
通
じ
て
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
よ
う
と
し

て
い
る
。「
平
等
」
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
、
国
民
が

最
も
愛
着
を
示
し
て
き
た
価
値
観
で
あ
り
、「
国
民
的

オ
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
」４

と
さ
え
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
国

民
が
こ
だ
わ
り
を
も
つ
価
値
観
に
、「
富
裕
税
」
の
改

革
を
も
っ
て
応
え
よ
う
と
い
う
の
だ
。
そ
こ
に
は
単
な

る
税
制
改
革
以
上
の
意
図
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
富
裕
税
」
は
課
税
資
産
評
価
額
が
１
３
０
万
ユ
ー

ロ
を
越
え
る
富
裕
層
を
対
象
と
し
、
不
動
産
を
含
む
、

株
の
譲
渡
益
、
利
子
な
ど
金
融
商
品
か
ら
の
利
益
に
対

し
て
課
税
さ
れ
る
。
累
進
課
税
の
所
得
税
と
と
も
に
、

そ
れ
に
応
じ
て
社
会
保
障
負
担
も
加
算
さ
れ
る
の
で
、

高
額
所
得
者
の
場
合
に
は
最
高
45
％
の
所
得
税
率
、
そ

れ
に
社
会
保
障
費
負
担
を
加
え
、
全
体
で
60
％
の
税
負

担
に
な
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。と
く
に
、１
千
万
ユ
ー

ロ
を
超
え
る
超
富
裕
層
の
場
合
、
株
式
や
債
権
な
ど
の

金
融
投
資
関
連
の
資
産
の
割
合
が
極
め
て
高
く５

、
こ
れ

に
課
税
さ
れ
る
「
富
裕
税
」
は
富
裕
者
層
か
ら
の
評
判

が
悪
か
っ
た
。
今
回
「
不
動
産
富
裕
税
」
と
な
る
こ
と

で
、超
富
裕
層
の
金
融
投
資
に
と
っ
て
は
恩
恵
と
な
る
。

さ
ら
に
「
30
％
の
フ
ラ
ッ
ト
・
タ
ッ
ク
ス
」
の
導
入
に

よ
っ
て
、
税
と
社
会
保
障
費
負
担
の
合
計
も
30
％
に
な

る
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
超
富
裕
層
に
は
余
剰
の
資

金
を
投
資
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
回
し
て
も
ら
い
、
経

済
活
性
化
を
図
ろ
う
と
い
う
の
が
政
権
の
思
惑
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
税
制
改
革
に
、
労
働
者
は
「
金
持
ち
へ

の
優
遇
策
」
だ
と
強
い
反
発
を
示
し
て
い
る
。
ト
マ
・

ピ
ケ
テ
ィ
な
ど
も
、
納
得
で
き
る
理
由
が
な
い
と
マ
ク

ロ
ン
の
税
制
を
批
判
す
る
。
し
か
し
、
２
０
１
７
年
10

月
20
日
の
国
民
議
会
で
は
、
議
員
の
一
部
か
ら
「
平
等

の
破
棄
」
と
の
批
判
が
あ
っ
た
も
の
の
、
さ
ほ
ど
の
混

乱
は
な
く
「
不
動
産
富
裕
税
」
法
案
は
可
決
、
２
０
１

８
年
か
ら
実
施
の
運
び
と
な
っ
た
。
今
回
、
廃
止
と
ま

で
は
い
か
な
い
ま
で
も
「
富
裕
税
」
を
改
変
す
る
こ
と

で
、
富
裕
層
に
は
45
億
ユ
ー
ロ
の
「
税
制
上
の
贈
り

マ
ク
ロ
ン
大
統
領
の
「
賭
け
」： 

マ
ク
ロ
ン
主
義
と
「
平
等
」

藤
田
　
友
尚
　
教
授
（
フ
ラ
ン
ス
語
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
、
文
学
）
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分岐点にあるEU

物
」６

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
も
そ
も
「
富
裕
税
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
が
伝
統

的
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た「
平
等
」の
原
則
を
税
制
に
よ
っ

て
具
体
化
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
象
徴
的
な
意
味
合
い

を
担
っ
て
き
た
。
政
治
評
論
家
ア
ラ
ン
・
デ
ュ
ア
メ
ル

は
、「
富
裕
税
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
目
か
ら
す
れ
ば

金
持
ち
の
税
で
あ
り
、
金
持
ち
を
通
じ
て
具
現
化
さ
れ

て
い
る
社
会
的
不
平
等
に
対
す
る
公
正
な
処
罰
で
あ

り
、
い
わ
ば
共
和
国
的
懲
罰
で
あ
る
」７

と
述
べ
て
い
る
。

今
回
の
税
制
改
革
で
は
、「
富
裕
税
」
の
社
会
的
制
裁

と
し
て
の
意
味
合
い
が
弱
く
な
り
、
一
般
庶
民
の
感
覚

か
ら
す
れ
ば
反
発
を
禁
じ
得
な
い
だ
ろ
う
。
直
前
に
行

わ
れ
た
調
査
で
も
、10
人
中
７
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
が「
富

裕
税
」
の
廃
止
は
裕
福
な
家
庭
と
そ
う
で
な
い
家
庭
と

の
格
差
を
増
大
さ
せ
る
と
考
え
て
い
る８

。

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
を
反
映
し
た
共
和
国
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
が
「
自
由
・
平
等
・
友
愛
」
で
あ
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、「
平
等
」
に
関
す

る
問
題
は
、
社
会
生
活
や
経
済
活
動
の
場
に
お
い
て
フ

ラ
ン
ス
人
が
敏
感
に
反
応
す
る
領
域
だ
。
そ
れ
は
歴
史

的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
価
値
観
の
一
部
で
あ

り
、
国
民
性
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
人
の
「
平
等
」
へ
の
執
着
心

に
い
ち
早
く
注
目
し
た
一
人
に
、
ピ
エ
ー
ル
＝
ル
イ
・

レ
ド
レ
ル
（Pierre-Louis Rœ

derer

）
が
い
る
。
ア

レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
平
等
と
不
平
等
の
理

論
家
」
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
よ
り
前
に

レ
ド
レ
ル
は
「
平
等
」
へ
の
強
い
情
熱
こ
そ
が
フ
ラ
ン

ス
革
命
を
導
い
て
き
た
最
大
の
要
因
だ
と
指
摘
し
、
こ

う
述
べ
て
い
る９

。「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
精
神
、
そ
の
性

格
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。

そ
れ
を
自
由
へ
の
愛
着
、
所
有
へ
の
愛
着
、
平
等
へ
の

愛
着
だ
と
言
う
の
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
複
数
の
観

念
を
ご
っ
ち
ゃ
に
す
る
こ
と
だ
。
こ
れ
ら
三
つ
の
愛
着

の
な
か
で
、革
命
の
最
初
の
爆
発
を
決
定
的
に
し
、も
っ

と
も
激
し
い
努
力
を
掻
き
立
て
、
一
番
重
要
な
成
功
を

収
め
、
残
り
二
つ
の
も
の
へ
の
愛
着
を
確
実
に
成
功
さ

せ
た
も
の
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
平
等
へ
の
愛
着

な
の
で
あ
る
」10

。

　

レ
ド
レ
ル
の
言
う
「
平
等
」
と
は
、
彼
が
「
権
利
の

平
等
」
と
呼
ぶ
も
の
で
、「
人
権
宣
言
」
の
第
６
条11

の

精
神
を
反
映
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
努
力
や
才
能
に
よ

れ
ば
、
い
か
な
る
人
も
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
よ
り

高
い
地
位
に
至
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
と
い
う
意
味
で

の
「
平
等
」
で
あ
る
。
そ
し
て
レ
ド
レ
ル
は
、「
権
利

の
平
等
」
こ
そ
が
「
よ
り
高
み
を
目
指
し
て
の
競
争
心
」

を
掻
き
立
て
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
然
の

結
果
と
し
て
「
勝
ち
組
」
と
「
負
け
組
」
が
生
ま
れ
、

格
差
が
生
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
格
差
が
拡
大
し
な
い
よ

う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
、
そ
れ
が
政
治
に
求
め
ら
れ

る
役
目
だ
。

　

革
命
直
後
の
１
７
９
３
年
、
フ
ラ
ン
ス
は
す
で
に
、

憲
法
で
公
的
扶
助
が
国
家
の
義
務
で
あ
る
こ
と
を
ゆ
る

や
か
で
は
あ
る
が
示
し
て
い
る12

。
福
祉
国
家
の
理
念
を

先
取
り
す
る
よ
う
な
精
神
を
、
フ
ラ
ン
ス
は
共
和
国
創

設
の
際
に
掲
げ
て
い
た
。
画
期
的
な
こ
の
憲
法
は
当
時

と
し
て
は
あ
ま
り
に
急
進
的
す
ぎ
て
施
行
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
社
会
民
主
的
な
理
念
を
求
め
る
市
民

の
意
向
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
注
目
に
値
す

る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
フ
ラ
ン
ス
は
社

会
保
障
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
な
か
で
デ
ン

マ
ー
ク
に
次
ぐ
平
等
化
を
成
し
遂
げ
て
い
る13

。し
か
し
、

政
治
に
お
け
る
平
等
主
義
が
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
を
阻
害
し
、
閉
塞
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
も

事
実
だ
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
情
勢
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス

も
ま
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
社
会
や
経
済
を
変
革
す
る
こ

と
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
平
等
主
義
に
政
治
が
過
度
に
と

ら
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
、
そ
れ
が
社
会
経
済
的
発
展
の
足

枷
と
な
っ
て
い
る
と
の
批
判
も
多
い
。
特
に
若
者
や
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
経
営
者
は
、「
平
等
」
よ
り
も

む
し
ろ
公
正
さ
に
重
き
を
置
く
政
策
に
期
待
を
寄
せ

る
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
努
力
と
才
能
で
競
争
を
勝
ち

抜
き
、
そ
れ
で
得
た
富
を
社
会
に
還
元
し
て
変
革
さ
せ

る
、
マ
ク
ロ
ン
の
狙
い
は
明
快
だ
。
そ
う
考
え
る
と
、

今
回
の
税
制
改
革
は
、
国
民
の
「
平
等
」
へ
の
強
い
こ

だ
わ
り
か
ら
の
脱
却
を
誘
導
す
る
政
治
的
狙
い
が
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
変
化
す

る
こ
と
を
マ
ク
ロ
ン
は
期
待
す
る
。

　

だ
が
分
断
が
進
む
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
、
そ
れ
は
「
賭

け
」
で
あ
る
。
大
統
領
を
決
す
る
決
戦
投
票
の
と
き
マ

ク
ロ
ン
は
極
右
政
党
の
党
首
マ
リ
ー
ヌ
・
ル
・
ペ
ン
を

押
さ
え
勝
利
し
た
が
、
有
権
者
の
¼
に
あ
た
る

25
・ 

44
％
が
そ
の
決
戦
投
票
を
棄
権
し
て
い
る
。グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
お
り
を
受
け
、
そ
の
恩
恵
か
ら

と
り
残
さ
れ
た
人
々
が
沈
黙
の
有
権
者
と
し
て
か
な
り

の
数
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
彼
ら
の
多
く
は
農

業
従
事
者
、
不
熟
練
労
働
者
、
移
民
、
失
業
者
な
ど
の

低
所
得
者
層
の
人
々
で
、
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心

部
か
ら
排
除
さ
れ
、
地
理
的
に
距
離
の
あ
る
地
域
に
住

ん
で
い
る
。
地
理
学
者
ク
リ
ス
ト
フ
・
ギ
リ
ュ
イ
が
そ
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れ
を
「
周
辺
部
の
フ
ラ
ン
ス
」14

と
よ
び
、
メ
デ
ィ
ア
で

話
題
に
も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
域
に
住
ま
う
人
々

に
と
っ
て
、「
平
等
」
の
原
則
な
ど
政
治
や
経
済
を
牛

耳
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
掲
げ
る
聞
こ
え
の
良
い
御
題
目

に
す
ぎ
な
い
。
実
際
は
、
不
平
等
な
社
会
的
モ
デ
ル
を

促
進
し
て
い
る
だ
け
だ
と
彼
ら
は
考
え
る
。

　

マ
ク
ロ
ン
が
「
周
辺
部
の
フ
ラ
ン
ス
」
の
支
持
を
得

る
に
は
、
こ
の
地
域
で
も
経
済
成
長
と
雇
用
促
進
が
実

感
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ

ラ
ン
ス
は
自
国
の
利
益
の
み
で
行
動
で
き
な
い
。
Ｅ
Ｕ

と
い
う
超
国
家
的
組
織
の
一
員
で
あ
る
以
上
、
自
己
決

定
権
を
自
由
に
行
使
で
き
る
状
況
に
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
メ
ル
ケ
ル
首
相
と
の
連
携
、
移
民
問
題
や
難
民
の

受
け
入
れ
問
題
、
極
右
勢
力
の
拡
大
な
ど
、
内
政
と
外

交
問
題
で
マ
ク
ロ
ン
は
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
政
策

を
実
行
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
制
約
の
多
い

こ
の
状
況
で
、
は
た
し
て
マ
ク
ロ
ン
の
「
型
破
り
へ
の

嗜
好
」
は
現
実
的
で
有
効
な
政
治
的
戦
略
を
編
み
出
す

こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　
「
賭
け
」
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
。

１　

就
任
時
の
年
齢
。

２ 　

«Les secrets de la m
éthode M

acron», L
'O

bs, N
o.2740, 

11/05-17/05/2017.

３ 　

Im
pôt de solidarité sur la fortune

と
い
う
名
称
で
「
連
帯
富

裕
税
」
と
訳
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
富
裕
税
」
で
統
一
す
る
。

４ 　

A
lain D

uham
el, L

es pathologies politiques françaises, 
Paris, Plon, 2016, p.65.

５ 　

«Pourquoi M
acron donne aux riches», L

'O
bs, N

o.2760, 
28/09-14/10/2017.

６　

Idem
.

７　

A
. D

uham
el, 

前
掲
書,p.75.

８ 　

２
０
１
７
年
10
月
18
日
発
表
のBFM

-T
V

の
た
め
のELA

BE

に

よ
る
調
査
結
果
。

９ 　

レ
ド
レ
ル
の
指
摘
は
１
８
３
１
年
に
出
版
さ
れ
たL

'esprit de la 
révolution

（『
革
命
の
精
神
』）
に
読
め
る
。
他
方
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル

の
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
１
８
３
５
年
に
第
１
巻
が
、

１
８
４
０
年
に
第
２
巻
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

10 　

P.-L. Rœ
derer, L

'esprit de la révolution

（1
8
3
1

）, FB 
Editions, 2015, p.11.

11 　
「
人
権
宣
言
」
第
６
条
に
は
、「
す
べ
て
の
市
民
は
、
法
律
の
前
に

平
等
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
能
力
に
し
た
が
っ
て
、
か
つ
、
そ
の
徳
行

と
才
能
以
外
の
差
別
な
し
に
、
等
し
く
、
す
べ
て
の
位
階
、
地
位
お

よ
び
公
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
。

12 　

１
７
９
３
年
６
月
24
日
、
国
民
公
会
で
採
択
さ
れ
た
憲
法
。
第
21

条
に
、
生
存
の
糧
さ
え
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
市
民
に
対
し

て
社
会
は
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

13 　

２
０
１
４
年
の
国
民
負
担
率
（
租
税
負
担
額
と
社
会
保
障
負
担
額

の
合
計
を
国
民
所
得
で
割
っ
て
算
出
）
か
ら
見
る
と
、O

ECD

加
盟

34
ヶ
国
中
、
フ
ラ
ン
ス
は
68
・
２
％
で
あ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
70
・

７
％
に
次
い
で
国
民
負
担
率
が
高
い
。
ち
な
み
に
日
本
は
42
・
２
％
。

デ
ー
タ
は
財
務
省
の
報
道
発
表
（
２
０
１
７
年
２
月
10
日
）
に
お
け

る
「
国
民
負
担
率
の
国
際
比
較
」
に
よ
る
。

14 　

C
hristophe G

uilluy, L
a France périphérique, Paris, 

Flam
m

arion, 2014.
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