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ア
メ
リ
カ
が
内
向
き
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
選
ぶ
と
き

―
―
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
と
移
民
制
度
改
革
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
変
容

井
　
上
　
弘
　
貴

１
　
は
じ
め
に
―
―
本
稿
の
目
的
と
概
要

　
本
稿
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
〔
以
下
、
原
則
と
し
て
ア
メ
リ
カ
と
略
記
す
る
〕
に
お
け
る
二
〇
一
六
年
の
大
統
領
選
挙
か
ら
ト
ラ
ン
プ
政
権

誕
生
後
の
保
守
主
義
の
言
説
を
分
析
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
な
か
で
次
第
に
優
勢
と
な
り
つ
つ
あ
る
潮
流

の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
誕
生
後
に
優
勢
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
タ
イ

プ
の
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
は
、
ア
メ
リ
カ
内
部
の
階
級
的
分
裂
と
こ
の
分
裂
が
規
定
し
て
い
る
と
か
れ
ら
が
見
な
す
移
民
問
題
に
対
処
す

る
た
め
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
外
向
き
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
異
な
り
、
内
向
き
の
防
御
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
求

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
変
化
は
、ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
を
根
拠
と
し
て
堅
持
さ
れ
て
き
た
「
出

生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
（birthright citizenship

）」
の
付
与
に
た
い
す
る
懐
疑
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
一
連

の
政
策
や
検
討
課
題
と
も
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　
本
稿
は
ま
ず
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
も
と
で
政
権
ス
タ
ッ
フ
を
務
め
た
、
西
海
岸
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
学
派
に
与
す
る
知
識
人
の
ひ
と
り
で
あ

る
マ
イ
ケ
ル
・
ア
ン
ト
ン
（M

ichael Anton

）
ら
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
な
か
で
、
ア
ン
ト
ン
ら
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
な
か
で

も
ト
ラ
ン
プ
を
熱
烈
に
支
持
す
る
知
識
人
た
ち
が
、「
移
民
の
国

ネ
イ
シ
ョ
ン」

と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
と
い
う
自
他
と
も
に
認
め
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
を
今
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や
放
棄
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
本
稿
は
つ
ぎ
に
、
保
守
の
な
か
で
ト
ラ
ン
プ
否
定
派
を
堅
持
し
て
い
る
潮
流
―
―
二
〇
〇
〇
年
代
に
日
本
で
も
ネ
オ
コ
ン
と
し
て
知
ら
れ

た
知
識
人
た
ち
か
ら
主
に
成
る
―
―
と
は
一
線
を
画
す
、
ト
ラ
ン
プ
静
観
派
お
よ
び
ト
ラ
ン
プ
支
持
派
と
言
え
る
保
守
の
各
潮
流
の
な
か
か

ら
、
ラ
イ
ハ
ー
ン
・
サ
ラ
ー
ム
（Reihan Salam

）
と
Ｆ
・
Ｈ
・
バ
ッ
ク
リ
ー
（F. H

. Buckley

）
と
い
う
ふ
た
り
の
論
者
―
―
静
観
派
の

前
者
は
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
か
ら
の
移
民
二
世
、
支
持
派
の
後
者
は
カ
ナ
ダ
か
ら
の
移
民
一
世
で
あ
る
―
―
の
、
移
民
制
度
改
革
を
め
ぐ

る
議
論
を
ふ
た
つ
の
節
に
わ
け
て
取
り
上
げ
つ
つ
、
か
れ
ら
が
想
定
し
て
い
る
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
階
級
的
分
裂
の
構
図
を
析
出

す
る
。

　
そ
の
う
え
で
本
稿
は
、
と
く
に
バ
ッ
ク
リ
ー
の
主
張
を
つ
う
じ
て
、
こ
う
し
た
階
級
的
分
裂
か
ら
ア
メ
リ
カ
を
取
り
戻
す
道
筋
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
再
定
式
が
今
日
し
ば
し
ば
求
め
ら
れ
て
い
る
―
―
ト
ラ
ン
プ
自
身
、
自
ら
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で

あ
る
と
公
言
し
て
い
る
―
―
こ
と
を
指
摘
す
る
。
本
稿
は
併
せ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
保
守
的
な
知
識
人
た
ち
と
も
つ
な
が
り
の
深
い
、
イ
ス
ラ

エ
ル
の
知
識
人
で
あ
る
ヨ
ラ
ム
・
ハ
ゾ
ニ
ー
（Yoram

 H
azony

）
の
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
美
徳
』
を
検
討
す
る
。
ハ
ゾ
ニ
ー
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
論
は
、
政
治
理
論
的
に
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
思
わ
れ
か
ね
な
い
も
の
の
、
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
な
ら
び
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
経

験
に
立
脚
し
た
か
れ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
擁
護
を
考
察
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
保
守
の
側
か
ら
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
た
い
す
る
懐
疑
が
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
評
価
と
連
動
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
本
稿
は
最
後
に
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
若
干
の
考

察
を
お
こ
な
う
。

２
　
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
と
「
移
民
の
国
」
を
否
定
す
る
西
海
岸
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
学
派

　
マ
イ
ケ
ル
・
ア
ン
ト
ン
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
や
エ
リ
ッ
ク
・
フ
ェ
ー
ゲ
リ
ン
と
な
ら
ん
で
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
亡
命
知
識
人
と
し
て
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ア
メ
リ
カ
で
活
躍
し
た
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
高
弟
の
ひ
と
り
で
あ
る
ハ
リ
ー
・
Ｖ
・
ジ
ャ
フ
ァ
の
弟
子
た
ち
や
友
人
た
ち
か
ら
形
成
さ

れ
る
、
西
海
岸
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
学
派
の
一
員
で
あ
る
。
こ
の
西
海
岸
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
学
派
は
、
二
〇
一
六
年
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
戦
の

早
い
段
階
か
ら
ト
ラ
ン
プ
支
持
を
表
明
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
ア
ン
ト
ン
は
二
〇
一
六
年
九
月
、プ
ブ
リ
ウ
ス
・
デ
キ
ウ
ス
・
ム
ス（Publius 

D
ecius M

us
）
の
匿
名
の
も
と
、
ア
メ
リ
カ
の
保
守
は
ト
ラ
ン
プ
を
支
持
す
る
以
外
の
選
択
肢
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
説
い
て
賛
否
を
巻

き
起
こ
し
た
「
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
航
空
九
三
便
と
し
て
の
選
挙
（The Flight 93 Election

）」
の
執
筆
者
と
し
て
、
ひ
ろ
く
名
前
を
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た１

。

　
そ
の
ア
ン
ト
ン
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
発
足
後
、
国
家
安
全
保
障
会
議
の
戦
略
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
担
当
次
官
補
と
し
て
こ
の
政
権
を

裏
で
支
え
る
立
場
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ネ
オ
コ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
ジ
ョ
ン
・
Ｒ
・
ボ
ル
ト
ン
が
国
家
安
全
保
障
担
当
の
大
統
領
補
佐
官

と
し
て
着
任
す
る
前
日
、
二
〇
一
八
年
四
月
八
日
付
で
ア
ン
ト
ン
は
そ
の
職
を
辞
し
た２

。
ア
ン
ト
ン
は
辞
職
後
、
ヒ
ル
ズ
デ
ー
ル
・
カ
レ
ッ

ジ
（H

illsdale College

）
の
付
属
機
関
で
あ
る
カ
ー
ビ
ー
・
セ
ン
タ
ー
（Kirby Center

）
に
講
師
と
し
て
籍
を
置
き
、
著
述
活
動
に
そ
の

軸
足
を
ふ
た
た
び
移
し
て
い
る
。

　
ア
ン
ト
ン
が
現
在
、
精
力
的
に
論
陣
を
張
っ
て
い
る
イ
シ
ュ
ー
の
ひ
と
つ
が
移
民
問
題
、
と
り
わ
け
不
法
移
民
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
時
代
、
九
・
一
一
事
件
後
の
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
二
分
す
る
イ
シ
ュ
ー

と
し
て
急
速
に
せ
り
あ
が
っ
て
き
た
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
誕
生
後
、
不
法
移
民
の
家
族
引
き
離
し
に
象
徴
さ
れ
る
ト
ラ
ン
プ
の
ゼ
ロ
寛
容
政
策

は
共
和
党
の
内
部
か
ら
も
強
い
批
判
が
出
る
な
ど
、
賛
否
を
引
き
起
こ
し
て
き
て
い
る
。

　
ア
ン
ト
ン
は
二
〇
一
八
年
七
月
一
八
日
付
の
『
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
』
紙
に
「
市
民
権
は
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
べ
き
で
は
な
い
」
と

い
う
論
説
を
発
表
し
た３

。
こ
の
な
か
で
ア
ン
ト
ン
は
、「
合
衆
国
で
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
帰
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
合
衆
国
の
司
法
権
（the 

jurisdiction

）
に
服
す
る
す
べ
て
の
者
は
合
衆
国
の
市
民
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
者
が
居
住
す
る
州
の
市
民
で
あ
る
」
と
規
定
し
た
修
正
第
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一
四
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
地
理
的
境
界
の
内
部
で
単
に
生
ま
れ
た
と
い
う
だ
け
で
そ
の
市
民
権
を
自
動
的
に
付
与
す
る
と

い
う
考
え
は
、
不
条
理
で
あ
る
―
―
ア
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
歴
史
的
に
も
、
憲
法
上
も
、
哲
学
的
に
も
、
実
際
上
も
そ
う
で
あ
る
―
―
と
主
張

し
て
議
論
を
呼
び
起
こ
し
た
。
ア
ン
ト
ン
は
、出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
は
大
統
領
が
決
断
し
さ
え
す
れ
ば
、大
統
領
行
政
命
令
に
よ
っ

て
す
ぐ
に
停
止
で
き
る
と
主
張
し
た
。
な
お
、
実
際
に
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
二
〇
一
八
年
一
〇
月
、
大
統
領
行
政
命
令
に
よ
っ
て
出
生
地
主

義
に
基
づ
く
市
民
権
を
廃
止
す
る
意
向
を
明
言
し
て
い
る４

。
た
だ
し
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
現
在
、
こ
の
大
統
領
の
意
向
を
実
行
す
る
に
は
至
っ

て
い
な
い
。

　
ア
ン
ト
ン
に
よ
る
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
批
判
は
、
か
れ
の
独
創
的
議
論
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
出
生
地
主
義
に
基

づ
く
市
民
権
を
批
判
す
る
議
論
は
、
す
で
に
以
前
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
後
述
す
る
ラ
イ
ハ
ー
ン
・
サ
ラ
ー
ム

も
オ
バ
マ
政
権
時
の
二
〇
一
四
年
一
一
月
、
当
時
の
オ
バ
マ
大
統
領
が
Ｄ
Ａ
Ｃ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
延
長
を
発
表
し
た
際
、
出
生
地
主
義
に
基

づ
く
市
民
権
の
付
与
を
や
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る５

。
ま
た
、
ア
ン
ト
ン
自
身
が
こ
の
論
説
の
な
か
で
言
及
し
て
い
る
と

お
り
、
西
海
岸
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
他
の
知
識
人
た
ち
、
具
体
的
に
は
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｊ
・
ア
ー
ラ
ー
、
ト
マ
ス
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ス
ト
、
ジ
ョ
ン
・

マ
リ
ー
ニ
ら
が
す
で
に
主
張
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る６

。

　
ア
ン
ト
ン
は
こ
の
論
説
の
な
か
で
、
修
正
第
一
四
条
は
一
八
五
七
年
の
ド
レ
ッ
ド
・
ス
コ
ッ
ト
判
決
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
た
黒
人
た

ち
の
市
民
権
を
解
決
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
こ
の
修
正
条
項
の
広
範
な
適
用
は
、
意
図
的
な
誤
読
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る７

。
ア
ン
ト
ン
に
し
た
が
え
ば
、
移
民
推
進
論
者
た
ち
に
唆
さ
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
政
治
家
た
ち
は
、「
司
法
権
に
服

す
る
」
と
い
う
文
言
を
「
ア
メ
リ
カ
の
法
律
（Am

erican law

）
に
服
す
る
」
と
い
う
意
味
に
拡
大
し
て
捉
え
、
修
正
条
項
に
よ
っ
て
権
利

が
正
当
に
付
与
さ
れ
る
解
放
さ
れ
た
奴
隷
の
み
な
ら
ず
、
本
来
的
に
は
そ
の
資
格
が
な
い
、
ア
メ
リ
カ
に
不
法
に
や
っ
て
き
た
移
民
た
ち
の

子
ど
も
に
も
市
民
権
を
与
え
て
き
た
。
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そ
の
う
え
で
ア
ン
ト
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
及
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
れ
の
論
説
の
主
張
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
論
議
を
呼
ん
だ

箇
所
と
な
っ
た
。

こ
の
条
項
の
起
草
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
ミ
シ
ガ
ン
選
出
の
上
院
議
員
、ジ
ェ
イ
コ
ブ
・
ハ
ワ
ー
ド
は
「
外
国
人
な
い
し
は
異
邦
人
で
あ
る
、

〔
あ
る
い
は
〕
外
交
官
や
外
務
大
臣
の
家
族
の
一
員
で
あ
る
、
合
衆
国
で
生
ま
れ
た
者
」
を
、
こ
の
修
正
条
項
は
市
民
権
か
ら
明
確
に

排
除
し
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

　
こ
の
文
中
の
〔
あ
る
い
は
〕[or]
は
、
ア
ン
ト
ン
自
身
に
よ
る
挿
入
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
語
句
の
追
加
を
お
こ
な
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
ハ
ワ
ー
ド
の
発
言
の
意
図
は
よ
り
明
確
に
な
る
と
主
張
し
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
挿
入
は
端
的
に
恣
意
的
で
誤
り
で
あ
り
、

ハ
ワ
ー
ド
が
明
言
し
た
の
は
た
だ
単
に
、
外
交
特
権
を
有
し
て
い
る
外
交
官
な
い
し
は
外
務
大
臣
の
子
弟
が
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
た
場
合
、

そ
の
子
弟
は
ア
メ
リ
カ
の
市
民
権
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
、
ア
ン
ト
ン
に
は
即
座
に
な
さ
れ
た８

。

　
し
か
し
ア
ン
ト
ン
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
反
論
は
お
そ
ら
く
最
初
か
ら
眼
中
に
は
入
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う

の
も
ア
ン
ト
ン
は
「
ア
メ
リ
カ
の
父
祖
た
ち
と
同
様
に
、
こ
の
修
正
条
項
の
起
草
者
た
ち
は
、
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
は
本
質
的
に

自
己
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
自
説
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

近
代
世
界
に
お
い
て
正
し
い
政
府
は
、
社
会
契
約
、
す
な
わ
ち
自
由
な
市
民
た
ち
の
あ
い
だ
で
自
由
に
交
わ
さ
れ
る
同
意
に
基
づ
い
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
契
約
の
射
程
と
権
威
は
、
そ
の
条
件
に
同
意
す
る
と
と
も
に
そ
の
構
成
員
資
格
が
他
の
す
べ
て
の
市
民
を
構
成
す

る
者
た
ち
に
同
意
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
既
存
の
構
成
員
た
ち
の
意
向
に
関
係
な
く
誰
で
も
参
加
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で
き
る
契
約
は
、
契
約
で
は
な
い
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
好
ん
で
言
う
よ
う
に
、「
境
界
が
な
け
れ
ば
国
は
な
い
。９

」

　
ア
ン
ト
ン
に
と
っ
て
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
は
、
被
治
者
の
同
意
に
基
づ
く
と
い
う
ア
メ
リ
カ
建
国
の
原
理
を
脅
か
す
者
た
ち
、

す
な
わ
ち
不
法
移
民
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
ア
メ
リ
カ
に
招
き
入
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
建

国
の
原
理
を
理
解
し
、
か
つ
擁
護
す
る
者
―
―
お
そ
ら
く
そ
れ
は
ア
ン
ト
ン
に
と
っ
て
真
の
意
味
で
の
保
守
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
―

―
で
あ
れ
ば
、
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
の
付
与
に
反
対
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
か
れ
に
は
思
わ
れ
た
。

　
こ
の
論
説
の
後
半
に
至
る
と
、
ア
ン
ト
ン
の
主
張
は
よ
り
直
接
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
ア
ン
ト
ン
は
同
じ
学
派
の
先
達
で
あ
る
ア
ー

ラ
ー
の
言
葉
を
借
り
て
、
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
は
「
不
法
移
民
を
引
き
つ
け
る
大
き
な
磁
石
」
で
あ
る
主
張
し
て
い
る
。
ア
ン
ト

ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
磁
石
は
世
界
の
貧
し
い
人
び
と
だ
け
で
な
く
、
中
国
や
メ
キ
シ
コ
の
よ
う
な
徐
々
に
豊
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
国
々
か
ら

も
不
法
移
民
を
ア
メ
リ
カ
に
引
き
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
妊
娠
し
て
い
る
中
国
人
観
光
客
に
向
け
て
宣
伝
さ
れ
て
い
る
「
マ
タ

ニ
テ
ィ
・
ホ
テ
ル
」
を
ア
ン
ト
ン
は
例
に
挙
げ
、
他
国
の
人
間
た
ち
が
修
正
第
一
四
条
と
い
う
「
わ
れ
わ
れ
の
愚
か
さ
」
を
利
用
す
る
の
は

驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
ア
メ
リ
カ
人
が
、
自
分
た
ち
の
法
律
が
無
視
さ
れ
自
分
た
ち
の
市
民
権
が
毀
損
さ
れ
て
い

る
の
を
許
し
つ
づ
け
て
い
る
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
批
判
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
論
点
の
ひ
と
つ
は
、
ア
ン
ト
ン
は
ア
メ
リ
カ
を
一
体
ど

の
よ
う
な
国
と
し
て
、あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
国
で
あ
る
べ
き
と
し
て
、み
な
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、『
ワ

シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
』
紙
の
論
説
の
発
表
直
前
に
、
西
海
岸
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
学
派
の
関
係
者
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
『
ア

メ
リ
カ
ン
・
グ
レ
イ
ト
ネ
ス
』
に
ア
ン
ト
ン
が
七
月
二
日
付
で
発
表
し
た
別
の
論
考
「
ア
メ
リ
カ
は
全
人
類
の
共
通
財
産
で
は
な
い
」
が
示

唆
的
で
あ
る10

。
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こ
の
論
考
は
、
ネ
オ
コ
ン
の
知
識
人
と
し
て
知
ら
れ
、
オ
バ
マ
政
権
の
外
交
政
策
を
批
判
し
て
き
た
だ
け
で
な
く
、
ト
ラ
ン
プ
不
支
持
を

も
表
明
し
て
き
た
ブ
レ
ッ
ト
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
（Bret Stephens

）
が
、
六
月
二
一
日
付
で
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
紙
に
同
紙

の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
と
し
て
寄
せ
た
「
わ
れ
わ
れ
の
本
当
の
移
民
問
題
」
と
い
う
論
説
に
応
答
し
た
内
容
で
あ
る
。
本
稿
で
は
詳
細
を
省
く
も

の
の
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
は
こ
の
論
説
の
な
か
で
六
つ
の
論
点
を
提
示
し
て
、
ア
メ
リ
カ
が
今
後
と
も
よ
り
多
く
の
移
民
を
受
け
入
れ
て
い

く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る11

。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、
移
民
反
対
は
「
愚
鈍
な
者
た
ち
の
保
守
主
義
」
で
あ
り
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
を
有
徳
さ
と
取
り
違
え
、与
え
ら
れ
て
い
る
権
利
を
能
力
と
取
り
違
え
、地
理
的
位
置
を
道
徳
的
価
値
と
取
り
違
え
て
い
る
。「
移

民
た
ち
の
国
（a nation of im

m
igrants

）
に
お
い
て
、
そ
れ
〔
移
民
反
対
〕
は
ア
メ
リ
カ
的
で
は
な
い
」
と
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
は
断
定
し

て
い
る
。

　
そ
れ
に
た
い
し
て
ア
ン
ト
ン
は
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
の
よ
う
な
ネ
オ
コ
ン
は
、
も
は
や
ネ
オ
コ
ン
の
看
板
に
も
値
せ
ず
、
そ
の
浅
は
か
な

主
張
の
内
容
か
ら
し
て
「
ナ
イ
ー
ヴ
コ
ン
（naïvecon

）」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
反
論
し
た
う
え
で
、
と
く
に
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
の
最

後
の
論
点
で
あ
る
、
移
民
は
生
粋
の
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
（native-born Am

ericans

）
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
、
そ
れ

は
優
れ
た
移
民
を
受
け
入
れ
る
か
わ
り
に
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
だ
め
な
人
び
と
は
出
て
い
け
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
主
張
で
あ
り
、
ト
ラ
ン
プ

支
持
者
た
ち
へ
の
憎
悪
の
表
明
で
あ
る
と
激
し
く
反
発
し
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
反
論
の
過
程
で
ア
ン
ト
ン
が
否
定
す
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
は
移
民
た
ち
の
国
で
あ
る
と
い
う
自
己
規
定
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ン

は
、
歴
史
的
な
意
味
と
理
論
的
な
意
味
の
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
移
民
た
ち
の
国
で
は
な
い
と
断
言
す
る
。
ア
ン
ト
ン
に
し

た
が
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
移
民
た
ち
の
国
で
は
な
く
、「
植
民
者
た
ち
の
国
（a nation of settlers

）」
で
あ
り
、
植
民
者
は
ゼ
ロ
か
ら
ア
メ

リ
カ
を
立
ち
上
げ
る
べ
く
、
本
稿
で
す
で
に
触
れ
た
『
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
』
紙
の
論
説
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
社
会
契
約
を
交
わ
し
た

の
で
あ
る
。
移
民
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
は
、
植
民
者
た
ち
に
よ
っ
て
す
で
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
、
す
な
わ
ち
す
で
に
社
会
契
約
が
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取
り
交
わ
さ
れ
た
国
に
後
か
ら
参
加
す
る
こ
と
を
望
む
別
の
範
疇
の
人
び
と
で
あ
り
、
そ
の
人
び
と
の
受
け
入
れ
を
認
め
る
の
か
そ
れ
と
も

認
め
な
い
の
か
は
、
ア
メ
リ
カ
の
市
民
た
ち
が
慎
重
に
判
断
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
論
考
の
タ
イ
ト
ル
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
植
民
者
や
父
祖
た
ち
が
練
り
上
げ
た
建
国
の
原
理
を
解
さ
な
い
人

び
と
を
無
差
別
か
つ
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
全
人
類
の
共
通
財
産
で
は
な
い
と
い
う
の
が
ア
ン
ト
ン
の
主
張
で
あ
る
。

こ
う
し
た
主
張
は
、ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
グ
レ
イ
ト
ネ
ス
』
を
含
め
た
西
海
岸
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
学
派
の
人
び
と
を
は
じ
め
と
し
て
、

熱
烈
な
ト
ラ
ン
プ
支
持
の
保
守
の
知
識
人
た
ち
に
今
や
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
言
え
る12

。

３
　
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
ポ
ッ
ト
と
ス
キ
ル
重
視
の
移
民
制
度
改
革

　
ア
ン
ト
ン
に
よ
る
「
い
ず
れ
に
し
て
も
何
故
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
国
に
さ
ら
に
多
く
の
人
間
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
」（
六
月
二
一
日

付
『
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
』
紙
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
グ
レ
イ
ト
ネ
ス
』
で
は
六
月
二
三
日
掲
載
）
は
、
前
節
で
考
察
し
た

か
れ
の
翌
月
の
議
論
に
先
行
す
る
論
考
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
、
移
民
の
受
け
入
れ
に
肯
定
的
な
民
主
党
を
批
判
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
よ

う
な
批
判
の
な
か
で
ア
ン
ト
ン
は
、
左
派
は
低
所
得
の
有
権
者
た
ち
を
騙
し
て
、
自
分
た
ち
低
所
得
者
の
利
益
が
「
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト

や
シ
リ
コ
ン
ヴ
ァ
レ
ー
の
新
興
企
業
家
た
ち
（oligarchs
）」
の
利
益
と
一
致
し
て
い
る
と
思
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る13

。
ア

ン
ト
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
さ
ら
な
る
移
民
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
安
価
な
労
働
力
を
求
め
る
大
企
業
と
自
分
た
ち
に
投
票
し
て
く
れ
る
潜
在
的

な
有
権
者
を
求
め
る
民
主
党
の
利
益
の
た
め
の
も
の
で
し
か
な
い
。

　
こ
う
し
た
図
式
化
は
多
分
に
党
派
的
な
も
の
で
あ
る14

。
た
だ
し
、
こ
の
ア
ン
ト
ン
の
見
方
を
ひ
と
つ
の
典
型
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
ト
ラ
ン
プ
を
支
持
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
ト
ラ
ン
プ
の
動
向
を
静
観
し
て
い
る
保
守
の
知
識
人
た
ち

が
お
し
な
べ
て
、
移
民
な
い
し
は
不
法
移
民
を
め
ぐ
る
状
況
の
背
景
に
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
階
級
的
分
裂
や
特
定
の
階
級
利
益
を
読
み
と
っ
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て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

　
本
節
で
は
そ
の
点
を
、
ラ
イ
ハ
ー
ン
・
サ
ラ
ー
ム
の
『
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
ポ
ッ
ト
か
内
戦
か
―
―
移
民
の
息
子
が
開
か
れ
た
国
境
に
反
論
す

る
』（
二
〇
一
八
年
）
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
検
討
し
た
い
。
サ
ラ
ー
ム
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
で
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

移
民
の
子
ど
も
と
し
て
生
ま
れ
、
地
元
の
ス
タ
イ
ヴ
サ
ン
ト
高
校
か
ら
コ
ー
ネ
ル
大
学
を
経
て
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
進
ん
だ
経
歴
を
有
す

る
保
守
の
知
識
人
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ッ
ク
リ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
が
創
刊
し
た
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
誌
の
編
集
者
を
務
め
、『
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
』
誌
を
二
〇
〇
九
年
に
創
刊
し
た
ユ
ヴ
ァ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ー
ン
（Yuval Levin

）
と
も
考
え
は
近
く
、
ミ
ド
ル
ク

ラ
ス
や
労
働
者
の
た
め
の
政
策
を
保
守
の
側
か
ら
提
起
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
リ
フ
ォ
ー
ミ
コ
ン
（reform

icon

）」
の
ひ
と
り
と
し
て
知
ら
れ

て
き
た15

。
サ
ラ
ー
ム
は
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
誌
の
リ
ッ
チ
・
ロ
ウ
リ
ィ
（Rich Low

ry

）
ら
と
同
様
に
、
ト
ラ
ン
プ
か
ら
は
距
離

を
置
い
た
立
場
を
堅
持
し
て
い
る16

。
現
在
、
サ
ラ
ー
ム
は
保
守
系
の
都
市
政
策
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
る
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
研
究
所
の
所
長
に
就

任
し
て
い
る17

。

　
そ
の
サ
ラ
ー
ム
は
ス
イ
ス
や
カ
ナ
ダ
を
例
と
し
て
挙
げ
つ
つ
、
あ
る
社
会
内
で
「
集
団
間
の
極
端
な
不
平
等
」
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
多
様

性
―
―
そ
れ
は
保
守
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
好
ま
し
い
価
値
で
は
な
い
―
―
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
だ
が
ア
メ
リ
カ
の
現
状
は
、

大
卒
専
門
職
と
い
う
「
特
権
的
な
集
団
」
と
ほ
と
ん
ど
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
交
渉
力
を
も
た
な
い
不
安
定
な
労
働
者
階
級
と
に
分
岐
し
て
し

ま
っ
て
お
り
、
し
か
も
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
非
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
白
人
人
口
が
近
い
将
来
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
る
な
か
、

恵
ま
れ
た
集
団
の
人
口
規
模
は
恵
ま
れ
な
い
集
団
の
そ
れ
と
比
較
し
て
相
対
的
に
縮
小
し
つ
つ
あ
る
た
め
、
恵
ま
れ
な
い
集
団
か
ら
の
異
議

申
し
立
て
に
た
い
し
て
、
恵
ま
れ
た
集
団
は
ま
す
ま
す
自
分
た
ち
の
地
位
を
守
ろ
う
と
必
死
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る18

。
そ
れ
ゆ
え
に
ア
メ

リ
カ
は
現
在
、
危
険
な
か
た
ち
に
分
割
さ
れ
た
社
会
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
サ
ラ
ー
ム
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

　
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
社
会
の
分
断
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
サ
ラ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
合
衆
国
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を
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
ポ
ッ
ト
と
し
て
つ
く
り
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今

日
の
移
民
た
ち
の
子
孫
は
多
人
種
的
な
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
な
か
に
完
全
に
包
摂
さ
れ
る
と
サ
ラ
ー
ム
は
主
張
す
る19

。

　
サ
ラ
ー
ム
は
、
異
人
種
間
結
婚
や
そ
の
他
の
文
化
的
な
交
わ
り
が
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
境
界
を
そ
れ
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
ま
で
に
あ

い
ま
い
に
す
る
「
ア
マ
ル
ガ
ム
化
（am

algam
ation

）」
と
い
う
同
化
プ
ロ
セ
ス
と
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
が
隔
離
さ
れ
た
社
会
的
関
係
へ

と
固
定
さ
れ
て
ゲ
ッ
ト
ー
化
し
て
し
ま
う
「
人
種
化
（racialization

）」
と
い
う
同
化
プ
ロ
セ
ス
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る20

。

サ
ラ
ー
ム
が
説
く
の
は
、
い
か
に
し
て
人
種
化
の
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
つ
つ
ア
マ
ル
ガ
ム
化
を
促
進
さ
せ
、「
汎
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ミ
ド
ル
ク

ラ
ス
」
を
創
出
す
る
か
で
あ
る
。

　
サ
ラ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
あ
る
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
小
さ
く
、
し
か
も
新
た
な
到
着
者
に
よ
っ
て
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
が
大

き
く
補
充
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
場
合
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
移
民
た
ち
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
な
か
に
分
散
し
て
溶
け
込
ん
で
い
く
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
あ
る
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
大
き
く
、
し
か
も
新
た
な
到
着
者
に
よ
っ
て
つ
ね
に
補
充
が
な
さ
れ
る
場
合
、

個
別
に
隔
離
さ
れ
た
集
団
の
状
況
は
維
持
さ
れ
が
ち
に
な
る21

。
サ
ラ
ー
ム
は
自
分
の
出
自
で
あ
る
、か
つ
て
規
模
が
小
さ
か
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
市
の
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
例
に
挙
げ
て
こ
の
点
を
説
明
し
て
い
る
。

　
で
は
、
な
に
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
今
日
、
人
種
化
の
リ
ス
ク
を
高
め
て
い
る
の
か
。
そ
の
原
因
と
し
て
サ
ラ
ー
ム
が
挙
げ
る
の
が
、
従

来
の
ア
メ
リ
カ
の
不
法
移
民
へ
の
寛
容
さ
で
あ
る22

。
こ
の
寛
容
さ
が
、
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
ポ
ッ
ト
の
形
成
を
妨
げ
る
、
低
ス

キ
ル
移
民
の
大
規
模
な
流
入
を
妨
げ
て
き
た
と
サ
ラ
ー
ム
は
み
な
し
て
い
る
。
低
ス
キ
ル
移
民
へ
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
寛
容
さ
が
、
不
法
移

民
と
富
裕
層
の
双
方
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
っ
て
き
た
反
面
、
ア
メ
リ
カ
社
会
全
体
に
と
っ
て
は
長
期
的
に
み
て
悪
影
響
が
あ
る
こ
と
を
、

サ
ラ
ー
ム
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
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低
ス
キ
ル
移
民
は
、
移
民
労
働
者
た
ち
自
身
と
、
か
れ
ら
に
き
わ
め
て
依
存
し
て
い
る
豊
か
な
専
門
職
た
ち
を
非
常
に
富
ま
せ
る
一
方
、

こ
の
複
合
的
な
効
果
は
貧
困
率
を
押
し
上
げ
、
広
範
な
領
域
の
わ
れ
わ
れ
の
経
済
を
、
低
い
賃
金
、
低
い
生
産
性
と
い
う
わ
だ
ち
に
は

ま
り
こ
ま
せ
て
し
ま
う23

。

　
そ
れ
ゆ
え
に
サ
ラ
ー
ム
は
、
低
ス
キ
ル
移
民
を
す
く
な
く
と
も
あ
る
時
期
に
お
い
て
制
限
し
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
高
ス
キ
ル
移
民
を
も
っ

と
受
け
入
れ
る
、
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
移
民
制
度
へ
の
移
行
を
提
言
す
る
。
そ
れ
は
豊
か
な
専
門
職
を
競
争
に
晒
し
、
低
ス
キ
ル
の
労
働
者

た
ち
も
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
言
え
、
こ
の
移
行
が
も
た
ら
し
う
る
賃
金
上
昇
は
、
生
産
性
を
上
げ
る
方
向
へ
と

雇
用
者
た
ち
を
向
か
わ
せ
る
。
よ
り
選
択
的
で
ス
キ
ル
に
基
づ
く
も
の
に
な
っ
た
移
民
制
度
は
、
平
等
主
義
的
な
経
済
、
す
な
わ
ち
汚
い
仕

事
は
機
械
が
お
こ
な
い
つ
つ
、
労
働
者
た
ち
が
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
安
定
を
享
受
す
る
よ
う
な
経
済
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
サ
ラ
ー
ム
は
指
摘

す
る24

。

　
サ
ラ
ー
ム
の
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
へ
の
懐
疑
と
い
う
ア
ン
ト
ン
と
共
通
す
る
側
面
を
有
す
る
一
方
、
専

門
職
と
低
ス
キ
ル
労
働
者
に
階
級
的
分
裂
が
生
じ
て
い
る
な
か
、
不
法
移
民
お
よ
び
大
量
移
民
を
規
制
し
つ
つ
、
階
級
分
裂
を
克
服
す
る
鍵

で
あ
る
と
言
え
る
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
再
建
を
提
言
す
る
も
の
で
あ
る25

。
サ
ラ
ー
ム
に
し
た
が
え
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
は
大
量
移
民
が
誘
発
す
る
人

種
差
別
や
分
極
化
を
懸
念
す
る
一
方
、
移
民
を
規
制
し
て
流
入
の
ペ
ー
ス
を
抑
え
る
こ
と
は
偏
見
に
屈
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
を
避

け
よ
う
と
し
て
、
現
状
維
持
の
政
策
を
逆
に
倍
賭
け
的
に
推
し
進
め
る
「
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
・
パ
ラ
ド
ク
ス
」
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、

移
民
に
対
す
る
反
感
を
防
ぐ
政
策
を
採
用
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
人
種
差
別
的
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
サ
ラ
ー
ム
の
判
断
で
あ
る26

。
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４
　
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
と
行
政
国
家
の
結
託
に
抗
す
る

　
抑
制
さ
れ
た
筆
致
の
サ
ラ
ー
ム
と
は
対
照
的
に
、
扇
情
的
な
論
調
で
「
行
政
国
家
（adm

inistrative state

）」
に
よ
っ
て
意
図
的
に
ア
メ

リ
カ
の
階
級
的
分
裂
は
強
化
さ
れ
て
き
た
と
主
張
す
る
の
は
、
ト
ラ
ン
プ
支
持
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
ト
ラ
ン
プ
・
ジ
ュ

ニ
ア
の
ス
ピ
ー
チ
ラ
イ
タ
ー
や
ト
ラ
ン
プ
の
政
権
移
行
チ
ー
ム
の
一
員
も
務
め
た
Ｆ
・
Ｈ
・
バ
ッ
ク
リ
ー
で
あ
る
。
前
節
で
検
討
し
た
サ

ラ
ー
ム
の
『
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
ポ
ッ
ト
か
内
戦
か
』
と
同
じ
く
、
二
〇
一
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
バ
ッ
ク
リ
ー
の
『
共リ

パ
ブ
リ
カ
ン
・
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
バ
ー
テ
ィ

和
主
義
労
働
者
党
―
―
い

か
に
ト
ラ
ン
プ
の
勝
利
は
皆
を
怒
ら
せ
た
か
、
そ
し
て
何
故
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
必
要
だ
っ
た
か
』
を
こ
の
節
で
は
取
り
上
げ
る
。
な
お
、

カ
ナ
ダ
生
ま
れ
の
バ
ッ
ク
リ
ー
は
、
マ
ッ
ギ
ル
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
後
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
メ
イ
ソ
ン
大
学
に
赴
任
し
、

二
〇
一
四
年
に
ア
メ
リ
カ
に
帰
化
し
て
い
る27

。

　
バ
ッ
ク
リ
ー
は
サ
ラ
ー
ム
に
も
ま
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
階
級
的
分
割
に
つ
い
て
自
覚
的
に
語
る
。
す
な
わ
ち
バ
ッ
ク
リ
ー
は
「
ア
メ
リ
カ

が
異
な
る
階
級
に
分
割
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
、
現
在
は
革
命
の
と
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
マ
ル
ク
ス
主

義
者
で
あ
る
」
と
自
己
規
定
し
た
う
え
で
、「
右
派
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
と
い
う
呼
称
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る28

。
そ
う
し

た
バ
ッ
ク
リ
ー
に
よ
れ
ば
、今
日
に
お
い
て「
ア
メ
リ
カ
の
貴
族
制
」を
創
り
出
し
て
い
る
の
は「
立
派
な
資
格
を
も
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
な
エ
リ
ー

ト
た
ち
」
で
あ
り
、
こ
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
「
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
（N

ew
 Class

）」
と
呼
ば
れ
る
存
在
で
あ
る29

。

　
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
は
、
プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
選
手
や
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
ス
タ
ー
の
よ
う
な
、
上
位
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
あ
る
い
は
〇
・

〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
超
金
持
ち
で
は
な
い
。
バ
ッ
ク
リ
ー
に
し
た
が
え
ば
、
か
れ
ら
は
平
等
主
義
的
で
、
自
力
で
出
世
し
た
の
で
あ
り
、
人

び
と
も
か
れ
ら
が
金
持
ち
で
あ
る
こ
と
を
と
く
に
恨
ん
だ
り
は
し
な
い30

。
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
と
は
、「
残
り
の
上
位
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
年
収

二
〇
万
ド
ル
以
上
を
得
て
い
る
専
門
職
」
の
こ
と
で
あ
り
、
リ
ベ
ラ
ル
な
信
念
を
も
ち
、
発
言
が
社
会
的
に
承
認
さ
れ
、
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・

コ
レ
ク
ト
ネ
ス
か
ら
の
逸
脱
を
恐
れ
て
ジ
ョ
ー
ク
を
言
う
こ
と
が
決
し
て
な
い
よ
う
な
人
び
と
の
こ
と
で
あ
る31

。
バ
ッ
ク
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
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ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
は
行
政
国
家
を
つ
か
っ
て
不
公
平
な
ル
ー
ル
を
人
び
と
に
押
し
つ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
流
動
性
を
奪
っ
て
い

る
。
と
く
に
人
び
と
が
も
っ
と
も
不
安
に
感
じ
て
い
る
の
は
、
世
代
間
の
流
動
性
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る32

。
ア
メ

リ
カ
の
社
会
か
ら
流
動
性
を
奪
っ
て
い
る
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
は
、ま
さ
に
か
つ
て
の
貴
族
の
よ
う
に
君
臨
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、バ
ッ
ク
リ
ー

の
描
く
構
図
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
構
図
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
は
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
を
代
表
す
る
大
統
領
候
補
で
あ
っ
た
。
実
際
に
バ
ッ

ク
リ
ー
は
、
ヒ
ラ
リ
ー
と
ト
ラ
ン
プ
と
の
戦
い
、
な
ら
び
に
ヒ
ラ
リ
ー
に
た
い
す
る
ト
ラ
ン
プ
の
勝
利
を
「
反
革
命
的
で
貴
族
的
な
ニ
ュ
ー

ク
ラ
ス
の
リ
ベ
ラ
ル
な
候
補
者
が
、
社
会
的
流
動
性
へ
の
道
を
も
た
ら
す
革
命
的
な
資
本
家
に
負
け
た33

」
と
形
容
し
て
い
る
。
ヒ
ラ
リ
ー

に
勝
利
し
た
ト
ラ
ン
プ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
的
流
動
性
を
回
復
す
る
た
め
に
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
バ
ッ
ク
リ
ー
に
よ
れ

ば
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
人
び
と
へ
の
雇
用
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
共
和
党
の
再
編
、
具
体
的
に
は
労
働
者
の
た

め
の
新
し
い
政
党
の
創
出
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
リ
ー
は
そ
の
よ
う
な
再
編
さ
れ
た
共
和
党
の
姿
を
「
共
和
主
義
労
働
者
党
（the Republican 

W
orkers Party

）」
と
呼
ぶ
。
こ
の
党
の
基
本
原
則
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

共
和
主
義
労
働
者
党
は
、
縁
故
資
本
主
義
（crony capitalism

）
に
反
対
す
る
と
い
う
点
で
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
本

当
に
必
要
と
し
て
い
る
人
び
と
へ
の
福
祉
政
策
と
い
う
点
で
経
済
的
に
は
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
。
共
和
主
義
労
働
者
党
は
、
ア
メ
リ
カ
人

の
福
祉
と
外
国
人
の
福
祉
と
の
違
い
に
無
関
心
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
を
拒
否
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
党
で
あ
る
だ
ろ
う
。
共
和

主
義
労
働
者
党
は
、
雇
用
創
出
の
大
統
領
（jobs president

）
に
率
い
ら
れ
る
雇
用
創
出
の
政
党
で
あ
る34

。

　
民
主
党
な
ら
び
に
リ
ベ
ラ
ル
を
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
と
し
て
批
判
す
る
バ
ッ
ク
リ
ー
で
あ
る
が
、
経
済
的
に
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
標
榜
し
て
い
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る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る35

。
た
だ
し
、
こ
の
経
済
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
た
め
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
る
点
は
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
次
節
で
後
述
す
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
サ
ラ
ー
ム
に
と
っ
て
低
生
産
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
移
民
問
題
は
、
バ
ッ
ク
リ
ー
に
と
っ
て
は
ア
メ
リ
カ
の
流
動
性

の
低
下
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
る36

。
バ
ッ
ク
リ
ー
は
か
つ
て
の
母
国
で
あ
る
カ
ナ
ダ
を
例
に
引
き
、
ア
メ
リ
カ
を
も
っ
と
流
動
的
な
社

会
に
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
カ
ナ
ダ
を
参
考
に
し
た
移
民
制
度
改
革
を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
求

め
ら
れ
て
い
る
職
種
や
学
歴
、
語
学
力
等
を
ポ
イ
ン
ト
に
換
算
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
移
民
の
申
請
が
可
能
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
「
ポ
イ
ン

ト
制
度
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト
制
度
は
カ
ナ
ダ
に
、
ア
メ
リ
カ
に
来
る
人
び
と
よ
り
も
ス
キ
ル
が
あ
り
、
ず
っ
と
早
く
同

化
す
る
移
民
を
も
た
ら
し
て
き
て
い
る
と
バ
ッ
ク
リ
ー
は
指
摘
し
て
い
る37

。

　
か
く
し
て
、
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
移
民
制
度
へ
の
移
行
と
い
う
点
で
、
サ
ラ
ー
ム
と
バ
ッ
ク
リ
ー
は
ほ
ぼ
同
一
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
現
下
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
階
級
的
分
裂
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ト
ラ
ン
プ
支
持
の
バ
ッ
ク

リ
ー
の
構
図
は
、
ト
ラ
ン
プ
静
観
の
サ
ラ
ー
ム
の
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
先
鋭
的
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
移
民
制
度
は
、高
い
ス
キ
ル
を
も
っ
た
移
民
と
の
競
争
か
ら
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
を
守
っ
て
い
る
一
方
で
、同
時
に
も
っ

と
も
豊
か
な
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
に
安
価
な
メ
イ
ド
と
庭
師
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
豊
か
な
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
と
は
、
も
ち
ろ
ん
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
リ
ー
の
構
図
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、

現
在
の
移
民
制
度
は
不
法
移
民
と
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
の
利
益
に
か
な
う
一
方
、
大
多
数
の
ア
メ
リ
カ
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
不
利
益
を
も
た
ら

す
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
が
自
ら
の
階
級
利
益
を
守
る
た
め
に
、
問
題
の
多
い
移
民
制
度
を
温
存
し
て
い
る
と
い
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う
理
解
で
あ
る
。
こ
の
温
存
を
可
能
に
し
て
い
る
装
置
こ
そ
、
バ
ッ
ク
リ
ー
に
と
っ
て
は
行
政
国
家
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
行
政
国
家
が
作

り
出
す
、
複
雑
に
か
ら
ま
り
あ
っ
た
規
則
や
規
制
の
数
々
は
バ
ッ
ク
リ
ー
に
と
っ
て
、
残
り
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
び
と
を
な
す
小
規
模

事
業
者
や
労
働
者
た
ち
を
実
質
的
に
通
さ
な
い
よ
う
に
す
る
障
壁
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
バ
ッ
ク
リ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
行
政
国
家
は
上

位
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
び
と
を
政
府
職
員
と
し
て
直
接
雇
用
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
弁
護
士
、
ロ
ビ
イ
ス
ト
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
し
て
か

れ
ら
を
間
接
的
に
雇
用
し
、
そ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
家
や
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
、
か
れ
ら
が
行
政
国
家
の
周
囲
で
利
益
を
得

ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
バ
ッ
ク
リ
ー
は
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
の
利
益
に
か
な
う
行
政
国
家
を
「
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
が
そ
の
な
か
に

住
ん
で
い
る
イ
バ
ラ
」
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る38

。
こ
の
行
政
国
家
を
打
ち
壊
す
存
在
こ
そ
、
バ
ッ
ク
リ
ー
に
と
っ
て
「
沼
を
き
れ
い
に
す

る
（drain the sw

am
p

）」
と
人
び
と
に
語
っ
て
き
た
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
で
あ
り
、
そ
の
ト
ラ
ン
プ
の
も
と
で
共
和
主
義
労
働
者
党
と
し
て

再
出
発
す
べ
き
共
和
党
で
あ
っ
た
。

５
　
ト
ラ
ン
プ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
擁
護
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
の
声

　
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
と
行
政
国
家
に
牛
耳
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
を
取
り
戻
す
べ
く
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
誕
生
を
契
機
に
共
和
党
を
共
和
主
義
労
働
者

党
と
し
て
再
生
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
バ
ッ
ク
リ
ー
だ
が
、
で
は
、
ト
ラ
ン
プ
な
い
し
は
共
和
主
義
労
働
者
党
を
主
導
す
る
理
念
は
、
一
体

ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
バ
ッ
ク
リ
ー
は
こ
う
主
張
す
る
。

共
和
主
義
労
働
者
党
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
反
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
民
主
党
と
昨
日
の
共
和
党
の
開

か
れ
た
国
境
を
拒
絶
す
る39

。
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
人
と
の
連
帯
の
感
覚
を
も
ち
、
す
べ
て
の
同
胞
市
民
の
福
祉
を
推
進
す
る
こ
と
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
バ
ッ
ク
リ
ー
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
に
拘
泥
す
る
民
主
党
は
狭
量
で
あ
る
と
批
判
し
つ
つ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は

平
等
主
義
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
バ
ッ
ク
リ
ー
は
、
オ
ル
ト
ラ
イ
ト
の
白
人
至
上
主
義
や
ブ
ラ
ッ
ク
・

ラ
イ
ヴ
ズ
・
マ
タ
ー
（Black Lives M

atter

）
の
よ
う
な
単
一
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
重
き
を
置
く
左
右
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
動
き
は
、エ
ス
ニ
ッ

ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
批
判
す
る
と
と
も
に
、
人
種
や
性
的
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
い
て
、
あ
る
一
定
の
ア
メ
リ
カ
人
を

二
級
市
民
に
す
る
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
、
き
わ
め
て
反
ア
メ
リ
カ
的
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
バ
ッ
ク
リ
ー
自
身
が
そ
の
よ
う
に

公
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
か
れ
の
立
場
は
、
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て

も
こ
の
バ
ッ
ク
リ
ー
の
主
張
に
端
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
れ
ト
ラ
ン
プ
の
登
場
以
降
、
ア
メ
リ
カ
の
保

守
主
義
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
急
速
に
思
想
的
な
力
を
帯
び
つ
つ
あ
る
と
言
え
る40

。

　
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
自
身
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
二
日
に
テ
キ
サ
ス
州
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
で
お
こ
な
っ
た
支
持
者
向
け
集
会
の
な
か
で
、
自

ら
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
公
言
し
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
は
自
分
の
国
の
こ
と
を
あ
ま
り
大
事
に
思
わ
な
い
者
の
こ
と
を
グ
ロ
ー
バ
リ

ス
ト
と
言
う
と
前
置
き
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
と
聴
衆
に
言
っ
た
。
そ
し
て
、「
ち
ょ
っ
と
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
が
（It sort of 

becam
e old-fashioned

）」
と
つ
け
加
え
た
う
え
で
「
わ
た
し
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
」
と
語
り
、
大
き
な
拍
手
を
浴
び
た41

。

　
ト
ラ
ン
プ
の
こ
の
発
言
を
踏
ま
え
、
直
後
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
と
く
に
リ
ベ
ラ
ル
な
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
ト
ラ
ン
プ
に
批
判
的
な
意
見

が
出
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
用
語
は
、
ホ
ワ
イ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ナ
チ
ズ
ム
の
よ
う
な
思
想
を
呼
び
起

こ
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
い
か
ず
と
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
あ
る
国
民
的
な
価

値
を
と
も
に
共
有
し
な
い
人
び
と
を
下
位
に
置
く
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
こ
の
言

葉
を
使
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
が
出
さ
れ
た42

。



一
七

Journal of Intercultural Studies (Kobe University) Vol. 52 (2019) 

　
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
ト
ラ
ン
プ
の
発
言
を
擁
護
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
け
っ
し
て
危
険
な
思
想
で
は

な
い
と
の
論
陣
を
張
っ
た
知
識
人
の
ひ
と
り
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
在
住
の
シ
オ
ニ
ス
ト
で
あ
る
ヨ
ラ
ム
・
ハ
ゾ
ニ
ー
で
あ
っ
た43

。
ハ
ゾ
ニ
ー
の

主
張
は
、
こ
れ
も
二
〇
一
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
美
徳
』
の
な
か
で
詳
し
く
展
開
さ
れ
て
い
る44

。
そ
の
主
張
を
端
的
に

示
す
な
ら
そ
れ
は
、
人
類
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
最
善
の
政
治
秩
序
原
理
は
独
立
し
た
国
民
国
家
で
あ
り
、
各
々
の
国
民
国
家
は
相
互
的

な
精
神
的
絆
（m

utual loyalty

）
と
い
う
紐
帯
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
ハ
ゾ
ニ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
第
一
の
特
徴
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
帝
国
主
義
と
の
対
比
の
な
か
で
一
貫
し
て
考
察
す
る
と
い
う

図
式
を
採
用
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
ハ
ゾ
ニ
ー
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
帝
国
主
義
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
一
九
世
紀

末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
資
本
主
義
の
発
展
段
階
と
し
て
の
特
定
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
の
聖
書
に
立
脚
し
た
歴
史
的
射
程
の

長
い
も
の
で
あ
る45

。
す
な
わ
ち
、
エ
ジ
プ
ト
、
バ
ビ
ロ
ン
、
ア
ッ
シ
リ
ア
、
ロ
ー
マ
帝
国
、
さ
ら
に
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
か
ら
、
冷
戦
後
の
ふ
た
つ
の
「
帝
国
主
義
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
あ
る
と
ハ
ゾ
ニ
ー
が
み
な
す
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
連
合
と
ア
メ
リ
カ
的
世
界
秩
序
ま
で
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
秩
序
を
掲
げ
る
帝
国
の
出
現
は
西
洋
の
歴
史
の
始
ま
り

か
ら
あ
る
一
方
、
帝
国
と
は
実
際
に
は
き
わ
め
て
抑
圧
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、「
他
の
独
立
し
た
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
の
境
界
の
内
部

に
住
む
、
ひ
と
つ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
独
立
に
基
づ
い
た
政
治
秩
序
」
と
い
う
別
の
理
想
が
、
同
時
に
西
洋
で
は
構
想
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
後

者
の
理
想
を
幾
多
の
困
難
の
な
か
か
ら
学
ん
だ
の
が
、
ハ
ゾ
ニ
ー
に
し
た
が
え
ば
ユ
ダ
ヤ
の
民
で
あ
っ
た46

。

　
ハ
ゾ
ニ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
第
二
の
特
徴
的
な
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
帝
国
主
義
に
抗
す
る
も
の
と
し
て
等
し
く

肯
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
高
い
価
値
が
置
か
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ゾ

ニ
ー
が
高
く
評
価
し
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
も
と
で
形
成
さ
れ
て
き
た
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
ハ
ゾ
ニ
ー
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
構
想
の
な
か
に
あ
る
二
つ
の
原
理
、
す
な
わ
ち
「
国
民
の
独
立
（national 
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）」
と
、「
正
統
な
政
府
に
と
っ
て
最
低
限
の
聖
書
的
道
徳
（biblical m

oral m
inim

um

）」
を
高
く
評
価
し
、
こ
れ
こ
そ
が

保
守
的
な
い
し
は
伝
統
的
な
観
点
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る47

。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
構
想
に
端
を
発
す
る
も
の
の
な
か
で
も
っ
と

も
重
要
な
の
が
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
ら
の
な
か
に
見
出
せ
る
よ
う
な
、
ア
ン

グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
保
守
的
な
伝
統
で
あ
る
。
ハ
ゾ
ニ
ー
が
列
挙
す
る
の
は
、
制
限
さ
れ
た
執
行
権
、
個
人
の
諸
自
由
、
聖
書
に
基
づ
い

た
公
共
宗
教
、
他
国
と
比
較
し
て
英
国
と
ア
メ
リ
カ
の
穏
健
な
政
治
的
生
活
に
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
貢
献
し
た
歴
史
的
経
験
主
義
で
あ
る48

。

　
ハ
ゾ
ニ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
第
三
の
特
徴
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
単
位
の
一
定
の
開
放
性
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
シ
ナ
イ
山
で
十
戒
を
受
け
入
れ
た
も
の
の
な
か
に
は
エ
ジ
プ
ト
人
も
い
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う

ネ
イ
シ
ョ
ン
は
、
親
か
ら
子
に
受
け
継
が
れ
る
歴
史
、
言
語
、
宗
教
の
共
有
さ
れ
た
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
種
や
生
物
学

と
は
関
係
が
な
い
と
論
じ
て
い
る49

。

　
ハ
ゾ
ニ
ー
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
核
と
し
て
構
成
員
の
相
互
的
な
精
神
的
絆
を
強
調
し
、
そ
れ
が
育
ま
れ
る
政
治
秩
序
の
礎
石
と
し
て
家

族
―
―
お
よ
び
そ
の
延
長
と
し
て
の
一
族
（clan
）
―
―
を
重
視
す
る
。
た
だ
し
ハ
ゾ
ニ
ー
は
、
家
族
は
自
分
た
ち
の
あ
い
だ
で
生
ま
れ
た

の
で
は
な
い
子
を
養
子
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、実
際
に
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る50

。
あ
る
い
は
ま
た
、「
同

様
に
諸
国
民
は
、
外
国
生
ま
れ
の
諸
個
人
や
家
族
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
は
外
国
人
で
あ
っ
た
が
、
も
は
や
外
国
人
と
は
み
な
さ
れ
な
い
一

族
を
ま
る
ご
と
養
子
と
し
て
受
け
入
れ
る
」
と
も
ハ
ゾ
ニ
ー
は
言
及
し
て
い
る51

。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
今
日
的
な
言
い
方
に
沿
え
ば
、
相
互

的
な
精
神
的
絆
を
結
び
う
る
限
り
に
お
い
て
の
移
民
の
受
け
入
れ
を
ハ
ゾ
ニ
ー
は
否
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る52

。

　
最
後
に
、
ハ
ゾ
ニ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
か
れ
の
一
貫
し
た
宗
教
的
観
点
か
ら
の
議
論
が
最
終
的

に
念
頭
に
置
い
て
い
る
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
か
ら
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
な

ら
び
に
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
経
験
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
理
解
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
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い
と
、
ハ
ゾ
ニ
ー
に
お
い
て
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
か
ん
し
て
、
ハ
ゾ
ニ
ー
の
議
論
が
根
底
に
有
し
て
い
る
の
は
、
国
民
国
家
の
形
態
を
捨
て
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
を
形
成
す
る
か

た
わ
ら
、
パ
レ
ス
チ
ナ
を
め
ぐ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
を
し
ば
し
ば
批
判
す
る
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ら
び
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
知

識
人
た
ち
に
た
い
す
る
不
信
感
で
あ
る53

。
ハ
ゾ
ニ
ー
は
ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
概
念
を
援
用
し
つ
つ
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
か
ら

得
ら
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
歴
史
的
教
訓
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
で
両
立
不
可
能
な
ま
で
に
正
反
対
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
意
味
と
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
自
分
た
ち
の
子
ど
も
を
守
る

方
法
を
見
つ
け
る
努
力
を
怠
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
は
、
唯
一
の
防
壁
は
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
、
す
な
わ
ち

国
民
国
家
―
―
な
ら
び
に
国
民
皆
兵
―
―
を
自
ら
が
も
つ
こ
と
で
あ
っ
た54

。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
得
た
結
論
は
、
ド
イ
ツ

国
民
に
生
殺
与
奪
の
権
力
を
与
え
て
お
く
の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
国
民
国
家
を
放
棄
し
て
、
単
一
の
国
家
間
政
府
を
樹
立
す
る

こ
と
だ
っ
た55

。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
こ
そ
が
解
決
策
で
あ
る
と
考
え
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
の
両
立
不
可
能
な
見
解
の
相
違
に
た
い
す
る
い
ら
立
ち
が
、
ハ
ゾ
ニ
ー
の
著
作
の
根
底
に
は
存
在
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
、
政
治
理
論
的
な
観
点
か
ら
言
え
ば
時
代
遅
れ
と
も
み
え
る
ハ
ゾ
ニ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
擁
護
は
、
国
民
国
家
が
歴
史
的

に
は
過
去
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
考
え
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
国
際
主
義
者
た
ち
（liberal internationalists

）56

」
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
を
守
り
、

独
立
し
た
国
民
国
家
へ
の
賛
意
を
有
す
る
人
び
と
と
の
結
束
を
求
め
、
か
つ
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
冷
戦
後
に
ユ
ニ
ラ

テ
ラ
リ
ズ
ム
の
外
交
方
針
を
し
ば
し
ば
採
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
リ
ベ
ラ
ル
か
ら
批
判
的
ま
な
ざ
し
を
向
け
ら
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
は
、
ブ
レ

グ
ジ
ッ
ト
に
進
む
英
国
と
な
ら
ん
で
ハ
ゾ
ニ
ー
に
と
っ
て
は
多
く
の「
友
人
た
ち
」が
い
る
国
で
あ
っ
て
き
た
。
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
、

ア
メ
リ
カ
的
世
界
秩
序
の
野
心
か
ら
よ
う
や
く
離
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
現
在
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
理
念
を

よ
り
一
層
共
有
す
る
好
機
が
来
て
い
る
と
、
ハ
ゾ
ニ
ー
に
は
み
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い57

。
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６
　
結
語
―
―
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察

　
以
上
の
本
稿
を
踏
ま
え
て
最
後
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
今
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
言
説
の
推
移
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
お

こ
な
い
た
い
。
し
ば
し
ば
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
他
国
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、ア
メ
リ
カ
例
外
論
、

世
界
に
た
い
す
る
特
別
な
使
命
感
の
意
識
、
あ
る
い
は
特
定
の
政
治
的
信
条
と
抜
き
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
わ
れ
て
き
た58

。
ア
メ
リ

カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
て
き
た
所
以
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
ネ
オ
コ
ン
の
知
識
人
た
ち
が
自
他
と
も
に

影
響
力
を
誇
っ
た
時
期
に
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
言
説
が
し
ば
し
ば
、
か
れ
ら
の
口
か
ら
意
識
的
に
語
ら
れ
も
し
た
。

　
だ
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
誕
生
後
に
優
勢
と
な
っ
て
き
た
保
守
の
知
識
人
た
ち
の
言
説
を
検
討
す
る
と
、「
移
民
の
国
」
ア
メ
リ
カ
を
否
定

す
る
主
張
、
あ
る
い
は
カ
ナ
ダ
な
ど
の
隣
国
を
模
範
と
し
て
移
民
制
度
改
革
を
求
め
る
議
論
に
は
、
ア
メ
リ
カ
が
他
国
と
比
し
て
世
界
の
な

か
で
特
別
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
と
い
っ
た
主
張
は
姿
を
消
し
、
普
通
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
求
め
る
動
き
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

一
見
し
て
み
え
る
。

　
し
か
し
、
現
在
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
言
説
が
従
来
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
的
思
考
か
ら
離
反
し
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

早
計
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
ア
ン
ト
ン
の
移
民
受
け
入
れ
に
た
い
す
る
強
い
異
論
は
、
ア
メ
リ
カ
建
国
の
原
理
を
理
解
し
な
い
者
た
ち
に
よ
っ

て
そ
の
原
理
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
た
い
す
る
懸
念
を
根
底
に
有
し
て
お
り
、
ネ
オ
コ
ン
の
議
論
が
攻
撃
的
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
そ
の
議

論
は
防
御
的
と
は
言
え
、
ア
メ
リ
カ
が
特
定
の
政
治
的
信
条
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
詳

述
す
る
紙
幅
が
な
い
も
の
の
、
実
際
に
ア
ン
ト
ン
は
、「
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
航
空
九
三
便
と
し
て
の
選
挙
」
な
ら
び
に
再
説
を
収
録
し
、
新
し

い
論
考
を
追
加
し
た
最
新
の
著
作
の
な
か
で
、
自
ら
の
著
述
の
目
的
が
「
保
守
主
義
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
、
西
洋
文
明
の
本
質
を
描
く
こ
と
」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る59

。

　
あ
る
い
は
、ハ
ゾ
ニ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、い
か
に
相
互
的
な
精
神
的
絆
が
重
視
さ
れ
よ
う
と
も
、ア
ン
グ
ロ
・
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ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
他
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
な
い
特
別
な
高
い
価
値
が
あ
る
と
い
う
主
張
が
主
流
を
占
め
続
け
る
と
す

れ
ば
、
現
在
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
一
連
の
言
説
は
、
時
々
の
状
況
に
合
わ
せ
て
力
点
を
変
容
さ
せ
つ
つ
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ

ム
の
継
続
と
し
て
解
釈
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
単
な
る
表
面
的
な
力
点
の
変
化
に
す
ぎ
な
い
の
か
否
か
、
と
い
う
問
い
は
残
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
保
守
の
あ
い
だ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
が
静
か
に
起
き

て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

　
本
稿
は
、
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
と
移
民
問
題
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
変
容
に
つ
い
て
近
年
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と

に
焦
点
を
当
て
た
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
は
長
期
的
な
視
座
に
よ
る
研
究
と
の
接
続
が
今
後
と
も
不
可
欠
で
あ
る
。

本
稿
は
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研
究
Ｃ
）「
環
大
西
洋
保
守
主
義
思
想
の
形
成
と
展
開
―
―
社
会
改
革
思
想
と
の
競
合
の
思
想
史
的

検
討
」（
研
究
課
題
番
号 17K03541

）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

１ 

当
初
は
匿
名
の
論
考
で
あ
っ
た
「
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
航
空
九
三
便
と
し
て
の
選
挙
」
を
含
め
、
二
〇
一
六
年
の
大
統
領
選
挙
時
の
保
守
の
知
識
人
の
動
向

に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
稿
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
拙
稿
「
ト
ラ
ン
プ
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
現
在
―
―
旗
幟
を
鮮
明
に
す
る
西
海
岸
シ
ュ

ト
ラ
ウ
ス
学
派
」、『
法
学
新
報
』
第
一
二
四
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
一
七
年
四
月
）。

２ 

本
文
中
で
後
述
す
る
よ
う
に
ト
ラ
ン
プ
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
ス
ピ
ー
チ
ラ
イ
タ
ー
や
ト
ラ
ン
プ
の
政
権
移
行
チ
ー
ム
の
一
員
を
務
め
た
、
本
稿
で
後
述
す
る

Ｆ
・
Ｈ
・
バ
ッ
ク
リ
ー
は
自
ら
の
著
作
の
な
か
で
、
ア
ン
ト
ン
は
ボ
ル
ト
ン
の
補
佐
官
就
任
を
後
押
し
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ア
ン
ト
ン
を
さ
っ

そ
く
首
に
し
た
の
は
ボ
ル
ト
ン
だ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。F. H

. Buckley, The Republican W
orkers Party: H

ow the Trum
p V

ictory D
rove 
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Everyone Crazy, and W

hy It W
as Just W

hat W
e N

eeded (N
ew

 York: Encounter Books, 2018), pp. 33-34.

３ 
M

ichael A
nton, “C

itizenship Shouldn’t Be a Birthright,” The W
ashington Post, last updated July 18, 2018, https://w

w
w.

w
ashingtonpost.com

/opinions/citizenship-shouldnt-be-a-birthright/2018/07/18/7d0e2998-8912-11e8-85ae-511bc1146b0b_story.

htm
l?utm

_term
=.0330ef86fb54.

４ 
Priscilla Alvarez, “Trum

p's Plan to End Birthright Citizenship Takes D
irect Aim

 at the Constitution,” The A
tlantic, last update 

O
ctober 30 2018, https://w

w
w.theatlantic.com

/politics/archive/2018/10/trum
ps-m

urky-plan-end-birthright-citizenship/574366/.

５ 
Reihan Salam

, “A Better Solution to Am
erica’s Im

m
igration Problem

,” Slate, last updated N
ovem

ber 21, 2014, https://slate.com
/

new
s-and-politics/2014/11/obam

a-im
m
igration-plan-w

hy-its-tim
e-to-end-birthright-citizenship.htm

l.

６ 
Edw

ard J. Erler, Thom
as G. W

est and John M
arini, The Founders on Citizenship and Im

m
igration: Principles and Challenges in 

A
m
erica (Row

m
an &

 Littlefield, 2007).

７ 

ド
レ
ッ
ド
・
ス
コ
ッ
ト
判
決
に
至
る
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
を
対
象
と
し
た
、
出
生
地
主
義
に
基
づ
く
市
民
権
を
め
ぐ
る
実
証
的
な
歴
史
研
究
と
し
て
は
、

以
下
の
近
年
の
成
果
が
ま
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。M

artha S Jones, Birthright Citizens: A
 H

istory of Race and Rights in A
ntebellum

 

A
m
erica (Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity Press, 2018).

８ 
G
arett Epps, “The Fourteenth Am

endm
ent Can’t Be Revoked by Executive O

rder,” The A
tlantic, last updated July 19, 2018, 

https://w
w
w.theatlantic.com

/ideas/archive/2018/07/the-fourteenth-am
endm

ent-is-a-battleground-for-citizenship/565655/.

９ 

連
邦
最
高
裁
は
す
で
に
こ
の
問
題
を
解
決
し
て
お
り
、「
合
衆
国
対
ウ
ォ
ン
・
キ
ム
・
ア
ク
〔
黃
金
德
〕」
で
出
生
地
主
義
に
よ
る
市
民
権
は
確
立
さ
れ

た
と
主
張
す
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
誤
っ
て
い
る
と
ア
ン
ト
ン
は
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
所
が
判
断
し
た
の
は
、
合
法
な
居
住
者

の
子
ど
も
は
市
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
不
法
に
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
る
者
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
地
位
に
つ
い
て
は
上
述
の
判
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決
で
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
ア
ン
ト
ン
の
主
張
で
あ
る
。「
合
衆
国
対
ウ
ォ
ン
・
キ
ム
・
ア
ク
」
を
め
ぐ
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
エ
リ
カ
・

リ
ー
の
以
下
の
著
作
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。Erika Lee, A

t A
m
erica's Gates: Chinese Im

m
igration during the Exclusion Era, 1882-1943 

(Chapel H
ill: The U

niversity of N
orth Carolina Press, 2003).

10 
M

ichael Anton, “Am
erica Is N

ot the Com
m
on Property of All M

ankind,” A
m
erican Greatness, last updated July 2, 2018, https://

am
greatness.com

/2018/07/02/am
erica-is-not-the-com

m
on-property-of-all-m

ankind/.

11 

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
の
提
示
す
る
六
つ
の
論
点
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
以
下
の
よ
う
に
、
少
子
高
齢
化
の
日
本
が
、
ア
メ
リ
カ
が
陥
っ
て
は
い

け
な
い
悪
し
き
先
例
と
し
て
言
及
さ
れ
る
点
に
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
①
ア
メ
リ
カ
の
出
生
率
は
記
録
的
な
低
水
準
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
本
が
陥
っ

て
い
る
の
と
同
じ
経
済
の
衰
退
の
予
兆
で
あ
る
。
②
ア
メ
リ
カ
は
高
齢
化
し
て
い
る
。
移
民
反
対
に
抗
す
る
こ
と
が
、
日
本
と
同
様
の
運
命
を
避
け
る

た
め
に
必
要
で
あ
る
。
③
多
様
な
産
業
で
の
労
働
力
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
④
田
舎
や
小
さ
な
町
の
多
く
は
ひ
と
が
い
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
⑤

合
衆
国
に
お
け
る
移
民
の
割
合
は
他
国
と
比
較
し
て
と
く
に
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。⑥
移
民
た
ち
は
生
粋
の
ア
メ
リ
カ
人
よ
り
も
良
い
市
民
で
あ
る
。

よ
り
起
業
家
精
神
に
富
み
、
教
会
に
通
い
、
婚
外
子
が
少
な
く
、
犯
罪
も
お
こ
さ
な
い
。Bret Stephens, “O

ur Real Im
m
igration Problem

,” 

The N
ew York Tim

es, last updated June 21 2018, https://w
w
w.nytim

es.com
/2018/06/21/opinion/trum

p-im
m
igration-reform

.htm
l.

12 

ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
マ
イ
ケ
ル
・
ア
ン
ト
ン
を
受
け
て
「
ア
メ
リ
カ
は
移
民
た
ち
の
国
で
は
な
い
」
と
い
う
論
考
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
『
ア
メ
リ
カ
ン
・

グ
レ
イ
ト
ネ
ス
』に
七
月
八
日
付
で
寄
稿
し
た
ペ
ド
ロ
・
ゴ
ン
ザ
レ
ス（Pedro Gonzalez

）の
議
論
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。Pedro Gonzalez, “Am

erica 

Is N
ot a N

ation of Im
m
igrants,” A

m
erican Greatness, last updated July 8, 2018, https://am

greatness.com
/2018/07/08/am

erica-is-

not-a-nation-of-im
m
igrants/.

13 
M

ichael Anton, "W
hy D

o W
e N

eed M
ore People in This Country, Anyw

ay?," The W
ashington Post, last updated June 21, 2018, 

https://w
w
w.w

ashingtonpost.com
/opinions/w

hy-do-w
e-need-m

ore-people-in-this-country-anyw
ay/2018/06/21/4ee8b620-7565-11e8-
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9780-b1dd6a09b549_story.htm

l?utm
_term

=.9c6c41708301.

14 

ア
ン
ト
ン
は
こ
の
論
考
の
な
か
で
民
主
党
を
「
ハ
イ
ク
ラ
ス
」
の
た
め
の
党
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
ア
ン
ト
ン
と
と
も
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
『
ア

メ
リ
カ
ン
・
グ
レ
イ
ト
ネ
ス
』
を
運
営
し
て
い
る
ク
リ
ス
・
バ
ス
カ
ー
ク
（Chris Buskirk

）
と
セ
ス
・
リ
ー
ブ
ソ
ー
ン
（Seth Leibsohn

）
も
ま

た
、
民
主
党
が
「
東
西
海
岸
部
の
人
び
と
（the coasts

）、
大
学
町
、
何
か
を
よ
り
良
く
知
る
に
は
若
す
ぎ
る
人
々
」
の
党
に
な
っ
た
と
批
判
す
る

一
方
、
共
和
党
は
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
た
め
の
政
党
に
な
っ
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
富
裕
層
な
ら
び
に
超
富
裕
層
は
革
新
左
派
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下

に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
バ
ス
カ
ー
ク
や
リ
ー
ブ
ソ
ー
ン
の
構
図
は
党
派
的
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
陰
謀
論
的
で
さ
え
あ
る
が
、
ト
ラ
ン
プ
支
持
派

か
ら
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
政
治
状
況
が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
か
を
示
す
一
例
と
し
て
検
討
に
値
す
る
。Chris Buskirk and Seth Leibsohn, 

A
m
erican Greatness: H

ow Conservatism
 Inc. M

issed the 2016 Election &
 W

hat the D.C. Establishm
ent N

eeds to Learn (W
ashington 

D
C: W

N
D
 Books, 2017), pp. 27-28.

15 

サ
ラ
ー
ム
は
す
で
に
十
年
ほ
ど
前
か
ら
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
紙
の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
の
ロ
ス
・
ダ
ウ
ザ
ッ
ト
（Ross D

outhat

）
と
と
も
に
、

「
汎
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
労
働
者
階
級
」
の
支
持
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
共
和
党
を
変
え
て
い
く
必
要
を
訴
え
て
い
る
。
そ
の
主
張
は
以
下
の
著
作
に
詳
し
い
。

Ross D
outhat and Reihan Salam

, Grand N
ew Party: H

ow Republicans Can W
in the W

orking Class and Save the A
m
erican D

ream
 

(2008; N
ew

 York: Anchor Books, 2009).

16 

ロ
ウ
リ
ィ
は
一
九
九
七
年
一
一
月
に
、
二
九
才
の
若
さ
で
、
前
任
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
オ
サ
リ
ヴ
ァ
ン(John O

'Sullivan)

か
ら
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ

ヴ
ュ
ー
』
誌
の
編
集
人
の
立
場
を
引
き
継
い
だ
。

17 
“Reihan Salam

 Poised to Bring M
anhattan Institute to N

ew
 H

ighs,” N
ew York Post, last updated February 19 2019, https://nypost.

com
/2019/02/19/reihan-salam

-poised-to-bring-m
anhattan-institute-to-new

-highs/.

18 
Reihan Salam

, M
elting Pot or Civil W

ar?: A
 Son of Im

m
igrants M

akes the Case A
gainst O

pen Borders (N
ew

 York: Sentinel, 2018), 



二
五

Journal of Intercultural Studies (Kobe University) Vol. 52 (2019) 

pp. 26-27.
19 

Salam
, ibid., p. 27.

20 
Salam

, ibid., p. 69.

21 
Salam

, ibid., p. 74.

22 
Salam

, ibid., p. 81.

23 
Salam

, ibid., p. 28.

24 
Salam

, ibid., p. 28.

25 

サ
ラ
ー
ム
は
ゲ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
し
か
認
め
な
い
カ
タ
ー
ル
の
制
度
を
紹
介
し
、
ア
メ
リ
カ
が
仮
に
そ
れ
を
採
用
し
な
い
と
し
て
も
、
移
民
に
た
い
す
る

一
世
代
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（m

onogenerational approach

）
は
ひ
と
つ
の
方
策
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
サ
ラ
ー
ム
は
ま
た
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
高
ス
キ
ル
移
民
の
子
弟
に
は
市
民
権
を
与
え
つ
つ
、
低
ス
キ
ル
移
民
の
家
族
呼
び
寄
せ
を
制
限
す
る
と
い
う
、
一
世

代
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
複
数
世
代
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（m

ultigenerational approach

）
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
制
度
設
計
を
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て

い
る
。Salam

, ibid., pp. 56-61.

26 
Salam

, ibid., p. 91. 

な
お
、
サ
ラ
ー
ム
は
い
わ
ゆ
る
ド
リ
ー
マ
ー
〔
未
成
年
の
段
階
で
不
法
移
民
の
親
な
ど
に
連
れ
ら
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
や
っ
て
き

た
若
者
た
ち
〕
に
つ
い
て
、
電
子
就
労
資
格
確
認
（E-Verify

）
の
義
務
化
と
セ
ッ
ト
で
あ
れ
ば
、
合
法
化
の
恩
赦
を
与
え
る
こ
と
に
近
年
で
は
肯
定

的
に
な
っ
て
い
る
。Salam

, ibid., p. 157-164.

27 

Ｆ
・
Ｈ
・
バ
ッ
ク
リ
ー
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ッ
ク
リ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
と
血
縁
的
関
係
は
な
い
。

28 
Buckley, ibid., p. 13. 

多
分
に
扇
情
的
な
物
言
い
で
あ
る
が
、
現
在
の
情
勢
は
左
派
が
反
革
命
的
で
あ
る
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
一
九
一
七
年
に
似

て
い
る
と
バ
ッ
ク
リ
ー
は
言
っ
て
い
る
。
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29 

こ
の
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
は
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
に
と
っ
て
は
す
で
に
長
ら
く
使
用
さ
れ
て
き
た
概
念
で
あ
り
、
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ク
リ
ス
ト
ル

と
い
っ
た
ネ
オ
コ
ン
第
一
世
代
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
後
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
Ｔ
・
フ
ラ
ン
シ
ス
の
よ
う
な
、
ネ
オ
コ
ン
と
敵
対
す
る
ペ

イ
リ
オ
コ
ン
に
よ
っ
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
思
想
史
的
経
緯
や
各
論
者
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
各
拙
稿
で
詳
し
く
論
じ
て
い

る
。
拙
稿
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
背
い
て
―
―
ネ
オ
コ
ン
第
一
世
代
に
よ
る
保
守
主
義
の
模
索
」、『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
八
号
（
二
〇
一
八
年
五
月
）、

同
「
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
に
先
駆
け
た
男
―
―
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
Ｔ
・
フ
ラ
ン
シ
ス
の
ペ
イ
リ
オ
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
」、『
ア
メ
リ
カ
研
究
』

第
五
二
号
（
二
〇
一
八
年
五
月
）。
バ
ッ
ク
リ
ー
は
こ
の
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
と
い
う
用
語
に
言
及
す
る
際
、
ミ
ロ
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ラ
ス
と
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・

ラ
ッ
シ
ュ
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ラ
ッ
シ
ュ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
か
れ
の
著
作
『
エ
リ
ー
ト
の
反
逆
』
の
な
か
で
は
「
エ
リ
ー
ト
・
ク
ラ

ス
（elite class

）」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。Christopher Lasch, The Revolt of the Elites: A

nd the Betrayal of D
em

ocracy (N
ew

 

York: W
. W

. N
orton &

 Com
pany, 1995)

（
森
下
伸
也
訳
『
エ
リ
ー
ト
の
反
逆
』
新
曜
社
、
一
九
九
七
年
）.

30 
Buckley, ibid., p. 3, 44.

31 
Buckley, ibid., p. 3. 

ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
は
必
ず
し
も
リ
ベ
ラ
ル
ば
か
り
で
は
な
く
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
、
ジ
ョ
ン
・
ポ
ド
レ
ッ
ツ
、
ビ
ル
〔
ウ
ィ

リ
ア
ム
〕・
ク
リ
ス
ト
ル
と
い
っ
た
政
治
家
や
知
識
人
も
含
む
と
バ
ッ
ク
リ
ー
は
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ト
ラ
ン
プ
に
批
判
的
な
保
守
は
、
リ
ベ

ラ
ル
と
同
様
に
ニ
ュ
ー
ク
ラ
ス
で
あ
る
と
い
う
の
が
バ
ッ
ク
リ
ー
の
構
図
で
あ
る
。

32 
Buckley, ibid., p. 43.

33 
Buckley, ibid., p. 3.

34 
Buckley, ibid., p. 14.

35 

格
差
是
正
の
強
調
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
ト
ラ
ン
プ
と
バ
ー
ニ
ー
・
サ
ン
ダ
ー
ス
は
ど
ち
ら
も
、
い
か
に
普
通
の
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
が
両
方
の
党
の
エ

リ
ー
ト
た
ち
に
よ
っ
て
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
か
を
理
解
し
て
い
た
と
バ
ッ
ク
リ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
、
経
済
的
に
流
動
的
で
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公
正
な
社
会
と
い
う
同
じ
目
標
を
も
っ
て
い
た
。
サ
ン
ダ
ー
ス
は
社
会
主
義
的
な
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
社
会
主
義
的
な
手
段
を
採
用
し
よ
う
と
し

た
の
に
た
い
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
は
資
本
主
義
的
な
手
段
を
提
案
し
た
点
に
違
い
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
バ
ッ
ク
リ
ー
の
見
解
で
あ
る
。Buckley, ibid., 

p. 12. 

保
守
の
立
場
か
ら
経
済
的
格
差
の
是
正
を
強
調
す
る
と
い
う
視
点
は
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
の
番
組
「
タ
ッ
カ
ー
・
カ
ー
ル
ソ
ン
・
ト
ゥ

ナ
イ
ト
」
の
キ
ャ
ス
タ
ー
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
る
タ
ッ
カ
ー
・
カ
ー
ル
ソ
ン
（Tucker Carlson

）
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ー
ル
ソ
ン
に

は
以
下
の
近
著
が
あ
る
。Tucker Carlson, Ship of Fools: How a Selfish Ruling Class Is Bringing A

m
erica to the Brink of Revolution (N

ew
 

York: Free Press, 2018).

36 

バ
ッ
ク
リ
ー
は
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
移
民
を
め
ぐ
る
問
題
を
三
点
か
ら
批
判
し
て
い
る
。
第
一
に
、
現
行
の
移
民
政
策
は
ア
メ
リ
カ
の
流
動
性
を
減
退

さ
せ
て
い
る
。
第
二
に
、
移
民
を
め
ぐ
る
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
が
経
済
的
に
み
て
仮
に
ゼ
ロ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
勝
者
と
敗
者
を
も
た
ら
し
、
結
果

的
に
貧
し
い
ア
メ
リ
カ
人
か
ら
富
め
る
ア
メ
リ
カ
人
へ
の
富
の
移
転
が
起
き
て
い
る
。
第
三
に
、
よ
り
高
い
質
の
移
民
た
ち
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
こ

と
に
よ
る
機
会
費
用
で
あ
る
。Buckley, ibid., p. 80.

37 
Buckley, ibid., p. 81.

38 
Buckley, ibid., pp. 83-84.

39 
Buckley, ibid., p. 70.

40 

ア
メ
リ
カ
の
保
守
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
再
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
近
年
の
有
力
な
一
例
と
し
て
、『
フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ン
グ

ズ
（First Things

）』
誌
の
二
〇
一
九
年
三
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
ダ
ニ
エ
ル
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
（D

aniel M
cCarthy

）
の
「
新
し
い
保
守
主
義
の

ア
ジ
ェ
ン
ダ
」
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。D

aniel M
cCarthy, “A N

ew
 Conservative Agenda: A Governing Philosophy for the Tw

enty-First 

Century,” First Things, Accessed M
ay 2, 2019, https://w

w
w.firstthings.com

/article/2019/03/a-new
-conservative-agenda.

マ
ッ
カ
ー

シ
ー
は
、
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
が
去
っ
て
以
降
、
共
和
党
の
保
守
主
義
は
も
は
や
十
分
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り



二
八

Journal of Intercultural Studies (Kobe University) Vol. 52 (2019) 

に
も
長
き
に
わ
た
っ
て
政
治
思
想
を
オ
ー
ト
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
状
態
に
し
て
き
た
こ
と
が
、
自
分
た
ち
の
現
在
の
苦
境
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
と
指
摘

し
た
う
え
で
、
二
〇
一
六
年
に
ト
ラ
ン
プ
が
も
た
ら
し
た
新
し
い
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
思
想
こ
そ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ッ

カ
ー
シ
ー
に
し
た
が
え
ば
、
か
つ
て
大
恐
慌
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
階
級
間
協
定
（the class com

pact

）
が
成
立
し
、

そ
れ
が
潜
在
的
な
社
会
的
緊
張
を
安
定
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
協
定
は
、
二
〇
世
紀
の
う
ち
に
実
際
に
は
破
綻
し
て
い
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
和
党
と
民
主
党
は
ど
ち
ら
も
、
あ
た
か
も
二
〇
世
紀
の
階
級
間
協
定
が
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
影
響
力
を
も
っ
て

い
る
か
の
よ
う
に
、
選
挙
の
た
び
に
演
じ
続
け
て
き
た
と
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
パ
ッ
ト
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
ら

が
ネ
オ
コ
ン
に
対
抗
す
る
た
め
に
創
刊
し
た
『
ザ
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ヴ
』
誌
の
編
集
者
を
務
め
た
後
、
ラ
ッ
セ
ル
・
カ
ー
ク
が
創

刊
し
た
『
モ
ダ
ン
・
エ
イ
ジ
』
誌
の
編
集
者
に
二
〇
一
七
年
の
一
一
月
か
ら
就
任
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
歴
か
ら
も
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
ネ
オ
コ
ン

と
対
峙
し
て
き
た
ペ
イ
リ
オ
コ
ン
の
系
譜
に
連
な
る
保
守
の
知
識
人
で
あ
る
。『
フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ン
グ
ズ
』
誌
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ョ
ン
・
ニ
ュ
ー

ハ
ウ
ス
（Richard John N

euhaus
）
が
一
九
九
〇
年
に
創
刊
し
た
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
キ
リ
ス
ト
教
保
守
の
雑
誌
で
あ
り
、
こ
の
雑
誌
の
現
在
の
編

集
者
で
あ
る
Ｒ
・
Ｒ
・
レ
ノ
（R. R. Reno
）
は
、
ポ
ー
ル
・
ラ
イ
ア
ン
や
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ー
を
支
持
し
て
き
た
立
場
か
ら
、
二
〇
一
六
年
段
階
で

は
ト
ラ
ン
プ
批
判
の
一
翼
を
担
っ
た
。
レ
ノ
は
そ
の
後
、
ト
ラ
ン
プ
支
持
に
至
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
ト
ラ
ン
プ
批
判
の
ト
ー
ン
を
大
幅

に
弱
め
て
い
る
。
二
〇
一
八
年
六
月
付
で
『
フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ン
グ
ズ
』
誌
に
発
表
さ
れ
た
「
リ
ー
ド
さ
れ
る
の
で
は
な
く
リ
ー
ド
し
よ
う
」
と
い
う

か
れ
の
論
考
は
、『
フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ン
グ
ズ
』
誌
の
近
年
の
方
向
性
を
知
る
う
え
で
示
唆
的
で
あ
る
。R. R. Reno, “Let's Lead, N

ot Be Led,” 

First Things, Accessed M
ay 2, 2019, https://w

w
w.firstthings.com

/article/2018/06/lets-lead-not-be-led.

41 
Jerem

y D
iam

ond, “Trum
p Em

braces 'N
ationalist' Title at Texas Rally,” CN

N
, last updated O

ctober 23 2018, https://edition.cnn.

com
/2018/10/22/politics/ted-cruz-election-2018-president-trum

p-cam
paign-rival-opponent/index.htm

l.

42 

こ
こ
で
本
稿
は
具
体
的
に
はCN

N

の
ク
リ
ス
・
シ
リ
ザ
（Chris Cillizza

）
の
批
判
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。Chris Cillizza, “D

onald Trum
p 
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U
sed a W

ord H
e's 'N

ot Supposed to.' H
ere's W

hy,” CN
N
, last updated O

ctober 23 2018, https://edition.cnn.com
/2018/10/23/

politics/donald-trum
p-nationalism

/index.htm
l.

43 
Yoram

 H
azony, “Attacks on Trum

p's Em
brace of N

ationalism
 Are M

isguided,” CN
N
, last updated N

ovem
ber 1 2018, https://

edition.cnn.com
/2018/11/01/opinions/trum

p-nationalism
-history-opinion-hazony/index.htm

l.

44 

ハ
ゾ
ニ
ー
は
イ
ス
ラ
エ
ル
出
身
で
あ
る
が
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
を
卒
業
後
、
ラ
ト
ガ
ー
ス
大
学
で
学
位
を
取
得
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
で
高
等
教
育

を
受
け
て
い
る
。
現
在
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
あ
る
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
ヘ
ル
ツ
ル
の
名
前
を
冠
し
た
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
研
究
教
育
機
関
で
あ
る
ヘ
ル
ツ
ル
・

イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
（the H

erzl Institute

）
の
代
表
を
務
め
て
い
る
。

45 

ハ
ゾ
ニ
ー
の
定
義
に
し
た
が
え
ば
、
帝
国
主
義
と
は
「
あ
る
単
一
の
政
治
体
制
の
も
と
で
、
で
き
る
が
き
り
多
く
の
人
類
が
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
世
界
に
平
和
と
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
」
も
の
で
あ
る
。H

azony, ibid., p. 3.

46 
H
azony, ibid., pp. 17-19. 

そ
の
後
、
普
遍
的
帝
国
と
い
う
暴
政
か
ら
の
防
壁
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
治
形
態
は
、
普
遍
的
な
教
会
を
掲
げ
る
カ

ト
リ
シ
ズ
ム
の
な
か
で
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
一
六
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
な
か
で
復
権
し
た
と
い
う
の
が
ハ
ゾ
ニ
ー
の
理
解

で
あ
る
。H

azony, ibid., pp. 21-23. 

こ
れ
は
西
洋
に
お
け
る
寛
容
の
思
想
的
発
展
と
も
結
び
つ
く
。H

azony, ibid., p. 47. 

そ
れ
に
く
わ
え
て
、
ハ

ゾ
ニ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
帝
国
主
義
の
対
比
が
射
程
に
入
れ
て
い
る
の
は
、
自
由
主
義
〔
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
〕
が
帝
国
主
義
に
変
容
す
る
可
能
性
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
議
論
と
は
一
線
を
画
し
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
を
宗
教
的
な
問
題
関
心
の
も
と
で
批
判
的
に
検
討
す
る
こ

と
に
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
ハ
ゾ
ニ
ー
の
ロ
ッ
ク
批
判
を
要
約
す
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
は
政
治
生
活
を
個
人
の
生
命
や
財
産
の
追
求
に
還
元
し
て
し
ま
っ
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
か
れ
の
政
治
理
論
の
な
か
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
な
い
し
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
制
度
で
あ
る
国
民
国
家
、
共
同
体
、

家
族
、
宗
教
的
伝
統
は
、
存
在
理
由
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。H

azony, ibid., pp. 29-33.

47 

ハ
ゾ
ニ
ー
は
ロ
ッ
ク
に
端
を
発
す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
構
想
（liberal construction

）」
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
、
ネ
オ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
、
ネ
オ
・
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
保
守
的
な
い
し
は
伝
統
的
観
点
の
三
つ
を
設
定
し
、
前
の
ふ
た
つ
の
立
場
は
ど
ち
ら
も
代
替
案
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
う
え

で
、
最
後
の
保
守
的
な
い
し
は
伝
統
的
観
点
を
評
価
す
る
。
ハ
ゾ
ニ
ー
に
し
た
が
え
ば
、
ネ
オ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
リ
ベ
ラ
ル
な
帝
国
主
義
を
結
局
の

と
こ
ろ
支
援
す
る
こ
と
に
な
り
、
ネ
オ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
唯
一
の
代
替
案
は
、
権
威
主
義
で
し
か
な
い
。H

azony, 

ibid., pp. 51-53.

48 
H
azony, ibid., p. 54.

49 
H
azony, ibid., p. 20.

50 
H
azony, ibid., pp. 66-67.

51 
H
azony, ibid., p. 70.

52 

念
の
た
め
付
記
す
れ
ば
、
ハ
ゾ
ニ
ー
は
こ
の
著
作
の
な
か
で
移
民
を
主
題
的
に
は
論
じ
て
お
ら
ず
、
言
及
す
る
場
合
に
も
否
定
的
な
文
脈
で
し
か
な
さ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
家
族
の
養
子
の
こ
と
が
積
極
的
に
語
ら
れ
る
と
し
て
も
、
宗
教
保
守
と
し
て
、
同
性
婚
カ
ッ
プ
ル
に
よ
る
養
子
受
け
入
れ
な
ど

に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
言
及
は
な
さ
れ
な
い
。

53 
H
azony, ibid., p. 200.

54 
H
azony, ibid., p. 203.

55 
H
azony, ibid., p. 204.

56 
H
azony, ibid., p. 222.

57 

シ
オ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
相
克
に
直
面
し
た
思
想
家
と
し
て
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
が
い
る
。
以
下
の
研

究
書
が
そ
の
相
克
に
丁
寧
に
触
れ
て
い
る
。
森
達
也
『
思
想
の
政
治
学
―
―
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
八
年
）。

58 

こ
こ
で
は
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
弟
子
の
ひ
と
り
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
の
言
葉
を
引
い
て
お
き
た
い
。「
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
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語
は
、
競
合
す
る
他
の
近
代
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
も
優
れ
た
、
あ
る
一
群
の
政
治
的
諸
原
理
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
的
生
活
は
固
有
に
基
礎
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
を
表
現
し
て
い
る
。〔
中
略
〕
ア
メ
リ
カ
化
と
い
う
用
語
―
―
大
量
移
民
の
時
期
に
広
く
用
い
ら
れ
た
―
―
は
同
様
に
、
ア

メ
リ
カ
政
治
の
信
条
に
基
づ
く
枠
組
み
に
準
拠
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
化
は
、
移
民
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
の
衣
服
、
言
葉
、
社
会
習
慣
を
単
に
身
に
つ
け

る
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
た
。
ア
メ
リ
カ
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
に
固
有
な
政
治
的
諸
理
念
を
獲
得
す
る
こ
と
を
意
味
し

た
」。M

artin D
iam

ond, The Founding of the D
em

ocratic Republic (Itasca: F. E. Peacock Publishers, 1981), pp. 2-3.

59 
M

ichael Anton, A
fter the Flight 93 Election: The Vote that Saved A

m
erica and W

hat W
e Still H

ave to Lose (N
ew

 York: Encounter 

Books, 2019), p. 23.
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When they choose inward-looking nationalism 
in the United States: A transformation of 
American conservatism over birthright 
citizenship and immigration reform

Hirotaka INOUE

　　In the paper I analyze the discourse of conservatism since the 2016 presidential 

election in the United States and clarify a tendency that is gradually becoming 

dominant in the conservatism in recent years. To conclude, the type of American 

conservatism that is gaining ascendancy after the election is seeking an inward 

nationalism that may somehow maintain continuity with conventional Americanism. 

My argument is that there may occur a struggle for hegemony among conservatives 

over the meaning of Americanism. The rise of the new type of nationalism is linked 

to the skepticism over granting birthright citizenship to illegal immigrants, which has 

been firmly maintained based on the 14th amendment in the U.S. Constitution. The 

nationalism is also linked to an effort to cope with the class division between New 

Class and the rest of 90 percent people in America. 

　　This paper begins with a discussion by Michael Anton, one of the West Coast 

Straussians. He is known among American conservatives as the author of “The Flight 

93 Election.” He served as a staff in the Trump administration. He argues that the 

president of the United States should stop birthright citizenship with an executive 

order and that American people need to abandon the image that America is a nation of 

immigrants. He claims that America is a nation of settlers, who made a social compact 

about the nature of membership.

　　In the next two sections I focus on Reihan Salam and F.H. Buckley when 

reviewing the current immigration reform. Salam, a reformicon is a second generation 
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of immigrants from Bangladesh. Buckley, a pro Trumper is a former Canadian citizen. 

Salam puts priority on productivity while Buckley praises mobility although they 

commonly promote a more skill-based immigration system that seems work well in 

Canada and other countries. This means that both types of conservatives recommend 

American people to accept a foreign, good model regardless of their national pride.

　　In the last section I examine the current rise of nationalism as a guiding principle 

in America. I focus on The Virtue of Nationalism by Yoram Hazony, an Israeli 

conservative intellectual at the Herzl Institute. When President Trump said that he is 

a nationalist in a rally at Houston, Texas in October 2018, liberal media slammed him 

because nationalism is likely connected with White Nationalism and Nazism. Hazony 

defended him by arguing that nationalism is not a dangerous concept. He advocates the 

idea of nationalism because the idea is so important for keeping the independence of 

Israel as a bulwark against threats such as Holocaust and Auschwitz. Although his theory 

of nationalism may be regarded as anachronism in the current political theory, he gets 

so many audiences and proponents among American conservatives that he succeeds in 

creating a global alliance with them to defend the idea of nationalism.

Keywords:　Nationalism, Americanism, Birthright Citizenship, Immigration 

Reform, Trump Administration

キーワード：ナショナリズム、アメリカニズム、出生地主義に基づく市民権、移

民制度改革、トランプ政権


