
「で討「
私たちにとって固とは何か

歴
史
や
伝
統
で
は
な
く
、

国
民
主
権
と
い
う
ル
ー
ル
が

国
家
の
正
続
性
を
つ
く
る
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近
代
国
家
に

つ
き
ま
と
う
F

非
合
理
d

『日本の論点 2007~

国
家
と
愛
国
心
の
関
係
を
、

て
考
え
て
み
た
い
。

い
ま
、
理
想
の
近
代
国
家
が
あ
る
と
考
え
よ
う
。
す
る

と
、
そ
こ
に
は
、
背
理
(
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
)
が
か
く
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

理
想
の
近
代
国
家
で
、
政
府
は
、
主
権
者
で
あ
る
国
民

の
意
思
に
も
と
づ
き
、
民
主
的

・
合
法
的
に
設
立
さ
れ
、

運
営
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
政
府
の
正
統
肘
は
、
そ

の
合
法
性
に
由
来
す
る
。
合
法
性
の
根
拠
は
、
憲
法
に
さ

か
の
ぼ
る
。
で
は
憲
法
は
、
ど
の
よ
う
に
効
力
を
も
っ
た

か
。
そ
れ
は
、
憲
法
以
前
の
出
来
事
(
憲
法
制
定
権
が
)

に
よ
る
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
合
理
性
を

徹
底
さ
せ
、
政
府
の
す
べ
て
の
作
動
が
合
法
的
で
あ
る
よ

そ
の
原
点
に
さ
か
の
ぼ
っ

う
な
民
主
主
義
国
家
を
考
え
る
と
、
か
え
っ
て
、

対
物
で
あ
る
非
合
理
な
も
の
(
憲
法
制
定
権
力
)

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
を
、
見
方
を
変
え
て
考
え
て
み
る
。

近
代
国
家
は
、
領
土
を
も
っ
て
い
る
。
国
民
は
原
則
と

し
て
、
そ
の
領
土
の
う
え
に
住
ん
で
い
る
。
で
は
、
そ
の

領
土
の
範
囲
は
ど
う
や
っ
て
決
ま
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、

国
民
は
い
つ
、
ど
う
や
っ
て
、
そ
の
国
民
に
な
っ
た
の
か
。

国
民
が
主
権
者
で
あ
る
た
め
に
は
、
あ
る
範
囲
の
人
び
と

の
集
団
が
「
国
民
」
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
の
ま
と
ま
り
を
作
り
出
し
た
の
は
、
実
は

国
家
で
は
な
い
の
か
。
国
民
が
国
家
を
生
み
出
し
、
国
家

が
国
民
を
う
み
出
す
。
こ
の
循
環
は
、
や
は
り
合
理
的
に

解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

伝
統
的
な
国
家
は
、
そ
の
存
在
が
そ
も
そ
も
非
合
理
だ

そ
の
反

を
想
定

42 

*
1

正
統
性

ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
マ
ッ
ク
ス
・

ヴ
ェ

l
パ
1
(
一
八
六
回
|
一
九

二
O
)
は
、
あ
る
特
定
の
支
配
が

服
従
者
に
受
け
入
れ
う
れ
て
い
る

根
拠
H
正
統
性
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
次
の
三
類
型
が
あ
る
と
し
た
。

①
制
定
さ
れ
た
諸
秩
序
が
合
法
で

あ
り
、
合
理
的
に
制
定
さ
れ
た
規

則
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
て
い
る
と

い
う
信
頼
に
基
づ
く
「
合
法
的
支

配」
。

②
慣
習
や
伝
統
の
神
聖
さ
へ
の
信

仰
に
基
づ
く
「
伝
統
的
支
配
」
。

③
啓
示
に
よ
る
、
あ
る
い
は
指
導

者
の
属
性
に
対
す
る
人
格
的
な
帰

依
や
信
頼
に
基
づ
く
「
カ
リ
ス
マ

的
支
配
」
。

*
2

憲
法
制
定
権
力

日
本
国
護
送
仙
の
制
定
は
、
形
式
的

に
は
大
日
本
帝
国
憲
法
(
明
治
憲

法
)
の
改
正
と
い
う
か
た
ち
を
と

っ
た
か
ら
、
こ
ん
な
問
題
に
悩
ま
さ
れ
な
く
て
す
ん
だ
。

し
か
し
、
民
主
主
義
や
国
民
主
権
を
標
梼
す
る
近
代
国
家

が
生
ま
れ
る
と
、
国
家
は
ど
ん
ど
ん
合
理
化
さ
れ
て
い
っ

た
。
す
る
と
、
こ
う
し
た
非
合
理
な
部
分
が
つ
き
ま
と
っ

て
い
る
こ
と
が
気
に
な
り
始
め
る
。

伝
統
と
理
念
の
ど
ち
ら
に
基
づ
き
国
家
を
創
る
か

そ
れ
な
り

近
代
国
家
の
抱
え
る
こ
う
し
た
非
合
理
を
、

に
納
得
し
て
し
ま
う
方
法
が
ふ
た
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
そ
も
そ
も
昔
か
ら
の
伝
統
や
歴
史
や
文
化

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
こ
の
国
民
を
育
ん
だ
。
だ
か
ら
、
私

た
ち
の
国
家
が
こ
の
よ
う
に
あ
る
の
は
当
た
り
前
だ
、
と

考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
も
ド
イ
ツ
も
イ
タ
リ
ア

も
、
た
い
て
い
の
国
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
。
伝
統
や
歴

史
や
文
化
は
、
近
代
国
家
が
で
き
る
前
か
ら
存
在
し
て
い

た
、
そ
れ
を
共
有
す
る
人
び
と
が
集
ま
っ
て
国
民
と
な
り
、

国
家
を
つ
く
る
の
は
自
然
の
流
れ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
伝
統
や
歴
史
や
文
化
に
縛
ら
れ
た
国

家
の
あ
り
方
に
反
対
し
、
高
い
理
想
や
価
値
を
掲
げ
て
新

し
く
国
家
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
国
家
の
出

発
点
は
、
革
命
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
は
こ
う
し
た

国
家
の
典
型
だ
。
こ
う
し
た
国
家
は
、
自
分
た
ち
の
理
想

を
掲
げ
る
ゆ
え
に
、
ほ
か
の
国
家
よ
り
優
位
だ
と
考
え
る
。
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ほ
か
の
国
々
が
自
分
た
ち
の
よ
う
で
な
い
の
は
、
理
想
や

価
値
に
目
覚
め
方
が
足
り
な
い
彼
ら
の
せ
い
な
の
で
あ

る
。近

代
国
家
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
な

り
に
納
得
で
き
る
が
、
根
拠
は
あ
や
し
い
。

人
び
と
が
、
自
分
の
属
す
る
国
を
愛
す
る
(
大
事
に
思

う
)
の
は
、
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
第
一
の
ケ

l
ス
な
ら
、

そ
の
国
の
伝
統
や
歴
史
や
文
化
を
零
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
ケ
l
ス
な
ら
、
そ
の
国
の
理
想
や
価
値
に
コ
ミ
ッ

ト
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
感
情
は
、
愛
国
心
の
基
礎
と
な
る
。
し
か
し
、

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
国
家
に
と
っ
て
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス

に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
伝
統
や
歴
史
や
文
化
は
、
近
代

国
家
に
先
立
ち
国
家
よ
り
も
根
源
的
な
も
の
だ
し
、
理
念

や
価
値
は
、
国
家
を
こ
え
て
人
類
に
普
遍
的
に
わ
か
ち
持

た
れ
る
べ
き
も
の
。
そ
れ
ら
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
国
家

は
存
在
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
話
に
な
る
。

そ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
、
愛
国
心
の
、
第
三
の
ス
タ
イ
ル

が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
が
こ
し
ら
え
た
政
府
(
国

家
)
だ
か
ら
、
自
分
は
そ
れ
を
大
事
に
す
る
、
と
い
う
発

想
で
あ
る
。
自
己
統
治
を
尊
重
す
る
の
だ
か
ら
、
民
主
主

義
に
も
な
じ
み
や
す
い
。

こ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
自
然
に
思
わ
れ
よ
う
。
だ
が
、
ど

っ
た
が
、
明
治
憲
法
は
天
皇
主
権

を
基
礎
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、

日
本
国
憲
法
は
国
民
主
権
を
基
礎

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
制

定
権
力
そ
の
も
の
が
変
更
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
を
「
改
正
」
と
み
な

す
の
は
無
理
が
あ
る
。
こ
の
矛
盾

を
解
消
す
る
た
め
に
、

憲
法
学
者

の
宮
津
俊
義
氏
が
唱
え
た
の
が

「
八
月
革
命
説
」
で
あ
る
。
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
際
し
、
連
合

国
が
、
日
本
の
最
終
的
な
政
治
形

態
の
決
定
権
は
日
本
国
民
の
意
思

に
あ
る
と
表
明
し
て
い
る
(
パ
ー

ン
ズ
回
答
)
た
め
、
宣
言
を
受
諾

し
た
時
点
で
、
天
皇
主
権
主
義
を

破
棄
し
国
民
主
権
が
採
用
さ
れ
る

と
い
う
主
権
者
の
変
更
H
「
革
命
」

が
生
じ
た
こ
と
に
芯
り
、
日
本
国

憲
法
の
制
定
は
、
受
諾
後
に
行
わ

れ
た
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た

議
員
か
ら
な
る
衆
議
院
の
議
決
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
ー
ー
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
説
に
は
異
論
も

多
い
が
、
主
権
者
の
変
更
を
説
明

す
る
の
に
、
い
ち
ば
ん
無
難
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
今
で
も
用
い
ら
れ

る
と
と
が
多
い
。
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の
範
囲
の
人
び
と
が
国
民
な
の
か
、
国
家
の
結
集
軸
は
何

な
の
か
と
い
う
、
近
代
国
家
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
消
す

る
も
の
で
は
な
い
。
自
己
統
治
の
原
則
は
、
国
家
と
国
民

の
循
環
論
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
自
己
統
治
の
原
則
は
、
便
利
な
発
想
と
し

て
生
き
残
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
伝
統
や
歴
史
や
文
化
と

無
関
係
だ
か
ら
、
多
様
な
人
び
と
で
国
家
を
構
成
し
よ
う

と
い
う
「
多
元
主
義
」
と
両
立
し
う
る
。
ま
た
、
伝
統
や

歴
史
や
文
化
を
重
視
す
る
「
民
族
主
義
」
と
も
両
立
し
う

る
。

園
の
価
値
を
考
え
て
こ
な
か

っ
た
戦
後
日
本

戦
後
日
本
で
は
、
民
主
主
義
が
、
誰
で
も
認
め
る
共
通

の
前
提
と
な
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
愛
国
心
は
、
つ
ね
に
論

争
の
種
と
な
っ
て
き
た
。
で
は
い
っ
た
い
、
人
び
と
は
、

日
本
国
を
、
ど
の
よ
う
に
価
値
あ
る
も
の
と
考
え
て
き
た

の
か
。

日
本
の
伝
統
や
歴
史
(
固
有
文
化
)
を
強
調
す
る
人
び

と
も
い
る
。
国
民
主
権
(
自
己
統
治
)
を
強
調
す
る
人
び

と
も
い
る
。
自
由
、
基
本
的
人
権
、
民
主
主
義
な
ど
の
理

念
(
普
遍
的
価
値
)
を
強
調
す
る
人
び
と
も
い
る
。
そ
ん

な
な
か
、
大
多
数
の
日
本
人
は
、
日
本
と
い
う
国
が
存
在

す
る
理
由
を
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
、
都
合
の
よ
い
よ
う

に
解
釈
し
て
き
た
。
固
有
文
化
/
自
己
統
治
/
普
遍
的
価

値
と
い
う
三
枚
の
カ

l
ド
を
器
用
に
使
い
わ
け
、
そ
れ
ら

の
関
係
を
突
き
詰
め
て
考
え
て
こ
な
か
っ
た
。

戦
前
の
日
本
は
、
三
枚
の
カ

l
ド
の
反
り
が
合
わ
な
い

こ
と
に
、
も
う
少
し
敏
感
だ
っ
た
。
普
遍
的
価
値
を
掲
げ

る
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
や
共
産
主
義
者
に
対
し
て
、
固
有
文
化

を
信
奉
す
る
右
翼
や
農
本
主
義
者
。

台
湾
や
朝
鮮
を
領
土
と
し
、

事
実
上
の
多
民
族
国
家
だ

っ
た
日
本
は
、
自
己
統
治
を
強
調
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
皇
民
教
育
は
、
固
有
文
化
に
自
己
統
治

*
3
 

の
原
則
(
反
西
欧
支
配
)
や
普
遍
的
価
値
(
八
紘
二
子
)

を
ま
ぶ
し
た
微
妙
な
も
の
に
な
っ
た
。

戦
後
、
「
固
有
の
領
土
」
に
版
図
を
限
定
さ
れ
た
日
本
は
、

*
4
 

多
民
族
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
、
政
治
的
・
軍
事
的
・

外
交
的
な
経
緯
の
産
物
で
あ
る
「
日
本
と
日
本
人
」
の
存

在
を
、
自
明
で
自
然
な
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
国
憲
法
は
、
固
有
文
化
に
言
及
し
な
い
。
自
己
統
治

の
原
則
も
あ
っ
さ
り
し
て
い
て
、
普
遍
的
価
値
ば
か
り
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
や
伝
統
や
文
化
は
、
「
天
皇
」

の
条
項
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
結
果
、
近
代
国
家
に
必
須
の
、
多
様
性
の
意
識
と
、

国
際
社
会
に
つ
い
て
の
現
実
感
覚
が
希
薄
に
な
っ
た
。
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*
3

八
紘

一
宇

「
八
紘
」
は
四
方
と
四
隅
つ
ま
り

世
界
・
天
下
を
指
し
、
「
宇
」
は

家
を
意
味
す
る
。

戦
前
の
宗
教
家

で
国
柱
会
の
創
始
者
・
田
中
智
学

が
、
一
九
O
三
年
、

『日
本
書
紀
』

巻
第
三
神
武
天
皇
の
条
に
あ
る

「
掩
八
紘
而
篇
宇
」
(
あ
め
の
し
た

を
お
お
い
て
い
え
と
忽
す
)
か
ら

作
っ
た
言
葉
で
、
四
O
年
に
近
衛

文
麿
首
相
が
「
皇
国
の
国
是
は
、

八
紘
を
一
宇
と
な
す
建
国
の
精
神

に
基
づ
く
」
と
発
言
し
た
と
と
か

ら
、
ア
ジ
ア
を
、
日
本
を
家
長
と

す
る
一
つ
の
家
と
し
て
み
な
す
意

味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

*
4

多
民
族
国
家

慶
応
大
学
の
小
熊
英
二
助
教
授

は、
『単
一
民
族
神
話
の
起
源
』
(新

躍
社
)
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

〈戦
前
の
大
日
本
帝
国
は
、
多
民

族
国
家
で
あ
っ
た
(
中
路
)
。
こ

ん
に
ち
で
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
こ

と
だ
が
、
一
八
九
五
年
に
台
湾
を
、

一
九
一

O
年
に
朝
鮮
を
併
合
し
て

い
ら
い
、
総
人
口
の
三
割
に
お
よ

ぶ
非
日
系
人
が
臣
民
と
し
て
こ
の

帝
国
に
包
含
さ
れ
て
い
た
。
戦
時

中
の
「
進
め
一
億
火
の
玉
」
と
い

う
名
高
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
う
た
わ

れ
た
「
一
億
」
と
は
、
朝
鮮
や
台

湾
を
含
め
た
帝
国
の
総
人
口
で
あ

り
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
内
地
人
口

戸~~;二写ちh\ふ州，-.一♀
1旧93おB年に竣工した国云議事堂。戦前は台湾や朝鮮を領土とする多民族国家の普遍的価値を象徴した

多
様
性
を
尊
重
す
る
国
家
を

近
代
国
家
は
、
多
様
な
背
景
の
人
び
と
が
構
成
す
る
人

為
的
な
統
治
機
構
で
あ
る
。
そ
の
領
土
が
、
歴
史
や
伝
統

や
文
化
を
共
有
す
る
人
び
と
の
範
囲
と
、
ぴ
っ
た
り
合
致

す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
、
日
本
国
民
が
多

様
で
あ
る
(
た
と
え
ば
、
中
国
系
や
イ
ン
ド
系
や
:
:
:
)

こ
と
を
前
提
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
批
が
進
め

ば
、
日
本
国
民
は
ま
す
ま
す
多
様
に
な
っ
て
い
く
。
日
本

民
族
は
ひ
き
続
き
日
本
国
民
の
大
多
数
を
占
め
よ
う
が
、

そ
れ
で
も
日
本
国
民
の
部
分
集
合
。
日
本
民
族
の
固
有
文

化
を
尊
重
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
日
本
国
民
の
多
様
性

を
尊
重
し
て
い
く
べ
き
な
の
だ
。

ま
た
、
国
際
社
会
の
現
実
は
、
軍
事
バ
ラ
ン
ス
に
も
と

づ
く
安
全
保
障
で
あ
る
。
普
遍
的
価
値
は
限
ら
れ
た
効
力

し
か
も
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
常
識
も
、
胆
に
銘
じ
て
い

く
べ
き
だ
。

こ
う
し
て
、
多
様
性
に
も
と
づ
き
、
普
遍
的
価
値
に
コ

ミ
ッ
ト
す
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
自
己
統
治
の
原
則
を

基
軸
と
し
て
、
国
家
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
。
こ
れ
が
、

こ
れ
か
ら
の
、
私
た
ち
の
国
の
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
か
ろ

、っ
か
。

は
七
千
万
ほ
ど
に
す
ぎ
忽
い
〉

ま
た
小
熊
氏
は

『〈日
本
人
〉
の

境
界
』
(
新
躍
社
)
で
、
一
言
葉
も

風
習
も
遣
う
明
ら
か
に
外
国
で
あ

っ
た
台
湾
や
朝
鮮
を
、
日
本
の
為

政
者
が
あ
く
ま
で
国
内
の
延
長
と

捉
え
、
植
民
地
と
は
呼
ば
な
か
っ

た
こ
と
を
明
5
か
に
し
て
い
る
。

乙
の
極
端
な
同
化
思
想
は
、
欧
米

の
植
民
地
支
配
に
は
見
う
れ
な
か

っ
た
も
の
だ
。

*
5

日
本
人
の
多
犠
性

O
四
年
の
笠
録
外
国
人
は
約
一
九

七
万
人
で
、
県
別
人
口
二
一
位
の

岡
山
県
の
人
口
よ
り
多
い
。

筆
者
が
雄
薦
す
る
基
本
図
書

・

『全
体
主
義
の
起
原

1
1
3』

ハ
ン
ナ
・
ア
1
レ
ン
ト
(
み
す
す

書
房
)

-『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
ト
マ
ス
・

ホ
ッ
プ
ズ
/
水
田
洋
訳
(
岩
波
文

庫
)

-
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
フ
ゴ
・

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
/

一
又
正
雄
訳

(
中
央
経
済
社
)
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