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１
．
主
権
者
と
し
て
の
民
主
主
義
と
は

隣
国
の
韓
国
で
昨
年
（
二
〇
二
四
年
）

十
二
月
、
尹
錫
悦
（
ユ
ン
・
ソ
ン
ニ
ョ
ル
）

大
統
領
が
「
非
常
戒
厳
」
を
発
令
し
、
議

会
の
停
止
、
集
会
・
ス
ト
ラ
イ
キ
の
禁
止
、

報
道
の
統
制
な
ど
を
謀
り
、
国
民
の
権
利

と
民
主
主
義
が
脅
か
さ
れ
る
事
態
が
発
生

し
ま
し
た
。

夜
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
統
領
に
よ

る
ク
ー
デ
タ
ー
と
言
っ
て
も
良

い
「
非
常
戒
厳
」
の
発
令
に
対

し
ソ
ウ
ル
市
民
を
は
じ
め
と
す

る
韓
国
国
民
は
、
民
主
主
義
が

脅
か
さ
れ
る
危
機
感
と
怒
り
を

持
っ
て
国
会
議
事
堂
前
に
集
ま

り
、
「
非
常
戒
厳
解
除
決
議
」

の
可
決
を
め
ざ
す
議
員
た
ち
の

議
事
堂
入
り
を
助
け
、
尹
大
統

領
の
糾
弾
と
「
戒
厳
解
除
」
の

可
決
を
求
め
て
訴
え
ま
し
た
。

出
席
議
員
は
与
党
も
含
め
全
会

一
致
で
「
解
除
」
を
決
議
し
、

尹
大
統
領
は
「
非
常
戒
厳
解
除
」

に
追
い
込
ま
れ
ま
し
た
。

日
本
で
は
、
「
非
常
戒
厳
」

に
抗
議
す
る
韓
国
国
民
の
民
主

主
義
に
対
す
る
意
識
の
高
さ
を

非
常
に
評
価
す
る
言
説
が
あ
っ
た
一
方
で
、

「
選
挙
で
選
ん
だ
大
統
領
に
デ
モ
や
集
会

で
辞
任
を
要
求
す
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
ク
ー

デ
タ
ー
で
あ
る
」
、
「
韓
国
は
軍
事
独
裁

の
時
代
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
が
、
日
本

で
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
デ
モ

も
集
会
も
必
要
な
い
」
な
ど
、
「
民
主
主

義
＝
選
挙
」
に
矮
小
化
し
た
民
主
主
義
の

と
ら
え
方
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
者
を
絶
対

化
し
て
異
論
を
挟
む
こ
と
を
否
定
的
に
と

ら
え
る
言
説
も
目
立
ち
ま
し
た
。

韓
国
で
は
、
か
つ
て
軍
事
独
裁
政
権
の
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学
習
で
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
対
し

て
日
本
の
外
交
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に

つ
い
て
２
つ
の
資
料
で
論
議
し
ま
し
た
。

た
だ
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
い
く
だ
け
で

な
い
自
主
的
な
外
交
の
必
要
性
な
ど
を

学
び
ま
し
た
。

８
月
行
事
に
つ
い
て
検
討
し
て
、
朗

読
劇
の
方
向
で
準
備
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
戦
時
体
験
集
Ⅳ
を
ど
の

よ
う
な
内
容
に
す
る
か
に
つ
い
て
も
論

議
し
ま
し
た
。

２
月
２
日
の
定
例
会
で
は

日
本
国
憲
法

第
二
章
戦
争
の
放
棄

第
九
条
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力

に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

第
二
項
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ

を
認
め
な
い
。

次
回
定
例
会

・
３
月
15
日
（
土
）

14
時
～
16
時

・
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

第
３
会
議
室

い
ま
す
。
「
緊
急
事
態
条
項
」
は
、
内
乱
等
の
社
会
秩

序
の
混
乱
な
ど
で
首
相
が
「
緊
急
事
態
」
を
宣
言
す
る

と
、
内
閣
が
法
律
と
同
一
の
効
力
を
持
つ
政
令
を
制
定

し
、
国
民
の
自
由
や
権
利
を
制
限
で
き
る
と
い
う
も
の

で
す
。
馬
場
前
代
表
は
緊
急
事
態
条
項
が
「
権
力
の
暴

走
を
止
め
る
装
置
」
だ
と
も
投
稿
で
述
べ
て
い
ま
す
が
、

事
態
は
逆
で
緊
急
事
態
条
項
が
「
権
力
の
暴
走
を
も
た

ら
す
も
の
」
だ
と
い
う
べ
き
で
す
。

３
．
「
親
日
政
権
」
と
「
反
日
政
権
」
の

お
か
し
な
「
基
準
」

大
統
領
自
ら
が
事
実
上
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
た

今
回
の
件
で
、
日
本
で
の
韓
国
の
政
権
へ
の
評
価
に
つ

い
て
非
常
に
気
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
本
で
は
マ
ス
コ
ミ
も
含
め
て
、
韓
国
が
保
守
政
権

で
あ
っ
た
場
合
は
「
親
日
政
権
」
、
非
保
守
政
権
の
場

合
は
「
反
日
政
権
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
半
ば
当
た
り
前
に

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
「
親
日
」
、
「
反
日
」

を
分
け
る
「
基
準
」
が
実
に
ク
セ
モ
ノ
で
す
。

ち
ょ
う
ど
六
十
年
前
の
一
九
六
五
年
、
日
本
は
朝
鮮

半
島
南
側
の
韓
国
と
「
国
交
正
常
化
」
を
し
ま
し
た
。

「
反
共
」
軍
事
独
裁
政
権
で
あ
っ
た
韓
国
と
結
ば
れ
た

「
日
韓
基
本
条
約
」
で
は
、
日
本
の
か
つ
て
の
植
民
地

支
配
や
侵
略
戦
争
へ
の
加
担
強
制
な
ど
の
責
任
は
か
な

り
曖
昧
に
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
韓
国
国
民

の
間
に
は
韓
国
政
府
や
日
本
に
対
す
る
不
満
が
た
び
た

び
高
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、
韓
国
国
民
の
声
を
ウ
ヤ

ム
ヤ
に
し
て
抑
え
付
け
、
日
本
の
政
財
界
と
結
び
付
こ

う
と
す
る
政
権
が
あ
る
一
方
、
植
民
地
支
配
・
侵
略
戦

争
の
損
害
・
被
害
の
声
を
受
け
て
日
本
に
も
厳
し
い
注

文
を
付
け
る
政
権
が
存
在
し
ま
し
た
。

日
本
で
は
マ
ス
コ
ミ
も
含
め
て
、
日
本
の
責
任
を
曖

昧
ウ
ヤ
ム
ヤ
に
し
て
前
面
に
出
さ
な
い
政
権
を
「
親
日

政
権
」
、
日
本
の
責
任
を
問
い
何
ら
か
の
注
文
を
付
け

て
来
る
政
権
を
「
反
日
政
権
」
と
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
「
基
準
」
で
相
手
国
の
政
権

を
評
価
す
る
国
は
、
日
本
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
と
思

い
ま
す
。
今
年
は
「
戦
後
八
十
年
」
を
迎
え
る
年
で
す
。

植
民
地
支
配
・
侵
略
戦
争
に
対
す
る
責
任
に
真
に
向
き

合
い
、
歪
ん
だ
「
基
準
」
で
韓
国
の
政
権
を
判
断
す
る

と
い
う
習
慣
は
止
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

隣
国
の
事
件
に
よ
り
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
経
緯
や

内
容
、
そ
の
憲
法
を
ど
の
よ
う
に
運
用
し
て
活
か
し
て

い
く
の
か
、
「
対
岸
の
火
事
」
で
済
ま
さ
ず
今
一
度
歴

史
か
ら
学
び
、
改
め
て
日
本
国
憲
法
に
何
が
書
か
れ
て

い
る
の
か
、
趣
旨
も
含
め
て
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
る

気
が
し
ま
す
。

山
岸
和
典

暗
く
恐
ろ
し
い
記
憶
が
あ
り
、
民
主
主
義
が
壊
さ
れ
る

こ
と
に
強
い
危
機
感
を
持
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
選
挙

で
選
ば
れ
た
、
あ
る
い
は
自
分
で
選
ん
だ
行
政
の
長
や

議
員
で
あ
っ
て
も
、
「
当
選
人
に
白
紙
委
任
を
す
る
こ

と
が
民
主
主
義
」
と
は
と
ら
え
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
で

は
一
般
的
に
政
府
を
批
判
す
る
意
見
を
冷
笑
し
、
邪
魔

扱
い
を
す
る
傾
向
が
強
い
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
だ

け
に
政
府
に
よ
っ
て
民
主
主
義
が
脅
か
さ
れ
た
時
、
果

た
し
て
そ
れ
に
抗
う
た
め
の
行
動
を
起
こ
せ
る
の
か
疑

問
で
す
。
「
日
本
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
主
主
義
の
先

進
国
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
は
錯
覚
で
す
。
世
間
の
同
調
圧
力
が
強
く
、
「
長
い

も
の
」
に
巻
か
れ
が
ち
な
傾
向
の
あ
る
日
本
国
民
が
主

権
者
意
識
を
感
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
真
の
民

主
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
韓
国
に
後
れ
を
取
っ
て
い
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

２
．
憲
法
へ
の
「
緊
急
事
態
条
項
」
創
設
の
危
険
性

日
本
維
新
の
会
の
馬
場
信
幸
前
代
表
が
、
Ｘ
で
韓
国

で
の
「
非
常
戒
厳
」
の
動
き
を
受
け
て
「
こ
の
よ
う
な

混
乱
を
生
む
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
た
め
に
も
憲
法
改
正

で
『
緊
急
事
態
条
項
』
を
整
備
す
べ
き
」
な
ど
と
、
的

外
れ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
国
民
の
立
場
か
ら
見
れ
ば

ま
っ
た
く
逆
転
し
た
言
説
を
投
稿
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
「
む
し
ろ
尹
大
統
領
の
や
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、

『
緊
急
事
態
条
項
』
の
実
践
。
だ
か
ら
、
憲
法
に
『
緊

急
事
態
条
項
』
な
ど
書
き
込
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と

い
う
理
性
的
で
的
確
な
反
論
が
あ
り
ま
し
た
。

報
道
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
尹
大

統
領
は
「
非
常
戒
厳
」
を
発
す
る
際
の
理
由
と
し
て
、

「
国
会
議
員
選
挙
で
不
正
が
あ
っ
た
」
な
ど
と
と
も
に

「
従
北
勢
力
に
よ
る
脅
威
」
、
「
共
産
主
義
の
影
響
」

を
持
ち
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
同
調
し

た
軍
の
高
官
は
、
北
朝
鮮
と
の
軍
事
境
界
付
近
で
北
朝

鮮
を
挑
発
し
て
衝
突
を
起
こ
さ
せ
、
「
非
常
戒
厳
」
の

「
正
当
化
」
を
補
強
す
る
計
画
ま
で
立
て
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
韓
国
の
事
態
は
、
日
本
の
憲
法
に
「
緊
急
事

態
条
項
」
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
の
危
険
性
を
示
し
て


