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神
戸
大
学
教
授

木
村 

幹

　

韓
国
政
治
が
大
き
く
動
い
て
い
る
。
二
〇
二
四
年
一
二
月
三
日
、

突
如
と
し
て
戒
厳
令
を
宣
布
し
た
尹

ユ
ン
ソ
ン
ニ
ョ
ル

錫
悦
前
大
統
領
は
、
そ
の
後

国
会
に
よ
る
弾
劾
訴
追
と
内
乱
罪
の
嫌
疑
に
よ
る
刑
事
訴
追
を
受

け
、
四
月
四
日
に
は
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
正
式
に
大
統
領
の
職

を
追
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

韓
国
政
治
は
こ
れ
に
よ
り
、
六
月
三
日
に
行
わ
れ
る
大
統
領
選
挙

へ
と
進
む
こ
と
と
な
っ
た
が
、
混
乱
は
そ
れ
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
。

五
月
一
日
、
日
本
の
最
高
裁
判
所
に
当
た
る
大
法
院
は
、
国
会
議
席

の
六
〇
％
近
く
を
占
め
る
最
大
野
党
「
と
も
に
民
主
党
」
の
大
統
領

候
補
・
李
在
明
の
公
職
選
挙
法
違
反
を
め
ぐ
る
事
件
に
つ
い
て
、
無

罪
と
し
た
ソ
ウ
ル
高
等
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
て
差
し
戻
し
た
。

大
法
院
の
判
断
は
事
実
認
定
に
ま
で
細
か
く
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
あ

り
、
仮
に
裁
判
が
継
続
さ
れ
れ
ば
、
李イ

ジ
ェ
ミ
ョ
ン

在
明
へ
の
有
罪
判
決
は
ほ
ぼ

確
実
と
見
ら
れ
て
い
る
。
韓
国
の
公
職
選
挙
法
で
は
同
違
反
な
ど
に

よ
り
一
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
上
の
罰
金
刑
を
受
け
た
者
は
被
選
挙
権
を

失
う
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
選
挙
期
間
中
に
条
件
を
満
た
す
判
決
が

出
れ
ば
、
李
在
明
は
候
補
者
と
し
て
の
地
位
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

　

大
統
領
選
挙
が
終
わ
っ
て
も
、
韓
国
政
治
を
め
ぐ
る
混
乱
は
続
く

だ
ろ
う
。
韓
国
憲
法
は
、
現
職
大
統
領
が
内
乱
罪
な
ど
に
関
与
す
る

場
合
を
除
い
て
刑
事
訴
追
さ
れ
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
既
に

き
む
ら　

か
ん　

一
九
九
〇
年
京
都
大
学
卒
、

同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
中
退
。

博
士
（
法
学
）。
愛
媛
大
学
講
師
、
神
戸
大
学

助
教
授
な
ど
を
経
て
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
現
職
。

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
東
ア
ジ
ア
研
究

セ
ン
タ
ー
、
高
麗
大
学
校
亜
細
亜
問
題
研
究
所

客
員
研
究
員
な
ど
を
歴
任
。
著
書
に
『
全
斗
煥 

数
字
は
ラ
ッ
キ
ー
セ
ブ
ン
だ
』『
韓
国
現
代
史 

大

統
領
た
ち
の
栄
光
と
蹉
跌
』
な
ど
。

「
尹
戒
厳
」
な
ど
韓
国
政
治
の
混
乱
の
背
景
に
は
、
憲
政
の
制
度
と

政
治
の
機
能
不
全
が
あ
る
。
民
主
化
以
来
の
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
だ
。

・
戒
厳
と
弾
劾
が
、
憲
法
の
制
度
趣
旨
を
無
視
し
て
乱
用
さ
れ
た

・
憲
法
の
制
度
的
欠
陥
を
「
ボ
ス
政
治
」、
次
い
で
世
論
が
カ
バ
ー

・
社
会
の
分
断
が
欠
陥
を
あ
ら
わ
に
。
制
度
自
体
の
修
正
が
急
務

戒
厳
と
弾
劾 

韓
国「
民
主
化
の
終
わ
り
」

—
—

限
界
に
き
て
い
る
「
第
六
共
和
国
憲
法
」
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刑
事
訴
追
さ
れ
た
者
の
裁
判
が
大
統
領
就
任
に
よ
り
停
止
さ
れ
る
か

否
か
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
。
ま
た
国
会
法
は
、
在
職
中
に

被
選
挙
権
を
失
っ
た
者
が
議
員
職
を
「
退
職
」
す
る
こ
と
を
定
め
て

い
る
が
、
大
統
領
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
今
回

の
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
最
有
力
候
補
者
で
あ
る
李
在
明
が
当
選
し

た
場
合
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
的
議
論
が
巻
き
起
こ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

　

他
方
、
対
立
す
る
保
守
系
の
候
補
者
が
当
選
し
た
場
合
に
は
、
ま

た
異
な
る
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
統
領
制
を
と
る
韓
国

で
は
、
大
統
領
に
国
会
を
解
散
す
る
権
限
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

前
回
の
国
会
議
員
選
挙
は
二
四
年
四
月
に
行
わ
れ
て
お
り
、
既
に
述

べ
た
よ
う
に
「
と
も
に
民
主
党
」
が
過
半
数
を
大
き
く
超
え
る
議
席

を
確
保
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仮
に
保
守
系
の
候
補
が
大
統
領
に
当

選
し
た
場
合
、
そ
の
大
統
領
は
尹
錫
悦
と
同
じ
く
、
四
年
後
の
二
八

年
四
月
ま
で
、
野
党
が
国
会
を
支
配
す
る
状
況
で
の
国
政
運
営
を
強

い
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

戒
厳
令
は
大
統
領
の
「
統
治
行
為
」

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
政
治
の
混
乱
は
な
ぜ
起
こ
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
尹
錫
悦
や
李
在
明
の
個
人
的
問

題
よ
り
も
、
何
が
彼
ら
の
一
連
の
行
動
を
も
た
ら
し
た
か
で
あ
り
、

背
景
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
す
る
か
で
あ
ろ
う
。

　

尹
錫
悦
を
め
ぐ
る
問
題
に
お
い
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ

る
。
一
つ
は
彼
が
発
動
し
た
戒
厳
令
を
め
ぐ
る
「
制
度
」
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
韓
国
は
、
一
九
四
八
年
の
建
国
か
ら
今
日
ま
で
、
北

朝
鮮
と
の
厳
し
い
緊
張
関
係
に
あ
る
。
大
統
領
に
与
え
ら
れ
た
戒
厳

令
を
め
ぐ
る
権
限
は
、
こ
の
よ
う
な
南
北
関
係
を
前
提
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
大
統
領
に
任
命
さ
れ
た
戒
厳
司
令
官
が
「
軍
事

的
必
要
に
よ
り
、
逮
捕
・
拘
束
・
捜
索
・
押
収
・
住
居
移
転
・
報
道
・

出
版
・
集
会
・
結
社
ま
た
は
団
体
行
動
に
関
し
、
特
別
な
措
置
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
広
範
な
行
政
、
司
法
的

措
置
を
と
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
韓
国
の
大
統
領
に
与
え
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
緊
急
措
置

権
が
、
常
に
制
度
が
本
来
想
定
し
た
よ
う
な
深
刻
な
安
全
保
障
面
で

の
危
機
に
お
い
て
の
み
行
使
さ
れ
て
き
た
か
、
と
い
え
ば
そ
う
で
は

な
い
。
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
、
韓
国
で
戒
厳
令
が
宣
布
さ
れ
た
の

は
過
去
一
七
回
。
そ
の
う
ち
北
朝
鮮
と
の
間
の
緊
張
関
係
に
よ
っ
て

宣
布
さ
れ
た
も
の
は
わ
ず
か
五
回
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
の
一
二
回

は
韓
国
国
内
の
混
乱
に
伴
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
六
一
年

と
七
九
年
の
戒
厳
令
は
そ
れ
ぞ
れ
、
朴
正
熙
と
全
斗
煥
に
よ
る
軍
事

ク
ー
デ
タ
ー
と
密
接
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
五
二
年
と

七
二
年
の
戒
厳
令
は
、
当
時
大
統
領
で
あ
っ
た
李
承
晩
と
朴
正
熙
が
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政
権
延
命
の
た
め
自
ら
起
こ
し
た
、「
上
か
ら
の
ク
ー
デ
タ
ー
」
に

伴
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
戒
厳
令
の
乱
用
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
こ
れ
を
可

能
に
し
た
法
的
解
釈
が
あ
っ
た
。
尹
錫
悦
が
大
統
領
弾
劾
を
め
ぐ
る

審
判
で
主
張
し
た
よ
う
に
、
李
承
晩
か
ら
全
斗
煥
ま
で
続
い
た
権
威

主
義
体
制
下
に
お
い
て
は
、
戒
厳
令
の
宣
布
は
大
統
領
に
よ
る
「
統

治
行
為
」
の
一
環
で
あ
る
と
さ
れ
、
司
法
審
査
の
対
象
と
は
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
戒
厳
法
に
よ
り
そ
の
解
除
の
権
限
を

有
す
る
は
ず
の
国
会
の
閉
鎖
・
解
散
ま
で
も
が
実
質
的
に
許
容
さ
れ
、

戒
厳
令
は
時
の
為
政
者
な
ど
が
憲
法
体
制
を
停
止
し
、
恣
意
的
な
政

治
制
度
を
作
り
上
げ
る
た
め
の
最
重
要
の
道
具
と
し
て
機
能
し
た
。

尹
錫
悦
に
よ
る
戒
厳
令
宣
布
と
そ
れ
に
伴
う
国
会
封
鎖
の
試
み
は
、

こ
の
よ
う
な
過
去
の
権
威
主
義
政
権
期
の
戒
厳
令
の
用
い
方
を
踏
襲

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

尹
大
統
領
を
追
い
詰
め
た
「
選
挙
時
期
の
ず
れ
」

　

尹
錫
悦
を
め
ぐ
る
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
も
そ
も
彼
を
し

て
戒
厳
令
宣
布
と
い
う
最
終
手
段
を
と
る
ま
で
追
い
詰
め
た
原
因
で

あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
ま
ず
重
要
な
の
は
、
大
統
領
与
党
が

国
会
で
は
少
数
派
で
あ
っ
た
と
い
う
、「
分
割
政
府
」
状
態
で
あ
る
。

尹
錫
悦
が
大
統
領
に
就
任
し
た
二
〇
二
二
年
五
月
、
韓
国
の
国
会
は

野
党
「
と
も
に
民
主
党
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
状
況
に
あ
り
、
彼

は
厳
し
い
政
権
運
営
を
強
い
ら
れ
た
。
大
統
領
が
国
会
を
解
散
す
る

権
限
を
持
た
な
い
韓
国
に
お
い
て
尹
錫
悦
が
任
期
中
に
唯
一
迎
え
る

こ
と
が
で
き
た
国
会
議
員
選
挙
は
二
四
年
四
月
の
も
の
の
み
で
あ
っ

た
が
、
大
統
領
与
党
「
国
民
の
力
」
は
こ
こ
で
も
大
敗
を
喫
し
、
尹

非常戒厳
非常戒厳
非常戒厳
警備戒厳
非常戒厳
警備戒厳
非常戒厳
非常戒厳
警備戒厳
非常戒厳
非常戒厳
警備戒厳
非常戒厳
非常戒厳
非常戒厳
非常戒厳
非常戒厳

1948.10.21
1948.11.17
1950.7.8
1950.11.10
1950.12.7
1951.3.23
1951.12.1
1952.5.25
1960.4.19
1960.4.19
1961.5.16
1961.5.27
1964.6.3
1972.10.17
1979.10.18
1979.10.27
2024.12.3

1949.2.5
1948.12.31
1950.12.6
1950.12.6
1951.4.7
1952.4.7
1952.4.7
1952.7.28
1960.4.19
1960.6.7
1962.5.27
1962.12.5
1964.7.29
1972.12.13
1979.10.27
1981.1.24
2024.12.4

麗水・順天事件
済州4 ·3 事件
朝鮮戦争
朝鮮戦争
朝鮮戦争
朝鮮戦争
朝鮮戦争
釜山政治波動
4 ·19 革命
4 ·19 革命
5 ·16 軍事クーデター
5 ·16 軍事クーデター
6 · 3 抗争
10月維新
釜馬民主抗争
朴正熙暗殺事件
2024年韓国非戦戒厳

表1　韓国の戒厳令
種類   宣言日            解除日    内容

表はいずれも筆者作成
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錫
悦
は
そ
の
任
期
全
て
に
お
い
て
、
国
会
の
多
数
を
野
党
に
抑
え
ら

れ
た
状
態
で
過
ご
す
こ
と
が
確
定
す
る
。
そ
し
て
こ
の
膠
着
状
態
を

打
破
す
る
た
め
に
尹
錫
悦
が
行
っ
た
の
が
、戒
厳
令
宣
布
で
あ
っ
た
、

と
い
う
帰
結
に
な
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
大
統
領
与
党
と
国
会
多
数
党
が
異

な
る
「
分
割
政
府
」
状
態
が
、
こ
の
国
に
お
い
て
は
極
め
て
頻
繁
に

見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
表
２
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
民
主
化
以
後

の
各
時
期
に
つ
い
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
に
四
〇
％
以
上
の

期
間
に
お
い
て
、
こ
の
国
が
「
分
割
政
府
」
状
況
に
置
か
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

背
景
に
存
在
す
る
の
は
、
大
統
領
と
国
会
議
員
の
任
期
を
そ
れ
ぞ

れ
五
年
・
四
年
と
異
に
す
る
、
韓
国
憲
法
の
変
則
的
な
規
定
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
韓
国
で
は
、
大
統
領
選
挙
と
国
会
議
員
選
挙
が
異
な
る

時
期
に
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
大
統
領
は
自
ら
の
選
挙
時
の
個
人
的

人
気
を
利
用
し
て
国
会
で
多
数
を
得
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、結
果
、

大
統
領
と
国
会
多
数
党
が
異
な
る
「
ね
じ
れ
」
状
況
が
頻
発
す
る
の

で
あ
る
。

弾
劾
を
多
用
・
李
在
明
候
補
の
政
治
姿
勢

　

さ
て
、
次
に
李
在
明
に
関
わ
る
問
題
を
見
て
い
こ
う
。
彼
に
お
い

て
注
目
す
べ
き
は
公
職
選
挙
法
な
ど
を
め
ぐ
る
嫌
疑
よ
り
も
、
む
し

ろ
そ
の
政
治
手
法
で
あ
る
。
李
在
明
が
党
代
表
に
就
任
し
て
か
ら
の

彼
の
政
治
手
法
の
最
大
の
特
徴
は
、
政
権
と
与
党
に
対
す
る
徹
底
し

た
対
決
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の
手
法
と
し
て
の
弾
劾
の
連
発
で
あ
る
。

韓
国
憲
法
は
、
大
統
領
の
弾
劾
訴
追
に
つ
い
て
は
三
分
の
二
以
上
の

賛
成
を
必
要
と
す
る
一
方
で
、「
国
務
総
理
・
国
務
委
員
・
行
政
各

部
の
長
・
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
・
法
官
・
中
央
選
挙
管
理
委
員
会

の
委
員
・
監
査
院
長
・
監
査
委
員
そ
の
他
法
律
が
定
め
る
公
務
員
」

に
つ
い
て
は
、
過
半
数
で
足
り
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
国

1988年 2月
1988年 4月
1990年 1月
1992年 4月
1993年 2月
1996年 4月
1998年 2月
2000年 2月
2000年 4月
2003年 2月
2004年 4月
2008年 2月
2008年 4月
2012年 4月
2013年 2月
2016年 4月
2017年 5月
2020年 4月
2022年 5月
2024年 4月

大統領
国会
（政党統合）
国会
大統領
国会
大統領
（連立崩壊）
国会
大統領
国会
大統領
国会
国会
大統領
国会
大統領
国会
大統領
国会

与党
野党
与党
与党
与党
野党
与党連合
野党
野党
野党
与党
野党
与党
与党
与党
野党
野党
与党
野党
野党

盧泰愚

金泳三

金大中

盧武鉉

李明博

朴槿恵

文在寅

尹錫悦

表2　韓国における大統領と国会多数勢力
 選挙         国会多数勢力　　大統領
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会
で
多
数
を
占
め
る
野
党

が
こ
の
規
定
を
利
用
し

て
、
高
位
公
職
者
を
次
か

ら
次
へ
と
弾
劾
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
の
が
現
在

の
状
況
で
あ
る
。

　

こ
の
弾
劾
訴
追
の
連
発

に
お
い
て
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
野
党

が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る

状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
多
く
の
訴
追
案
が

国
会
の
審
理
中
に
破
棄
・

撤
回
な
ど
を
さ
れ
て
い
る

こ
と
、そ
し
て
何
よ
り
も
、

可
決
さ
れ
た
弾
劾
案
の
う
ち
尹
錫
悦
に
対
す
る
も
の
を
除
け
ば
、
全

て
が
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
す
な
わ
ち
、
野
党
が
弾
劾
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
「
職

務
執
行
に
お
け
る
憲
法
や
法
律
に
対
す
る
違
反
」
の
重
大
性
を
真
剣

に
考
慮
せ
ず
、そ
の
判
断
を
憲
法
裁
判
所
に
丸
投
げ
し
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
は
弾
劾
が
公
職
者
の
罷
免
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
の
で
は

な
く
、
政
府
に
圧
力
を
加
え
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
今
日
の
韓
国
の
状
況
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
の
だ

ろ
う
か
。
明
ら
か
な
の
は
、
こ
の
国
の
憲
法
体
制
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

欠
陥
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
一
斉
に
露
呈
し
た
結
果
、
現
在
の
状
況
が

あ
る
こ
と
だ
。
大
統
領
の
巨
大
な
緊
急
措
置
権
や
「
分
割
政
府
」
と

な
り
や
す
い
選
挙
制
度
、
さ
ら
に
は
過
半
数
の
賛
成
を
も
っ
て
足
り

る
大
統
領
以
外
の
公
職
者
に
対
す
る
弾
劾
訴
追
制
度—

—
 

し
か
も

そ
れ
が
憲
法
裁
判
所
に
却
下
さ
れ
て
も
国
会
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ

は
存
在
し
な
い—

—

は
、
全
て
が
憲
法
の
規
定
に
由
来
し
て
い
る

の
だ
。

一
九
八
七
年
民
主
化
で
取
り
残
さ
れ
た
戒
厳
令
規
定

　

そ
れ
で
は
、
韓
国
の
憲
法
体
制
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
い
び
つ
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
は
、
こ
の
国
が
民
主

化
を
果
た
し
た
一
九
八
七
年
の
特
殊
な
政
治
状
況
に
あ
る
。
韓
国
の

民
主
化
に
向
け
た
制
度
的
準
備
は
、
全
斗
煥
政
権
下
の
与
党
代
表
で

あ
っ
た
盧
泰
愚
が
、
同
年
六
月
二
九
日
に
出
し
た
「
民
主
化
宣
言
」

の
直
後
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
作
業
に
は
大
き
な
時

間
的
制
約
が
あ
っ
た
。
全
斗
煥
の
大
統
領
任
期
切
れ
が
翌
年
二
月
に

迫
っ
て
お
り
、
民
主
主
義
的
な
選
挙
に
よ
り
そ
の
後
任
を
選
び
出
す

表３　韓国における公職者の弾劾事例
 
全斗煥
盧泰愚
金泳三
金大中
盧武鉉
李明博
朴槿恵
文在寅
尹錫悦

1
0
1
6
4
1
2
6
30

0
0
0
0
1
0
1
1
13

訴追案可決は大統領

訴追案可決・認容は大統領

審理中2　訴追案可決・認容は大統領

0
0
0
0
0
0
1
0
1

訴追案
可決

憲法裁判所
認容人数 注釈
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た
め
に
は
、
彼
の
任
期
切
れ
ま
で
に
当
時
の
権
威
主
義
的
な
政
治
制

度
を
改
め
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

韓
国
憲
法
が
規
定
す
る
大
統
領
制
で
は
、
新
旧
政
権
の
交
代
の
間

に
二
ヵ
月
程
度
の
移
行
期
間
を
設
け
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
ゆ
え

に
大
統
領
選
挙
実
施
は
一
二
月
と
な
る
。選
挙
運
動
期
間
を
準
備
し
、

公
職
選
挙
法
を
改
正
し
、
新
た
な
る
憲
法
と
法
律
の
公
示
期
間
を
も

確
保
し
よ
う
と
思
え
ば
、
一
〇
月
に
は
新
憲
法
を
制
定
、
公
布
す
る

必
要
が
あ
る
。
新
憲
法
の
制
定
に
は
、
原
案
を
作
っ
て
国
会
を
通
過

さ
せ
、
国
民
投
票
に
か
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
さ
ら
に
二
ヵ
月
は

か
か
る
。
結
果
、
新
憲
法
案
策
定
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
日
時
は
、

実
質
的
に
三
〇
日
前
後
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
当
時
の
与
野
党
は
こ
の
短
い
間
に
一
三
〇
ヵ
所
も
の

改
定
を
行
っ
た
憲
法
改
正
案
を
作
成
す
る
。
最
大
の
目
的
は
、
ま
ず

は
民
主
主
義
的
な
選
挙
に
よ
り
大
統
領
を
選
出
す
る
制
度
を
確
立
す

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
で
大
き
な
論
争
を
伴
う
部
分
は
未
解
決
な

ま
ま
取
り
残
さ
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
戒
厳
令
を
め
ぐ
る
規
定

で
あ
り
、
大
統
領
と
国
会
議
員
の
任
期
を
違
え
る
政
治
制
度
、
そ
し

て
そ
の
後
腐
敗
の
温
床
と
な
り
、
歴
代
大
統
領
が
弾
劾
、
あ
る
い
は

退
任
後
に
刑
事
処
罰
を
受
け
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
大
統
領

の
大
き
な
行
政
的
権
限
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
の
憲
法
体
制
の
欠
陥
は
、
す
ぐ
に

は
深
刻
な
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
韓
国
に

は
「
一
盧
三
金
」
と
称
さ
れ
た
、
盧
泰
愚
、
金
泳
三
、
金
大
中
、
金

鍾
泌
と
い
っ
た
ボ
ス
政
治
家
が
存
在
し
、
彼
ら
が
制
度
的
欠
陥
を
埋

め
る
役
割
を
果
た
し
た
か
ら
で
あ
る
。
典
型
的
な
事
例
は
九
〇
年
の

巨
大
与
党
、
民
主
自
由
党
の
結
党
で
あ
っ
た
ろ
う
。
当
時
の
韓
国
は

与
党
の
民
主
正
義
党
が
国
会
の
過
半
数
を
大
き
く
下
回
る
状
況
に
あ

り
、
韓
国
政
治
は
深
刻
な
機
能
不
全
に
直
面
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の

状
況
で
盧
泰
愚
は
金
泳
三
と
金
鍾
泌
と
の
間
で
協
議
を
行
い
、
彼
ら

が
そ
れ
ぞ
れ
党
首
を
務
め
て
い
た
統
一
民
主
党
と
新
民
主
共
和
党

と
、
民
主
正
義
党
を
統
合
す
る
。
類
似
し
た
状
況
は
九
八
年
の
金
大

中
政
権
時
に
も
見
ら
れ
、
こ
の
時
は
金
大
中
と
金
鍾
泌
の
間
で
連
立

政
権
が
成
立
し
、
金
大
中
が
大
統
領
、
金
鍾
泌
が
国
務
総
理
を
務
め

る
こ
と
と
な
っ
た
。

世
代
交
代
と
分
断
で
失
わ
れ
た
政
治
の
「
安
全
弁
」

　

し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
「
一
盧
三
金
」
に
代

表
さ
れ
る
ボ
ス
政
治
は
姿
を
消
し
、
韓
国
は
保
守
と
進
歩
の
二
大
政

党
が
対
峙
す
る
状
況
へ
と
突
入
す
る
。
以
後
、
〇
四
年
の
盧
武
鉉
に

対
す
る
弾
劾
訴
追
案
の
可
決
に
代
表
さ
れ
る
、
今
日
の
韓
国
に
も
つ

な
が
る
政
治
状
況
が
出
現
す
る
。
こ
こ
で
、
か
つ
て
の
ボ
ス
政
治
家

に
代
わ
る
仲
介
者
役
を
果
た
し
た
の
は
、
巨
大
デ
モ
と
世
論
調
査
の
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結
果
に
よ
り
可
視
化
さ
れ
た
「
世
論
」
で
あ
っ
た
。
盧
武
鉉
、
朴
槿

惠
と
続
い
た
大
統
領
弾
劾
を
め
ぐ
る
政
局
に
典
型
的
に
表
れ
た
よ
う

に
、
世
論
は
混
乱
す
る
政
治
状
況
に
明
確
な
方
向
性
を
示
す
も
の
と

し
て
機
能
し
、
韓
国
政
治
は
か
ろ
う
じ
て
空
転
を
免
れ
た
。

　

し
か
し
、
今
日
で
は
世
論
も
ま
た
、
調
整
弁
的
機
能
を
果
た
せ
な

く
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
始
ま
っ
た
韓
国
政
治
の
保

守
・
進
歩
両
勢
力
へ
の
分
断
は
、
や
が
て
社
会
内
部
に
も
深
く
浸
透

し
、今
日
で
は
世
論
も
ま
た
、左
右
に
大
き
く
分
裂
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
尹
錫
悦
弾
劾
を
め
ぐ
っ
て
出
現
し
た
保
守
・

進
歩
両
派
に
分
裂
し
た
「
二
つ
の
巨
大
デ
モ
」
は
、
こ
の
状
況
を
可

視
化
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
膠
着
し
た
政
治
状
況
は
、
政
治
家
た
ち
に

制
度
の
抜
け
道
を
与
え
、
そ
れ
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
尹
錫

悦
に
よ
る
戒
厳
令
宣
布
と
、
李
在
明
代
表
下
の
公
職
者
弾
劾
の
乱
用

は
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
体
制
の
欠
陥
に
つ
け
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

抜
け
道
の
「
再
発
見
」
に
よ
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
制
度

的
欠
陥
が
さ
ら
に
露
呈
す
る
こ
と
で
、
政
治
的
混
乱
は
ま
す
ま
す
深

化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
第
六
共
和
国
の
終
焉
」
を
直
視
す
べ
き

　

以
上
の
よ
う
に
韓
国
の
憲
政
史
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
今
の
韓
国

の
状
況
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
が
わ
か

る
。最
初
に
急
ご
し
ら
え
で
作
ら
れ
た
欠
陥
の
多
い
制
度
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
当
時
は
こ
れ
を
補
う
要
素
が
三
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
政
治

的
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
意
思
で
あ
り
、
か
つ
て
の
ボ
ス
政
治
家
た
ち
が

こ
の
制
度
的
欠
陥
を
埋
め
る
べ
く
努
力
し
た
。
二
つ
目
は
社
会
的
意

思
で
あ
り
、
よ
う
や
く
獲
得
さ
れ
た
民
主
主
義
体
制
を
維
持
す
べ

く
、
試
行
錯
誤
し
つ
つ
も
世
論
が
調
整
者
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し

て
い
た
。
三
つ
目
は
政
治
的
エ
リ
ー
ト
と
世
論
双
方
の
デ
ィ
シ
プ
リ

ン—
—

す
な
わ
ち
規
律
で
あ
る
。
か
つ
て
の
人
々
は
制
度
的
欠
陥

が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
利
用
し
て
ま
で
自
ら
の
政
治
的
目
的
を
遂
げ

よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
が
大
き
く
左
右
に
分
断

さ
れ
、
共
通
の
規
範
が
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
な
か
、
人
々
は
、
自
ら

の
求
め
る
利
益
と
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
を
選
ば
な
く
な
っ

て
い
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
韓
国
は
今
こ
そ
、
こ
の
全
て
の
淵
源
で
あ
る
欠
陥

の
あ
る
政
治
的
制
度
を
再
度
点
検
し
、改
め
る
べ
き
時
に
来
て
い
る
。

一
九
八
七
年
の
民
主
化
か
ら
今
年
で
三
八
年
。
そ
の
期
間
は
、
三
九

年
に
す
ぎ
な
か
っ
た
民
主
化
以
前
の
大
韓
民
国
の
歴
史
に
並
ぼ
う
と

し
て
い
る
。
八
七
年
に
作
ら
れ
た
「
第
六
共
和
国
」
体
制
は
歴
史
的

使
命
を
終
え
、
そ
の
「
賞
味
期
限
」
は
切
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
大

き
な
歴
史
的
転
換
点
に
あ
る
と
言
え
そ
う
だ
。
●




