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史
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最
近
、
日
本
で
も
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
韓
国
の
歴

代
大
統
領
は
退
任
後
、
亡
命
、
暗
殺
、
死
刑
、
無
期
懲
役
、
自
殺
、

収
賄
罪
、
職
権
乱
用
罪
な
ど
、
例
外
な
く
悲
惨
な
処
遇
を
受
け
て

い
る
。
い
く
ら
「
大
統
領
の
犯
罪
」
に
対
す
る
正
当
な
処
罰
と
強

弁
し
て
も
、
「
政
治
的
な
報
復
」
で
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
判
る
。 

 

実
は
十
五
年
ほ
ど
前
、
韓
国
の
大
学
に
い
た
頃
、『
ま
ん
じ
』
九

十
五
号
に
、
韓
国
大
統
領
の
悲
劇
の
連
鎖
が
、
李
氏
朝
鮮
王
朝
（
李

朝
）
五
百
年
間
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
四
十
数
件
の
政
争
・
報
復
の

連
鎖
に
、
あ
ま
り
に
も
良
く
似
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
政
争
の

国
」
と
題
し
て
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。 

い
わ
ば
李
朝
は
、
儒
学
者
た
ち
の
政
治
勢
力
の
士
林
派
、
時
代

に
よ
り
変
遷
が
あ
り
簡
単
に
は
要
約
で
き
な
い
が
、
西
人
派
（
老

論
派
、
少
論
派
、
僻
派
）
、
東
人
派
、
南
人
派
（
時
派
）
、
北
人
派

（
大
北
派
、
小
北
派
）
な
ど
と
称
す
る
党
派
に
よ
る
政
争
に
明
け

暮
れ
て
い
た
。 

国
王
が
代
わ
れ
ば
、
国
王
擁
立
に
貢
献
し
た
党
派
が
政
権
を
握

り
、
旧
派
は
徹
底
的
に
粛
清
さ
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
国

王
も
自
己
の
権
力
を
保
持
す
る
目
的
で
、
し
ば
し
ば
意
図
的
な
政

権
党
派
の
交
代
「
換
局
」
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
、
政
争
は
常
に

止
む
こ
と
な
く
、
悲
惨
な
報
復
劇
が
繰
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
数
多
く
の
「
政
変
」
の
中
に
は
党
派
や
人
物
の
固

有
名
詞
だ
け
を
入
れ
替
え
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
次
に
通
用
す
る
ほ
ど

よ
く
似
て
い
る
例
が
多
い
。 

も
ち
ろ
ん
日
本
に
も
政
争
は
有
っ
た
が
、
同
時
代
の
江
戸
期
を

通
し
て
、
李
朝
の
よ
う
な
悲
惨
な
類
例
を
見
い
だ
す
の
は
困
難
な
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の
で
あ
る
。 

そ
ん
な
こ
と
を
「
政
争
の
国
」
と
題
し
て
書
い
た
時
に
、
つ
い

で
に
、
そ
の
後
の
大
統
領
の
運
命
に
つ
い
て
も
同
じ
経
過
を
た
ど

る
だ
ろ
う
と
予
測
し
た
。 

そ
れ
か
ら
十

五
年
、
あ
に
は

か
ら
ん
や
、
そ

の
時
の
大
統
領
、

盧
武
鉉
は
自
殺

に
追
い
込
ま
れ
、

続
く
保
守
系
の

大
統
領
、
李
明

博
や
朴
槿
恵
は
、

盧
武
鉉
自
殺
事

件
の
報
復
と
し

て
、
収
賄
・
職

権
乱
用
罪
等
で

長
期
懲
役
の
重

刑
を
受
け
る
趨

勢
に
あ
る
。
別

表
に
歴
代
大
統

領
の
退
任
後
の

運
命
に
つ
い
て

整
理
し
て
示
す
。 

そ
う
な
る
と
現
大
統
領
文
在
寅
の
今
後
を
予
測
す
る
こ
と
も
難

し
い
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
現
に
、
朴
槿
恵
が
懲
役
二
十
四
年
・

罰
金
十
八
億
円
の
宣
告
を
受
け
た
時
に
、
旧
執
権
党
（
現
自
由
韓

国
党
）
の
洪
準
杓
代
表
が
、
文
在
寅
に
向
か
っ
て
「
裁
判
で
最
も

ぞ
っ
と
し
た
人
は
い
ま
官
邸
に
い
る
大
統
領
だ
ろ
う
」
と
述
べ
、

報
復
ブ
ー
メ
ラ
ン
を
警
告
し
て
い
る
。 

マ
ス
コ
ミ
も
、「
大
統
領
の
在
職
中
、
検
察
は
忠
犬
と
し
て
絶
対

的
権
力
を
行
使
し
奉
仕
す
る
が
、
大
統
領
が
退
任
す
る
と
、
新
し

い
大
統
領
の
た
め
に
前
大
統
領
を
食
い
ち
ぎ
る
」
と
韓
国
的
な
政

治
風
土
に
つ
い
て
風
刺
し
て
い
る
。 

ま
さ
に
李
朝
の
「
士
禍
」
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
沁
み
つ
い
た

歴
史
と
い
う
も
の
は
、
新
し
い
時
代
、
新
し
い
制
度
の
下
で
も
大

し
て
変
わ
ら
な
い
ら
し
い
。 

 

実
は
、
こ
の
よ
う
に
李
氏
朝
鮮
王
朝
（
李
朝
）
か
ら
の
悪
し
き

歴
史
を
受
け
継
い
で
い
る
例
は
、
南
の
韓
国
の
政
争
ば
か
り
で
は

な
い
。
北
朝
鮮
に
お
け
る
金
正
恩
の
権
力
継
承
過
程
に
も
李
朝
の

歴
史
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
金
正
恩
の
世
襲
過
程
と
極
め
て
良
く
似
た
事
例
を

李
朝
の
歴
史
に
探
す
と
五
件
も
見
出
だ
せ
る
。
し
か
も
そ
の
内
の

二
件
は
登
場
人
物
や
宗
主
国
の
固
有
名
詞
さ
え
取
り
替
え
れ
ば
、

物
語
が
完
結
す
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。 

北
朝
鮮
は
建
前
上
共
産
主
義
国
家
で
あ
り
な
が
ら
、
三
代
も
世

襲
を
繰
り
返
し
て
い
る
独
裁
国
家
で
あ
る
。
い
わ
ば
李
朝
の
遺
伝

 韓国の歴代大統領の受難史

 第1～3代  李承晩（1948～60)  4 •19革命で米国に亡命

 第4代  尹潽善（1960～62)  時局に関する事件で司法処分3回

 第5～9代  朴正熙（1963～79)  金載圭•中央情報部長により殺害される

 第10代  崔圭夏（1979～80)  実権なし

 第11･12代  全斗煥（1980～88)  軍事反乱などの罪で死刑宣告

 第13代  盧泰愚（1988～93)  軍事反乱などの罪で無期刑宣告

 第14代  金泳三（1993～98)  息子の賢哲か韓宝不正事件で懲役

 第15代  金大中（98～2003)  息子3名他親族が斡旋収賄罪

 第16代  盧武鉉（2003～08)  収賄容疑で検察が捜査中に自殺

 第17代  李明博（2008～13)  収賄や横領、職権乱用の罪で起訴中

 第18代  朴槿恵（2013～17)  職権乱用なとで懲役24年、罰金18億円

 第19代  文在寅(2017～　　)  ?
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子
を
引
き
継
い
だ
「
中
世
的
な
王
朝
国
家
」
な
の
で
あ
る
。 

今
回
は
ま
ず
、
①
北
朝
鮮
の
第
三
代
金
正
恩
の
世
襲
経
過
が
、

②
李
朝
第
十
五
代
光
海
君
や
、
③
李
朝
第
十
七
代
孝
宗
（
鳳
林
大

君
）
の
世
襲
過
程
に
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
い
。 

更
に
は
、
光
海
君
や
鳳
林
大
君
の
事
例
も
、
そ
れ
以
前
の 

④
李

朝
第
三
代
太
宗
（
芳
遠
）
や
、
⑤
李
朝
第
七
代
世
祖
（
首
陽
大
君
）
、

⑥
李
朝
第
十
一
代
中
宗
（
晋
城
大
君
）
の
世
襲
過
程
の
繰
り
返
し

で
あ
っ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。 

も
ち
ろ
ん
類
例
が
多
数
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
将
来
を

規
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
南
北
朝
鮮
間
の
数
多
く
の

不
幸
な
歴
史
に
目
を
つ
む
り
、
表
面
上
の
友
好
ム
ー
ド
を
損
な
わ

な
い
よ
う
に
細
心
の
努
力
を
重
ね
て
い
て
も
、
歴
史
は
無
情
で
あ

り
、
ま
た
不
幸
な
類
例
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

北
朝
鮮
第
三
代
金
正
恩
の
世
襲
経
過 

 

二
〇
一
〇
年
六
月
、
金
正
日
総
書
記
は
、
長
男
の
金
正
男
と
三

男
の
金
正
恩
を
伴
い
中
国
に
赴
き
、
金
正
恩
を
後
継
者
に
決
め
た

こ
と
を
胡
錦
濤
国
家
主
席
に
報
告
し
た
。
中
国
王
朝
が
王
位
継
承

に
勅
許
（
誥
命
）
を
得
る
儀
式
で
あ
る
。 

そ
の
頃
、
中
国
は
三
男
の
金
正
恩
の
世
襲
に
強
く
反
対
し
て
い

た
。
共
産
主
義
国
家
で
世
襲
が
続
く
こ
と
な
ど
理
念
上
あ
り
得
な

い
の
に
加
え
て
、
中
国
派
の
長
男
の
金
正
男
を
差
し
置
い
て
、
三

男
の
金
正
恩
が
継
ぐ
こ
と
な
ど
、
父
家
長
制
が
伝
統
の
中
国
王
朝

と
し
て
は
認
め
が
た
か
っ
た
。 

中
国
に
と
っ
て
御
し
や
す
い
の
は
長
男
の
金
正
男
で
あ
っ
た
。

マ
カ
オ
や
香
港
に
活
動
基
盤
を
持
ち
、
北
朝
鮮
の
外
貨
調
達
を
担

当
し
て
い
た
正
男
は
、
中
国
の
保
護
下
に
あ
り
北
朝
鮮
内
に
も
侮

れ
な
い
力
を
持
っ
て
い
た
。
李
朝
の
権
力
抗
争
史
に
よ
れ
ば
、
こ

こ
で
金
正
恩
は
金
正
男
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
の
最
初
の
試
み
が
、
二
〇
〇
九
年
四
月
初
め
、
北
朝
鮮
の
平

壌
中
心
街
に
位
置
す
る
「
特
閣
」
に
、
北
朝
鮮
情
報
機
関
で
あ
る

国
家
安
全
保
衛
部
要
員
が
乗
り
こ
ん
だ
「
ウ
ア
ム
閣
襲
撃
事
件
」

で
あ
る
。
こ
こ
は
金
正
男
の
平
壌
に
お
け
る
根
拠
地
で
、
主
に
マ

カ
オ
や
香
港
に
住
む
正
男
が
帰
る
度
に
滞
在
し
、
知
人
た
ち
と
パ

ー
テ
ィ
ー
な
ど
を
楽
し
む
場
所
で
あ
っ
た
。 

 

も
ち
ろ
ん
保
衛
部
要
員
た
ち
を
送
っ
た
の
は
金
正
恩
だ
っ
た
。

父
、
金
正
日
か
ら
後
継
者
と
指
名
さ
れ
て
は
い
た
が
、
潜
在
的
な

脅
威
で
あ
る
金
正
男
と
そ
の
追
従
勢
力
を
無
力
化
さ
せ
る
こ
と
が

急
務
で
あ
っ
た
。 

そ
の
た
め
韓
国
マ
ス
コ
ミ
は
こ
の
事
件
を
「
平
壌
版
王
子
の
乱
」

と
名
付
け
た
。「
王
子
の
乱
」
と
は
、
李
朝
初
代
太
祖
の
五
男
芳
遠

が
王
世
子
の
芳
碩
（
太
祖
の
正
妃
の
二
男
）
等
を
ク
ー
デ
タ
ー
で

殺
害
し
た
事
件
で
あ
る
。 

同
じ
脈
絡
で
見
る
と
良
く
判
る
の
が
、
二
〇
〇
九
年
末
に
北
朝

鮮
経
済
を
崩
壊
直
前
ま
で
追
い
や
っ
た
貨
幣
改
革.

で
あ
る
。
こ
れ

を
仕
組
ん
だ
の
が
金
正
恩
で
、
貨
幣
改
革
の
反
対
者
す
な
わ
ち
マ

カ
オ
に
い
て
、
国
際
金
融
に
通
じ
る
金
正
男
に
反
正
恩
派
と
レ
ッ
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テ
ル
を
貼
り
、
一
気
に
壊
滅
さ
せ
る
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

だ
か
ら
二
〇
一
〇
年
三
月
に
起
き
た
韓
国
海
軍
哨
戒
艦
「
天
安

艦
」
の
魚
雷
に
よ
る
撃
沈
事
件
も
、
十
月
に
南
北
境
界
水
域
に
近

い
韓
国
の
延
坪
島
を
砲
撃
し
た
事
件
も
、
正
恩
の
権
力
確
立
の
た

め
の
ゲ
ー
ム
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

金
正
日
総
書
紀
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
「
視

察
に
向
か
う
列
車
の
中
で
、
心
筋
梗
塞
を
起
こ
し
て
十
七
日
朝
に

死
亡
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
米
韓
当
局
は
衛
星
情
報

の
分
析
で
、
死
亡
し
た
と
さ
れ
る
十
七
日
当
日
、
金
正
日
の
専
用

列
車
が
動
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
前
日
、

金
正
日
が
金
正
恩
か
ら
の
電
話
に
激
昂
し
、
そ
の
夜
、
長
女
宅
で

泡
を
吹
い
て
倒
れ
た
と
の
情
報
も
あ
る
。 

李
朝
の
権
力
抗
争
史
、
す
な
わ
ち
、
二
十
六
代
の
王
あ
る
い
は

そ
の
王
世
子
候
補
者
の
う
ち
十
二
名
ま
で
が
毒
殺
等
異
常
な
死
に

方
を
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
合
わ
す
な
ら
、
金
正
恩
に
よ
る
暗

殺
が
疑
わ
れ
て
も
当
然
で
あ
る
。 

そ
し
て
金
正
恩
が
政
権
を
受
け
継
い
で
か
ら
大
粛
清
が
始
ま
る
。 

ま
ず
二
〇
一
三
年
十
二
月
、
金
正
日
の
側
近
で
、
金
正
恩
の
庇

護
者
役
で
あ
っ
た
叔
父
の
張
成
沢
を
対
空
機
関
銃
で
処
刑
し
た
。

張
成
沢
が
中
国
と
の
利
権
を
握
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
張
成

沢
の
親
族
は
そ
の
直
系
の
幼
子
を
含
め
て
全
員
処
刑
さ
れ
て
い
る
。 

続
い
て
二
〇
一
四
年
に
は
会
議
中
に
居
眠
り
を
し
た
と
の
理
由

で
玄
永
哲
人
民
武
力
部
長
が
処
刑
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
に
は
同
じ

く
会
議
中
に
眼
鏡
を
拭
い
た
と
の
理
由
で
金
勇
進
副
首
相
が
処
刑

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
韓
国
の
国
家
安
保
戦
略
研
究
院

に
よ
れ
ば
、
金
正
恩
が
政
権
に
就
い
て
か
ら
、
三
百
四
十
人
の
処

刑
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。 

そ
し
て
そ
の
極
め
つ
け
が
、
二
〇
一
七
年
二
月
の
マ
レ
ー
シ
ア

の
国
際
空
港
に
お
け
る
金
正
男
毒
殺
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
金

正
恩
は
ラ
イ
バ
ル
を
完
全
に
消
し
去
っ
た
。
中
国
が
金
正
恩
の
体

制
を
崩
壊
さ
せ
て
も
、
受
け
皿
が
居
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
箇
条
書
き
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
で
あ
ろ
う
。 

Ａ 

先
代
王
の
（
金
正
日
）
は
、
継
承
序
列
劣
位
の
（
三
男
金

正
恩
）
を
後
継
者
に
選
ん
だ
。
し
か
し
宗
主
国
（
中
国
）
は
、

継
承
序
列
優
位
の
（
長
男
金
正
男
）
を
支
持
し
た
。 

Ｂ 

（
中
国
）
の
意
向
に
よ
っ
て
地
位
を
追
わ
れ
る
こ
と
を
恐

れ
た
（
金
正
恩
）
は
結
局
（
金
正
男
）
を
殺
害
し
た
。 

Ｃ 

継
承
権
を
確
保
し
た
（
金
正
恩
）
は
（
金
正
日
）
と
微
妙

な
対
立
関
係
と
な
る
。 

Ｄ 

（
金
正
恩
）
は
政
権
掌
握
す
る
や
、
①
反
対
派
を
大
粛
清

（
張
成
沢
、
玄
永
哲
、
金
勇
進
ほ
か
三
百
余
名
）
し
、
②
（
中

国
）
の
意
向
に
逆
ら
う
政
策
（
核
兵
器
や
大
陸
間
弾
道
弾
の

開
発
）
を
採
る
。 

ま
と
め
た
文
章
は
ぎ
こ
ち
な
い
が
、（ 

）
内
の
金
正
日
、
金
正

恩
、
金
正
男
、
張
正
沢
な
ど
の
固
有
名
詞
を
、
李
朝
の
人
物
に
取

り
替
え
る
と
、
そ
の
ま
ま
利
用
で
き
る
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
。
以

下
に
そ
れ
を
紹
介
す
る
。 
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李
朝
第
十
五
代
光
海
君
の
場
合 

 
李
朝
第
十
五
代
光
海
君
が
王
世
子
と
な
っ
た
の
は
、
壬
辰
倭
乱

（
文
禄
慶
長
の
役
）
の
非
常
事
態
に
際
し
て
、
父
の
宣
祖
が
北
の

義
州
ま
で
落
ち
の
び
た
た
め
、
咸
鏡
道
に
避
難
し
た
光
海
君
を
分

朝
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
一
五
九
四
年
で
あ
る
。
そ
の
直
前

ま
で
、
李
朝
で
は
王
世
子
冊
封
問
題
で
深
刻
な
勢
力
争
い
を
繰
り

広
げ
て
い
た
が
、
や
む
な
く
採
っ
た
処
置
で
あ
っ
た
。 

光
海
君
に
は
同
腹
の
長
兄
臨
海
君
が
い
た
が
、
壬
辰
倭
乱
の
際

に
、
李
朝
へ
反
旗
を
翻
し
た
民
衆
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
、
加
藤

清
正
へ
捕
虜
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
い
は
そ
の

こ
と
が
影
響
し
て
か
も
知
れ
な
い
が
、
乱
暴
で
激
し
や
す
い
性
格

と
し
て
人
望
が
な
か
っ
た
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
光
海
君
は
な
か
な
か
人
望
が
あ
り
、
壬
辰
倭

乱
の
時
は
、
直
接
戦
場
を
行
き
来
し
、
実
質
的
に
戦
争
を
指
揮
し
、

義
兵
や
民
衆
を
励
ま
し
、
戦
後
処
理
に
あ
た
っ
て
も
、
権
威
を
築

い
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
父
親
の
宣
祖
に
と
っ
て
、
自
分
よ
り
も
民

衆
か
ら
信
頼
さ
れ
、
人
気
の
あ
る
息
子
と
映
り
、
面
白
く
な
い
状

況
を
も
た
ら
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
戦
時
下
の
非
常
事
態
と
は
言
え
、
い
っ
た

ん
王
世
子
に
決
っ
た
光
海
君
で
は
あ
っ
た
が
、「
義
兵
を
集
め
て
来

い
」
と
死
地
へ
送
り
出
さ
れ
る
な
ど
、
問
題
が
一
段
落
し
た
わ
け

で
は
な
か
つ
た
。
王
世
子
に
冊
封
す
る
に
は
明
の
朝
廷
に
報
告
し

「
誥
命
」
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
明
は
長
男
の
臨
海
君
が

い
る
と
の
理
由
で
こ
れ
を
拒
絶
し
た
。 

そ
の
上
、
宣
祖
の
正
妃
に
は
嫡
子
な
く
、
光
海
君
も
臨
海
君
も

側
室
の
子
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
継
妃
と
な
っ
た
仁
穆
王
后
に
そ

の
後
永
昌
大
君
が
生
ま
れ
た
た
め
、
光
海
君
は
王
世
子
に
な
っ
た

と
は
言
え
、
そ
の
立
場
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
職
責
を
着
実
に
果
た
す
光
海
君
に
対
し
て
、
臣
下
の

信
頼
は
篤
く
、
し
か
も
一
六
〇
八
年
宣
祖
が
亡
く
な
っ
た
時
に
、

永
昌
大
君
は
わ
ず
か
二
歳
で
あ
り
、
王
位
継
承
の
決
定
権
を
持
つ

母
の
仁
穆
王
后
さ
え
も
、
現
実
性
が
な
い
と
諦
め
て
、
こ
こ
に
光

海
君
の
即
位
が
決
定
し
た
。 

ま
ず
王
位
継
承
に
際
し
、
宣
祖
の
光
海
君
へ
の
禅
位
教
書
を
隠

し
て
永
昌
大
君
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
柳
永
慶
を
配
流
し
て
殺
害

し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な
か
っ
た
。
宗
主
国
の
明
に
よ
る
王

位
継
承
へ
の
干
渉
か
ら
粛
清
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
の
で
あ
る
。 

明
で
は
、
中
国
王
朝
の
意
向
を
無
視
し
、
長
男
の
臨
海
君
や
正

妃
嫡
子
の
永
昌
大
君
を
差
し
置
い
て
、
側
室
の
次
男
が
王
位
を
継

承
し
た
こ
と
に
異
論
が
起
こ
り
、
つ
い
に
は
真
相
調
査
団
を
派
遣

す
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
発
展
し
た
。
す
で
に
王
位
は
継
承
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
明
の
態
度
は
朝
鮮
と
光
海
君
を
無
視
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。 

も
ち
ろ
ん
、
明
の
調
査
団
派
遣
に
は
背
景
が
あ
り
、
光
海
君
の

王
位
継
承
に
反
対
し
て
い
た
小
北
派
が
明
に
要
請
し
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
光
海
君
を
支
持
し
て
勢
力
拡
大
を
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図
っ
て
い
た
大
北
派
に
と
っ
て
は
も
は
や
猶
予
が
で
き
な
い
状
況

で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
長
兄
の
臨
海
君
は
自
分
が
王
位
を
継
承
す

べ
き
だ
っ
た
と
公
言
し
、
露
骨
に
光
海
君
を
誹
謗
し
て
い
た
。 

大
北
派
の
中
心
人
物
た
ち
は
、
臨
海
君
が
謀
反
を
企
ん
で
い
る

と
し
て
死
薬
を
送
る
よ
う
に
光
海
君
に
迫
る
が
、
実
兄
の
こ
と
で

も
あ
り
光
海
君
は
拒
絶
す
る
。
し
か
し
、
大
臣
達
が
繰
り
返
し
強

力
に
要
求
を
続
け
る
と
、
結
局
、
自
身
の
意
志
を
貫
徹
す
る
事
が

で
き
ず
、
流
配
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
臨
海
君
は

重
臣
た
ち
の
放
っ
た
刺
客
に
よ
り
暗
殺
さ
れ
る
。 

臨
海
君
の
死
は
、
そ
の
後
に
続
く
粛
清
の
序
幕
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
臨
海
君
の
他
に
も
、
大
北
派
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
は
、
小

北
派
が
支
持
す
る
嫡
子
の
永
昌
大
君
や
宣
祖
四
男
信
城
君
の
養
子

の
綾
昌
君
が
生
き
て
い
て
、
そ
の
除
去
が
焦
眉
の
急
で
あ
っ
た
。 

ま
ず
一
六
一
二
年
に
は
「
金
直
哉
の
獄
事
」
に
絡
ん
で
小
北
派

百
余
名
が
粛
清
さ
れ
た
。
続
く
一
六
一
四
年
に
は
「
七
庶
の
獄
」

に
絡
ん
で
、
幼
い
永
昌
大
君
が
配
流
さ
れ
蒸
し
殺
し
に
さ
れ
た
。 

更
に
は
一
六
一
五
年
に
は
綾
昌
君
推
戴
事
件
が
生
じ
、
綾
昌
君

は
も
ち
ろ
ん
連
座
し
た
申
景
禧
な
ど
も
除
去
さ
れ
た
。
そ
し
て
一

六
一
八
年
に
は
永
昌
大
君
の
母
仁
穆
大
妃
を
廃
位
、
幽
閉
し
て
し

ま
う
。
こ
れ
ら
の
過
程
で
大
北
派
が
政
権
を
独
占
し
、
こ
れ
に
反

対
す
る
小
北
派
、
西
人
派
の
勢
力
は
大
き
く
削
が
れ
た
。
し
か
し

や
り
過
ぎ
で
あ
っ
た
。 

 

光
海
君
が
就
任
し
て
か
ら
間
も
な
く
、
東
北
ア
ジ
ア
の
国
際
情

勢
が
急
変
し
た
。
後
に
清
と
な
る
女
真
族
の
後
金
が
一
六
一
六
年

に
建
国
さ
れ
、
明
や
朝
鮮
を
圧
迫
し
て
い
た
。
北
方
へ
の
備
え
は

急
務
で
あ
り
、
壬
辰
倭
乱
か
ら
や
っ
と
立
ち
直
り
つ
つ
あ
っ
た
李

朝
に
と
っ
て
は
深
刻
な
負
担
で
あ
っ
た
。
し
か
も
壬
辰
倭
乱
へ
の

派
兵
に
よ
っ
て
国
力
が
疲
弊
し
た
明
か
ら
は
、
後
金
と
の
戦
い
に

援
軍
の
要
請
が
相
次
ぎ
、
い
わ
ば
後
金
と
明
の
間
で
、
綱
渡
り
外

交
を
繰
り
ひ
ろ
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

そ
の
際
、
李
朝
の
伝
統
的
な
士
林
派
勢
力
は
、
理
念
ば
か
り
先

走
り
、
壬
辰
倭
乱
で
助
け
て
く
れ
た
明
に
報
い
る
「
大
明
事
大
主

義
」
が
大
勢
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
光
海
君
が
繰
り
広
げ
た
実
利

外
交
は
む
し
ろ
後
金
を
重
視
し
、
明
に
援
軍
を
送
り
な
が
ら
、
裏

で
は
後
金
に
付
く
も
の
で
あ
っ
た
。
背
景
に
は
、
明
が
光
海
君
の

王
位
継
承
に
干
渉
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

光
海
君
は
明
の
援
兵
要
請
に
応
え
、
姜
弘
立
に
一
万
の
兵
を
与

え
て
出
兵
さ
せ
た
が
、
明
が
不
利
に
な
る
と
、
適
当
に
応
戦
し
た

ふ
り
を
し
て
後
金
に
降
り
、
抑
留
さ
れ
な
が
ら
も
後
金
と
の
和
議

交
渉
に
臨
む
と
い
う
巧
み
な
両
面
外
交
を
推
進
し
た
。 

こ
れ
に
よ
り
李
朝
は
明
と
の
関
係
を
断
つ
こ
と
も
な
く
、
ま
た

後
金
か
ら
怨
み
を
買
う
こ
と
も
な
く
、
後
金
の
情
報
を
得
る
こ
と

が
出
来
た
。 

 
そ
の
後
も
光
海
君
は
、
明
と
後
金
の
双
方
と
の
外
交
関
係
を
維

持
し
実
利
を
優
先
す
る
外
交
政
策
を
展
開
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
う

し
た
光
海
君
の
外
交
政
策
を
批
判
す
る
士
林
派
が
勢
い
を
得
る
。 

現
実
主
義
者
が
憎
ま
れ
る
の
は
歴
史
の
必
然
で
あ
る
。
そ
の
声
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は
主
と
し
て
儒
生
や
西
人
派
で
あ
り
、
西
人
派
は
明
に
対
す
る
徹

底
し
た
事
大
主
義
路
線
を
固
守
し
、
仁
穆
大
妃
の
流
配
事
件
を
機

に
光
海
君
や
大
北
派
へ
の
反
撃
の
準
備
を
始
め
て
い
た
。 

こ
れ
が
「
仁
祖
反
正
」
す
な
わ
ち
仁
祖
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
繋
が

り
光
海
君
は
失
脚
す
る
。 

こ
の
流
れ
を
金
正
恩
の
例
に
な
ら
っ
て
要
約
す
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。 

Ａ 

先
代
王
の
（
宣
祖
）
は
、
継
承
序
列
劣
位
の
（
次
男
光
海

君
）
を
後
継
者
に
選
ん
だ
。
し
か
し
宗
主
国
（
明
）
は
、
継

承
序
列
優
位
の
（
長
男
臨
海
君
や
嫡
子
永
昌
大
君
）
を
支
持

し
た
。 

Ｂ 

（
明
）
の
意
向
に
よ
っ
て
地
位
を
追
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ

た
（
光
海
君
）
は
結
局
（
臨
海
君
と
永
昌
大
君
）
を
殺
害
し

た
。 

Ｃ 

継
承
権
を
確
保
し
た
（
光
海
君
）
は
（
宣
祖
）
と
微
妙
な

対
立
関
係
に
な
る
。 

Ｄ 

（
光
海
君
）
は
政
権
掌
握
す
る
や
、
①
反
対
派
を
大
粛
清

（
柳
永
慶
や
金
直
哉
に
関
連
し
て
百
余
名
）
、
②
（
明
）
の
意

向
に
逆
ら
う
政
策
（
国
防
強
化
・
後
金
接
近
・
中
立
外
交
）

を
採
る
。 

 

李
朝
第
第
十
七
代
孝
宗(

鳳
林
大
君)

の
場
合 

 

李
朝
の
歴
史
で
は
第
十
代
燕
山
君
と
第
十
五
代
光
海
君
だ
け
が

廟
号
で
呼
ば
れ
な
い
王
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
暴
君
と
し
て
失
脚
し

た
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
近
年
、
光
海
君
の
評
価
は
、
壬
辰
倭

乱
に
よ
り
国
力
疲
弊
し
た
中
、
折
か
ら
勃
興
し
た
後
金
（
後
の
清

国
）
と
宗
主
国
明
の
狭
間
で
現
実
的
な
施
策
を
採
っ
た
王
と
し
て

再
評
価
さ
れ
て
い
る
。 

第
十
七
代
孝
宗
は
、
光
海
君
を
「
仁
祖
反
正
」
に
よ
っ
て
葬
っ

た
十
六
代
仁
祖
の
次
男
鳳
林
大
君
で
あ
る
。
反
正
の
理
由
と
し
て

掲
げ
ら
れ
た
の
が
、
先
王
（
宣
祖
）
の
毒
殺
と
か
臨
海
君
や
永
昌

大
君
の
殺
害
と
か
で
あ
る
が
、
主
因
は
む
し
ろ
光
海
君
が
後
金
寄

り
の
政
策
を
採
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。 

仁
祖
の
支
持
層
は
士
林
派
の
本
流
、
西
人
派
や
南
人
派
で
、
理

念
的
に
女
真
人
の
後
金
（
清
）
を
見
下
し
「
親
明
背
金
」
を
唱
え

て
い
た
。
そ
の
結
果
が
一
六
三
六
年
の
後
金
（
清
）
に
よ
る
侵
略

「
丙
子
胡
乱
」
を
招
き
、
仁
祖
は
「
三
田
渡
の
屈
辱
」
を
受
け
、

清
の
属
国
に
成
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。 

そ
の
際
、
仁
祖
の
長
男
昭
顕
大
君
と
次
男
鳳
林
大
君
は
清
の
人

質
と
さ
れ
た
が
、
一
六
五
九
年
に
明
が
滅
亡
し
た
こ
と
に
伴
い
許

さ
れ
帰
国
し
た
。 

そ
の
間
、
長
男
昭
顕
大
君
は
清
に
も
た
ら
さ
れ
た
西
洋
の
文
化

に
接
し
、
親
清
的
な
心
情
に
な
り
、
反
清
主
義
者
と
烙
印
を
押
さ

れ
た
仁
祖
に
替
り
、
外
交
使
節
的
な
役
割
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
次
男
鳳
林
大
君
は
仁
祖
と
同
様
に
徹
底
し
た
反

清
主
義
者
と
な
っ
て
い
た
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
は
仁
祖
を
著
し
く
不
安
に
さ
せ
た
。
長
男
昭
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顕
大
君
が
帰
国
す
る
と
王
位
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知

れ
な
い
。 

そ
の
背
景
の
中
で
、
昭
顕
大
君
は
帰
国
後
ま
も
な
く
病
床
に
臥

せ
二
か
月
後
に
は
全
身
が
真
黒
く
な
り
変
死
し
て
し
ま
う
。 

も
ち
ろ
ん
正
式
な
記
録
に
は
な
い
が
、
状
況
証
拠
か
ら
毒
殺
さ

れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。 

そ
れ
は
昭
顕
大
君
の
死
の
二
か
月
後
に
、
仁
祖
は
臣
下
の
反
対

を
押
し
切
り
、
新
た
な
王
世
子
に
次
男
の
鳳
林
大
君
を
決
め
た
か

ら
で
あ
る
。
継
承
順
位
か
ら
言
え
ば
、
昭
顕
大
君
の
十
歳
に
な
る

長
男
が
継
ぐ
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
昭
顕
大
君
の
周
辺
勢
力
を

全
員
配
流
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
昭
顕
大
君
の
妃
や
長
男
・
次
男

ま
で
配
流
の
上
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
。 

そ
の
後
ま
も
な
く
仁
祖
は
亡
く
な
り
、
鳳
林
大
君
が
第
十
七
代

孝
宗
に
就
任
す
る
。
孝
宗
は
さ
っ
そ
く
親
清
勢
力
を
追
放
し
、
北

伐
計
画
（
真
の
目
的
は
反
清
）
を
進
め
る
。 

当
時
の
代
表
的
な
親
清
派
勢
力
は
「
仁
祖
反
正
」
に
功
労
の
あ

っ
た
金
自
点
で
あ
っ
た
が
、
身
辺
に
脅
威
を
感
じ
て
謀
反
を
画
策

し
た
こ
と
が
暴
露
し
、
息
子
や
仁
祖
の
後
宮
・
趙
貴
人
と
と
も
に

死
刑
と
な
り
、
親
清
勢
力
は
す
べ
て
除
去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。 

金
正
恩
の
例
に
な
ら
っ
て
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

Ａ 

先
代
王
（
仁
祖
）
は
、
継
承
序
列
劣
位
の
（
次
男
鳳
林
大

君
）
を
後
継
者
に
選
ん
だ
。
し
か
し
宗
主
国
（
清
）
は
、
継

承
序
列
優
位
の
（
昭
顕
大
君
）
を
支
持
し
た
。 

Ｂ 

（
清
）
の
意
向
に
よ
っ
て
地
位
を
追
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ

た
（
仁
祖
）
と
（
鳳
林
大
君
）
は
結
局
（
長
男
昭
顕
大
君
）

を
殺
害
し
た
。 

Ｄ 

（
鳳
林
大
君
）
は
政
権
掌
握
す
る
や
、
①
反
対
派
を
粛
清

（
金
自
点
ら
親
清
勢
力
を
一
掃
）
、
②
（
清
）
に
逆
ら
う
外
交

政
策
（
国
防
強
化
と
北
伐
軍
組
織
）
を
採
る
。 

こ
こ
ま
で
が
、
金
正
恩
の
場
合
の
よ
う
に
、
宗
主
国
の
意
向
が

大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
世
襲
経
過
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
王
位
簒
奪
の
歴
史
は
、
李
朝
の
歴
史
が

始
ま
っ
た
当
時
か
ら
繰
返
さ
れ
て
い
た
。 

 

李
朝
前
半
の
王
位
継
承
過
程
の
例 

 

第
三
代
太
宗(

芳
遠)

の
場
合 

高
麗
を
滅
ぼ
し
、
一
三
九
二
年
に
李
朝
を
建
国
し
た
李
成
桂
（
太

祖
）
に
は
、
建
国
前
の
妻
か
ら
六
人
、
正
妃
康
氏
か
ら
二
人
の
男

子
が
い
た
。
そ
の
中
で
太
祖
が
開
国
直
後
に
王
世
子
に
冊
封
し
た

の
が
正
妃
か
ら
生
ま
れ
た
八
男
の
芳
碩
で
あ
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
前
妻
か
ら
生
ま
れ
た
六
人
の
兄
弟
、
取
り
分

け
李
朝
建
国
の
功
労
者
五
男
の
芳
遠
は
一
三
九
八
年
に
私
兵
を
動

員
し
て
王
世
子
芳
碩
と
七
男
の
芳
蕃
を
殺
害
し
て
し
ま
う
。
李
朝

の
王
位
簒
奪
の
初
例
と
な
る
「
第
一
次
王
子
の
乱
」
で
あ
る
。
そ

の
際
に
は
芳
碩
を
擁
し
た
開
国
功
臣
の
最
大
派
閥
、
鄭
道
伝
一
派

も
全
て
殺
害
さ
れ
た
。 

そ
の
結
果
、
太
祖
次
男
の
芳
果
が
第
二
代
定
宗
と
な
る
が
、
実
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権
は
芳
遠
が
掌
握
し
て
お
り
、「
第
二
次
王
子
の
乱
」
す
な
わ
ち
太

祖
四
男
で
王
位
継
承
に
意
欲
を
示
し
た
芳
幹
の
起
こ
し
た
反
乱
に

勝
利
し
、
二
年
後
に
第
三
代
太
宗
と
し
て
即
位
す
る
。 

高
麗
末
期
は
、
元
に
代
わ
っ
て
明
が
一
三
六
八
年
に
建
国
さ
れ

た
直
後
で
あ
っ
た
。
元
を
引
き
継
い
だ
明
は
当
然
の
ご
と
く
、
高

麗
を
属
国
と
し
て
扱
い
、
遼
東
地
域
を
明
の
領
地
に
編
入
し
て
し

ま
う
。
こ
れ
に
反
発
し
て
高
麗
は
、
李
成
桂
を
鴨
緑
江
下
流
の
咸

化
島
に
派
遣
し
た
が
、
李
成
桂
は
明
と
の
戦
い
を
避
け
て
、
逆
に

矛
先
を
高
麗
の
開
京
に
向
け
「
回
軍
」
し
て
、
高
麗
を
滅
ぼ
し
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

第
七
代
世
祖(

首
陽
大
君)
の
場
合 

一
四
五
二
年
、
第
五
代
文
宗
が
在
位
二
年
余
、
三
十
八
歳
で
亡

く
な
り
、
世
子
の
弘
暐
が
十
一
歳
で
第
六
代
端
宗
と
な
っ
た
。
そ

の
時
、
既
に
母
后
も
な
く
垂
簾
聴
政
が
行
え
る
状
況
で
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
政
治
は
顧
命
大
臣
の
皇
甫
仁
と
金
宗
端
が
担
当
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。 

そ
の
状
況
に
反
発
し
た
の
が
、
第
五
代
文
宗
の
弟
達
、
す
な
わ

ち
第
四
代
世
宗
の
次
男
首
陽
大
君
や
三
男
安
平
大
君
ら
の
王
族
で

あ
る
。
ま
ず
首
陽
大
君
が
幼
い
王
を
補
弼
す
る
名
目
で
政
治
に
介

入
し
た
。
そ
の
過
程
で
顧
命
大
臣
達
は
勢
力
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
上

で
、
安
平
大
君
に
近
づ
く
。 

そ
し
て
首
陽
大
君
は
「
癸
酉
靖
難
」
を
起
こ
し
、
安
平
大
君
を

推
戴
し
よ
う
と
し
た
と
の
嫌
疑
で
、
皇
甫
仁
や
金
宗
端
な
ど
を
惨

殺
し
、
安
平
大
君
ら
を
江
華
島
へ
配
流
し
た
上
で
自
決
を
命
じ
た
。

か
く
し
て
政
治
の
実
権
を
完
全
に
掌
握
し
、
端
宗
を
上
王
に
し
て
、

自
ら
第
七
代
世
祖
に
就
任
す
る
。 

し
か
し
四
ヶ
月
後
に
は
、
端
宗
廃
位
に
反
発
し
た
集
賢
殿
の
学

士
出
身
、
成
三
問
、
朴
彭
年
ら
世
宗
・
文
宗
に
特
別
な
信
認
を
得

て
い
た
文
官
を
中
心
に
し
て
、
そ
れ
に
武
官
達
も
加
わ
り
、
端
宗

復
位
が
謀
議
さ
れ
る
。
こ
の
当
時
、
多
く
の
儒
学
者
た
ち
は
首
陽

大
君
の
王
権
継
承
を
王
権
簒
奪
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

か
な
り
大
が
か
り
な
謀
議
で
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
失
敗
し
、

十
七
名
が
処
刑
さ
れ
た
。 

更
に
は
、
一
四
五
七
年
に
も
首
陽
大
君
の
実
弟
錦
城
大
君
が
復

位
事
件
を
起
こ
す
と
、
彼
に
死
薬
を
下
し
、
端
宗
も
殺
し
て
し
ま

っ
た
。 

 

第
十
一
代
中
宗(

晋
城
大
君)

の
場
合 

第
十
代
燕
山
君
は
李
朝
の
歴
史
で
も
類
を
見
な
い
稀
代
の
暴
君

と
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
母
は
成
宗
の
王
妃
に
冊
封
さ
れ
た
が
、
嫉

妬
深
く
後
宮
を
毒
殺
し
よ
う
と
し
た
嫌
疑
な
ど
で
廃
妃
さ
れ
た
上
、

死
薬
を
下
さ
れ
た
。
し
か
し
、
王
世
子
の
母
の
こ
と
で
も
あ
り
、

燕
山
君
に
は
極
秘
に
さ
れ
て
い
た
。 

燕
山
君
は
王
世
子
時
代
か
ら
陰
険
な
と
こ
ろ
が
あ
り
偏
屈
で
気

紛
れ
な
性
質
で
学
問
や
学
者
を
嫌
い
、
頑
固
で
独
断
的
な
性
向
が

あ
っ
た
と
言
う
。
父
の
成
宗
は
世
祖
時
代
の
功
臣
（
勲
旧
派
）
に

対
抗
す
る
た
め
大
胆
に
士
林
派
を
登
用
し
た
最
初
の
王
で
あ
り
、
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燕
山
君
を
好
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
廃
妃
の
子
で
あ
り
、
王
世

子
に
冊
封
す
る
の
に
問
題
が
あ
っ
た
が
、
正
妃
が
嫡
子
晋
城
大
君

を
生
む
の
は
、
そ
の
五
年
後
で
あ
る
。 

燕
山
君
は
即
位
後
、
し
ば
ら
く
し
て
、
士
林
派
に
怨
み
を
持
つ

柳
子
光
が
上
疏
し
た
事
を
き
っ
か
け
に
「
戊
午
士
禍
」
に
よ
っ
て

故
人
と
な
っ
て
い
た
金
宗
直
を
含
め
て
、
士
林
派
の
多
く
を
「
剖

棺
斬
屍
刑
」
や
「
凌
遅
処
斬
」
の
極
刑
に
処
し
、
つ
い
で
に
勲
臣

勢
力
も
除
い
て
朝
廷
を
独
裁
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

更
に
、
燕
山
君
は
実
母
が
廃
妃
さ
れ
死
薬
を
送
ら
れ
た
事
情
を

知
っ
て
、
残
虐
な
報
復
を
は
じ
め
た
。
こ
の
「
甲
子
士
禍
」
に
よ

っ
て
、
成
宗
の
妃
・
巌
貴
人
と
鄭
貴
人
を
斬
殺
し
、
弟
の
安
陽
君
、

鳳
安
君
に
死
薬
を
送
り
、
祖
母
の
仁
粋
大
妃
を
撲
殺
し
、
三
十
名

以
上
を
残
酷
な
刑
に
処
し
た
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
な
狂
的
な
様
相
は
、
全
国
に
採
青
採
紅
使
を
派
遣
し

て
美
人
楽
妓
を
選
抜
し
宮
中
に
呼
び
入
れ
た
り
、
狩
り
を
楽
し
む

た
め
都
城
の
周
り
の
民
家
を
撤
去
さ
せ
た
り
、
民
衆
の
生
活
に
も

影
響
を
与
え
、
財
政
も
破
綻
に
向
か
っ
た
。 

そ
の
た
め
、
燕
山
君
を
追
放
し
よ
う
と
の
動
き
が
各
地
で
始
ま

っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
燕
山
君
が
伯
母
で
美
人
の
月
山
大
君
夫
人

を
暴
行
、
自
殺
さ
せ
た
事
件
で
、
月
山
大
君
夫
人
の
弟
朴
元
宗
が
、

ク
ー
デ
タ
ー
を
計
画
し
て
い
た
成
希
顔
と
共
に
動
い
た
。 

切
り
札
は
晋
城
大
君
を
担
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
し
晋
城
大
君

の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
ク
ー
デ
タ
ー
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
か
も
知

れ
な
い
。 

そ
の
時
、
晋
城
大
君
は
十
八
歳
、
即
位
し
て
十
一
代
中
宗
と
な

る
。
燕
山
君
は
江
華
島
に
流
さ
れ
、
二
ヵ
月
後
に
死
亡
し
た
。 

 

お
わ
り
に 

 

本
稿
で
は
、
李
朝
の
歴
史
が
、
現
代
の
韓
国
ば
か
り
で
な
く
、

共
産
主
義
国
家
の
北
朝
鮮
に
ま
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
て
い

る
状
況
を
述
べ
た
。 

最
後
に
、
類
例
を
強
調
す
る
た
め
に
、
王
位
継
承
事
件
の
総
括

表
を
作
成
し
て
次
に
示
す
。 

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
類
例
は
詳
し
く
探
せ
ば
、
日
本
に
も
中

国
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
見
い
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
が
長
期
間
に
わ
た
り
い
わ
ば
規
則
的
に
繰
返
さ
れ
た
国
家
や
王

朝
は
朝
鮮
半
島
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

い
ま
や
朝
鮮
半
島
は
歴
史
的
な
転
換
期
を
迎
え
、
ま
さ
に
政
争

に
明
け
暮
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
地
政
学
的
な
宿
命
か
も
し
れ
な
い

が
、
李
朝
の
歴
史
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
非
常
に
多
い
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。 

お
そ
ら
く
本
号
が
出
版
さ
れ
る
頃
に
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と

金
正
恩
委
員
長
の
ト
ッ
プ
会
談
の
帰
趨
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

だ
ろ
う
。
い
ま
私
見
を
披
露
し
て
も
無
意
味
と
な
る
こ
と
は
承
知

し
て
い
る
。
し
か
し
歴
史
の
転
換
期
に
あ
た
り
、
や
は
り
書
い
て

見
た
い
。 
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韓
国
の
文
在
寅
大
統

領
は
、
朝
鮮
半
島
問
題

の
運
転
席
に
座
っ
た
つ

も
り
で
、
北
朝
鮮
に
極

低
姿
勢
で
臨
み
、
肯
定

的
、
宥
和
的
な
展
望
を

盛
ん
に
振
り
ま
い
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

過
去
の
経
過
を
よ
く
知

る
専
門
家
達
は
、
極
め

て
懐
疑
的
で
あ
る
。 

こ
の
ゲ
ー
ム
、
い
ま

の
と
こ
ろ
金
正
恩
が
完

全
に
リ
ー
ド
し
て
い
る
。

過
去
二
十
年
間
、
北
朝

鮮
は
常
に
米
国
首
脳
と

の
直
接
会
談
を
渇
望
し

な
が
ら
、
全
く
無
視
さ

れ
て
き
た
の
に
、
い
き

な
り
ト
ラ
ン
プ
と
の
首

脳
会
談
を
勝
ち
取
っ
た

か
ら
で
あ
る
。 

金
正
恩
が
、
既
に
核
弾
頭
も
大
陸
間
ミ
サ
イ
ル
も
持
っ
て
い
る

と
執
拗
に
米
国
を
恫
喝
し
て
き
た
の
は
、
冷
た
い
米
国
に
対
す
る

「
求
愛
行
為
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
北
朝
鮮
に
と
っ
て
米
国
大

統
領
と
対
等
に
会
談
で
き
る
栄
誉
は
、
体
制
保
持
に
極
め
て
重
要

な
成
果
と
な
る
の
で
あ
る
。 

だ
か
ら
こ
そ
、
米
国
は
民
主
党
も
共
和
党
も
「
ご
褒
美
」
と
な

る
直
接
会
談
を
拒
否
し
続
け
て
き
た
。
そ
れ
が
、「
核
兵
器
を
放
棄

す
る
用
意
が
あ
る
」
と
い
う
一
言
だ
け
で
手
に
入
れ
た
の
だ
か
ら
、

米
国
の
強
硬
論
者
た
ち
は
「
殿
、
な
に
と
ぞ
騙
さ
れ
ま
せ
ぬ
よ
う

に
」
と
一
斉
に
声
を
上
げ
た
。 

そ
の
中
に
は
、
金
正
恩
の
「
核
兵
器
の
試
験
禁
止
・
先
制
使
用

禁
止
・
移
送
禁
止
」
の
提
案
を
「
非
核
化
」
で
は
な
く
「
核
兵
器

保
有
国
宣
言
」
と
看
破
し
た
者
も
い
る
。
う
っ
か
り
す
る
と
北
朝

鮮
が
求
め
続
け
て
い
た
「
核
保
有
国
」
の
地
位
を
、
ト
ッ
プ
会
談

を
経
ず
し
て
手
に
入
れ
て
し
ま
う
状
況
な
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
ト
ラ
ン
プ
に
と
っ
て
は
、
中
間
選
挙
が
最
重
要
で
あ

り
、
強
硬
派
の
新
任
国
務
長
官
ポ
ン
ペ
オ
で
さ
え
、
ト
ラ
ン
プ
の

意
見
を
代
弁
し
て
「
金
正
恩
が
核
兵
器
で
米
国
に
脅
威
を
与
え
な

い
よ
う
に
す
る
の
が
私
の
責
任
だ
」
と
韓
国
や
日
本
を
除
外
す
る

こ
と
も
あ
り
得
る
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

「
文
禄
・
慶
長
の
役
」
の
後
、
幕
府
も
李
朝
も
内
心
で
は
両
国

間
の
和
平
回
復
を
強
く
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
「
建
前
」
が
大
き

く
立
ち
は
だ
か
る
。
そ
の
中
で
両
国
間
の
外
交
で
生
業
を
立
て
て

い
た
対
馬
藩
が
窮
余
の
策
と
し
て
「
国
書
偽
造
」
を
謀
っ
た
。 

お
そ
ら
く
江
戸
幕
府
も
李
朝
も
薄
々
は
「
偽
造
」
を
知
っ
て
い

李氏朝鮮王朝および北朝鮮金王朝の王位継承総括表

 先代の王  殺害された継承権者  王位簒奪者  宗主国の意向

 嫡)長男芳蕃(17歳)
 嫡)次男芳碩(16歳)

 四代　世宗  嫡)孫端宗(16歳)  嫡)次男首陽大君(世祖)

 九代　成宗  嫡)長男燕山君  嫡)次男晋城大君(中宗)

 庶)長男臨海君　
 嫡)長男永昌大君(7歳)

 十六代仁宗  嫡)長男昭顕大君  嫡)次男鳳林大君(孝宗)  清は認めず

 金正日  長男金正男  三男金正恩  中国は認めず

 前妻)五男芳遠(太宗)

 庶)次男光海君

 初代　太祖

 十四代宣宗  明は認めず
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た
に
違
い
な
い
が
、
己
酉
約
条
を
締
結
す
る
。 

い
ま
や
、
ト
ラ
ン
プ
も
金
正
恩
も
自
ら
の
「
成
果
」
を
守
る
た

め
、
合
意
を
必
要
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
は
最
後
ま
で

核
兵
器
や
核
技
術
を
手
放
さ
な
い
し
、
米
国
も
『
完
全
で
検
証
可

能
か
つ
不
可
逆
的
な
核
・
ミ
サ
イ
ル
廃
棄
』
は
譲
れ
な
い
。
こ
の

両
者
の
条
件
が
共
に
満
た
さ
れ
る
完
全
合
意
な
ど
あ
り
得
な
い
。 

そ
の
た
め
ト
ラ
ン
プ
は
周
辺
を
強
硬
派
で
固
め
た
。
い
ま
や
格

好
だ
け
で
も
『
核
ミ
サ
イ
ル
完
全
廃
棄
』
を
北
朝
鮮
に
認
め
さ
せ
、

中
間
選
挙
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
強
硬
派
を
前
に
出
し
て
、

北
朝
鮮
を
十
二
分
に
脅
か
し
な
が
ら
、
不
十
分
な
部
分
に
は
目
を

つ
む
っ
て
北
朝
鮮
と
手
を
打
ち
た
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

強
硬
派
か
ら
も
異
論
が
出
に
く
い
。 

だ
か
ら
、
こ
の
「
交
渉
」
は
当
事
者
間
の
み
と
し
て
、
仲
裁
者

か
ら
余
計
な
情
報
が
も
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

仲
裁
者
と
は
「
そ
の
喧
嘩
、
オ
レ
が
預
か
る
」
と
言
え
る
ほ
ど

両
側
に
睨
み
が
効
き
、
時
に
は
自
ら
の
負
担
で
纏
め
上
げ
る
力
が

必
要
だ
。
う
ま
く
行
っ
て
も
行
か
な
く
と
も
、
弱
い
仲
裁
者
は
必

ず
両
側
か
ら
む
し
ら
れ
る
の
が
歴
史
的
な
教
訓
で
あ
る
。 

現
に
、
北
朝
鮮
は
さ
っ
そ
く
仲
裁
者
役
の
韓
国
を
邪
魔
だ
と
排

除
し
始
め
、
次
々
と
「
ち
ゃ
ぶ
台
返
し
」
を
つ
づ
け
て
い
る
。 

こ
れ
に
は
文
在
寅
の
熱
烈
な
支
持
層
も
唖
然
と
し
た
。
韓
国
の

若
者
の
三
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
「
北
が
核
を
放
棄
す
る
」
と
期

待
し
て
い
た
の
に
、
い
ま
や
そ
の
期
待
は
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
激
減

し
て
し
ま
っ
た
。 

一
方
の
ト
ラ
ン
プ
も
、
北
朝
鮮
の
態
度
急
変
に
対
し
て
、
文
在

寅
の
「
仲
人
口
」
に
だ
ま
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
焦
っ
て
、
会

談
を
中
止
す
る
怖
れ
が
あ
る
。 

し
か
し
、
双
方
の
究
極
の
目
標
で
あ
る
「
完
全
な
非
核
化
」
と

「
体
制
の
保
証
」
と
い
う
原
則
だ
け
を
堅
持
し
、
過
去
に
何
度
も

騙
さ
れ
た
「
対
価
を
得
な
が
ら
段
階
的
方
式
」
を
主
張
す
る
北
朝

鮮
に
も
、
実
務
面
で
配
慮
し
た
「
密
約
」
を
し
て
、
前
に
進
め
る

可
能
性
も
あ
る
と
期
待
し
て
い
る
。 

（
二
〇
一
八
・
五
・
二
四
擱
筆
） 

 

本
稿
を
書
き
終
え
た
の
は
、
恒
例
の
「
ま
ん
じ
合
評
会
」

の
行
わ
れ
る
五
月
二
十
六
日
の
前
々
日
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
日
早
朝
、
早
く
も
ト
ラ
ン
プ
大
統
領

が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
米
朝
首
脳
会
談
を
中
止
し
た
と

の
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で
き
た
。
本
来
な
ら
、
こ
こ
で
書

き
直
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、
ま
だ
首
脳
会
談
再
開
へ
の

動
き
も
あ
り
、
執
筆
日
付
を
明
記
し
て
、
そ
の
ま
ま
提
出
す

る
こ
と
に
し
た
。 

 

註
記 

本
稿
執
筆
に
当
た
り
、
李
朝
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
主

と
し
て
朴
永
圭
著(

尹
淑
姫
・
神
田
聡
訳)

『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
新

潮
社(

一
九
九
七)

を
参
考
に
し
た
。 


