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中
韓
両
国
へ
の
屈
伏

戦
後
'
我
国
最
大
の
問
題
は
歴
史
問
題
で
あ
る
｡
前
科
者
の
賂
印
を
押
さ
れ
た
男
が

一
生
を
日
蔭
者
で
過
さ
ね
ば
な
ら
な
い
や
う

ま･丁-

に
'
歴
史
を
断
罪
さ
れ
'
〟侵
略
者
″
の
汚
名
を
負
は
さ
れ
た
儀
の
日
本
は
'
国
際
社
会
へ
の
完
全
な
復
権
を
達
成
し
た
と
は
決
し
て

云
へ
な
い
で
あ
ら
う
｡

歴
史
問
題
と
は
何
か
｡
昭
和
五
十
七
年
に
高
校
歴
史
教
科
書
の
文
部
省
検
定
に
対
し
て
中
国
が
内
政
干
渉
を
行
な
っ
た
第

一
次
教
科

書
騒
動
'
昭
和
六
十

一
年
に
内
外
を
騒
然
と
さ
せ
た
高
校
教
科
書

r新
編
日
本
史
｣
検
定
に
対
す
る
中
韓
両
国
の
干
渉
'
同
じ
年
の

｢藤
尾
発
言
｣
に
対
す
る
韓
国
の
'
ま
た
六
十
三
年
に
は

｢奥
野
発
言
｣
に
対
す
る
中
国
の
抗
議
と
圧
力
が
'
我
国
当
局
者
を
い
か
に

動
揺
せ
し
め
､
卑
屈
な
対
応
に
走
ら
せ
た
か
を
想
起
し
て
み
れ
ば
よ
い
｡

昨
年

(平
成
元
年
)
も
同
様
の
問
題
が
発
生
し
た
｡
竹
下
首
相
が
二
月
'
｢
(第
二
次
大
戦
が
)
侵
略
戦
争
か
ど
う
か
は
後
世
の
史
家
が

評
価
す
べ
き
問
題
だ
｣
と
国
会
答
弁
し
た
こ
と
で
生
じ
た
混
乱
を
受
け
て
'
中
国
外
務
省
が

｢
日
本
軍
国
主
義
は
'
か
つ
て
侵
略
戦
争

を
発
動
L
t
中
国
人
民
と
ア
ジ
ア
各
国
人
民
に
巨
大
な
災
難
を
も
た
ら
し
た
｡
こ
の
不
幸
な
歴
史
に
対
し
て
'
我
々
は
歪
曲
や
否
定
を

認
め
な
い
｣
と
反
論
し
て
き
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
我
が
政
府
は
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
て

｢中
国
に
対
し
て
は
侵
略
的
事
実
を
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
｣
と
の
基
本
的
考
へ
方
を
伝
へ
'
〟理
解
を
求
め
る
″

の
に
こ
れ
務
め
る
有
様
で
あ
っ
た
｡
要
す
る
に
中
国
は
'
後

世
の
史
家
に
待
つ
の
で
な
-
'
中
華
人
民
共
和
国
の
見
解
に
従
へ
と
云

ふ
わ
け
で
あ
る
｡

著
者
は
か
つ
て
か
う
書
い
た
｡

-

｢教
科
書
｣
や

｢首
相
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
｣
が
日
中
間
の
紛
議
と
な
る
た
び
に
'
中
国
側
が
好
ん
で
使
ふ
決
ま
り
文
句
が

｢戦
争
の
加
害
者
と
被
害
者
を
混
同
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
｣
と
云
ふ
も
の
だ
｡
こ
の

｢
日
本
=
加
害
者
｣
｢中
国
-
被
害
者
｣
と
い

ふ
図
式
が
'
日
中
近
代
史
に
関
す
る
中
国
の

｢公
定
史
観
｣
の
基
本
構
造
な
の
で
あ
り
'
｢教
科
書
｣
や
｢靖
国
問
題
｣
に
対
す
る
あ

の
尊
倣
な
内
政
干
渉
的
言
辞
も
'
所
詮
は
日
本
を
加
害
者
'
自
ら
を
被
害
者
と
信
ず
る
が
故
に
違
ひ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
'
多
く
の
日

本
人
も
こ
の
中
国
側
公
定
史
観
に
依
拠
し
て
を
り
'
中
国
か
ら

｢
日
本
は
加
害
者
と
し
て
の
反
省
が
な
い
｣
の
三
日を
浴
び
せ
ら
れ

る
と
,
た
ち
ま
ち
畏
縮
し
て
し
ま
ふ
の
が
現
下
日
本
の
情
け
な
い
姿
な
の
だ
｡
｢
中
国
被
害
者
説
｣
は
'
今
や
中
国
が
日
本
人
を
己

は
いき
こうとう

れ
の
前
に
拝
脆
叩
頭
せ
し
め
る
切
り
札
な
の
で
あ
り
'
こ
の
論
を
承
認
す
る
限
り
'
我
国
は
未
来
永
劫
'
中
国
に
対
し
て
主
従
関
係

に
立
つ
他
な
い

(｢中
国
=

被
害
者
説
の
神
話
｣t
r諸
君
J
｣
昭
和
六
十
二
年
一
月
号
)
-

と
｡

一
体
'
こ
の

〟主
従
関
係
〟
に
'
日
本
人
は
い
つ
ま
で
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ら
う
か
｡

歴
史
と
は
民
族
の
履
歴
雷
だ

そ
も
そ
も
日
本
人
が
日
本
の
歴
史
を
書
-
の
に
'
中
国
や
韓
国
に
伺
ひ
を
立
て
る
必
要
は
仝
-
な
い
筈
だ
｡

｢大
東
亜
戦
争
へ
の
道
｣
の

r諸
君
′
｣

連
載
終
了
後
に
某
現
代
史
研
究
家
と
対
談
を
行
な
っ
た
と
き

(r諸
君
/
｣
平
成
二
年
三
～
四

月
号
),
そ
の
歴
史
研
究
家
は
筆
者
に
反
論
す
る
際
に
'
し
き
り
に

｢
そ
れ
で
は
中
国
が
納
得
し
て
-
れ
な
い
で
せ
う
｣
を
繰
返
す
の

で
あ
っ
た
｡
こ
の
先
生
に
と
つ
て
は
'
中
国
が
納
得
し
'
永
認
し
た
も
の
が
正
し
い
歴
史
で
あ
る
ら
し
か
つ
た
｡
た
し
か
に
'
こ
の
人

･v人L'･/

の
他
に
も
常
に
中
国
の
意
向
を

付

度

し

な
が
ら
'
現
代
史
の
研
究
を
行
な
っ
て
ゐ
る
ら
し
い
歴
史
学
者
は
我
国
に
少
な
く
な
い
｡
そ
の

や
う
な
卑
屈
な
精
神
か
ら
生
れ
る
歴
史
と
は
ー

い
や
'
そ
れ
は
も
は
や
歴
史
と
呼
ば
れ
る
に
催
せ
ぬ
も
の
で
あ
ら
う
｡

他
国
の

｢
理
解
｣
や

コ
林
認
｣
を
得
て
自
国
の
歴
史
を
書
-
国
は
た
だ
の
一
つ
も
な
い
｡
あ
る
と
す
れ
ば
独
立
国
で
は
な
く
属
国
で

あ
ら
う
｡
大
体
'
中
国
や
韓
国
の
歴
史
教
科
書
か
ら
し
て
'
虚
実
取
り
混
ぜ
て
の
反
日
記
述
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ

が
'
日
本
が
そ
の
記
述
修
正
を
求
め
た
と
し
た
ら
'
彼
等
は
応
諾
す
る
で
あ
ら
う
か
｡
内
政
干
渉
と
し
て
猛
然
逆
襲
し
て
く
る
に
き
ま

っ
て
ゐ
る
｡

歴
史
と
は
民
族
の
履
歴
書
だ
｡
ど
の
民
族
も
国
家
も
'
で
き
る
だ
け
暖
か
-
自
分
達
の
過
去
を
見
よ
う
と
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
だ
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ら
う
｡
だ
か
ら
各
国
は
'
そ
れ
ぞ
れ
に
と

っ
て
都
合
の
よ
い
歴
史
を
書
か
う
と
す
る
｡
中
国
の
歴
史
教
科
書
は
数
十
頁
を
費
し
て
阿
片

戦
争
を
記
述
す
る
が
'
英
国
の
歴
史
教
科
書
の
中
に
は
阿
片
戦
争
に
つ
い
て

右

も
触
れ
て
ゐ
な
い
も
の
も
あ
る
｡
そ
し
て
,
そ
れ
に

っ
い
て
中
国
が
英
国
に
抗
議
し
た
と
い
ふ
話
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
｡
ま
た
抗
議
し
た
か
ら
と
て
,
英
国
が
応
ず
る
筈
も
な
い
だ
ら

～つ0歴
史
と
は
斯
-
も
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
感
情
や
利
益
と
密
接
し
て
居
り
,
万
国
に
共
通
の
歴
史
理
解
な
ど
,
絶
対
に
あ
り
得
な
い
と
云

へ

る
｡
例

へ
ば
我
国
と
ソ
連
に
共
通
す
る
歴
史
理
解
が
あ
る
も
の
な
ら
,
北
方
領
土
が
返
還
さ
れ
ぬ
理
由
は
な
い
だ
ら
う
｡
北
方
領
土
が

返
還
さ
れ
な
い
の
は
'
正
に
日
ソ
両
国
の
歴
史
観
と
歴
史
認
識
が
相
違
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
｡

他
国
の
歴
史
が
例
外
な
-
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
や
う
に
,
我
国
の
歴
史
も
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ

っ
て
よ
い
筈
だ
｡
歴
史
を

｢
科
学
｣
で

ぁ
る
と
す
る
の
は
'

マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
論
弁
-

そ
れ
も
精
々
今
世
紀
限
り
で
通
用
し
な
-
な
る
に
遠
ひ
な
い
論
弁
で
あ
る
｡
他
国

の

｢
納
得
｣
や

｢
理
解
｣
や

｢
承
認
｣
を
得
て
書
か
れ
る
や
う
な
歴
史
は
,
民
族
亡
減
の
墓
標
と
し
て
は
残
ら
う
が
,
国
家
民
族
の
正

史
と
し
て
人
々
の
魂
と
記
憶
に
留
ま
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
｡
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大
東
亜
戦
争
の
解
釈

教
科
書
や
靖
国
神
社
公
式
参
拝
の
み
な
ら
ず
,
毎
年
繰
返
さ
れ
る
卒
業
式
で
の
国
旗
掲
揚
,
国
歌
斉
唱
を
め
ぐ
る
賛
否
の
議
論
も
､

帰
す
る
所
は
歴
史
評
価
の
問
題
で
あ
る
｡

か
ま
ぴ
す

そもそ

さ
う
云

へ
ば
'
先
帝
陛
下
御
不
例
の
頃
か
ら

喧

し

-

な
り
始
め
た
所
謂

｢
戦
争
責
任
｣
論
も
同
じ
こ
と
だ
｡
抑
も

｢
責
任
｣
な
る
語

は
'
不
当
不
法
な
行
為
に
関
し
て
用
ゐ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
,
｢
戦
争
責
任
｣
と
云
ふ
以
上
,
あ
の
大
東
亜
戦
争
を
不
当
な
る
戦
争
,

即
ち
侵
略
戦
争
'
或
は
少
な
-
と
も
無
名
の
師
と
断
ず
る
立
場
に
立
脚
し
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
｡
そ
れ
故
,
大
東
亜
戦
争
が
侵
略
戦
争
で

は
な
く

自
衛
戦
争
で
あ
っ
た
と
の
結
論
に
な
れ
ば
,
そ
の

｢
責
任
｣
を
論
ず
る
こ
と
自
体
忽
ち
意
味
を
失
ふ
で
あ
ら
う
｡
し
て
み
れ

ば
'
｢
戦
争
責
任
｣
有
無
の
議
論
の
根
底
に
も
'
や
は
り
歴
史
観
の
争
ひ
が
伏
在
し
て
居
り
'
大
東
亜
戦
争
の
正
邪
黒
白
に
つ
い
て
の

検
証
を
抜
き
に
し
た
戦
争
責
任
論
は
'
法
的
責
任
論
に
せ
よ
'
道
義
的
責
任
論
に
せ
よ
'
所
詮
虚
漠
の
論
に
終
る
他
な
い
｡

で
は

1
体
'
大
東
亜
戦
争
と
は
何
だ
っ
た
の
か
｡
そ
れ
は
東
京
裁
判
の

｢
共
同
謀
議
説
｣
や

｢
侵
略
戦
争
史
観
｣
を
援
用
し
な
け
れ

ば
説
明
で
き
な
い
戦
争
だ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
｡

戦
争
は
国
家
間
の
争
ひ
で
あ
る
が
'
そ
れ
も
結
局
は
人
間
社
会
の
争
ひ
に
過
ぎ
な
い
｡
さ
う
で
あ
る
な
ら
､
す
べ
て
の
個
人
間
の
争

ひ
と
同
じ
く
へ
双
方
の
主
張
と
立
場
を
過
去
に
遡
っ
て
突
き
合
は
せ
t
.
時
間
の
経
過
に
従
ひ
つ
つ
'
両
者
の
関
係
が
変
化
し
'
推
移
し

て
き
た
跡
を
辿

っ
て
み
る
な
ら
へ
戦
争
に
つ
い
て
の
納
得
の
ゆ
-
解
釈
と
評
価
が
得
ら
れ
る
筈
で
あ
り
'
事
実
を
理
論
に
従
属
さ
せ
る

政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
侵
略
戦
争
史
観
な
ど
全
-
必
要
と
し
な
い
の
だ
｡

筆
者
は
大
東
亜
戦
争
の
構
造
を
分
析
し
'
遡
源
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
門
戸
開
放
主
義
を
め
ぐ
る
日
米
抗
争
及
び
共
産
主
義
と
の
戦

ひ
と
い
ふ
二
つ
の
大
き
な
筋
道
を
探
り
当
て
'
こ
の
二
大
潮
流
が
合
し
て
高
ま
る
極
頂
点
に
大
東
亜
戦
争
を
定
位
す
る
こ
と
を
得
た
｡

本
書
は
'
こ
の
大
東
亜
戦
争
解
釈
を
'
多
-
の
歴
史
的
事
実
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ん
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
｡
そ
れ
は
マ
ル

ク
ス

･
レ
ー
ニ
ン
主
義
に
基
づ
-
史
観
の
如
く

あ
ら
ゆ
る
歴
史
現
象
を
説
明
せ
ん
と
欲
ぼ
る
観
念
的
な
歴
史
観
と
は
異
な
り

等

ル

ク
ス
･
レ
ー

ニ
ン
主
義
の
破
綻
と
誤
謬
は
い
ま
我
々
が
知
る
如
く
､
歴
史
自
体
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
つ
つ
あ
る
)'
あ
-
ま
で
も
大
東
亜
戦
争
に
至

る
歴
史
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
解
釈
で
あ
り
､
大
東
亜
戦
争
限
り
の
歴
史
解
釈
で
あ
る
｡
漠
然
た
る
歴
史
観
と
は
全
然
別
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
申
し
漆

へ
て
お
-
0

戦
後
の
禁
忌
を
冒
し
て

人
間
関
係
が
複
雑
で
あ
る
の
に
対
応
し
て
'
国
家
間
の
争
ひ
で
あ
る
戦
争
の
歴
史
と
背
景
も
複
雑
な
も
の
だ
｡

一
方
を
〟

加
害
者
″
'

他
方
を

〟被
害
者
〟

と
単
純
に
割
り
切
る
こ
と
は
真
実
を
歪
め
る
こ
と
に
な
る
｡
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従
来
'
日
本
の
み
を
〟

加
害
者
〟

と
し
､
中
国
や
韓
国
を
〟

被
害
者
〟
と
し
て
扱
ふ
定
式
が
こ
れ
ら
両
国
の
公
定
史
観
と
な
っ
て
き

て
居
り
'
こ
れ
に
異
を
唱
へ
る
こ

と
は
'
我
国
の
学
界
､
教
育
界
,
言

論
界
に
於
て
禁
忌

(
タ
ブ
ー
)
と
さ
れ
て
き
た
｡
だ
が
本
稿

は
'
こ
の
禁
忌
に
触
れ
る
こ
と
も
敢
へ
て
書
-
つ
も
り
で
あ
る
｡
世
の
中
の
全
て
の
争
ひ
に
は
､
当
事
者
双
方
に
幾
分
か
づ
つ
の
責
任

が
あ
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
｡

右
の
こ
と
は
､
複
雑
な
歴
史
的
背
景
を
も
つ
戦
争
に
於
て
'
殊
更
当
て
は
ま
る
で
あ
ら
う
｡
歴
史
に
対
す
る
責
任
の
間
ひ
方
に
は
色

け
L,い

た
いえ
い

な
いこう

色
あ
る
｡
武
力
の
行
使
だ
け
で
は
な
く

僻

息

や

退

嬰

や

頑
迷
'
内

証

や

腐
敗
や
排
外
,
違
約
や
背
信
,
領
土
的
野
心
,
互
譲
精
神
の

欠
如
な
ど
も
'
国
際
関
係
を
悪
化
さ
せ
'
歴
史
を
混
迷
に
導
-
重
大
因
子
で
あ
り
,
そ
れ
相
応
に
歴
史
に
対
し
て
責
任
が
あ
ら
う
｡
戦

争
責
任
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
こ
の
や
う
な
広
義
に
於
け
る
歴
史
に
対
す
る
責
任
を
含
む
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
.
こ
れ
に
つ
い
て
筆
を
曲
げ
た
の
で
は
真
実
は
埋
没
す
る
｡
戦
争
の
原
因
は
い
づ
こ
に
,
責
任
は
い
づ
れ
に

-
｡
本
書
は
禁
忌
を

冒
し
て
直
筆
直
言
し
て
ゆ
か
う
と
思
ふ
｡

で
は

｢
大
東
亜
戦
争
へ
の
道
｣
を
語
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
こ
れ
は

｢
侵
略
戦
争
史
観
｣
へ
の
疑
義
を
前
提
と
す
る
近
代
史
再
検
証
へ

の
1
つ
の
試
論
で
あ
る
｡
迂
遠
の
や
う
だ
が
'
戦
争
の
史
的
背
景
を
重
視
す
る
立
場
を
取
る
筆
者
は
,
ど
う
し
て
も
近
代
化
へ
の
1
歩

を
踏
出
し
た
明
治
日
本
と
清
韓
両
国
と
の
関
係
か
ら
説
き
起
す
と
い
ふ
お
決
り
の
型
を
踏
襲
せ
ね
ば
な
ら
な
い
o
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