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中
国
制
覇
の
足
が
か
り

　
阿
片
あ
へ
ん
戦
争
（
一
八
四
〇
　
四
二
）
で
中
国
が
開
国
し
た
後
は
極
東
の
一
角

日
本
を
開
け
ば
こ
れ
で
旧
文
明
国
を
資
本
主
義
世
界
に
開
放
す
る
事
業
が
完

成
す
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら 

南  

京 

ナ
ン
キ
ン

条
約
で
、
こ
の
次
は
日
本
の
番
だ
と

い
う
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
を
先
頭
と
す
る
資
本
主
義
列
強
の
常
識
で
あ
っ
た
ば

か
り
で
は
な
く
、
日
本
に
と
っ
て
も
常
識
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
客
が
ど

ん
な
客
人
で
あ
る
か
は
イ
ン
ド
や
中
国
を
開
国
さ
せ
た
実
績
に
て
ら
し
て
日

本
の
愛
国
者
に
は
よ
く
分
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ 

林 

子 

平 

は
や
し
し
へ
い
が
『
海   

国 

か
い
こ
く

 

兵  

談 

へ
い
だ
ん

』
を
出
し
、
橋 

本 

左 

内 

は
し
も
と
さ
な
い

は
日
本
が
「
第
二
の
イ
ン
ド
に
な
る
」
こ
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と
を
恐
れ
た
。

　
当
時
の
資
本
主
義
は
貿
易
第
一
主
義
を
奉
ず
る
自
由
経
済
の
全
盛
期
で
、

い
わ
ば
資
本
主
義
の
青
年
時
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
す
ら
イ
ン
ド
や
中
国

に
た
い
す
る
植
民
地
化
の
戦
争
、
そ
の
戦
争
の
け
っ
か
と
し
て
の
不
平
等
条

約
と
、
そ
の
不
平
等
条
約
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
不
当
な
利
潤
に
よ
っ
て
先

進
国
の
地
位
が
保
た
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
問
題
は
ど
う
し
て
ア
メ
リ
カ
が
日
本
開
国
の
先
鞭
を
つ
け
た
か
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
中
国
貿
易
で
イ
ギ
リ
ス
に
勝
つ
た
め
の
足
が
か
り
と

し
て
日
本
を
必
要
と
し
た
の
だ
と
い
え
る
。

　
新
興
国
ア
メ
リ
カ
は
中
国
貿
易
の
面
で
も
ぐ
ん
ぐ
ん
イ
ギ
リ
ス
に
迫
ろ
う

と
し
て
い
た
。
一
八
四
八
年
と
い
え
ば
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
波
が
西
欧
を
襲
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っ
た
年
で
あ
り
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
蒸
汽
船
が
実
用
化
さ
れ
、
鉄
道
が
実

用
化
さ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
ペ
リ
ー
は
ア
メ
リ
カ
海
軍
で
、
世
界
に
先
が

け
て
、
最
新
の
技
術
を
も
っ
て
従
来
の
伝
統
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
蒸
汽
海

軍
を
つ
く
っ
た
。

　
さ
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
蒸
汽
船
航
路
で
中
国
に
行
く
と
、
中
国
貿

易
で
イ
ギ
リ
ス
に
勝
て
る
目
算
が
つ
い
た
。
だ
が
当
時
の
幼
稚
な
技
術
で
は

ど
う
し
て
も
途
中
で
石
炭
を
つ
む
寄
港
地
が
必
要
だ
っ
た
。
つ
ま
り
前
に
も

の
べ
た
よ
う
に
中
国
貿
易
で
ア
メ
リ
カ
が
イ
ギ
リ
ス
に
勝
つ
た
め
の
足
が
か

り
と
し
て
日
本
を
開
国
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
ペ
リ
ー

は
第
一
ば
ん
に
沖
繩
に
い
き
、
那な
覇は
を
根
拠
地
に
し
て
小
笠
原
へ
行
き
、
父

島
に
貯
炭
所
に
あ
て
る
土
地
ま
で
買
っ
て
日
本
が
開
国
し
な
い
場
合
は
父
島
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を
あ
る
い
は
沖
繩
を
仲
つ
ぎ
に
し
て  

上    

海  

シ
ャ
ン
ハ
イ

貿
易
を
や
ろ
う
と
考
え
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
ん
ど
の
太
平
洋
戦
争
で
、
ま
ず
沖
繩
を
お
と
し
、
つ
ぎ
に

日
本
本
土
に
向
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
こ
と
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
開
国
派
と
攘
夷
派

　
太
平
の
眠
を
さ
ま
し
た
黒
船
の
来
航
は
国
内
に
開
国
派
と
攘
夷
派
の
抗
争

と
な
っ
て
波
紋
を
ひ
ろ
げ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
で
同
じ
く
開
国
派
と
い
い
、

攘
夷
派
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
二
種
類
が
あ
っ
た
。

　
開
国
派
の
一
方
に
は
、
井い
伊い
大
老
の
一
派
が
い
る
。
腹
の
中
で
は
開
国
す

れ
ば
古
い
自
分
た
ち
の
権
力
が
保
て
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
な
お
一
時
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の
権
勢
を
保
と
う
と
す
る
た
め
の
開
国
派
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
真
の
開
国

派
で
、
ふ
る
く
は 

安  

藤  

昌  

益 

あ
ん
ど
う
し
ょ
う
え
き
、
佐
藤 

信  

淵 

の
ぶ
ひ
ろ

か
ら
、
渡
辺
崋
山
か
ざ
ん
、
高   

た
か
の

野  

長  
英 

ち
ょ
う
え
い

を
経
て
、
ペ
リ
ー
来
航
当
時
は
佐
久
間
象
山

さ
く
ま
ぞ
う
ざ
ん
、
橋
本
左
内
な
ど

が
そ
の
代
表
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
世
界
の
進
運
に
深
く
思

い
を
い
た
し
、
憂
国
の
至
情
か
ら
開
国
を
主
張
し
た
愛
国
派
で
あ
る
。
だ
か

ら
時
の
権
力
か
ら
烈
し
い
弾
圧
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
攘
夷
派
に
も
同
じ
く
封
建
支
配
者
の
攘
夷
と
人
民
の
攘
夷
の
二
派
が
あ
っ

た
。
前
者
の
例
は 

生  

麦 

な
ま
む
ぎ

で
薩
摩
さ
つ
ま
の
武
士
が
イ
ギ
リ
ス
人
を
斬
っ
た
、
い
わ

ゆ
る
生
麦
事
件
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
た
と
え
ば
対
馬
つ
し
ま
が
占

領
さ
れ
た
と
き
最
後
ま
で
反
抗
し
た
対
馬
の
住
民
で
あ
っ
た
。
民
間
か
ら
攘

夷
に
参
加
し
た
紀
州
の 

浜  

口  

梧  

陵 

は
ま
ぐ
ち
ご
り
ょ
う

、
尾
張
の
林 

金 

兵 

衛 
は
や
し
き
ん
べ
え

あ
る
い
は
天
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狗
党
に
は
せ
参
じ
よ
う
と
し
た
河 

野 

広 

中 

こ
う
の
ひ
ろ
な
か

、
そ
の
他
文
久
年
間
の
過
激
攘

夷
決
行
派
の
な
か
に
大
ぜ
い
お
っ
た
。
武
士
で
な
く
当
時
の
人
民
の
生
産
力

を
代
表
す
る
若
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
攘
夷
が
後
者
を
代
表
す
る
。
こ
れ
ら

四
派
が
き
り
結
ぶ
な
か
に
明
治
維
新
へ
と
歴
史
は
進
ん
で
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
積
年
の
野
望

　
日
本
開
国
の
先
べ
ん
を
つ
け
た
ア
メ
リ
カ
が
、
そ
の
直
後
に
起
っ
た
南
北

戦
争
に
手
を
し
ば
ら
れ
て
い
る
間
に
日
本
貿
易
の
果
実
は
イ
ギ
リ
ス
の
手
に

帰
し
た
。
や
が
て
日
本
に
も
明
治
維
新
の
変
革
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
支
援
さ
れ

た
幕
府
と
イ
ギ
リ
ス
に
支
持
さ
れ
た
天
皇
の
両
派
の
、
ど
ち
ら
も
封
建
的
な
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同
一
階
級
同
士
の
権
力
争
奪
戦
と
い
う
形
で
、
革
命
で
は
な
く
一
種
の
改
革

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
だ
が
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
水
先
案
内
と
す
る
ア
ジ
ア
進
出
の
積
年
の
野
望

を
と
げ
よ
う
と
し
て
乗
り
出
し
て
き
た
。
そ
の
最
初
の
現
れ
は
グ
ラ
ン
ト
将

軍
の
琉
球
問
題
あ
っ
せ
ん
で
、
台
湾
征
伐
以
来
反
目
し
て
い
る
日
本
と
中
国

と
の
間
に
仲
裁
者
と
し
て
登
場
し
た
。
つ
い
で
朝
鮮
に
た
い
し
て
は
、
日
本

を
水
先
案
内
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
対
抗
し
た
。
こ
の
英
・
米
の
対
立
競
争
を

巧たく
みに
利
用
し
た
と
こ
ろ
に
陸
奥
宗
光

む
つ
む
ね
み
つ
外
交
が
不
平
等
条
約
の
改
正
に
成
功
し

た
秘
密
が
あ
る
。

　
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
ア
メ
リ
カ
が
日
露
戦
争
の
仲
裁
役
を
買
っ
て
出
た
の
も
、

ペ
リ
ー
来
航
い
ら
い
一
貫
し
て
も
っ
て
い
た
「
日
本
を
足
が
か
り
に
し
た
ア
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ジ
ア
進
出
」
と
い
う
年
来
の
野
望
を
と
げ
よ
う
と
す
る
こ
ん
た
ん
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
二
の
開
国

　
百
年
来
の
こ
ん
た
ん
を
百
年
目
に
ち
ょ
う
ど
実
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う

か
。
そ
れ
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
で
あ
り
、
日
米
安
全
保
障
条
約
で
あ

り
、
行
政
協
定
で
あ
り
、
今
ま
た 
批  

准 
ひ
じ
ゅ
ん

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
日
米
通
商

航
海
条
約
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
百
年
前
黒
船
が
き
た
と
き
に
、
わ

れ
ら
の
祖
先
は
直
観
的
に
祖
国
の
独
立
が
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
を
感
じ
と

っ
た
。
尊
王
と
結
び
つ
い
た
た
め
に
ゆ
が
め
ら
れ
た
形
で
表
現
さ
れ
て
い
た
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が
、
そ
れ
は
半
植
民
地
化
の
危
機
に
た
い
す
る
愛
国
の
本
能
で
あ
る
。
い
ま

百
年
ご
の
「
第
二
開
国
」
に
あ
た
っ
て
、
一
部
の
志
士
で
は
な
く
、
日
本
国

民
の
最
大
多
数
の
階
級
で
あ
る
労
働
者
、
農
民
、
民
族
資
本
家
、
イ
ン
テ
リ

ゲ
ン
チ
ア
が
百
年
前
の
憂
い
と
憤
り
と
を
百
倍
し
て
も
ま
だ
足
り
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
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