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鈴
木
智
夫

著

近
代
中
国
と
西
洋
国
際
社
会

〈
汲
古
書
院

・
二
〇

〇
七
年
七
月

・
面
+
三

=
二
頁
〉

本
書
は
前
著

『洋
務
運
動

の
研
究
』
(汲

古
書
院
、
一
九
九
二
年
)
の
上
梓
以
後
、
著
者

が
紀
要
等
に
発
表
し
て
き
た

「近
代
中
国
と

西
洋
諸
国

・
西
洋
国
際
社
会
と
の
関
係
」
を

め
ぐ
る
諸
論
文
を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
第

一
章

「万
国
博
覧
会
と
中
国
」
以

外
の
各
章
は
、
い
ず
れ
も
清
末
に
活
躍
し
た

ー

し
か
し
専
門
家
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ

て

い
な

い
ー
1
-官
僚

た

ち

の
特

定

の
時

期

の
活

動

に

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
が
当

て
ら
れ

て

い
る
。

そ
れ

ぞ

れ
手
堅

い
実

証
研

究

と
し

て
洋
務

運
動

研
究

や
清
末

外
交

史
研

究

に

一

石
を
投

じ

る
も

の
で
あ

る
が

、
同
時

に
、
中

国
と
西
洋

と

の
交
渉

・
交

流

の
最
前

線

で
活

動

し
た
彼

ら

の
日

記
や
報

告

は
、
文

化
交

流

史

、
比
較

文
化

論

と

い
う
視
点

か

ら
も
十

分

に
興
味
深

い
。

本
書

の
面

白

さ

の
半

分

は
そ

ち

ら

の
ほ
う

に

あ

る

よ
う

に
感

じ

ら
れ

た
。

そ

の
う
ち

の

一
人
祁
兆

煕

は
、
清

朝
最

初

の
公
費
海

外

留
学
事

業

で
あ

っ
た
遣

米
留
学

生

団

の
第

三
陣

の

「護

送
委

員

」
と

し

て
、

三
〇

名

の

「
幼
童

」
を

引

き
連

れ

て

ア
メ
リ

カ

に
渡

っ
た

人
物

で
あ

る
。

著
者

に
よ

る
祁

の
渡

米

日
記

の
綿
密

な

紹
介

・
分

析

(第

二

章

)
は
、
未

知

の
異
文

化

に
戸

惑

い
な

が
ら
、

強

い
使
命

感

を
も

っ
て
任
務

を
完

遂

し
よ

う

と

し
た
祁

の
緊

張

を

よ
く
伝

え

て

い
る
。

使

命

を
見
事

に
果

た

し

た
祁

は
、

し
か
し

こ

の
留
学

事
業

の
欠

陥

も
鋭

く
見

抜

い
て
い

た
。

「
幼

童

」

た

ち

は

異

国

の

地

で

「
西

学
」

と

「中
学

」

の
併

習

が
課

さ
れ

て

い
た

が
、

ど

ち
ら

も
中
途

半
端

に
な

り
、
帰

国
後

「洋

務

」

の
た

め

の
有

能

な

人
材

に
は
な

り

え

な

い
。

そ

も
そ

も
官
話

能

力
す

ら
不
十

分

で
は
な

い
か
。

そ

こ
で
祁

は
、
院

試
合
格

の

「生

員

」

で

一
五

歳

以

下

の
も

の
か

ら
留

学

生

を
選
抜

し
、

彼

ら
が

「西

学
」

を
専
修

し

て
帰

国
す

れ
ば

郷
試

合
格

の

「挙

人
」

の
資

格

を
与

え
る

と

い
う
改
革

案

を
提
案

す

る
。

し

か

し

、

そ

の
場

合

で

さ

え
、

留

学

生

に

「中

学

」

の
自

修

を

誘
導

せ

よ
と
述

べ
ら

れ

て
い
る

(
第

三
章

)
。

「中

体

西
用

」
と

は
洋

務
運

動

の
哲
学

的
概

括

な
ど

で

は
な
く
、

そ

の
担
い
手
に
と
っ
て
は
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア

ル
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

こ
の
ほ
か
、

一
八
七
六
年
の
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
万
博
視
察

の
た
め
派
遣
さ
れ
な
が

ら
、
苦
境
に
あ
る
海
外
華
人
の
実
情
把
握
を

密
か
に
自
ら
の
使
命
と
し
て
課
し
た
漸
海
関

文
腰
李
圭

(第
四
章
)、
義
和
団
事
件
の
謝

罪
特
使
と
し
て
醇
親
王
載
澄
が
ド
イ
ツ
に
派

遣
さ
れ
た
際
、
特
使

一
行
に
押
し
つ
け
ら
れ

た
屈
辱
的
儀
礼
を
改
め
る
べ
く
知
略
を
め
ぐ

ら
せ
た
駐
独
公
使
呂
海
簑

(第
五
章
)、
日

露
戦
争
の
間
に
、
立
憲
制
導
入
な
ど
の
国
政

改
革
に
取
り
組
み
、
戦
後
の
講
和
会
議
を
見

越
し
て
周
到
な
対
応
策
を
策
定
す
る
こ
と
提

案
し
た
駐
露
公
使
胡
惟
徳

(第
六

・
七
章
)

こ
れ
ら
の
人
物
は
い
ず
れ
も
著
者
の
い

う

「西
洋
の
衝
撃
」
と

「東
洋

〔日
本
〕
の

衝
撃
」
に
対
抗
し
て
中
国
を
近
代
化
さ
せ
よ

う
と
い
う

「対
抗
的
近
代
化
」
の
推
進
者
た

ち
で
あ
る
。
彼
ら

「東
南
沿
海
地
方
出
身
の

開
明
派
」
の
強
烈
な
使
命
感
や
優
れ
た
洞
察

力
、
高
い
実
務
能
力
が
い
っ
た
い
何
に
由
来

す
る
も
の
か
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

(砂
山
幸
雄
)
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