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は
じ
め
に
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
評
者
の
研
究
対
象
は
洋
務
運
動
期

か
ら
日
中
戦
争
勃
発
に
到
る
ま
で
の
中
国
の
対
外
経
済
関
係
史
で
あ
っ

て
、
日
中
戦
争
期
に
つ
い
て
は
通
り
一
遍
の
知
識
し
か
な
い
。
日
中
関

係
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
数
年
来
取
り
組
ん
で
き
た
商
標
権
侵
害
紛
争
史

と
重
な
る
部
分
に
つ
い
て
だ
け
、
一
次
史
料
を
読
み
込
ん
で
独
自
の
解

釈
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
て
一
八
九
〇
年
～
満
州
事
変
直
後
ま
で
で

あ
る
。
こ
ん
な
中
途
半
端
な
知
識
し
か
な
い
評
者
に
本
書
の
書
評
が
務

ま
る
と
ど
う
し
て
編
集
部
が
思
っ
た
の
か
、
首
を
か
し
げ
る
ば
か
り
で

あ
る
。
お
も
う
に
、
そ
れ
は
、
評
者
が
在
華
外
国
人
を
利
用
す
る
中
国

人
や
資
本
主
義
諸
国
の
制
度
、
文
化
、
商
品
の
ニ
セ
モ
ノ
を
構
築
、
製

造
し
、
こ
れ
を
運
営
販
売
す
る
中
国
人
を
考
察
対
象
に
し
て
き
た
た
め

で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
学
院
生
時
代
に
清
末
の
条
約
港
社
会
で
活
躍
す

る
買
辦
を
研
究
対
象
に
選
ん
で
以
来
、
評
者
は
、
い
つ
か
は
こ
の
問
題
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に
言
及
す
る
羽
目
に
な
る
だ
ろ
う
な
と
予
感
は
し
て
い
た
。
だ
が
そ
の

一
方
で
、
で
き
れ
ば
こ
の
問
題
に
は
関
わ
り
た
く
な
い
と
い
う
願
い
も

抱
い
て
い
た
。
今
で
も
、
こ
の
矛
盾
し
た
思
い
は
消
え
去
っ
て
い
な
い

が
、
こ
ん
な
甘
え
は
も
う
許
さ
れ
な
い
年
齢
に
達
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

う
覚
悟
を
決
め
て
、
こ
の
仕
事
を
引
き
受
け
た
。

　
「
不
平
等
条
約
」
体
制
成
立
か
ら
日
本
の
敗
戦
ま
で
、
そ
し
て
「
対

外
開
放
」
体
制
以
降
後
、
再
び
研
究
者
の
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
在
華
外
国
人
・
企
業
に
近
づ
き
、
彼
ら
の
事
業
活
動
に
協
力

す
る
見
返
り
に
自
分
た
ち
の
生
命
、
財
産
を
保
護
し
て
貰
お
う
と
す
る

中
国
人
の
存
在
で
あ
る
。
当
初
事
情
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
彼
ら
に
利
用

さ
れ
、
翻
弄
さ
れ
る
ば
か
り
だ
っ
た
「
帝
国
主
義
者
」
は
、
や
が
て
彼

ら
の
行
動
パ
タ
ー
ン
と
そ
の
魂
胆
を
見
抜
く
と
、
逆
に
彼
ら
を
利
用
し

て
中
国
社
会
経
済
の
支
配
に
乗
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

広
中
一
成
著

ニ
セ
チ
ャ
イ
ナ　
中
国
傀
儡
政
権　

満

洲
・
蒙
疆
・
冀
東
・
臨
時
・
維
新
・
南
京 

／

二
〇
世
紀
中
国
政
権
総
覧
1 
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て
、
中
国
側
は
「
利
権
回
収
」「
実
業
振
興
」「
国
貨
振
興
」
な
ど
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
国
民
の
排
外
主
義
、
民
族
主
義
感
情
に
訴
え
る
戦

術
を
と
っ
て
い
く
。
清
末
以
来
形
を
変
え
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
の

構
図
の
最
終
場
面
に
登
場
し
た
の
が
、
来
る
べ
き
対
ソ
戦
争
、
太
平
洋

の
支
配
権
を
決
す
る
ア
メ
リ
カ
と
の
決
戦
に
備
え
、
戦
略
物
資
を
奪
い

取
ろ
う
と
中
国
侵
略
を
始
め
た
日
本
軍
の
占
領
統
治
に
協
力
し
た
一
群

の
中
国
人
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
一
九
三
〇
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
関
東
軍
が
東
北
地
方

に
で
っ
ち
上
げ
た
「
満
州
国
」
を
皮
切
り
に
、
占
領
区
域
を
拡
大
す
る

度
に
作
り
上
げ
た
「
対
日
協
力
」
政
権
を
扱
っ
た
概
説
書
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
太
平
洋
戦
争
や
そ
の
後
の
国
共
内
戦
、「
冷
戦
」
へ
と
め
ま
ぐ

る
し
く
転
換
し
た
政
治
情
勢
を
反
映
し
、
堅
く
封
印
さ
れ
て
、
ご
く
最

近
ま
で
権
力
者
に
よ
っ
て
忘
れ
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
て
い
た
一
群
の
中

国
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
を
主
戦
場
と
し
た「
冷

戦
」
が
終
わ
り
、
こ
の
時
代
の
政
局
を
動
か
し
て
い
た
世
代
の
大
半
が

鬼
籍
に
入
っ
た
今
、い
よ
い
よ
こ
の
封
印
は
解
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
久
し
く
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て

い
た
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
真
相
が
、
同
政
権
関
係

者
が
残
し
た
文
書
史
料
の
公
開
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、「
レ
ジ
ス

タ
ン
ス
神
話
」
が
剥
が
れ
始
め
た
動
き
と
呼
応
し
て
い
る
。

　

本
書
が
扱
っ
て
い
る
の
は
、「
満
州
国
」
を
皮
切
り
に
、
関
東
軍
、

日
本
軍
の
占
領
下
に
入
っ
た
地
域
の
行
政
と
秩
序
維
持
の
た
め
に
組
織

し
た
、「
蒙
古
聯
合
自
治
政
府
（
蒙
疆
政
権
）」、「
冀
東
防
共
自
治
政
府
（
冀

東
政
権
）」、「
中
華
民
国
臨
時
政
府
（
華
北
政
務
委
員
会
）」、「
中
華
民
国

維
新
政
府
」「
中
華
民
国
国
民
政
府
（
汪
兆
銘
政
権
）」
で
あ
る
。
叙
述

の
力
点
は
各
「
対
日
協
力
政
権
」
の
機
構
、
没
落
過
程
に
置
か
れ
て
い

る
。
本
書
を
読
ん
で
い
て
特
に
目
を
惹
か
れ
た
の
は
、
同
時
代
日
本
の

報
道
機
関
の
刊
行
物
か
ら
丹
念
に
拾
い
集
め
ら
れ
た「
対
日
協
力
政
権
」

首
脳
の
顔
写
真
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
中
国
や
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
が

ま
と
め
た
類
書
で
は
な
か
な
か
お
目
に
か
か
れ
な
い
。
巻
末
の
略
伝
と

併
せ
参
照
す
れ
ば
、
簡
単
な
人
名
辞
典
と
し
て
も
利
用
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
本
書
を
読
み
終
え
て
気
づ
い
た
こ
と
は
、
中
国
侵
略
中
の
日

本
側
が
決
し
て
「
一
枚
岩
」
的
な
組
織
的
団
結
を
誇
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
満
州
事
変
を
起
こ
し
た
関
東
軍
や
陸
軍
と
東
京
政
府
と

の
関
係
、
明
治
憲
法
体
制
の
欠
陥
な
ら
、
高
校
で
日
本
史
を
学
び
、
大

学
で
日
本
国
憲
法
（
公
務
員
や
教
員
志
望
者
の
必
修
科
目
）
あ
る
い
は
日

本
近
代
史
の
講
義
を
受
講
し
た
人
な
ら
常
識
で
あ
り
、
い
ま
さ
ら
特
筆

す
る
こ
と
で
も
な
い
。
評
者
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
そ
ん
な

わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
日
中
戦
争
の
最
中
で
さ
え
、
在
華
日

本
人
の
全
て
が
関
東
軍
や
日
本
陸
軍
の
侵
略
政
策
に
協
力
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
生
き
証
人
と
し

て
、
翼
賛
団
体
、
新
民
会
の
職
員
だ
っ
た
岡
田
春
生
氏
へ
の
イ
ン
タ
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ビ
ュ
ー
を
紹
介
し
、
中
国
占
領
統
治
地
域
で
起
き
て
い
た
日
本
側
の
葛

藤
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
本
書
三
一
三
～
三
六
頁
）。
侵
略
先
で
あ
る

中
国
大
陸
で
暮
ら
し
て
い
た
日
本
人
も
、
あ
れ
だ
け
の
大
動
乱
を
引
き

起
こ
し
て
お
き
な
が
ら
、
ま
る
で
意
思
統
一
が
と
れ
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。「
無
責
任
体
制
」
と
称
さ
れ
た
東
京
政
府
の
権
力
機
構
だ
け

で
な
く
、
在
華
日
本
人
勢
力
末
端
で
す
ら
意
思
統
一
が
と
れ
な
い
で
い

た
日
本
人
と
は
一
体
何
者
だ
っ
た
の
か
。
本
書
通
読
後
、
深
く
考
え
さ

せ
ら
れ
た
。

　
「
対
日
協
力
政
権
」
に
参
加
し
た
中
国
人
は
、
日
本
側
の
こ
う
し
た

実
情
を
ど
こ
ま
で
気
づ
い
て
い
た
の
か
。
本
書
著
者
は
、
こ
の
問
題
に

対
す
る
説
得
力
の
あ
る
解
釈
を
打
ち
出
し
て
い
な
い
。
眼
前
で
繰
り
広

げ
ら
れ
る
重
慶
国
民
党
政
権
に
よ
る
要
人
暗
殺
テ
ロ
や
共
産
党
に
よ
る

軍
事
的
抵
抗
、「
対
日
協
力
政
権
」
側
に
よ
る
報
復
テ
ロ
の
繰
り
返
し
。

狂
気
の
よ
う
な
状
況
を
作
り
出
し
た
元
凶
で
あ
る
日
本
軍
の
占
領
行
政

の
一
翼
を
担
う
こ
と
が
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
当
人
た
ち
が
こ
の
こ

と
を
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
筈
は
な
い
。
そ
れ
を
承
知
で
、あ
え
て「
漢

奸
」
の
汚
名
を
着
た
彼
ら
は
一
体
、
何
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

評
者
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
納
得
の
い
く
説
明
を
下
し
た
研
究
に
、
ま

だ
出
会
っ
た
こ
と
は
な
い
。
清
末
の
買
辦
か
ら
「
対
日
協
力
政
権
」
指

導
者
に
到
る
ま
で
、
在
華
外
国
勢
力
に
取
り
入
る
中
国
人
の
価
値
観
、

行
動
様
式
は
何
に
由
来
し
て
い
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
本
書
も
こ
の
難

問
の
答
え
を
見
出
せ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

　

だ
と
す
る
と
、
読
者
は
こ
の
難
問
に
対
す
る
説
得
力
あ
る
答
え
を
得

る
た
め
に
、
本
書
を
い
か
に
活
用
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ン
ト

と
な
る
事
実
は
、本
書
の
到
る
処
か
ら
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

「
対
日
協
力
政
権
」
参
加
者
の
大
半
が
、
一
八
九
〇
～
一
九
一
〇
年
代

の
日
本
留
学
体
験
者
だ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
は
と

言
え
ば
、
明
治
憲
法
体
制
が
成
立
し
、「
桂
園
時
代
」
を
経
て
「
大
正

政
変
」
に
到
る
ま
で
の
戦
前
最
も
安
定
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の

時
期
の
日
本
社
会
の
活
況
と
繁
栄
ぶ
り
、
さ
ら
に
義
和
団
事
変
、
日
露

戦
争
で
見
せ
た
厳
格
な
規
律
に
貫
か
れ
た
日
本
軍
の
活
躍
ぶ
り
は
、
そ

れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
中
国
人
留
学
生
に
強
烈
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え

て
い
た
。
し
か
も
、
海
外
留
学
体
験
の
あ
る
中
国
人
の
大
半
が
こ
の
時

期
の
日
本
を
留
学
先
に
選
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
欧
米
留
学

経
験
者
は
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
中
戦
争
勃
発
前
夜

の
宋
子
文
が
語
っ
た
、「
中
国
人
中
、
欧
米
留
学
出
身
者
は
日
本
留
学

出
身
者
の
五
分
の
一
に
も
当
た
ら
ぬ
程
」（
松
本
重
治
『
上
海
時
代　

中
』

［
中
公
新
書
、
一
九
七
四
年
］
一
二
七
頁
）
で
あ
っ
た
と
い
う
言
葉
が
端
的

に
示
し
て
い
る
。

　

彼
ら
の
大
半
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
不
況
、
関
東
大
震
災
、
世
界

大
恐
慌
の
打
撃
を
受
け
て
大
き
く
変
貌
し
た
日
本
の
政
治
経
済
、
そ
し

て
政
党
政
治
家
の
無
為
無
策
に
怒
っ
た
国
民
や
、
こ
れ
を
受
け
て
の
陸
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軍
の
変
質
を
把
握
認
識
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
無
理
は
な
い
。
中
国

を
侵
略
し
た
関
東
軍
、
日
本
軍
は
、
明
治
大
正
時
代
の
日
本
に
尊
敬
と

憧
れ
を
抱
い
て
い
た
日
本
留
学
体
験
者
の
善
意
を
欺
き
、
彼
ら
を
利
用

し
た
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
も
何
を
今
さ
ら
と
言
わ
れ
る

だ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
錯
覚
と
善
意
を
利
用
し
た
日
本
軍
出
先
幹
部
の
罪

業
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
重
い
。

　

と
は
い
え
、
一
旦
権
力
の
座
に
就
き
、
状
況
を
正
確
に
認
識
す
る

よ
う
に
な
っ
た
「
対
日
協
力
政
権
」
指
導
者
も
、
日
本
側
の
言
い
な

り
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
各
種
「
対
日
協
力
政
権
」

の
本
命
で
あ
っ
た
汪
兆
銘
政
権
に
関
す
る
英
語
圏
、
台
湾
の
研
究
者

に
よ
る
先
行
研
究
（D

avid･P.･Barrett･&
･Lally･N

.･Shyu･eds.･Chinese 

C
ollaboration･w

ith･Japan,･1932-1945･[Stanford･U
niversity･Press,･

2001･]

収
録
のT

im
othy･Brook,･D

avid･P.･Barrett,･Lo･Jiu-jung･[

羅
久

蓉]

論
文
）･

が
一
致
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、「
も
は
や
毒
を
食

ら
わ
ば
皿
ま
で
」
の
心
境
で
日
本
側
に
対
し
て
様
々
な
要
求
を
出
し
、

重
慶
国
民
党
の
テ
ロ
組
織
や
共
産
党
と
闘
い
、
日
本
側
の
要
求
に
対
し

て
も
条
件
闘
争
を
試
み
て
い
る
。
本
書
は
、
初
心
者
向
け
概
説
書
を
目

指
し
て
い
る
た
め
、
平
易
で
分
か
り
や
す
い
が
、「
対
日
協
力
政
権
」

内
部
で
起
き
て
い
た
日
本
側
と
中
国
人
協
力
者
と
の
間
の
対
立
が
十
分

に
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
側
面
は
も
っ
と
詳
し
く
描
か
れ
て
も
よ

か
っ
た
と
思
う
。

　

最
後
に
、
評
者
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
疑
問
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ

は
、
一
七
世
紀
前
半
の
満
州
族
が
「
征
服
者
」
に
な
れ
た
の
に
、
日
本

軍
は
遂
に
「
侵
略
者
」
ど
ま
り
で
「
征
服
者
」
に
な
り
そ
び
れ
た
の
は

な
ぜ
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
犠
牲
者
の
正
確
な
数
こ
そ
不

明
だ
が
、
ど
ち
ら
も
非
戦
闘
員
大
虐
殺
を
行
っ
て
い
る
か
ら
、
蛮
行
の

規
模
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
日
本
側
が
用
意
し
た
統
治
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
（「
五
族
共
和
」「
八
紘
一
宇
」）
の
説
得
力
が
孫
文
の
「
三
民
主
義
」

に
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
解
釈
も
当
て
は
ま
る
ま
い
。
も

し
そ
う
な
ら
ば
、
内
戦
期
に
国
民
党
が
民
心
を
失
っ
た
事
実
を
説
明
で

き
な
い
。
同
様
に
、
毛
沢
東
思
想
が
中
国
民
衆
の
多
く
を
引
き
つ
け
た

か
ら
だ
と
も
言
え
ま
い
。
ま
た
、「
対
日
協
力
政
権
」
統
治
区
域
の
民

衆
の
生
活
が
、
重
慶
国
民
党
政
権
統
治
区
域
、
共
産
党
統
治
区
域
の
そ

れ
よ
り
格
段
に
劣
っ
て
い
た
か
ら
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

と
な
る
と
、
や
は
り
そ
の
最
終
的
原
因
は
、
日
清
戦
争
敗
北
直
後
当

た
り
か
ら
深
く
静
か
に
進
行
し
て
い
た
、
中
国
社
会
内
部
で
の
何
ら
か

の
変
化
に
よ
っ
て
説
明
す
る
し
か
な
い
と
思
う
。そ
し
て
こ
の
変
化
は
、

人
民
共
和
国
成
立
後
ど
う
な
っ
た
の
か
。
漠
然
と
し
た
印
象
め
く
が
、

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
二
〇
世
紀
中
国
社
会
の
変
化
を
新
た
な
視
点

の
上
に
立
っ
て
研
究
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
本
書
は
、
こ
う
し
た

新
し
い
発
想
へ
の
踏
み
台
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。

（
も
と
の
・
え
い
い
ち　

早
稲
田
大
学
）


