
清
末
上
海
の
日
本
語
新
聞
の
世
界
︵
2
︶

︱
﹃
上
海
新
報
﹄
︵
一
九
〇
三
年
︱
一
九
〇
四
年
︶
の
創
刊
号
を
中
心
に

孫

安

石

一
．
問
題
提
起

神
奈
川
大
学
の
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
が
発
行
す
る
﹃
年
報

非
文
字
資
料
研
究
﹄
第
十
号
︵
二
〇
一
四
年
三
月
︶
に
拙
文

﹁
清
末
上
海
の
日
本
語
新
聞
︵
一
八
九
〇
年
～
一
八
九
一
年
︶
の
世
界
︱
活
版
印
刷
と
三
井
物
産
︑
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
史
の
観
点
か

ら
﹂
を
発
表
し
た
︒
そ
の
時
筆
者
は
︑﹁
中
国
の
そ
の
他
の
開
港
場
や
日
本
租
界
で
発
行
さ
れ
た
日
本
・
日
本
人
関
連
の
新
聞
雑
誌

を
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
至
る
ま
で
網
羅
し
︑
全
体
の
見
取
り
図
を
提
示
で
き
る
研
究
が
待
ち
遠
し
い
︵
1
︶

﹂
と
記
し
た
︒

そ
の
後
︑
中
国
で
発
行
さ
れ
た
日
本
語
新
聞
に
関
す
る
研
究
は
な
か
な
か
進
ま
ず
に
い
た
が
︑
今
回
山
口
建
治
先
生
の
定
年
退
職

を
記
念
す
る
特
集
号
が
組
ま
れ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
︑
二
〇
一
三
年
五
月
に
�
国
の
国
民
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
口
頭
報
告
し
た

原
稿
を
元
に
︑
日
清
戦
争
と
義
和
団
事
件
後
の
上
海
で
発
行
さ
れ
た
﹃
上
海
新
報
﹄︵
一
九
〇
三
年
～
一
九
〇
四
年
︑
週
刊
紙
︶︑
と

く
に
創
刊
号
︵
一
九
〇
三
年
十
二
月
二
十
六
日
︶
と
﹁
上
海
新
報
付
録
﹂
を
取
り
上
げ
︑﹃
上
海
新
報
﹄
に
お
け
る
時
代
認
識
や
上
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海
の
印
刷
・
出
版
状
況
︑
日
本
人
の
海
外
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︑
上
海
の
日
本
人
婦
女
問
題
に
関
す
る
言
説
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し

た
い
︒

ち
な
み
に
︑
本
稿
で
は
東
京
大
学
近
代
日
本
法
政
史
料
セ
ン
タ
ー
﹁
井
手
三
郎
﹂
文
庫
が
所
蔵
す
る
版
本
の
﹃
上
海
新
報
﹄
を
用

い
る
こ
と
に
す
る
︒﹃
上
海
新
報
﹄
創
刊
号
第
四
面
の
記
載
に
よ
れ
ば
﹁
発
行
兼
編
集
人

杉
尾
勝
三
︑
印
刷
人

和
知
小
次
郎
︑

印
刷
所

中
西
印
刷
書
局
﹂
と
あ
り
︑
発
行
所
は
﹁
上
海
新
報
社
﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒
た
だ
︑
編
集

を
担
当
し
た
杉
尾
勝
三
に
つ
い
て
は
︑
姚
紅
﹁
芥
川
龍
之
介
と
上
海
に
お
け
る
日
本
語
新
聞
﹂
の
な
か
で
︑﹁︵
前
略
︶
も
う
一
つ
は

上
海
総
領
事
小
田
切
万
寿
之
助
の
勧
め
に
よ
っ
て
︑
一
九
〇
三
年
十
二
月
二
十
六
日
に
杉
尾
勝
三
が
創
刊
し
︑
竹
川
藤
太
郎
が
編
集

し
た
週
刊
紙
で
あ
る
︒
翌
年
三
月
一
日
発
行
の
十
一
号
を
も
っ
て
﹃
上
海
日
報
﹄
と
改
題
し
て
六
十
九
号
ま
で
刊
行
さ
れ
た
が
︑
東

亜
同
文
会
の
井
手
三
郎
に
買
取
ら
れ
︑
同
年
七
月
一
日
か
ら
日
刊
紙
と
な
っ
た
︵
2
︶

﹂
と
い
う
記
述
が
あ
り
︑
そ
の
名
前
が
確
認
で
き
る

ほ
か
︑
遅
々
庵
杉
尾
勝
三
﹃
上
海
今
昔
談
﹄︵
上
海
日
報
社
︑
一
九
〇
七
年
︶
と
い
う
著
作
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
︒
以
下
︑﹃
上
海
新
報
﹄
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
片
仮
名
を
平
仮
名
に
︑
旧
字
を
新
字
に
し
た
ほ
か
︑
句
読
点
を
補
っ
た
と
こ

ろ
が
あ
る
︒

二
．
﹃
上
海
新
報
﹄
の
創
刊
号
と
日
本

そ
れ
で
は
こ
こ
で
﹃
上
海
新
報
﹄
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
発
刊
之
辞
﹂
を
通
し
て
︑
上
海
に
い
た
日
本
人
が
抱
い
た
当
時
の

時
代
認
識
と
い
う
も
の
を
垣
間
見
る
こ
と
に
し
た
い
︵﹇
図
1
﹈
を
参
照
︶︒
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﹁︵
前
略
︶
列
国
の
視
線
は
東
洋
に
攢
ま
れ
り
︑
東
洋
の
問
題
は
支
那
に
集
ま
れ
り
︒
吾
人
は
東
洋
に
国
す
︵
マ
マ
︶
と
雖
も
自
家

の
問
題
を
他
人
に
解
釈
せ
ら
る
べ
き
境
涯
を
ば
︑
已
に
業
に
脱
却
し
て
︑
列
国
と
共
に
清
国
の
前
途
に
横
は
れ
る
︑
幾
多
の
未
決
問

題
を
解
釈
す
べ
き
位
地
に
立
て
り
︒
否
歴
史
上
及
地
理
上
の
関
係
よ
り
︑
少
く
と
も
列
国
人
の
前
列
に
立
を
進
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

責
務
を
有
せ
り
︒
而
か
も
悲
む
我
邦
人
は
欧
米
列
国
人
の
為
め
に
機
先
を
制
せ
ら
れ
て
︑
毎
に
常
に
其
後
へ
に
膛
若
た
る
を

︵
後
略
︵
3
︶

︶﹂

こ
の
引
用
で
分
か
る
よ
う
に
︑
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
危

機
意
識
は
︑
欧
米
列
国
の
中
国
進
出
が
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
︑
日
本
が
後
れ
を
と
っ
て
い
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

﹁︵
前
略
︶
千
百
九
十
五
年
日
清
戦
争
の
終
局
馬
関
条
約
に
於
て
︑
諸
器
械

輸
入
の
条
項
を
明
確
に
規
定
せ
し
よ
り
︑
絹
糸
綿
糸
の
紡
績
及
幾
多
の
諸
工

場
忽
然
上
海
に
現
出
せ
り
︒
而
も
是
れ
我
邦
人
の
興
る
所
に
非
ず
し
て
︑
其

条
約
の
恵
澤
均
霑
せ
し
欧
米
人
の
経
営
に
係
れ
り
︒
旦
つ
彼
の
条
約
に
依
り

て
︑
蘇
杭
州
及
長
江
の
上
流
に
︑
幾
個
の
市
場
を
解
放
せ
し
め
た
り
︒
而
も

其
利
に
浴
す
る
も
の
は
多
く
は
欧
米
人
に
し
て
︑
我
居
留
地
の
如
き
は
︑
所

在
の
経
営
に
係
る
︑
二
三
汽
船
会
社
が
長
江
航
路
に
一
指
を
染
め
︑
又
上
海

に
於
て
紡
績
工
場
を
経
始
し
︑
大
冶
し
鉄
礦
を
採
掘
す
る
等
︑
多
少
人
の
耳

目
を
惹
く
も
の
あ
る
も
︑
猶
未
だ
言
う
足
ら
ず
︑︵
後
略
︶﹂
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日
清
戦
争
で
勝
利
し
︑
台
湾
を
割
譲
し
︑
福
建
省
に
お
い
て
若
干
の
特
権
を
確
保
し
た
と
は
言
え
︑
ド
イ
ツ
が
膠
州
湾
租
借
地
を

設
け
︑
イ
ギ
リ
ス
が
威
海
に
要
塞
を
築
き
︑
ロ
シ
ア
が
旅
順
と
大
連
を
始
め
満
州
全
域
へ
の
勢
力
拡
大
を
図
る
な
か
︑
日
本
は
︑
Õ

か
に
上
海
で
幾
つ
か
の
紡
績
工
場
を
経
営
し
て
い
る
の
み
で
︑
鉄
道
敷
設
の
権
利
一
つ
も
獲
得
し
て
い
な
い
と
い
う
現
状
を
嘆
い
て

い
る
こ
と
が
良
く
わ
か
る
︒

欧
米
に
後
れ
た
日
本
と
い
う
認
識
と
焦
り
は
︑
別
段
︑
政
治
や
経
済
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
︑
清
国
の
海
関

︵
税
関
︶
の
全
権
を
握
っ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
ー
ト
の
勢
力
に
し
て
も
︑
欧
米
の
宣
教
師
の
勢
力
を
見
た
時
も
同
じ

こ
と
が
指
摘
で
き
る
と
し
︑
次
の
よ
う
に
続
け
る
︒

﹁︵
前
略
︶
若
は
夫
れ
清
国
内
に
於
て
︑
英
語
を
会
得
す
る
者
十
五
万
人
あ
り
と
す
れ
ば
︑
魯
語
を
解
す
る
者
十
万
人
︑
獨
語
佛
語

の
行
は
る
る
︑
少
な
く
と
も
三
四
万
人
あ
る
べ
し
と
思
わ
る
る
間
に
我
が
日
本
語
の
行
は
る
る
範
囲
︑
果
し
て
幾
何
ぞ
や
︵
後
略
︶﹂

以
上
の
よ
う
な
時
代
認
識
を
背
景
に
﹃
上
海
新
報
﹄
は
︑
日
本
の
中
国
進
出
の
拠
点
に
な
る
場
所
と
し
て
︑
ま
た
清
国
問
題
の
す

べ
て
は
経
済
問
題
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
中
国
の
国
内
の
十
八
省
の
経
済
を
左
右
す
る
長
江
と
上
海
に
注
目
す
る
こ
と
を
闡
明
し
︑

﹃
上
海
新
報
﹄
発
行
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
高
々
と
宣
言
す
る
︒

﹁
吾
人
豈
敢
を
先
覚
者
を
以
て
任
し
て
同
胞
諸
君
を
指
導
す
と
爾
か
云
わ
ん
や
︒
只
諸
君
の
惰
眠
を
警
む
べ
き
枕
頭
に
置
か
る
自

覚
時
計
た
れ
ば
可
な
り
︒
諸
君
の
身
辺
に
来
る
気
圧
の
高
低
を
予
報
す
べ
き
晴
雨
計
た
れ
ば
可
な
り
︒
諸
君
の
意
志
を
交
換
す
べ
き

電
話
器
た
れ
ば
可
な
り
︒
吾
人
は
諸
君
の
為
め
に
利
用
せ
ら
る
べ
き
一
種
の
器
機
た
る
に
甘
ん
じ
︑
諸
君
の
為
め
に
何
等
か
貢
献
す

る
所
あ
る
を
以
て
足
れ
り
と
す
る
︵
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
︶﹂

こ
こ
に
︑
上
海
に
居
留
す
る
日
本
人
の
た
め
の
﹁
目
覚
ま
し
時
計
﹂
で
あ
り
︑﹁
晴
雨
計
﹂
で
あ
り
︑﹁
電
話
器
﹂
と
し
て
の
役
割
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を
担
う
こ
と
を
約
束
す
る
﹃
上
海
新
報
﹄
が
上
海
で
う
ぶ
声
を
上
げ
た
の
で
あ
る
︒

三
．
上
海
と
日
本
人
の
印
刷
出
版

清
末
の
上
海
で
日
本
人
が
活
字
印
刷
の
販
路
を
開
拓
し
た
の
は
明
治
前
？
期

の
一
八
八
〇
年
代
に
始
ま
る
︒
東
京
築
地
活
版
印
製
造
所
な
ど
が
積
極
的
に
進

出
を
展
開
し
︑
一
八
八
三
年
に
は
す
で
に
﹁
上
海
出
張
修
文
館
﹂
と
い
う
出
張

所
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
拙
稿
の
中
で
も
指
摘
し
た
通
り

で
あ
る
︵
4
︶

︒

そ
こ
か
ら
二
十
年
後
の
上
海
の
印
刷
と
出
版
事
情
に
つ
い
て
﹃
上
海
新
報
﹄

の
記
事
﹁
上
海
の
譯
書
界
﹂
は
︑
そ
の
現
状
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
︵
以

下
︑
同
じ
︒﹇
図
2
﹈
を
参
照
︶︒

﹁
始
め
て
日
本
よ
り
来
り
た
る
旅
客
一
た
び
四
馬
路
付
近
を
徘
徊
し
て
至
る

所
︑
比
々
と
し
て
訳
書
販
売
の
書
肆
あ
り
︑
訳
書
局
の
金
看
板
あ
る
を
見
て
︑

清
人
が
如
何
に
新
学
を
歓
迎
す
る
か
を
知
る
な
る
べ
し
︒
之
れ
団
匪
の
平
定
後

よ
り
俄
か
に
勃
興
し
た
る
新
現
象
に
し
て
︑
其
訳
書
は
時
に
泰
西
の
原
書
に
依

る
も
の
あ
れ
ど
も
︑
多
く
は
日
本
よ
り
訳
出
せ
る
も
の
に
し
て
︑
日
本
に
て
繙
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訳
出
版
し
て
輸
入
す
る
も
の
︑
当
地
に
て
日
本
人
の
繙
訳
す
る
も
の
︑
日
本
よ
り
帰
り
た
る
清
人
自
ら
繙
訳
す
る
も
の
等
︑
新
著
新

版
日
に
月
に
増
加
す
る
事
は
新
聞
紙
上
の
広
告
に
て
も
知
ら
る
べ
く
︵
後
略
︵
5
︶

︶﹂

し
か
し
︑
新
し
い
学
問
を
歓
迎
す
る
中
国
で
は
︑
ま
だ
新
知
識
が
体
系
的
に
紹
介
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
読
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑

翻
訳
者
自
身
も
意
味
が
分
か
ら
な
い
文
字
を
並
べ
る
こ
と
は
大
い
に
問
題
で
あ
っ
た
︒
ま
た
そ
の
多
く
が
日
本
か
ら
帰
国
し
た
﹁
ハ

イ
カ
ラ
﹂
先
生
の
手
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
事
実
に
厳
し
い
目
を
向
け
る
こ
と
を
︑﹃
上
海
新
報
﹄
は
忘
れ
な
か
っ
た
︒

ま
た
︑
も
う
一
つ
中
国
で
の
印
刷
出
版
に
お
い
て
大
き
な
問
題
に
な
る
の
は
︑
い
わ
ゆ
る
新
学
問
が
﹁
革
命
派
﹂
を
意
味
す
る
こ

と
に
繫
が
り
か
ね
な
い
︑
と
い
う
危
惧
で
あ
っ
た
︒
と
く
に
︑
一
九
〇
二
年
に
上
海
で
起
き
た
﹁
蘇
報
事
件
﹂
は
上
海
の
印
刷
出
版

界
を
大
き
く
萎
縮
さ
せ
た
事
件
で
あ
っ
た
が
︑﹃
上
海
新
報
﹄
は
記
事
﹁
蘇
報
事
件
﹂
を
掲
載
し
︑﹃
革
命
軍
﹄
を
著
し
た
鄒
容
と
章

炳
麟
が
清
国
の
国
憲
を
紊
乱
さ
せ
た
と
い
う
嫌
疑
を
掛
け
ら
れ
︑
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
詳
細
に
伝
え
︑
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
︵
6
︶

︒

﹁︵
前
略
︶
聯
関
的
感
情
の
強
き
清
人
は
日
本
と
新
学
と
云
う
が
如
き
聯
感
︵
マ
マ
︶
を
以
て
偏
に
自
家
の
安
危
を
思
量
し
︑
新
学

は
革
命
派
の
標
榜
す
る
所
な
り
近
寄
る
べ
か
ら
ず
︒
訳
書
を
読
め
ば
革
命
派
の
余
党
と
疑
は
れ
ん
と
危
惧
を
懐
き
に
至
り
︑
読
者
の

数
頓
に
減
じ
て
︑
半
年
前
�
の
大
景
気
に
引
換
へ
︑
昨
今
は
何
れ
の
書
肆
も
不
景
気
を
嘆
息
し
い
る
と
云
う
︵
後
略
︶﹂

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
不
景
気
の
中
で
も
︑
上
海
で
は
出
版
印
刷
事
業
は
今
後
の
発
展
が
望
ま
れ
る
と
し
︑
日
本
か
ら
の
印
刷
出

版
業
へ
の
進
出
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
︒

﹁︵
前
略
︶
東
京
金
港
堂
主
人
は
去
る
頃
よ
り
自
ら
当
地
に
出
張
し
来
り
︑
備
さ
に
作
戦
計
量
を
為
し
遠
か
ら
ず
当
地
の
出
版
業
界

に
花
々
敷
打
て
出
る
苦
な
り
と
云
う
︒
又
河
南
路
に
開
店
し
つ
つ
あ
る
勧
学
会
分
社
に
て
も
現
状
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
益
々
勇
進
し
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て
訳
書
を
輸
入
し
傍
ら
在
留
同
胞
の
読
物
を
供
給
す
と
云
う
︒
訳
書
出
版
︵
当
地
に
て
︶
に
逸
早
く
先
鞭
を
着
け
た
る
作
新
社
は
更

に
一
大
飛
躍
を
試
み
ん
と
の
計
画
中
な
り
︒
其
他
訳
書
を
輸
入
し
或
は
出
版
し
つ
つ
あ
る
日
本
人
は
楽
善
堂
︑
新
智
社
︑
同
文
�
社

等
な
り
﹂

こ
こ
で
名
前
が
み
え
る
﹁
勧
学
会
分
社
﹂
は
︑
東
京
に
拠
点
を
置
き
な
が
ら
書
籍
の
発
行
︑
販
売
︑
出
版
︑
教
科
書
な
ど
の
代
理

販
売
を
手
掛
け
る
﹁
勧
学
会
本
社
﹂
の
上
海
分
社
で
︑﹃
上
海
新
報
﹄
の
創
刊
号
に
も
﹁
讀
書
界
之
新
光
明
﹂
と
い
う
広
告
を
掲
載

し
て
い
る
︵﹇
図
3
﹈
を
参
照
︶︒

そ
れ
に
よ
れ
ば
︑﹁
南
清
一
帯
之
主
脳
の
地
に
し
て
︑
而
も
在
留
同
胞
三
千
余
人
の
上
海
に
あ
っ
て
未
だ
曾
て
読
書
家
の
機
関
た

る
一
の
書
肆
あ
る
な
く
︑
徒
ら
に
我
が
邦
人
を
し
て
隔
靴
搔
痒
の
感
あ
ら
し
め
︑
或
は
郵
便
為
換
に
︑
或
は
知
友
に
托
す
る
等
実
に

不
便
不
利
の
方
法
を
以
て
︑
Õ
に
母
国
の
読
書
界
に
接
し
つ
つ
あ
り
し
︑
読
書
人
士
に
弊
社
の
営
業
方
針
を
謹
告
す
﹂
と
述
べ
︑
営

業
案
内
と
し
て
以
下
の
詳
細
を
上
げ
て
い
る
︒

﹁
勧
学
会
営
業
案
内

一
︑
弊
社
は
︑
専
ら
清
国
人
向
き
翻
訳
図
書
発
売
を
以
て
目
的
と
致

し
候

一
︑
弊
社
は
︑
又
東
京
著
名
書
肆
の
出
版
物
は
弘
く
特
約
販
売
致
候

一
︑
其
他
日
本
各
地
出
版
物
は
︑
御
指
命
に
依
り
何
時
た
り
と
も
取

り
寄
せ
御
用
達
可
致
候

一
︑
弊
社
に
は
︑
常
に
中
等
教
育
参
考
書
類
及
新
刊
物
毎
便
到
着
仕
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り
候
間
御
通
行
の
節
御
立
寄
り
御
一
覧
被
下
度
候

英
租
界
河
南
路
︵
天
津
路
北
︶︑
勧
学
会
上
海
分
社
︑
東
京
市
日
本
橋
区

本
石
町
十
軒
店
六
番
地
︑
勧
学
会
本
社
﹂

ま
た
︑﹃
上
海
新
報
﹄
の
印
刷
を
担
当
し
た
﹁
中
西
印
刷
書
局
﹂︵T

h
e

S
h
an
g
h
ai
P
rin
tin
g
C
om
p
an
y

︶
も
︑﹃
上
海
新
報
﹄
に
﹁
諸
印
刷
及
文
房

具
一
切
﹂
と
題
す
る
広
告
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
︵﹇
図
4
﹈
を
参
照
︶︒

﹁
敝
店
が
宏
大
な
る
規
模
を
以
て
出
版
印
刷
業
に
従
事
し
つ
つ
あ
る
事
は

大
方
諸
君
の
己
に
知
ら
る
る
所
に
し
て
︑
今
搬
日
本
人
諸
君
の
為
に
日
本
片

仮
名
平
仮
名
一
切
の
活
字
を
準
備
仕
り
候
に
つ
き
御
婦
人
方
の
御
名
刺
は
勿

論
︑
広
告
引
札
柱
暦
に
至
る
�
︑
精
巧
に
安
直
に
印
刷
可
仕
候
間
不
拘
多
少

御
用
被
仰
付
度
候
︒
且
つ
和
漢
洋
筆
墨
紙
よ
り
其
他
の
文
房
具
一
切
安
値
に

販
売
仕
り
候
間
御
愛
顧
の
程
偏
に
願
上
候
以
上
︒
上
海
英
租
界
四
川
路
二
百

三
十
号

中
西
印
刷
書
局
啓
﹂

以
上
の
印
刷
出
版
に
関
す
る
記
事
な
ど
か
ら
︑
上
海
が
す
で
に
日
本
人
の

印
刷
出
版
業
の
一
大
拠
点
と
し
て
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
状
況
が
う
か
が
え
よ
う
︒
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四
．
﹃
上
海
新
報
﹄
が
伝
え
る
日
本
人
の
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

﹃
上
海
新
報
﹄
の
創
刊
号
に
は
︑
明
治
初
期
の
日
本
人
の
海
外
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
窺
わ
せ
る
興
味
深
い
記
事
﹁
雑
録

海
外

に
移
植
せ
る
邦
人
の
五
大
系
統
﹂︵
峡
畝
と
い
う
署
名
︶
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑

﹁
現
今
東
西
両
洋
に
散
乱
蕃
殖
せ
る
邦
人
の
数
約
十
万
と
注
せ
ら
る
︒
而
し
て
之
を
五
大
系
統
に
区
別
す
る
を
得
べ
し
︒
第
一
桑

港
系
︑
第
二
香
港
系
︑
第
三
上
海
系
︑
第
四
釜
山
系
︑
第
五
浦
港
系
是
な
り
︒
桑
港
系
の
圏
内
は
北
米
合
衆
国
︑
加
奈
太
︑
墨
其
斯

哥
一
円
と
中
南
米
よ
り
更
に
延
び
て
布
晆
及
南
洋
諸
島
に
瓦
れ
り
︒
香
港
系
は
邏
羅
︑
安
南
︑
新
嘉
坡
︑
孟
買
よ
り
印
度
洋
沿
岸
一

帯
及
豪
州
︑
比
利
賓
諸
島
に
及
べ
り
︒
上
海
系
及
南
北
清
全
体
に
亘
り
︑
釜
山
系
は
朝
鮮
一
円
と
満
州
の
一
部
に
及
び
︑
浦
塩
系
は

西
比
利
亜
全
部
と
満
州
及
ぼ
し
て
旅
順
大
連
に
亘
れ
り
﹂

と
概
略
を
述
べ
た
後
︑
中
国
に
お
け
る
日
本
人
の
人
脈
は
︑
一
八
九
〇
年
に
上
海
で
設
立
さ
れ
た
日
清
貿
易
研
究
所
が
大
き
く
影
響

力
を
及
ぼ
し
た
と
し
て
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
︵
7
︶

︒

﹁︵
前
略
︶
天
津
日
本
租
界
の
居
留
人
民
の
如
き
は
︑
本
国
或
は
朝
鮮
よ
り
来
り
た
る
者
多
く
し
て
︑
上
海
の
地
を
経
た
る
者
少
し

と
雖
も
︑
其
幹
部
を
操
縦
す
る
者
は
日
清
貿
易
研
究
所
時
代
に
曾
て
上
海
に
於
て
書
生
た
り
︑
有
志
家
た
り
し
也
︒
さ
れ
ば
何
れ
の

圏
内
も
其
中
央
本
部
と
直
接
の
関
係
な
き
も
の
あ
る
に
せ
よ
︑
冥
々
の
裡
一
道
の
光
明
相
照
し
一
条
の
気
脉
相
通
ず
る
こ
と
一
条
の

系
を
以
て
千
珠
万
環
を
串
く
が
如
し
︵
後
略
︶﹂

ま
た
︑
引
き
続
き
︑﹁
桑
港
系
の
圏
内
は
書
生
之
を
開
発
し
て
労
働
者
之
を
継
承
し
︑
上
海
系
は
書
生
有
志
家
之
を
開
拓
し
て
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︵
彼
の
洋
妾
な
る
者
亦
一
個
の
要
素
な
り
と
雖
も
上
海
以
外

に
関
係
す
る
こ
と
多
か
ら
ず
︶
商
人
其
後
へ
に
追
随
し
︑
釜

山
系
は
大
阪
流
の
商
人
︵
大
阪
以
西
の
人
︶
を
以
て
終
始
す

る
者
の
如
く
︒
浦
塩
及
び
香
港
の
両
系
は
︑
醜
業
者
博
徒
水

夫
を
先
鋒
と
し
て
大
買
小
買
之
が
殿
た
り
︵
後
略
︶﹂
と
述

べ
︑
明
治
維
新
以
降
の
日
本
人
の
海
外
移
民
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
詳
細
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

筆
者
は
既
発
表
の
論
考
の
中
で
︑﹃
上
海
新
報
﹄︵
一
八
九

〇
年
︶
に
触
れ
な
が
ら
同
紙
の
読
者
投
稿
欄
と
﹁
支
那
各
地

通
信
﹂
の
発
信
地
点
を
結
ぶ
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
日
清
戦

争
以
前
に
す
で
に
構
築
さ
れ
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
こ
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
日
本
人
の
海
外
移
民

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
多
く
の
点
で
重
複
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
再
度
︑
吟
味
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
︵
8
︶

︵﹇
図
5
﹈
を
参
照
︶︒

五
．
上
海
の
日
本
人
婦
女
と
東
本
願
寺

欧
米
列
強
に
後
れ
た
後
発
組
の
日
本
が
上
海
に
進
出
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
︒
と
く
に
︑
上
海
に
滞
在
し
て
い

た
多
く
の
日
本
人
娼
妓
の
問
題
は
︑
欧
米
列
国
と
肩
を
並
べ
た
い
日
本
側
に
と
っ
て
は
国
の
﹁
面
子
﹂
を
か
け
て
解
決
す
べ
き
焦
眉
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［図 5］『上海新報』（一八九〇年）の記事

ネットワーク図

（出典：孫安石「清末上海の日本語新聞（一八

九〇年〜一八九一年）の世界―活版印刷と三井

物産、そしてメディア史の観点から」（神奈川

大学非文字資料研究センター、『年報 非文字

資料研究』第十号、二〇一四年三月、六十一

頁。）



の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
一
八
九
〇
年
の
﹃
上
海
日
報
﹄
で
も
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
︵
9
︶

︒

そ
こ
か
ら
十
年
が
経
過
し
た
時
点
に
お
い
て
も
︑
日
本
人
娼
妓
の
問
題
は
ま
だ
尾
を
引
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑

﹃
上
海
新
報
﹄
の
記
事
﹁
片
々
集
﹂
は
次
の
よ
う
に
当
時
の
状
況
を
説
明
し
て
い
る
︒

﹁
聞
け
ば
此
頃
日
本
人
の
娼
妓
が
沢
山
あ
る
そ
う
な
︒
夫
れ
は
娼
妓
と
云
う
よ
り
も
地
獄
と
か
l
売
と
か
云
う
の
が
適
当
で
あ
ろ

う
︒
勿
論
彼
等
は
外
国
人
を
相
手
に
す
る
の
で
馬
関
の
船
饅
頭
見
た
様
に
行
商
︵
娼
︶
す
る
連
中
も
少
な
く
な
い
と
云
う
こ
と
が
︑

其
中
に
は
羅
紗
め
ん
︵
マ
マ
︶
を
し
な
が
ら
︑
鬼
の
留
守
に
洗
濯
と
云
う
工
合
に
内
職
と
し
て
出
掛
け
る
連
中
も
多
い
そ
う
だ
が
︑

日
本
人
が
段
々
多
く
な
る
に
従
て
人
間
の
u
が
ふ
え
て
来
る
に
は
困
っ
た
も
の
だ
︵
10
︶

﹂

こ
の
記
事
か
ら
二
十
世
紀
以
降
に
入
っ
て
も
︑
相
当
な
数
の
日
本
婦
人
が
上
海
で
娼
妓
を
生
業
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
︑

こ
の
娼
妓
問
題
に
対
し
て
上
海
の
日
本
人
側
が
何
も
手
を
打
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
日
本
人
娼
妓
の
問
題
に

最
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
の
が
東
本
願
寺
で
あ
っ
た
︒

﹃
上
海
新
報
﹄
創
刊
号
の
﹁
本
願
寺
上
海
別
院

其
一
﹂
と
い
う
記
事
は
︑
上
海
に
日
本
人
が
集
ま
る
公
開
の
場
所
が
な
い
こ
と

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

﹁
二
千
有
余
の
同
胞
の
在
留
せ
る
上
海
に
於
て
区
々
の
玉
突
場
は
あ
れ
ど
も
日
本
人
の
大
集
合
を
な
す
べ
き
会
館
は
あ
ら
ず
︒

三
々
五
々
の
社
会
的
会
合
は
あ
れ
ど
も
︑
全
体
を
通
じ
て
慶
弔
苦
楽
を
共
に
す
べ
き
機
関
あ
ら
ず
︒
紅
燈
緑
酒
の
設
備
は
あ
れ
ど
も

慈
善
会
あ
ら
ず
︑
嬌
風
会
あ
ら
ず
︑
上
海
□
同
胞
へ
公
共
心
の
乏
し
き
は
今
更
な
ら
ぬ
事
な
が
ら
︑
吾
人
は
其
余
り
に
冷
淡
な
る
に

驚
か
ざ
る
を
得
ず
︵
11
︶

﹂

そ
の
上
︑
上
海
の
日
本
人
の
﹁
公
共
﹂
に
関
す
る
場
所
と
し
て
Õ
か
︑﹁
義
勇
隊
﹂
と
﹁
本
願
寺
﹂
が
あ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
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指
摘
し
︑
公
共
の
こ
と
に
﹁
冷
淡
﹂
な
る
同
胞
の
反
省
を
促
し
︑
本
願
寺
の
布
教
活
動
の
中
心
を
な
す
開
導
学
校
の
活
動
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
続
け
る
︒

﹁︵
前
略
︶
本
願
寺
の
布
教
の
方
法
に
就
て
は
︑
多
少
世
人
の
論
難
を
免
れ
ざ
る
べ
く
︒
又
創
設
以
来
巨
万
の
金
員
を
費
消
し
た
る

丈
け
︒
夫
れ
丈
実
効
の
挙
り
し
や
否
も
疑
問
に
し
て
︑
開
導
学
校
の
如
き
も
亦
善
美
を
蓋
し
た
る
も
の
と
は
認
む
る
こ
と
能
は
ざ
る

ど
も
︑
吾
人
は
其
事
功
の
跡
を
云
々
せ
ん
と
す
る
に
は
あ
ら
ず
︑
其
挙
美
な
る
に
向
て
︑
謝
意
を
表
せ
ん
と
す
る
者
な
り
︒
嬌
風
会

も
な
く
︑
慈
善
会
も
な
く
︑
国
民
的
教
育
の
公
立
学
校
も
な
き
上
海
に
於
て
︑
只
一
本
願
寺
あ
り
て
︑
及
ば
ず
な
が
ら
社
会
の
風
教

を
維
持
し
︑
此
新
日
本
の
相
続
者
た
る
児
童
を
教
育
せ
ん
と
す
る
︵
後
略
︶﹂

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
本
願
寺
の
活
動
が
皆
に
歓
迎
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
︒
と
く
に
︑
本
願
寺
の
説
教
日
に
参
加
す
る

多
く
の
人
が
﹁
洋
妾
輩
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
︑
好
意
を
抱
か
な
い
人
も
多
く
存
在
し
て
い
た
︒

し
か
し
︑﹁
洋
妾
輩
﹂
に
対
す
る
差
別
に
対
し
て
本
願
寺
上
海
別
院
は
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
︒
上
海
に
一
大
勢
力
を
な
す
︑
洋

妾
を
教
化
す
る
こ
と
は
恥
か
し
い
こ
と
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
喜
ば
し
い
こ
と
で
︑
洋
妾
と
い
え
ど
も
同
胞
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な

く
︑﹁
新
日
本
﹂︑
そ
し
て
︑﹁
一
家
族
﹂
の
一
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
﹁
国
民
教
育
﹂
を
施
す
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︑
と
い
う

の
が
本
願
寺
上
海
別
院
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
っ
た
︒

お
わ
り
に
︱
上
海
の
日
本
語
と
方
言

以
上
︑﹃
上
海
新
報
﹄
の
創
刊
号
を
取
り
上
げ
︑
当
時
の
日
本
人
が
抱
い
た
欧
米
に
後
れ
て
中
国
に
進
出
し
た
と
い
う
焦
り
か
ら
︑
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上
海
を
中
心
に
一
大
拠
点
を
作
る
べ
く
﹃
上
海
新
報
﹄
と
い
う
新
聞
が
創
刊
さ
れ
た
背
景
を
確
認
し
︑
ま
た
︑
同
時
期
の
上
海
に
お

け
る
活
発
な
日
本
人
の
印
刷
・
出
版
活
動
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
ま
た
︑
明
治
の
前
半
に
か
け
て
行
わ
れ
た
日
本
人
の

海
外
移
民
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
上
海
に
居
留
す
る
日
本
人
の
洋
妾
を
め
ぐ
る
人
々
の
差
別
に
対
し
て
︑﹁
新
日
本
﹂
の
国
民
の
一
員

と
し
て
彼
女
ら
を
教
化
す
べ
き
と
す
る
本
願
寺
の
言
説
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

日
清
戦
争
を
前
後
し
︑
上
海
で
本
格
的
に
始
ま
っ
た
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
は
依
然
と
し
て
混
乱
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う

な
時
代
の
混
乱
を
最
も
敏
感
に
反
応
し
た
記
事
と
し
て
注
目
し
た
い
の
が
︑
上
海
に
お
け
る
日
本
語
の
方
言
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

以
下
の
記
事
で
あ
る
︒

﹁
上
海
の
日
本
人
間
で
は
︑
何
へ
家
は
行
て
も
︵
マ
マ
︶
長
崎
言
葉
で
持
切
て
居
る
が
︑
旭
館
と
藤
村
屋
で
は
大
阪
言
葉
が
行
わ

れ
︑
東
和
へ
行
け
ば
佐
賀
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
︒
そ
し
て
領
事
館
や
銀
行
会
社
へ
行
け
ば
東
京
言
葉
が
聞
け
る
︒
併
し
是
は

日
本
中
か
ら
集
た
書
生
や
官
吏
が
︑
明
治
年
間
に
新
製
し
た
東
京
語
で
あ
っ
て
日
本
中
何
処
へ
行
っ
て
も
通
用
は
す
る
が
︑
純
粋
の

江
戸
言
葉
と
は
少
し
違
て
居
る
︵
12
︶

﹂

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
混
乱
の
中
で
も
着
実
に
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
根
を
下
ろ
し
︑
人
々
は
異
国
の
地
︑
上
海
で
着
実
に
生

業
を
営
ん
で
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
︒﹃
上
海
新
報
﹄
の
創
刊
号
に
登
場
し
て
い
る
日
本
人
の
旅
館
︵
東
和
洋
行
︶︑
病
院
︵
吉
益
医

院
︶︑
出
版
︵
勧
学
会
︶︑
料
理
屋
︵
月
廼
家
︶︑
薬
局
︵
濟
生
堂
薬
局
︶︑
理
髪
業
︵
松
岡
︶︑
学
校
︵
日
英
学
堂
︶︑
永
島
弁
務
所

︵
通
関
︶
な
ど
の
広
告
記
事
は
︑
こ
の
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
過
程
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
︒

時
代
の
変
化
は
上
海
に
も
着
実
に
押
し
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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※
本
稿
は
︑
二
〇
一
三
年
五
月
十
日
・
�
国
の
国
民
大
学
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
た
口
頭
原
稿
を
加
筆
修
正
し

た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本
稿
は
︑︵
注
1
︶
に
挙
げ
た
孫
安
石
﹁
清
末
上
海
の
日
本
語
新
聞
︵
一
八
九
〇
年
～
一
八
九
一
年
︶
の

世
界
﹂︵
神
奈
川
大
学
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
﹃
年
報

非
文
字
資
料
研
究
﹄
第
十
号
︑
二
〇
一
四
年
三
月
︶
を
引
き
継
ぎ
︑

そ
の
︵
2
︶
と
し
て
通
し
番
号
を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
︒
今
後
も
継
続
し
て
清
末
上
海
の
日
本
語
新
聞
に
関
連
す
る
論
考
を
準
備
し

た
い
︒

注
︵
1
︶

孫
安
石
﹁
清
末
上
海
の
日
本
語
新
聞
︵
一
八
九
〇
年
～
一
八
九
一
年
︶
の
世
界
︱
活
版
印
刷
と
三
井
物
産
︑
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
史
の
観
点
か
ら
﹂︵
神
奈
川
大
学
非

文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
︑﹃
年
報

非
文
字
資
料
研
究
﹄
第
十
号
︑
二
〇
一
四
年
三
月
︶︑
四
十
二
頁
︒

︵
2
︶

姚
紅
﹁
芥
川
龍
之
介
と
上
海
に
お
け
る
日
本
語
新
聞
﹂︵
筑
波
大
学
比
較
・
理
論
文
学
会
︑﹃
文
学
研
究
論
集
﹄︵
二
十
八
︶︑
二
〇
一
〇
年
︶
八
十
一
頁
︒

︵
3
︶
﹁
発
刊
之
辞
﹂︵﹃
上
海
新
報
﹄
創
刊
号
︑
一
九
〇
三
年
十
二
月
二
十
六
日
︑
一
面
︶︒

︵
4
︶

注
︵
1
︶
の
拙
稿
を
参
照
︒
ま
た
︑
上
海
の
同
時
期
の
印
刷
出
版
に
つ
い
て
は
︑
板
倉
雅
宣
﹃
活
版
印
刷
発
達
史
︱
東
京
築
地
活
版
製
造
所
の
果
た
し
た
役
割
﹄

︵
印
刷
朝
陽
会
︑
二
〇
〇
六
年
︶︑
同
﹁
上
海

修
文
書
館
の
こ
と
﹂︵﹃
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
学
会
誌
05
﹄
二
〇
一
二
年
七
月
︶
を
参
照
︒

︵
5
︶
﹁
上
海
の
訳
書
界
﹂︵﹃
上
海
新
報
﹄
創
刊
号
︑
一
九
〇
三
年
十
二
月
二
十
六
日
︑
二
面
︶︒

︵
6
︶
﹁
蘇
報
事
件
﹂︵﹃
上
海
新
報
﹄
創
刊
号
︑
一
九
〇
三
年
十
二
月
二
十
六
日
︑
二
面
︶︒

︵
7
︶

峡
畝
﹁
雑
録

海
外
に
移
植
せ
る
邦
人
の
五
大
系
統
﹂︵﹃
上
海
新
報
﹄
創
刊
号
の
﹁
上
海
新
報
付
録
﹂︑
一
九
〇
三
年
十
二
月
二
十
六
日
︑
一
面
︶︒

︵
8
︶

注
︵
1
︶
の
拙
稿
︑
六
十
～
六
十
一
頁
を
参
照
︒

︵
9
︶

注
︵
1
︶
の
拙
稿
︑
五
十
一
～
五
十
三
頁
を
参
照
︒
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︵
10
︶
﹁
片
々
集
﹂︵﹃
上
海
新
報
﹄
創
刊
号
の
﹁
上
海
新
報
付
録
﹂︑
一
九
〇
三
年
十
二
月
二
十
六
日
︑
一
面
︶︒

︵
11
︶
﹁
本
願
寺
上
海
別
院
﹂︵﹃
上
海
新
報
﹄
創
刊
号
の
﹁
上
海
新
報
付
録
﹂︑
一
九
〇
三
年
十
二
月
二
十
六
日
︑
一
面
︶︒

︵
12
︶
﹁
片
々
集
﹂︵﹃
上
海
新
報
﹄
創
刊
号
の
﹁
上
海
新
報
付
録
﹂︑
一
九
〇
三
年
十
二
月
二
十
六
日
︑
二
面
︶︒
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