
紹

介

国
際
鮮
賦
学
学
術
研
討
合
に
つ
い
て

-

あ
わ
せ
て
僻
賦
研
究
の
動
向
に
ふ
れ
て
-

谷

口

洋

奈
良女
子

大学

近
年
､
中
国
に
お
い
て
は
'
文
学
研
究
の
分
野
で
も
､
さ
ま
ざ
ま

な
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
学
術
研
討
倉
が
花
盛
-
で
'
磨
接
に
暇
が
な
い

ほ
ど
で
あ
る
｡
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
国
際
鮮
賦
撃
学
術
研
討

倉
は
'
そ
れ
ら
の
中
で
は
'
規
模
も
小
さ
-
'
テ
ー
マ
も
地
味
で
あ

り
'
決
し
て
目
立
つ
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
着
賓
な
歩
み

と
堅
賓
な
運
営
は
､
十
分
特
筆
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
回

を
重
ね
る
に
つ
れ
'
鮮
賦
研
究
の
方
向
性
や
新
た
な
展
開
が
､
次
第

に
見
え
始
め
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
は
'
囲
際
辞
賦
撃
学
術

研
討
合
の
歩
み
を
略
述
し
っ
つ
､
そ
こ
に
み
ら
れ
る
鮮
賦
研
究
の
流

れ
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
み
た
い
｡
な
お
'
こ
こ
で

｢鮮
賦
研
究
｣

紹

介

と
い
う
と
き
は
'
も
っ
ぱ
ら

『楚
辞
』
を
論
じ
た
も
の
は
含
め
な
い

こ
と
に
す
る
｡

一

国
際
箭
賦
撃
学
術
研
討
骨
の
登
足
ま
で

国
際
辞
賦
撃
学
術
研
討
合
は
'

1
九
九
〇
年
に
開
か
れ
た

｢首
届

囲
際
賦
学
術
討
論
曾
｣
を
起
鮎
と
し
て
'
こ
れ
ま
で
に
六
回
開
か
れ

て
い
る
が
､
そ
の
前
史
に
あ
た
る
中
国
園
内
で
の
動
き
と
'
昔
時
に

至
る
ま
で
の
学
術
的
な
環
境
の
撃
達
に
つ
い
て
簡
軍
に
ふ
れ
て
お
こ

､つ
○辞

賊
に
関
す
る
研
究
組
織
の
設
立
は
､

1
九
八
四
年

二

月
､
長

抄
に
お
い
て
中
囲
韻
文
学
舎
が
成
立
し
'
そ
の
も
と
に
賦
学
研
究
合

が
お
か
れ
た
の
が
は
じ
ま
-
で
あ
る
｡
そ
の
後

一
九
八
八
年
四
月
二

五
日
-
二
九
日
に
'
全
囲
韻
文
学
舎
賦
撃
研
究
曾

･
湖
南
省
古
典
文

学
研
究
曾

･
湖
南
師
範
大
学

･
衡
陽
師
範
専
科
学
校
の
共
催
で
'
湖

南
省
衡
陽
市
南
岳
に
お
い
て

｢首
届
賦
撃
討
論
曾
｣
が
開
か
れ
た
｡

李
生
龍

｢全
国
首
届
賦
撃
討
論
曾
綜
述
｣
(
『祉
曾
科
学
戦
線
』
l
九
八

八
年
第
四
期
)
に
よ
れ
ば
､
全
国
十
五
の
省

･
市
か
ら
､
八
〇
人
近

い
学
者
が
集
ま
-
'
論
文
四
〇
篇
が
提
出
さ
れ
た
と
い
う
｡
中
心
的
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論
鮎
は
､
節
既
の
歴
史
的
地
位
'
節
腕
の
起
源
と
鮮

･
既
の
概
念
､

漠
賊
の
債
値
､
作
家
作
品
研
究
な
ど
で
あ

っ
た
よ
う
だ
が
'
沓
表
者

や
論
題
は
記
さ
れ
て
い
な
い
｡

翌

1
九
八
九
年

一
〇
月
に
は
'
全
国
賦
撃
研
究
合

･
四
川
師
範
大

学

･
江
抽
李
白
故
里
酒
廠
の
共
催
で
'
四
川
省
江
油
に
お
い
て

｢全

囲
第
二
回
賦
学
討
論
曾
｣
が
催
さ
れ
た
｡
こ
の
と
き
の
論
文
の
一
部

は
'

1
九
七
九
-
l
九
八
九
年
の
間
に
雑
誌
に
馨
表
さ
れ
た
論
文
か

ら
選
ん
だ
も
の
と
合
わ
せ
､
寓
光
治
氏
の

｢賦
輿
賦
撃
研
究
的
命

運
｣
と
遺
さ
れ
た
長
文
の
序
を
つ
け
て
､
『賦
撃
研
究
論
文
集
』
(馬

積
高

･
寓
光
治
主
編
､
巴
萄
書
赦
､
l
九
九
一
)
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い

る
｡こ

う
し
た
動
き
は
､
八
〇
年
代
の
中
国
大
陸
に
お
い
て
､
学
術
研

究
が
文
革
に
よ
る
沈
滞
か
ら
よ
う
や
-
脱
L
t
多
-
の
学
舎
が
精
力

的
な
活
動
を
開
始
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
軌
を

1
に
す
る
も
の
で

は
あ
る
｡
た
だ
､
解
放
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
史
観
の
も
と
で
は
､

節
朕
､
と
-
わ
け
漠
賊
は
､
｢形
式
主
義
｣
｢生
活
の
現
賓
を
反
映
し

て
い
な
い
｣
｢統
治
階
級
に
奉
仕
す
る
御
用
文
学
｣
と
い
っ
た
否
定

的
評
債
を
浴
び
せ
ら
れ
'
そ
も
そ
も
ま
と
も
な
研
究
封
象
と
な
っ
て

こ
な
か
っ
た
｡
い
ま
零
松
林
主
編

『辞
賦
大
辞
典
』
(江
蘇
古
籍
出
版

社
､
一
九
九
六
)
附
載
の

｢鮮
賦
研
究
論
者
索
引
｣
に
よ
っ
て
数
え

る

と

'

一
九
四
九
年
か
ら

一
九
七
九
年
ま
で
の
鮮
賊
に
関
す
る
論
文

は

一
一
〇
編
鎗
-
を
得
る
が
へ
そ
の
内
諾
を
野
象
と
な
っ
た
作
家
ご

と
に
見
る
と
'
陸
棲
二
八
篇
'
宋
玉
二
三
簾
を
筆
頭
に
'
枚
乗

一
二

篇
'
庚
信

･
蘇
拭
各
九
篤
､
杜
牧
七
篇
な
ど
と
な
っ
て
お
-
'
こ
れ

ら
の
合
計
で
全
膿
の
八
割
近
-
に
も
な
る
.

1
万
漠
賦
経
論
は
七
篇
'

司
馬
相
如
は
四
篇
'
揚
雄
は
わ
ず
か

一
篇
'
班
固

･
張
衡
ら
後
漠
の

賦
家
に
つ
い
て
は
'

一
篇
の
論
文
も
馨
表
さ
れ
て
い
な
い
｡
つ

ま

-

､

特
定
の
作
家
の
特
定
の
作
品
が
'
時
に
論
鮎
と
な
る
に
過
ぎ
ず
'

餅

賦
研
究
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
分
野
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
､
文
革
が
そ
の
傾
向
を
助
長
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
｡
朱

一
滴

｢近
年
漠
賦
研
究
繰
述
｣
(『文
史
知
識
』
一
九
八
四
年

第

1
二
期
)
に
よ
れ
ば
t

l
九
六
三
年
か
ら

l
九
七
八
年
ま
で
の
間

に
は
､
漢
賊
に
関
し
て

1
篇
の
論
文
も
書
か
れ
な
か
っ
た
.
ま
た
､

襲
克
昌
氏
が
回
想
す
る
と
こ
ろ
で
は
､

一
九
六
二
年
に
論
文

｢漢
四

家
賦
初
探
｣
を
提
出
し
て
大
学
院

(l二
年
制
)
を
修
了
し
'
い

っ
た

ん
は
論
文
の
出
版
ま
で
決
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
の
題

目
を

一一Jござ 1---



名
指
し
で
批
判
す
る
大
字
報
が
張
-
出
さ
れ
､
指
導
教
官
で
あ
っ
た

陸
侃
如
氏
に
ま
で
累
が
及
ん
だ
た
め
'

一
九
六
六
年
九
月
の
あ
る
晩
'

原
稿
を
す
べ
て
焼
い
て
し
ま

っ
た
と
い
う

(｢我
研
究
漠
既
的
前
前
後

後
｣､
『漠
賦
研
究
』､
山
東
文
蛮
出
版
社
､

一
九
九
〇
櫓
補
版
所
収
)｡

そ
れ
が
八
〇
年
代
に
入
る
と
､
襲
氏
よ
-
上
の
世
代
に
よ
る
妻
書

閣

『先
秦
鮮
賦
原
論
』
(賛
魯
書
祉
'

1
九
八
三
)
と

『漠
賦
通
義
』

(同
社
'

一
九
八
八
)'
馬
積
高

『賦
史
』
(上
海
古
籍
出
版
社
'
1
九
八

七
)､
襲
氏
自
身
の

『漠
賦
研
究
』
(山
東
文
蛮
出
版
社
､

一
九
八
四
初

版
)'
さ
ら
に
若

い
世
代
に
よ
る
寓
光
治

『漠
賦
通
論
』
(巴
濁
音
社
､

一
九
八
九
)
な
ど
多
-
の
著
作
が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
｡
論
文
に

至

っ
て
は
､
漠
賦
を
扱

っ
た
も
の
だ
け
で
'

一
九
七
九
年
か
ら

一
九

八
三
年
ま
で
の
五
年
間
に
四
〇
徐
篇

(栄

一
清
'
前
掲
文
)､
辞
賦
研

究
全
健
で
は
､
八

〇
年
代
の
論
文
組
敷
は
､
大
ま
か
な
見
積
も
り
で

も
三
〇
〇
篇
近
-
に
達
す
る
と
い
う

(李
生
龍

｢近
十
年
辞
賦
研
究
述

評
｣､
馬
穂
高

･
蔦
光
治
圭
篇
前
掲
書
所
収
)｡
そ
れ
は
､
革
に
文
革
の

十
年
の
空
自
を
埋
め
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
'
節
朕
と
い
う
忘
れ

ら
れ
た
研
究
領
域
を
改
め
て
見
つ
め
直
し
て
み
よ
う
と
い
う
'
菖
然

の
学
術
的
欲
求
の
反
映
で
あ
っ
た
｡

紹

介

そ
れ
で
は
､
こ
の
時
期
の
他
の
地
域
に
お
け
る
辞
賦
研
究
の
状
況

は
ど
う
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
許
結

｢
二
十
世
紀
賦
撃
研
究
的
回
顧

輿
轄
望
｣
(『文
学
評
論
』

一
九
九
八
年
第
六
期
)
で
は
'
五

〇
年
代
か

ら
八
〇
年
代
初
め
ま
で
の
鮮
賦
研
究
に
つ
い
て
'
大
陸
で
は
ほ
ぼ
空

自
で
あ

っ
た
の
に
射
し
'
香
港

･
墓
麿
と
海
外
の
研
究
は
著
し
い
成

果
が
あ

っ
た
と
す
る
｡
特
に
欧
米
に
つ
い
て
は
､
ウ
ェ
イ
リ
ー
や
フ

ァ
ン

･
ク
ー
リ
ッ
ク
な
ど
少
し
前
の
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
-
'

静
々
た
る
大
家
の
名
前
を
列
挙
し
て
'
彼
ら
の
研
究
が
'
作
品
の
勧

請
と
紹
介
か
ら
'
史
書
の
考
譜
や
理
論
的
究
明
へ
と
進
ん
で
き
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
｡
確
か
に
'
こ
の
時
期
に
欧
米
で
刊
行
さ
れ
た
解

脱

に
関
連
す

る
書
物

を
挙

げ

る
と
'

ヒ

ュ
ー
ズ

E
rnest
R
.

H
ugh
es
,

"T
w
o
C
h
in
e
se
p
o
e
ts
‥
v
lg
n
e
tte
S
O
f
H
an
tLfe

an
d

thou
g
ht"
(P
rin
ceton
U
niverslty
P
ress
,)960
題
に
あ
る

｢二
人
の

詩
人
｣
と
は
班
固
と
張
衛

を
指
す
)､
ワ
ト
ソ
ン
B
urton
W
ats
on
〉

"E
a
rly

C
h
in
e
se

literatu
re
"
(C
o
lu
m
b
ia
U

n
l
V

e
rS
tty

P
res
s
,

)962)
お

よ
び

"c
hin
ese
rh
y
m
e
･p
ro
se
‥
p
o
e
m
s
ln
the
fu

f
o

rm

fro
m

th
e
H
an
an
d
S
tx
D
y
n
astLes
p
erLo
d
s"
(
C

o
l
u

m
b
ia

U

n

Lverslty
P
res
s
,
)
9
7

)
)'

エ
ル
ヴ

エ
Y
v
e
s
H

ervo
u
e
t
,

"U
n
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p
o
ate
d
e

c
o
u
r

s
o
u
s

l
e
s
H

a
n

.Ss
e
u
･
m

a

Sl
a
n
g
･
｣O
u
"

(
P
res
s
e
s

un
1VerSltalr

eSd
e
Franc
e
,

)964)
お
よ
び

"
L

e
ch
a
p
i
tre
l
1
7
d

u

C

h

e
･
k

i

b
io
g
rap
h

ic
d
e

Ss
e
u

･m
a

S
ian
g･
j

o
u
"
(P
r
e
ss
e
s

u
n
l
･

v
e
r
sttal
r
e
S

de
F
r
a
n
c
e
,
)
9
7

2
)
､

ハ
イ

タ

ワ

ー

la
m
e
s

R
o
b
e
r
t

I
I
i
g
h
to
w
e

r,"
T
h
e

p
o
e
t
r
y

o
f
T

a
o
C
h
'ien
"

(
C
l
a

rend
o
n
,
)
9
7
0
)
I

コ

ネ
ク

タ

ス
D

a
v
l
d

R

K

n
e
c
h
t
g

es,"T
h
e

H

a
n
rh
ap
s
o
d
y

‥
a

s
t
u
d
y

o
f

t
h
e

f
u

o
f

Y

an

g

H

s

Lu
ng
"
(
C

a

m
b
ri
d
g
e

U

n
lVe
r
S

lty

p

ress,
)976
)
な
ど

が

あ
-
'

特
に

ワ
ト
ソ
ン
･
エ
ル

ヴ

エ

･
コ
ネ

ク
タ
ス
の
各
氏
は
､
難
字
や
連
綿
語
の
多
用
､
朗
諭
の
問
題
な
ど
鮮

朕
の
特
質
に
つ
い
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
論
及
し
て
い
る
｡
欧

米
文
学
の
中
に
類
例
を
見
出
し
が
た
-
､
西
洋
語
に
歌
謡
す
る
こ
と

す
ら
お
ぼ
つ
か
な
い
'
鮮
賊
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
性
が
'
絶
え
ず

研
究
者
の
注
意
を
集
め
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡

そ
れ
に
比
べ
る
と
､
董
湾
や
香
港
で
は
､
確
か
に
餅
賦
研
究
は
纏

積
し
て
行
わ
れ
て
は
い
た
も
の
の
'
盛
ん
で
あ

っ
た
と
は
必
ず
し
も

い
え
な
い
｡
馬
積
高

『歴
代
解
脱
研
究
史
料
概
述
』
(中
華
書
局
'
二

〇
〇
一
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
論
文
や
著
書
が
増
加
す
る
の
は
'

七

〇
年
代
も
後
半
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
-

(
1
七
二
頁
)､
し
か
も
大

陸
と
の
学
術
的
交
流
が
少
な
-
､
研
究
の
覗
鮎
も
異
な
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
'
大
陸
の
文
学
史
と
同
様
に
漠
賦
に
封
し
て
は
批
判
的
で

(張
清
鐘

『漢
賦
研
究
』
〔墓
漕
商
務
印
書
館
､

l
九
七
五
〕
解
題
､
二
五

九
頁
)'
作
者
の
個
性
と
ロ
マ
ン
的
情
感
が
評
債
の
尺
度
と
な

っ
て

い
る
の
は
､
大
陸
で
五

〇
年
代
か
ら
六

〇
年
代
に
流
行
し
た
見
方
と

似
て
い
る

(張
書
文

『楚
僻
到
漠
朕
的
桁
奨
』
〔正
中
書
局
'

一
九
八
三
〕

解
題
､
二
六
八
頁
)｡

一
つ
補
足
す
る
な
ら
'
論
文
で
取
-
あ
げ
ら
れ

る
封
象
は
'
宋
玉
'
王
棄
'
曹
植
'
陸
機
へ
康
信
'
蘇
拭
な
ど
'

1

部
の
著
名
作
家
に
集
中
し
て
お
-
､
そ
れ
ら
の
多
-
は
賓
は
大
陸
で

も
論
文
が
費
表
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
香
港

･
壷
麿
の
辞
賦

研
究
に
は
､
大
陸
の
よ
う
な
政
治
の
影
響
は
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
､
そ
の
趨
勢
に
は
大
陸
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
も
あ

っ
た
の
で
あ

る
｡
も
ち
ろ
ん
'
何
清
雄

『賦
話
六
種
』
(蔑
有
樹
書
t

l
九
七
五
､

生
活

･
謹
書

･
新
知
lll聯
書
店
､
1
九
八
二
増
訂
)
や
簡
宗
梧

『漢
賦
源

流
輿
債
値
之
商
権
』
(文
史
哲
出
版
社
､

一
九
八
〇
)
の
よ
う
な
着
賓

な
研
究
成
果
の
結
賓
も
､
次
第
に
現
れ
て
は
い
た
の
だ
が
｡

我
が
国
に
お
け
る
解
脱
研
究
に
つ
い
て
は
'
稿
を
改
め
て
検
討
す

る
つ
も
り
で
あ
る
が
､
こ
の
時
期
に

『楚
節
』
研
究
が
非
常
に
活
鷺
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で
あ
っ
た
の
に
封
し
､
漠
代
以
降
の
辞
賊
に
関
す
る
関
心
は
高
か
っ

た
と
は
い
え
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
､
吉
川
幸
次
郎

｢司
馬
相
知
に
つ
い

て
｣
(全
集
第
六
巻
'
初
出
は

『叙
説
』
五
､
一
九
五
〇
)､
金
谷
治

｢貢

誼
の
賊
に
つ
い
て
｣
(『中
国
文
学
報
』
八
､
一
九
五
八
)
の
よ
う
な
影

響
力
の
あ
る
論
文
も
い
-
つ
か
書
か
れ
た
が
､
鈴
木
虎
雄

『賦
史
大

要
』
(冨
山
房
､
一
九
三
六
)
を
継
ぐ
ま
と
ま

っ
た
研
究
と
し
て
は
'

中
島
千
秋

『既
の
成
立
と
展
開
』
(開
洋
紙
店
､
一
九
六
三
)
が
､
ほ

と
ん
ど
孤
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
｡
そ
の
中
で
研
究
者
の
注
意
を
比

較
的
集
め
た
の
は
､
香
港
や
毒
湾
と
同
様
へ
建
安
や
陶
淵
明
の
拝
情

小
賊
で
あ
っ
た
｡
そ
う
し
た
状
況
に
饗
化
が
現
れ
る
の
は
'
七
〇
年

代
半
ば
'
小
尾
郊

一
氏
に
よ
っ
て
､
『文
選
』
に
収
め
る
賊
の
全
課

が
な
さ
れ
た

(集
英
社

｢全
揮
漢
文
大
系
｣､
一
九
七
四
)
こ
ろ
か
ら
で

あ
ろ
う
か
｡

こ
う
し
て
み
て
-
る
と
'
作
家
の
個
性
や
情
感
の
表
出
を
重
視
す

る
文
学
観
は
､
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
て
'

〓
疋
の
影
響
力
を
持

っ

て
い
た
よ
う
だ
｡
馬
積
高
氏
も
言
う
よ
う
に
'
こ
の
こ
と
自
膿
が
考

察
に
値
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
が
､
こ
こ
で
あ
え
て
思
い
つ
き
を
言
う

な
ら
'
中
国
文
学
に
お
い
て
は
'
古
来
詩
は
志
を
言
う
も
の
と
し
て
'

紹

介

情
感
の
表
出
と
見
ら
れ
て
き
た
し
'
｢知
人
論
世
｣
と
い
う
よ
う
に
､

そ
れ
を
作
者
の
境
遇
や
人
格
に
結
び
つ
け
る
傾
向
が
強
か
っ
た
｡
そ

の
博
続
が
'
｢個
性
｣
｢浪
漫
主
義
｣
と
い
っ
た

｢近
代
｣
的
言
辞
に

よ
っ
て
強
化
さ
れ
'
そ
う
し
た

｢近
代
｣
的
文
学
観
に
合
わ
な
い
鮮

賦
-

と
-
わ
け
漠
賊
を
､
研
究
者
の
視
野
か
ら
遠
ざ
け
て
き
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡

欧
米
は
と
も
か
-
'
全
濃
と
し
て
み
れ
ば
'
第
二
次
大
戦
後
か
な

-
の
期
間
､
節
賦
研
究
は
い
さ
さ
か
の
沈
滞
を
免
れ
な
か
っ
た
の
だ

が
､
そ
の
沈
滞
が
打
ち
破
ら
れ
始
め
た
の
と
時
を
同
じ
-
し
て
'
中

国
大
陸
か
ら
績
々
と
成
果
が
尊
信
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
｡
鮮
賊
に

関
す
る
国
際
学
倉
の
開
催
は
'
中
国
大
陸
以
外
の
研
究
者
に
と
っ
て

も
'
必
然
的
要
求
で
あ
っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
'

1
九
八

八
年
か
ら

1
九
八
九
年
に
か
け
'
山
東
大
学
の
襲
克
昌
氏
が
米
国
に

招

か

れ
た
折
'
ワ
シ
ン
-
ン
州
立
大
学

(シ
ア
ー
ル
)
の
コ
ネ
ク
タ

ス

氏
と

の
間

で
､
国
際
賦
学
研
討
倉
の
開
催
を
約
束
し

(『漢
賦
研

究
』
槍
補
版

｢補
記
｣)'
こ
こ
に
辞
朕
に
関
す
る
最
初
の
国
際
学
倉
が

賓
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
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中
囲
文
学
報

第
七
十
二
筋

二

国
際
辞
賦
撃
学
術
研
討
合
の
歩
み

以
下
に
､
こ
れ
ま
で
開
か
れ
た
六
回
の
合
議
に
つ
い
て
､
簡
単
に

記
し
て
お
-
0

首
属
国
際
賦
学
術
討
論
舎

l
九
九

〇
年

一
〇
月

l
五
日
-
二
〇

日

済
南
市
南
郊
飯
店

(主
催
‥
山
東
大
学
ほ
か
)

中
国
大
陸
は
も
と
よ
-
'
コ
ネ
ク
タ
ス
氏
ら
米
国
の
研
究
者
､
董

潜
や
香
港
'
さ
ら
に
は
日
本

･
韓
園
か
ら
の
参
加
を
も
得
て
'
四
〇

鎗
篇
の
論
文
が
提
出
さ
れ
た
｡
山
東
大
学
で
は
'
『文
史
哲
』

一
九

九

〇
年
第
五
期
を

｢首
届
国
際
賦
学
術
討
論
曾
論
文
専
輯
｣
に
あ
て
'

二
七
篇
の
論
文
と

一
篤
の
要
旨
を
掲
載
し
た
｡
俊
行
は
討
論
倉
に
先

立
つ
九
月
二
四
日
と
な
っ
て
お
-
'
お
そ
ら
-
倉
に
あ
わ
せ
て
刊
行

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
翌

一
九
九

一
年
の

『文
史
哲
』
に
も
､
こ
の

研
討
合
に
提
出
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
論
文
が
敷
篇
収
め
ら
れ
て
い
る

ほ
か
､
同
年
第
三
期
に
は
､
唐
子
恒

･
李
緒
武

･
彰
行

｢首
届
閲
際

賦
学
術
討
論
曾
綜
述
｣
を
掲
載
す
る
｡
な
お
'
こ
の
倉
は
我
が
国
で

も
注
目
さ
れ
､

一
九
九

一
年
の

『日
本
中
囲
学
舎
報
』
第
四
三
集

｢学
界
展
望

･
文
学
｣
(早
稲
田
大
学
塘
宙
)
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
｡

第
二
届
国
際
賦
畢
研
討
舎

l
九
九
二
年

一
〇
月
二
八
日
-
三

1

日

香
港
中
文
大
学

(主
催

‥
香
港
中
文
大
学
中
国
文
化
研
究
所
)

参
加
者
は
､
合
場
で
配
布
さ
れ
た
資
料
に
よ
れ
ば
五

一
人
だ
が
､

そ
の
う
ち
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
た
者
が
筆
者
を
含
め
六
名

お
-
'
映
席
者
も
数
名
い
た
た
め
'
賓
際
に
出
席
し
て
論
文
を
馨
表

し
た
の
は
四
〇
名
に
満
た
な
か
っ
た
｡
こ
の
と
き
の
論
文
三
四
篇
は
'

健
宗
帳
氏
の
講
演
と
合
わ
せ
'
『新
亜
学
術
集
刊
』
第

一
三
期

｢賦

学
事
輯
｣
と
し
て
'

1
九
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
内
諾
は
'

中
囲
大
陸

l
四
､
香
港

･
マ
カ
オ

一
二
'
憂
麿
五
､
米
国

･
韓
国

･

日
本
各

一
｡
筆
者
は
こ
の
と
き
初
め
て
出
席
し
た
の
だ
が
､
参
加
者

こ
そ
少
な
い
も
の
の
､
沓
表
内
容
も
運
営
も
す
ぼ
ら
し
い
こ
と
に
､

大
奨
感
銘
を
受
け
た
｡

第
三
眉
国
際
蔚
賦
畢
軍
縮
研
封
書

1
九
九
六
年

l
二
月
二
〇
日

-
二
二
日

墓
北

･
国
立
政
治
大
学

(主
催

‥
国
立
政
治
大
学
文
学

院

･
国
立
堕
南
国
際
大
学
中
文
研
究
所
･
ワ
シ
ン
ト
ン
州
立
大
挙
)

こ
の
と
き
か
ら
'
倉
の
名
稀
が

｢国
際
辞
賦
撃
学
術
研
討
曾
｣
と

改
め
ら
れ
た
｡
合
議
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
れ
ば
､
費
表
者
は
六
三
人

で
あ
り
'
そ
の
う
ち
五
五
篇
の
論
文
は
'
倉
に
合
わ
せ
て

『第
三
屈
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囲
際
鮮
就
学
学
術
研
討
曾
論
文
集
』
(上
下
二
冊
)
と
し
て
､
政
治
大

学
よ
-
出
版
さ
れ
た
｡
童
麿
の
辞
賦
研
究
の
中
心
で
あ
る
簡
宗
梧
教

授
の
も
と
で
の
開
催
と
あ
っ
て
､
重
層
の
､
特
に
中
堅

･
若
手
の
研

究
者
が
多
-
参
加
し
て
い
た
｡
墓
漕
海
峡
南
岸
の
自
由
な
往
来
が
青

硯
し
な
い
状
況
の
中
で
'
墓
漕
勢
に
劣
ら
ぬ
数
の
大
陸
の
学
者
が
､

香
港
経
由
で
駆
け
つ
け
た
の
も
印
象
的
で
あ
っ
た
｡

第
四
届
国
際
辞
成
季
学
術
研
封
書

l
九
九
八
年

1
0
月
二
二
日

-
二
五
日

南
京

･
状
元
模
酒
店

(主
催

‥
南
京
大
学
中
文
系
､
同
古

典
文
献
研
究
所
)

閉
合
式
で
謹
み
上
げ
ら
れ
た
綜
連
に
よ
れ
ば
､
米
図

･
日
本

･
韓

囲

･
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

･
香
港

･
墓
湾

･
マ
カ
オ

･
中
国
大
陸
か
ら
五

〇
名
の
参
加
が
あ
り
､
論
文
四
九
篇
が
馨
表
さ
れ
た
と
い
う
｡
含
場

で
配
付
さ
れ
た
資
料
に
は
'
他
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
中
国
文
化

大
学

(董
北
)
の
院
生
四
名
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
が
'
そ
れ
以
外

に
も
､
南
京
留
学
中
の
日
本
人
院
生
数
名
が
臨
席
し
て
い
た
の
を
記

憶
し
て
い
る
｡
こ
の
合
議
で
は
'
｢
二
〇
世
紀
辞
賦
撃
研
究
の
回
顧

と
展
望
｣
が
テ
ー
マ
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
お
-
'
何
新
文

｢近
二

十
年
大
陸
賦
撃
文
献
整
理
的
新
進
展
｣
､
簡
宗
梧

｢
一
九
九

一
-
一

紹

介

九
九
五
中
外
賦
撃
研
究
述
評
｣
の
二
つ
の
報
告
が
そ
れ
に
あ
て
ら
れ

た
.
こ
の
と
き
の
論
文
四
七
編
は
､
｢開
拓
節
賦
撃
研
究
的
新
天
地
｣

と
題
さ
れ
た
綜
述
と
と
も
に
､
『鮮
賦
文
学
論
集
』
と
し
て
､

一
九

九
九
年
に
江
蘇
教
育
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
｡

第
五
届
国
際
箭
就
学
学
術
研
討
舎

二
〇
〇
一
年

一
一
月

一
七
日

-
二
〇
日

淳
州
師
範
学
院
国
際
学
術
交
流
中
心

(主
催

‥
樺
州
師

範
学
院
中
文
系
'
共
催

‥集
美
大
準
師
範
学
院
中
文
系
)

主
催
者
の
尊
表
で
は
､
海
外
の
一
三
人
を
含
む
六
五
人
の
参
加
が

あ
っ
た
と
い
う
｡
｢海
外
｣
の
内
諾
は
墓
漕
六
㌧
日
本
三

(う
ち
オ
ブ

ザ

ー
バ
ー
l
)'
韓
国
三
'
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

1
｡
こ
の
年
九
月
に
米
国

で
起
こ
っ
た
テ
ロ
事
件
は
こ
の
学
舎
に
も
影
を
落
と
し
､
コ
ネ
ク
タ

ス
教
授
が
参
加
を
取
り
や
め
た

(た
だ
し
論
文
は
提
出
さ
れ
て
い
る
)

0

ま
た
'
長
-
中
国
賦
学
舎
の
曹
長
を
務
め
て
き
た
馬
積
高
教
授
が
世

を
去
-
'
第
二
回
以
来
参
加
を
績
け
て
き
た
清
水
茂
教
授
も
御
高
齢

の
た
め
参
加
を
見
合
わ
せ
る
な
ど
､
い
さ
さ
か
寂
し
さ
を
感
じ
な
-

も
な
か
っ
た
が
､
若
い
研
究
者
の
参
加
も
増
え
'
新
た
な
動
き
を
感

じ
さ
せ
る
合
で
あ

っ
た
｡
論
文
五
四
篇
が
､
『辞
賦
研
究
論
文
集
』

と
し
て
､
二
〇
〇
三
年
に
中
国
文
史
出
版
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
｡
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中
国
文
学
報

第
七
十
二
冊

第
六
届
国
際
辞
賦
畢
軍
縮
研
封
書

二

〇
〇
四
年

1
0
月

l
〇
日

-

二

二
日

四
川
省
金
堂
願

緑
島
合
議
中
心

(主
催

‥
四
川
師
範
大

学
文
学
院

･
巴
萄
文
化
研
究
中
心

･
文
理
学
院
)

開
合
式
に
お
け
る
寓
光
治
教
授
の
あ
い
さ
つ
で
'
六
三
篇
の
論
文

が
集
ま

っ
た
と
の
報
告
が
あ

っ
た
｡
参
加
者
名
簿
に
よ

っ
て
数
え
る

と
'
中
国
大
陸
の
研
究
者
の
ほ
か
､
香
港

一
名

･
毒
酒

1
四
名

･
韓

国
二
名

･
日
本

一
名
で
あ
る
｡
論
文
集
は
'
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い

る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
､
筆
者
の
も
と
に
は
今
の
と
こ
ろ
届

い
て
い

な

い
｡
な
お
こ
の
合
に
関
し
て
は
'

『文
学
遺
産
』
二

〇
〇
五
年
第

1
期
に
簡
単
な
報
告
が
あ
-
'
論
文
七

〇
鎗
篇
を
受
け
取

っ
た
と
い

う
が
､
そ
の
中
に
は
昔
日
出
席
し
な
か

っ
た
者
も
含
ま
れ
て
い
る
｡

毎
回
こ
の
合
に
参
加
し
て
感
じ
る
こ
と
は
'
運
営
す
る
方
も
参
加

す
る
方
も
賓
に
寅
撃
だ
と
い
う
こ
と
だ
｡
筆
者
が
初
め
て
参
加
し
た

香
港
の
合
で
は
'
朝
九
時
か
ら
夕
方
五
時
過
ぎ
ま
で
､
中
座
す
る
者

も
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
､
童
食
と
午
前

･
午
後
各

1
回
の
テ
ィ
ー
タ
イ

ム
を
は
さ
ん
で
､
き
わ
め
て
中
身
の
濃

い
討
論
が
積

い
た
.

1
人

1

五
分
の
沓
言
時
間
を
'
ど
の
聾
表
者
も
き

っ
ち
-
守
-
､
質
問
す
る

方
も
､
馨
表
者
を
無
視
し
て
自
説
を
述
べ
た
て
た
り
､
さ
さ
い
な
揚

げ
足
取
り
を
し
た
-
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
｡
中
国
の
学
舎
で
は
､

尊
表
者
の
言

い
っ
放
し
に
終
わ
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
が
､
こ
の

倉
で
は
そ
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
こ
と
が
な
い
｡

自
尊
的
な
討
論
が
い
か
に
重
視
さ
れ
て
い
る
か
は
､
し
ば
し
ば
髪

更
さ
れ
る
倉

の
進
め
方
に
如
賓
に
現
れ
て
い
る
｡
第
二
回
で
は
､
分

科
倉
を
設
け
ず
､
四
-
五
人
の
沓
表
ご
と
に
二
五
分
間
の
全
濃
討
論

を
設
け
て
い
た
が
'
第
三
回
以
降
は
'
二
な
い
し
四
の
分
科
倉
に
分

か
れ
た
上
で
､
参
加
者
全
員
が
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
分
揺
す
る
形
に

改
め
ら
れ
た
｡
特
に
最
近
の
第
五
回

･
第
六
回
は
'
各
分
科
合
の
人

数
を
二
〇
人
程
度
に
抑
え
た
上
､
全
員
で
机
を
囲
む
囲
卓
形
式
を
と

-
'
進
行
も
か
な
-
司
合

の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
'
-

つ
ろ
い
だ

雰
囲
気
で
行
わ
れ
た
｡
こ
う
し
た
サ
ロ
ン
風
の
ス
タ
イ
ル
は
､
近
年

参
加
し
た
中
国
の
他
の
学
舎
で
も
経
験
し
た
か
ら
'
あ
る
い
は
普
節

の
流
行
な
の
だ
ろ
う
か
｡

も
ち
ろ
ん
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
-
'
た
と
え
ば
分
科
倉
の
分

け
方
に
は
'
特
に
基
準
が
あ
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
た
め
'

興
味
あ
る
聾
表
を
聞
き
逃
す
こ
と
も
起
こ
る
｡
ま
た
､
数
日
の
間
に

何
十
篇
も
の
論
文
を
謹
み
通
す
こ
と
は
不
可
能
だ
し
､
論
文
自
鰹
も
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す
べ
て
が
最
高
水
準
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
も

っ
と
も
こ
れ

ら
は
中
国
の
学
舎
に
共
通
す
る
問
題
鮎
で
あ
-
'
こ
の
学
舎
で
は
､

各
分
科
倉
に
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
持

っ
た
院
生
が
臨
席
し
て
そ
の
場

で
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
'
翌
朝
に
は
そ
れ
を
編
集
し
た

｢簡
報
｣
を

全
員
に
配
布
し
て
'
他
の
分
科
合
の
状
況
が
わ
か
る
よ
う
な
配
慮
が

最
近
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
何
よ
-
､
日
本
の
学
倉
で
時
に
感

じ
る
'
他
人
の
登
表
を
品
評
す
る
よ
う
な
冷
た
さ
が
こ
こ
に
は
な
-
'

馨
表
者
の
問
題
意
識
を
共
有
L
t
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
議
論
す
る
こ
と

に
最
高
の
目
的
を
置
く
と
い
う
'
相
互
の
協
力
関
係
が
で
き
あ
が
っ

て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
良
好
な
学
術
的
雰
囲
気
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の

背
景
に
は
'
こ
の
学
舎
が
､
五
〇
人
か
ら
六
〇
人
と
い
う
'
顔
の
見

え
る
規
模
で
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
｡
し
か
も
そ
の
う

ち
か
な
り
の
部
分
は
'
ほ
ぼ
毎
回
参
加
し
て
い
る
常
連
で
あ
り
､
筆

者
な
ど
も
'
参
加
す
る
た
び
に
な
じ
み
の
顔
を
見
つ
け
'
懐
か
し
い

気
持
ち
に
な
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
番
足
か
ら

一
〇
年
を
過
ぎ
'
世
代
交

代
も
始
ま

っ
て
お
り
､
こ
れ
ま
で
多
-
の
解
職
研
究
者
を
育
て
て
き

た
墓
麿
は
も
と
よ
り
'
山
東
大
学

･
四
川
師
範
大
学

･
南
京
大
学

･

紹

介

西
北
師
範
大
学
な
ど
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
も
と
で
学
ん
だ
若
手
が
'

研
究
者
と
し
て
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
｡
こ
の
学
舎
を

軸
と
し
て
'
鮮
賦
研
究
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
べ
き
も
の
が
育

っ

て
い
る
の
で
あ
る
｡

し
か
も
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
な
れ
合
い
に
陥
る
こ
と
な
-
､
相

互
批
判
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
｡
前
回
の
成
都
の
合
議
で
は
､

討
論
の
中
で
､
｢音
謹
性
｣
｢文
献
依
稼
｣
と
い
う
言
葉
を
何
度
か
耳

に
し
た
の
が
印
象
に
残

っ
て
い
る
｡
近
年
は
特
に
'
賓
諾
性
を
放
い

た
尊
表
､
文
献
の
扱
い
に
問
題
の
あ
る
馨
表
に
は
'
忌
悼
な
い
批
判

が
浴
び
せ
ら
れ
る
よ
う
に
見
受
け
る
｡
鮮
賦
研
究
に
限
ら
ず
'
こ
れ

ま
で
の
中
国
大
陸
で
の
古
典
文
学
研
究
に
は
､
や
や
も
す
れ
ば
性
急

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
論
断
や
'
表
面
的
な
観
察
が
見
ら
れ
た
が
'
近

年
は
そ
う
し
た
傾
向
が
薄
れ
'
賓
謹
性
が
重
ん
じ
ら
れ
る
方
向
に
あ

る
｡
逆
に
､
昔
な
が
ら
の
考
語
学
を
受
け
稚
い
で
き
た
墓
湾
の
学
界

は
'
近
代
の
文
学
理
論
や
､
美
学

･
民
俗
学
な
ど
周
連
領
域
の
成
果

を
積
極
的
に
吸
収
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
｡
両
岸
の
学
術
交

流
が
深
ま
る
中
で
､
問
題
意
識
と
方
法
論
の
共
有
が
進
み
つ
つ
あ
る

こ
と
を
'
討
論
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
｡
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三

園
際
鮮
賦
撃
学
術
研
討
倉
を
通
し
て
見
た

節
賦
研
究
の
動
向

こ
の
あ
た
り
で
'
も
う
少
し
研
究
の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
､
近
年

の
鮮
賦
研
究
の
方
向
性
に
つ
い
て
展
望
し
て
み
よ
う
｡

一
般
に
辞
賦

と
い
え
ば
'
ま
ず
漢
賊
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
-
'
事
賓
'
こ
れ
ま

で
の
研
究
も
'
少
な
-
と
も
書
物
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
は
'

は
じ
め
に
い
-
つ
か
例
を
挙
げ
た
よ
う
に
'
漢
賦
を
扱

っ
た
も
の
が

多
か
っ
た
｡
八
〇
年
代
に
開
か
れ
た
中
国
園
内
の
二
回
の
学
食
で
も
､

あ
わ
せ
て
七

〇
篇
あ
ま
-
寄
せ
ら
れ
た
論
文
の
テ
ー
マ
は
､
膿
の
形

成
'
節
と
賊
の
関
係
､
漠
朕
の
研
究
な
ど
に
集
中
し
て
お
-
､
魂
替

南
北
朝
以
降
､
な
か
ん
づ
-
唐
以
降
の
賊
は
'
あ
ま
-
研
究
者
の
注

意
を
引
か
な
か
っ
た
と
い
う

(馬
積
高
'
前
掲
書
､
一
七
五
頁
)
｡
と
こ

ろ
が
'
国
際
餅
賦
学
研
討
合
に
提
出
さ
れ
た
論
文
を
眺
め
て
い
る
と
'

漠
賊
の
研
究
は
む
し
ろ
少
数
で
あ
-
'
取
-
あ
げ
ら
れ
る
時
代
は
賓

に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
｡
『文
史
哲
』
に
掲
載
さ
れ
た
第

一

回
の
論
文
で
は
､
漠
賊
を
扱

っ
た
も
の
は
全
膿
の
約
三
分
の

1
で
あ

-
'
第
二
回
以
降
は
む
し
ろ
そ
れ
よ
-
少
な
い
-
ら
い
で
あ
る
｡
こ

の
時
期
の
鮮
賦
研
究
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
､
簡
宗
梧
圭
編

『近

五
年

二

九
九

一
-
一
九
九
五
)
中
外
賦
撃
研
究
許
述
』
(董
漕
行
政
院

国
家
科
学
委
員
曾
専
題
研
究
計
書
画
果
報
告
'

?
九
九
七
)
が
あ
る
が
'

そ
こ
に
著
録
さ
れ
た
論
文
は
'
董
湾
や
日
本
の
も
の
を
含
む
た
め
'

単
純
な
比
較
は
し
に
-
い
と
は
い
え
､
や
は
-
同
様
の
傾
向
を
示
し

て
い
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
'
八
〇
年
代
と
九

〇
年
代
で
餅
賦
研
究

の
方
向
が
饗
わ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

(別
表
参
照
)

0

八
〇
年
代
の
辞
賦
研
究
は
､
そ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

鮮
賊
と
い
う
文
膿
の
特
質
を
探
る
こ
と
と
､
否
定
的
に
見
ら
れ
て
い

た
漢
朕
の
文
学
史
上
の
債
値
を
登
掘
す
る
こ
と
に
そ
の
重
鮎
が
あ

っ

た
｡
八
四
年

の
未

一
掃

｢近
年
漠
賦
研
究
線
述
｣
(前
掲
)
は
'
漠

大
脱
の
許
債

･
漠
厳
の
説
諭

･
漢
賊
の
聾
術
的
成
功
な
ど
の
論
鮎
に

つ
い
て
'
そ
れ
ぞ
れ
否
定
す
る
も
の

･
肯
定
す
る
も
の
に
分
け
て
論

述
し
て
い
る
｡
賓
際
､
八

〇
年
代
に
も
､
漢
膳
の
慣
値
を
全
-
認
め

ず
､
専
ら
歴
史
的

｢教
訓
｣
の
封
象
と
し
て
見
る
よ
う
な
論
文
が
あ

っ
た
L
t
漢
賦
の
研
究
者
の
側
も
､
そ
れ
に
野
抗
し
て
'
ま
ず
漢
賊

の
債
値
を
栴
揚
す
る
必
要
が
あ

っ
た
｡
そ
れ
が
八
〇
年
代
後
半
に
は
､

｢漠
賊
に
射
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
肯
定
す
る
人
が
多
-
な
-
'
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別表 国際鮮賦撃学術研討合 に提 出 され た論文 の時代 別集計

維記 先秦 南濃 観音南北朝 唐宋 元明清 朝

鮮ー日本 計第 1回 (1990) 2 0 ll
10 6 2 0 31(6.5%) ト) (35.5%) (32.3%) (19,4%) (6.5%)

()4 0 ll 10 4 5 0第 2回 (1992) (ll.8%) (-) (32.4%) (29.4%) (ll.8%) (14.

7%) (-) 34第 3回 (1996) 6 4 12 16 12 5 0 ⊂(10.9%) (7.3%) (21.8%) (29

.1%) (21.8%)(9.1%) (-) 5こ)第 4回 (1998) 6 4 7 12 1
0 5 3(12.8%) (8.5%)

(14.9%) (25.5%) (21.3%) (10.6%) (6.4%) 47第 5回 (2001) 7 2 12 18 10 4 1
(13ー0%)(3.7%) (22.2%) (33.3%) (18.5%) (7.4%) (1.9%)

54(仮集計) 9 2 16 9 18 6 3 63
第 6回 (2004) (14.3%) (3.2%) (25.4%) (14.3%) (28.6%) (9.5%) (4.8%)

(参考)簡宗梧編 『中外賦 32 28 99 133 69 12 0
373撃研究評述』(1991-1995) (8.6%) (7.5%) (2

6.5%) (

35.7%) (18.5%) (3.2%) +)[備考]採録封象は､

各回の合議の後に刊行された論文集 (本文参照)に掲載されたものとした｡ただし､第 1回については､1991年の 『文史哲』(山東大学)に掲

載された以下の論文をも含めている｡許結 ｢従東湊後期文学看玄儒境界 衆論漢代儒学向親晋玄

撃檀饗的思想環節｣(第 3期)､細健行 ｢律賦興人股文｣､王達幣 ｢為漢賦家兄硯如侶進

一解｣(以上第 5期)､曹道衡｢略論北朝鮮賦及其輿南朝軒暁的異同｣(第 6期)

時代区分は､比較の便を考え､簡宗頼

｢近Tl年 (1991-1995)中外就学研究許迷｣に合わせた｡｢漢貌六朝｣のように

､二つの時代にまたがるものは､論文の内容によっていずれかに振 り分け､いずれと



中
国
文
学
報

第
七
十
二
柵

完
全
に
否
定
す
る
人
は
も
う
い
な
-
な
っ
た
｣

一
方
'
｢漠
天
賦
を

肯
定
す
る
と
同
時
に
'
多
-
の
研
究
者
は
さ
ら
に
深
-
'
辛
苦
に
即

し
て
そ
の
思
想
聾
術
上
の
不
足
と
故
障
を
分
析
｣
(李
生
龍

｢近
幾
年

的
漢
賦
研
究
｣､
『求
索
』

一
九
八
八
年
第
六
期
)
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

そ
し
て
九

〇
年
代
に
至
る
と
､
こ
の
よ
う
な
漠
既
の
慣
値
づ
け
に
つ

い
て
の
議
論
自
膿
が
す
で
に
乗
-
越
え
ら
れ
､
研
究
者
の
関
心
は
作

品
に
よ
-
即
し
た
問
題
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

も
う

1
つ
'
そ
れ
ま
で
特
定
の
作
品
や
特
定
の
問
題
に
集
中
し
て

い

た

'
い
わ
ば
鮎
と
し
て
の
研
究
が
'
面
と
し
て
の
贋
が
-
を
持
ち

始
め
た
の
も
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
る
｡
『鮮
賦
大
辞
典
』
(前
掲
)

の
論
著
目
録
に
よ
る
と
'
中
国
大
陸
で
は
､

一
九
八
〇
年
だ
け
で
'

杜
牧

｢阿
房
宮
賦
｣
に
関
す
る
論
文
が
三
四
篇
も
書
か
れ
て
い
る
が
､

こ
の
盛
況
は
長
績
き
し
な
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
唐
代
以
降
の
そ
の
他

の
節
賦
に
関
す
る
論
文
は
'

一
九
八
〇
年
か
ら

一
九
八
六
年
ま
で
の

七
年
間
で
四
八
篇
､
そ
の
後
の
七
年
間
は
七
七
篇

(尊
行
年
の
不
明

な
も
の
を
除
-
)
で
'
数
が
埠
え
た
だ
け
で
な
-
'
取
-
あ
げ
ら
れ

る
作
家

･
作
品
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
｡
か
つ
て
の
中
園
で
は
'

何
か
問
題
が
持
ち
上
が
る
と
'
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
短
期
間
の
う
ち
に

多
-
の
論
文
が
書
か
れ
'
激
し
い
論
争
と
な
る
が
､
い
つ
の
ま
に
か

沙
汰
や
み
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
よ
-
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
辞
賦
研

究
に
関
し
て
は
'
そ
の
よ
う
な
現
象
は
過
去
の
も
の
と
な
-
'
唐
代

以
降
は

｢阿
房
官
賦
｣
と
蘇
拭

｢赤
壁
賦
｣
に
終
始
し
て
い
た
研
究

封
象
も
格
段
に
贋
が
っ
て
､
着
賓
な
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
研
究
の
成
熟
を
背
景
に
'
こ
れ
ま
で
漠
賊
の
研
究
に

従
事
し
て
い
た
者
は
'
研
究
範
囲
を
他
の
時
代
に
廉
げ
つ
つ
あ
る
｡

た
と
え
ば
'
康
金
聾
氏
は
､

一
九
九
二
年
に
'
そ
れ
ま
で
の
研
究
を

『漠
賦
縦
横
』
(山
両
人
民
出
版
稚
)
と
し
て
出
版
し
た
が
､
九
六
年

の
第
三
回
研
討
合
で
は

｢論
元
賦
特
鮎
及
其
歴
史
走
向
｣
を
馨
表
し
､

以
後
も
金
元
辞
賦
に
関
す
る
研
究
を
績
け
'
二
〇
〇
四
年
に
至
っ
て

そ
の
成
果
を

『金
元
餅
賦
論
略
』
(李
丹
氏
と
共
著
､
学
苑
出
版
社
)
と

し
て
出
版
し
た
｡
ち
な
み
に
康
氏
は
､
閤
鳳
梧
氏
と
と
も
に
'
『全

遼
金
詩
』
(山
西
古
籍
出
版
社
､
一
九
九
九
)
の
主
編
で
も
あ
る
｡

ま
た
､
漢
賊
に
劣
ら
ぬ
重
要
な
研
究
領
域
と
し
て
､
と
-
わ
け
観

音
南
北
朝
の
辞
賊
が
注
目
さ
れ
'
こ
の
時
期
の
鮮
賊
を
専
門
に
研
究

す
る
者
も
増
え
て
き
た
｡
塞
麿
で
は
'
以
前
か
ら
こ
の
時
期
の
辞
賦
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に
取
-
組
む
洪
順
隆
氏
が

『鮮
賦
論
叢
』
(文
津
出
版
社
'
二
〇
〇
〇
)

を
ま
と
め
た
ほ
か
､
『康
信
生
平
及
其
賦
之
研
究
』
(文
史
哲
出
版
社
'

一
九
八
四
)
の
許
東
海
氏
､
『観
音
詠
物
賦
研
究
』
(同
､
一
九
九
〇
)

の
摩
囲
棟
氏
'
『六
朝
鮮
賦
研
究
』
(文
津
出
版
社
t
l
九
九
九
)
の
責

水
雲
氏
ら
が
'
こ
の
時
期
の
尉
賦
を
博
士
論
文
の
題
目
に
選
ん
で
い

る
｡
大
陸
で
も
､
『六
朝
鮮
賦
史
』
(黒
龍
江
教
育
出
版
社
'
一
九
九
八
)

著
し
た
王
琳
氏
､
『六
朝
賦
述
論
』
(河
北
大
学
出
版
社
'
一
九
九
九
)

の
干
浴
賢
氏
ら
の
尊
家
に
加
え
'
二
九
歳
の
若
さ
で

『魂
音
南
北
朝

賦
史
』
(江
蘇
古
籍
出
版
社
､
1
九
九
二
)
を
出
版
し
た
程
章
燦
氏
の
よ

う
に
'
研
究
者
と
し
て
の
出
費
鮎
に
こ
の
領
域
を
選
ぶ
者
が
現
れ
て

い
る
｡
こ
こ
に
名
を
挙
げ
た
人
た
ち
の
多
-
が
'
国
際
辞
賦
撃
学
術

研
討
倉
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
｡

唐
代
以
降
の
酢
賊
に
つ
い
て
は
､
専
門
的
著
作
は
ま
だ
少
な
-
'

陳
韻
竹

『欧
陽
幡
蘇
拭
辞
賦
之
比
較
研
究
』
(文
史
哲
出
版
社
､
一
九

八
六
)'
洪
順
隆

『箔
仲
滝
賦
評
注
』
(囲
立
編
諾
舘
､
一
九
九
六
)､
鄭

健
行

『科
拳
考
試
文
髄
論
稿

‥
律
賦
輿
八
股
文
』
(憂
漕
書
店
､
一
九

九
九
)
な
ど
墓
湾

･
香
港
の
も
の
が
先
行
し
て
い
る
｡
こ
の
時
期
の

辞
朕
に
つ
い
て
論
文
を
多
-
馨
表
し
て
い
る
の
が
､
『賦
史
』
の
著

紹

介

者
で
あ
る
馬
積
高
氏
､
『餅
賦
通
論
』
(湖
南
致
育
出
版
社
'
一
九
九

l
)
の
菓
幼
明
氏
､
郭
維
森
氏
と
と
も
に

『中
図
解
賦
登
展
史
』

(江
蘇
教
育
出
版
赦
､
一
九
九
六
)
を
著
し
た
許
結
氏
な
ど
'
い
ず
れ

も
通
史
を
書
い
た
経
験
の
あ
る
人
々
で
あ
る
こ
と
は
'
唐
代
以
降
､

と
-
わ
け
元
明
清
の
辞
賊
が
､
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
研
究
者
の
注
目
を
集

め
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
｡
そ
れ
で
も
'
二
一
世
紀
に
入

-
､
先
に
挙
げ
た
康
金
聾
氏
の
著
書
が
現
れ
た
ほ
か
'
国
際
鮮
賦
撃

学
術
研
討
倉
で
も
常
に
い
-
つ
か
の
蓉
表
が
あ
る
｡
第
三
回
以
降
特

に
唐
賦
研
究
の
比
率
が
高
ま
-
､
最
近
の
第
六
回
で
は
'
北
末
の
節

瓶
に
関
す
る
馨
表
が
集
中
し
た
｡
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
｡

い
ず
れ
の
時
代
に
お
い
て
も
'
研
究
封
象
は
名
作

･
大
作
に
限
ら

ず
､
多
様
な
作
品
が
新
た
な
硯
鮎
か
ら
取
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
｡
敦
燈
文
献
中
の
俗
既
は
'
そ
の
中
で
も
比
較
的
早

-
か
ら
注
目
さ
れ
､
伏
俊
漣

『敦
塩
賦
校
注
』
(甘
粛
人
民
出
版
社
､

一
九
九
四
)
の
よ
う
な
成
果
も
あ
る
が
､
国
際
鮮
賦
学
学
術
研
討
合

で
は
'
そ
の
他
の
時
代
に
お
け
る
俗
巌
に
も
関
心
が
集
ま
-
つ
つ
あ

る
｡
第
二
回
の
王
達
配
州
｢談
漠
代
的
小
賦
｣
は
､
漢
代
の
話
語
的
な

短
編
の
賊
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
あ
た
か
も
そ
れ
に
呼
癒
す
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第
七
十
二
筋

る
か
の
よ
う
に
'

l
九
九
三
年
に
ヂ
漕
漠
墓

｢紳
烏
賦
｣
竹
筒
が
出

土
し
て
漠
賦
研
究
の
新
た
な
焦
鮎
と
な
-
､
第
三
回
で
は
周
鳳
五

｢ヂ
漕
漠
簡

『紳
烏
賊
』
研
究
｣
が
蓉
表
さ
れ
た

(た
だ
し
論
文
集

に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
)｡
以
後
も
寓
光
治

｢ヂ
漕
漠
墓

『紳
烏
賦
』

研
究
｣
(第
四
回
)､
綜
凡

｢繭
漢
故
事
賦
探
論

‥
以

『紳
烏
賊
』
篤

中
心
｣
(第
五
回
)
な
ど
の
発
表
が
あ
る
｡

俗
賦
以
外
で
は
､
郭
建
勤

『漠
魂
六
朝
騒
膿
文
学
研
究
』
(湖
南

教
育
出
版
杜
､
一
九
九
七
)
が
'
と
か
-

『楚
辞
』
の
亜
流
と
し
て
等

閑
視
さ
れ
が
ち
な
漠
代
以
降
の
騒
憶
朕
に
焦
鮎
を
首
て
て
い
る
｡
先

に
ふ
れ
た
鄭
健
行
氏
の
律
賦
研
究
や
､
唐
杭
倫

『両
村
賦
話
校
諾
』

(沈
時
蓉
と
共
著
'
新
文
豊
出
版
社
へ
一
九
九
三
)
『晴
代
賦
論
研
究
』

(学
生
書
局
'
二
〇
〇
二
)
等
の
賦
論
研
究
も
､
こ
れ
ま
で
の
快
を
補

う
も
の
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
､

こ
の
学
舎
で
そ
の
重
要
な
部
分
が
沓
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

最
近
の
傾
向
と
し
て
は
､
鮮
朕
を
文
化
史
全
膿
の
中
で
と
ら
え
よ

う
と
す
る
動
き
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
た
と
え
ば
'
許
結

｢説

『揮
天
』

談

『海
潮
』
-

乗
論
唐
代
科
技
賊
的
創
作
輿
成
就
｣
(第
四
回
)､

責
水
雲

｢歴
代
解
脱
中
娯
楽
遊
戯
主
題
初
探
｣
､
余
江

｢唐
代
雑
技

賦
概
論
｣
(と
も
に
第
五
回
)
の
よ
う
に
'
鮮
賊
に
現
れ
る
多
様
な
題

材
に
着
目
し
た
も
の
や
'
程
章
燦

｢石
筆
輿
賦
学
-

以
唐
宋
元
石

刻
中
的
賦
馬
例
｣
(第
四
回
)､
襲
克
昌

｢論
繭
漠
節
賦
輿
書
法
｣
(栄

五
回
)
の
よ
う
に
'
酔
賊
と
他
の
文
化
ジ
ャ
ン
ル
と
の
か
か
わ
-
を

考
え
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
｡
国
際
酔
賦
畢
学
術
研
討
骨
に
参
加

を
績
け
て
賓
感
す
る
の
は
'
鮮
賦
研
究
が
確
賓
に
新
た
な
段
階
に
入

っ
た
と
い
う
こ
と
'
そ
し
て
こ
の
学
舎
が
鮮
賦
研
究
の
新
た
な
方
向

を
先
取
-
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の
意
味
で
注
目
し
た
い
の
は
'
朝
鮮
や
日
本
の
鮮
賦
に
関
す
る

論
文
が
馨
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
.
韓
国

の
学
者
が
､
韓
民
族
の
解
脱
作
品
に
つ
い
て
登
表
を
行
っ
て
い
る
ほ

か
､
曹
虹

｢略
論
中
国
朕
的
感
春
博
統
及
其
在
朝
鮮
的
流
街
-

以

朱
子

『感
春
賦
』
輿
宋
尤
庵

『次
感
春
賦
』
馬
中
心
｣
(第
四
回
)
及

び

｢中
韓
女
性
輿
隠
逸
文
化
的
結
線
｣
(第
六
回
)'
蘇
瑞
隆

｢海
外

辞
賦

‥
日
本
平
安
朝

『経
国
集
』
的
賦
篇
｣
(第
五
回
)
の
よ
う
に
'

中
国
の
学
者
も
こ
れ
ら
周
連
民
族
の
作
品
を
取
-
あ
げ
て
い
る
｡
同

様
の
動
き
は
'
中
国
の
他
の
学
倉
で
も
み
ら
れ
'
今
後
ま
す
ま
す
加

速
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
我
が
国
で
も
､
日
本
漢
文
に
関
す
る
研
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究
が
'
日
本
文
学

･
中
国
文
学
双
方
の
研
究
者
か
ら
注
目
を
集
め
て

い
る
が
､
今
後
は
､
国
籍

･
専
攻
を
異
に
す
る
研
究
者
間
の
撃
的
交

流
を
保
護
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
ろ
う
｡
そ
の
鮎
､
囲
際
新
版
学
学

術
研
討
合
に
期
待
さ
れ
る
も
の
は
大
き
い
｡

な
お
'
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
静
賦
研
究
の
流
れ
と
は
別
に
'
洛

陽
大
学
の
辞
賦
研
究
所
を
中
心
と
し
た
､
鮮
賦
創
作
に
関
す
る
活
動

が
あ
る
の
で
'
こ
れ
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
｡
現
代
の
中
国

に
お
い
て
も
'
辞
鹿
の
創
作
は
決
し
て
滅
び
去

っ
た
わ
け
で
は
な
-
'

第
四
回
の
南
京
の
合
議
に
は
'
香
港
在
任
の
節
賦
作
家
顔
其
麟
氏
が

参
加
し
た
｡
第
五
回
淳
州
合
議
に
は
､
次
回
開
催
確
定
校
と
し
て
洛

陽
大
学
の
副
学
長
が
列
席
L
t
閉
合
式
で
は
'
二
〇
〇
三
年
五
月
'

牡
丹
の
季
節
に
洛
陽
で
の
再
合
を
期
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'

洛
陽
大
学
で
は
､
二
〇
〇
二
年
五
月
に
解
脱
に
関
す
る
別
の
合
議
が

開
か
れ
た
.
筆
者
は
参
加
し
な
か
っ
た
の
で
具
憶
的
な
内
容
は
関
知

し
て
い
な
い
が
'
開
催
わ
ず
か

一
ケ
月
前
に
受
け
取

っ
た
招
待
状
に

よ
れ
ば
､
研
究
論
文
の
ほ
か
に
鮮
賊
の
創
作
も
受
け
付
け
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
｡
結
局
ど
う
い
う
経
緯
か
'
囲
際
節
賦
撃
学
術
研
討
合

は
開
か
れ
ず
､
急
速
四
川
師
範
大
学
が
中
心
と
な
っ
て
､
二
〇
〇
四

紹

介

年
の
第
六
回
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
｡
洛
陽
大
学
で
は
､

二
〇
〇
六
年

一
〇
月
に
も
苗
代
節
賦
創
作
研
討
合
を
開
き
､
二
〇
〇

七
年
に
は

『首
代
詠
洛
賦
集
』
を
出
版
す
る
計
葦
で
あ
る
と
い
う
｡

今
後
と
も
'
洛
陽
大
学
は
､
静
賊
の
創
作
面
を
中
心
に
活
動
す
る

一

方
､
国
際
解
脱
撃
学
術
研
討
合
は
､
本
来
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
路
線

を
堅
持
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

国
際
鮮
賦
撃
学
術
研
討
合
の
第
七
回
は
､
甘
粛
省
蘭
州
市
の
西
北

師
範
大
学
の
主
催
で
'
二

〇
〇
七
年
八
月
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決

ま
っ
て
い
る
｡
近
年
､
中
国
で
は
学
術
討
論
骨
の
槍
加
も
あ
っ
て
か
､

準
備
期
間
が
短
-
な
る
傾
向
が
あ
り
､
論
文
作
成
に
困
難
を
感
じ
る

こ
と
も
あ
る
が
､
こ
の
撃
倉
は
お
お
む
ね

一
年
前
に
は
第

一
鋸
通
知

が
出
て
お
-
､
周
到
な
準
備
が
う
か
が
え
る
｡
次
回
研
討
倉
の
第

一

鍍
通
知
は
'
早
-
二
〇
〇
六
年
二
月
二
八
日
に
出
さ
れ
て
い
る
｡

西
北
師
範
大
学
で
は
､
『屈
原
輿
他
的
時
代
』
(人
民
文
学
出
版
社
t
l

九
九
六
初
版
'
二
〇
〇
二
第
二
版
)
を
著
し
た
趨
達
夫
教
授
と
､
先
に

ふ
れ
た
伏
俊
漣
教
授
が
鮮
賦
研
究
の
中
核
的
存
在
で
あ
-
'
と
も
に

出
土
文
献
を
活
用
し
た
賓
詔
的
研
究
を
特
徴
と
す
る
｡
次
回
の
合
議
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第
七
十
二
冊

の
テ
ー
マ
と
し
て
は
'

｢賦
膿
遡
源
｣
｢敦
塩
賦
輿
俗
賦
｣
｢賦
輿
詩

文
的
関
係
｣
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
'
西
北
師
範
大
学
の
こ
れ
ま
で

の
鮮
賦
研
究

へ
の
貢
献
と
'
現
在
の
辞
賦
研
究
の
課
題
と
を
考
え
合

わ
せ
る
に
､
ま
こ
と
に
適
切
な
テ
ー
マ
と

い
え
よ
う
｡
賓
-
あ
る
討

論
と
交
流
が
'
今
か
ら
待
た
れ
て
な
ら
な
い
｡

八
篇

･
論
文
三
七
三
篇
を
集
め
'
そ
の
う
ち
著
書
三
四
篇

･
論
文
二
五
六

篇
に
提
要
を
付
す
｡
冒
頭
に
収
め
ら
れ
た
簡
氏
の
総
評
は
､
第
四
回
国
際

節
就
学
学
術
研
討
合
で
蔑
表
さ
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同

l
内
容
で
あ
る
｡

黄
霧
圭
編
'
寧
俊
紅
著

『二
〇
世
紀
中
隊
古
代
文
学
研
究
史

･
散
文

巻
』
(中
国
出
版
集
圏
東
方
出
版
中
心
､
二
〇
〇
六
)
は
'
上
下
二
編
に

分
か
れ
'
上
編
は
通
常
い
う
と
こ
ろ
の
散
文
の
研
究
史
で
あ
る
が
'
下
編

(二
九

〟
-
四
四
〇
頁
)
が

｢二
〇
世
紀
中
国
賦
腰
文
学
研
究
史
｣
に
あ

て
ら
れ
､
主
な
著
作
･
論
文
を
取
-
あ
げ
論
評
し
て
い
る
｡

[附
記
]

本
来
'
本
稿
の
よ
う
な
研
究
史
の
絶
括
と
展
望
は
'
自
ら
の
手
で
研
究

論
著
目
録
を
編
纂
し
た
後
に
書
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
､
筆
者
の

怠
惰
の
故
に
､
数
年
に
一
度
の
研
討
合
を
通
し
て
見
た
概
括
的
な
論
述
に

と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
｡
た
だ
'
近
年
に
お
け
る
研
究
成
果
の
急
速
な
将

加
を
背
景
に
'
中
国
で
は
'
そ
れ
ま
で
の
研
究
を
論
評
し
た
著
作
や
'
詳

細
な
研
究
論
者
目
録
が
相
次
い
で
作
成
さ
れ
て
お
-
､
本
稿
の
執
筆
も
そ

れ
ら
に
大
き
-
助
け
ら
れ
た
｡

零
松
林
圭
編

『辞
賦
大
鮮
典
』
(前
掲
)
に
は
'
｢前
腕
研
究
論
著
索

引
｣
(王
琳

･
孫
之
梅
編
)
を
付
し
､

一
九
九
三
年
ま
で
に
馨
表
さ
れ
た

も
の

(楚
鮮

･
屈
原
研
究
を
も
含
む
)
を
収
録
し
て
い
る
｡
野
象
は
中
国

大
陸
の
ほ
か
､
童
潜

･
香
港

･
日
本
に
も
及
び
'
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
､

論
著
目
録
と
し
て
は
も
っ
と
も
完
備
し
た
も
の
で
あ
る
｡

簡
宗
梧
主
編

『近
五
年

(
一
九
九

°
-
一
九
九
五
)
中
外
賦
撃
研
究
評

述
』
(前
掲
)
は
､
封
象
と
な
っ
た
五
年
間
の
'
辞
朕
に
関
す
る
著
書
三
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