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ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
と
東
洋
哲
学
研
究

所
の
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、「
水
と
宮
殿
の
都
」
サ
ン
ク
ト
ペ

テ
ル
ブ
ル
ク
に
て
開
催
さ
れ
ま
す
こ
と
を
、
心
か
ら
お
祝
い
申

し
上
げ
ま
す
。

一
九
九
六
年
、
貴
研
究
所
と
私
が
創
立
し
た
東
洋
哲
学
研
究

所
が
学
術
交
流
協
定
を
交
わ
し
て
以
来
、
両
研
究
所
は
幾
重
に

も
交
流
の
歴
史
を
刻
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
貴
研

究
所
が
所
蔵
さ
れ
る
門
外
不
出
の
ペ
ト
ロ
フ
ス
キ
ー
本
を
は
じ

め
と
す
る
珠
玉
の
法
華
経
写
本
を
展
示
し
て
、
一
九
九
八
年
に

東
京
に
て
開
催
し
た
「
法
華
経
と
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
展
に
お
き

ま
し
て
は
、
貴
研
究
所
の
皆
様
の
多
大
な
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
ま
し
た
こ
と
を
、
改
め
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

「
法
華
経
と
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
展
に
出
展
し
て
く
だ
さ
っ
た

法
華
経
写
本
の
一
つ
一
つ
を
拝
見
し
た
と
き
の
感
動

―
経
典

が
宇
宙
根
源
の
リ
ズ
ム
を
奏
で
つ
つ
躍
動
し
、
そ
の
魂
の
輝
き

を
放
っ
て
い
る
姿
は
、
私
の
胸
中
に
終
生
深
く
刻
ま
れ
て
離
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
展
は
、
そ
の
後
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

ド
イ
ツ
で
も
開
催
し
、
高
い
評
価
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
ま
た

昨
年
は
、
貴
研
究
所
が
所
蔵
さ
れ
る
西
夏
文
法
華
経
の
写
本
・

刊
本
を
、
西
夏
文
「
妙
法
蓮
華
経
」
―
写
真
版
（
鳩
摩
羅
什
訳
対

メ
ッ
セ
ー
ジ

池
田
大
作

ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
と
の
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
よ
り



照
）
と
し
て
創
価
学
会
か
ら
発
刊
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
も
重

ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

交
流
協
定
よ
り
満
十
年
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
の
共
同

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
実
り
多
き
も
の
と
な
る
こ
と
を
念
願
し
て
お

り
ま
す
。

な
お
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
を
記
念
し
て
、
私
の
著
書

を
中
心
に
約
二
百
二
十
冊
の
書
物
を
、
東
洋
哲
学
研
究
所
ロ
シ

ア
・
セ
ン
タ
ー
内
の
「
池
田
文
庫
」
に
補
充
し
た
こ
と
を
ご
報

告
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

ロ
シ
ア
の
加
盟
以
来
、
初
の
議
長
国
と
し
て
開
催
さ
れ
た
本

年
七
月
の
サ
ミ
ッ
ト
の
大
成
功
の
報
に
接
し
て
、
私
は
、
今
を

去
る
三
十
二
年
前
の
一
九
七
四
年
九
月
、
世
界
の
貴
重
な
文
化

都
市
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
を
初
め
て
訪
問
し
た
折
の
こ
と

を
懐
か
し
く
思
い
起
こ
し
ま
し
た
。

凶
暴
な
る
ナ
チ
ス
が
貴
市
を
地
上
か
ら
殲
滅
し
よ
う
と
、
九

百
日
に
も
及
ぶ
猛
攻
を
加
え
た
日
々
。
市
民
は
多
大
な
犠
牲
を

強
い
ら
れ
な
が
ら
、
断
じ
て
屈
せ
ず
、
勝
利
を
勝
ち
取
ら
れ
た

の
で
す
。
こ
の
中
で
、
貴
研
究
所
の
幾
人
も
の
学
者
が
、
法
華

経
写
本
を
含
む
多
数
の
貴
重
な
文
献
を
死
守
す
る
た
め
、
そ
の

上
に
う
つ
ぶ
し
て
殉
じ
て
い
か
れ
た
事
実
は
、
人
類
の
歴
史
に

永
遠
に
顕
彰
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

尊
き
犠
牲
と
な
ら
れ
た
四
十
七
万
五
千
人
も
の
市
民
が
眠
る

「
ピ
ス
カ
リ
ョ
フ
墓
地
」
を
訪
れ
た
折
の
こ
と
、
私
た
ち
が
献
花

す
る
前
に
、
す
で
に
多
く
の
花
束
が
供
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

特
に
何
か
の
記
念
日
で
も
な
い
の
に
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
人
が

墓
参
に
訪
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
、

こ
こ
に
も
確
か
に
、
戦
争
を
憎
み
、
平
和
を
祈
る
人
々
が
数
多

く
い
る
こ
と
を
強
く
実
感
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
平

和
を
希
求
す
る
名
も
な
い
庶
民
の
こ
の
願
い
を
断
じ
て
無
に
し

て
は
な
ら
な
い
と
の
決
意
が
、
今
日
に
至
る
私
の
行
動
の
原
点

の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
人
類
的
課
題
と
宗
教
」

を
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
お
り
ま
す
。
論
題
は
、
法
華
経
、
仏
教
、

儒
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
ま
で
を
含
む
各
宗
教
が
、
今
日
、
人
類

が
直
面
す
る
平
和
、
環
境
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
等
の
課
題
に
い
か
に

取
り
組
む
べ
き
か
に
及
ん
で
お
り
ま
す
。

二
十
一
世
紀
に
入
っ
た
今
日
も
、
五
年
前
の
ア
メ
リ
カ
で
勃

発
し
た
同
時
多
発
テ
ロ
を
は
じ
め
と
し
て
、
世
界
各
地
で
テ
ロ
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が
頻
発
し
て
い
ま
す
。「
暴
力
と
憎
悪
」
の
連
鎖
は
と
ど
ま
る
と

こ
ろ
を
知
ら
ず
、
人
類
を
核
を
使
っ
た
紛
争
、
テ
ロ
、
戦
争
の

恐
怖
に
ま
で
陥
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
テ
ロ
、
紛
争
等
の

「
直
接
的
暴
力
」
の
背
景
に
は
広
大
な
「
構
造
的
暴
力
」
が
あ
り

ま
す
。
極
度
の
貧
困
と
飢
餓
、
人
種
、
民
族
、
文
化
、
宗
教
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
及
ぶ
差
別
、
人
権
抑
圧
か
ら
多
く
の
難
民
を
生

み
出
し
、
地
球
次
元
で
の
環
境
破
壊
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
ま
す
。

私
の
恩
師
で
あ
る
戸
田
城
聖
第
二
代
会
長
は
、
か
つ
て
、
こ

の
よ
う
に
述
べ
ま
し
た
。

「
仏
教
は
、
人
類
の
た
め
、
全
世
界
の
民
衆
の
幸
福
の
た
め

の
大
法
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
人
類
の
か
か
え
る
課
題
の
一
つ
一

つ
は
、
そ
の
ま
ま
仏
教
者
の
避
け
が
た
い
テ
ー
マ
と
な
る
は
ず

で
あ
る
」
と
。

さ
ら
に
ま
た
、
私
が
信
奉
す
る
日
蓮
大
聖
人
は
、『
立
正
安
国

論
』
と
い
う
著
作
の
中
で
、「
一
身
の
安
堵
を
思
わ
ば
先
ず
四
表

の
静
謐
を
祷
ら
ん
者
か
」（
創
価
学
会
版
『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』

三
一
頁
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。

今
日
、
人
類
が
直
面
す
る
課
題
の
克
服
は
、
仏
教
の
み
な
ら

ず
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
共
通
な
る
目
標
で
あ
り
ま
す
。
二
十
一

世
紀
に
お
い
て
宗
教
が
、
平
和
と
共
生
の
地
球
社
会
を
建
設
す

る
源
泉
と
な
り
う
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
分
断
と
対
立
を
招
く

負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て
し
ま
う
の
か

―
。

人
間
生
命
の
中
に
は
、
暴
力
性
、
憎
悪
、
貪
欲
、
エ
ゴ
イ
ズ

ム
と
い
っ
た
�
悪
の
力
�
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
と
拮
抗
す
る
非

暴
力
、
慈
悲
、
欲
望
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
利
他
心
な
ど
の
�
善

の
力
�
が
内
包
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
宗
教
の
本
来
の
目
的
は
、

こ
れ
ら
の
善
の
力
を
開
発
し
、
強
力
に
顕
在
化
さ
せ
つ
つ
、
人

間
と
人
間
、
人
間
と
社
会
、
そ
し
て
人
間
と
大
自
然
を
結
び
、

人
類
の
平
和
と
幸
福
を
創
出
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
故
に
各
宗
教
が
協
力
し
あ
い
、
現
代
文
明
を
取
り
巻
く

分
断
と
破
壊
の
�
悪
の
力
�
を
打
破
す
る
た
め
に
、
人
間
的
使

命
の
連
帯
を
広
げ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
人
々
の
生
命
の

内
奥
か
ら
共
生
と
創
造
に
輝
く
�
善
の
力
�
を
引
き
出
す
宗
教

間
の
「
対
話
」
こ
そ
が
、
未
来
に
生
き
ゆ
く
青
年
た
ち
の
た
め

に
人
類
社
会
の
進
む
べ
き
王
道
を
開
拓
し
て
い
く
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。
特
に
今
日
の
人
類
を
取
り
巻
く
状
態
に
各
宗
教
が
深
く

か
か
わ
っ
て
い
る
以
上
、「
宗
教
間
対
話
」
こ
そ
、「
文
明
間
対

話
」
の
主
軸
と
し
て
の
役
割
を
厳
然
と
担
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
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な
り
ま
せ
ん
。

人
類
の
平
和
と
共
生
を
目
指
し
て
、
宗
教
の
担
う
べ
き
社
会

的
、
人
類
的
使
命
を
論
議
さ
れ
る
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
両

国
の
文
化
、
学
術
へ
の
貢
献
の
み
な
ら
ず
、
二
十
一
世
紀
の
文

明
社
会
を
照
ら
し
出
す
「
英
知
の
光
源
」
と
な
る
こ
と
を
期
待

し
て
お
り
ま
す
。

（
い
け
だ
　
だ
い
さ
く
／
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
会
長
）


