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研究　東洋

　

一
昨
年
、
当
研
究
所
は
設
立
十
周
年
を
迎
え
、
本
年
度
は
新
た
な
る
十
年
へ
向
け
た
確
か
な
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
出
来
た
。
思

い
返
せ
ば
、
世
界
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
猛
威
を
ふ
る
い
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
延
期
に
な
る
な
ど
、
誰
も
予
想
し
な
か
っ

た
未
曾
有
の
事
態
に
人
類
は
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
研
究
所
も
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、
創
意
工
夫
を
重
ね
な
が
ら
、
オ
ン
ラ
イ

ン
に
よ
る
研
究
会
の
実
施
、
動
画
に
よ
る
研
究
会
の
発
信
な
ど
、
新
し
い
取
り
組
み
に
も
果
敢
に
挑
戦
し
た
。

　

特
に
注
力
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
部
門
単
位
で
行
っ
て
来
た
研
究
活
動
を
集
大
成
し
、
教
育
に
還
元
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
催

し
た
部
門
間
対
話
企
画
「
人
間
力
を
め
ぐ
る
対
話
―
東
西
の
思
想
か
ら
考
え
る
『
人
間
力
』
―
」
で
あ
る
。
第
一
回
は
東
日
本
大
震
災

か
ら
九
年
目
と
な
る
三
月
十
一
日
に
開
催
し
、
本
学
健
康
社
会
戦
略
研
究
所
所
長
の
石
井
正
三
先
生
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
て
、「
人
間
と

は
何
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
た
。
第
二
回
で
は
作
家
の
村
上
政
彦
先
生
、
脳
科
学
者
の
中
野
信
子
先
生
を
ゲ
ス
ト

に
、「
人
間
力
を
鍛
え
よ
う
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
闊
達
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
部
門
間
対
話
企
画
は
全
三
回
を
予
定
し
、

第
一
回
の
企
画
内
容
は
本
紀
要
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
は
い
つ
収
束
す
る
の
か
、
誰
も
予
想
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
。
部
門
間
対
話
企
画
を
通
し
て
見
え
て
き
た
こ
と
は
、
危
機
の
時
代
に
こ
そ
「
人
間
力
」
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
部
門
間
対
話
企
画
で
は
東
洋
思
想
に
通
底
す
る
人
の
生
き
方
を
語
り
合
っ
た
。
東
洋
思
想
は
真
理
の
追
究
に
先
立
ち
、
ま
ず
人
の

生
き
方
を
教
え
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
大
学
教
育
に
お
い
て
人
間
力
を
育
成
す
る
に
は
東
洋
思
想
に
学
ぶ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

東
洋
思
想
で
は
困
難
に
直
面
し
た
時
、最
も
大
切
な
の
は「
負
け
な
い
心
」で
あ
る
と
教
え
て
い
る
。仏
教
で
は「
能
忍
」、儒
学
で
は「
不

惑
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
何
事
に
も
動
じ
な
い
心
の
強
さ
、
言
い
換
え
れ
ば
「
負
け
な
い
心
」
が
人
間
力
の
土
台
と
な
る
。
第
一
回

の
部
門
間
対
話
企
画
で
は
、「
心
の
復
興
か
ら
防
災
を
考
え
る
」
と
い
う
項
目
に
つ
い
て
も
議
論
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
ど
の
研

究
部
門
も
共
通
し
て
、
最
後
は
人
間
の
心
の
あ
り
方
が
復
興
に
直
結
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。

発
刊
に
よ
せ
て
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先
の
見
え
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、
死
活
的
に
重
要
な
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
政
治
改
革
や
経
済
活
動
の
見
直
し
で
は
な
い
。
ま
た
、

過
去
の
反
省
や
道
徳
の
啓
発
な
ど
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
取
り
組
み
が
無
意
味
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

こ
れ
ら
は
皆
、
自
分
自
身
の
根
源
的
な
変
革
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
他
律
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、

ど
ん
な
状
況
に
も
振
り
回
さ
れ
な
い
、
真
に
自
律
し
た
精
神
が
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、
何
が

あ
っ
て
も
「
負
け
な
い
心
」
の
確
立
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

人
間
の
財
産
に
は
、
金
銭
的
な
も
の
、
身
体
的
な
も
の
、
精
神
的
な
も
の
、
大
別
し
て
こ
の
三
種
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
精
神
的
な

財
産
、
い
わ
ば
「
心
の
財
」
が
最
も
大
事
で
あ
る
。
世
の
中
は
全
て
移
ろ
う
も
の
だ
。
そ
し
て
、
金
銭
や
健
康
は
死
ん
だ
ら
終
わ
り
で

あ
る
。
永
遠
不
滅
の
財
産
は
心
の
財
し
か
な
い
。「
負
け
な
い
心
」
と
い
う
永
遠
不
滅
の
財
産
を
持
っ
た
人
は
、
常
に
希
望
に
溢
れ
て

い
る
。
行
き
詰
ま
っ
て
も
行
き
詰
ま
ら
な
い
。
倒
れ
て
も
倒
れ
な
い
。

　
「
哲
学
不
在
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
昨
今
、
科
学
技
術
の
革
新
や
経
済
の
成
長
に
対
し
て
、
思
想
や
哲
学
の
価
値
は
軽
視
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
に
あ
っ
て
、
コ
ロ
ナ
禍
を
き
っ
か
け
に
、
人
間
の
原
点
で
あ
る
心
の
大
切
さ
に
気
付
か
さ
れ
た
人
も
多
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

当
研
究
所
も
コ
ロ
ナ
禍
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
決
意
も
新
た
に
歩
み
を
進
め
て
参
り
た
い
。
そ
し
て
、
研
究
所
の
使
命
で
あ
る
建
学

の
精
神
の
深
化
と
教
育
へ
の
還
元
を
目
指
し
、
設
立
二
十
周
年
の
次
な
る
佳
節
を
見
据
え
、
さ
ら
な
る
挑
戦
を
続
け
て
い
く
所
存
で
あ

る
。

　
　

令
和
三
年
二
月




