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『
研
究

東
洋
』
は
、
本
学
儒
学
文
化
研
究
所
『
儒
学
文
化
』
と
東
洋
思
想
研
究
所
『
東
洋
思
想
』
の
研
究
成
果
を
、
新
た
な
形
で
世
に

問
う
も
の
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
。『
儒
学
文
化
』
は
平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
三
月
、儒
学
の
学
問
的
研
究
だ
け
で
は
な
く
、儒
学
を
政
治
・

経
済
・
法
律
・
文
化
・
社
会
な
ど
を
含
ん
だ
幅
広
い
問
題
意
識
の
中
で
と
ら
え
、
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
発
刊
さ
れ
、
爾
来

十
一
年
の
歩
み
を
刻
ん
で
き
た
。
そ
の
『
儒
学
文
化
』
発
刊
か
ら
十
年
を
経
た
昨
年
に
は
『
東
洋
思
想
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本

学
建
学
の
精
神
で
あ
る
儒
学
を
中
心
に
、
東
洋
思
想
を
よ
り
幅
広
く
考
究
す
る
同
好
の
士
に
よ
る
研
究
会
発
足
を
嚆
矢
と
す
る
本
学
東
洋
思

想
研
究
所
が
発
刊
母
体
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
た
び
両
誌
を
統
合
し
、
学
内
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
斯
界
の
研
究
者
な
ら
び
に
東
洋
の

叡
智
を
深
め
た
い
学
徒
の
賛
同
を
得
て
再
出
発
す
る
も
の
で
あ
る
。

儒
学
を
始
め
と
す
る
東
洋
思
想
は
、そ
の
歴
史
も
永
く
広
大
深
遠
で
あ
る
。そ
し
て
、ア
ジ
ア
圏
に
は
数
多
く
の
国
々
、様
々
な
人
種
・
宗
教
・

社
会
規
範
、
固
有
の
歴
史
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
を
一
朝
一
夕
に
学
ぶ
こ
と
も
即
席
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
日
本
は
東
洋

の
は
じ
っ
こ
＝
極
東
の
島
国
で
あ
り
、
独
自
の
歴
史
・
文
化
・
思
想
を
育
ん
で
き
た
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
も
う
一
度
、
自
分
の
周
り
を
振

り
返
っ
て
み
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
日
本
の
歴
史
を
知
り
、
日
本
人
の
心
を
理
解
す
る
こ
と
が
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
で
生
き

抜
く
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
自
分
が
住
ん
で
い
る
国
の
歴
史
・
文
化
を
大
事
に
し
な
い
で
、
ど
う
し
て
新
し
い
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
世
界
の
た
め
に
役
立
つ
日
本
人
に
な
り
得
る
か
は
日
本
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、
様
々
な
主
義
・
主
張
や
宗
教

を
乗
越
え
、他
国
の
文
化
を
尊
重
し
、世
界
の
た
め
、社
会
の
た
め
、他
人
の
た
め
に
己
を
尽
く
せ
る
心
を
育
む
こ
と
が
教
育
の
役
割
で
あ
る
。

こ
の
『
研
究

東
洋
』
の
一
燈
が
万
燈
と
な
っ
て
国
を
あ
ま
ね
く
照
ら
す
こ
と
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
こ
こ
に
集
う
同
好
の
士
の
活
動

が
広
く
社
会
の
た
め
に
結
実
す
る
こ
と
を
祈
念
し
創
刊
の
辞
と
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
吉
日

創刊によせて


