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研究　東洋

　

東
日
本
国
際
大
学
・
東
洋
思
想
研
究
所
が
発
刊
す
る
本
誌
『
研
究　

東
洋
』
は
、
今
号
で
第
十
号
の
節
目
を
迎
え
た
。

　

東
洋
思
想
の
現
代
的
意
義
を
探
求
す
べ
く
研
究
所
が
設
立
さ
れ
た
の
が
二
〇
〇
九
年
四
月
、
翌
年
の
二
〇
一
〇
年
二
月
に
は
研
究
紀

要
と
し
て
『
東
洋
思
想
』
が
発
刊
さ
れ
た
。
今
、
そ
の
頁
を
め
く
る
と
、
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
韓
国
・
成
均
館
大
学
校
の
錚
々
た
る
教

授
陣
や
香
港
孔
教
学
院
の
院
長
に
よ
る
専
門
的
な
儒
学
論
で
あ
る
。
一
方
で
、
東
日
本
国
際
大
学
の
執
筆
者
の
そ
れ
は
、
文
化
論
的
あ

る
い
は
文
明
論
的
な
趣
き
が
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
当
研
究
所
は
発
足
当
初
か
ら
、
儒
学
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
専
門
研
究
を
重

視
し
つ
つ
、
し
か
も
現
代
的
な
諸
問
題
の
解
決
に
資
す
る
東
洋
の
智
慧
の
発
掘
を
試
み
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
一
年
二
月
、
本
学
儒
学
文
化
研
究
所
（
現
在
は
東
洋
思
想
研
究
所
と
合
併
）
が
発
行
し
て
い
た
『
儒
学
文
化
』
と

『
東
洋
思
想
』
を
統
合
す
る
形
で
、
本
誌
『
研
究　

東
洋
』
が
創
刊
さ
れ
た
。
爾
来
、
専
門
知
と
実
践
知
を
共
に
追
求
す
る
伝
統
を
継

承
し
て
号
を
重
ね
、
様
々
な
課
題
に
直
面
し
な
が
ら
も
前
進
を
続
け
た
結
果
、
今
号
で
十
冊
目
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

創
刊
時
と
比
べ
る
と
、
こ
の
第
十
号
で
は
、
東
洋
思
想
に
か
か
わ
る
専
門
知
の
領
域
が
儒
学
の
み
な
ら
ず
仏
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
に
ま

で
広
が
り
、
実
践
知
の
対
象
も
地
球
文
明
、
ビ
ジ
ネ
ス
、
経
済
シ
ス
テ
ム
、
環
境
教
育
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
う
な
っ
た
の

は
、
研
究
所
の
体
制
が
拡
充
さ
れ
、
儒
学
、
仏
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
西
洋
哲
学
の
四
部
門
体
制
に
な
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
。

　

以
上
の
ご
と
く
、
本
誌
は
研
究
所
の
紀
要
で
は
あ
る
が
、
学
術
的
な
専
門
性
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
多
種
多
様
な
論
考
を
集
成
し
て
今
日

に
至
っ
て
い
る
。
年
を
追
う
ご
と
に
、
い
わ
ば
東
洋
思
想
に
関
す
る
総
合
誌
の
性
格
を
持
っ
て
き
た
よ
う
に
、
私
に
は
見
え
る
。
誰
か

が
指
示
を
し
て
、そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
自
然
と
、そ
う
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、儒
学
や
仏
教
で
重
視
さ
れ
る
「
中
」

の
考
え
方
が
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
中
」
を
尊
ぶ
思
想
は
、「
中
道
」「
中
庸
」「
節
度
」
と
い
っ
た
徳
目
を
掲
げ
る
。
東
洋
の
聖
者
に
限
ら
ず
、西
洋
で
も
古
代
ギ
リ
シ
ャ

の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
が
「
中
庸
」
を
唱
え
て
い
る
。
古
今
東
西
の
英
知
が
「
中
」
の
生
き
方
を
讃
え
て
い
る
。

　

で
は
、「
中
」
と
は
何
か
。
両
極
端
の
真
ん
中
を
行
く
こ
と
か
。
そ
れ
と
も
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
か
。
結
果
的
に
は
、
そ
う
な
る

発
刊
に
よ
せ
て
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発刊によせて

場
合
が
多
い
。
だ
が
、
そ
れ
が
思
想
の
本
質
で
は
な
か
ろ
う
。「
中
」
と
は
「
偏
ら
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
体
性
、
総
合

性
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
全
体
観
、
総
合
的
立
場
に
立
ち
、
と
ら
わ
れ
な
く
、
物
事
を
自
由
自
在
に
判
断
す
る
。
こ
れ
が
「
中
」
の
思

想
的
本
質
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
来
の
「
中
」
は
、
抑
制
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
活
動
的
な
も
の
だ
と
思
う
。
常
に
全
体
観
に
立
っ
て
総
合
的
に
物

事
を
捉
え
、
偏
る
べ
き
と
き
に
は
徹
底
し
て
偏
り
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
べ
き
と
き
に
は
し
っ
か
り
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
。
要
す
る
に
、
す

べ
て
を
生
か
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
智
慧
の
実
践
と
な
る
に
違
い
な
い
。「
中
」と
は「
い
か
な
る
理
念
よ
り
も
人
間
の
智
慧
を
優
先
す
る
」

と
い
う
意
味
で
の
人
間
主
義
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
本
学
が
掲
げ
る
「
人
間
力
」
の
育
成
は
、
こ
う
し
た
人
間
主
義
に
根
ざ
す
も
の
で

あ
り
、
ま
さ
に
中
道
、
中
庸
の
力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

全
体
的
で
総
合
的
な
視
野
か
ら
生
ま
れ
る
自
由
自
在
な
智
慧
、
こ
れ
こ
そ
が
真
に
「
中
」
を
生
き
る
秘
訣
で
あ
ろ
う
。
全
体
性
や
総

合
性
を
身
に
つ
け
る
に
は
、
有
為
転
変
の
日
常
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
深
い
世
界
観
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
古
典
と
呼
ば
れ
る
書
物

に
は
、
確
か
な
世
界
観
が
あ
る
。
人
生
の
全
体
と
い
う
も
の
を
、
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
。

　

た
だ
し
、
古
典
は
じ
っ
く
り
と
読
み
味
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
は
相
変
わ
ら
ず
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
処
世
術
の
知
識
で
溢
れ
か

え
っ
て
い
る
。
孔
子
の
『
論
語
』
や
ブ
ッ
ダ
の
『
ス
ッ
パ
ニ
パ
ー
タ
』
で
さ
え
、
い
ま
や
日
常
の
危
機
を
う
ま
く
切
り
抜
け
る
方
策
と

し
て
語
り
合
わ
れ
て
い
る
。
人
生
の
ご
く
一
部
の
た
め
に
、
優
れ
た
古
典
が
切
り
売
り
さ
れ
る
時
代
な
の
で
あ
る
。

　

本
誌
『
研
究　

東
洋
』
が
、
そ
う
し
た
時
代
の
風
潮
に
流
さ
れ
ず
、
ま
た
狭
い
専
門
性
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
も
な
く
、
人
生
そ
れ
自

体
に
つ
い
て
考
え
る
一
つ
の
機
会
を
読
者
に
提
供
で
き
る
な
ら
ば
、
当
研
究
所
と
し
て
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
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