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昭
和
四
十
一
年
度
第
二
回
研
究
会
（
五
月
二
四
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
▼
テ
ー
マ
「
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
報
告
者
　
池
上
　
　
淳
氏

報
告
要
旨
　
拙
著
「
国
家
独
占
資
本
主
義
論
」
　
（
一
九
六
五
年
第
一
刷
、

有
斐
閣
）
の
塘
二
刷
が
出
版
さ
れ
た
の
を
機
会
に
当
経
済
学
会
で
拙
著

の
主
張
を
御
倹
討
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
関
係
各
位
に
厚
く
御
礼

を
中
し
上
げ
ま
す
。

　
拙
著
に
対
す
る
最
も
ま
と
ま
っ
た
書
評
と
し
て
は
北
田
芳
治
東
経
大

吻
教
授
の
そ
れ
（
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
昭
和
四
十
年
九
月
七
日
号
）
が
あ
る

が
、
氏
は
、
こ
の
書
物
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
第
一
に
、
　
「
プ
ル
ク
ス
主

義
の
側
か
ら
積
極
的
に
国
家
独
占
資
本
主
義
の
全
体
像
を
あ
き
ら
か
に

す
る
試
み
」
で
あ
り
、
塘
二
に
、
国
家
独
占
費
本
主
義
を
「
生
産
力
の

発
展
に
適
応
し
た
新
し
い
生
産
関
係
」
と
み
る
「
適
応
理
論
」
を
生
産

力
説
の
系
譜
と
視
定
し
た
こ
と
、
塘
三
に
、
国
家
の
径
済
へ
の
介
入
を
、

土
台
・
上
部
構
遣
の
相
互
作
用
の
中
で
把
握
し
よ
う
と
し
て
「
経
済
学

に
お
け
る
国
家
の
範
曉
」
を
解
明
し
、
階
級
対
立
の
反
映
と
し
て
の
国

家
権
力
と
権
力
機
関
維
持
の
た
め
の
土
台
へ
の
反
作
用
を
資
本
主
義
的

　
　
　
　
学
　
　
界
　
　
動
　
　
向

生
産
関
係
の
強
化
の
過
程
で
合
法
則
的
に
つ
か
ま
え
た
こ
と
、
第
四
に
、

こ
の
階
級
対
立
を
中
心
と
し
た
諸
矛
盾
が
帝
国
主
義
段
階
と
全
般
的
危

機
を
通
じ
て
国
家
の
土
台
へ
の
反
作
用
に
い
か
な
る
特
徴
を
あ
た
え
る

か
と
い
う
観
点
か
ら
国
家
独
占
資
本
主
義
を
と
ら
え
た
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
本
質
を
「
す
で
に
生
産
力
の
性
怜
に
照
応
し
な
く
な
っ
た
資
本
主

義
的
生
産
関
係
を
暴
力
的
に
維
持
」
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
支
配
体

制
と
矛
盾
を
よ
り
激
化
さ
せ
る
過
程
を
え
が
ぎ
だ
し
た
こ
と
を
あ
げ
て

お
ら
れ
る
。

　
著
者
と
し
て
は
、
こ
れ
だ
げ
正
確
に
本
書
の
意
図
を
分
析
し
て
頂
い

た
こ
と
に
対
し
、
心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
表
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
が
、
も
し
若
干
の
蛇
足
を
っ
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
と
す
る

た
ら
ぼ
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
二
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
点
は
、
北
田
助
教
授
の
拙
著
に
対
す
る
批
判
の
部
分
と
関
連
す

る
の
で
あ
る
が
、
先
の
書
秤
で
「
国
独
資
の
も
と
に
お
け
る
資
本
主
義

の
総
矛
盾
の
展
開
が
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ヨ
ン
の
問
題
に
籏
少
化
さ
れ
て

い
な
い
か
、
ひ
い
て
は
、
上
部
構
迭
の
土
台
へ
の
反
作
用
が
国
家
の
経

済
的
力
能
｝
」
こ
れ
ま
た
倭
少
化
さ
れ
て
い
な
い
か
、
さ
ら
に
ひ
い
て
は
、

国
家
独
占
貧
本
主
義
成
立
を
直
接
に
規
定
す
る
要
因
で
あ
る
全
般
的
危

機
と
の
関
連
で
国
独
資
の
全
体
像
を
え
が
く
と
い
う
点
の
意
識
が
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
　
（
三
五
三
）
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ら
か
稀
薄
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
若
ｆ
言
及
し
て
み
た
い
。

　
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
に
重
点
が
ゆ
き
す
ぎ
た
印
象
を
あ
た
え

た
の
は
た
し
か
に
私
自
身
が
非
常
に
多
く
の
材
料
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
合
同
経
済
委
員
会
の
資
料
か
ら
得
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
し

か
も
、
い
わ
ゆ
る
ク
リ
ー
ピ
ン
グ
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
関
心
が
集
中
し
て
い
た
時
期
の
資
料
で
あ
っ
た
と
い
う
制
約

の
反
映
で
あ
る
。
た
し
か
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
資
本
主
義
の
危

機
が
財
政
的
危
機
と
一
体
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
国
家
独
占
資
木
主
義

の
諸
矛
盾
の
う
ち
、
最
も
典
型
的
な
も
の
の
一
っ
で
あ
る
が
こ
れ
だ
げ

で
す
べ
て
を
っ
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
今
日
、
国
民
経
済
全

体
の
合
理
化
政
策
と
し
て
の
成
長
政
策
や
、
開
発
政
策
が
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
と
と
も
に
、
企
業
の
合
理
化
を
押
し
す
す
め
る
積
粁
と
な
り
、

ま
た
、
国
有
産
業
や
、
そ
の
公
共
企
業
体
方
式
で
の
運
営
等
が
い
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

る
な
義
を
も
っ
か
、
ま
た
、
上
部
構
迭
そ
の
も
の
の
中
核
で
あ
る
軍
隊

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
官
僚
制
度
に
っ
い
て
も
必
要
な
限
り
の
言
及
を
す
る
べ
き
で
あ
っ
た

ろ
う
。

　
総
じ
て
、
現
代
狩
木
主
義
の
諦
矛
所
の
克
服
系
の
体
系
に
は
言
及
し

た
っ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
因
家
の
維
済
活
動
に
重
点
が
ゆ
き
す
ぎ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二
　
（
三
五
四
）

こ
れ
を
体
制
的
に
支
え
て
い
る
軍
隊
と
官
僚
制
度
の
分
析
が
不
足
し
た

の
は
事
実
で
あ
っ
た
。

　
上
部
構
造
の
問
題
を
国
家
以
外
の
も
の
と
の
関
連
で
説
く
こ
と
は
能

力
の
限
界
を
こ
え
て
い
た
の
で
、
辛
う
じ
て
ロ
ス
ト
ウ
の
思
想
政
策
を

述
べ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
全
般
的
危
機
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
立
命
館
大
学
経
済
学
会
の
席
上
、

建
林
教
授
か
ら
も
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
が
、
現
代
帝
国
主

義
の
国
際
的
な
体
制
全
体
の
中
で
、
国
家
独
占
資
本
主
義
を
位
置
づ
げ

る
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
著
「
ア

メ
リ
ヵ
帝
国
主
義
」
　
（
労
働
経
済
杜
一
九
六
五
年
）
に
お
い
て
あ
る
程

度
の
解
明
を
加
え
た
に
と
ど
ま
る
。

　
ま
た
、
北
田
助
教
授
は
、
と
く
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
い
わ

ゆ
る
農
業
問
題
と
「
低
開
発
国
」
問
題
と
の
関
連
が
不
十
分
に
し
か
言

及
で
き
て
い
な
い
こ
と
も
本
書
の
欠
陥
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
多
く
の
欠
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
書
物
で

私
が
述
べ
よ
う
と
し
た
基
本
的
な
主
張
は
、
大
略
に
お
い
て
は
展
開
さ

れ
て
お
り
、
今
後
の
発
展
に
と
っ
て
の
「
踏
石
」
と
し
て
の
意
義
を
私

〔
身
に
と
っ
て
も
依
然
と
し
て
失
っ
て
い
な
い
。

　
節
二
は
、
こ
の
書
物
で
、
私
の
用
い
た
経
済
分
析
の
方
法
に
関
す
る



も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
と
そ
こ
か
ら
発
生
す

る
階
級
的
対
立
を
は
じ
め
と
す
る
諸
矛
盾
、
そ
の
反
映
ま
た
は
克
服
策

と
し
て
の
国
家
権
力
の
土
台
へ
の
反
作
用
を
合
法
則
的
に
と
ら
え
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
点
は
い
っ
て
み
れ
ぱ
「
あ
た
り
前
の
こ
と
」

な
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
日
本
の
経
済
学
界
で
は
か
な
ら
ず
し
も
当
り

前
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
日
本
資
木
主
義
分
析
の
論
争
史
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
野
呂
栄
太

郎
を
除
い
て
は
、
多
く
の
論
者
は
た
し
か
に
日
本
資
本
主
義
の
　
「
構

造
」
と
特
殊
な
型
を
と
ら
え
よ
う
と
は
し
た
が
、
こ
の
「
構
造
」
は
大

抵
の
場
合
、
外
国
資
本
主
義
と
の
比
較
の
中
で
特
徴
づ
け
ら
れ
た
諸
範

晴
問
の
相
互
関
係
と
し
て
規
定
さ
れ
、
例
え
ば
農
村
に
お
げ
る
高
率
小

作
料
と
都
市
に
お
け
る
低
賃
金
労
働
と
が
相
互
補
足
的
、
相
互
依
存
的

な
関
係
に
あ
る
こ
と
白
体
が
一
っ
の
「
構
造
」
を
形
成
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
構
造
」
は
、
全
般
的
危
機
等
々
の
歴
史
的
諸
条
件

の
も
と
で
「
崩
壊
」
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

級
閉
争
の
発
展
等
々
の
あ
る
与
え
ら
れ
た
具
体
的
歴
史
的
な
諸
条
件
の

下
で
か
か
る
「
相
互
補
足
的
」
関
係
は
そ
の
均
衡
を
破
ら
れ
、
崩
壊
し

て
ゆ
く
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

　
こ
の
分
析
方
法
の
中
心
的
な
視
角
は
、
経
済
的
な
諸
範
晴
問
の
均
衡

と
相
互
依
存
関
係
に
重
点
を
お
い
て
「
構
造
」
を
把
握
し
、
か
か
る
均

衝
関
係
が
あ
る
政
治
的
た
、
ま
た
は
、
具
体
的
、
歴
史
的
な
諸
条
件
の

下
で
、
す
な
わ
ち
、
　
「
外
部
か
ら
の
衝
撃
」
に
よ
っ
て
崩
壌
す
る
と
想

定
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
場
合
に
注
目
す
べ
き
は
、
経
済
的
な
諸

範
晴
の
分
析
か
ら
当
然
に
結
論
さ
れ
る
べ
き
諸
階
級
間
の
闘
争
、
た
と

え
ぼ
農
村
に
お
げ
る
地
主
と
小
作
人
、
都
市
に
お
け
る
資
本
家
と
労
働

者
と
い
っ
た
よ
う
な
対
立
関
係
、
ま
た
、
都
市
と
農
村
と
の
対
立
と
い

う
資
本
主
義
の
生
み
だ
す
絶
対
的
な
聞
争
性
に
重
点
が
お
か
れ
た
上
で
、

こ
の
目
本
資
本
主
義
の
総
矛
盾
の
発
展
と
、
矛
盾
の
特
殊
性
の
反
映
と

し
て
の
国
家
権
力
や
上
部
構
造
が
分
析
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
上
部
構
造
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

土
台
へ
の
反
作
用
の
結
果
と
し
て
の
み
相
対
的
、
一
時
的
に
均
衡
関
係

、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

が
外
見
上
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
観
点
は
全
く
み
ら
れ
な
い
こ
と

で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
方
法
論
上
の
根
本
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
日
本
資
本
主
義
分
析
ば
か
り
で
は
な
い
。

　
わ
が
国
の
財
政
学
界
に
お
い
て
も
永
ら
く
の
問
、
財
政
学
方
法
論
は
、

国
家
の
経
済
的
機
能
そ
の
も
の
を
国
民
経
済
の
再
生
産
過
程
に
お
げ
る

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

一
均
衡
要
因
ま
た
は
、
再
生
産
の
一
要
素
と
み
て
、
国
家
権
力
と
し
て

の
本
性
は
、
こ
の
経
済
的
機
能
の
外
部
に
あ
っ
て
、
こ
の
均
衡
を
破
壊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三
　
（
三
五
五
）



戸
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す
る
要
因
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。

　
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
民
所
得
。
の
再
分
配
が
日
々
お
こ
な
わ
れ
る

こ
と
を
知
っ
て
は
い
る
が
、
こ
の
現
象
を
そ
の
ま
ま
と
ら
え
て
、
国
民

所
得
と
政
府
部
門
の
関
係
を
「
構
造
的
」
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
、

ど
う
し
て
も
ヶ
イ
ン
ズ
流
の
政
府
部
門
把
握
に
近
づ
く
こ
と
に
な
り
、

場
合
に
よ
れ
ぱ
Ｌ
・
マ
・
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
議
論
の
次
元
に
ま
で
お
り
て

い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
ず
、
「
国
家
は
階
級
対
立
の
非
和
解
性
の
産
物
」

で
あ
る
と
主
張
し
つ
つ
、
し
か
も
「
経
済
的
機
能
」
を
分
析
す
る
段
に

な
る
と
、
上
部
構
造
の
土
台
へ
の
反
作
用
と
い
う
観
点
を
抜
き
に
し
て

「
国
家
の
経
済
的
力
能
」
の
み
を
と
り
だ
す
傾
向
が
っ
よ
か
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
そ
の
方
法
論
上
の
誤
り
に
も
か
か
わ

ら
ず
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
発
展
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な

貢
献
を
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
大
き
な
弱
点
を
持
っ
て
い
る
だ
け
に
、

戦
前
か
ら
労
農
派
に
よ
る
攻
撃
の
的
と
た
り
、
特
殊
な
　
「
型
」
　
に
は

「
資
本
主
義
発
展
の
一
般
法
則
」
を
対
置
さ
れ
て
、
あ
げ
足
を
と
ら
れ
、

ま
た
、
戦
後
は
、
最
近
の
一
速
の
構
造
改
革
論
の
登
場
が
示
し
た
よ
う

に
、
国
家
の
「
権
力
性
」
と
「
公
共
性
、
ま
た
は
経
済
性
」
を
切
り
離

し
、
後
者
を
絶
対
視
し
て
「
再
生
産
の
一
要
素
と
し
て
の
国
家
」
と
い
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（
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五
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）

う
「
構
造
的
」
把
握
を
系
統
的
に
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
た
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
あ
る
人
々
は
、
経
済
学
そ
の
も
の
を
階
級
対
立
を
激
化
さ

せ
ず
に
は
い
な
い
経
済
的
利
害
の
敵
対
的
対
立
の
根
底
を
さ
ぐ
る
も
の

と
し
て
で
は
な
く
、
資
本
主
義
を
あ
た
か
も
永
遠
な
る
も
の
と
し
て
と

ら
え
、
循
環
的
運
動
を
く
り
か
え
す
も
の
の
ご
と
く
あ
っ
か
う
と
い
う

方
法
論
に
、
よ
っ
て
、
先
の
「
構
造
的
」
把
握
を
資
本
主
義
分
析
の
次
元

か
ら
、
一
般
的
な
維
済
学
の
次
元
に
ま
で
引
き
お
ろ
し
、
経
済
学
そ
の

も
の
を
変
質
さ
せ
て
し
ま
お
う
と
考
え
た
。

　
目
本
の
経
済
学
の
歴
史
の
上
で
、
生
産
関
係
の
分
析
を
階
級
的
利
害

の
衝
突
の
次
元
に
ま
で
高
め
、
更
に
そ
の
反
映
と
し
て
の
上
部
構
造
が

土
台
に
反
作
用
す
る
と
い
う
運
動
の
中
で
、
杜
会
構
成
体
一
般
や
、
各

国
資
本
主
義
分
析
を
試
み
た
科
学
的
な
方
法
論
は
、
河
上
肇
の
「
資
本

論
入
門
」
や
、
野
呂
栄
太
郎
の
「
日
本
資
本
主
義
発
達
史
」
の
中
に
は

っ
き
り
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
私
は
こ
の
方
法
論
を
復
活
さ

せ
て
国
家
独
占
貧
本
主
義
の
方
法
論
に
全
面
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
白

己
の
課
題
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
の
書

物
は
私
に
と
っ
て
は
、
お
こ
が
ま
し
い
言
い
方
を
許
し
て
い
た
だ
け
る

と
す
れ
ば
、
口
本
の
経
済
学
の
科
学
的
伝
統
の
復
興
の
試
み
で
あ
り
、

私
の
生
涯
に
わ
た
る
研
究
態
度
の
確
定
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。



　
更
に
い
え
ぱ
、
従
来
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
お
げ
る
正
統
的
立

場
が
、
国
家
権
力
の
本
質
を
つ
ね
に
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
と
い
う
成

果
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
経
済
過
程
の
総
運
動
、
総
矛
盾
と
関
係
づ
げ
る

方
向
を
示
す
こ
と
こ
そ
、
本
書
出
版
に
つ
い
て
著
者
に
一
つ
の
使
命
感

を
あ
た
え
つ
づ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
を
も
っ
て
蛇
足
の
結
論
と

し
た
い
。
各
位
の
徹
底
的
な
御
批
判
を
御
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　
（
一
九
六
六
年
六
月
二
〇
目
　
完
）

共
　
同

研
　
究
　
室

七
五
　
（
三
五
七
）


