
批
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介
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時
代
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本
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ζ
L
a
数
年
来
、
中
閣
の
歴
史
皐
界
k
h
z
い
て
最
も
閥
心
を
持
た
れ
、
数
多
く

の
論
文
を
生
ん
だ
研
究
テ
l
マ
の
一
つ
に
、
中
閣
に
お
け
る
「
資
本
主
義
の
萌

芽
」
と
言
う
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
幾
つ
か
は
、
す
で
に
「
歴
史
研
究
」
そ

の
他
の
皐
術
雑
誌
や
単
行
本
に
よ
っ
て
我
々
の
自
に
も
燭
れ
て
い
る
し
、
最
近

出
版
さ
れ
た
「
中
園
史
の
時
代
医
分
」
(
東
大
出
版
曾
)
K
、
田
中
正
俊
民
の
詳

し
い
紹
介
も
あ
る
か
ら
、
も
は
や
研
究
の
封
象
と
し
て
珍
ら
し
い
も
の
で
は
喝
な

く
な
っ
て
い
る
。

た
宮
、

ζ

の
萌
芽
な
る
概
念
は
必
ナ
し
も
科
撃
的
な
内
容
を
奥
え
ら
れ
て
は

い
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
け
れ
と
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
中
園
祉
舎
に
訟
い

て
資
本
主
義
の
萌
芽
が
出
現
し
た
の
は
、
「
明
」
の
嘉
靖
・
隆
慶
・
高
暦
時
代
と

考
え
る
の
が
普
通
の
よ
う
で
あ
っ
て
、

ζ

の
問
題
を
迫
求
す
る
撃
者
た
ち
は
、

時
間
時
の
中
園
祉
舎
が
基
本
的
に
は
ま
だ
封
建
祉
舎
で
あ
っ
た
事
を
認
め
つ
L

も、

そ
の
中
に
言
わ
ば
従
属
的
ウ
ク
ラ
l
ド
と
言
う
型
で
も
っ
て
新
し
い
時
代
の
胎

動
が
見
ら
れ
た
と
考
え
、
そ
れ
ら
の
動
き
を
主
と
し
て
、
付
土
地
の
集
中
と
階

級
分
化
、
口
農
業
生
産
、
国
手
工
業
生
産
、
岡
商
人
及
び
商
業
資
本
の
活
躍
、

国
こ
れ
ら
の
僚
件
の
上
に
展
開
す
る
新
し
い
階
級
闘
争
と
言
う
五
フ
の
方
向
か

ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。

ζ
a
A
K
紹
介
し
よ
う
と
す
る
侍
衣
凌
氏
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
つ
研

究
者
の
一
人
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
基
い
た
研
究
報
告
も
幾
っ
か
渡
表
し
て
い
る
。

侍
氏
は
現
在
度
門
大
事
に
籍
を
b
き
、
ナ
で
に
戦
争
中
に
「
繭
建
佃
農
経
済
史

叢
考
」
を
猿
表
し
て
以
来
、
直
門
大
拳
皐
報
・
文
史
阪
に
「
明
代
江
南
地
主
経

済
新
設
展
的
初
歩
研
究
」
・
「
明
代
江
南
富
戸
経
済
的
研
究
」
そ
の
他
の
諸
論
文

を
設
表
し
て
、
「
明
」
の
後
半
期
に
中
園
批
舎
の
内
部
に
芽
生
え
た
新
し
い
生
産

関
係
の
問
題
に
封
し
て
積
極
的
な
渡
言
を
し
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。

ζ

の
「
明

清
時
代
商
人
及
商
業
資
本
」
な
る
一
書
は
、
偉
氏
の
商
業
方
面
に
か
け
る
見
解

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
記
K
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば、

ζ

お
に
収
め
ら
れ
た
研
究
は
、
一
部
を
除
け
ば
職
争
終
了
後
か
ら
解
放
ま

で
の
数
年
間
の
傍
作
で
あ
っ
て
、
新
し
く
一
新
の
書
物
と
し
て
出
版
す
る
に
あ

た
っ
て
若
干
書
き
改
め
は
し
た
が
、
大
部
分
は
替
の
ま
誌
に
し
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
内
容
を
事
げ
て
・
お
く
と
、

一
、
明
清
時
代
の
商
人
及
び
商
業
資
本
設
展
の
概
述

二
、
明
代
の
徽
州
商
人

三
、
明
代
の
江
蘇
洞
庭
荷
人

四
、
明
代
繭
建
の
海
商

五
、
明
代
の
侠
西
商
人

六
、
清
代
前
期
の
東
南
洋
銅
商

七
、
清
代
前
期
の
度
門
洋
行

の
七
章
か
ら
成
っ
て
お
り
、
再
び
後
記
の
文
章
に
よ
れ
ば
、

ζ

れ
ら
七
章
の
中

新
た
に
書
か
れ
た
の
は
第
一
章
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
ζ

L
に
こ
の
書
物
を

紹
介
す
る
に
際
し
て
は
、
第
二
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
部
分
は
極
く
簡
単
に
内

容
を
記
ナ
に
と

r
め
、
多
く
の
部
分
を
第
一
章
の
た
め
に
制
き
た
い
と
思
う
。

そ
れ
は
輿
え
ら
れ
た
紙
数
K
制
限
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
第
一
章
に
は
商
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人
及
び
商
業
資
本
の
活
動
に
客
観
的
な
後
件
を
輿
え
た
中
園
祉
舎
に
削
到
す
る
分

析
が
行
わ
れ
て
か
り
、
俸
氏
が
本
書
に
か
い
て
追
求
し
た
も
の
は
本
来
前
期
的

商
人
及
び
前
期
的
商
業
資
本
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
著
者
の
頭
の
中
で
は
常

K
新
し
い
祉
品
目
・
生
遂
閥
係
と
の
関
連
の
上
に
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の

部
分
が
傍
民
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
最
も
便
利
な
の
で
は
な
悼
か
と
思

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ナ
第
二
章
で
あ
る
が
、
こ
-
A

で
は
「
明
」
か
ら
「
清
」
に
か
け
て
の
中
関

経
済
界
の
主
導
権
を
採
っ
た
徽
州
商
人
即
ち
有
名
な
新
安
商
人
が
取
り
扱
わ
れ

て
い
る
。
ま
占
y
ζ

の
地
方
が
多
く
の
商
人
を
輩
出
し
た
理
由
と
し
て
土
地
が
少

く
人
が
多
か
っ
た
事
、
地
主
経
済
の
設
展
に
伴
い
高
額
の
租
税
負
惜
聞
が
農
民
を

苦
し
め
、
彼
ら
を
手
工
業
方
面
へ
と
追
い
や
っ
て
手
工
業
生
産
を
盛
ん
に
し
た

事
、
「
宋
・
元
」
以
来
の
中
関
経
済
の
設
展
K
よ
り
市
場
の
開
拓
が
行
わ
れ
物
資

の
移
動
も
指
品
慨
に
な
っ
た
事
、
そ
し
て
徽
州
は
経
端
問
的
中
心
た
る
蘇
・
杭
に
近

く
、
古
く
か
ら
人
々
は
自
ら
の
手
工
業
製
品
を
阪
質
し
て
商
業
上
の
綬
験
を
持

っ
て
い
た
事
な
と
を
事
げ
て
い
る
。
徽
州
荷
人
の
峠
営
業
物
資
と
し
て
遡
・
食
糧
・

木
材
・
総
棉
・
墨
な
ど
が
数
え
ら
れ
る
一
方
、
曲
穴
常
業
を
営
む
者
も
あ
り
「
徽

狗
」
と
云
う
悪
名
が
生
れ
た
。
叉
倉
庫
業
を
経
後
す
る
者
も
い
て
、
そ
の
九
五
図

的
に
庶
い
活
動
範
聞
と
ミ
も
に
彼
ら
の
盛
大
な
商
業
活
動
を
し
の
ば
せ
る
。
こ

の
よ
う
に
徽
州
商
人
が
指
導
的
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
原
因
と
し
て
、
彼
ら

が
資
金
を
死
賊
ナ
る
事
な
く
積
極
的
K
業
務
を
披
張
ナ
る
た
め
に
使
用
し
た
事
、

彼
ら
の
商
業
道
徳
が
す
ぐ
れ
て
高
か
っ
た
事
、
そ
れ
に
活
動
範
闘
が
庚
か
っ
た

事
を
指
摘
す
る
。
叉
彼
ら
の
資
本
は
多
く
宗
族
合
伐
の
型
を
と
る
と
弘
、
も
に
大

戸
か
ら
貸
り
る
事
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
彼
ら
の
活
動
と
郷
族
利
益

と
は
互
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
す
る
。
徽
商
は
時
に
は
直
接
生
産
部
門
に
も
活

隠
す
る
事
も
あ
っ
た
け
れ
と
、
そ
れ
は
例
え
ば
繍
業
・
な
と
の
場
合
で
は
政
府
の

磁
税
収
奪
に
よ
っ
て
夜
展
を
押
え
ら
れ
、
た
め
に
産
業
資
本
へ
の
聴
化
を
妨
げ

ら
れ
た
し
、
そ
の
資
本
は
土
地
資
本
と
結
び
つ
い
て
い
て
商
業
利
潤
を
土
地
に

投
資
す
る
傾
向
を
持
ち
、
そ
れ
が
一
層
大
襲
来
資
本
へ
の
蒋
化
学
}
妨
害
し
た
。
最

後
に
徽
商
資
本
は
官
僚
資
本
と
し
て
の
こ
闘
を
持
ち
閣
家
権
力
の
消
長
と
そ
の

盛
表
を
と
も
に
す
る
も
の
が
あ
っ
た
し
、
そ
の
資
本
は
郷
族
の
聞
に
消
耗
さ
れ

る
事
も
多
く
そ
れ
に
よ
っ
て
封
建
農
村
の
古
い
位
制
を
維
持
す
る
役
割
を
演
じ

た
。
か
く
て
徽
州
商
人
と
そ
の
活
躍
は
封
建
祉
舎
に
一
定
の
分
解
作
用
を
起
し

た
と
は
言
う
も
の
L

、
遂
に
新
し
い
祉
曾
を
生
み
出
す
力
を
持
つ
に
至
ら
な
か

っ
た
と
結
論
す
る
。
な
L
Z
直
接
ζ

れ
K
射
す
る
研
究
と
し
て
日
本
の
撃
界
は
藤

井
宏
氏
の
「
新
安
商
人
の
研
究
」
を
持
っ
て
い
る
。

第
三
章
は
蘇
州
附
近
出
身
の
商
人
に
つ
い
て
述
べ
て
い
て
、
こ
の
地
方
の
商

人
の
中
に
は
徽
州
商
人
と
な
ら
ぶ
大
商
人
と
な
っ
た
者
が
あ
り
、
主
と
し
て
布

商
・
兵
常
業
者
と
し
て
活
躍
し
た
と
言
う
。

綴
い
て
第
四
章
に
は
稲
建
地
方
の
海
商
が
刑
判
象
と
さ
れ
て
・
絞
り
、
外
関
商
人

の
渡
来
を
む
か
え
て
狩
州
・
泉
州
な
と
を
中
心
に
生
紙
'
|
|
銀
の
貿
易
が
活
揖
聞

に
行
わ
れ
、
若
し
こ
の
貿
易
活
動
が
封
建
勢
力
の
妨
害
を
う
け
よ
な
か
フ
た
な
ら

ば
、
資
本
の
原
始
的
蓄
積
を
行
わ
れ
た

r
ろ
う
と
想
像
す
る
。
こ
の
よ
う
な
繭

建
の
貿
易
商
人
た
ち
の
活
動
は
遂
K
傍
統
の
海
禁
政
策
を
撤
回
さ
せ
る
事
に
成

功
し
、
商
人
の
数
も
増
加
す
る
一
方
、
貿
易
の
相
手
も
ヨ

l
ロ
γ

パ
各
園
の
商

人
か
ら
日
本
・
朝
鮮
・
南
洋
方
面
へ
と
抜
大
し
て
行
っ
た
。
か
E
A

る
「
明
L

代

相
建
の
海
商
と
そ
の
資
本
と
は
「
宋
・
元
」
時
代
の
そ
れ
ら
に
く
ら
べ
る
と
一

段
と
進
歩
し
て
自
由
商
人
の
僚
件
を
持
っ
て
い
た
け
れ
と
も
、
や
は
り
封
建
的

地
主
官
僚
階
級
と
の
関
係
は
深
く
、
そ
の
資
本
の
多
く
は
高
利
貸
資
本
か
ら
出

て
お
り
、
更
に
そ
の
経
営
方
式
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
は
牙
商
の
型
を
と
る
者
と
、

鮒
主
と
し
て
自
ら
海
外
に
乗
り
出
す
者
と
に
分
れ
る
。
し
か
し
そ
の
中
に
は
出
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資
者
と
し
て
資
本
を
貧
し
い
商
人
に
貸
奥
し
地
主
階
級
の
よ
う
に
一
種
の
不
努

所
得
を
む
さ
ぼ
る
者
が
い
て
正
常
な
商
人
の
成
長
を
妨
げ

τい
た
。
一
叉
商
人
の

構
成
に
つ
い
て
み
て
も
貧
民
出
身
者
と
、
地
主
出
身
者
や
そ
れ
と
密
接
な
関
係

を
持
つ
者
と
の
二
種
類
が
あ
っ
て
、
商
人
・
地
主
・
官
僚
と
言
う
三
つ
の
性
質

を
あ
わ
せ
持
つ
商
人
が
最
も
有
力
な
存
在
で
あ
っ
た
黙
が
ヨ

l
ロ
y

パ
の
商
人

と
違
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
中
閣
の
貿
易
商
人
が
充
分
の
設
展
を
遂
げ

え
・
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
フ
て
商
人
の
理
想
は
特
権
階

級
の
中
に
首
を
つ
っ
こ
な
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
資
本
は
甚
だ
封
建
的
な
色
彩
が

強
く
、

E
大
な
資
本
も
遂
に
前
期
的
な
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
の
段
階
に
と

ど
ま
る
の
み
で
、
産
業
資
本
へ
と
樽
化
し
な
か
っ
た
と
言
う
。

緩
い
て
第
五
章
は
昨
関
西
商
人
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
設
展
は
庚
大
な
農
業
地
域

を
基
礎
と
し
そ
の
笹
山富
な
資
源
に
よ
っ
て
先
歩
農
業
上
の
蓄
積
に
よ
っ
て
地
方

的
な
大
商
人
と
な
っ
た
事
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
そ
の
活
動
は
北
迭
に
糧
飴
を

運
び
准
揚
河
東
方
面
の
趨
業
に
関
係
し
布
或
い
は
茶
の
取
引
き
が
主
要
な
業
務

で
あ
っ
た
と
す
る
。

以
上
の
四
章
は
「
明
」
代
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
が
、
以
下
の
二
章
は
「
清
」
朝
初

期
に
は
い
る
。
第
六
章
に
は
東
南
各
省
の
銅
商
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
中
図
経
済
の
設
展
に
伴
っ
て
貨
幣
と
し
て
の
銅
の
需
要
が
急
増
し
た
が
、

そ
の
雷
同
に
外
園
特
に
日
本
か
ら
大
量
の
銅
を
輸
入
す
る
貿
易
に
タ
ッ
チ
し
た
商

人
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
官
商
と
民
商
の
別
が
あ
る
が
、
乾
隆
以
後
日
本
に
か
け

る
銅
の
産
額
が
減
少
す
る
と
政
府
は
統
制
を
強
化
し
て
、
政
府
の
完
全
な
支
配

下
に
濁
占
的
商
人
が
登
場
す
る
。
な
か
終
り
に
こ
れ
ら
の
銅
商
と
日
本
の
特
許

銅
商
泉
屋
利
兵
衛
|
住
友
財
閥
の
前
身
|
と
を
比
較
し
た
部
分
が
あ
る
。

最
後
の
第
七
章
は
度
門
洋
行
の
盛
衰
に
ふ
れ
、
そ
の
組
織
は
所
謂
牙
行
制
を

と
っ
て
hs
り
、
「
洋
行
」
と
よ
ば
れ
る
組
織
を
設
達
さ
ぜ
た
。
叉
、
そ
の
内
部
は

出
資
者
と
経
管
者
に
介
れ
多
歎
の
努
働
者
を
使
用
し
た
事
を
事
げ
、
発
正
・
乾

隆
・
嘉
盛
年
間
を
最
盛
期
と
し
た
洋
行
も
、
各
商
行
の
競
争
・
港
口
が
滑
加
し

た
事
、
イ
ス
パ
ニ
ア
商
人
の
来
航
が
減
少
し
た
事
の
影
響
を
う
け
て
、
道
光
年

聞
に
は
殆
と
つ
ぶ
れ
た
。
つ
い
で
ア
へ

γ
職
争
に
よ
る
公
行
狽
占
貿
易
制
度
の

破
壊
に
よ
っ
て
度
門
洋
行
は
完
全
に
溺
壊
し
た
と
考
え
、
著
者
は
こ
の
牙
行
的

な
洋
行
の
波
落
に
中
闘
封
建
経
済
解
慢
の
具
鰻
像
を
見
て
い
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
な
分
析
の
基
礎
で
あ
り
同
時
に
そ
の
総
括
と
し
て
第
一
章

が
展
開
さ
れ
る
。
侍
衣
凌
氏
の
考
え
方
に
よ
る
と
、

ζ

・
誌
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た

「
明
・
清
」
時
代
の
代
表
的
商
人
は
い
ナ
れ
も
前
期
的
商
人
と
理
解
さ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
中
関
k
b
け
る
商
人
・
商
業
資
本
の
活
躍
は
、
す
で

に
「
史
記
」
の
時
代
に
は
じ
ま
っ
て
か
り
、
そ
れ
が
時
代
の
経
過
と
誌
も
に
ま

す
ま
す
活
激
化
し
、
「
栄
・
元
」
以
後
は
封
建
経
済
の
渡
達
、
地
主
階
級
の
箸
修

生
活
、
底
大
な
中
園
の
人
口
が
支
え
る
消
費
市
場
と
そ
の
抜
大
、
更
に
圏
内
市

場
の
開
拓
と
云
っ
た
後
件
に
支
え
ら
れ
て
そ
の
配
備
・
機
構
も
完
成
し
た
。
そ

れ
が
「
明
」
代
に
な
る
と
農
業
生
産
の
設
展
・
特
に
商
品
作
物
の
栽
培
・
農
村

家
内
手
工
業
の
普
及
と
去
っ
た
現
象
、
一
方
土
地
象
併
の
遂
行
は
多
数
の
流
浪

的
雇
傭
傍
働
者
を
生
む
と
L
A

も
に
祉
舎
的
分
業
を
促
進
し
た
等
の
理
由
K
よ
っ

て
商
業
は
更
K
一
段
と
設
展
し
た
と
考
え
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
蛍
時
の
手
工
業

生
産
は
す
で
に
一
部
は
農
家
副
業
の
枠
を
離
れ
、
工
場
制
手
工
業
へ
の
道
を
歩

み
は
じ
ゅ
て
訟
り
、
か
な
り
多
く
の
市
民
階
級
も
生
れ
て
い
た
と
雪
同
う
。
そ
れ

に
江
南
地
方
で
は
一
種
の
富
農
的
な
農
業
経
営
が
あ
っ
た
と
す
る
。
彼
ら
は
農

業
を
一
種
の
企
業
と
み
な
し
、
地
租
の
収
奪
の
み
を
事
と
し
た
傍
統
的
な
地
主

と
は
全
く
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ζ
れ
ら
の
経
後
に
は
農

業
品
川
働
者
が
襲
わ
れ
て
か
り
、

ζ

の
貼
に
著
者
は
農
業
生
産
に
hs
け
る
資
本
主

義
的
生
産
関
係
の
萌
芽
を
認
め
、

ζ

の
生
産
者
と
生
蓬
手
段
の
分
離
の
過
程
に
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圏
内
市
場
の
形
成
を
み
る
と
与
も
に
、
都
市
設
展
の
一
因
を
求
め
る
。
も
っ
と

も
そ
れ
ら
は
甚
だ
未
成
熟
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
。

と
の
よ
う
・
な
篠
件
の
上
に
多
数
の
商
人
が
活
躍
し
、
先
進
的
な
地
方
に
は

E

大
な
商
業
資
本
家
が
成
長
し
た
。
一
方
土
地
粂
併
に
伴
っ
て
土
地
か
ら
切
鮒
附
さ

れ
た
農
民
の
一
部
も
商
人
と
な
っ
た
。
即
ち
中
園
の
商
人
は
、
例
え
ば
新
安
商

人
な
と
地
租
過
重
、
土
地
不
足
、
人
口
衆
多
の
地
方
に
生
れ
て
お
り
、
彼
ら
は

土
地
の
富
豪
か
ら
資
本
を
借
り
て
商
業
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
が
、

ζ

の
関
係

は
そ
の
地
方
の
封
建
的
な
土
地
関
係
を
商
業
経
営
制
度
の
中
に
持
ち
込
ん
で
、

商
業
活
動
の
一
つ
の
特
色
を
な
す
と
ミ
も
に
そ
の
限
界
を
つ
く
っ
た
と
考
え
ら

れ
T
い
る
。

さ
て
こ
れ
ら
商
人
た
ち
の
利
潤
は
ど
と
か
ら
抽
出
さ
れ
た
の
か
。
乙
の
貼
に

つ
い
て
著
者
は
一
司
一
一
回
う
。
蛍
臨
吋
の
商
人
資
本
は
商
品
質
買
の
汲
付
資
本
と
商
品
運

迭
・
保
管
の
預
付
資
本
と
に
分
れ
、
資
本
の
成
長
は
い
や
J

れ
も
小
商
品
生
産
者

の
分
化
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
小
商
品
生
蓋
者
を
魅
迫
・
搾
取
す
る
事

に
よ
っ
て
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
。
創
ち
そ
れ
ら
は
い
デ
れ
も
流
通
過
程

の
中
で
出
品
山
積
さ
れ
た
も
の
で
、
農
村
の
副
業
的
手
工
業
と
定
期
市
を
利
用
す
る

事
に
よ
っ
て
、
商
人
は
商
品
を
集
め
る
の

K
直
接
生
産
を
支
配
し
な
く
て
も
充

分
そ
の
目
的
を
達
す
る
事
が
出
来
た
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
商
人

た
ち
は
商
業
利
潤
を
追
求
す
る
だ
け
で
莫
大
な
利
盆
が
約
束
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
自
ら
生
産
の
領
域
に
タ
y

チ
す
る
必
要
は
・
な
か
っ
た
と
考
え
て
い

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
農
業
と
手
工
業
の
結
合
が
商
業
資
本
の
産
業

資
本
へ
の
移
行
を
阻
害
し
圏
内
市
場
の
形
成
を
大
幅
に
制
限
し
た
事
、
一
方
商

業
自
身
も
長
期
に
わ
た
っ
て
封
建
制
度
に
服
務
、
七
た
事
な
と
か
ら
か
ζ

っ
た
も

の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ζ

の
よ
う
注
諸
h
の
篠
件
を
考
え
た
上
で
、
著
者
は
「
明
清
」
時
代
の
商
人
及

び
商
業
資
本
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
即
ち
そ
の
一
つ
は
商
業
と
農

業
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
言
う
事
。
そ
れ
は
商
人
の
多
く
が
農
村
か
ら

出
て
か
り
、
叉
小
商
人
が
大
部
分
を
占
め
て
い
た
か
ら
、
彼
ら
が
富
を
蓄
え
る

と
す
ぐ
郷
里
に
飾
っ
て
そ
の
資
本
を
土
地
に
投
じ
た
り
高
利
貸
を
品
怯
ん
だ
り
し

て
直
接
生
産
者
た
る
農
民
を
搾
取
し
た
事
に
特
徴
的
で
あ
る
。
叉
そ
れ
は
中
園

封
建
批
禽
を
つ
う
じ
て
商
業
が
地
主
階
級
の
箸
修
生
活
と
庇
大
な
人
口
の
消
費

に
支
え
ら
れ
て
設
展
し
た
ミ
め
、
農
業
上
の
蓄
積
を
も
商
業
に
投
じ
さ
せ
、
爾

者
は
互
に
助
け
あ
う
闘
係
が
生
じ
て
商
業
と
農
業
と
の
結
合
を
促
進
し
強
固
に

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
関
係
の
反
吠
と
し
て
商
人
仲
間
の
郷

議
意
識
は
強
く
、
彼
ら
は
時
と
し
て
甚
だ
排
他
的
な
組
織
を
持
っ
て
い
た
。

ζ

う
し
た
郷
熊
意
識

1
農
村
共
同
刷
版
関
係
の
残
存
物
は
商
業
上
に
か
い
て
は
、
圏

内
市
場
の
集
中
と
抜
大
を
妨
げ
、
商
人
の
資
金
の
大
半
を
郷
族
関
係
方
面
に
浪

費
さ
せ
遅
れ
た
祉
禽
制
度
を
維
持
す
る
事
K
-な
フ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
は
商
業
と
高
刺
貸
と
の
閥
係
が
強
か
っ
た
事
。
即
ち
営
時
の
商
業
の

中
最
も
利
潤
の
多
か
っ
た
部
門
・
例
え
ば
態
商
、
洋
商
、
茶
商
、
総
商
な
と
の

多
く
は
、
封
建
閣
家
と
し
て
の
「
明
清
」
政
権
の
庇
護
の
下
に
経
営
さ
れ
て
沿
り
、

叉
そ
の
多
く
は
高
利
貸
的
方
式
に
よ
っ
て
経
管
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
同

時
K
そ
の
特
権
的
地
位
を
利
用
し
て
生
産
者
か
ら
は
低
阪
な
債
で
商
品
を
買
上

げ
、
濁
占
的
な
債
額
で
販
賀
す
る
等
、
そ
の
商
業
資
本
の
本
質
を
暴
露
し
て
い

る
が
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
が
牙
行
制
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
K
「
明
清
」
時
代
の
商
人
及
び
商
業
資
本
の
演
じ
た
役
割
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
本
質
的
に
は
封
建
制
度
の
た
め
に
服
務
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

活
躍
の
主
要
な
部
面
が
流
通
の
一
一
聞
に
と

r
ま
っ
た
と
は
い
え
、
封
建
制
度
に

針
立
す
る
一
つ
の
カ
を
そ
の
中
に
学
ん
で
い
た
の
を
見
逃
し
て
は
い
な
い
。
官
間

人
は
封
建
的
な
政
機
と
密
切
に
結
び
つ
い
て
は
い
た
け
れ
と
も
、
貨
狩
資
本
の
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形
成
と
集
中
を
促
進
し
、
直
接
生
産
者
た
る
小
私
有
者
を
解
慢
す
る
と
い
っ
た

作
用
を
通
じ
て
封
建
祉
曾
を
崩
痩
さ
せ
、
資
本
主
義
の
褒
展
に
封
し
て
若
干
の

歴
史
的
前
提
を
つ
く
り
出
し
た
と
結
論
す
る
。
著
者
は
最
後
に
毛
津
東
の
言
葉

を
引
用
し
て
、
乙
ミ
に
取
り
扱
わ
れ
た
一
連
の
商
人
た
ち
は
中
園
資
逢
階
級
の

前
身
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。

以
上
に
よ
っ
て
一
鰹
本
書
の
内
容
紹
介
を
終
え
た
い
と
思
う
が
、
本
書
の
特

徴
は
ま
歩
「
明
・
清
」
時
代
の
代
表
的
な
商
人
グ
ル
ー
プ
を
封
象
と
し
て
そ
の

一
つ
一
つ
の
姿
を
明
確
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
冊
聞
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か

も
そ
れ
は
中
閣
に
お
け
る
資
本
主
義
的
生
楚
劇
係
の
萌
芽
と
の
開
漣
の
上
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
へ
の
前
提
後
件
を
つ
く
り
出
し
た
一

つ
の
カ
と
し
て
の
商
業
資
本
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
一
般
的
な
考
察

が
、
色
々
な
方
向
か
ら
行
h
u
れ
て
い
て
、
本
書
の
持
フ
そ
の
先
駆
的
な
意
味
は

充
分
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
に
著
者
は
非
常
に
康
範

囲
に
史
料
を
蒐
集
し
て
、
各
篇
の
移
り
に
補
注
と
し
て
そ
の
出
兵
を
明
記
さ
れ

て
い
る
の
は
非
常
に
有
難
く
、
将
来
こ
の
方
面
を
研
究
す
る
人
々
に
は
参
考
と

な
る
事
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

た
Z

本
書
は
一
種
の
論
文
集
で
あ
フ
て
、
著
者
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に

金
時
一
的
な
方
向
と
し
て
は
一
致
し
て
い
る
と
し

τも
、
そ
の
性
質
上
個
・
4

の
部

分
に
は
若
干
の
出
入
が
あ
る
の
は
否
定
出
来
な
い
よ
う
で
あ
る
し
、
そ
の
見
解

も
ナ
ベ
て
納
得
出
来
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
前
者
に
つ
い
て
は
著
者

も
い
少
れ
は
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
を
補
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
w
h
劉
L
て

は
我
々
と
し
て
は
史
賓
の
兵
健
的
な
分
析
の
上
に
た
ち
我
A

自
身
の
理
論
的
規

定
を
提
出
す
る
事
に
よ
っ
て
批
剣
す
べ
き
で
あ
る
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
駄
に

つ
い
て
は
後
日
を
期
す
と
し
て
、
且
取
後
に
て
こ
つ
け
加
え
て
‘
お
き
た
い
。
そ

れ
は
賓
謹
め
問
題
で
は
な
く
む
し
ろ
貧
註
さ
れ
た
史
賓
を
歴
史
像
と
し
て
と
の

よ
う
に
構
成
す
る
か
と
い
う
理
論
的
把
握
の
方
法
に
つ
ら
な
る
問
題
と
し
て
、

前
期
的
商
業
資
本
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
云
う
事
に
つ
い
て

r
あ
る
。

侍
衣
凌
氏
は
「
明
・
清
」
時
代
の
商
人
や
そ
の
資
本
を
前
期
的
商
ム
、
前
期

的
商
人
資
本
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
氏
の
言
の
如
く
中
園
封
建
祉

曾
の
設
展
、
特
に
購
買
力
と
し
て
放
出
さ
れ
た
封
建
的
除
剰
生
産
物
を
基
礎
と

し
て
、
市
場
関
係
の
未
成
熟
即
ち
等
債
交
換
関
係
の
未
成
熟
の
上
に
利
潤
を
、追

求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
事
は
認
ゅ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
・
な
ら
ば
、
こ

れ
ら
の
資
本
が
し
ば
し
ば
土
地
資
本
K
改
拙
挺
さ
れ
る
と
言
う
の
は
、
そ
の
性
格

か
ら
考
え
て
む
し
ろ
蛍
然
の
事
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
前
期
的

資
本
は
小
農
経
営
を
維
持
し
そ
れ
を
収
奪
す
る
事
を
よ
り
と
こ
ろ
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
資
本
蓄
積
の
契
機
と
し
て
、
直
接
生
蓋
者
た
る
農
民
と
の
間
に
前
期

的
な
交
換
・
給
付
関
係
、
債
格
法
則
の
貫
徹
じ
な
い
債
格
差
を
利
用
す
る
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
。

著
者
は
と
の
場
合
、
商
業
と
農
業
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
し
土
地
関
係
の
商

業
経
営
へ
の
反
映
、
商
人
の
郷
熊
意
識
な
と
を
問
題
に
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
一
の
締
結
現
象
で
あ

3τ
、
そ
の
員
因
は
資
本
の
性
格
そ
の
も
の
に

求
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
中
闘
で
は
農
業
と
手
工
業
の
結
合
が
長
期

に
わ
た
っ
て
商
業
資
本
の
産
業
資
本
へ
の
特
化
を
妨
げ
た
と
い
う
分
析
や
資
本

の
封
建
勢
力
へ
の
服
務
と
言
っ
た
現
象
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
か
ミ
る
資
本
の

性
格
そ
の
も
の
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し

τ中
園
個
有
の
現
象
で
は

な
い
は
デ
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
本
書
で
は
商
業
資
本
が
本
来
の
資
本
H
H
産
業
資
本
に

特
化
し
フ
λ

あ
っ
た
事
K
少
し
燭
れ

τい
る
が
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
結
論
と
し

て
は
恐
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
商
業
資
本
は
そ
の
自
己
運
動
と
し
て
封
建
杜

舎
を
解
腫
せ
し
め
る
方
向
に
作
用
す
る
が
、
そ
れ
は
自
ら
の
存
在
脇
田
件
を
も
否
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定
す
る
事
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
に
似
到
す
る
反
作
用
の
一
つ
と
し
て
自
ら
質
的
後

化
を
と
げ
、
生
漆
過
程
そ
の
も
の
を
自
ら
の
倍
み
の
下
に
ま
さ
ζ

む
の
で
あ
る
。

傍
氏
も
認
め
て
い
る
と
b
り
、
前
期
的
商
業
資
本
は
一
方
k
h
u
い
て
封
建
祉
舎

を
培
技
基
と
し
て
貨
幣
財
産
を
集
積
し
、
他
方
に
お
い
て
は
封
建
祉
舎
の
基
礎

位
制
を
締
め
つ
け
る
事
に
よ
っ
て
自
由
な
勿
働
力
を
遊
離
し
、
資
本
家
的
生
盗

様
式
成
立
の
依
件
を
つ
く
り
出
す
が
、
し
か
し
こ
の
後
件
の
上
に
資
本
家
的
生

産
様
式
が
展
開
す
る
か
と
う
か
の
決
定
後
件
は
、
生
遅
過
程
の
事
情
|
手
工
業

生
産
の
設
展
の
程
度
(
質
的
・
量
的
)
の
如
何
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
貼

の
分
析
を
放
さ
に
し
て
単
純
且
つ
ス
ム
ー
ス
な
資
本
の
質
的
媛
化
を
想
定
す
る

事
は
現
象
の
記
述
に
と

r
ま
っ
て
、
そ
の
本
質
的
な
意
味
を
見
失
う
危
険
が
あ

る
と
思
う
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
o

(

寺
田
陛
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唐
代
位
舎
継
憐
史
の
本
家
で
、
つ
と
に
そ
の
労
作
‘

d
S乱
開
巾

N
C
『
巧
町
'

g
n
y担
問
神
的
問
巾
凹

n
z
n
y
広
島
旬
、
『
・
釦
ロ
m
l
N
2
q
・
を
以
て
知
ら
れ
て
い
る
パ
ラ
l
シ

ュ
教
授
が
、
今
ま
た
中
闘
中
世
に
於
け
る
そ
の
方
面
の
一
基
礎
史
料
た
る
「
惰

蓄
食
貨
志
」
を
と
り
あ
げ
て
、
精
密
な
謬
解
を
「
通
報
」
(
サ

0
5同
司
町
四

og--

M
E
F
-
-
2・
ωム
)
に
連
載
し
た
。
こ

h
k
紹
介
せ
ん
と
す
る
も
の
は
、
こ
れ

ら
の
原
稿
が
単
行
本
の
形
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
一
九
五
三
年
の
ラ
イ
デ
ン
版

で
あ
る
。

も
フ
と
も
「
情
書
食
貨
士
山
」
の
フ
ラ

γ
ス
誇
と
し
て
は
、
本
書
に
先
行
し
て

ヲ
で
に
故
マ
ス
ベ
ロ
博
士
に
そ
の
未
完
成
の
遺
稿
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら

し
の
遺
稿
は
、
と
び
と
ぴ
の
割
問
調
時
を
以
て
綴
ら
れ
る
と
共
に
、
テ
キ
ス
ト
の
半

は
に
も
遣
し
な
い
と
い
う
全
く
の
草
稀
で
あ
っ
た
関
係
上
、
で
き
れ
ば
こ
れ
を

補
修
完
結
し
て
上
梓
し
た
い
と
い
う
ド
ゥ
ミ
イ
ェ
ヴ
ィ

l
ユ
氏

HMg-USM-φ

三
宮
の
委
託
に
も
か
ふ
わ
ら
歩
、
バ
一
7
1
シ
品
川
教
授
は
遂
に
こ
れ
を
断
念
し
、

結
局
ま
っ
た
く
別
個
な
詳
解
を
本
書
の
陸
裁
で
完
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
「
:
・

:
従
フ
て
こ
の
翻
鍔
に
関
す
る
責
任
は
す
べ
て
自
分
に
あ
る
」
と
氏
は
特
に
こ

と
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
雪
一回
業
の
中
に
こ
そ
マ
ス
ベ
ロ
博
士
の
遺
稿

に
糊
足
し
き
れ
・
な
か
っ
た
著
者
の
自
信
が
訟
の
や
J

か
ら
渉
み
で
て
い
る
の
で
あ

る
。
確
か
に
こ
の
自
信
は
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
し
て
も
そ
の
相
態
し
さ
を
否

み
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
寸
惰
書
の
経
済
篇

(
l食
貨
志
)
」
と

い
う
本
題
に
副
え
て
、
「
中
園
中
世
に
か
け
る
経
済
・
吐
舎
の
研
究
」
と
サ
ブ
タ

イ
ト
ル
が
わ
ざ
わ
ざ
附
さ
れ
て
い
る
と
ζ

ろ
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
本
書
は
決

し
て
障
な
る
史
料
H
H
陪
志
の
翻
諜
に
終
始
す
る
著
作
で
は
な
か
フ
た
。
従
フ
て

謬
文
の
正
確
さ
に
加
え
て
特
殊
研
究
を
以
て
す
る
と
い
う
充
質
さ
が
、
質
に
著

者
の
乙
の
自
信
を
築
附
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
書
の
内
容
構
成
は
、
そ
の
第
一
篇
が
ま
A
Y
陪
蓄
の
由
来
を
説
明
し
つ
L

食

貨
土
砂
の
史
料
的
償
値
を
論
じ
、
延
い
て
中
世
祉
曾
経
済
史
の
重
要
問
題
の
提
起

に
及
ぶ
序
論
を
以
て
充
て
ら
れ
る
。
衣
で
テ
キ
ス
ト
の
割
問
謬
を
以
て
す
る
第
二

篇
、
さ
ら
K
引
綴
い
て
分
量
的
に
は
そ
れ
を
凌
鴛
す
る
二
百
五
十
の
謬
註
か
ら

な
る
第
三
篇
、
そ
し
て
最
後
に
「
六
鎖
の
仮
飢
と
北
税
制
の
分
裂
」
よ
り
以
下
「
北

貌
必
よ
び
そ
の
後
継
諸
王
朝
の
軍
隊
組
織
」
・
「
北
部
門
の
田
制
に
関
す
る
文
献
」
・

「刊
紙
紳
の
六
僚
詔
書
」
・
「
中
世
文
慈
の
統
計
目
録

(
l経
籍
士
山
)
に
つ
い
て
L

・

「
七
世
紀
初
頭
の
州
豚
と
人
口
に
闘
す
る
記
録

(
1地
理
志
)
」
・
「
六
世
紀
に
お

け
る
重
大
事
件
の
刑
判
照
表
」
の
七
特
妹
研
究
を
附
録
と
す
る
第
四
篇
が
配
せ
ら

れ
て
い
る
。
本
警
の
も
つ
閉
山
干
間
的
債
値
の
章
一
貼
は
、

ζ

誌
に
於
て
自
ら
そ
の
所

在
を
明
か
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
紹
介
者
γ

と
し
て
の
筆
者
の
立
場
も
会

た
ζ

の
性
格
に
沿
わ
ね
ば
・
な
ら
な
い
。
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