
書
　
　
評

粛
清
㌃
ハ
著

日
本
商
業
史

記
　
岡
　
重
　
明

　
第
二
次
大
戦
後
約
十
年
間
は
、
商
業
史
研
究
が
不
振
で
あ
っ
た
時
代
で
あ

る
。
昭
和
十
年
代
の
思
想
統
制
の
強
烈
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
日
本
社
会
の
基
礎

酌
な
分
野
に
対
す
る
研
究
が
停
滞
し
て
し
ま
い
、
敗
戦
に
よ
っ
て
、
研
究
の

自
由
が
回
復
し
て
よ
う
や
く
、
明
治
以
来
密
由
に
論
ず
る
こ
と
の
圏
難
で
あ

っ
た
国
家
権
…
カ
・
天
皇
制
・
階
級
闇
顯
一
の
ほ
か
に
農
業
史
・
農
村
史
に
経
済

史
学
界
の
主
力
が
そ
そ
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
経
済
史
研
究
の

傾
向
は
、
流
通
史
の
分
野
に
対
す
る
研
究
の
不
振
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
生
産
部
門
や
階
級
関
孫
に
主
力
が
そ
そ
が
れ
、
そ
の
分
野

で
は
目
を
み
は
ら
せ
る
ば
か
り
の
研
究
の
進
展
が
み
ら
れ
た
が
、
関
達
諸
分

野
と
く
に
流
通
史
研
究
の
鞍
行
的
な
立
ち
お
く
れ
は
、
生
産
部
門
の
研
究
の

進
展
に
プ
レ
～
キ
を
か
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
経
済
の
再
生
産

構
造
に
お
け
る
生
産
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
流
通
部
門
の
研
究
な
く
し

て
生
産
部
門
の
研
究
の
正
当
な
位
置
づ
け
が
で
き
な
い
の
に
、
流
通
都
門
の

研
究
は
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
ま
で
の
水
準
を
与
件
と
し
て
お
い
て
お
き
、
生
産

蔀
門
の
研
究
を
ま
ず
進
め
る
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
欠
陥
を
自
覚
し

た
学
界
が
流
通
史
に
精
力
を
さ
き
は
じ
め
た
の
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
昭
和

三
十
年
前
後
か
ら
で
あ
る
。
生
産
部
門
を
注
視
し
た
た
め
、
農
業
史
・
農
村

史
と
密
着
し
て
い
る
在
郷
商
人
、
農
村
市
場
に
つ
い
て
は
、
並
行
駒
に
と
り

あ
げ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
三
都
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
商
業
に
ま
で
再
検
討

が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
湘
二
十
年
代
お
わ
り
こ
ろ
以
降
で

あ
る
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
制
約
の
た
め
日
本
商

業
史
の
概
説
書
も
出
版
さ
れ
る
こ
と
す
く
な
く
、
豊
颪
武
『
臼
本
の
封
建
都

市
』
（
昭
和
2
7
）
、
古
島
敏
雄
『
江
戸
時
代
の
商
口
㎜
流
通
と
交
透
』
（
昭
和
2
6
）
、

宮
本
又
次
珊
臼
本
商
業
史
概
論
臨
（
昭
和
2
9
）
が
目
に
つ
く
程
度
で
あ
っ
た
。

し
か
も
専
門
家
の
手
に
な
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
概
説
は
、
宮
本
教
擾
の
著
書

の
み
で
あ
り
、
そ
の
こ
も
永
く
日
本
商
業
史
の
概
説
は
か
か
れ
な
か
っ
た
。

宮
本
教
授
の
概
説
は
当
時
の
段
階
に
お
け
る
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
概
説
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
以
後
十
数
年
を
経
過
し
て
い
る
。
こ
の
画
数
年
間
の
薪
ら
し

い
研
究
を
加
味
し
た
概
説
は
、
学
界
の
待
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
今
園
刊
行
さ
れ
た
竹
中
・
川
上
共
著
『
臼
本
商
業

史
』
を
私
は
き
わ
め
て
興
味
ぶ
か
く
よ
ん
だ
。

二

　
本
書
は
第
一
章
単
純
な
交
換
の
展
開
、
第
二
章
商
業
の
成
立
と
発
達
、
第

三
章
近
世
に
お
け
る
商
業
の
発
展
、
補
弼
明
治
維
新
後
の
動
向
、
か
ら
な
り
、

全
体
で
本
文
三
〇
六
頁
の
う
ち
二
二
三
頁
の
七
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
紙
数
が
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

世
商
業
史
に
さ
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
本
書
は
む
し
ろ
近
世
日
本
商
業
史
と

も
い
う
べ
き
内
容
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
薯
潜
爾
氏
が
い
ず
れ

も
近
世
経
済
史
を
町
政
す
る
学
者
で
あ
る
か
ら
、
や
む
を
え
な
い
と
も
い
え

る
が
、
せ
め
て
明
治
末
ま
で
は
本
格
的
に
と
り
あ
げ
て
ほ
し
か
っ
た
。
本
書
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訴書

の
中
心
が
近
世
に
あ
る
し
、
こ
う
い
う
私
費
身
も
近
世
以
外
に
は
ま
っ
た
く

無
知
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
書
評
も
近
世
の
部
分
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た

い
。
近
世
の
部
分
は
つ
ぎ
の
毛
蟹
を
と
っ
て
い
る
。

　
一
　
　
商
業
政
策
と
商
業
社
会

　
二
　
　
日
本
人
の
海
外
発
展
と
朱
印
船

　
三
　
　
鎖
蟹
下
の
貿
易

　
四
　
　
鋳
貨
と
藩
札

　
五
　
両
替
商
と
信
絹
体
系

　
六
　
　
問
屋
の
成
立

　
七
　
　
關
屋
の
形
態
と
機
能

　
八
　
　
商
人
の
企
業
精
神

　
九
　
　
商
家
の
経
営
組
織

　
一
〇
　
商
家
の
帳
念
法

　
一
一
　
巨
大
商
人
の
資
本
形
成

　
一
二
株
紳
闘
と
専
売
仕
法

　
一
三
　
農
村
に
お
け
る
滴
晶
流
通
と
在
郷
尚
人

　
一
四
　
幕
末
貿
易
と
そ
の
影
響

　
右
の
構
成
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
の
特
色
は
、
貿
易
と
か
、
貨
幣

と
か
、
問
屋
制
度
と
か
、
間
曲
ご
と
に
節
を
た
て
、
そ
の
問
題
ご
と
に
近
世

を
通
観
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
は
、

私
の
印
象
で
は
、
信
用
体
系
、
問
屋
制
度
、
商
人
資
本
の
存
在
形
態
（
企
業

精
神
、
経
営
組
織
、
帳
食
法
、
資
本
蓉
績
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
と
（
一
三
）

農
村
に
お
け
る
商
昂
流
通
と
在
郷
商
人
は
、
最
近
十
年
あ
ま
り
の
閥
に
相
当

研
究
が
進
ん
だ
分
野
で
あ
り
、
そ
の
成
果
を
と
り
入
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
あ
た
ら
し
い
水
準
に
立
っ
た
概
説
と
し
て
の
特
色
を
出
し
て
い
る
こ

と
に
ま
ず
敬
意
を
払
い
た
い
。
と
り
わ
け
㌃
大
仁
人
の
経
営
史
、
猛
禽
制
度

に
多
く
の
紙
数
を
さ
き
、
江
戸
時
代
の
企
業
形
態
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る

の
は
、
従
来
の
類
書
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
現
在

の
研
究
水
準
を
十
分
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
金
融
問
題
を
信
用
制
度
の
発
達

の
観
点
か
ら
整
理
し
て
い
る
点
も
、
本
書
の
特
色
を
な
す
点
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
一
方
、
幕
末
貿
易
を
の
ぞ
き
、
問
題
ご
と
に
節
を
立
て
る
形
に

徹
し
た
た
め
、
　
一
部
に
関
連
的
な
叙
述
は
あ
っ
て
も
、
問
題
と
問
題
と
の
闘

の
関
連
を
つ
か
む
こ
と
が
園
難
で
あ
り
、
か
え
っ
て
近
世
商
業
史
金
体
の
展

望
を
見
失
な
わ
せ
る
結
果
に
な
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
幕

藩
麟
社
会
に
お
け
る
商
業
あ
る
い
は
商
口
㎜
流
通
の
位
㎎
臨
づ
け
、
そ
の
段
階
的

な
展
開
に
つ
い
て
こ
の
著
書
か
ら
一
定
の
展
望
を
も
つ
こ
と
は
、
き
わ
め
て

む
つ
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。
近
時
の
経
済
史
研
究
、
商
業
史
研
究
は
、
当

該
社
会
に
お
け
る
再
生
産
構
造
に
と
り
わ
け
注
意
を
払
い
、
流
通
現
象
を
生

産
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
す
る
努
力
を
か
た
む
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
商

品
流
通
の
性
格
、
そ
の
段
階
的
な
農
開
に
む
し
ろ
神
経
質
に
す
ぎ
る
ぐ
ら
い

に
注
意
を
は
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
経
済
社
会
の
歴
史
を
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に

把
握
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
る
か
ら
、
特
定
の
説
に
加
担
す
る
必
要
は
な
く
、

ま
た
近
世
を
こ
ま
か
に
段
階
区
分
す
る
必
要
も
な
い
が
、
現
在
の
学
界
動
向

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
く
ん
で
一
定
の
段
階
論
的
な
理
解
を
示
し
て
お
く
べ

き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
、
や
は
り
商
業
・
商
贔
流
通
を
垂
心
生
産
と
の

関
連
で
把
握
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
私
の
本
書
に
対
す
る
不
満
は
こ
の
点

に
あ
る
。
こ
の
点
を
軽
視
し
て
い
る
か
ら
、
戦
後
相
当
の
成
果
を
あ
げ
た
畏

料
の
商
漏
生
産
流
通
と
の
関
連
が
不
十
分
に
な
り
、
国
内
市
場
形
成
の
問
題

が
、
ふ
れ
ら
れ
ず
に
終
る
結
果
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
著
者
の
は
し
が
き

に
よ
れ
ば
、
専
跨
的
な
書
物
も
多
く
の
人
び
と
に
よ
ん
で
も
ら
い
た
い
、
し
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か
し
わ
か
り
に
く
い
表
現
や
む
つ
か
し
い
言
葉
を
つ
か
う
学
考
が
多
く
、
そ

れ
が
あ
た
か
も
学
問
的
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
こ
で

こ
こ
で
は
な
る
べ
く
平
易
な
表
現
を
と
っ
た
、
と
あ
る
。
私
も
こ
の
態
度
に

餐
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
最
近
論
議
さ
れ
て
い
る
問
題
の
た
て
か
た

に
つ
い
て
、
著
者
の
見
解
を
平
易
に
示
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
思
う
の

で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず
本
書
の
特
色
と
難
点
を
示
し
た
か
ら
、
つ
ぎ
に
個
別

的
な
問
題
点
に
た
ち
入
り
た
い
。

三

　
ま
ず
著
者
の
「
商
業
祉
会
」
と
い
う
概
念
か
ら
と
り
あ
げ
た
い
。
商
業
祖

会
と
い
う
罵
語
は
、
六
七
、
七
九
、
八
○
、
二
九
〇
頁
な
ど
に
み
ら
れ
る
。

著
者
は
享
保
期
に
商
業
祉
会
が
で
き
た
と
す
る
。
　
「
こ
の
こ
ろ
よ
う
や
く
全

麟
的
規
模
を
も
っ
て
、
商
業
野
卑
が
で
き
て
、
商
鹸
需
給
の
経
済
法
則
に
よ

っ
て
、
価
格
が
決
定
さ
れ
る
・
，
軌
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
米
飯
の
下
落

は
、
武
家
経
済
に
と
っ
て
ゆ
ゆ
し
い
闇
題
で
あ
っ
た
」
　
（
七
九
頁
）
。
ま
た
租

徐
の
「
物
の
磁
段
も
、
遠
國
と
御
城
下
と
つ
り
あ
っ
て
い
る
故
に
数
百
万
人

の
商
人
一
枚
と
な
り
た
る
勢
」
と
い
う
欝
葉
を
引
梢
し
て
、
為
政
者
の
命
令

で
は
物
価
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
、
　
「
商
業
祉
会
が
成

立
し
て
、
億
格
決
定
の
機
構
が
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
一
（
七
九
一

八
○
頁
）
と
い
う
。
ま
た
「
商
業
史
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
、

全
国
的
な
規
模
で
商
業
社
会
が
成
立
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幕
車
体

鰯
と
、
そ
れ
を
さ
さ
え
る
身
分
制
度
を
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
商
業
社
会
の

発
展
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
い
き
づ
ま
り
の
根
本
が
あ
っ
た
」

ハニ

縺
Z
頁
）
。
か
な
ら
ず
し
も
意
味
は
明
確
で
は
な
い
が
、
著
者
は
門
商
業

三
会
」
を
、
全
国
的
に
商
晶
流
通
が
あ
り
、
需
給
関
係
で
価
格
が
決
定
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
の
経
済
社
会
、
と
規
定
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
Q

全
国
的
流
通
と
需
給
関
係
に
よ
る
価
格
の
決
定
の
二
条
件
だ
け
で
あ
れ
ば
、

近
繊
ま
で
の
野
阜
流
通
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
商
贔
生
産
の
支

配
す
る
段
階
の
国
内
市
場
の
形
成
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
内
市
場
の

形
成
を
あ
ま
り
に
も
早
く
認
め
る
見
解
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私

の
考
え
で
は
商
業
社
会
と
い
う
用
語
を
用
い
た
た
め
、
か
え
っ
て
前
述
の
段

階
論
、
商
品
流
通
の
性
格
、
國
内
市
場
の
形
成
等
の
問
題
が
ぬ
け
お
ち
る
結

果
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
概
念
の
問
題
は
、
用
語
の
撰
択
の
問

題
で
あ
る
よ
り
も
、
方
法
の
問
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
享
保
改
革
に
つ
い
て
。
著
者
の
考
え
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
十
七
世

紀
後
半
に
確
立
し
た
幕
藩
体
制
は
、
元
禄
期
に
い
た
り
、
い
ち
お
う
安
定
し

て
、
繁
栄
を
み
せ
た
が
、
幕
唐
財
政
の
悪
化
を
、
鋳
貨
の
改
悪
で
き
り
ぬ
け

よ
う
と
し
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
悪
循
環
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
吉
宗
は
徹

底
し
た
デ
フ
レ
政
策
を
と
り
、
財
政
の
緊
縮
に
つ
と
め
る
と
と
も
に
、
米
の

増
産
を
は
じ
め
、
農
家
の
副
業
と
し
て
の
地
方
産
業
の
奨
励
に
の
り
だ
し
た
。

武
家
本
位
の
政
策
が
と
ら
れ
、
統
制
経
済
の
人
為
政
策
を
か
ざ
し
て
、
商
業

社
会
の
需
給
法
粥
に
き
り
こ
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
人
の
レ
ジ
ス
タ
ン

ス
に
あ
っ
て
、
晩
年
に
は
、
つ
い
に
統
制
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
以

上
七
九
、
八
○
、
二
〇
〇
、
二
〇
一
頁
の
要
約
）
。
以
上
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ

れ
自
体
け
っ
し
て
誤
り
で
は
な
い
が
、
幕
藩
体
制
臼
取
の
構
造
的
変
化
か
ら

説
明
す
る
よ
り
も
、
現
象
的
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
気
に
な
る
点
で

あ
る
。
全
体
的
な
経
済
構
造
の
変
化
に
考
慮
を
払
っ
た
上
で
の
説
明
に
な
っ

て
い
な
い
の
は
、
最
近
の
享
保
改
革
の
研
究
（
大
石
慎
三
郎
、
辻
達
也
氏
そ

の
他
）
や
山
梨
隆
三
氏
の
物
傾
史
研
究
を
参
照
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と

148 （316）



評

思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
と
類
似
の
叙
述
が
散
見
さ
れ
る
が
、
筆
下
は
省
略

す
る
。

　
戦
前
の
経
済
史
研
究
が
経
済
制
度
史
に
重
点
を
お
い
て
い
た
こ
と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
り
、
近
世
史
の
掘
握
に
あ
た
っ
て
、
貨
幣
経
済
の
進
展
と
領

主
財
政
の
窮
乏
と
を
大
き
い
柱
と
し
て
い
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

戦
後
の
研
究
は
生
産
部
門
の
研
究
の
発
展
に
も
と
ず
い
て
、
生
産
諸
事
の
発

展
、
商
晶
経
済
の
発
達
を
董
軸
に
し
て
い
る
。
本
書
に
お
い
て
も
執
筆
者
の

ち
が
い
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
叙
述
を
み
て
い
る
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る

思
考
方
法
に
、
お
お
む
ね
右
に
み
ら
れ
る
ご
と
き
基
本
的
な
畑
態
度
の
ち
が
い

を
感
じ
さ
せ
る
箇
所
に
｛
再
な
ら
ず
ゆ
き
あ
た
っ
た
。
竹
中
紫
野
が
全
文
を

統
一
さ
れ
た
由
で
あ
り
、
文
章
上
は
比
較
的
よ
く
統
一
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
う
が
、
そ
う
し
た
思
考
方
法
の
ち
が
い
か
ら
く
る
微
妙
な
差
を
感
じ
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
專
売
制
度
の
説
明
で
も
、
主
と
し
て

財
政
難
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
近
世
の
総
論
と
し
て
の
第
一
節
商
業

政
策
と
商
業
社
会
で
は
、
商
調
流
通
の
面
で
の
幕
藩
体
制
の
講
造
変
化
の
観

点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
の
に
、
専
売
仕
法
（
一
二
節
）
の
叙
述
で
は
、
財
政
難

と
専
売
仕
法
の
観
点
が
貫
ぬ
か
れ
、
飼
別
領
主
権
の
藩
主
化
と
か
、
幕
藩
制

の
構
造
的
矛
盾
と
い
う
観
点
が
で
て
い
な
い
と
い
っ
た
事
態
も
み
ら
れ
る
。

　
さ
て
つ
ぎ
に
、
も
う
少
し
ち
い
さ
い
闇
題
点
を
二
、
総
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
大
阪
入
荷
米
の
数
字
は
、
年
聞
三
〇
〇
万
石
で
天
和
年
闘
の
全
国
の
産
米

三
、
○
○
○
万
石
の
一
〇
パ
…
セ
ン
ト
（
一
四
六
頁
）
と
し
た
り
、
享
保
初
年
の

大
阪
廻
着
蔵
米
は
八
、
九
〇
万
石
（
一
七
二
頁
）
に
達
し
た
と
あ
る
。
享
保
頃
大

阪
入
荷
米
は
約
一
〇
〇
万
石
老
推
定
さ
れ
て
い
る
（
三
井
文
庫
編
『
近
世
後
期

に
お
け
る
主
要
二
二
の
動
態
』
二
買
）
の
は
、
ぽ
ぼ
一
般
の
理
解
と
思
う
。
ま
た

㎎
和
三
年
に
一
四
一
万
自
余
、
文
化
期
に
一
五
〇
万
石
と
い
う
デ
ー
タ
ー
も

あ
る
が
、
十
七
世
紀
後
半
の
天
和
期
に
三
〇
〇
万
石
と
い
う
数
字
は
理
解
に

苦
し
む
。

　
経
営
史
に
詳
し
い
こ
と
は
本
書
の
一
特
色
を
な
す
こ
と
は
前
記
の
と
お
り

で
あ
る
が
、
三
井
大
元
方
を
「
持
株
会
社
の
組
織
の
よ
う
な
も
の
」
（
二
一
七

頁
）
と
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
中
細
易
藏
氏
の
規
定
（
脚
．
三
井
高

利
』
二
四
九
頁
）
に
従
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
井
大
元
方
は
倉
名
会
詮
的

な
結
合
を
な
し
て
お
り
、
傘
下
諸
事
業
に
出
資
し
、
利
益
を
吸
収
す
る
関
係

に
あ
っ
た
が
、
傘
下
諸
言
為
に
対
し
大
元
方
は
無
限
責
任
を
も
っ
て
い
た
と

み
る
べ
き
で
あ
り
、
株
式
所
有
に
よ
る
企
業
支
配
の
形
で
は
な
い
。
持
株
会

凝
の
も
っ
と
も
実
質
的
な
点
は
、
持
株
会
社
が
出
資
を
限
度
と
す
る
責
任
し

か
お
わ
な
い
で
、
企
業
（
株
式
会
社
）
を
支
配
す
る
点
に
あ
る
か
ら
、
大
元

方
は
持
芸
会
徒
の
も
っ
と
基
本
的
な
要
因
を
欠
い
て
お
り
、
　
「
持
株
会
社
の

よ
う
な
緻
織
」
と
炎
現
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
無
理
で
あ
る
。

　
第
五
九
図
幕
末
外
国
貿
易
の
推
移
（
二
八
一
頁
）
の
グ
ラ
フ
に
お
け
る
縦
軸

の
単
位
は
二
け
た
ち
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
慶
応
元
年
の

輪
出
額
は
一
、
八
四
九
万
ド
ル
（
第
三
二
表
、
二
八
二
頁
）
で
あ
る
の
に
、
グ

ラ
フ
で
は
一
八
万
ド
ル
あ
た
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
精
糧
不
定
の
ま
ま
、
本
書
に
対
す
る
批
醐
評
を
行
な
っ
た
が
、
く
り

か
え
し
て
い
え
ば
、
諸
現
象
の
整
理
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ら
を
全
体
的
展
望

と
の
関
連
に
お
い
て
な
さ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
き
る
。

そ
の
さ
い
、
学
外
は
そ
れ
ぞ
れ
泡
己
の
史
観
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
主

流
的
な
見
解
に
従
う
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
著
者
の
晃
解
の
大
綱
が
よ
み

と
れ
る
よ
う
な
形
で
諸
現
象
を
心
遣
づ
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
　
恥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊦

に
つ
い
て
、
本
書
の
㎜
、
商
人
の
企
業
精
神
」
を
か
り
て
私
見
を
の
べ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粥

　
商
人
の
企
業
精
神
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
好
意
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ



て
い
る
。
著
者
は
近
世
初
期
の
豪
商
の
武
±
的
な
気
慨
、
冒
険
商
人
の
豪
奢

に
対
し
て
、
本
商
人
の
合
理
精
神
を
多
藤
に
わ
た
っ
て
と
く
。
他
方
、
偽
満

的
な
功
利
主
義
、
卑
・
屈
な
忍
耐
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
商
人
の

精
神
状
況
の
雑
多
な
側
簡
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
。
い
ろ
い

ろ
の
面
が
指
摘
さ
れ
、
し
か
も
相
互
に
矛
盾
す
る
側
面
が
あ
る
場
含
、
な
ん

ら
か
の
イ
メ
イ
ジ
を
画
こ
う
と
す
れ
ば
、
な
に
か
を
軸
に
そ
れ
ら
諸
側
爾
を

位
澱
づ
け
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
人

が
お
か
れ
て
い
た
時
期
や
状
態
、
経
済
の
一
般
審
情
お
よ
び
一
般
事
悔
の
個

々
の
経
営
に
と
っ
て
の
意
味
が
と
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
じ
大
商
人

で
も
呉
服
・
両
替
を
主
業
と
し
た
三
井
象
と
高
利
貸
に
専
門
化
し
た
鴻
池
と

で
は
、
あ
ら
か
に
意
識
の
あ
り
方
は
こ
と
な
る
。
ま
し
て
問
歴
商
人
や
在
郷

商
人
に
ま
で
な
れ
ば
、
葬
常
に
異
っ
た
情
況
に
た
た
さ
れ
て
い
る
以
上
、
相

当
ち
が
っ
た
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
商
人
意
識
の
研
究
も
、

そ
う
し
た
点
ま
で
ほ
り
さ
げ
て
研
究
す
る
段
階
に
き
た
よ
う
に
思
う
。
著
老

も
、
享
保
期
ご
ろ
か
ら
家
訓
・
店
則
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
「
武

叡
財
致
の
た
て
な
お
し
を
め
ざ
し
た
享
保
の
改
革
に
よ
っ
て
、
受
難
期
を
む

か
え
た
阻
人
は
、
組
織
を
と
と
の
え
、
堅
実
な
経
営
を
も
る
た
め
の
防
衛
体

制
と
し
て
家
訓
・
店
則
を
制
定
し
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
二
〇
三
頁
）

と
企
業
精
神
の
保
守
化
が
一
定
の
時
点
で
発
生
し
た
こ
之
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
体
制
的
な
、
段
階
的
な
理
解
が
広
く
採
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
本

霞
の
意
義
は
一
段
と
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
山
ハ
・
二
・
一
七
）

　
　
　
　
（
A
5
判
三
一
〇
買
索
引
四
頁
昭
和
四
〇
年
＝
月
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

　
　
　
薪
二
重
定
緬
九
六
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
志
社
大
学
若
江
授
）

富
岡
次
郎
著

イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
の
研
究

1

飯
　
沼
　
二
　
郎

　
総
計
七
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
本
書
を
手
に
し
て
、
私
は
、
　
一
〇
年
の
歳

月
を
費
し
て
遂
に
こ
の
研
究
を
完
成
し
え
た
著
春
の
感
慨
が
、
ど
ん
な
に
大

き
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
懇
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
若
き
日
に
、

全
身
全
霊
を
も
っ
て
打
ち
こ
み
う
る
課
題
と
時
間
と
体
力
と
を
も
ち
え
た
研

究
者
は
幸
い
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
今
後
、
本
書
は
、
密
岡
氏
自
身
の
生
涯

に
お
け
る
一
つ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
な
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
監
本
の
西
洋

史
学
界
金
上
に
お
け
る
モ
一
一
ユ
メ
ソ
ト
と
も
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
欝
岡
氏
が
、
こ
の
研
究
に
従
事
し
て
お
ら
れ
た
一
〇
年
間
に
、
臼
本
は
ず

い
ぶ
ん
大
き
く
変
化
し
た
。
と
く
に
、
敗
戦
直
後
の
一
〇
年
聞
に
つ
い
て
の

評
価
の
変
化
は
め
ま
ぐ
る
し
く
、
あ
の
時
期
は
、
日
本
入
が
二
分
の
心
を
、

民
族
の
心
を
見
失
っ
て
い
た
時
期
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
、
最
近
で
は
、

む
し
ろ
、
支
配
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
る
に
、
寓
岡
目
は
、
敗
戦
仁
心

の
一
〇
年
間
を
、
自
己
の
人
格
の
形
成
さ
れ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
自
分
の
心

の
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
時
期
と
し
て
、
そ
の
蒔
期
と
現
在
の
自
己
と
の
薩
接

的
な
連
続
性
を
、
は
っ
き
り
と
肯
定
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
本
書
を
一
貫
す
る

墓
本
的
な
性
格
が
あ
る
。
ま
ず
、
著
者
自
身
の
口
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
語
っ
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