
　
　
　
　
複
占
と
資
本
の
移
動
不
可
能
性
の
も
と
で
の

　
　
　
　
三
部
門
モ
デ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
　
　
岡
　
　
守
　
　
行

　
　
　
　
　
　
一
　
　
序
　
　
論

　
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
大
部
分
の
一
部
門
お
よ
び
二
部
門
新
古
典
派
成
長
モ
デ
ル
の
分
析
の
共
通
の
特
徴
の
一
つ
は
、
生
産
物

市
場
お
よ
び
要
素
市
場
の
双
方
に
お
け
る
完
全
競
争
の
仮
定
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
完
全
競
争
の
仮

定
は
緩
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
要
素
市
場
の
不
完
全
性
に
つ
い
て
は
、
国
際
経
済
学
の
分
野
で
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
産
業
間
資
金
較
差
等
の
厚
生
、
セ

カ
ン
ド
・
ベ
ス
ト
、
所
得
分
配
、
交
易
条
件
・
複
数
均
衡
の
可
能
性
、
国
際
貿
易
の
パ
タ
ー
ン
等
へ
の
効
果
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た

炳
、
経
済
成
長
と
の
関
連
で
要
素
市
場
の
不
完
全
性
を
取
り
あ
げ
た
も
の
と
し
て
は
、
り
a
t
r
a
~
d
o
p
s
a
∽
〔
4
〕
､
H
e
l
e
a
〔
7
〕
､

}
ま
r
び
e
r
n
a
n
d
}
{
e
m
t
〔
8
〕
､
r
a
d
a
〔
1
1
〕
等
が
あ
げ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
業
績
の
す
べ
て
は
生
産
物
市
場

に
お
け
る
完
全
競
争
を
仮
定
し
て
い
る
。
ま
た
生
産
物
市
場
に
お
け
る
完
全
競
争
の
仮
定
を
排
除
し
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
と
し
て

　
　
　
複
占
と
資
本
の
移
動
不
可
能
性
の
も
と
で
の
三
部
門
モ
デ
ル
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は
、
伝
統
的
な
二
部
門
成
長
モ
デ
ル
に
生
産
物
市
場
に
お
け
る
独
占
の
存
在
の
仮
定
を
導
入
し
た
F
t
r
Q
〔
１
〕
が
あ
る
の
み
で
あ

る
。
た
だ
し
}
一
r
t
g
〔
1
〕
は
要
素
市
場
に
お
い
て
の
競
争
の
完
全
性
を
仮
定
し
て
い
る
。

　
本
論
文
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
生
産
物
市
場
と
要
素
市
場
の
双
方
に
競
争
の
不
完
全
性
を
導
入
し
た
一
二
部
門
モ
デ
ル
を
提
示

し
、
そ
し
て
そ
こ
で
の
成
長
均
衡
ー
す
べ
て
の
部
門
の
資
本
・
労
働
比
率
が
一
定
と
な
る
ー
の
長
期
的
な
大
域
的
安
定
性
が
可

能
か
ど
う
か
を
分
析
す
る
。
第
一
お
よ
び
第
二
部
門
は
複
占
的
に
消
費
財
を
生
産
す
る
も
の
と
仮
定
さ
れ
る
。
第
三
部
門
は
投
資
財

を
生
産
す
る
が
、
こ
の
投
資
財
は
す
べ
て
の
部
門
に
よ
り
需
要
さ
れ
る
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
I
n
a
d
a

f
i
j
〕
に
従
っ
て
資
本
は
各

部
門
間
に
完
全
に
移
動
可
能
で
な
い
と
仮
定
す
る
。
故
に
あ
る
一
部
門
の
利
潤
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
部
門
の
み
に
再
投
資
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ニ
　
モ
　
デ
　
ル

　
わ
れ
わ
れ
の
経
済
成
長
の
三
部
門
モ
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

　
第
�
部
門
の
生
産
関
数
は

　
　
　
　
（
｛
｝
　
｝
Ｊ
＝
Ｋ
Ｉ
｀
一
、
゛
？
３
十
ｙ
＝
｛
。
ｉ

=
ｌ
｡
　
２
｡
　
３

　
で
与
え
ら
れ
る
。
瓦
、
瓦
、
瓦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
�
部
門
の
産
出
量
、
資
本
、
労
働
を
表
わ
す
も
の
と
す
る
。

　
第
一
お
よ
び
第
二
部
門
は
、
そ
れ
ぞ
れ
た
が
い
に
代
替
可
能
な
消
費
財
を
生
産
す
る
部
門
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
部
門
の
生
産
物
市

場
に
お
い
て
は
複
占
が
支
配
す
る
。
第
三
部
門
は
投
資
財
部
門
で
あ
り
、
そ
の
生
産
物
市
場
に
は
完
全
競
争
が
支
配
す
る
。

　
第
�
番
目
の
消
費
財
に
対
す
る
需
要
量
瓦
は
二
つ
の
消
費
財
の
価
格
（
角
、
瓦
）
と
総
賃
金
額
Ｗ
の
関
数
で
あ
り
、
価
格
と
総
賃
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金
額
に
関
す
る
弾
力
性
は
一
定
か
つ
正
と
仮
定
す
る
。
す
な
わ
ち

－253－

よ
り
も
大
で
あ
る
な
ら
ば
妥
当
す
る
。

　
総
労
働
量
は
外
生
的
に
与
え
ら
れ
た
一
定
率
刄
で
成
長
し
、
三
部
門
間
に
自
由
に
移
動
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

　
完
全
雇
用
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と



が
成
立
す
る
。
Ｌ
は
総
労
働
量
で
あ
る
。

　
労
働
は
す
べ
て
の
賃
金
を
消
費
財
に
支
出
し
、
各
生
産
部
門
の
利
潤
は
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
部
門
に
も
っ
ぱ
ら
再
投
資
さ
れ
る
と
す

る
。
さ
ら
に
資
本
は
部
門
間
に
完
全
に
移
動
可
能
で
な
い
と
す
る
。
こ
の
結
果
利
潤
率
は
部
門
ご
と
に
異
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
労
働
は
、
そ
れ
が
雇
用
さ
れ
る
ど
の
部
門
に
お
い
て
も
先
の
仮
定
よ
り
同
一
賃
金
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。

　
耀
を
賃
金
率
、
り
を
第
‘
ｚ
部
門
に
お
け
る
利
潤
率
、
そ
し
て
恥
を
第
’
ｚ
部
門
に
お
け
る
資
本
・
労
働
比
率
と
し
よ
う
。
ま
た
定
数

ハ
を
ｙ
ｉ
=
Ｐ
ｉ
Ｘ
Ｊ
Ｗ
｡
　
ｉ
=
＼
｡
２
と
定
義
す
る
。
投
資
財
を
ニ
ュ
メ
レ
ー
ル
と
す
る
と
、
各
部
門
の
利
潤
極
大
化
行
動
に
よ
っ
て
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
困

素
需
要
す
な
わ
ち
要
素
価
格
決
定
の
た
め
の
次
の
方
程
式
が
導
か
れ
る
。
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お
れ
お
れ
は
こ
こ
で
両
消
費
財
部
門
に
お
け
る
各
複
占
者
は
自
分
の
相
手
方
の
資
本
お
よ
び
労
働
需
要
に
関
し
て
ク
ー
ル
ノ
ー
的

予
想
を
持
ち
、
か
つ
調
整
は
即
時
的
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

　
㈲
式
か
ら
、
投
資
財
で
測
っ
た
両
消
費
財
の
価
格
は
次
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
。
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投
資
財
に
対
す
る
需
要
と
供
給
が
一
致
す
る
も
の
と
す
る
と

が
成
立
す
る
。

　
㈲
の
両
辺
を
Ｌ
で
除
し
、
①
を
考
慮
す
る
と

総
賃
金
額
は
消
費
財
に
支
出
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
次
式
が
導
か
れ
る
。

を
得
る
。

　
労
働
の
完
全
雇
用
の
仮
定
よ
り
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が
成
立
す
る
。
�
、
叫
、
叫
か
ら
、
も
し
こ
れ
ら
の
方
程
式
の
係
数
行
列
が
非
特
異
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
・
ｚ
に
関
し
て
八
が
一
意
的

に
決
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
三
　
安
定
分
析

　
次
に
長
期
の
成
長
均
衡
の
大
域
的
安
定
性
の
分
析
に
歩
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
各
生
産
部
門
の
利
潤
は
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
ら
自
身
の
部
門
に
再
投
資
さ
れ
る
と
し
、
そ
し
て
減
価
償
却
を
無
視
す
る
と
す
れ
ば
、
各

部
門
の
資
本
蓄
積
は

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
’
６
は
時
間
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
、
恒
等
式

を
時
間
に
関
し
て
対
数
微
分
す
る
と

が
得
ら
れ
る
。

　
㈲
、
㈲
に
㈲
、
印
を
考
慮
す
る
と
、
最
終
的
に
は
次
の
微
分
方
程
式
体
系
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。



　
帥
の
第
二
の
方
程
式
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
投
資
財
部
門
に
お
け
る
均
衡
資
本
・
労
働
比
率
ミ
＝
（
ｊ
ｙ
）
剖
は
大
域
的
に
安
定
で

あ
る
、
す
な
わ
ち
恥
は
長
期
的
に
は
肘
に
収
東
す
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
肘
の
安
定
性
と
帥
の
第
一
式
よ
り
、
両
消
費
財
部
門

の
資
本
、
労
働
比
率
は
長
期
均
衡
値
に
漸
近
的
に
収
東
す
る
と
い
う
こ
と
が
結
論
で
き
る
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
の
経
済
成
長
の
三
部

門
モ
デ
ル
に
お
け
る
成
長
均
衡
の
大
域
的
安
定
性
が
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

－257 －



－258－



－259－



－260 －




