
ま
ず
戦
前
に
お
い
て
は
、
社
会
経
済
の
制
度
上
の
変
遷
を
研
究
す
る
傾

の
結
果
と
し
て
、
農
民
層
の
分
解
が
お
こ
る
と
い
っ
た
平
面
的
な
理
解
」

り
、
し
た
が
つ
て
解
明
さ
れ
た
研
究
成
果
の
異
な
る
と
こ
ろ
の
あ
る
の
が

日

本

貨

幣

金

融

史

主
題
と
さ
れ
る
も
の
は
、
勿
論
日
本
に
お
け
る
封
建
社
会
の
構
造
を
明
ら

か
に
し
、
さ
ら
に
封
建
社
会
の
崩
壊
・
資
本
主
義
へ
の
移
行
、
資
本
主
義

の
成
立
過
程
の
解
明
で
あ
る
。
し
か
し
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
、
諸
研
究

の
傾
向
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
の
分
担
す
る
研
究
分

し
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
。
し
た
が
つ
て
生
産
・
流
通
両
部
門
間
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば

「
年
貢
米
や
国
産
品
を
中
心
と
す
る
領
主
的
商
品
を
扱
う
都
市
の
商
業
資

本
の
組
織
や
機
能
が
考
察
さ
れ
、
都
市
か
ら
農
村
へ
の
商
品
経
済
の
波
及

代
に
照
応
す
る
問
題
意
識
の
相
違
に
よ
り
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
観
点
な

土
地
所
有
ー
地
主
制
の
変
遷
と
農
業
生
産
の
発
展
の
研
究
に
お
い
て
は
、

野
に
よ
っ
て
多
少
の
差
異
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
研
究
の
当
該
年

義
が
確
立
し
た
過
程
を
制
度
史
・
政
治
史
的
に
研
究
す
る
傾
向
が
あ
っ

つ
て
移
植
さ
れ
、
上
か
ら
の
保
護
育
成
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
近
代
資
本
主

相
当
高
度
に
発
達
し
た
資
本
主
義
諸
制
度
が
、
国
家
の
富
国
強
兵
策
に
よ

つ
て
崩
壊
に
み
ち
び
か
れ
、
明
治
維
新
を
契
機
に
先
進
諸
国
か
ら
す
で
に

わ
が
国
に
お
け
る
近
世
・
近
代
の
社
会
経
済
の
発
展
に
関
す
る
研
究
の

作

道

洋

太

郎

著

紹

介
作
道
洋
太
郎
著
日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究
（
津
川
）

向
が
強
く
、
封
建
的
社
会
経
済
制
度
は
、
商
品
・
貨
幣
経
済
の
発
展
に
よ

津

の

研

究

JI I 

正

幸
1
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作
道
洋
太
郎
著
日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究
（
津
川
）

よ
る
、
統
一
的
な
貨
幣
鋳
造
事
業
、
と
く
に
元
腺
期
以
降
の
改
鋳
を
め
ぐ

1
0七

商
人
・
中
央
市
場
の
金
融
業
者
な
ど
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
紙
幣
、
（
藩

わ
ら
ず
、
従
来
に
な
さ
れ
た
も
の
は
、
幕
府
の
貨
幣
発
行
高
権
の
掌
握
に

用
貨
幣
が
通
用
し
、
ま
さ
に
貨
幣
流
通
の
躍
進
時
代
で
あ
っ
た
に
も
か
か

れ
と
と
も
に
藩
札
を
典
型
と
す
る
紙
幣
な
ら
び
に
切
手
・
手
形
な
ど
の
信

国
で
は
じ
め
て
鋳
造
貨
幣
で
あ
る
金
・
銀
・
銭
の
三
貨
が
併
用
さ
れ
、
そ

び
く
槙
杵
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
し
か
も
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
わ
が

て
寄
与
す
る
所
大
で
あ
り
、
同
慶
に
た
え
な
い
次
第
で
あ
る
。

に
関
す
る
研
究
は
、
鹿
品
・
貨
幣
経
済
が
近
世
封
建
社
会
を
崩
壊
に
み
ち

さ
て
、
本
書
は
そ
の
副
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
封
建
社
会
の
信

用
通
貨
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
で
あ
っ
て
、
封
建
経
済
の
発
展
に
と
も
な

つ
て
生
成
し
た
新
し
い
通
貨
、
す
な
わ
ち
幕
府
の
発
行
に
か
か
る
金
・
銀

・
銭
三
貨
以
外
の
貨
幣
で
、
発
行
主
体
が
幕
府
で
は
な
く
、
諸
侯
・
都
市

の
が
み
ら
れ
ず
、
と
り
わ
け
貨
幣
経
済
部
門
、
と
く
に
通
貨
・
信
用
制
度

の
研
究
は
、
さ
き
の
生
産
部
門
の
そ
れ
に
比
較
し
て
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
も

こ
の
よ
う
な
近
世
・
近
代
経
済
史
研
究
の
主
潮
の
な
か
で
、
流
通
部
門

度
史
を
補
完
す
る
す
ぐ
れ
た
諸
研
究
が
み
ら
れ
た
。

的
・
理
論
的
に
通
貨
史
の
全
体
的
な
綜
合
分
析
の
な
さ
れ
た
著
述
が
切
望

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
江
湖
の
要
望
に
こ
た
え
、
大
阪
大
学
助
教
授

・
作
道
洋
太
郎
氏
の
労
作
と
し
て
さ
き
に
「
近
世
日
本
貨
幣
史
」
つ
づ
い

て
い
ま
「
日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究
」
を
え
た
こ
と
は
、
斯
学
会
に
と
つ

き
を
期
す
る
を
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
一
層
経
済
史

わ
し
の
研
究
な
ど
農
業
史
・
農
村
史
・
社
会
史
の
研
究
分
野
で
従
来
の
制

必
要
と
し
、
た
ん
に
経
済
史
学
の
知
識
・
方
法
を
も
つ
て
し
て
は
そ
の
全

が
盛
行
し
、
地
主
制
の
研
究
・
商
業
的
農
業
の
研
究
・
百
姓
一
揆
・
打
こ

の
論
述
に
は
、
貨
幣
論
あ
る
い
は
金
融
経
済
論
な
ど
の
理
論
的
な
知
識
を

分
析
す
る
諸
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
戦
後
再
度
こ
の
傾
向

級
闘
争
、
反
封
建
闘
争
の
視
角
か
ら
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
を

本
主
義
の
自
己
批
判
」
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
影
響
の
一
環
と
し
て
、
階

は
な
ん
ら
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
こ
の
種

の
研
究
、
成
果
を
一
書
に
ま
と
め
た
著
書
も
皆
無
と
い
つ
て
よ
い
状
態
で

あ
っ
た
。
し
か
も
問
題
が
特
殊
・
専
門
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
通
貨
史

に
ま
き
こ
ま
れ
た
わ
が
国
に
お
け
る
恐
慌
の
深
刻
化
に
よ
り
、

「
日
本
資
系
の
中
で
の
位
置
づ
け
、
流
通
構
造
、
鋳
貨
と
の
関
連
に
お
い
て
の
評
価

し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
昭
和
初
期
に
お
こ
っ
た
世
界
的
恐
慌
の
渦
中

が
一
般
で
あ
っ
た
。

つ
て
の
問
題
か
、
あ
る
い
は
信
用
貨
幣
に
つ
い
て
は
、
藩
財
政
と
の
関
連

に
お
い
て
、
発
行
状
態
を
局
部
的
に
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
通
貨
史
全
体
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の
四
期
に
わ
け
て
考
察
し
、
さ
ら
に
こ
れ
と
と
も
に
類
型
的
考
察
を
す
す

て
紹
介
し
、
こ
、
三
の
疑
問
と
希
望
を
の
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
に
は
と
も
あ
れ
、
内
容
の
大
略
を
目
次
を
追
つ

都
市
に
関
連
し
て
の
ぺ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
簡
単
に
内
容
を
紹
介
す
る

札
、
国
札
、
米
札
、
瓦
札
）
、
手
形
（
産
物
手
形
、
金
目
手
形
、
銀
目
手

形
ー
預
り
手
形
・
振
手
形
・
大
手
形
・
振
差
紙
・
為
替
手
形
）
、

（
蔵
米
切
手
ー
出
切
手
・
先
納
切
手
）
の
三
つ
の
形
態
を
も
つ
信
用
貨
幣

を
問
題
に
し
て
い
る
。
作
道
氏
は
用
語
上
で
こ
れ
ら
の
貨
幣
を
信
用
通
貨

と
よ
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
通
貨
と
し
て
機
能
し
て
い
る
信
用
手
段
一
般

さ
れ
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
は
、
諸
藩
の
財
政
状
態

と
の
関
連
に
お
い
て
、
ま
た
市
場
拡
大
に
よ
る
大
口
に
し
て
遠
隔
地
間
に

通
構
造
の
解
明
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
作
道
氏
は
、
さ
き
に
、

信
用
通
貨
の
段
階
的
考
察
を
試
み
、
そ
の
発
展
段
階
を
、
第
一
期
慶
長
1

元
和
期
、
第
二
期
寛
永
ー
寛
文
期
、
第
三
期
元
談
期
、
第
四
期
享
保
期
—

「
近
世
日
本
貨
幣
史
」
に
お
い
て
、
近
世

兵
庫
・
赤
間
関
•
長
崎
な
ど
、
さ
ら
に
間
接
的
に
は
広
範
囲
の
藩
国
家

に
大
阪
証
券
市
場
と
の
関
係
に
お
い
て
、
函
館
・
江
戸
・
名
古
屋
・
京
都

信
用
通
貨
の
流
通
状
態
の
分
析
を
お
こ
な
い
、
よ
り
一
層
完
全
な
貨
幣
流

む
す
ば
れ
た
取
引
の
支
払
手
段
と
し
て
鋳
貨
よ
り
利
用
度
の
多
く
な
っ
た

い
た
貨
幣
流
通
構
造
の
不
充
分
な
解
明
に
加
え
て
、
さ
ら
に
鋳
貨
と
併
用

て
論
説
を
す
す
め
て
い
る
。

の
位
置
づ
け
を
お
こ
な
い
、
従
来
鋳
貨
の
流
通
を
主
と
し
て
考
察
さ
れ
て

領
国
型
・
非
領
国
型
の
三
類
型
に
照
応
す
る
通
貨
の
性
格
ー
を
基
軸
と
し

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
適
当
な
評
価
を
あ
た
え
、
通
貨
史
体
系
の
な
か
に
そ

い
は
経
済
的
性
格
の
強
弱
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
、
純
粋
領
国
型
•
特
殊

本
書
に
お
い
て
著
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
三
形
態
の
信
用
通
貨
の

元
性
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
領
国
の
政
治
的
あ
る

を
信
用
通
貨
と
み
な
し
た
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

幕
府
・
藩
国
家
権
力
の
滲
透
の
度
合
な
い
し
は
領
国
支
配
の
一
元
性

作
道
洋
太
郎
著
日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究
（
津
川
）

切
手

め
て
い
る
。
本
書
に
お
い
て
も
先
著
の
段
階
的
・
類
型
的
な
考
察
の
基
本

線
は
か
わ
り
な
く
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
類
型
論
ー
そ
れ
は
純
粋
に
社
会

経
済
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
む
し
ろ
幕
藩
体
制
の
構
造
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
、
幕
府
直
轄
領
・
旗
本
知
行
地
・
飛

地
・
諸
侯
領
有
地
（
私
領
）
な
ど
の
領
有
支
配
関
係
の
ち
が
い
に
よ
る
、

そ
の
た
め
に
本
書
の
構
成
は
三
部
に
わ
け
ら
れ
、
十
章
・
五
八
節
に
細

分
さ
れ
、
三
七
六
頁
に
お
よ
ぶ
大
著
で
あ
っ
て
、
内
容
に
と
り
あ
げ
ら
れ

た
直
接
に
考
察
対
象
と
な
っ
て
い
る
領
国
の
範
囲
が
、
東
北
地
方
・
中
部

地
方
・
近
畿
地
方
・
九
州
地
方
の
諸
地
方
の
う
ち
七
藩
に
お
よ
び
、
さ
ら

1
0八
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る。

作
道
洋
太
郎
著
日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究
（
津
川
）

に
発
行
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
尼
崎
藩
札
の
存
在
を
考
証
し
て
い
る
こ
と
で
あ

切
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

1
0九

第
二
部
特
殊
領
国
型
に
お
け
る
信
用
通
貨
の
研
究

け
る
信
用
通
貨
に
関
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
適

純
粋
領
国
型
の
信
用
通
貨
、
そ
れ
は
政
治
的
色
彩
の
濃
い
紙
幣
（
藩
札
）

を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
類
型
に
お
け
る
特
徴
は
、

藩
国
家
権
力
が
強
大
で
あ
っ
て
、
領
国
内
の
商
業
経
済
の
統
制
0

支
配
権

は
頷
主
が
直
接
に
掌
握
し
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
藩
札
は
国
家
紙
幣
的
な

性
格
を
呈
し
、
強
制
通
用
力
と
専
一
的
流
通
に
そ
の
特
徴
を
示
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
紙
幣
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
一
章
で
は
具
体
例
を
摂
津
国

、
、
、
、
、

尼
崎
藩
に
も
と
め
、
信
用
通
貨
の
た
て
の
歴
史
す
な
わ
ち
そ
の
成
立
か
ら

の
藩
札
の
初
発
年
代
を
越
前
国
福
井
藩
の
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
を
も

つ
て
は
じ
め
と
す
る
通
説
に
対
し
、
す
で
に
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）

、
、
、
、
、

つ
づ
い
て
第
二
章
に
お
い
て
は
、
信
用
通
貨
の
よ
こ
の
歴
史
す
な
わ
ち

第
四
章
に
お
い
て
は
、
徳
川
時
代
の
信
用
通
貨
論
の
一
例
と
し
て
、
肯

定
論
の
立
場
に
た
っ
、
柳
河
藩
士
―
＿
一
善
庸
礼
の
「
御
国
家
損
益
本
論
」

（
天
保
十
三
年
）
に
み
ら
れ
る
紙
券
論
を
と
り
あ
げ
、
純
粋
領
国
型
に
お

状
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
と
く
に
注
意
を
ひ
く
こ
と
は
、
従
前

発
達
・
変
貌
の
過
程
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
通
貨
の

岡
藩
の
場
合
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

財
政
方
に
参
画
し
、
藩
札
発
行
を
推
進
す
る
に
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
盛

流
通
経
済
の
担
当
者
で
あ
る
鹿
人
が
、
諸
侯
の
要
請
に
応
じ
て
藩
国
家
の

む
し
ろ
そ
の
機
構
に
底
深
く
根
を
は
つ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
点
か
ら
、

当
時
の
流
通
経
済
機
構
を
度
外
視
し
て
は
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、

流
通
が
画
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
流
通
手
段
と
し
て
の
紙
幣
の
根
拠
は
、

が
た
ん
に
藩
国
家
権
力
の
み
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
通
用
強
制
・
専
一
的

の
た
て
・
よ
こ
の
歴
史
の
解
明
を
、
さ
ら
に
一
層
深
く
ほ
り
さ
げ
、
藩
札

第
四
章

近
世
経
済
思
想
に
み
ら
れ
る
信
用
通
貨
の
問
題

第
三
章

さ
ら
に
第
三
章
に
お
い
て
は
、
前
二
章
に
お
い
て
な
さ
れ
た
信
用
通
貨

近
世
通
貨
政
策
に
お
け
る
商
人
資
本
の
役
割

と
め
て
い
る
。

第
二
章

第
一
章

近
世
信
用
通
貨
の
発
展
形
態

近
世
信
用
通
貨
の
存
在
形
態

藩
札
の
項
目
別
研
究
の
方
法
を
採
用
し
つ
つ
、
し
か
も
新
し
い
感
覚
で
ま

策
な
ど
に
つ
い
て
、
久
留
米
藩
の
例
に
つ
き
、
従
来
お
こ
な
わ
れ
て
き
た

第
一
部
純
粋
領
国
型
に
お
け
る
信
用
通
貨
の
研
究

藩
札
発
行
の
契
機
・
方
法
・
組
織
・
種
類
な
ら
び
に
そ
の
通
用
力
維
持
対
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第
六
章
に
お
い
て
は
、
前
章
と
対
照
的
な
類
型
・
地
主
型
の
事
例
と
し

国
に
お
け
る
鹿
人
型
の
信
用
通
貨
に
つ
い
て
の
ぺ
て
い
る
。

の
雄
」
と
い
わ
れ
る
特
権
鹿
人
広
漉
久
兵
衛
の
活
動
を
通
じ
て
、
特
殊
領

は
欠
除
し
、
勢
力
が
分
散
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
社
会
経
済

三
分
•
四
分
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
さ
え
も
あ
り
、
領
主
の
拝
領
高
も

数
万
石
以
下
の
場
合
が
多
く
、
し
た
が
つ
て
領
主
の
一
円
支
配
の
可
能
性

て
は
、
対
馬
藩
の
飛
地
で
あ
る
肥
前
国
田
代
領
に
例
を
と
り
、

「
日
田
金

の
領
国
の
飛
地
が
多
数
あ
り
、
封
地
の
細
分
割
所
有
の
状
態
は

一
村
が

こ
の
よ
う
な
特
徴
の
信
用
通
貨
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
第
五
章
に
お
い

た
権
力
構
造
よ
り
み
て
、
天
領
地
と
私
領
地
が
分
散
混
在
し
、
遠
国
地
方

い
る
。

河
や
東
海
道
筋
に
み
ら
れ
た
も
の
で
、
地
域
構
造
と
そ
の
上
に
た
て
ら
れ

幣
と
紙
幣
の
混
合
流
通
が
一
般
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
を
示
し
て

非
領
国
型
と
は
、
天
領
（
幕
府
直
轄
領
）
の
多
い
畿
内
•
関
八
州

が
つ
て
信
用
通
貨
の
通
用
強
制
・
専
一
的
流
通
は
達
せ
ら
れ
ず
へ
幕
府
貨

第
十
章

し
た
政
治
的
な
間
隙
の
発
生
は
、
領
国
内
外
の
有
力
商
人
（
商
人
型
）
あ

よ
っ
て
商
業
経
済
の
統
制
・
支
配
権
を
牛
耳
ら
せ
る
結
果
と
な
る
。
し
た

第
九
章

る
い
は
地
主
勢
力
（
地
主
型
）
の
入
り
込
む
機
会
を
あ
た
え
、
か
れ
ら
に

第
八
章

第
三
部

非
領
国
型
に
お
け
る
信
用
通
貨
の
研
究

近
世
商
業
の
発
展
と
手
形
の
流
通

近
世
経
済
の
発
展
と
為
替
手
形
の
発
達

近
世
証
券
市
場
の
形
成
と
蔵
米
切
手
の
流
通

と
な
り
、
し
た
が
つ
て
藩
国
家
権
力
は
微
弱
と
な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
う

て
い
る
。

特
徴
は
、
領
主
支
配
が
代
官
派
遣
の
形
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
た
め
間
接
的

千
四
十
三
石
の
交
代
寄
合
で
あ
る
松
平
源
七
郎
支
配
の
事
例
を
と
り
あ
げ

あ
る
い
は
交
代
寄
合
の
場
合
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
類
型
に
お
け
る

は
両
者
を
合
体
し
た
類
型
と
し
て
、
三
河
国
長
沢
用
所
ー
石
高
わ
ず
か
四

型
を
と
つ
て
い
る
が
、
本
藩
と
距
離
的
（
地
理
的
）
に
は
な
さ
れ
た
飛
地

第
七
章
に
お
い
て
は
、
右
の
商
人
型
・
地
主
型
と
異
な
り
、
構
造
的
に

特
殊
領
国
型
の
信
用
通
貨
、
そ
れ
は
制
度
史
的
に
は
い
ち
お
う
領
国
の

に
ち
か
い
性
格
を
も
つ
信
用
通
貨
の
よ
こ
の
歴
史
を
の
べ
て
い
る
。

第
七
章

近
世
信
用
通
貨
の
流
通
と
そ
の
基
盤
の
形
成

で
実
質
は
銀
札
で
あ
り
、
そ
の
実
体
は
藩
札
と
い
う
よ
り
も
札
元
の
私
札

第
六
章

近
世
鹿
村
社
会
に
み
ら
れ
る
信
用
通
貨
の
問
題

大
庄
屋
で
商
人
地
主
で
あ
っ
た
中
辻
家
の
発
行
し
た
、
形
式
的
に
は
米
札

第
五
章

近
世
流
通
独
占
の
発
展
と
信
用
通
貨
の
展
開

作
道
洋
太
郎
著
日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究
（
津
川
）

て
、
下
総
国
関
宿
藩
の
飛
地
で
あ
る
和
泉
国
伏
尾
領
の
場
合
に
つ
い
て

―1
0
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態
、
流
通
上
の
諸
問
題
を
検
討
し
、
第
九
章
に
お
い
て
は
、
為
替
手
形
の

発
生
と
、
公
金
為
替
・
江
戸
為
替
・
上
方
為
替
・
京
為
替
・
地
方
為
替
な

ど
の
流
通
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
第
十
章
に
お
い
て
信
用
証
券
と
し
て
機

能
し
た
蔵
米
切
手
の
流
通
状
況
を
証
券
市
場
と
関
連
し
て
述
べ
、
蔵
米
切

手
の
性
格
変
化
を
あ
と
ず
け
て
い
る
。

以
上
本
書
を
通
読
し
て
感
ず
る
こ
と
は
、
段
階
論
的
理
解
と
類
型
論
的

把
握
が
巧
み
な
工
匠
の
織
な
す
錦
繍
の
経
緯
と
な
り
、
使
用
さ
れ
た
絹
糸

で
あ
る
原
史
料
は
、
東
に
西
に
長
年
月
を
か
け
て
あ
く
な
く
採
訪
し
蒐
集

し
た
で
あ
ろ
う
も
の
の
中
か
ら
、
一
寸
の
上
糸
を
も
見
逃
が
す
こ
と
な

く
、
屑
糸
と
も
お
も
わ
れ
る
も
の
を
も
放
棄
せ
ず
そ
の
価
値
を
適
当
に
評

価
し
、
紡
ぎ
あ
わ
せ
て
経
と
し
緯
と
し
た
な
み
な
み
な
ら
ぬ
努
力
が
感
じ

ら
れ
、
唯
々
敬
服
の
一
言
に
つ
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
全
く
の
門
外
漢
の
言
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も

ま
ず
第
八
章
に
お
い
て
は
、
銀
目
手
形
の
生
成
の
基
盤
、
そ
の
諸
形

麻
田
・
赤
穂
・
豊
岡
•
岡
山
・
広
島
・
岩
国
な
ど
の
諸
藩
に
も
発
行
さ

近
畿
・
中
国
な
ど
の
藩
札
発
行
諸
藩
を
一
覧
す
る
と
、

和
歌
山
を
は
じ

め
、
柳
生
・
岸
和
田
・
尼
崎
・
丹
波
亀
山
・
柏
原
・
篠
山
•
松
江
・
姫
路

•
津
山
・
高
梁
・
庭
瀬
•
福
山
な
ど
の
親
藩
・
譜
代
の
諸
藩
に
お
い
て
近

世
初
期
に
藩
札
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
外
様
大
名
領
に
お
い
て
も
、

れ
、
全
国
的
に
み
て
親
藩
・
譜
代
と
外
様
大
名
の
家
数
の
比
率
は
約
二
対

な
さ
れ
て
い
た
。
外
様
大
名
の
領
国
の
多
い
西
南
諸
藩
は
別
と
し
て
も
、

藩
国
家
に
、
親
藩
、
譜
代
、
外
様
大
名
と
幕
府
の
大
名
統
制
上
の
区
別
が

物
貨
の
中
央
市
場
大
阪
へ
の
動
き
と
対
応
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し

い
は
政
治
的
に
み
た
場
合
、
同
様
に
純
粋
領
国
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
諸

か
し
経
済
的
な
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
二
次
的
で
は
あ
る
が
制
度
的
あ
る

た
こ
と
に
関
連
し
起
因
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
西
日
本
の
優
勢
は
、
諸

と
関
係
が
あ
ろ
う
し
、
東
北
地
方
は
経
済
発
展
の
度
合
が
後
進
的
で
あ
っ

考
察
し
た
意
義
は
大
き
い
。

日
本
の
劣
勢
な
る
こ
と
は
、
関
東
一
円
と
東
海
道
筋
は
幕
府
貨
幣
の
流
通

き
は
大
阪
で
あ
っ
て
、
本
書
に
お
い
て
も
第
三
部
に
近
世
の
大
阪
を
中
心

、
、
、
、

と
し
て
、
ほ
ん
ら
い
の
信
用
通
貨
と
し
て
の
手
形
、
切
手
な
ど
の
問
題
を

行
が
東
日
本
に
比
較
し
て
優
勢
で
あ
る
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
東

が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
西
日
本
に
お
け
る
諸
藩
の
藩
札
発

人
の
契
約
的
・
経
済
的
関
係
が
強
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
類
型
と
し
て
何
処
を
お
い
て
も
先
ず
取
り
あ
げ
ら
れ
る
べ

ま
ず
全
国
諸
藩
に
お
け
る
藩
札
発
行
状
況
に
つ
い
て
三
四
頁
に
集
計
表

と
希
望
を
述
べ
さ
せ
て
戴
き
た
い
。

的
に
は
領
主
権
力
の
強
力
な
統
制
を
う
け
る
こ
と
は
少
な
く
、
む
し
ろ
商

全
般
に
亘
つ
て
で
は
な
く
、
ご
く
一
部
分
に
つ
い
て
二
、
三
の
点
で
質
問
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和
の
悪
銭
流
通
の
統
一
に
失
敗
し
、
寛
永
・
寛
文
期
に
善
銭
流
通
に
よ
る

「
折
た
＜
柴
の
記
」
の
「
慶
長
六
年
辛
丑
よ
り
正
保
四
年
丁

寛
文
期
の
寛
永
通
宝
大
量
鋳
造
を
も
つ
て
悪
貨
流
通
の
実
現
の
端
緒
と

乏
化
な
ら
び
に
流
通
貨
幣
の
減
少
の
原
因
の
最
た
る
も
の
は
金
銀
海
外
流

経
済
雑
誌
九
九
の
三
）
、
そ
れ
は
か
つ
て
藤
田
五
郎
氏
に
よ
っ
て
、
寛
永

幣
制
度
と
秤
量
貨
幣
制
度
の
併
用
ー
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
、
財
政
窮

銭
に
よ
る
貨
幣
流
通
の
統
一
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
の
見
解
（
国
民

貨
幣
政
策
し
た
が
つ
て
貨
幣
制
度
そ
の
も
の
に
存
在
す
る
欠
陥
ー
定
位
貨

授
よ
り
出
さ
れ
た
「
寛
永
通
宝
の
大
量
鋳
造
は
藤
田
氏
の
い
う
如
く
新
悪

の
枯
渇
に
よ
る
金
銀
産
出
量
の
激
減
に
も
よ
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ

れ
た
見
解
を
出
さ
れ
た
。
元
詭
期
の
幕
府
財
政
の
膨
脹
と
窮
乏
は
、
鉱
山

か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
御
教
示
願
い
た
い
。

と
す
る
画
一
的
な
制
限
で
は
な
く
て
、
何
等
か
の
区
別
が
存
在
し
た
の

の
通
貨
政
策
と
く
に
紙
幣
政
策
の
制
限
が
、
中
期
に
お
け
る
石
高
を
規
準

進
し
、
貨
幣
の
不
足
を
生
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
幕
府

道
氏
は
、
元
腺
期
の
貨
幣
改
鋳
の
評
価
に
お
い
て
、
従
来
の
通
説
で
あ
る

は
貨
幣
の
素
材
的
価
値
の
み
に
よ
っ
て
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
流
通
局

か
迂
回
的
政
策
を
講
じ
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
悪
貨
範
疇

一
で
前
者
が
多
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
初
期
の
藩
札
発
行
は
親
藩
・
譜
代

の
諸
藩
に
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
外
様
大
名
領
国

が
経
済
的
に
豊
か
で
あ
っ
た
為
か
、
そ
れ
に
し
て
は
拝
領
高
三

0
万
石
を

越
す
岡
山
・
広
島
藩
の
場
合
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
流
通
経
済
が
促

つ
ぎ
に
悪
貨
範
疇
の
成
立
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
近
世
日
本
貨
幣
史
」

に
お
い
て
、
鋳
貨
面
で
は
、
元
腺
．
享
保
期
の
貨
幣
改
鋳
の
連
続
に
よ
る

悪
貨
現
象
の
あ
ら
わ
れ
に
置
き
、
こ
れ
に
対
し
て
神
戸
大
学
新
保
博
助
教

看
倣
す
見
解
の
支
持
で
あ
る
が
、
作
道
氏
は
、
む
し
ろ
そ
れ
は
慶
長
・
元

統
一
に
貨
幣
政
策
を
転
換
し
、
元
腺
期
の
荻
原
銭
流
通
ま
で
悪
貨
流
通
の

実
現
が
延
期
さ
れ
た
と
答
え
て
い
る
。

幕
府
財
政
の
赤
字
克
服
策
説
に
対
し
て
、
近
世
に
お
け
る
経
済
発
展
に
も

と
づ
く
貨
幣
流
通
量
の
膨
脹
化
傾
向
か
ら
考
察
し
、
幕
府
の
貨
幣
数
量
の

調
節
を
お
こ
な
う
通
貨
調
整
策
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
の
す
ぐ

こ
の
期
に
財
政
窮
乏
が
表
面
化
し
た
だ
け
で
、
そ
れ
以
前
に
幕
府
財
政
に

ひ
び
が
入
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
れ
は
江
戸
幕
府
の
と
っ
た

出
で
あ
る
。

亥
に
至
る
ま
で
、
凡
四
十
六
年
の
間
の
事
は
詳
な
ら
ず
、
慶
安
元
年
戊
子

よ
り
、
宝
永
五
年
戊
子
に
至
て
、
凡
六
十
年
の
間
に
外
国
に
入
り
し
所
の

金
二
百
三
十
九
万
七
千
六
百
両
余
、
銀
三
十
七
万
四
千
二
百
二
十
九
貫
目

作
道
洋
太
郎
著
日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究
（
津
川
）

面
に
お
け
る
現
象
を
と
ら
え
て
の
べ
ら
る
ぺ
き
で
は
な
い
か
、
思
う
に
作

た
し
か
に
幕
府
の
貨
幣
政
策
は
直
線
的
で
は
な
く
、
試
行
錯
誤
と
い
う
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一
六
―
―
|
―
六
四
六
年
間
に
は
、

金
が
約
二
千
五
百
万
弗
、
銀
は
一
億
三
百
五
十
弗
、
一
六
四
七
ー
一
六
七

一
年
間
に
は
金
が
一
千
六
百
万
弗
、
銀
五
千
七
百
万
弗
で
、
ジ
ョ
ン
・
ロ

ッ
ク
の
計
算
に
よ
る
と
、
一
六
四
九
年
か
ら
一
六
七
0
年
ま
で
に
、
オ
ラ

ン
ダ
人
が
日
本
か
ら
持
ち
さ
っ
た
貨
金
属
の
毎
年
の
割
合
は
、
平
均
約
―
―
―

こ
の
よ
う
な
金
銀
流
出
の
対
策
と
し
て
、
幕
府
は
防
止
策
を
と
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）
に
金
銀
比
価

を
金
一
両
に
つ
き
銀
六
二
匁
（
慶
長
比
価
一
両
に
五

0
匁
）
に
改
訂
し
て

い
る
の
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
金
銀
貨
の
減
少
を
補
う
意
味
も

あ
っ
て
か
、
同
年
、
寛
永
通
宝
の
大
量
鋳
造
に
着
手
し
、
寛
文
八
年
に
京

行
数
量
五
十
万
貫
の
四
倍
に
達
す
る
発
行
を
み
た
。
し
か
も
銀
銭
の
比
価

ぼ
、
寛
永
十
三
年
に
は
銭
一
貫
文
に
付
銀
二
四
匁
で
あ
っ
た
が
、
初
鋳
以

後
銭
貨
は
次
第
に
下
落
し
、
同
十
六
年
に
は
一
貫
文
に
付
銀
一
六
I
―ニ

匁
と
三
年
後
に
約
半
価
に
な
っ
て
い
る
。
幕
府
は
明
暦
年
間
以
降
し
ば
し

大
仏
を
潰
し
て
銭
貨
を
鋳
造
す
る
に
い
た
る
ま
で
に
、
慶
長
期
の
銭
貨
発

圧
倒
し
て
い
た
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
国
家
紙
幣
と
し
て
の

勿
論
金
・
銀
・
銭
三
貨
の
流
通
数
量
の
不
均
衡
に
よ
っ
て
生
じ
た
比
価
の
変

動
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
悪
貨
傾
向
を
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
同
時
に
こ
の
流
通
貨
幣
の
不
足
が
、
諸
藩
に
お
い
て
寛
文
ー
延
宝

期
に
あ
ら
わ
れ
る
藩
札
発
行
に
結
果
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
し
た

最
後
に
、
信
用
通
貨
の
性
格
あ
る
い
は
職
能
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
非

領
国
型
の
ほ
ん
ら
い
の
信
用
通
貨
、
そ
れ
は
商
人
間
の
取
引
に
お
い
て
支

れ
る
、
こ
れ
に
対
し
て
純
粋
領
国
型
の
信
用
通
貨
の
場
合
は
、
作
道
氏
の

概
括
的
な
表
現
で
あ
る
が
藩
国
家
の
権
力
に
よ
っ
て
強
く
統
制
さ
れ
、
国

、
、
、
、

家
紙
幣
と
し
て
の
性
格
が
は
つ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
、
財
政
貨
幣
〔
I
I
不
換

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

紙
幣
〕
的
な
性
格
が
、
た
え
ず
流
通
貨
幣
〔
I
I
兌
換
紙
幣
〕
的
な
性
格
を

~ 

は
、
財
貨
的
流
通
か
ら
信
用
的
流
通
へ
と
す
す
ん
で
行
く
こ
と
は
理
解
さ

払
手
段
と
し
て
生
成
•
発
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
流
通
局
面
に
お
い
て

の
初
発
期
で
あ
る
寛
文
ー
延
宝
期
に
求
め
ら
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

百
万
弗
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

が
つ
て
典
型
的
な
信
用
通
貨
に
お
け
る
悪
貨
範
疇
成
立
の
端
緒
は
、
帯
札

千
六
百
万
弗
、
銀
四
千
九
百
万
弗
、

策
と
し
て
の
寛
永
通
宝
の
大
量
鋳
造
ー
銭
貨
下
落
の
経
過
か
ら
、
そ
れ
は

銀
あ
わ
せ
て
二
千
箱
、
一
五
九
0
|
―
六
一
0
年
間
に
流
出
し
た
金
は
約

七
年
の
間
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
ビ
ン
ト
ウ
の
海
外
に
も
ち
さ
っ
た
も
の
は
金

余
也
、
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
他
の
資
料
に
よ
る
と
、
一
五
五
四
ー
一
五
九

ば
公
定
銭
相
場
の
励
行
を
令
し
た
が
、
効
果
は
あ
ま
り
な
く
万
治
元
年
に

は
一
貫
は
更
に
下
落
し
て
銀
一
四
匁
替
に
な
る
に
い
た
つ
て
い
る
。

こ

の
よ
う
な
金
銀
海
外
流
出
ー
国
内
流
通
貨
幣
の
減
少
ー
貨
幣
数
量
の
調
節
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め
に
、
兌
換
を
建
前
と
し
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
れ
ば
、
そ
の
性

流
通
貨
幣
的
な
性
格
を
た
え
ず
圧
倒
し
て
・
い
た
と
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
流
通
貨
幣
的
性
格
（
兇
換
紙
幣
）
を
維
持
す
る
た
め

格
は
あ
く
ま
で
も
流
通
手
段
と
し
て
も
の
で
、
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
引
替
準
備
金
を
用
意
し
、
信
用
を
保
持
す
る
た

て
い
る
。
し
か
も
少
な
く
と
も
藩
札
を
発
行
し
、
専
一
的
な
通
用
強
制
力

（
昭
和
三
十
六
年
四
月

藩
札
は
、
ほ
ん
ら
い
流
通
手
段
と
し
て
、
幕
府
貨
幣
の
流
通
量
の
減
少
の
結

果
、
諸
藩
国
家
に
お
け
る
貨
幣
不
足
を
補
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す

図
し
た
も
の
で
、
財
政
的
流
通
（
租
税
の
支
払
と
し
て
の
貨
幣
の
流
通
）

て
、
財
政
の
赤
字
克
服
説
を
し
り
ぞ
け
、
通
貨
調
整
策
を
と
り
あ
げ
、
信

用
通
貨
も
幕
府
貨
幣
に
対
応
し
て
生
成
•
発
達
し
、
変
貌
す
る
と
の
見
解

を
と
る
論
説
に
矛
盾
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
勿
論
第
二
章
の
久
留
米

藩
に
お
け
る
事
例
で
証
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
段
々
勝
手
向
差
支
」

り
、
財
政
窮
乏
の
恒
常
化
に
よ
っ
て
宝
永
札
の
発
行
は
み
ら
れ
る
。
し
か

し
財
政
窮
乏
に
よ
る
藩
札
の
乱
発
は
享
保
札
の
失
敗
で
、
貨
幣
の
財
政
的

流
通
は
本
来
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
く
、
宝
暦
札
の
財
貨
的
流
通
に
か
え
っ

も
つ
と
も
力
を
そ
そ
が
れ
た
で
あ
ろ
う
第
三
部
の
非
領
国
型
に
お
け
る
信

用
通
貨
の
研
究
に
ふ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
未
知
を
啓
蒙
さ
れ
る
ば
か
り

で
、
い
ま
だ
疑
問
の
生
ず
る
余
地
が
な
か
っ
た
為
で
あ
り
、
他
日
さ
ら
に

こ
の
点
に
つ
い
て
研
究
の
上
に
て
種
々
御
教
示
い
た
だ
＜
点
が
あ
る
か
に

思
わ
れ
る
。
諸
般
に
亘
り
よ
ろ
し
く
御
寛
恕
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

未
来
社
刊
）

つ
か
か
り
を
感
じ
る
。
鋳
貨
面
に
お
い
て
は
、
幕
府
の
貨
幣
改
鋳
に
対
し

り
、
し
か
も
ま
と
は
ず
れ
と
な
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
し
、
さ
ら
に
著
者
が

す
な
わ
ち
藩
財
政
の
赤
字
克
服
を
第
一
義
と
す
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
の
ひ

初
歩
的
な
愚
問
を
加
え
、

そ
れ
も
筆
者
の
興
味
を
ひ
い
た
第
一
部
に
限

以
上
ま
こ
と
に
簡
単
に
し
て
杜
撰
な
内
容
紹
介
と
ニ
・
三
の
ま
っ
た
＜

る
な
れ
ば
、
流
通
局
面
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
貨
幣
の
財
貨
的
流
通
を
意

の
困
難
さ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

通
貨
の
上
下
左
右
流
通
に
お
い
て
専
一
的
通
用
を
は
か
っ
た
通
貨
政
策
上

作
道
洋
太
郎
著
日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究
（
津
川
）

に
、
諸
藩
が
正
貨
と
信
用
通
貨
を
併
用
す
る
に
あ
た
り
、
あ
る
い
は
信
用

―
―
四




