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有
贋
護
券
の
取
得
行
爲
の
毅
疵

一
六

（
四
五
二
）

有
債
澄
券
の
取
得
行
爲
の
毅
疵

高

鳥

正

夫

　
高
度
の
流
通
性
を
も
つ
有
債
謹
券
の
取
引
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
善
意
取
得
の
制
度
を
徹
底
彊
化
し
て
、
取
得
者
の
保
護
を
は
か
る
必
要
が

大
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
我
國
の
法
律
制
度
も
、
こ
の
要
請
に
慮
え
て
、
ま
ず
有
債
詮
券
法
の
中
心
を
な
す
手
形
法
、
小
切
手
法

に
お
い
て
、
民
法
の
動
産
取
引
に
お
け
る
善
意
取
得
の
制
度
を
更
に
振
充
し
た
規
定
を
設
け
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
商
法
に
お
い
て
、
株

券
並
び
に
金
鏡
そ
の
他
の
物
叉
は
有
債
讃
券
の
給
付
を
目
的
と
す
る
有
慣
詮
雰
の
取
得
の
場
合
に
準
用
す
る
と
い
う
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
手
形
法
第
十
六
條
、
小
切
手
法
第
十
九
條
、
第
二
十
一
條
な
ど
に
お
い
て
は
、
事
由
の
何
た
る
を
問
わ
ず
、
手
形
、
小
切
手
の
占
有
を

失
つ
た
者
が
あ
る
場
合
に
、
一
定
の
形
式
的
資
格
を
備
え
た
者
か
ら
、
悪
意
叉
は
重
大
な
過
失
な
く
し
て
手
形
、
小
切
手
を
取
得
し
た
譲
受
人
と

し
て
は
、
直
ち
に
そ
れ
ら
の
讃
雰
を
取
得
し
、
原
所
有
者
に
返
還
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
と
の
み
規
定
し
、
民
法
第
百
九
十
三
條
以
下
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
善
意
取
得
に
關
す
る
例
外
的
、
制
限
的
な
規
定
を
設
け
て
は
い
な
い
。
そ
れ
故
、
民
法
の
一
般
動
産
の
善
意
取
得
の
場
合
と
は
異
つ
て
、

手
形
、
小
切
手
そ
の
他
前
述
し
た
有
債
誰
券
が
盗
難
、
遺
失
な
ど
の
事
故
に
よ
つ
て
原
所
有
者
の
手
を
離
れ
た
も
の
で
あ
り
、
從
つ
て
、
そ
の
譲



渡
人
が
無
槽
利
者
の
場
合
で
あ
つ
て
も
、
有
効
に
そ
れ
ら
の
詮
券
を
取
得
で
き
る
と
い
う
黙
で
は
、
ま
さ
に
善
意
取
得
者
の
保
護
を
一
歩
進
め
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
有
償
誰
雰
の
善
意
取
得
に
關
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
讃
券
の
譲
渡
人
が
無
穫
利
者
で
あ

る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
い
エ
か
え
れ
ば
、
例
え
ば
無
能
力
者
を
能
力
者
と
信
じ
て
謎
券
を
取
得
し
、
或
は
、
譲
渡
人
の

錯
誤
を
知
ら
ず
叉
は
そ
の
代
理
椹
の
欠
飲
を
知
ら
ず
し
て
譲
受
け
た
場
合
な
ど
に
お
い
て
も
、
譲
受
人
に
重
大
な
過
失
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
保
護
を
受
け
う
る
か
と
い
う
黙
が
次
に
問
題
と
な
つ
て
く
る
が
、
こ
の
黙
に
な
る
と
、
法
文
も
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
く
、
ま
た
、
學
者
の

見
解
も
一
致
し
て
い
な
い
。

　
有
債
詮
券
の
取
得
者
の
立
場
を
厚
く
保
護
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
詮
券
の
譲
渡
人
が
無
樺
利
者
で
あ
る
場
合
の
み
で
な
く
、
無
能
力
者
、
無
穫
代

理
人
な
ど
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
謹
券
を
善
意
取
得
で
き
る
と
す
る
と
同
時
に
、
譲
渡
人
に
錯
誤
の
主
張
も
認
め
な
い
こ
と
が
愛
當
で
あ
ろ

う
。
反
鋤
に
、
喪
失
者
の
側
に
立
つ
て
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ば
無
能
力
者
を
保
護
す
る
必
要
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
有
債
謹
券
譲
渡
の

場
合
に
最
も
強
く
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
假
り
に
、
無
能
力
者
か
ら
も
謹
券
を
善
意
取
得
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
無
能
力
者
の
保
護
に

關
す
る
規
定
は
そ
の
實
効
性
の
大
部
分
を
失
う
に
至
る
し
、
同
様
の
事
柄
は
、
意
思
表
示
の
瑠
疵
、
無
権
代
理
な
ど
に
關
す
る
規
定
に
つ
い
て
も

い
』
う
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
議
論
に
封
し
て
は
簡
軍
に
納
得
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
從
つ
て
、
立
法
論
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
黙
の
封
立
を
完
全
に
克
服
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
が
、
我
國
の
現
行
法
の
解
繹
と
し
て
は
、
い
ず
れ
の
立
場

が
姜
當
で
あ
る
か
と
い
う
黙
に
問
題
を
限
定
す
れ
ば
、
そ
の
範
園
で
の
解
決
は
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い

て
、
現
行
有
債
誰
雰
法
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
探
用
し
て
い
る
か
と
い
う
黙
に
關
し
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
善
意
取
得
と
い
う
制
度
・
て
の
も
の
の
起
源
は
古
く
、
し
か
も
、
・
て
れ
は
動
産
取
引
に
つ
い
て
ま
ず
獲
生
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
滑
革
的
な
事
情
を
反
映
し
て
、
我
國
の
民
法
に
も
、
動
産
物
権
の
善
意
取
得
に
關
す
る
か
な
り
詳
細
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
從
っ
て
、
民
法
解
繹
上
の
種
々
の
議
論
も
、
こ
の
間
題
の
解
決
に
大
い
に
意
義
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
更
に
、
我
國
の
手
形
法
、
小
切
手
法
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は
統
一
條
約
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
統
一
條
約
の
制
定
當
時
に
お
い
て
、
こ
の
黙
の
間
題
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い

た
か
と
い
う
こ
と
も
輕
覗
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
謎
券
の
善
意
取
得
者
は
い
か
な
る
最
疵
を
治
癒
で
き
る
か
と
い
う
間
題
を
検
討
す
る
に
當
つ

て
は
、
當
然
、
そ
れ
ら
の
範
園
に
ま
で
考
察
が
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

二

　
動
産
の
善
意
取
得
に
關
す
る
民
法
第
百
九
十
二
條
の
規
定
が
、
相
手
方
の
占
有
を
信
用
し
て
、
そ
の
者
か
ら
動
産
を
取
得
し
た
譲
受
人
の
立
場

を
保
護
す
る
た
め
に
、
眞
正
の
所
有
者
の
追
及
権
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
澹
革
的
に
見
る
と
、
こ
の
黙

の
間
題
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
法
と
ゲ
ル
マ
ン
法
と
は
全
く
封
立
的
な
立
場
を
と
つ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い

て
は
、
「
何
人
も
自
己
の
有
す
る
以
上
の
椹
利
を
他
人
に
與
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
原
則
が
動
産
に
つ
い
て
も
貫
か
れ
て
お
り
、
譲
渡

人
が
穫
利
者
で
な
い
場
合
に
は
、
た
と
え
譲
受
人
が
そ
の
者
を
灌
利
者
と
信
じ
て
も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
反
勤

に
、
眞
正
の
所
有
者
は
、
そ
の
動
産
が
何
人
の
手
に
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
追
及
し
て
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

に
封
し
て
、
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
は
、
不
動
産
物
権
と
動
産
物
権
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぐ
そ
の
支
配
す
る
原
則
を
異
に
し
て
い
た
が
、
動
産

に
っ
い
て
は
、
「
所
有
者
が
任
意
に
他
人
に
占
有
を
與
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
饗
し
て
の
み
返
還
を
請
求
で
き
る
」
と
い
う
原
則
が
行
わ
れ

て
い
た
。
そ
れ
故
、
所
有
者
が
そ
の
意
思
に
基
づ
か
ず
し
て
動
産
の
占
有
を
失
つ
た
場
合
、
こ
と
に
盗
品
、
遺
失
物
な
ど
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が

何
人
の
手
に
占
有
さ
れ
て
い
て
も
、
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、
反
封
に
、
所
有
者
が
任
意
に
占
有
を
失
つ
た
場
合
、
例
え
ば
貸

與
、
寄
託
、
質
入
な
ど
の
た
め
相
手
方
に
占
有
を
與
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
相
手
方
に
封
し
て
の
み
返
還
を
請
求
で
き
る
に
止
ま
り
、
更
に
そ
の

相
手
方
か
ら
譲
受
け
た
第
三
者
に
封
し
て
は
請
求
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
動
産
取
引
に
お
け
る
當
事
者
保
護
の
態
様
に
關
し
て
は
、
古
く
か
ら
異
つ
た
二
つ
の
立
場
が
見
ら
れ
た
が
、
中
世
に
お
い
て



は
、
ロ
ー
マ
法
の
廣
汎
か
つ
強
力
な
影
響
を
受
け
て
、
ド
イ
ッ
及
び
フ
ラ
ソ
ス
に
お
い
て
も
、
こ
の
黙
に
關
す
る
ほ
ー
マ
法
の
原
則
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
癒
っ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
・
i
マ
法
の
立
場
を
あ
ま
り
に
徹
底
す
る
と
、
動
産
取
引
の
安
全
を
脅
か
す
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
既

に
そ
の
當
時
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
所
有
者
の
同
復
請
求
権
の
時
効
期
聞
を
短
縮
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
つ
て
、
ロ
ー
マ
法
の
原
則
か
ら
生
ず
る

弊
害
を
少
く
す
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
取
引
の
安
全
を
重
覗
す
る
近
世
法
に
お
い
て
は
、
次
第

に
ロ
ー
マ
法
の
原
則
に
代
え
て
ゲ
ル
マ
ン
法
の
原
則
が
探
用
さ
れ
た
が
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
編
さ
ん
に
當
つ
て
、
そ
の
第
二
千
二
百
七

十
九
條
に
、
動
産
に
關
し
て
は
占
有
は
樺
原
と
し
て
委
當
す
る
と
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
こ
の
第
二
干
二
百
七
十
九
條
の
解
繹
論
と

し
て
は
、
學
読
に
多
少
の
孚
い
は
あ
る
が
、
一
般
に
は
こ
れ
を
制
限
的
に
理
解
し
、
無
椹
利
者
か
ら
の
取
得
の
場
合
に
の
み
こ
の
規
定
を
適
用
す

べ
き
も
の
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
い
で
こ
の
ゲ
ル
マ
ン
法
の
立
場
は
、
ド
イ
ッ
奮
商
法
及
び
ド
イ
ッ
民
法
に
も
縫
承
さ
れ
、
例
え
ば
ド

イ
ッ
民
法
第
九
百
三
十
二
條
以
下
に
お
い
て
は
、
動
産
の
譲
受
人
が
善
意
取
得
の
保
護
を
受
げ
う
る
の
は
、
無
椹
利
者
か
ら
取
得
し
た
場
合
に
限

る
旨
を
明
文
を
も
つ
て
規
定
す
る
と
共
に
、
そ
の
も
の
が
盗
品
、
遺
失
物
な
ど
の
よ
う
に
、
所
有
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
で
そ
の
占
有
を
離
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
譲
受
人
は
善
意
取
得
の
保
護
を
受
け
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
從
つ
て
、
こ
れ
ら
の
立
法
例
の
張
力
な
影

響
の
も
と
に
制
定
さ
れ
た
我
國
の
民
法
の
規
定
が
、
盗
品
及
び
遺
失
物
の
場
合
の
特
則
を
定
め
た
第
百
九
十
三
條
及
び
第
百
九
十
四
條
の
規
定
を

も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
制
度
の
澹
革
に
忠
實
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
第
百
九
十
二
條
の
規
定
も
、
無
穫
利
者
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

動
産
の
取
得
の
場
合
に
限
つ
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
す
の
が
妥
當
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
民
法
第
百
九
十
二
條
に
よ
る
善
意
取
得
の
保
護
を
受
け
る
た
め
に
は
、
こ
の
規
定
の
滑
革
上
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
取
得
者
が
無
椹
利
者
か
ら

譲
受
げ
た
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
果
し
て
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
善
意
取
得
制
度
の
本
質
に
照
し
て
妥
當
な
も

の
で
あ
る
か
、
或
は
我
國
の
民
法
を
例
に
と
つ
た
場
合
、
他
の
規
定
な
い
し
は
他
の
制
度
と
矛
盾
し
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
黙
を
次
に
検
討
し
て

み
よ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
動
産
物
樺
に
關
し
て
善
意
取
得
の
制
度
を
認
め
た
の
は
、
動
産
取
引
の
安
全
を
は
か
る
趣
旨
に
基
づ
く
こ
と
は
い
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う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
通
常
、
動
産
は
そ
の
所
在
を
韓
々
と
し
易
く
、
し
か
も
、
そ
の
占
有
の
存
す
る
と
こ
ろ
に
必
ず
し
も
所
有
椹
あ
り

と
は
い
』
え
な
い
か
ら
、
取
引
の
相
手
方
に
實
質
的
樺
利
の
存
否
を
さ
か
の
ぼ
つ
て
調
査
さ
せ
る
と
な
る
と
、
動
産
取
引
が
圓
滑
に
行
わ
れ
な
く

な
つ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
民
法
の
規
定
を
見
る
と
、
一
方
に
お
い
て
は
、
動
産
の
占
有
者
を
椹
利
者
と
し
て
推
定
す
る
第
百
八
十
八

條
の
規
定
を
設
け
る
と
共
に
、
そ
の
者
を
灌
利
者
と
信
じ
て
取
引
し
た
譲
受
人
を
保
護
す
る
第
百
九
十
二
條
の
規
定
を
定
め
、
他
方
、
盗
品
及
び

遺
失
物
に
關
す
る
特
則
を
定
め
た
第
百
九
十
三
條
及
び
第
百
九
十
四
條
の
規
定
を
設
け
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
綜
合
的
に
考
察
す
る
と
、
結
局
、

我
が
民
法
に
お
け
る
動
産
の
善
意
取
得
の
制
度
は
、
譲
渡
人
の
も
と
に
存
す
る
占
有
を
中
心
に
、
眞
正
の
所
有
者
が
そ
こ
に
任
意
に
占
有
を
與
え

た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
譲
渡
人
の
占
有
に
基
づ
い
て
、
そ
の
者
を
穫
利
者
と
信
じ
て
取
引
し
た
譲
受
人
を
保
護
す
る
と
い
う
構
想
の
も
と
に
、

動
産
取
引
の
要
求
に
慮
え
て
い
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
動
産
の
善
意
取
得
者
が
い
か
な
る
鍛
疵
を
治
癒

で
き
る
か
と
い
う
問
題
の
解
答
は
、
む
し
ろ
、
善
意
取
得
の
基
礎
と
な
る
譲
渡
人
の
占
有
に
、
ど
の
よ
う
な
外
観
が
附
與
さ
れ
る
か
と
い
う
黙
か

ら
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
一
部
の
學
者
は
、
民
法
第
百
九
十
二
條
の
法
文
が
軍
に
譲
受
人
の
善
意
無
過
失
を
要
求
す

る
の
み
で
、
譲
渡
人
の
側
の
庭
分
能
力
若
し
く
は
譲
渡
行
爲
の
霰
疵
な
ど
に
つ
い
て
は
制
限
を
設
け
て
い
な
い
か
ら
、
取
得
時
効
に
關
す
る
民
法

第
百
六
十
二
條
の
場
合
と
比
較
し
て
も
、
譲
渡
人
が
無
穫
利
者
で
あ
る
場
合
の
み
で
な
く
、
無
能
力
者
、
無
樺
代
理
人
な
ど
の
場
合
に
も
善
意
取

得
で
き
る
と
解
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
果
的
に
は
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る

こ
と
と
な
り
、
一
居
姜
當
な
解
繹
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
た
黛
、
そ
の
た
め
に
は
、
法
文
の
字
句
上
の
問
題
や
取
引
の
動
的
安
全
分
保
護
の
必

要
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
更
に
明
確
で
合
理
的
な
基
礎
づ
け
が
必
要
の
よ
う
で
あ
る
。
い
Σ
か
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
主
張
を
基
礎
づ
け
る
に
當

つ
て
、
例
え
ば
譲
渡
人
の
も
と
に
存
す
る
動
産
の
占
有
が
、
無
椹
利
者
を
椹
利
者
た
ら
し
め
る
外
観
を
附
與
す
る
と
同
様
の
意
味
に
お
い
て
、
そ

れ
を
占
有
し
て
い
る
こ
と
自
艦
か
ら
、
直
ち
に
、
そ
の
者
が
能
力
者
で
あ
り
叉
は
代
理
椹
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
の
外
観
が
生
ず
る
と
い
う
程
度

の
貌
明
で
も
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
納
得
し
易
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
勲
を
合
理
的
に
読
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ



う
し
、
ま
た
、
前
遮
し
た
勲
以
外
に
は
的
確
な
根
嫁
も
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
動
産
0
占
有
に
公
信
力
の
生
ず
る
み
は
㌔

譲
渡
行
爲
の
成
立
に
必
要
な
條
件
を
一
癒
全
部
備
え
て
は
い
る
が
、
譲
渡
人
が
無
穫
利
者
の
た
め
に
、
そ
の
取
得
が
無
効
と
さ
れ
る
と
い
う
場
合

に
限
る
と
理
解
す
る
の
が
正
當
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
封
し
て
、
民
法
第
百
九
十
二
條
が
無
権
利
者
か
ら
動
産
を
譲
受
け
た
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
す
る
と
、
そ
の
他
の
場
合
、
例
え
ば

無
能
力
者
、
無
椹
代
理
人
な
ど
か
ら
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
取
得
時
効
に
關
す
る
第
百
六
十
二
條
の
第
一
項
と
第
二
項
と
の
關
係
か
ら
い

つ
て
、
二
十
年
の
取
得
時
効
に
よ
る
こ
と
と
な
り
、
一
面
に
お
い
て
、
同
様
に
善
意
無
過
失
で
動
産
の
占
有
を
始
め
な
が
ら
、
無
権
利
者
か
ら
取

得
し
た
場
合
に
は
邸
時
に
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
二
十
年
の
経
過
に
よ
り
所
有
椹
を
取
得
す
る
と
い
う
結
果
と
な
つ
て
、
爾
者
の
間
の
差
が
あ

ま
り
に
も
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
善
意
無
過
失
で
不
動
産
の
占
有
を
始
め
た
場
合
に
も
、
第
百
六
十
二
條
第
二
項
に
よ
つ
て

十
年
で
所
有
椹
を
取
得
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
動
産
上
の
椹
利
取
得
に
か
え
つ
て
長
年
月
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
貼
も
非
難
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

饗
象
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
善
意
取
得
の
問
題
は
、
動
産
の
占
有
に
附
與
さ
れ
る
外
観
に
封
す
る
信
頼
を
保

護
し
よ
う
と
す
る
制
度
で
あ
る
の
に
封
し
、
取
得
時
効
の
間
題
は
、
取
得
者
自
身
の
占
有
か
ら
生
ず
る
外
観
そ
の
も
の
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
つ
て
、
嚴
密
に
い
え
ば
爾
者
は
無
關
係
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
方
の
規
定
を
根
稼
と
し
て
他
方
を
批
到
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自

禮
、
や
N
見
當
は
ず
れ
の
感
じ
が
な
い
で
も
な
い
。
も
つ
と
も
、
期
間
の
経
過
に
よ
る
椹
利
取
得
と
い
う
黙
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
、
爾
者
の
規
定

を
比
較
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
鱒
は
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
現
行
民
法
典
の
立
案
關
係
者
は
、
實
は
、

こ
の
鮎
で
若
干
の
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
第
百
六
十
二
條
第
二
項
は
不
動
産
に
つ
い
て
だ
け
規
定
し
動
産
の
場

合
を
排
斥
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
當
時
の
立
案
關
係
者
の
な
か
に
は
、
善
意
無

過
失
の
動
産
の
占
有
は
す
べ
て
第
百
九
十
二
條
で
解
決
さ
れ
、
こ
の
第
百
六
十
二
條
第
二
項
を
適
用
す
る
齢
地
は
な
い
と
考
え
た
も
の
が
あ
つ
た

　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
め
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
黙
は
誤
解
に
基
づ
く
立
法
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
法
第
百
九
十
二
條
の
規
定
は
、
法
文
上
は
明
ら
か
で
な
い
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と
し
て
も
、
そ
れ
は
動
産
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
取
引
行
爲
の
な
い
と
こ
ろ
に
帥
時
取
得
を
規
定
し
た
同
條
を
適

用
す
る
盤
地
は
な
く
、
結
局
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
不
動
産
の
取
得
時
効
に
關
す
る
第
百
六
十
二
條
第
二
項
に
倣
つ
て
、
動
産
に
つ
い
て
も

十
年
の
取
得
時
効
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
爾
者
の
間
の
椹
衡
は
保
た
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
從
つ
て
、
現
在
の
多
く
の
民
法
學
者
は
、
こ
の
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第
百
六
十
二
條
第
二
項
の
規
定
を
、
善
意
取
得
の
保
護
を
受
け
え
な
い
動
産
の
占
有
に
も
類
推
適
用
す
べ
し
と
主
張
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ

の
黙
が
解
繹
上
落
着
い
て
き
た
と
し
て
も
、
同
じ
く
善
意
無
過
失
に
動
産
の
占
有
を
始
め
た
場
合
で
あ
り
な
が
ら
、
無
穫
利
者
か
ら
取
得
し
た
場

合
に
は
鄙
時
に
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
十
年
の
経
過
に
よ
つ
て
権
利
を
取
得
す
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
黙
の
開
き
は
、
な
お
、
こ
れ
を
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
者
の
場
合
に
は
譲
渡
行
爲
が
一
鷹
有
効
に
な
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
、
後
者
の
場
合
は
譲
渡
行
爲
そ
の
も
の
に
鍛
疵
あ

る
場
合
で
あ
る
か
ら
、
立
法
論
的
に
は
間
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
解
繹
論
と
し
て
は
止
む
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
動
産
の
譲
受
人
が
善
意
取
得
の
保
護
を
受
け
う
る
の
は
、
無
椹
利
者
か
ら
取
得
し
た
場
合
に
限
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
ま
た
、
民
法
が
無
能

力
者
の
保
護
、
意
思
表
示
の
最
疵
、
無
椹
代
理
な
ど
に
關
す
る
規
定
を
設
け
た
趣
旨
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
無
能
力
者
の
場

合
を
例
に
と
つ
て
み
て
も
、
無
能
力
者
の
利
盆
の
た
め
に
取
清
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
爲
と
い
う
も
の
は
、
何
も
動
産
に
關
す
る
物
穫
行

爲
の
み
で
な
く
、
不
動
産
に
關
す
る
物
樺
行
爲
、
債
権
行
爲
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
取
引
の
相
手
方
を
保
護
す
る
た
め
に
、
そ
の
う
ち
で
比

較
的
安
易
に
行
わ
れ
る
動
産
に
關
す
る
物
権
行
爲
に
つ
い
て
の
み
取
滑
を
認
め
な
い
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
無
能
力
者
の
保
護
に
嵌
け
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
意
見
も
成
り
立
ち
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
難
は
根
本
的
な
老
え
方
の
相
違
で
あ
つ
て
、
法
律
が
無
能
力
者
を
保
護
す
る

た
め
に
規
定
を
設
け
る
以
上
は
、
最
も
ひ
ん
ぱ
ん
に
行
わ
れ
る
動
産
に
關
す
る
取
引
に
つ
い
て
取
清
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
規
定
の
狙

い
の
大
牛
は
失
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
前
者
の
意
見
に
は
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
立
場
を
お
し
進
め

て
ゆ
く
な
ら
ば
、
動
産
の
譲
渡
人
に
つ
い
て
無
権
利
と
無
能
力
と
の
鍛
疵
が
併
存
す
る
場
合
に
は
、
た
と
え
譲
受
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
霰
疵
に
つ
い

て
善
意
無
過
失
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
第
百
九
十
二
條
に
よ
る
善
意
取
得
の
保
護
を
受
け
え
な
い
も
の
と
解
す
の
が
要
當
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し



て
、
無
能
力
者
か
ら
動
産
を
譲
受
け
た
者
が
更
に
そ
れ
を
善
意
の
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
第
一
の
關
係
は
ま
さ

に
無
能
力
者
か
ら
の
取
得
で
あ
り
、
從
つ
て
、
最
初
の
譲
受
人
に
つ
い
て
は
善
意
取
得
の
間
題
は
お
こ
り
え
な
い
が
、
第
二
の
關
係
、
す
な
わ
ち

最
初
の
譲
受
人
と
そ
の
第
三
者
と
の
關
係
は
無
穫
利
者
か
ら
の
譲
渡
の
場
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
こ
で
は
原
所
有
者
の
無
能
力
と
い
う
霰

疵
は
間
題
に
な
ら
ず
、
そ
の
第
三
者
は
善
意
取
得
の
保
護
を
受
け
う
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
前

述
し
た
ド
イ
ッ
民
法
の
規
定
と
同
様
に
、
我
國
の
民
法
に
お
い
て
も
、
善
意
取
得
に
關
す
る
第
百
九
十
二
條
の
適
用
が
あ
る
の
は
、
譲
受
人
が
無

椹
利
者
か
ら
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
限
る
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
立
法
論
と
し
て
は
望
ま
し
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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論
（
民
法
研
究
第
一
巻
）
、
六
〇
二
ー
六
〇
六
、
六
一
二
頁
、
我
妻
　
榮
「
物
灌
法
」
（
民
法
講
義
∬
）
三
九
、
一
三
五
頁
。

　
（
3
）
乾
政
彦
「
民
法
第
百
九
十
二
條
ノ
解
繹
二
就
テ
」
（
法
學
協
會
雑
誌
第
一
一
二
巻
第
八
號
）
二
六
頁
。

　
（
4
ヤ
「
民
法
修
正
案
理
由
書
」
第
百
六
十
二
條
理
由
。

　
（
5
）
　
我
妻
　
榮
「
民
法
絡
則
」
（
民
法
講
義
1
）
三
六
五
－
三
六
六
頁
、
小
池
隆
一
「
目
本
民
法
絡
論
」
四
二
一
頁
。

三

　
動
産
の
譲
受
人
が
善
意
取
得
の
保
護
を
受
け
る
の
は
、
そ
の
も
の
を
無
権
利
者
か
ら
譲
受
け
た
場
合
に
限
る
と
い
う
解
繹
は
、
澹
革
的
に
も
理

論
的
に
も
妥
當
な
も
の
で
あ
る
が
、
民
法
第
百
九
十
二
條
の
法
文
上
は
必
ず
し
も
そ
の
趣
旨
が
明
瞭
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ

て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
有
贋
謹
雰
の
善
意
取
得
の
間
題
を
規
定
し
た
手
形
法
第
十
六
條
、
小
切
手
法
第
十
九
條
、
第
二
十
一
條
な
ど
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
つ
て
、
や
は
り
こ
の
黙
の
表
現
は
明
確
で
な
く
、
そ
の
た
め
、
解
繹
上
に
若
干
の
疑
義
を
残
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
手
形
、
小
切

手
、
株
券
な
ど
の
有
償
讃
券
の
流
通
は
、
動
産
の
取
引
に
比
較
す
れ
ば
、
一
暦
迅
速
か
つ
ひ
ん
ぱ
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
善
意
取
得
者
の
保
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護
の
間
題
は
、
動
産
の
場
合
よ
り
も
更
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
有
債
讃
雰
の
善
意
取
得
に
關
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
を
見
る

と
、
小
切
手
法
第
十
九
條
、
第
二
十
一
條
は
、
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
手
形
法
第
十
六
條
第
一
項
、
第
二
項
の
規
定
と
全
く
同
様
で
あ
り
、
し
か
も

現
行
手
形
法
、
小
切
手
法
は
、
い
ず
れ
も
、
昭
和
七
、
八
年
に
統
一
條
約
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
x
で
は
手
形
法
第
十

六
條
の
規
定
を
中
心
に
、
ま
ず
、
統
一
條
約
の
成
立
以
前
從
つ
て
手
形
法
制
定
以
前
に
お
い
て
、
こ
の
間
題
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か

と
い
う
黙
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
昭
和
七
年
の
手
形
法
制
定
以
前
に
お
い
て
は
、
手
形
に
關
す
る
規
定
は
商
法
第
四
編
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
善
意
取
得
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
當
時
の
商
法
第
四
百
四
十
一
條
に
、
何
人
と
い
え
ど
も
、
悪
意
叉
は
重
大
な
過
失
な
く
し
て
手
形
を
取
得
し
た
者
に
封
し
て
は
、
そ
の
手
形

の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
第
四
百
四
十
一
條
の
規
定
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
適
用
さ
れ
る

か
と
い
う
黙
を
め
ぐ
つ
て
、
當
時
の
學
読
、
到
例
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
か
つ
た
が
、
通
論
は
こ
れ
を
民
法
第
百
九
十
二
條
の
場
合
と
同
様

に
解
し
、
ま
た
、
無
能
力
者
に
よ
る
手
形
行
爲
は
取
消
し
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
商
法
第
四
百
三
十
八
條
の
規
定
を
あ
げ
て
、
商
法
第
四
百
四

十
一
條
も
こ
の
黙
に
關
す
る
例
外
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
手
形
取
得
者
の
善
意
は
譲
渡
人
の
無
椹
利
の
み
を
治
癒
で
き
る
と
解
し
て
い

　
　
　
　
　
（
1
）

た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
第
四
百
四
十
一
條
の
規
定
は
、
ド
イ
ッ
手
形
條
例
第
七
十
四
條
に
倣
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
商
法
第
四
百
四
十

一
條
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
適
用
さ
れ
る
か
、
或
は
、
こ
の
規
定
の
も
と
に
お
い
て
、
手
形
の
善
意
取
得
者
は
い
か
な
る
理
疵
を
治
癒
で
き
る
か

と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ッ
手
形
條
例
第
七
十
四
條
の
規
定
と
そ
れ
に
封
す
る
解
繹
論
に
注
目
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、

ド
イ
ッ
手
形
條
例
第
七
十
四
條
も
、
軍
に
、
同
條
第
三
十
六
條
の
規
定
に
よ
り
資
格
を
有
す
る
手
形
占
有
者
は
、
悪
意
に
て
手
形
を
取
得
し
若
し

く
は
取
得
に
際
し
て
重
大
な
過
失
が
あ
つ
た
場
合
に
の
み
、
手
形
を
返
還
す
る
責
に
任
ず
と
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
手
形
條
例

第
七
十
四
條
の
規
定
の
文
言
か
ら
は
、
手
形
の
善
意
取
得
者
は
い
か
な
る
霰
疵
を
治
癒
で
き
る
か
と
い
う
間
題
の
解
答
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
の

よ
う
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
民
法
第
九
百
三
十
二
條
以
下
の
規
定
に
お
い
て
は
、
動
産
の
譲
受
人
は
無
権
利
者
か
ら



の
み
善
意
取
得
し
う
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
並
び
に
商
人
の
螢
業
範
園
内
に
お
げ
る
動
産
の
譲
渡
、
質
入
に
關
す
る
ド
イ
ッ
商
法
第
三
百

六
十
六
條
も
、
同
様
に
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
明
文
を
も
つ
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
と
比
較
し
て
、
法
文
上
に
何
ら
の
制
限
を
設
け
て
い
な
い

ド
イ
ッ
手
形
條
例
の
も
と
に
お
い
て
は
、
無
権
利
者
か
ら
善
意
取
得
で
き
る
と
同
時
に
、
無
能
力
者
、
無
穫
代
理
人
な
ど
か
ら
の
取
得
に
つ
い
て

も
、
ま
た
、
善
意
取
得
の
保
護
を
受
け
う
る
と
い
う
解
繹
も
成
り
立
た
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
黙
に
關
す
る
ド
イ
ッ
に
お
け
る
諸
學
者

の
見
解
は
封
立
し
、
や
は
り
手
形
條
例
第
七
十
四
條
並
び
に
そ
れ
の
準
用
さ
れ
る
ド
イ
ッ
商
法
第
三
百
六
十
五
條
の
場
合
に
お
い
て
も
、
一
定
の

外
観
に
封
す
る
信
頼
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
制
度
の
本
質
上
、
手
形
の
善
意
取
得
者
は
譲
渡
人
に
存
す
る
所
有
権
欠
敏
の
最
疵
の
み
を
治
癒
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
と
す
る
見
解
の
ほ
か
に
、
有
債
謹
券
の
も
つ
高
度
の
流
通
性
に
注
目
し
て
、
手
形
の
善
意
取
得
の
場
合
に
は
動
産
の
場
合
と
異
つ
て
、
取
得
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
善
意
は
あ
ら
ゆ
る
實
質
的
最
疵
を
治
癒
で
き
る
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
次
に
、
我
國
の
現
行
手
形
法
の
直
接
の
基
礎
と
な
つ
た
手
形
法
統
一
條
約
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
と
い

う
黙
を
老
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
黙
に
つ
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
で
き
事
は
、
一
九
三
〇
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
け
る
手
形
法
統
一

會
議
に
お
い
て
、
ド
イ
ッ
側
の
委
員
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
意
」
の
内
容
を
明
示
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
ド
イ
ッ
側
の
提
案
は
、
手
形
の
取
得
者
が
、
前
主
が
正
當
な
手
形
所
持
人
で
も
な
け
れ
ば
そ
の
代
理
人
で
も
な
い
こ
と
を
知
り
若
し
く
は
重
過

失
に
よ
つ
て
知
ら
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
悪
意
の
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
主
張
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
手
形

條
例
の
解
繹
上
の
有
力
論
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ
を
探
揮
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
各
國
委
員
の
見
解
は
分
れ
、
結

局
、
統
一
會
議
の
方
針
に
從
つ
て
、
そ
れ
が
各
國
國
内
法
と
も
關
蓮
す
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
各
國
の
立
法
に
よ
る
解
決
に
委
譲
さ
れ
、
こ
の
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ゾ

イ
ッ
側
委
員
か
ら
の
提
案
は
採
揮
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
つ
た
。
從
つ
て
、
手
形
の
善
意
取
得
者
は
い
か
な
る
理
疵
を
治
癒
で
き
る
か
と
い
う
問
題

の
解
答
は
、
こ
x
に
お
い
て
も
與
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
や
は
り
、
例
え
ば
能
力
、
意
思
表
示
の
理
疵
、
無
権
代
理
な
ど
に
關
す
る
民
法
の
規
定

と
關
蓮
さ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
國
内
法
の
問
題
と
し
て
解
決
す
る
ほ
か
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ド
イ
ッ
手
形
法
に
封
す
る
そ
の
後
の
解

　
　
　
有
償
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有
慣
護
券
の
取
得
行
爲
の
堰
疵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
四
六
二
）

繹
論
を
見
て
も
、
依
然
と
し
て
、
手
形
の
流
通
性
の
確
保
を
強
調
し
て
、
手
形
が
裏
書
に
よ
つ
て
流
通
し
て
い
る
場
合
に
は
、
取
得
者
の
善
意
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

あ
ら
ゆ
る
蝦
疵
を
治
癒
で
き
る
と
い
う
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
反
封
に
、
例
え
ば
無
能
力
者
の
保
護
に
關
す
る
規
定
の
趣
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

か
ら
い
つ
て
、
譲
渡
人
の
無
能
力
と
い
う
霰
疵
は
治
癒
で
き
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
唱
え
ら
れ
、
爾
者
の
意
見
の
統
一
は
殆

ん
ど
望
め
な
い
實
情
の
よ
う
で
あ
る
。

　
我
國
の
手
形
法
に
翼
す
る
解
繹
と
し
て
も
、
統
一
條
約
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
手
形
取
得
者
の
善
意
が
い
か
な
る
蝦
疵
を
治
癒
で
き
る
か
と
い

う
難
の
解
答
が
與
え
ら
れ
な
か
つ
た
以
上
、
や
は
り
こ
の
間
題
を
民
法
の
能
力
、
意
思
表
示
の
鍛
疵
、
動
産
の
善
意
取
得
制
度
な
ど
と
の
關
係
に

お
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
動
産
の
善
意
取
得
と
の
關
蓮
に
つ
い
て
老
察
し
て
み
る
と
、
民
法
が
動
産

の
占
有
者
を
椹
利
者
と
し
て
推
定
す
る
と
共
に
、
そ
の
占
有
に
基
づ
い
て
、
そ
の
者
を
椹
利
者
と
信
じ
た
譲
受
人
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
第
百
八

十
八
條
と
第
百
九
十
二
條
と
の
關
係
は
、
手
形
法
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
第
十
六
條
第
一
項
と
第
二
項
と
の
關
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
形

法
第
十
六
條
第
一
項
は
、
裏
書
の
蓮
績
あ
る
手
形
の
占
有
者
を
椹
利
者
と
し
て
推
定
し
、
第
二
項
は
、
そ
の
占
有
に
基
づ
い
て
、
そ
の
者
を
穫
利

者
と
信
じ
た
手
形
の
譲
受
人
は
、
悪
意
叉
は
重
大
な
過
失
の
な
い
限
り
、
も
は
や
、
そ
の
手
形
を
返
還
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
爾
者
の
善
意
取
得
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
主
観
的
要
件
に
お
い
て
は
若
干
の
差
異
が
あ
る
と
し
て
も
、
基
本
的
な
構
想
そ
の
も
の
に
お
い

て
は
、
殆
ん
ど
同
様
な
も
の
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
從
つ
て
、
前
主
の
占
有
と
い
う
外
観
に
信
頼
し
て
、
善
意
で
動
産
叉
は
手
形
を
取
得
し
た

場
合
に
は
、
そ
の
譲
渡
行
爲
が
一
慮
有
効
に
存
在
す
る
以
上
、
前
主
の
無
権
利
と
い
う
鍛
疵
は
治
癒
で
き
る
と
い
う
黙
も
、
ま
た
、
同
様
に
理
解

す
る
の
が
委
當
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
手
形
の
占
有
そ
れ
自
艦
か
ら
は
、
そ
の
者
が
能
力
者
で
あ
り
叉
は
代
理
権
を
有

す
る
者
で
あ
る
と
の
外
観
は
生
じ
な
い
か
ら
、
假
り
に
譲
渡
人
に
無
能
力
、
無
権
代
理
な
ど
の
鍛
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
直
接
の
相
手
方
に

封
す
る
關
係
に
お
い
て
は
、
手
形
取
引
の
確
實
性
も
譲
歩
せ
し
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
無
穫
利
の
鍛
疵
と
そ
の
他
の
最
疵

と
の
間
に
匿
別
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
、
我
國
の
私
法
制
度
に
お
い
て
、
無
能
力
者
の
保
護
な
ど
に
關
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
リ

趣
旨
を
も
生
か
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
そ
う
な
る
と
、
民
法
に
規
定
さ
れ
た
動
産
の
善
意
取
得
と
手
形
法
に
お
け
る
手
形
の
善

意
取
得
の
聞
に
は
殆
ん
ど
差
異
が
な
く
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
、
そ
の
手
形
が
原
所
有
者
の
手
中
か
ら
任
意
に
離
脆
し
た
も

の
で
あ
る
か
否
か
に
よ
つ
て
善
意
取
得
の
効
力
は
制
限
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
ら
、
そ
の
黙
で
、
な
お
重
要
な
匠
別
が
存
在
し
て

い
る
わ
げ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
手
形
の
善
意
取
得
の
場
合
に
は
民
法
第
百
九
十
三
條
以
下
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ

る
動
的
安
全
を
一
暦
重
硯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
憤
謹
券
の
取
引
に
は
必
然
的
な
要
求
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
固
有
の
意
味
に
お
け
る
善
意
取

得
制
度
に
封
す
る
こ
の
黙
か
ら
の
振
張
は
、
既
に
ド
イ
ッ
民
法
第
九
百
三
十
五
條
第
二
項
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
理
論
的
に
も
納
得
で

き
る
範
園
の
も
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
手
形
そ
の
他
の
有
憤
誰
雰
に
つ
い
て
、
取
得
者
の
保
護
を
強
調
す
る
立
場
を
と
る
も
の
は
、
動
産
の
善
意
取
得
と
有
贋
誰
券
の
そ

れ
と
の
間
に
更
に
大
き
な
差
異
を
認
め
よ
う
と
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
。
・
て
し
て
、
例
え
ば
手
形
法
第
十
六
條
第
二
項
が
事
由
の
何
た
る
を
間
わ
ず

と
規
定
し
て
い
る
黙
に
注
目
し
て
、
手
形
そ
の
他
の
有
憤
謹
券
の
場
合
に
は
、
動
産
の
善
意
取
得
の
場
合
と
異
つ
て
、
取
得
者
は
前
主
の
無
権
利

と
い
う
蝦
疵
の
み
で
な
く
無
能
力
の
鍛
疵
を
も
治
癒
で
ぎ
る
、
た
黛
、
そ
の
結
果
、
無
能
力
者
略
、
あ
る
前
主
に
手
形
上
の
義
務
を
負
捲
せ
し
め
る

こ
と
は
酷
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
者
は
無
能
力
の
抗
辮
を
も
つ
て
義
務
を
冤
れ
う
る
と
い
う
解
繹
を
立
て
る
こ
と
も
豫
想
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
同

様
に
謹
券
の
所
持
人
が
無
能
力
者
の
場
合
で
あ
つ
て
も
、
例
え
ば
そ
の
謹
雰
が
手
形
な
ど
の
場
合
に
は
、
一
方
に
お
い
て
そ
の
者
の
椹
利
を
喪
失

せ
し
め
て
も
、
他
方
に
お
い
て
は
義
務
の
負
捲
を
と
り
除
く
と
い
う
方
法
も
あ
る
か
ら
、
或
は
、
無
能
力
者
か
ら
も
誰
雰
を
善
意
取
得
で
き
る
と

い
う
考
え
方
が
成
り
立
ち
う
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
反
醤
に
、
そ
の
誰
券
が
株
券
な
ど
の
場
合
に
は
、
最
初
か
ら
と
り
除
く
べ
き
義
務
と
い
う
も

の
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
－
結
局
、
そ
の
者
の
樺
利
喪
失
の
面
だ
け
が
間
題
と
な
つ
て
く
る
わ
け
で
、
從
つ
て
、
取
得
者
は
前
主
の
無
能
力
と
い
5

鍛
疵
を
も
治
癒
で
き
る
と
い
う
考
え
方
を
、
有
債
誰
雰
の
善
意
取
得
一
般
に
つ
い
て
も
、
な
お
、
貫
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
黙
に
は
若
干
の

疑
問
が
残
る
よ
う
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
能
力
に
關
す
る
民
法
の
規
定
の
も
つ
祉
會
政
策
的
な
性
格
か
ら
い
5
な
ら
ば
、
そ
の
者
に
譲
渡
能
力
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が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
軍
に
裏
書
人
と
し
て
の
義
務
負
捲
を
と
り
除
く
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
よ
り
彊
力
に
、
譲
渡
そ
の
も
の
の
効
力
を
奪
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

こ
と
ま
で
を
要
求
し
て
い
る
と
解
す
の
が
安
當
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
謹
券
取
引
の
實
情
に
つ
い
て
あ
て
は
め
て
考
え
た
場
合
に
も
、
な
る
ほ

ど
、
盛
ん
に
流
通
す
る
有
債
謹
券
の
取
引
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
動
的
安
全
を
十
分
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
既
に
述
べ
て

き
た
よ
う
に
、
譲
渡
人
の
錯
誤
、
無
能
力
、
無
椹
代
理
な
ど
と
い
う
理
疵
は
、
そ
の
誼
券
が
更
に
善
意
の
第
三
者
に
取
得
さ
れ
た
場
合
に
は
、
も

は
や
間
題
と
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
取
得
者
の
善
意
も
譲
渡
人
の
無
権
利
と
い
う
最
疵
の
み
を
治
癒
す
る
も

の
で
あ
る
と
理
解
し
て
も
、
實
際
上
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
不
都
合
を
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
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四

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
、
謹
雰
の
譲
受
人
が
善
意
取
得
の
保
護
を
受
け
る
の
は
、
譲
渡
行
爲
が
一
鷹
有
効
に
な
さ
れ
て

は
い
る
も
の
の
、
譲
渡
人
に
無
権
利
の
最
疵
が
あ
つ
た
と
い
う
場
合
だ
け
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
が
無
能
力
者
で
あ
つ
た
と
か
或
は
代
理
権
を
有
し

な
か
つ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
も
は
や
、
善
意
取
得
に
關
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
我
國

に
お
い
て
は
既
に
多
勲
読
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
反
封
に
、
前
主
が
無
能
力
者
で
あ
つ
た
と
か
無
樺
代
理
人
で
あ
つ
た
場

合
に
も
、
や
は
り
譲
受
人
に
善
意
取
得
の
機
會
を
與
え
る
と
い
う
方
が
、
有
贋
護
雰
の
流
通
性
か
ら
い
つ
て
委
當
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
若
干
行

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
黙
に
關
す
る
立
法
例
を
中
心
に
、
豫
想
さ
れ
る
爾
読
の
主
張
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
わ
け
で

あ
る
が
、
率
直
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
爾
論
共
に
互
い
に
他
を
満
足
さ
せ
る
に
十
分
な
読
得
力
を
も
た
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
有
慣
誰

券
の
流
通
の
確
保
と
い
う
黙
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
反
封
読
に
も
興
味
を
畳
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
一

謹
券
の
善
意
取
得
者
は
あ
ら
ゆ
る
瑠
疵
を
治
癒
で
き
る
と
主
張
す
る
の
も
、
理
論
的
に
は
や
x
そ
の
根
接
が
薄
弱
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
從
つ
て
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
法
律
の
他
の
規
定
な
い
し
は
制
度
と
の
關
蓮
に
お
い
て
も
比
較
的
無
理
の
な
い
通
論
の
立
場
が
、
や
は
り
愛
當
な
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

有
償
讃
券
の
取
得
行
爲
の
蝦
疵
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