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善
意
取
得
と
取
得
行
為
の
鍛
疵

　
　
　
1
そ
の
効
果
を
中
心
と
し
て
ー

黄

清

渓

善意取得と取得行為の暇疵

一
　
は
し
が
き

二
　
従
来
の
論
争

三
　
適
用
上
の
問
題
点

　
1
　
無
権
代
理

　2

　
無
能
力

　
3
　
意
思
表
示
の
暇
疵

　4

　
同
一
性
の
欠
歓

四
　
私
　
　
見

五
　
あ
と
が
き

一
　
は
し
が
ぎ

229

手
形
取
引
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
高
度
の
流
通
性
は
、
手
形
取
得
者
の
強
力
な
保
護
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
、
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も
っ
と
も
重
要
な
役
割
り
を
演
じ
る
も
の
の
一
つ
が
い
わ
ゆ
る
善
意
取
得
制
度
で
あ
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

手
形
取
引
は
種
々
の
蝦
疵
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
流
通
性
も
そ
れ
だ
け
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
．
で
は
善

意
取
得
制
度
は
そ
れ
ら
の
鍛
疵
を
す
べ
て
治
癒
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
こ
と
は
し
か
し
善
意
取
得
の
規
定
で
あ
る
手
形
法
一
六
条

二
項
・
小
切
手
法
一
二
条
の
法
文
自
体
か
ら
は
明
白
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
該
条
文
に
お
い
て
は
、
「
事
由
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
」
手

形
・
小
切
手
の
占
有
を
失
っ
た
者
が
あ
る
場
合
、
裏
書
連
続
に
よ
っ
て
権
利
を
証
明
し
た
善
意
の
所
持
人
は
原
所
有
者
に
返
還
す
る
義
務

を
負
わ
な
い
と
の
み
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．

　
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
古
く
か
ら
解
釈
上
の
論
争
が
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
善
意
取
得
制
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

適
用
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
暇
疵
の
範
囲
を
譲
渡
人
た
る
裏
書
人
の
無
権
利
に
限
定
す
る
限
定
説
と
、
こ
れ
に
限
る
必
要
は
な
く
、
無
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

力
者
の
行
為
、
無
権
代
理
、
意
思
表
示
の
蝦
疵
、
同
一
性
の
欠
飲
な
ど
広
く
譲
渡
行
為
の
蝦
疵
に
ま
で
認
め
る
拡
張
説
、
大
別
し
て
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

二
つ
の
立
場
の
対
立
で
あ
る
。
日
本
の
通
説
は
、
前
者
の
見
解
を
妥
当
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
近
時
に
至
っ
て
後
者
の
見
解
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

妥
当
と
す
る
学
説
が
著
し
く
増
加
し
、
む
し
ろ
、
後
者
の
方
が
通
説
の
地
位
を
得
た
の
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
論
争
の
内
容
は
、
制
度
の
沿
革
、
立
法
例
、
現
行
法
た
る
統
一
法
の
立
法
経
緯
、
法
文
解
釈
、
利
益
衡
量
な
ど
幅
広
く
に
渡
っ
て
展
開

さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
、
決
着
が
つ
く
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
議
論
は
激
し
く
対
立
し
た
ま
ま
、
行
き
詰
ま
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
し
て
、
判
例
も
ま
た
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
態
度
が
定
ま
ら
な
い
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
。

　
本
稿
は
直
接
に
従
来
の
論
争
に
加
わ
る
こ
と
を
避
け
て
、
着
目
点
を
制
度
適
用
の
問
題
に
移
し
、
善
意
取
得
制
度
を
理
疵
あ
る
取
得
行

為
に
適
用
さ
せ
、
そ
の
実
際
の
適
用
過
程
、
特
に
効
果
面
に
関
し
て
、
理
論
的
考
察
を
通
し
適
用
の
妥
当
範
囲
に
つ
い
て
新
た
な
論
拠
を

模
索
し
て
み
よ
う
、
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
．

　
本
論
に
入
る
前
に
、
従
来
の
論
争
に
お
い
て
、
限
定
説
、
拡
張
説
双
方
そ
れ
ぞ
れ
の
言
分
、
そ
し
て
相
互
の
批
判
点
を
概
観
し
て
み
る

こ
と
と
す
る
。
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二
　
従
来
の
論
争

善意取得と取得行為の蝦疵

　
ま
ず
、
沿
革
に
つ
い
て
で
あ
る
、
限
定
説
は
当
初
か
ら
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
動
産
の
即
時
取
得
制
度
（
民
法
一

九
二
条
）
は
、
沿
革
上
、
ゲ
ル
マ
ン
法
の
「
国
導
q
嶺
騨
ぼ
Φ
国
き
伍
の
原
則
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
無
権
利
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

か
ら
の
取
得
の
場
合
に
か
ぎ
っ
て
適
用
が
認
め
ら
れ
る
。
手
形
法
一
六
条
二
項
の
善
意
取
得
は
民
法
の
即
時
取
得
と
同
一
の
根
源
に
立
脚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
善
意
取
得
も
そ
の
適
用
範
囲
は
同
様
に
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
．

　
こ
れ
に
対
し
、
拡
張
説
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
．
手
形
の
善
意
取
得
は
動
産
の
そ
れ
を
沿
革
に
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否

定
で
ぎ
な
い
．
し
か
し
、
手
形
の
よ
う
な
高
度
の
流
通
性
を
要
す
る
流
通
証
券
は
そ
の
特
殊
性
に
応
じ
て
、
新
し
い
理
念
に
基
づ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

沿
革
を
修
正
し
た
制
度
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
沿
革
的
事
由
に
固
執
し
制
限
的
な
解
釈
を
す
べ
き
理
由
は
な
い
．
さ
ら
に
．
統
一
手

形
法
制
定
経
過
に
お
い
て
、
一
六
条
二
項
の
規
定
に
対
し
直
接
に
は
何
ら
基
準
と
な
る
べ
き
も
の
が
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

法
理
由
か
ら
も
一
六
条
二
項
の
善
意
を
狭
く
解
す
べ
き
根
拠
は
見
出
せ
な
い
．
む
し
ろ
、
ド
イ
ッ
手
形
法
上
の
通
説
と
同
様
に
、
手
形
の

流
通
性
の
確
保
を
強
調
し
て
、
取
得
者
の
善
意
は
あ
ら
ゆ
る
蝦
疵
を
治
癒
で
き
る
と
解
し
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
．

　
次
に
、
理
論
的
展
開
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
限
定
説
は
、
民
法
に
お
け
る
動
産
の
即
時
取
得
制
度
上
、
譲
受
人
が
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
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
動
産
の
占
有
の
持
つ
公
信
力
に
根
拠
を
持
つ
か
ら
で
あ
り
、
手
形
法
に
お
け
る
善
意
取
得
に
つ
い
て
も
、
一

六
条
一
項
は
裏
書
の
連
続
あ
る
手
形
の
占
有
者
を
権
利
者
と
し
て
推
定
し
、
二
項
は
、
そ
の
占
有
に
基
づ
い
て
、
そ
の
者
を
権
利
者
と
信

じ
た
手
形
譲
受
人
は
、
悪
意
ま
た
は
重
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
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

両
者
の
善
意
取
得
を
比
較
す
る
と
、
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
と
説
く
。
こ
の
説
は
さ
ら

に
次
の
こ
と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
う
公
信
力
は
所
持
人
の
形
式
的
資
格
に
ほ
か
な
ら
な
い
．
所
持
人
の
形
式
的
資
格
と

231
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は
、
裏
書
の
連
続
と
い
う
外
形
的
実
質
的
効
果
で
あ
り
、
そ
の
形
式
的
資
格
は
、
所
持
人
に
権
利
者
ら
し
い
外
観
を
与
え
る
が
、
能
力
・

代
理
権
等
の
外
観
も
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
手
形
の
流
通
力
を
高
め
る
た
め
に
、
能
力
・
代
理
権
等
の
外
観
を
信
頼
し
た
者
を
保
護
す

べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
裏
書
の
連
続
と
い
う
外
形
的
事
実
の
効
果
と
し
て
で
は
あ
り
え
な
い
。
手
形
法
一
六
条
二
項
が

裏
書
の
連
続
の
効
果
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
は
文
言
的
に
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
も
の
が
裏
書
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）

の
実
質
的
無
権
利
の
一
点
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
自
明
で
あ
る
．

　
こ
れ
に
対
し
て
、
拡
張
説
は
次
の
よ
う
な
対
立
見
解
を
示
す
．
民
法
一
九
二
条
の
構
成
が
、
動
産
に
お
け
る
譲
渡
人
の
権
利
取
得
と
譲

渡
行
為
が
独
立
し
て
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
反
し
、
手
形
法
一
六
条
二
項
で
は
連
続
し
た
譲
渡
と
い
う
構
成
を
と
る
の
で
、
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
規
定
を
同
一
に
解
す
べ
き
理
由
は
な
い
．
そ
し
て
、
形
式
資
格
に
関
し
こ
の
説
は
、
手
形
法
一
六
条
二
項
の
裏
書
の
連
続
の
効
果
規
定

は
、
前
者
の
手
形
上
の
資
格
だ
け
に
対
す
る
も
の
で
な
く
、
取
得
者
の
手
形
上
の
資
格
に
も
結
び
つ
い
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
、
一
六
条
二
項
は
現
在
の
所
持
人
た
る
取
得
者
が
自
己
の
権
利
を
証
明
す
る
手
段
と
し
て
裏
書
の
連
続
を
援
用
で
き
る
と
い
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
所
持
人
の
前
者
が
裏
書
の
連
続
し
た
手
形
を
所
持
し
て
い
た
場
合
に
の
み
、
善
意
取
得
が
成
立
す
る
と
は
い
っ
て
い
な

い
と
い
う
点
を
挙
げ
、
現
在
の
所
持
人
が
善
意
の
形
式
的
資
格
で
あ
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
、
取
得
行
為
に
蝦
疵
あ
る
場
合
に
も
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

在
の
所
持
人
の
形
式
的
資
格
を
認
め
、
善
意
取
得
の
成
立
要
件
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
と
す
る
．
す
な
わ
ち
、
善
意
取
得
は
、
取
得
行
為

の
毅
疵
に
つ
き
善
意
と
裏
書
が
連
続
す
る
手
形
を
所
持
す
る
、
と
い
う
一
ぢ
要
件
を
具
備
す
る
所
持
人
た
る
取
得
者
を
保
護
す
る
制
度
で

あ
る
か
ら
、
前
者
の
形
式
資
格
た
る
権
利
外
観
の
信
頼
を
要
件
か
ら
解
除
す
る
か
ら
、
当
然
、
あ
ら
ゆ
る
鍛
疵
に
つ
い
て
善
意
取
得
の
成

立
を
妨
げ
な
い
こ
と
に
な
る
．
し
か
し
、
拡
張
説
の
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
、
限
定
説
か
ら
の
再
批
評
が
な
さ
れ
て
い
る
．
こ
れ
は
、
公

信
の
原
則
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
理
解
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
権
利
の
存
在
に
つ
い
て
の
外
形
的
徴
表
を
信
頼
し
た
場
合

に
と
ど
ま
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
実
体
的
事
由
に
つ
き
そ
の
外
形
的
徴
表
を
信
頼
し
た
場
合
に
も
及
ぼ
さ
れ
る
と
の
理
解
は
伝
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

的
な
公
信
原
則
を
こ
え
た
理
論
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
指
摘
で
あ
る
。
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善意取得と取得行為の畷疵

　
そ
し
て
、
制
度
に
関
す
る
利
益
較
量
の
点
に
つ
い
て
も
、
両
説
の
共
通
点
は
殆
ん
ど
見
う
け
ら
れ
な
い
。
限
定
説
は
、
手
形
取
得
者
に

譲
渡
人
の
権
利
の
有
無
の
確
認
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
す
べ
て
の
譲
渡
行
為
の
有
効
性
の
調
査
を
要
求
す
る
こ
と
に
帰
着

し
、
そ
の
結
果
手
形
取
引
の
安
全
が
害
さ
れ
る
に
い
た
る
の
み
な
ら
ず
、
取
得
者
に
と
っ
て
も
過
酷
な
要
求
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

こ
と
を
考
慮
し
て
、
手
形
法
は
こ
の
よ
う
な
調
査
を
取
得
者
に
要
求
L
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
取
得
者
が
享
受
し
う
る
法
的
利

益
は
、
直
接
の
前
者
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
の
譲
渡
行
為
の
有
効
性
調
査
の
免
除
だ
け
で
あ
る
．
と
こ
ろ
で
、
直
接
の
取
得
行
為
に
お
け

る
蝦
疵
は
、
本
来
、
譲
渡
人
に
い
た
る
流
通
の
過
程
で
生
じ
て
く
る
危
険
で
は
な
く
、
取
得
者
自
身
の
負
担
で
た
し
か
め
な
く
て
は
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

な
い
危
険
で
あ
り
、
ま
た
、
直
接
の
譲
渡
行
為
以
前
の
事
情
と
く
ら
べ
て
、
調
査
も
容
易
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
、
取
得
行
為
に

つ
い
て
取
得
者
に
調
査
免
除
の
法
的
利
益
は
認
め
ら
れ
な
い
．
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
せ
ず
、
拡
張
説
の
ご
と
く
、
善
意
取
得
は
無
能

力
、
暇
疵
あ
る
意
思
表
示
な
ど
ま
で
カ
バ
ー
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
、
無
能
力
者
や
意
思
表
示
者
の
保
護
を
全
く
無
に
す
る
結
果
に
な
る
．

こ
れ
ら
の
者
の
取
引
安
全
の
静
的
利
益
に
対
し
逆
に
、
不
当
な
侵
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
以
上
、
拡
張
説
の
立
場
は
採
用
で
き
な
い
と

　（18

）

す
る
．

　
こ
れ
に
対
し
、
拡
張
説
の
側
か
ら
は
た
と
え
善
意
取
得
に
よ
っ
て
無
能
力
や
暇
疵
あ
る
意
思
表
示
を
カ
バ
ー
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
者
に
責
任
を
負
わ
し
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
か
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
者
は
抗
弁
権
に
よ
っ
て
義
務
を
免
れ
得
る
、
と
か
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

は
、
無
能
力
等
に
関
す
る
規
定
は
そ
れ
ら
の
者
の
み
の
保
護
で
は
な
い
な
ど
の
理
由
を
あ
げ
、
利
益
較
量
論
と
し
て
も
、
無
能
力
者
や
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

権
代
理
の
本
人
に
と
っ
て
不
当
に
荷
酷
な
も
の
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
立
場
は
、
手
形
法
四
〇
条
三
項
に
お

い
て
は
所
持
人
の
無
権
利
の
ほ
か
人
違
い
等
に
つ
い
て
も
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
以
上
、
取
得
者
と
債
務
老
と
の
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

情
況
の
衡
量
に
お
い
て
、
取
得
者
も
債
務
者
と
同
様
の
範
囲
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
．
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ

い
て
、
限
定
説
か
ら
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
。
善
意
取
得
に
お
け
る
取
得
者
か
権
利
を
取
得
す
る
か
否
か
は
、
取
得
行
為
の
時

点
に
お
け
る
外
形
的
事
実
の
有
無
に
影
響
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
裏
書
の
時
点
に
お
い
て
、
裏
書
人
が
形
式
的
資
格
を
有
し
て
い
た
か
否
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か
が
問
題
な
の
で
あ
る
．
こ
れ
に
対
し
て
、
所
持
人
の
権
利
推
定
お
よ
び
債
務
者
の
善
意
支
払
に
よ
る
免
責
と
い
う
効
果
の
成
否
は
、
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

利
行
使
の
時
点
に
お
け
る
形
式
的
資
格
の
有
無
に
か
か
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
両
者
を
同
一
に
論
ず
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
．

　
最
後
に
、
一
六
条
二
項
の
法
文
上
、
善
意
取
得
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
決
め
手
を
求
め
る
こ
と

が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
説
と
も
そ
れ
ぞ
れ
に
有
利
な
法
文
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
事
由
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
」
の
文
言
に
つ
い
て
、
限
定
説
は
、
民
法
の
即
時
取
得
は
盗
品
・
遺
失
物
に
関
し
適
用
の
制
限
が
あ
る
が
、

手
形
法
の
善
意
取
得
は
、
盗
品
・
遺
失
物
に
関
し
て
も
区
別
せ
ず
、
譲
渡
人
の
前
者
に
つ
き
占
有
を
失
っ
た
事
由
が
そ
の
意
思
に
基
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

と
否
と
を
問
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
「
事
由
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
」
を
も
っ
て
表
現
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
に
対
し
、
拡
張
説
は
、

前
者
の
無
権
利
の
み
な
ら
ず
、
裏
書
行
為
の
実
質
的
蝦
疵
は
す
べ
て
治
癒
さ
れ
た
と
い
う
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
指
し
て
法
文
は
「
事
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
．

　
以
上
、
両
説
の
主
な
論
点
を
概
観
し
て
き
た
が
、
平
行
す
る
議
論
が
多
く
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
思
想
の
間
に
差
異
が
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
．
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
公
信
原
則
に
つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
利
益
較

量
の
と
こ
ろ
で
も
随
所
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
．
従
っ
て
こ
の
ま
ま
で
は
、
両
説
の
対
立
を
解
消
し
、
意
見
の
統
一
を
望
む
こ
と
は
困
難
で

あ
ろ
う
。
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三
　
適
用
上
の
間
題
点

　
次
に
、
無
権
代
理
．
無
能
力
、
意
思
表
示
の
蝦
疵
、
同
一
性
の
欠
敏
の
順
で
、
い
わ
ゆ
る
取
得
行
為
の
鍛
疵
の
代
表
的
な
も
の
を
取
り

上
げ
て
、
逐
次
手
形
法
一
六
条
二
項
の
善
意
取
得
制
度
の
実
際
適
用
に
お
い
て
、
拡
張
説
の
主
張
が
支
障
な
く
実
現
で
き
る
か
ど
う
か
を
、

実
質
的
検
証
を
通
じ
て
、
そ
の
正
当
性
を
判
断
し
て
み
た
い
．
本
来
、
欠
か
せ
な
い
研
究
作
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拡
張
説
を
主



善意取得と取得行為の暇疵

張
す
る
論
者
の
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
け
る
重
点
は
、
適
用
の
展
開
す
る
場
面
に
お
い
て
、
善
意
の
要
件
の
構
成
・
善
意
に
よ
る
治
癒
の
対
象
、
法
的
効
果
の
内
容

な
ど
に
つ
い
て
、
従
来
理
解
さ
れ
て
き
た
善
意
取
得
制
度
の
内
容
で
十
分
説
明
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
．

　
1
　
無
権
代
理

　
代
理
権
の
欠
飲
と
善
意
取
得
の
間
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
裏
書
の
連
続
す
る
手
形
に
被
裏
書
人
と
し
て
指
示
さ
れ
て
い
る

者
の
代
理
人
が
1
実
際
に
は
無
権
代
理
人
で
あ
っ
た
場
合
－
手
形
を
譲
渡
し
た
と
き
に
、
重
大
な
過
失
の
な
い
善
意
の
取
得
者
に
も
、

一
六
条
二
項
の
適
用
が
あ
り
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
間
題
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
取
得
者
の
善
意
を
分
析
し
て
み
る
と
、
二
つ
の
場
面
が
設
定
で
き
る
．
一
つ
は
取
得
者

が
無
権
代
理
人
に
代
理
権
あ
る
と
信
じ
て
手
形
を
取
得
し
た
場
合
と
．
一
つ
は
取
得
者
は
無
権
代
理
の
存
在
を
意
識
せ
ず
、
真
正
な
手
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
手
形
を
取
得
し
た
場
合
で
あ
る
。
拡
張
説
の
見
解
に
よ
る
と
、
二
つ
の
場
面
と
も
無
権
代
理
の
問
題
と
解
し
、
善

意
取
得
の
適
用
に
な
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
理
論
上
、
後
者
の
場
合
は
含
ま
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
け
だ
し
、
代
理
人
の

代
理
権
の
存
否
と
い
う
実
体
的
事
由
に
つ
い
て
は
、
取
得
者
の
危
険
負
担
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
私
法
上
の
大
前
提
で
あ
り
、
代
理
行
為

で
あ
る
の
に
全
く
代
理
関
係
を
意
識
せ
ず
に
取
得
し
た
場
合
、
善
意
と
構
成
で
き
る
と
す
る
の
は
、
大
い
に
疑
問
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
取
得
者
は
手
形
の
取
得
行
為
に
お
い
て
、
代
理
関
係
を
意
識
し
て
い
な
い
か
ら
、
取
得
者
は
代
理
の
法
的
効
果
を
意
思
内
容

と
せ
ず
、
意
思
自
治
原
則
か
ら
、
代
理
の
問
題
と
し
て
論
述
す
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ

で
の
問
題
は
前
者
の
場
合
に
限
定
す
べ
き
と
い
え
る
．
ま
た
、
前
者
の
場
合
に
も
さ
ら
に
、
無
権
代
理
人
は
機
関
方
式
に
よ
り
裏
書
を
代

行
し
た
場
合
と
、
代
理
方
式
に
よ
り
裏
書
を
代
理
し
た
場
合
に
区
別
で
き
る
．
後
者
の
場
合
は
無
権
代
理
の
問
題
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

説
明
を
要
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
、
こ
れ
に
対
し
て
機
関
方
式
の
場
合
は
、
代
理
関
係
は
手
形
上
の
記
載
か
ら
発
現
し
て
い
な
い
が
、
取
得

者
の
信
頼
内
容
と
し
て
は
代
理
権
の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
代
理
の
問
題
と
し
て
論
述
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
学
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（
28
）

説
上
は
裏
書
偽
造
と
解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
表
見
代
理
の
規
定
は
適
用
さ
れ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
見
解
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
こ
の
よ
う
に
内
容
的
に
は
二
つ
に
区
別
さ
れ
う
る
が
、
こ
こ
で
は
同
一
問
題
と
し
て
論
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
代
理
人
と
し
て
、
手
形
行
為
を
な
し
た
者
が
全
然
代
理
権
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
本
人
に
手
形
上
の
責
任
を
生
じ
な
い
の
が
原
則
で

あ
る
．
た
だ
し
、
相
手
方
た
る
取
得
者
が
無
権
代
理
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
善
意
の
場
合
、
無
権
代
理
行
為
の
相
手
方
の
利
益
を
保
護
す
る

た
め
に
、
民
法
は
表
見
代
理
の
制
度
を
置
い
て
い
る
（
民
法
一
〇
九
条
、
一
一
〇
条
、
一
一
二
条
）
．
こ
れ
が
手
形
行
為
に
対
し
て
も
適
用
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
異
論
が
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
拡
張
説
は
こ
の
よ
う
な
従
来
の
考
え
方
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
流
通
を
目
的
と
し
た
手
形
の
取
引
の
特
殊
性

を
前
面
に
押
し
出
し
て
、
手
形
取
引
の
利
益
の
た
め
に
、
所
持
人
た
る
取
得
者
か
ら
代
理
権
を
有
す
る
証
明
の
負
担
を
取
除
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
の
考
え
か
ら
、
手
形
の
譲
渡
に
際
し
て
、
代
理
権
の
欠
敏
の
場
合
に
も
一
六
条
二
項
に
よ
っ
て
取
引
が
保
護
さ
れ
る
と
す
る

　
　
　
（
3
0
）

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
存
の
法
制
度
以
外
に
、
も
う
一
つ
適
用
で
き
る
法
制
度
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
．
す
な
わ
ち
、
代

理
権
の
欠
敏
に
つ
き
善
意
者
の
保
護
に
は
民
法
表
見
代
理
制
度
の
適
用
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
、
手
形
法
一
六
条
二
項
の
善
意
取
得
制
度

に
も
適
用
で
き
る
と
す
る
と
、
制
度
重
複
の
問
題
が
生
じ
る
か
ら
、
拡
張
説
の
下
で
は
当
然
に
こ
の
両
制
度
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
と
の
疏
明
が
必
要
に
な
る
．

　
無
権
代
理
に
お
い
て
、
相
手
方
が
表
見
代
理
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
相
手
方
に
お
い
て
、
無
権
代
理

人
に
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
、
そ
れ
を
信
じ
た
こ
と
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
生
ぜ
し
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、

本
人
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
要
件
が
必
要
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
拡
張
説
の
い
う
よ
う
に
善
意
取
得
制
度
が
適
用
さ
れ
る
と
、
単
純
に
代
理
権
に
つ
き
善
意
で
あ
る
限
り
、
取
得
者
は
保
護

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
手
形
の
占
有
を
失
っ
た
者
が
あ
り
．
し
か
も
そ
の
占
有
喪
失
事
由
は
何
ら
間
わ
ず
、
他
方
で
は
、
善
意
か
つ

無
重
過
失
で
手
形
の
占
有
を
取
得
し
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
取
得
者
に
手
形
が
帰
属
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
り
、
表
見
代
理
制
度
の
要
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件
と
異
っ
て
、
善
意
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
本
人
に
帰
責
事
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
本
人
の
責
任
を

　
　
　
　
　
　
（
31
）

認
め
る
こ
と
に
な
る
．
両
者
と
も
代
理
権
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
重
畳
関
係
に
な
る
が
、
表
見
代
理
の
要
件
が
厳
格
で
あ
る
た

め
に
、
表
見
代
理
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
善
意
取
得
に
吸
収
さ
れ
、
善
意
取
得
一
本
化
と
の
結
果
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
．
一
つ
は
実
質
内
容
は
代
理
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
善
意
取
得
の
問
題
で
解
決

す
る
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
は
代
理
関
係
は
表
見
代
理
の
問
題
で
解
決
す
る
が
要
件
は
善
意
取
得
化
す
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
．
前

者
の
場
合
は
、
法
的
性
質
が
異
る
問
題
を
善
意
取
得
の
問
題
と
し
て
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
理
論
上
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
疑
問

　
　
（
32
）

で
あ
る
。
も
う
少
し
詳
細
に
い
う
と
、
上
述
の
よ
う
に
、
取
得
者
は
こ
こ
で
は
代
理
権
に
つ
い
て
信
頼
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
．
つ
ま
り
、

取
得
者
は
無
権
代
理
の
事
実
を
有
権
代
理
と
信
頼
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
事
実
は
代
理
権
の
有
無
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
．
従
っ
て
、

法
律
事
実
か
ら
法
律
要
件
、
法
律
要
件
か
ら
法
的
効
果
を
形
成
す
る
基
本
原
則
に
従
え
ば
、
当
該
取
得
者
に
対
す
る
善
意
保
護
の
法
的
効

果
は
、
有
権
代
理
の
効
力
を
取
得
者
に
附
与
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
．
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
は
代
理
行
為
の
効
力
に
関
す
る
問
題
で
あ

る
が
、
権
利
取
得
に
関
す
る
善
意
取
得
制
度
と
の
接
合
性
は
な
い
こ
と
と
な
り
、
前
者
が
成
立
す
る
可
能
性
は
存
し
な
い
．

　
そ
し
て
、
後
者
の
場
合
は
、
本
来
、
そ
れ
は
代
理
の
問
題
で
あ
り
、
表
見
代
理
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
否
定

は
し
な
い
が
、
し
か
し
、
よ
り
広
範
囲
の
保
護
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
表
見
代
理
の
要
件
を
緩
和
し
、
善
意
取
得
の
要
件
と
同
一
化
す

る
、
つ
ま
り
、
要
件
の
善
意
取
得
制
度
化
に
な
る
．
こ
れ
の
可
能
性
は
理
論
的
に
は
成
立
で
き
る
が
、
し
か
し
、
性
質
上
は
依
然
と
し
て

表
見
代
理
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
善
意
取
得
と
は
い
え
な
い
．
或
い
は
、
拡
張
説
の
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
は
一
六
条
二
項
拡
大
適
用
の
結

果
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
善
意
取
得
と
解
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
も
想
像
し
う
る
．
し
か
し
．
そ
の
た
め
に
は
、
も
う

一
つ
難
題
が
あ
る
．
そ
れ
は
、
こ
の
場
合
の
法
的
効
果
と
し
て
、
無
権
代
理
行
為
を
有
効
化
し
た
結
果
、
取
得
者
は
譲
渡
人
か
ら
権
利
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

承
継
取
得
す
る
こ
と
に
な
り
、
善
意
取
得
に
お
け
る
権
利
の
原
始
取
得
効
果
は
、
こ
こ
で
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
効
果
の
面
か

ら
い
っ
て
も
、
善
意
取
得
と
は
い
え
な
い
．
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結
局
、
拡
張
説
は
無
権
代
理
の
問
題
に
つ
い
て
、
表
見
代
理
制
度
の
適
用
を
排
除
し
、
善
意
取
得
の
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る

が
、
結
果
と
し
て
、
無
権
代
理
の
問
題
に
つ
い
て
善
意
取
得
制
度
の
適
用
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
．
民
法
上
の
表
見
代
理
の
成
立
要

件
を
緩
和
し
て
善
意
取
得
の
要
件
に
合
せ
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
制
度
論
上
は
許
せ
る
か
ど
う
か
、

多
い
に
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　
2
　
無
能
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
顕
）

　
無
能
力
者
に
よ
る
裏
書
行
為
に
も
善
意
取
得
の
適
用
を
認
め
て
い
く
た
め
に
は
、
無
能
力
行
為
に
つ
い
て
の
善
意
の
意
義
が
、
ま
ず
問

題
に
な
る
．
拡
張
説
は
そ
れ
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
場
合
が
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
と
り
あ
え
ず
、
取
得
者

は
、
裏
書
人
が
無
能
力
者
で
あ
る
か
否
か
、
初
め
か
ら
全
く
意
識
せ
ず
、
裏
書
人
に
手
形
権
利
が
存
在
す
る
こ
と
を
信
頼
し
て
、
手
形
を

取
得
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
二
種
類
の
善
意
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
裏
書
人
の
無
能
力
に
つ
い
て
全
く
意
識
し
て
い
な
い

と
い
う
意
味
で
の
善
意
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
裏
書
人
の
手
形
権
利
の
存
在
に
つ
い
て
の
善
意
で
あ
る
．
し
か
し
、
こ
の
二
つ
と
も
こ
こ

で
は
間
題
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
裏
書
人
は
無
能
力
者
で
あ
る
か
ど
う
か
、
取
得
者
た
る
被
裏
書

人
に
と
っ
て
、
直
接
当
事
者
間
に
存
す
る
実
体
的
事
由
で
あ
っ
て
、
手
形
に
記
載
す
べ
き
事
項
で
は
な
い
か
ら
、
前
項
に
お
い
て
述
べ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

通
り
、
取
得
者
に
と
っ
て
、
つ
ね
に
自
己
危
険
負
担
と
し
て
、
事
由
の
存
否
に
つ
い
て
調
査
を
要
す
る
の
で
あ
る
．
こ
れ
は
私
法
た
る
民

法
の
基
本
原
則
で
あ
る
。
手
形
行
為
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
．
裏
書
人
が
無
能
力
者
で
あ
る
の
に
意
識
せ
ず
、
調
査
を
怠
っ
た
場
合

は
す
で
に
危
険
負
担
が
現
実
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
善
意
の
概
念
は
形
成
し
え
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
手

形
権
利
の
存
在
に
つ
い
て
の
善
意
は
設
定
し
う
る
．
し
か
し
、
も
と
も
と
こ
の
場
合
の
裏
書
人
は
権
利
者
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
善
意

を
認
め
て
も
余
計
で
あ
り
、
無
意
味
の
こ
と
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
問
題
と
な
る
の
は
、
取
得
者
は
無
能
力
の
可
能
性
を
意
識
し
、
注
意
義
務
を
払
っ
て
調
査
し
た
が
、
裏
書
人
は
無
能
力
者
で

あ
る
こ
と
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
行
為
無
能
力
者
ま
た
は
行
為
能
力
の
制
限
さ
れ
た
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者
に
よ
る
法
律
行
為
の
間
題
で
あ
る
。
か
か
る
間
題
に
つ
い
て
は
、
民
法
に
一
般
的
な
規
定
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
意
思
無
能

力
者
の
法
律
行
為
は
つ
ね
に
無
効
で
あ
り
、
ま
た
、
行
為
無
能
力
者
の
行
為
は
取
消
し
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
．

　
民
法
の
規
定
そ
の
ま
ま
手
形
行
為
に
適
用
す
る
と
、
行
為
無
能
力
は
い
わ
ゆ
る
物
的
抗
弁
事
由
で
あ
っ
て
、
無
能
力
者
た
る
手
形
行
為

者
は
善
意
の
取
得
者
に
対
し
て
も
無
効
ま
た
は
、
無
能
力
に
よ
る
取
消
を
も
っ
て
対
抗
し
、
手
形
上
の
債
務
の
負
担
を
拒
み
う
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

り
、
従
来
か
ら
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
手
形
の
流
通
促
進
の
た
め
に
は
、
手
形
取
引
の
安
全
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、
無
能
力
者
を
保
護
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ

る
と
し
て
、
裏
書
人
は
無
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
が
、
そ
の
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
の
な
い
取
得
者
を
善
意
と

評
価
し
、
善
意
取
得
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
が
拡
張
説
の
立
場
で
あ
る
．

　
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
取
得
者
は
実
体
的
事
由
－
無
能
力
の
存
否
の
事
由
ー
に
つ
き
そ
の
外
形
的
徴
表
を
信
頼
し
た
の
で
あ
り
、

権
利
の
存
在
に
つ
い
て
外
形
的
徴
表
を
信
頼
し
た
場
合
と
異
な
る
か
ら
、
信
頼
に
よ
っ
て
治
癒
で
き
る
も
の
は
権
利
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

実
体
的
事
由
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
実
際
は
無
能
力
者
で
あ
る
裏
書
人
の
裏
書
行
為
も
取
得
者
の
信
頼
通
り
に
治
癒
さ
れ
て
、

能
力
者
に
よ
る
裏
書
行
為
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
裏
書
人
と
取
得
者
間
に
お
い
て
、
裏
書
人
は
善
意
の
取
得
者
に
対
し
、
取
消
・

無
効
の
主
張
は
不
可
能
と
な
り
、
裏
書
譲
渡
行
為
は
有
効
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、
民
法
の
無
能
力
者
行

為
の
規
定
を
手
形
法
的
に
修
正
し
、
取
得
者
は
無
能
力
に
つ
き
善
意
を
要
件
と
し
て
、
無
能
力
者
の
裏
書
行
為
を
有
効
化
す
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
決
し
て
、
善
意
取
得
の
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
、
拡
張
説
の
立
場
に
は
効
果
上
に
お
い
て
も
、
も
う
一
つ
の
難
点
が
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
善
意
取
得
制
度
の
効
果

は
取
得
者
に
手
形
権
利
を
原
始
取
得
さ
せ
る
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
無
能
力
者
の
譲
渡
行
為
を
有
効
化
す
る
た
め
に
、
善
意
の

取
得
者
は
有
効
な
裏
書
行
為
に
よ
り
手
形
権
利
を
取
得
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
裏
書
人
た
る
無
能
力
者
か
ら
権
利
を
包
括
的
に
承
継
取
得

す
る
こ
と
に
な
る
．
従
っ
て
、
効
果
上
か
ら
み
て
も
、
善
意
取
得
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
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こ
の
問
題
に
対
す
る
、
従
来
の
論
争
は
、
無
能
力
者
に
対
す
る
制
度
利
益
の
対
立
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
限
定
説
側
は
、
手
形
譲
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

人
の
行
為
能
力
も
取
得
者
の
善
意
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
無
能
力
者
を
保
護
す
る
制
度
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
と
し
、

拡
張
説
側
は
、
取
得
者
の
善
意
に
行
為
能
力
の
欠
飲
を
治
癒
す
る
力
を
認
め
て
も
、
無
能
力
者
制
度
の
趣
旨
を
没
却
す
る
こ
と
は
な
い
と

　
　
　
　
　
　
（
38
）

反
論
す
る
の
で
あ
る
．
し
か
し
、
以
上
の
検
討
で
、
行
為
能
力
の
欠
歓
の
問
題
と
善
意
取
得
制
度
は
異
質
の
も
の
で
、
相
容
れ
ら
れ
な
い

こ
と
が
立
証
さ
れ
た
．
従
っ
て
、
上
述
の
論
争
に
入
る
よ
り
前
に
、
問
題
の
決
着
は
す
で
に
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
3
　
意
思
表
示
の
蝦
疵

　
拡
張
説
に
よ
る
と
手
形
裏
書
譲
渡
に
お
け
る
意
思
表
示
に
蝦
疵
が
あ
る
場
合
も
、
相
手
方
が
善
意
で
あ
る
と
き
は
一
六
条
二
項
の
善
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

取
得
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
づ
け
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
意
思
表
示
の
暇
疵
に
つ
い
て
、
民
法
の
規
定
は
、

表
意
者
、
相
手
方
、
第
三
者
の
利
益
衡
量
を
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ
き
個
別
的
に
判
断
し
、
善
意
の
相
手
方
を
あ
る
と
き
は
保
護
し
（
民

法
九
三
・
九
六
条
二
項
）
、
あ
る
と
き
は
保
護
し
な
い
（
民
九
五
条
）
．
の
み
な
ら
ず
、
保
護
す
る
場
合
で
も
要
件
を
異
に
し
て
い
る
。
し
か

も
、
各
国
法
の
意
思
表
示
の
暇
疵
に
関
す
る
規
整
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
手
形
行
為
の
意
思
表
示
は
要
式
性
．
文
言
性
が
存
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
度
に
定
型
化
さ
れ
、
画
一
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
、
個
別
的
、
ば
ら
ば
ら
の
状
態
を
呈
し
て
い
る
民
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

意
思
表
示
の
蝦
疵
に
関
す
る
規
定
を
手
形
行
為
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
不
都
合
で
あ
る
。
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、
こ
れ
ら
の
意

思
表
示
の
環
疵
に
関
す
る
問
題
を
統
一
的
に
取
扱
う
た
め
に
、
意
思
表
示
の
澱
疵
も
善
意
取
得
の
対
象
と
す
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
41
）

　
し
か
し
、
理
由
の
立
て
方
は
と
も
か
く
、
拡
張
説
が
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
理
論
構
成
を
も
っ
て
い
る
か
明
確
で
は
な
い
。
特

に
、
意
思
表
示
の
蝦
疵
に
関
す
る
民
法
の
規
定
を
手
形
意
思
表
示
に
適
用
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
段
階
で
す
で
に
議
論
が
存
在
し
て
い

る
。
拡
張
説
は
従
来
の
こ
れ
ら
の
議
論
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
、
と
い
う
点
に
も
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に

も
拡
張
説
の
問
題
点
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
蝦
疵
あ
る
意
思
表
示
に
関
す
る
民
法
の
一
般
規
定
が
、
手
形
意
思
表
示
に
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
、
ま
た
特
に
、
第
三
者
に
対
す
る
関
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係
に
お
い
て
は
論
争
が
多
く
、
学
説
も
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
事
者
間
で
は
、
ほ
ぽ
一
致
し
て
、
民
法
の
規
定
が
そ
の
ま
ま

適
用
さ
れ
、
無
効
・
取
消
の
主
張
が
可
能
で
あ
り
、
取
得
者
は
い
か
な
る
場
合
で
も
こ
の
主
張
に
よ
っ
て
対
抗
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

わ
ゆ
る
物
的
抗
弁
と
し
て
理
解
さ
れ
る
．

　
と
こ
ろ
が
、
手
形
行
為
に
あ
っ
て
は
、
民
法
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
と
、
善
意
取
得
者
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
と
な
り
妥
当
で

は
な
い
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
思
表
示
の
暇
疵
に
つ
き
善
意
で
手
形
を
取
得
し
た
被
裏
書
人
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い

て
さ
ら
に
善
意
取
得
の
適
用
を
認
め
る
と
拡
張
説
は
い
う
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
前
述
の
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
を
ど
う
説
明
す
る

か
大
問
題
で
あ
る
が
、
仮
に
こ
れ
を
容
認
し
て
も
、
次
の
点
も
問
題
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
取
得
者
に
と
っ
て
、
意
思
表
示
の
欠
飲
・
鍛

疵
と
い
う
実
体
的
事
由
に
よ
っ
て
生
じ
て
き
た
効
力
上
の
欠
陥
は
、
意
思
表
示
の
無
効
・
取
消
の
主
張
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ

て
、
取
得
者
保
護
は
本
来
こ
の
効
力
上
の
欠
陥
を
修
補
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
．
そ
し
て
、
取
得
者
も
意
思
表
示
の
蝦
疵
に
つ
き
善
意

で
あ
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
、
穀
疵
が
な
い
完
全
有
効
な
意
思
表
示
で
あ
る
と
信
頼
し
、
手
形
を
譲
り
受
け
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
信

頼
の
内
容
に
応
じ
て
、
効
果
を
附
与
す
べ
ぎ
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
表
意
老
の
無
効
・
取
消
の
主
張
を
認
め
な
い
と
い
う
も
の
な
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
取
得
者
は
有
効
な
意
思
表
示
に
基
づ
い
て
、
手
形
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
．
こ
れ
が
蝦
疵
あ
る
意
思
表
示
に
つ

い
て
善
意
取
得
者
保
護
の
只
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

　
一
方
、
権
利
譲
渡
の
直
接
当
事
者
間
に
関
し
て
は
、
取
得
者
は
権
利
を
取
得
し
、
譲
渡
人
は
権
利
を
喪
失
す
る
と
い
う
結
果
を
持
た
せ

ら
れ
る
と
拡
張
説
が
い
う
が
、
そ
れ
は
、
両
者
間
の
権
利
移
転
が
有
効
に
成
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
善
意
取
得

制
度
の
適
用
と
い
っ
て
も
、
性
質
上
実
は
権
利
移
転
行
為
に
関
す
る
効
力
の
問
題
で
あ
っ
て
、
権
利
帰
属
に
関
す
る
善
意
取
得
の
問
題
で

は
な
い
。
も
と
も
と
、
移
転
行
為
の
治
癒
そ
れ
は
善
意
取
得
制
度
の
機
能
に
含
ま
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
．

　
こ
の
よ
う
に
意
思
表
示
の
暇
疵
の
場
合
に
善
意
取
得
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
無
能
力
、
無
権
代
理
の
場
合
と
同
様
、
理
論
構
成

上
問
題
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
効
果
上
に
も
問
題
が
あ
る
。
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4
　
同
一
性
の
欠
訣

　
取
得
行
為
の
蝦
疵
の
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
同
一
性
欠
敏
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
裏
書
譲
渡
行
為
に
お
い
て
、
譲
渡

人
と
直
前
の
裏
書
の
被
裏
書
人
と
が
同
一
人
で
な
い
場
合
に
、
取
得
者
が
取
得
の
際
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
善
意
で
あ
れ
ば
、
善
意
取
得

が
成
立
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
但
し
、
白
地
式
裏
書
に
よ
る
譲
渡
の
場
合
に
は
、
同
一
性
を
問
題
に
す
る
余
地
は
な
い
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

場
合
は
無
権
利
者
か
ら
の
取
得
の
問
題
に
な
る
。

　
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
A
振
出
の
手
形
を
B
が
受
取
人
と
し
て
受
取
り
、
B
が
C
を
被
裏
書
人
と
し
て
C
に
裏
書
譲
渡
し
た
後
、
C
と

別
人
で
あ
る
α
が
こ
の
手
形
を
裏
書
し
て
、
D
に
交
付
し
た
と
き
、
D
が
α
と
C
は
同
一
人
で
あ
る
こ
と
を
信
頼
し
て
、
手
形
を
取
得
し

　
　
　
　
（
4
4
）

た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
D
に
善
意
取
得
を
認
め
る
の
が
拡
張
説
の
主
張
で
あ
る
．

　
こ
の
場
合
の
取
得
者
の
善
意
で
は
、
実
際
は
別
人
で
あ
る
の
に
知
ら
な
い
で
同
一
人
と
信
頼
し
、
そ
の
不
知
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
が

な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
の
法
的
状
況
を
分
析
し
て
み
る
と
、
C
は
権
利
者
で
あ
る
が
、
裏
書
行
為
は
行
な
っ
て
お
ら
ず
、
裏
書
行

為
は
、
α
が
行
な
っ
た
が
、
権
利
者
で
は
な
い
ゆ
え
に
D
は
権
利
取
得
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
と
こ
ろ
で
、
D
は
α
の
裏
書
を

C
の
裏
書
行
為
と
信
じ
て
い
る
。
従
っ
て
、
同
一
性
欠
敏
に
つ
き
善
意
の
取
得
者
を
保
護
す
る
か
否
か
の
問
題
は
、
取
得
者
の
信
頼
通
り

に
法
的
効
果
を
与
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
．
与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
形
式
的
に
存
在
す
る
α
の
裏
書
行
為
に
よ
り
C
、

D
間
に
裏
書
行
為
の
実
質
的
効
果
が
生
じ
る
。
D
は
そ
の
裏
書
の
効
力
に
よ
っ
て
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
従
っ
て
、
拡
張
説
は
同
一
性
欠
飲
も
善
意
取
得
適
用
の
対
象
に
す
べ
き
と
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
同
一
性
の
欠
歓
に
つ
き
善
意
の
取
得

者
を
保
護
し
、
保
護
さ
れ
る
取
得
者
の
要
件
は
一
六
条
二
項
の
「
善
意
」
と
同
一
に
す
る
の
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
善
意
取
得
制
度
が
そ

の
ま
ま
に
適
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
取
得
者
が
保
護
さ
れ
る
と
し
て
も
、
権
利
者
か
ら
権
利
を
包
括
的
に
承
継
取
得
し
た
の
で

あ
っ
て
、
原
始
取
得
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
一
性
欠
飲
に
つ
き
善
意
取
得
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
直
接
関
与
す
る
実
体

的
事
由
た
る
同
一
性
欠
鉄
に
つ
い
て
善
意
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
か
な
ど
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
他
の
取
得
行
為
の
蝦
疵
と
ほ
ぽ
同
様
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な
問
題
が
生
じ
て
く
る
。

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
．

従
っ
て
、
結
論
的
に
も
、
他
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
問
題
も
善
意
取
得
の
適
用
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
わ
ざ

善意取得と取得行為の毅疵

四
　
私

見

　
拡
張
説
は
、
善
意
取
得
制
度
を
以
っ
て
、
前
者
の
無
権
利
の
み
な
ら
ず
、
直
接
当
事
者
間
の
取
得
行
為
の
鍛
疵
を
も
含
め
て
、
広
く
こ

れ
を
治
癒
で
き
る
と
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
無
権
代
理
、
無
能
力
、
意
思
表
示
の
堰
疵
及
び
同
一
性
の
欠
鉄
な
ど
の

具
体
的
な
適
用
に
お
け
る
、
問
題
の
所
在
、
性
質
、
取
得
者
の
善
意
の
対
象
、
治
癒
す
べ
き
内
容
な
ど
の
検
討
を
通
じ
て
、
取
得
行
為
の

蝦
疵
に
つ
い
て
の
善
意
取
得
制
度
の
適
用
の
可
否
、
従
来
の
保
護
制
度
と
の
関
係
と
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

　
綜
合
す
る
と
、
取
得
行
為
の
椴
疵
は
裏
書
譲
渡
行
為
の
直
接
当
事
者
間
に
お
い
て
生
じ
る
問
題
で
あ
る
．
取
得
者
が
直
接
参
与
す
る
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

律
関
係
で
あ
る
か
ら
、
厳
格
に
い
う
と
、
取
得
者
に
と
っ
て
、
手
形
流
通
過
程
上
の
問
題
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
流
通
保
護
制
度
の
利
益
は

享
受
で
き
な
い
．
さ
ら
に
も
う
一
方
の
理
由
と
し
て
、
自
分
自
身
が
直
接
干
与
す
る
実
体
的
事
由
に
つ
い
て
は
、
自
己
危
険
負
担
と
し
て
、

調
査
義
務
が
要
請
さ
れ
て
い
る
．
そ
の
事
由
の
判
明
が
で
き
な
い
と
き
は
つ
ね
に
責
任
問
題
が
問
わ
れ
る
の
に
、
逆
に
「
善
意
」
を
認
め

る
の
は
か
な
り
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
取
得
行
為
の
澱
疵
に
つ
い
て
善
意
取
得
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
認

め
難
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
無
理
に
善
意
取
得
制
度
を
持
ち
込
ん
で
適
用
さ
せ
て
も
、
暇
疵
あ
る
取
引
行
為
も
有
効
化
す
る
法
的
機
能
し
か
生
じ
な
い
か
ら
、
善
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

取
得
と
い
っ
て
も
、
従
来
の
善
意
取
得
と
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
．
逆
に
、
論
者
の
主
張
の
通
り
、
権
利
の
原
始
取
得
と
い
う
善
意

取
得
の
効
果
を
こ
こ
で
与
え
る
こ
と
を
認
め
る
と
、
取
得
行
為
の
成
否
の
法
律
事
実
か
ら
、
権
利
の
原
始
取
得
の
効
力
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
法
理
論
体
系
と
の
整
合
性
か
ら
み
て
も
、
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
．
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な
お
、
論
者
が
主
張
す
る
、
取
得
者
が
善
意
で
あ
れ
ば
、
権
利
の
原
始
取
得
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
も
問
題
で
あ
る
。
け
だ
し
、
こ

の
立
場
は
善
意
取
得
の
基
礎
づ
け
は
公
信
力
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
が
、
し
か
し
、
か
わ
り
の
合
理
的
な
基
礎
づ
け
が
明
示
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
47
）

な
い
、
あ
る
い
は
、
厳
格
に
い
う
と
提
示
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
取
得
者
の
保
護
は
善
意
の
単
一
要
件
だ
け
で
十
分
と
い
う
こ
と
に
し
て
し

　
　
　
（
48
）

ま
っ
て
い
る
．
し
か
し
、
こ
れ
を
容
認
す
る
と
、
手
形
法
制
度
全
体
は
善
意
悪
意
の
単
純
な
理
論
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
し
ま
い
、
私
法

た
る
民
法
上
の
法
理
論
、
法
制
度
を
導
入
す
る
余
地
が
な
い
こ
と
に
な
る
．
当
然
、
手
形
取
引
に
お
い
て
、
動
的
安
全
の
み
が
保
護
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

静
的
安
全
の
保
護
は
す
べ
て
没
却
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
．

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
取
得
行
為
の
蝦
疵
に
善
意
取
得
の
適
用
は
で
き
ず
、
取
得
行
為
の
蝦
疵
の
問
題
は
、
そ
れ
に
関
す
る
民
法
の
個
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

の
規
定
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
民
法
に
委
ね
ら
れ
る
と
解
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
善
意
取
得
制
度
は
な
ぜ
前
者
の
無
権
利
一
点
の
み
治
癒
す
る
か
、
限
定
説
の
基
礎
説
明
を
検
討
し
て
み
る
と
し
よ
う
。

　
前
者
の
無
権
利
は
前
者
の
身
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
当
事
者
間
の
間
題
で
は
な
い
、
そ
の
無
権
利
は
前
者
間
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
事

由
に
よ
っ
て
生
じ
た
効
果
で
あ
る
。
取
得
者
に
と
っ
て
、
手
形
流
通
過
程
上
の
問
題
で
あ
り
、
自
分
は
そ
れ
に
直
接
参
与
し
な
い
し
、
ま

た
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
．
従
っ
て
、
そ
の
無
権
利
を
そ
の
ま
ま
取
得
者
に
引
き
継
い
で
い
く
と
、
取
得
者
に
と
っ
て
過
酷

で
あ
る
し
、
手
形
の
流
通
も
促
進
で
き
な
い
。
し
か
し
、
取
得
者
が
手
形
取
得
の
際
に
、
前
者
の
無
権
利
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
り
、
或

い
は
不
知
で
あ
っ
た
が
そ
の
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
場
合
は
、
前
述
の
取
得
者
に
対
す
る
同
情
心
が
静
め
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
で
、
前
者
の
無
権
利
を
知
ら
な
い
で
、
権
利
あ
る
と
信
じ
て
、
手
形
を
取
得
し
た
場
合
、
情
況
は
さ
ら
に
複
雑
に
な
る
。
取

得
者
の
善
意
は
構
成
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
善
意
の
形
成
に
つ
い
て
法
が
加
担
し
て
い
る
か
ら
、
善
意
取
得
者
の
立
場
の
擁
護
は
一

層
当
然
に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
手
形
一
六
条
一
項
に
お
い
て
、
裏
書
連
続
手
形
の
所
持
人
に
形
式
資
格
た
る
権
利
者
の
推
定
的
効

力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
法
は
譲
渡
人
の
前
者
た
る
権
利
者
と
と
も
に
信
頼
外
観
の
提
供
者
で
あ
り
、
法
的
公
信
力
に
か
け
て
信
頼
者
を

保
護
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
．

躍



善意取得と取得行為の暇疵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
51
）

　
他
方
、
譲
渡
人
の
前
者
た
る
権
利
者
は
か
よ
う
な
外
観
作
出
と
い
う
帰
責
性
の
も
と
で
権
利
の
喪
失
が
強
制
さ
れ
る
か
ら
、
権
利
者
は

根
拠
な
し
に
、
犠
牲
を
強
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
．

　
こ
の
よ
う
に
善
意
取
得
制
度
は
、
手
形
流
通
段
階
に
お
い
て
の
無
権
利
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
無
権
利
に
つ
き
善
意
で
あ
り
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

善
意
の
形
成
は
公
信
力
た
る
権
利
外
観
法
則
の
裏
づ
け
が
で
き
る
と
い
う
制
限
の
も
と
で
成
立
す
る
．
さ
ら
に
、
効
果
面
に
お
い
て
も
、

取
得
者
の
信
頼
を
内
容
と
し
て
取
得
行
為
の
蝦
疵
を
治
癒
し
、
有
効
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
手
形
権
利
の
原
始
取
得
を
生
ぜ
し
め
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

　
取
得
行
為
の
蝦
疵
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
民
法
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
一
般
規
定
が
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
手
形
法
に
は
こ
れ
に
関
す
る

規
定
は
欠
如
し
て
い
る
か
ら
、
民
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
問
題
と
な
る
．
一
般
に
は
、
民
法
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

れ
る
と
す
る
と
、
手
形
流
通
性
と
相
容
れ
な
い
部
分
が
多
い
か
ら
、
否
定
的
な
立
場
を
と
る
の
が
通
説
で
あ
る
．

　
学
説
の
中
で
民
法
の
規
定
を
修
正
適
用
す
る
説
は
勿
論
、
適
用
排
除
説
を
と
っ
た
も
の
も
、
い
ず
れ
も
従
来
の
制
度
の
枠
内
で
、
要
件

の
面
或
い
は
適
用
範
囲
の
面
に
つ
い
て
工
夫
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
で
、
拡
張
説
は
こ
の
枠
を
越
え
て
、
全
く
別
制
度
を
取
り

入
れ
て
解
決
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
が
大
き
い
。
そ
れ
は
新
た
な
法
制
度
の
構
築
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
法
的
構
成
の
全
容
、
法
理
論
の
根
拠
を
明
示
す
る
義
務
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
拡
張
説
に
お
い
て
は
、
法
文
の

字
句
上
の
問
題
や
取
引
の
動
的
安
全
保
護
の
必
要
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
だ
し
も
、
明
確
な
基
礎
づ
け
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
説
明

は
皆
無
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
拡
張
説
の
明
快
化
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
善
意
取
得
の
制
度
に
よ
り
手
形
の
流
通
性
を
促
進
す
る
た
め
に
は
．
手
形
の
所
持
を
失
っ
た
権
利
者
が
犠
牲
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の

は
周
知
の
結
論
で
あ
る
．
し
か
し
、
か
か
る
権
利
者
の
利
益
が
理
由
な
し
に
、
或
い
は
や
す
や
す
と
剥
ぎ
と
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ

る
と
し
て
も
確
固
た
る
根
拠
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

245
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五
　
あ
と
が
ぎ

　
手
形
法
一
六
条
二
項
の
善
意
取
得
に
関
す
る
最
も
重
要
な
問
題
は
、
善
意
で
手
形
の
占
有
を
取
得
し
た
者
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
手
形

上
の
実
質
的
資
格
も
し
く
は
、
手
形
上
の
権
利
を
取
得
し
う
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
善
意
が
譲
渡
行
為
の
ど
の
よ
う
な
暇
疵
を
治
癒

し
う
る
も
の
か
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
本
稿
は
後
者
の
問
題
の
論
証
の
み
で
終
始
し
た
。
前
者
の
間
題
も
当
然
徹
底
的
に
論
及
す
る
義
務

が
あ
る
と
自
覚
し
つ
つ
、
近
い
機
会
に
期
待
さ
れ
た
い
。

246

（
1
）
　
田
中
耕
太
郎
・
手
形
法
小
切
手
法
概
論
一
六
九
頁
、
納
富
義
光
・
手
形
法
小
切
手
法
論
一
五
三
頁
、
竹
田
省
三
・
手
形
法
小
切
手
法
三
九
頁
、

伊
沢
孝
平
「
無
権
代
理
と
善
意
取
得
」
法
学
論
集
一
〇
巻
三
号
六
七
頁
以
下
、
田
中
誠
二
・
手
形
法
・
小
切
手
法
詳
論
（
上
）
二
二
八
頁
、
高
鳥
正
夫

『
有
価
証
券
の
取
得
行
為
の
璃
疵
」
法
学
研
究
二
八
巻
六
号
一
六
頁
、
同
「
手
形
の
善
意
取
得
の
要
件
」
法
学
演
習
講
座
一
〇
九
頁
、
倉
沢
康
一
郎
．

　
シ
ソ
ポ
ジ
ュ
ー
ム
手
形
・
小
切
手
法
二
三
五
頁
、
同
・
分
析
と
展
開
商
法
H
一
四
一
頁
、
木
内
宜
彦
・
手
形
法
小
切
手
法
（
第
二
版
）
二
〇
〇
頁
．
長

谷
川
雄
一
・
手
形
法
理
の
基
本
問
題
三
八
九
頁
。

（
2
）
　
鈴
木
竹
雄
・
手
形
法
・
小
切
手
法
二
五
一
頁
、
豊
崎
光
衛
「
善
意
取
得
」
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
三
巻
一
四
九
頁
、
小
橋
一
郎
・
手
形
行
為

論
二
三
五
頁
、
高
窪
利
一
・
手
形
・
小
切
手
法
通
論
二
〇
二
頁
、
竹
内
照
夫
・
判
例
商
法
n
一
一
四
頁
．
田
辺
光
政
・
手
形
流
通
の
法
解
釈
六
四
頁

以
下
、
前
田
庸
・
手
形
法
・
小
切
手
法
入
門
一
九
八
頁
以
下
。
民
法
学
者
と
し
て
我
妻
栄
・
近
代
法
に
お
け
る
債
権
の
優
越
的
地
位
五
六
頁
以
下
。

（
3
）
　
譲
渡
人
の
無
能
力
の
場
合
に
善
意
取
得
を
認
め
な
い
が
、
無
権
代
理
の
場
合
に
こ
れ
を
認
め
る
折
衷
説
は
少
数
で
あ
る
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

升
本
喜
兵
衛
・
有
価
証
券
法
六
四
頁
、
庄
子
良
男
・
シ
ソ
ポ
ジ
ュ
ー
ム
手
形
・
小
切
手
法
二
三
六
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
4
）
　
田
辺
光
政
前
掲
六
四
頁
、
前
田
庸
前
掲
一
九
九
頁
。

（
5
）
　
一
、
二
の
例
外
（
例
え
ば
東
京
地
判
明
四
二
・
三
・
二
〇
新
聞
五
六
五
号
九
頁
）
以
外
、
戦
前
の
判
例
は
一
律
に
無
権
利
老
か
ら
の
取
得
に
限

定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
近
時
に
お
い
て
最
高
裁
は
相
次
い
で
、
二
つ
の
態
度
不
明
瞭
な
判
例
（
最
判
昭
三
五
・
一
・
一
五
民
集
一
四
巻
一
号
一
頁

以
下
、
最
判
昭
三
六
・
一
一
・
二
四
民
集
一
五
券
一
〇
号
二
五
一
九
頁
以
下
）
を
下
し
た
た
め
論
争
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
上
柳
克
郎
・
会

社
法
・
手
形
法
論
集
四
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
　
現
在
は
異
論
は
な
い
、
好
美
清
光
・
注
釈
民
法
（
7
）
物
権
③
一
二
六
頁
以
下
参
照
。
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（
7
）
　
田
中
誠
二
前
掲
二
二
九
頁
．

（
8
）
　
我
妻
栄
前
掲
五
七
頁
。
豊
崎
光
衛
前
掲
一
四
九
頁
。

（
9
）
　
田
辺
光
政
前
掲
八
二
頁
以
下
。

（
1
0
）
　
ド
イ
ッ
手
形
条
例
（
一
八
四
八
年
）
第
七
四
条
が
初
め
て
善
意
取
得
を
定
め
た
が
、
す
で
に
当
時
か
ら
．
取
得
者
の
善
意
は
取
得
行
為
の
堰
疵

を
も
治
癒
す
る
と
す
る
解
釈
が
行
な
わ
れ
て
お
り
（
岡
島
「
手
形
法
を
中
心
と
し
た
善
意
取
得
保
護
の
発
展
ー
カ
ー
ル
・
ル
ッ
ク
ス
の
所
説
を
基

因
と
し
て
」
法
と
政
治
一
一
巻
一
号
、
藤
井
「
手
形
善
意
取
得
問
題
序
説
」
和
歌
山
大
学
経
済
理
論
五
三
号
）
、
後
に
こ
れ
が
ド
イ
ッ
に
お
け
る
通

説
と
な
っ
た
。
上
柳
克
郎
前
掲
四
八
一
頁
以
下
参
照
。
林
靖
「
手
形
法
一
六
条
二
項
に
い
わ
ゆ
る
「
善
意
」
に
つ
い
て
e
」
北
法
二
四
号
六
九
四
頁
以
下
。

ハパパ　パパパハ　パパパハパパパハ怨毯怨怨磐響匹撃頁弩9些蓼菖些9甚

高
鳥
正
夫
前
掲
論
文
二
六
頁
。

倉
沢
康
一
郎
前
掲
シ
ソ
ポ
ジ
ュ
ー
ム
手
形
・
小
切
手
法
二
三
五
頁
．
鼠
8
9
鉾
鉾
ρ
（
＞
づ
奪
器
）
あ
』
ρ
長
谷
川
雄
三
前
掲
三
九
六
頁
以
下
。

小
橋
一
郎
・
全
訂
手
形
法
小
切
手
法
講
義
五
五
頁
。

高
窪
利
一
「
手
形
の
善
意
取
得
」
商
法
の
判
例
（
第
二
版
）
一
四
五
頁
。

倉
沢
康
一
郎
前
掲
シ
ソ
ポ
ジ
ュ
ー
ム
手
形
・
小
切
手
法
二
三
三
頁
。

伊
沢
孝
平
前
掲
三
〇
九
頁
。

納
富
義
光
・
手
形
法
に
於
け
る
基
本
理
論
六
二
頁
、
河
原
一
郎
・
神
戸
法
学
二
巻
四
号
七
二
五
頁
以
下
。

田
中
耕
太
郎
前
掲
一
六
九
頁
、
松
本
蒸
治
・
手
形
法
六
二
頁
、
伊
沢
孝
平
前
掲
一
八
三
頁
、
大
隅
健
一
郎
・
改
訂
手
形
法
小
切
手
法
講
義
五
一

豊
崎
光
衛
前
掲
一
四
六
頁
。

鈴
木
竹
雄
前
掲
二
五
二
頁
。

我
妻
栄
前
掲
五
六
頁
以
下
、
小
橋
一
郎
「
手
形
行
為
論
」
二
三
五
頁
。

竹
内
照
夫
前
掲
一
一
四
頁
。
田
辺
光
政
前
掲
九
二
頁
以
下
。

鈴
木
竹
雄
前
掲
二
五
二
頁
。

倉
沢
康
一
郎
前
掲
シ
ソ
ポ
ジ
ュ
ー
ム
手
形
・
小
切
手
法
二
三
五
頁
、
林
靖
「
善
意
取
得
」
現
代
企
業
法
講
座
五
巻
（
有
価
証
券
）

田
中
誠
二
前
掲
二
二
七
頁
．

竹
内
昭
夫
「
手
形
の
善
意
取
得
ー
代
理
・
代
表
権
の
な
い
者
か
ら
裏
書
譲
渡
を
受
け
た
場
合
に
も
善
意
取
得
は
成
立
す
る
か
」

五
号
五
七
六
頁
参
照
．

一
三
八
頁
．

法
協
七
八
巻
　
4
7

　
　
　
　
　
　
2
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（
2
7
）
　
論
者
に
よ
り
、
善
意
と
は
、
取
得
者
が
「
譲
渡
人
の
権
利
」
を
信
じ
る
こ
と
ー
す
な
わ
ち
、
譲
渡
人
の
無
権
利
を
知
ら
な
い
こ
と
ー
で
は

な
く
、
「
自
己
の
権
利
」
を
信
ず
る
こ
と
ー
す
な
わ
ち
、
不
正
を
お
か
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
ー
を
主
張
す
る
も
の
も
い
る
（
林

靖
前
掲
現
代
企
業
法
講
座
5
巻
一
四
三
頁
注
m
参
照
）
．
し
か
し
，
取
得
行
為
の
過
程
に
お
い
て
、
権
利
の
取
得
の
目
標
に
向
っ
て
行
動
し
て
い
る

最
中
に
、
自
己
が
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
、
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
不
明
で
あ
る
。
考
え
ら
れ
る
可
能
性
と
し
て
は
、
自

己
は
権
利
を
取
得
し
う
る
と
の
信
頼
で
あ
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
取
得
行
為
の
有
効
性
を
信
頼
す
る
か
，
前
者
の
権
利
を
信
頼
す
る

パ　　パ　　パ　　パ　　パ　　　　　パ
34　33　32　31　30　29　28
）　）　）　）　）　）　）　カ、

　ある

生
じ
る
が

　
八
〇
六
頁
以
下
）

　
っ
て
、

（
3
5
）

　
に
よ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

（
3
6
）

（
3
7
）

（
3
8
）

（
3
9
）

　
の
も
あ
る

　
六
条
一
二
項
）
、

の
二
つ
の
内
容
に
な
る
．
結
局
は
こ
こ
で
挙
げ
た
内
容
と
同
一
に
な
る
．

田
中
誠
二
前
掲
一
九
三
頁
以
下
、
高
鳥
正
夫
・
手
形
法
小
切
手
法
八
三
頁
。

倉
沢
康
一
郎
・
手
形
法
の
判
例
と
法
理
四
九
頁
以
下
参
照
．

田
辺
光
政
前
掲
九
四
頁
以
下
参
照
。

田
辺
光
政
・
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
手
形
・
小
切
手
法
二
三
八
頁
．

林
靖
前
掲
現
代
企
業
法
講
座
5
巻
一
三
八
頁
．

善
意
取
得
の
法
的
効
果
は
、
原
始
取
得
で
あ
る
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。
豊
崎
光
衛
前
掲
一
六
〇
頁
．

手
形
行
為
に
つ
い
て
、
行
為
無
能
力
の
間
題
は
生
じ
な
い
、
行
為
無
能
力
の
間
題
は
、
原
因
関
係
に
お
け
る
人
的
抗
弁
事
由
に
止
め
る
べ
き
で

（
高
窪
利
一
・
手
形
・
小
切
手
法
論
八
一
頁
）
と
か
あ
る
い
は
、
裏
書
行
為
の
二
段
論
を
と
り
、
権
利
移
転
の
有
因
行
為
は
無
能
力
の
問
題
は

　
　
、
債
務
負
担
の
無
因
行
為
に
は
無
能
力
の
問
題
は
な
い
（
平
出
慶
道
「
手
形
の
善
意
取
得
と
原
因
関
係
の
毅
疵
」
現
代
商
法
学
の
課
題
中

　
　
　
　
　
と
の
見
解
も
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
手
形
権
利
移
転
行
為
で
あ
ろ
う
と
債
務
負
担
行
為
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
は
法
律
行
為
で
あ

　
意
思
表
示
を
要
素
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
無
能
力
の
問
題
は
回
避
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

高
鳥
正
夫
前
掲
著
書
六
七
頁
。
つ
ま
り
、
手
形
能
力
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
誰
が
立
証
責
任
を
負
う
か
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
一
般
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
行
為
能
力
が
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
側
に
お
い
て
、
立
証
責
任
を
負
う
．

鈴
木
竹
雄
前
掲
コ
ニ
三
頁
以
下
。

田
中
誠
二
前
掲
二
二
九
頁
、
大
森
忠
夫
・
手
形
法
小
切
手
法
講
義
一
二
〇
頁
な
ど
。

豊
崎
光
衛
前
掲
一
四
六
頁
、
鈴
木
竹
雄
前
掲
二
五
六
頁
、
田
辺
光
政
前
掲
九
八
頁
以
下
。

こ
の
説
の
な
か
に
、
意
思
表
示
の
蝦
疵
の
種
類
の
中
、
虚
偽
表
示
（
民
法
九
四
条
）
、
詐
欺
強
迫
（
民
法
九
五
条
）
を
適
用
か
ら
除
外
す
る
も

　
　
（
田
辺
光
政
前
掲
一
〇
四
頁
）
。
理
由
は
、
そ
れ
ら
の
袈
疵
に
つ
い
て
は
善
意
の
第
三
者
保
護
規
定
が
存
在
し
（
民
法
九
四
条
二
項
、
九

　
　
　
そ
し
て
、
そ
れ
ら
も
、
手
形
法
一
六
条
二
項
と
同
様
に
、
善
意
か
つ
無
重
過
失
を
要
件
と
し
て
い
る
か
ら
、
最
初
か
ら
問
題
に
し
な
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く
て
も
済
む
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

（
4
0
）
　
田
辺
光
政
前
掲
一
〇
四
頁
以
下
。

（
4
1
）
　
例
え
ば
、
「
手
形
法
は
単
に
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
な
く
し
て
手
形
を
取
得
し
た
る
も
の
は
返
還
の
義
務
な
し
と
広
く
規
定
し
て
い
る
以
上
、

　
こ
れ
を
進
展
せ
し
め
て
広
く
手
形
能
力
や
意
思
表
示
の
椴
疵
を
も
補
修
せ
し
め
ん
と
す
る
」
と
述
べ
る
だ
け
（
鈴
木
竹
雄
前
掲
二
五
一
頁
、
我
妻
栄

前
掲
五
七
頁
）
．

（
4
2
）
　
田
中
誠
二
前
掲
一
二
〇
頁
以
下
、
高
鳥
正
夫
前
掲
著
書
六
七
頁
以
下
、
平
出
慶
道
「
手
形
行
為
と
思
思
表
示
の
堰
疵
」
講
座
－
八
一
頁
以
下
．

鈴
木
竹
雄
前
掲
一
四
五
頁
．

（
4
3
）
　
石
井
照
久
・
手
形
法
・
小
切
手
法
四
九
頁
、
鼠
8
9
鉾
鉾
ρ
（
＞
づ
き
ト
⊃
N
）
｝
¢
o。
鐸

（
必
）
　
平
出
慶
道
前
掲
現
代
商
法
学
の
課
題
中
八
一
九
頁
参
照
。

（
4
5
）
　
手
形
の
特
徴
が
実
際
上
現
わ
れ
て
く
る
の
は
手
形
の
流
通
過
程
で
あ
る
。
取
得
者
に
と
っ
て
手
形
流
通
段
階
の
こ
と
は
、
本
人
の
意
思
の
自
治

が
及
ば
な
い
前
者
間
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
本
人
の
権
利
義
務
に
影
響
す
る
か
ら
、
保
護
が
必
要
に
な
る
．

（
4
6
）
　
「
有
力
説
（
拡
張
説
）
の
解
釈
は
、
理
論
的
に
異
質
の
複
数
の
問
題
を
善
意
取
得
の
問
題
と
し
て
解
決
す
る
も
の
で
あ
り
、
善
意
取
得
の
意
義
を

　
不
明
確
に
す
る
解
釈
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
」
と
同
旨
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
林
靖
前
掲
現
代
企
業
法
講
座
5
巻
有
価

証
券
一
三
八
頁
）
。

（
4
7
）
　
高
鳥
正
夫
前
掲
論
文
二
〇
頁
．

（
4
8
）
　
こ
の
立
場
を
と
る
も
の
か
ら
、
次
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
も
な
さ
れ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、
善
意
取
得
の
法
則
は
、
取
得
者
の
権
利
取
得
意
思
を

法
が
承
認
す
る
の
で
あ
る
。
善
意
で
あ
れ
ば
、
そ
の
取
得
意
思
が
正
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
、
権
利
を
取
得
す
る
（
小
橋
一
郎
・
手
形
法
小
切
手
法

講
義
八
一
頁
）
．

（
49
）
　
田
中
耕
太
郎
前
掲
一
六
九
頁
、
伊
沢
孝
平
前
掲
一
八
三
頁
。

（
5
0
）
　
林
靖
前
掲
現
代
企
業
法
講
座
5
巻
二
二
九
頁
．

（
51
）
　
長
谷
川
雄
三
前
掲
三
九
〇
頁
、
武
久
征
治
「
善
意
取
得
制
度
に
お
け
る
帰
責
理
論
の
一
考
察
」
彦
根
論
叢
一
七
一
号
二
九
頁
以
下
。
こ
こ
で
は

危
険
負
担
理
論
に
よ
っ
て
帰
責
性
を
構
成
し
う
る
。

（
5
2
）
　
高
鳥
正
夫
前
掲
論
文
二
六
頁
、
倉
沢
康
一
郎
前
掲
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
手
形
・
小
切
手
法
二
三
二
頁
。

（
5
3
）
　
近
時
こ
れ
に
反
対
す
る
説
は
極
く
稀
れ
で
あ
る
．
例
え
ば
暇
疵
あ
る
意
思
表
示
の
問
題
に
つ
い
て
、
全
面
適
用
説
を
と
る
も
の
と
し
て
、
倉
沢

教
授
の
主
張
が
あ
る
の
み
で
あ
る
（
倉
沢
康
一
郎
・
手
形
法
の
判
例
と
理
論
一
二
頁
）
．
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