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〔
民
事
訴
訟
法
　
　
一
〕

調
停
が
要
素
の
錯
誤
に
よ
つ
て

　
無
効
と
認
定
さ
れ
た
事
例

（
羅
磯
懸
讐
鑑
脚
監
）

劉
例
時
報
一
七
〇
號
二
四
頁

　
〔
判
示
事
項
〕
　
借
地
調
停
に
お
い
て
、
地
主
側
が
一
時
賃
貸
借
を
主
張
し
た

が
、
調
停
主
任
裁
到
官
が
借
地
法
二
條
（
法
定
借
地
期
問
）
の
読
明
を
し
再
考

を
求
め
た
の
で
、
一
時
賃
貸
借
の
主
張
を
撤
同
し
、
同
條
の
適
用
が
あ
る
こ
と

を
前
提
と
す
る
調
停
が
成
立
し
た
場
合
、
調
停
は
民
法
六
九
六
條
に
よ
り
有
効

で
は
な
く
、
民
法
九
五
條
に
よ
り
無
効
で
あ
る
。

　
〔
滲
照
條
丈
〕
民
法
六
九
六
條
、
九
五
條
、
民
訴
法
二
〇
三
條
、
民
調
法
一

六
條

　
〔
事
實
〕
　
擦
訴
人
丁
は
A
番
地
に
宅
地
一
七
九
坪
と
そ
の
上
に
佳
家
十
五
坪

を
所
有
し
て
い
た
が
、
後
者
を
昭
和
一
二
年
一
月
三
〇
日
訴
外
H
に
費
渡
す
と

同
時
に
、
同
人
に
封
し
右
建
物
の
敷
地
三
〇
坪
を
賃
貸
し
た
。
そ
の
後
被
擦
訴

人
は
、
昭
和
…
二
年
暮
頃
H
よ
り
右
建
物
を
買
受
け
る
と
同
時
に
、
右
敷
地
の

賃
借
槽
を
譲
受
け
た
。
擦
訴
人
は
昭
和
二
五
年
二
一
月
一
日
被
擦
訴
人
を
相
手

方
と
し
て
濱
松
簡
易
裁
判
所
に
右
建
物
牧
去
土
地
明
渡
の
調
停
申
立
を
な
し
、

昭
和
二
六
年
一
月
一
九
日
爾
者
間
に
調
停
が
成
立
し
た
。
調
停
條
項
に
は
、
被

擦
訴
人
は
右
建
物
を
同
年
一
二
旦
三
日
ま
で
に
同
一
地
番
内
の
宅
地
西
南
部

約
四
一
坪
の
部
位
に
移
動
す
る
こ
と
を
要
す
る
一
方
、
擦
訴
人
は
右
土
地
約
四

一
坪
を
そ
の
う
ち
二
坪
は
時
贋
の
牟
額
で
あ
る
一
坪
金
三
百
五
十
圓
の
割

合
、
そ
の
他
の
部
分
は
無
償
と
い
弓
封
偵
計
算
で
被
擦
訴
人
に
譲
渡
す
る
趣
旨

剣
　
例
　
研
　
究

が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
右
調
停
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
土
地
約
四
一
坪
は

分
筆
さ
れ
本
件
訴
訟
の
目
的
と
な
り
、
被
擦
訴
人
は
そ
の
後
右
譲
受
土
地
の
上

に
前
記
家
屋
す
な
わ
ち
本
件
建
物
を
移
動
し
た
。

　
挫
訴
人
は
、
右
調
停
條
項
を
鷹
諾
し
た
の
は
擦
訴
人
と
H
と
の
間
の
賃
貸
借

が
一
時
使
用
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
從
つ
て
、
訴
外
H
よ
り
右
建
物
の
敷
地

の
賃
借
灌
を
譲
受
け
た
被
擦
訴
人
は
右
の
如
き
一
時
使
用
の
た
め
の
借
地
権
を

承
縷
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
普
通
の
建
物
所
有

の
た
め
の
賃
借
灌
と
誤
解
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
調
停
は
要
素
の

錯
誤
が
あ
つ
て
無
効
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
擦
訴
人
は
被
控
訴
人
が
約
定
期
限
ま
で
に
右
家
屋
を
撤
去
す
る

こ
と
を
拒
絶
し
た
の
で
前
記
調
停
申
立
を
な
す
に
至
つ
た
の
で
あ
る
が
、
第
一

同
調
停
期
日
に
、
擦
訴
人
側
は
、
右
賃
貸
借
が
一
時
使
用
の
た
め
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
建
物
の
牧
去
土
地
の
明
渡
を
要
求
し
、
被
擦
訴
人
は
こ
れ

に
封
し
、
右
賃
貸
借
は
普
通
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
通
常
の
賃
貸
借
で
あ

る
と
主
張
し
て
相
譲
ら
な
か
つ
た
と
こ
ろ
、
擦
訴
人
側
は
、
嘗
日
調
停
主
任
裁

判
官
よ
り
借
地
法
第
二
條
の
規
定
を
読
明
の
上
再
考
を
求
め
ら
、
れ
た
の
で
、
右

賃
貸
借
に
は
同
條
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
も
の
と
思
い
込
み
、
期

日
終
了
後
自
ら
六
法
全
書
を
調
べ
た
り
し
た
結
果
、
右
は
普
通
の
建
物
所
有
の

六
三

（
三
三
五
）



到
　
例
　
研
　
究

た
め
の
賃
貸
借
で
あ
る
と
誤
信
す
る
に
至
り
、
第
二
同
期
日
に
、
調
停
主
任
裁

到
官
に
封
し
、
一
時
使
用
の
た
め
の
賃
貸
借
を
主
張
す
る
こ
と
は
撤
同
し
、
右

賃
貸
借
に
は
借
地
法
第
二
條
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
前

記
調
停
條
項
を
鷹
諾
し
調
停
を
成
立
さ
せ
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
〔
制
旨
〕
原
到
決
取
滑

　
本
件
調
停
成
立
に
至
る
過
程
に
お
い
て
擦
訴
人
側
に
錯
誤
が
あ
る
わ
け
で
あ

る
が
、
調
停
の
封
象
た
る
私
法
上
の
灌
利
又
は
法
律
關
係
に
つ
い
て
和
解
が
成

立
し
た
と
き
は
、
假
に
從
前
に
お
け
る
灌
利
の
存
否
内
容
が
和
解
の
内
容
と
異

る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
構
利
は
和
解
に
よ
り
そ
の
内
容
通
り
に
移
韓
又
は

消
滅
し
た
こ
と
に
な
り
、
錯
誤
に
よ
る
無
効
の
主
張
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る

か
ら
、
本
件
に
お
い
て
も
更
に
右
和
解
の
内
容
を
瞼
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
本
件
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
調
停
成
立
の
時
に
は
擦
訴
人
は
本
件
賃

貸
借
が
普
通
賃
貸
借
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
和
解
を
し
た
も
の
で
あ
つ

て
、
一
時
賃
貸
借
の
主
張
を
譲
歩
す
る
趣
旨
は
和
解
の
内
容
そ
の
も
の
に
は
含

ま
れ
て
い
な
い
。
擦
訴
人
は
、
調
停
の
第
一
同
期
日
ま
で
は
一
時
賃
貸
借
の
主

張
を
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
錯
誤
に
よ
り
そ
の
主
張
を
一
方
的
に
撤
同

し
た
が
、
こ
れ
は
調
停
成
立
前
の
こ
と
で
あ
り
、
調
停
成
立
の
際
の
相
手
方
と

の
和
解
契
約
に
よ
つ
て
譲
歩
し
た
結
果
で
は
な
い
。
も
し
一
時
賃
貸
借
に
基
づ

く
主
張
を
譲
歩
す
る
こ
と
が
和
解
の
内
容
を
成
し
て
い
る
な
ら
ば
、
た
と
え
眞

實
の
賃
貸
借
關
係
が
一
時
賃
貸
借
で
あ
つ
た
に
せ
よ
和
解
は
有
効
で
あ
り
、
錯

誤
の
主
張
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
民
法
六
九
六
條
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
本

件
に
お
い
て
右
の
ご
と
く
一
時
賃
貸
借
の
主
張
を
譲
歩
す
る
こ
と
が
和
解
の
内

容
を
な
し
て
い
な
い
以
上
、
民
法
六
九
六
條
の
適
用
は
な
く
、
も
し
控
訴
人
が

本
件
賃
貸
借
を
一
時
使
用
の
た
め
の
賃
貸
借
で
は
な
い
と
考
え
た
こ
と
に
要
素

六
四

（
ゴ
＝
二
詣
ハ
）

の
錯
誤
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
本
件
和
解
は
無
効
で
あ
る
。
本
件
で

は
擦
訴
人
の
一
時
賃
貸
借
の
主
張
は
軍
に
調
停
申
立
以
前
の
主
張
で
あ
つ
た
に

止
ま
ら
ず
、
調
停
申
立
自
髄
に
お
い
て
も
、
叉
第
一
同
調
停
期
日
に
お
い
て
も

維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
第
二
同
調
停
期
日
に
お
い
て
成
立
し
た
調

停
は
あ
た
か
も
こ
の
主
張
を
含
め
た
全
部
の
事
項
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
か
の
よ

う
な
観
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
實
は
そ
う
で
は
な
く
、
擦
訴
人
側
は
、
第
二
同
調

停
期
日
に
お
い
て
調
停
成
立
前
に
裁
判
所
に
右
主
張
を
し
な
い
旨
を
申
出
て
、

そ
の
後
互
譲
の
結
果
調
停
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
通
常
み
る
よ
う
に

調
停
の
営
事
者
が
最
後
ま
で
當
初
の
主
張
を
維
持
し
な
が
ら
も
漸
次
妥
協
し
、

途
に
各
自
の
主
張
の
全
部
に
つ
い
て
互
譲
に
よ
る
調
停
を
成
立
さ
せ
た
場
合
と

異
り
、
擦
訴
人
が
當
初
主
張
し
た
一
時
使
用
の
た
め
の
賃
貸
借
の
貼
は
本
件
調

停
の
内
容
を
な
す
譲
歩
の
封
象
に
な
つ
て
い
な
い
。
從
つ
て
擦
訴
人
の
前
掲
錯

誤
は
調
停
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
た
紛
箏
の
目
的
た
る
事
項
そ
の
も
の
に
は
存
せ

ず
、
そ
の
前
提
を
な
す
他
の
事
項
に
つ
い
て
存
し
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
馳
に

つ
い
て
民
法
六
九
六
條
の
適
用
は
な
い
。
更
に
控
訴
人
が
係
璽
土
地
の
明
渡
請

求
に
つ
き
和
解
を
な
す
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
の
主
張
す
る
賃
借
権
が
一
時
使

用
の
た
め
の
も
の
で
既
に
清
滅
し
て
い
る
か
或
い
は
借
地
法
二
條
の
適
用
あ
る

借
地
灌
で
な
お
存
綾
中
で
あ
る
か
は
、
極
め
て
重
要
な
事
項
で
あ
つ
て
、
こ
の

黙
の
錯
誤
が
な
け
れ
ば
前
記
の
よ
う
な
和
解
を
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と

は
敢
て
控
訴
人
の
場
合
だ
け
に
限
ら
ず
一
般
的
に
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
か
ら
、
右
の
錯
誤
は
契
約
の
．
要
素
の
錯
誤
に
該
當
す
る
も
の
と
い
う
べ

く
、
こ
れ
は
箪
な
る
動
機
の
錯
誤
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
な
お
控
訴
人

側
は
調
停
主
任
裁
到
官
の
説
明
と
借
地
法
の
條
文
の
調
査
の
結
果
錯
誤
に
階
つ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
他
の
法
律
專
門
家
の
意
見
を
聞
か
な
か
つ
た
に
せ
よ
、
法



律
の
素
養
の
少
な
い
者
が
前
示
の
よ
う
な
調
停
主
任
裁
到
官
の
読
明
を
聞
い
て
　
　
た
も
の
と
み
な
す
に
足
り
な
い
。
以
上
の
次
第
で
、
本
件
調
停
は
擦
訴
人
側
の

自
己
の
見
解
が
誤
つ
て
い
る
こ
と
の
示
唆
を
う
け
た
も
の
と
誤
解
し
た
黙
に
つ
　
　
　
錯
誤
に
基
づ
く
も
の
て
あ
る
か
ら
無
効
で
あ
る
。

い
て
は
、
必
ず
し
も
責
め
難
い
鮎
が
あ
り
、
こ
れ
を
以
て
重
大
な
過
失
が
あ
つ

　
〔
評
繹
〕
　
到
旨
の
結
論
に
賛
成
。
以
下
そ
の
理
由
を
述
べ
る
。

　
一
　
先
ず
要
素
の
錯
誤
の
調
停
の
効
力
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
從
來
の
諸
學
読
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

　
大
別
し
て
既
到
力
肯
定
読
と
既
到
力
否
定
読
と
に
分
れ
る
。

　
A
　
既
剣
力
肯
定
論
　
a
　
有
効
論
　
　
裁
到
上
の
和
解
に
つ
き
、
私
法
上
の
和
解
契
約
、
が
蕪
能
力
叉
は
意
思
の
欠
欲
等
の
理
由
に
基
く
無
効

を
認
め
、
從
つ
て
裁
剣
上
の
和
解
自
艦
も
無
効
と
し
、
當
事
者
は
こ
れ
を
理
由
と
し
て
期
日
の
指
定
を
求
め
得
る
も
の
と
す
る
見
解
を
以
て
、
和

解
の
既
到
力
を
無
覗
す
る
も
の
と
な
し
、
調
停
の
場
合
に
も
亦
、
そ
の
基
礎
た
る
手
績
に
重
大
な
欠
欲
あ
る
場
合
に
は
、
寧
ろ
、
確
定
到
決
に
封

す
る
再
審
の
訴
に
準
じ
て
調
停
に
封
す
る
再
審
の
訴
を
認
め
（
再
審
に
準
ず
る
訴
）
、
こ
れ
に
よ
つ
て
調
停
の
既
到
力
を
除
去
す
べ
く
、
然
ら
ざ
る
限

り
、
調
停
は
そ
の
欠
歓
に
も
拘
ら
ず
、
當
事
者
間
に
お
い
て
依
然
と
し
て
既
到
力
を
保
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
再
審
原
因
も
亦
、
確
定

裂
量
す
る
再
審
原
因
垂
じ
て
決
す
べ
婁
あ
る
と
い
論
黙
璽
盤
難
巽
、
乾
兀
．
、
〉
．
調
停
に
お
け
る
こ
の
立
撮
、
葬
上
の

和
解
に
關
す
る
次
の
立
場
に
通
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
上
の
和
解
は
「
確
定
到
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
」
と
い
う
法
文
（
民
訴
法
二
〇
三
條
、
な

を
民
調
法
一
六
條
参
照
）
に
忠
實
に
文
字
通
り
こ
れ
を
到
決
の
代
用
と
み
、
裁
到
椹
行
使
の
効
果
を
當
事
者
の
自
主
的
紛
箏
解
決
機
能
に
與
え
た
こ

と
を
意
味
す
る
と
撃
（
諄
熊
φ
こ
れ
籔
行
力
・
蜀
力
を
認
め
、
從
つ
て
、
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
は
裂
の
再
審
畜
唇
る
、

も
し
く
は
準
じ
る
場
合
（
条
子
教
授
は
、
燈
系
三
一
〇
頁
で
は
「
再
審
事
由
に
當
る
事
由
」
と
い
い
、
判
例
民
訴
塗
一
、
；
貢
で
は
「
再
審
の
訴
の
事
由
及
び
形
式

に
準
じ
て
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
）
に
限
つ
て
調
書
の
取
清
と
訴
訟
の
再
開
を
認
め
る
反
面
、
私
法
上
の
和
解
に
お
け
る
が
如
く
無
効
・
取
消
を
認

め
る
難
窪
い
と
す
る
立
場
（
欝
語
聲
、
蓋
超
で
あ
る
．
そ
し
て
更
に
こ
の
立
糧
、
和
解
制
度
の
華
和
解
の
効
果
は
、
馨
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の
解
決
に
本
質
的
な
機
能
を
果
す
當
事
者
の
意
思
に
封
し
て
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
國
家
機
關
の
一
定
の
塵
置
（
和
解
の
適
法
性
の
認
定
と
調
書

の
記
載
）
に
封
し
て
付
與
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
當
事
者
の
意
思
の
．
尊
重
と
い
う
贋
値
基
準
は
、
民
法
上
の
意
思
表
示
理
論
に
お
け
る
と
同

じ
機
能
を
果
し
え
な
い
と
い
う
菱
方
（
灘
籔
鱒
轡
灘
欝
）
と
塞
つ
い
て
い
る
．

　
b
　
無
効
読
　
　
調
停
及
び
和
解
は
、
調
書
の
記
載
に
よ
り
執
行
力
は
勿
論
既
到
力
を
も
生
じ
る
と
い
う
黙
で
は
前
読
と
同
じ
で
あ
る
が
、
不

法
叉
は
不
能
事
項
を
内
容
と
し
、
叉
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
事
項
を
目
的
と
す
る
場
合
、
要
素
の
錯
誤
、
通
謀
盧
儒
表
示
、
無
椹
代
理
の
場
合
等

は
無
効
な
り
と
い
う
べ
く
、
當
事
者
は
か
か
る
理
由
あ
る
限
り
、
調
書
に
記
載
さ
れ
た
和
解
乃
至
調
停
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
又
そ

の
範
園
で
既
到
力
は
生
じ
な
い
（
宮
崎
、
調
停
法
の
理
論
と
實
際
、
一
；
貢
。
行
爲
無
能
力
の
揚
合
を
除
い
て
、
詐
欺
強
迫
に
よ
る
取
消
も
認
め
る
。
和
解
に

つ
い
て
は
菊
井
、
現
代
法
學
全
集
、
三
七
五
頁
、
中
村
（
英
）
、
裁
剣
上
の
和
解
、
民
訴
法
講
座
－
巻
八
三
八
頁
）
と
主
張
す
る
読
で
あ
る
。
小
山
教
授
は
「
合

意
に
お
け
る
意
思
表
示
の
要
素
に
錯
誤
が
存
し
た
場
合
、
動
機
の
錯
誤
は
表
示
さ
れ
て
い
て
も
調
停
調
書
を
無
効
に
は
し
な
い
が
、
内
容
の
錯
誤

は
調
婁
も
無
効
写
る
」
（
購
賭
）
と
主
張
さ
れ
る
芳
舞
妻
認
め
ら
れ
る
の
で
（
蠣
囎
）
本
建
學
る
も
の
恵
う
．
こ
の
立
場
は

前
読
と
は
逆
に
、
和
解
乃
至
調
停
が
當
事
者
の
意
思
に
重
黙
が
お
か
る
べ
き
自
治
的
解
決
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
思
の
欠
嵌
に
は
裁
到
の
場
合
と

は
異
る
比
重
が
當
然
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き
、
そ
れ
ら
を
確
定
到
決
と
形
式
的
に
同
一
覗
し
た
の
で
は
實
務
上
妥
當
で

は
な
い
と
い
う
實
務
の
要
請
に
適
慮
し
て
い
る
。
本
論
に
お
い
て
、
錯
誤
の
内
容
に
よ
つ
て
は
民
法
九
五
條
の
他
六
九
六
條
の
適
用
が
認
め
ら
れ

る
か
否
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
い
な
學
論
（
例
え
ば
、
宮
崎
、
前
掲
書
一
二
一
責
は
軍
に
「
要
素
に
錯
誤
あ
る
場
合
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
）
到
例

（
例
え
ば
福
島
地
裁
昭
二
八
・
五
・
エ
ハ
、
下
級
民
集
四
巻
五
號
七
三
九
頁
は
六
九
六
條
に
鰯
れ
ず
直
接
九
五
條
を
適
用
し
て
い
る
）
も
あ
る
が
、
六
九
六
條
の

法
意
よ
り
老
え
て
同
條
の
適
用
あ
る
も
の
と
老
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
B
　
既
剣
力
否
定
読
　
　
民
訴
法
二
〇
三
條
に
い
わ
ゆ
る
「
確
定
到
決
と
同
一
の
効
力
」
な
る
文
言
は
、
必
ず
し
も
既
到
力
を
も
含
め
る
も
の

で
は
な
く
畏
訴
馨
了
の
効
果
と
執
行
力
を
意
撃
る
塩
萎
い
与
る
立
覆
た
轟
譜
離
澱
隷
薪
覇
誰
謬
葎
震



立
し
て
も
既
剣
力
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
調
停
の
實
鰹
的
効
力
は
專
ら
私
法
理
論
に
よ
る
こ
と
に
な
り
、
要
素
に
錯
誤
が
あ

れ
ば
當
然
無
効
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
下
こ
れ
ら
三
読
に
論
評
を
加
え
る
。

二
A
先
ず
既
到
力
肯
牢
有
効
甦
つ
い
て
糞
す
る
．
こ
釜
蜀
し
て
は
以
下
の
難
髪
い
て
翁
が
加
え
ら
れ
吉
（
影
認

群
購
護
肇
．
亮
來
蜀
譲
公
穫
的
撃
蟹
の
壽
か
ら
馨
れ
る
翁
に
の
喬
有
の
も
の
墓
つ
て
、
塁
的
解
経
は
親

し
ま
な
い
。
2
再
審
事
由
は
元
來
專
ら
裁
到
の
霰
疵
を
封
象
と
し
て
規
定
さ
れ
、
直
ち
に
和
解
乃
至
調
停
の
蝦
疵
に
適
用
す
る
こ
と
は
適
當
で
は

な
い
（
宮
崎
教
授
は
、
再
審
事
由
を
調
停
の
如
き
剣
決
と
性
質
を
異
に
す
る
當
事
者
の
合
意
に
準
用
し
て
考
え
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
て
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

前
掲
書
二
δ
頁
）
。
歌
和
解
乃
至
調
停
は
元
來
當
事
者
の
意
思
に
重
黙
が
お
か
れ
る
自
主
的
解
決
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
効
果
意
思
の
欠
欲
に
は
裁

到
の
場
合
と
異
る
比
重
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
4
・
和
解
乃
至
調
停
に
到
決
同
様
既
到
力
を
認
め
る
と
L
て
も
、
そ
の
範
園
が
異
り
、
あ
る
い

は
あ
い
ま
い
に
な
る
。

　
し
か
し
第
一
の
批
到
に
封
し
て
は
、
既
到
力
を
法
的
安
定
性
の
要
求
か
ら
く
る
終
局
的
法
確
定
力
と
み
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
自
治
的
紛
孚

解
決
と
封
構
し
た
意
味
で
の
公
樺
的
紛
争
解
決
に
固
有
の
も
の
と
い
5
こ
と
は
で
ぎ
な
い
、
と
い
え
よ
う
。
第
二
の
批
到
は
正
當
で
あ
る
。
し
か

し
既
到
力
肯
定
“
有
効
読
は
、
和
解
乃
至
調
停
の
琿
疵
の
救
濟
と
し
て
再
審
に
準
ず
る
訴
を
認
め
、
そ
の
事
由
と
し
て
再
審
事
由
に
準
ず
る
も
の

を
考
え
て
い
る
。
そ
の
範
園
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
（
小
野
木
、
前
掲
書
は
、
調
停
委
員
に
つ
き
そ
の
公
正
を
疑
う
べ
き
事
情
あ
る
揚
合
は
民
訴
法
四

二
〇
條
－
項
四
號
に
準
じ
再
審
事
由
あ
り
と
す
る
）
。
お
そ
ら
く
要
素
の
錯
誤
の
如
き
は
準
再
審
事
由
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
準
再
審
事
由
が
再

審
理
由
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
黙
か
ら
、
も
し
要
素
の
錯
誤
の
如
き
も
の
が
準
再
審
事
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
か

か
る
批
到
は
成
立
た
な
い
。
第
三
の
批
到
は
和
解
乃
至
調
停
に
お
い
て
當
事
者
の
意
思
と
國
家
機
關
の
庭
置
の
い
ず
れ
に
重
黙
を
お
く
か
と
い
う

間
題
と
關
連
す
る
。
前
者
に
重
黙
を
お
け
ば
第
三
の
批
到
が
成
立
つ
が
、
「
調
停
は
軍
な
る
契
約
で
は
な
い
。
調
停
で
は
國
家
が
箏
い
を
解
決
す
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る
。
…
…
調
停
の
効
果
は
、
從
つ
て
、
當
事
者
の
意
思
に
付
與
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
國
家
機
關
の
一
定
の
庭
置
あ
る
い
は
行
爲
に
付
與
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
當
事
者
の
眞
の
意
思
の
尊
重
と
い
う
憤
値
基
準
は
、
民
法
の
意
思
表
示
理
論
と
同
じ
に
機
能
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

す
な
わ
ち
調
停
で
は
、
相
當
と
認
め
ら
れ
る
合
意
に
よ
る
孚
の
解
決
が
目
的
と
さ
れ
る
。
從
つ
て
、
合
意
が
相
當
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
無
効
と

い
う
評
慣
は
輕
々
と
下
す
べ
き
で
は
な
い
。
」
と
い
う
立
場
は
後
者
に
重
黙
を
置
い
て
い
る
。
和
解
乃
至
調
停
も
國
家
の
介
入
す
る
紛
孚
解
決
形

式
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
後
読
も
理
由
が
あ
る
。
第
四
の
批
到
は
、
和
解
乃
至
調
停
調
書
に
主
文
が
な
い
か
ら
既
到
力
の
範
園
が
不
明
確
な
も
の

と
な
り
、
も
し
調
書
全
髄
に
つ
き
既
剣
力
を
認
め
る
な
ら
ば
、
剣
決
理
由
に
も
既
到
力
を
認
め
る
の
に
似
て
不
當
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
正
當

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
和
解
乃
至
調
停
に
お
い
て
も
、
雫
い
の
目
的
と
な
つ
た
槽
利
乃
至
法
律
關
係
に
つ
い
て
、
換
言
す
れ
ば
到
決
主

文
に
相
當
す
る
部
分
に
つ
い
て
既
到
力
を
生
ぜ
し
め
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
既
到
力
肯
定
桂
有
効

読
に
封
す
る
批
到
は
必
ず
し
も
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
（
三
ヶ
月
教
授
は
以
上
四
鮎
の
批
剣
を
掲
げ
た
後
に
「
こ
の
よ
う
な
把
握
は
裁
剣
所
の
な
す
公
椹

的
解
決
た
る
剣
決
と
當
事
者
の
自
治
に
よ
る
解
決
た
る
和
解
と
の
乗
り
こ
え
難
い
本
質
的
な
差
異
を
抹
消
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
和
解
の
實
態
を
無

覗
し
て
剣
決
の
論
理
を
貫
こ
う
と
す
る
に
急
で
あ
る
と
の
批
剣
は
免
れ
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
書
四
四
四
頁
）
。
し
か
し
、
三
ヶ
月
教

授
が
正
當
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
読
は
有
力
な
學
読
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
實
務
の
大
勢
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
實
際
上
和
解

乃
至
調
停
の
當
事
者
に
と
つ
て
酷
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
意
思
表
示
に
最
疵
あ
る
和
解
乃
至
調
停
の
當
事
者
に
救
濟
を
與
え
る
た
め
に
は
、
三
ヶ
月
教
授
も
正
當
に
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

既
到
力
を
肯
定
し
つ
つ
和
解
乃
至
調
停
の
當
然
無
効
を
認
め
る
か
（
既
剣
力
肯
定
n
無
効
読
）
、
既
到
力
を
否
定
す
る
か
し
か
な
い
。

　
B
　
そ
こ
で
次
に
既
到
力
肯
定
“
無
効
読
を
老
察
し
て
み
よ
う
。
調
書
の
内
容
が
有
効
正
當
で
あ
れ
ば
既
到
力
が
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
既

到
力
を
否
定
す
る
立
場
は
、
既
到
力
の
本
質
よ
り
み
て
正
當
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
宮
崎
教
授
は
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。
和
解
の
嘗
然
無
効

を
認
め
る
こ
と
は
「
和
解
の
既
剣
力
を
著
し
く
薄
弱
な
ら
し
め
る
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
。
し
か
し
、
決
し
て
和
解
に
既
剣
力
を
認
む
る
こ
と
と
理
論
上
矛
盾
す
る
も



の
で
は
な
い
。
判
決
の
當
然
無
効
を
認
め
、
又
は
再
審
に
依
る
判
決
の
遡
及
的
取
消
を
認
む
る
こ
と
が
判
決
の
既
判
力
を
認
む
る
こ
と
と
、
理
論
上
矛
盾
せ
ざ
る
と
同

檬
、
和
解
に
嘗
然
無
効
を
認
め
、
又
は
取
泊
の
可
能
を
認
め
る
こ
と
は
、
和
解
に
既
判
力
を
認
む
る
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
到
決
又
は
和
解
が
當
然

無
効
で
あ
る
揚
合
に
は
、
判
決
は
勿
論
既
判
力
を
生
ず
る
に
由
な
く
、
又
、
剣
決
又
は
和
解
が
取
消
さ
れ
た
る
と
ぎ
は
既
剣
力
は
消
滅
す
る
が
故
に
、
剣
決
又
は
和
解

に
つ
き
、
當
然
無
効
又
は
取
消
を
認
む
る
場
合
が
廣
け
れ
ぽ
廣
い
ほ
ど
、
又
、
そ
の
取
消
の
方
法
か
簡
易
て
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
既
判
力
は
薄
弱
と
な
る
を
免
れ
な

い
。
故
に
判
決
に
お
い
て
そ
の
當
然
無
効
を
認
め
る
場
合
が
極
め
て
僅
少
で
あ
り
、
又
、
再
審
の
如
き
も
、
極
め
て
重
大
な
る
綴
疵
に
限
ら
れ
、
そ
の
手
績
も
愼
重
な

る
に
封
し
て
、
和
解
に
お
い
て
は
右
の
如
く
廣
く
無
効
又
は
取
消
を
認
め
、
且
つ
取
漕
に
つ
き
再
審
の
如
き
手
績
を
要
せ
ざ
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
和
解
の
既
剣
力

を
判
決
の
そ
れ
に
比
し
、
著
し
く
薄
弱
な
ら
し
め
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
。
が
然
し
、
又
こ
の
こ
と
は
、
和
解
の
既
到
力
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
和
解
は
、
當
然
無
効
に
も
非
ず
、
又
、
取
清
し
若
く
は
解
除
せ
ら
れ
ざ
る
限
り
既
剣
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
決
し
て
無
意
義
な
表
現

で
は
な
い
。
條
丈
上
の
解
繹
と
し
て
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
三
條
に
「

確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
」
と
云
う
を
以
て
、
確
定
判
決
と
全
く
同
様
の
程
度
に
お
い
て

効
力
を
有
す
と
い
う
意
味
に
解
す
る
と
き
は
、
或
い
は
右
の
見
解
は
相
當
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
軍
に
和
解
は
本
來
判
決
で
は
な
い
が
、
確
定
到
決
と
同
様
な
効

力
を
有
す
る
と
の
意
と
解
す
れ
ば
、
右
の
見
解
は
決
し
て
條
丈
に
抵
鰯
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
）
。
け
だ
し
、
既
に
屡
々
主
張
せ
ら
れ
る
よ
う
に
「
有
効

正
當
の
問
題
を
度
外
覗
し
て
貫
徹
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
が
正
に
既
剣
力
の
本
旨
で
あ
る
」
か
ら
、
調
書
の
内
容
が
有
効
正
當
で
あ
れ
ば
既
到

力
が
あ
る
と
い
－
の
は
間
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
撃
難
壁
観
藷
謂
雛
藩
嚇
慧
齪
聡
撃
．
本
盤
つ
い
て
は

以
上
の
批
到
を
以
て
充
分
で
あ
ろ
う
。

　
C
　
次
に
既
到
力
否
定
読
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
三
ヶ
月
教
授
は
、
和
解
に
つ
き
　
工
前
読
帥
ち
既
到
力
肯
定
”
無
効
読
が
和
解
の
無
効
を
認

め
る
限
度
で
既
到
力
の
本
旨
と
矛
盾
し
、
2
和
解
の
既
到
力
を
ど
の
範
園
で
認
め
る
か
（
客
観
的
範
園
）
に
つ
き
剣
定
困
難
な
問
題
に
遭
遇
す
る
黙

鶉
力
墓
着
魏
と
層
墓
る
、
と
い
う
理
由
で
、
本
読
に
左
讐
れ
ゑ
臨
賭
四
）
．
匠
こ
の
立
場
麓
嚢
二
〇
三
條
の
茎
一
一
・

に
反
す
る
嫌
い
が
あ
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
る
が
、
こ
の
黙
は
か
か
る
立
法
の
艦
裁
そ
の
も
の
が
元
來
無
理
で
あ
る
か
ら
や
む
を
得
な
い
と
解
決
さ

れ
て
い
る
。
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私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
理
論
的
に
は
、
兼
子
教
授
の
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
訴
訟
が
紛
孚
解
決
の
終
局
的
な
場
面
で
あ
る
以

上
、
そ
こ
ま
で
い
つ
て
裁
到
所
の
關
與
の
下
に
到
決
に
代
え
て
紛
孚
の
解
決
を
圖
つ
た
の
に
、
後
か
ら
和
解
の
無
効
や
取
消
を
認
め
る
こ
と
は
不

必
要
で
あ
り
、
む
し
ろ
當
事
者
な
り
裁
到
官
な
り
に
充
分
薩
專
を
要
季
べ
き
で
あ
る
（
牒
則
一
、
一
）
と
菱
ら
れ
、
且
つ
舞
力
墓
着

効
読
に
封
す
る
批
到
が
既
述
の
通
り
必
ず
し
も
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
我
々
の
法
制
度
は
あ
く
迄
も
現
實
に
生
起
す
る

不
合
理
な
現
象
に
可
能
な
限
り
封
庭
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
錯
誤
等
無
効
原
因
及
び
取
溝
原
因
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
當

事
者
に
取
消
を
與
え
る
こ
と
は
、
「
實
務
家
の
本
能
的
直
畳
」
と
し
て
實
務
上
の
要
請
で
あ
る
。
か
か
る
要
請
に
鋤
庭
す
る
た
め
に
は
、
既
到
力

否
定
読
が
最
も
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
蓋
し
既
到
力
肯
定
U
有
効
読
は
既
遠
の
如
く
理
論
的
に
は
正
當
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
實
務
の
要
請

に
著
し
く
背
反
し
、
更
に
既
釧
力
肯
定
辞
無
効
読
に
は
理
論
的
飲
陥
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
執
行
力
を
有
す
る
こ
と
確
定
到
決
と
同
一
で

あ
る
。

　
三
　
錯
誤
に
よ
る
和
解
乃
至
調
停
の
無
効
は
い
か
に
し
て
主
張
さ
れ
る
か
。
前
掲
せ
る
三
つ
の
學
論
の
各
々
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
異
る
。
す
な
わ

ち
既
到
力
肯
定
旺
有
効
論
に
よ
れ
ば
、
再
審
の
訴
乃
至
は
再
審
に
準
ず
る
訴
に
よ
り
、
既
到
力
肯
定
”
無
効
読
に
よ
れ
ば
、
新
期
日
指
定
の
申
立

を
な
し
前
手
績
の
績
行
を
認
め
、
そ
の
効
力
に
つ
き
雫
い
が
あ
れ
ば
中
間
到
決
乃
至
は
終
局
到
決
の
理
由
中
で
到
噺
を
與
え
、
又
は
中
間
確
認
の

訴
を
提
起
せ
し
め
る
。
更
に
は
別
訴
に
よ
る
無
効
確
認
の
訴
の
提
起
を
認
め
、
ま
た
請
求
異
議
の
訴
ま
で
認
め
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
既
到

力
否
定
論
に
た
て
ば
、
和
解
乃
至
調
停
の
目
的
た
る
権
利
關
係
は
公
槽
的
實
髄
的
に
確
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
効
力
の
確
定
は
當

然
別
訴
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
な
お
こ
の
鮎
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
一
一
、
ヶ
月
、
前
掲
書
四
四
五
頁
滲
照
）
。
し
か
し
執
行
力
だ
け
は
有
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
執
行
の
可
能
性
が
存
し
執
行
が
行
わ
れ
た
場
合
は
請
求
異
議
の
訴
が
提
起
し
う
る
も
の
と
解
す
る
。

　
四
　
以
上
に
お
い
て
私
は
、
要
素
の
錯
誤
と
調
停
の
効
力
と
の
關
係
を
一
般
的
に
考
察
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
本
件
の
場
合
に
こ
れ
を
適

用
し
て
み
よ
う
と
思
う
。



　
ま
ず
民
法
六
九
六
條
と
九
五
條
の
關
係
に
つ
い
て
の
本
到
決
の
態
度
、
す
な
わ
ち
、
和
解
乃
至
調
停
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
雫
い
の
目
的
た
る
事

項
に
錯
誤
が
存
し
た
場
合
は
六
九
六
條
が
、
そ
れ
以
外
の
事
項
で
要
素
の
錯
誤
が
あ
つ
た
場
合
九
五
條
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
見
解
に
は
恐
ら
く

異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
理
論
的
前
提
に
立
ち
、
本
件
に
お
け
る
錯
誤
が
紛
雫
の
封
象
そ
の
も
の
に
存
せ
ず
、
靖
、
の
前
提
に
の
み

存
す
る
と
し
て
、
更
に
當
該
動
機
の
錯
誤
が
要
素
の
錯
誤
で
あ
る
と
し
て
九
五
條
を
適
用
し
た
黙
正
當
で
あ
る
．
近
時
學
論
上
動
機
の
錯
誤
は
表

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
案
さ
れ
て
い
る
が
（
蛾
購
醐
、
》
本
件
の
場
合
手
薙
人
側
で
蒔
使
用
の
賃
貸
借
を
主
張
し
、
後
に
そ
の
主
張

を
撤
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
動
機
は
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
要
素
の
錯
誤
の
5
ち
、
動
機
の
錯
誤

と
内
容
の
錯
誤
と
を
匠
別
し
、
調
停
に
お
い
て
、
前
者
は
た
と
え
表
示
さ
れ
て
い
て
も
（
勿
論
表
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
問
題
に
な
ら
な
い
）
調
停
調

書
を
無
効
に
し
な
い
が
、
後
者
は
こ
れ
を
無
効
に
す
る
、
と
い
う
學
読
も
あ
る
が
（
叫
姻
則
獅
鵬
）
、
等
し
く
要
素
の
錯
誤
で
あ
る
以
上
爾
者
の
効

果
に
差
を
つ
け
る
こ
と
は
不
徹
底
で
あ
る
よ
う
肥
思
わ
れ
る
。
更
に
九
五
條
但
書
に
い
わ
ゆ
る
「
重
大
な
過
失
」
は
、
本
件
の
場
合
、
表
意
者
の

職
業
、
行
爲
の
種
類
、
目
的
等
と
の
關
係
で
普
通
に
な
す
べ
き
注
意
を
著
し
く
歓
い
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
否
定
す
る
本
到
決

の
態
度
は
正
當
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
當
該
調
停
手
綾
を
再
開
す
る
こ
と
な
く
、
再
審
乃
至
準
再
審
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
な
く
、
當
該
調
停
の
無
効
を
前
提
と
し
て
、
別

訴
を
以
て
、
建
物
牧
去
土
地
明
渡
請
求
を
訴
訟
物
と
し
て
提
起
さ
れ
た
本
件
訴
訟
は
訴
の
利
盆
あ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
衣
第
で
、
民
法
九
五
條
本
文
を
適
用
し
て
本
件
調
停
の
無
効
を
認
定
し
、
原
到
決
を
取
消
し
た
本
件
控
訴
審
到
決
は
正
當
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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