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裁判所等が定める裁定和解

Ⅰ
．
序　

説

Ⅱ
．
裁
定
和
解
の
認
め
ら
れ
る
場
合

　
　

︱
︱
民
訴
規
則
一
六
四
条
一
項
の
意
味

Ⅲ
．
裁
定
和
解
に
お
け
る
当
事
者
権
の
保
障

Ⅳ
．
裁
定
和
解
の
認
め
ら
れ
る
場
合
と
当
事
者
権

Ⅴ
．
結　

語

Ⅰ
．
序　

説

　

日
本
民
訴
法
二
六
五
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

（
裁
判
所
等
が
定
め
る
和
解
条
項
）

第
二
六
五
条

①　

裁
判
所
又
は
受
命
裁
判
官
若
し
く
は
受
託
裁
判
官
は
、
当

事
者
の
共
同
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
事
件
の
解
決
の
た

め
に
適
当
な
和
解
条
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②　

前
項
の
申
立
て
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
書
面
に
同
項
の
和
解
条
項
に
服

す
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
解
条
項
の
定
め
は
、
口
頭
弁
論

研
究
ノ
ー
ト

裁
判
所
等
が
定
め
る
裁
定
和
解

︱
︱
日
本
民
訴
法
二
六
五
条
の
規
定
す
る
訴
訟
上
の
和
解
︱
︱石　

　

川　
　
　
　

明
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等
の
期
日
に
お
け
る
告
知
そ
の
他
相
当
と
認
め
る
方
法
に
よ

る
告
知
に
よ
っ
て
す
る
。

④　

当
事
者
は
、
前
項
の
告
知
前
に
限
り
、
第
一
項
の
申
立
て

を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

相
手
方
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

⑤　

第
三
項
の
告
知
が
当
事
者
双
方
に
さ
れ
た
と
き
は
、
当
事

者
間
に
和
解
が
調
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

　

す
な
わ
ち
、
訴
訟
上
の
和
解
を
な
す
に
あ
た
り
当
事
者
の
共
同
の

申
立
て
が
あ
る
場
合
、
裁
判
所
ま
た
は
受
命
裁
判
官
若
し
く
は
受
託

裁
判
官
（
以
下
「
裁
判
所
等
」
と
い
う
）
は
事
件
の
解
決
の
た
め
に

適
当
な
和
解
条
項
を
定
め
、
こ
れ
を
当
事
者
に
告
知
す
る
こ
と
に
よ

り
裁
定
和
解
が
成
立
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
加
え
て
、
民
訴
規
則

は
こ
の
民
訴
法
二
六
五
条
に
対
応
し
て
以
下
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。

（
裁
判
所
等
が
定
め
る
和
解
条
項
・
法
第
二
百
六
十
五
条
）

第
一
六
四
条

①　

裁
判
所
等
は
、
法
第
二
百
六
十
五
条
（
裁
判
所
等
が
定
め

る
和
解
条
項
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
和
解
条
項
を
定
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

②　

法
第
二
百
六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
間
に

和
解
が
調
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記

官
は
、
当
該
和
解
を
調
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③　

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
和
解
条
項
の
定
め
を

期
日
に
お
け
る
告
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
告
知
に
よ
っ
て
し

た
と
き
は
、
裁
判
所
等
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
調
書
を
作
成

さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
告
知
が
さ

れ
た
旨
及
び
告
知
の
方
法
を
も
調
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

こ
れ
ら
は
平
成
八
年
六
月
二
六
日
法
律
第
一
〇
九
号
、
平
成
一
〇

年
一
月
一
日
施
行
の
民
事
訴
訟
法
（
こ
れ
を
通
称
「
新
民
事
訴
訟

法
」
と
称
し
て
い
る
）
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。

　

こ
の
裁
定
和
解
と
い
う
制
度
に
つ
い
て
は
立
法
の
段
階
か
ら
批
判

が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
柳
田
幸
三
ほ
か

「『
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項
』
に
対
す
る
各
界
意
見
の
概

要
」
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
七
号
五
一
頁
、
同
ほ
か
「『
民
事
訴
訟
手
続
に

関
す
る
改
正
要
綱
試
案
』
に
対
す
る
各
界
意
見
の
概
要
⑺
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ

五
六
七
号
四
〇
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

そ
の
批
判
と
し
て
以
下
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
①
裁

定
和
解
は
実
質
的
に
仲
裁
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
理
由
を
付
す
る
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必
要
が
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
こ
と
、
②
裁
判
所
の
自
由
裁
量
の

範
囲
が
広
す
ぎ
る
こ
と
、
③
当
事
者
の
意
見
と
離
れ
た
和
解
条
項
に

な
る
危
険
が
あ
る
こ
と
、
④
事
実
上
裁
判
所
等
が
当
事
者
に
和
解
を

強
制
す
る
結
果
に
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
⑤
裁
定
和
解
の
内
容
に

対
し
て
当
事
者
に
不
服
申
立
て
の
余
地
が
な
い
こ
と
等
の
批
判
が
こ

れ
で
あ
る
。
か
よ
う
な
批
判
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
定
和

解
の
制
度
は
裁
判
所
の
強
い
要
望
も
あ
っ
て
立
法
化
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

も
っ
と
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
必
ず
し
も
正
し
い

と
は
い
え
な
い
。
①
に
つ
い
て
い
う
と
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
裁
定
和
解
は
、
和
解
条
項
が
ほ
と
ん
ど

煮
詰
ま
っ
て
は
い
る
が
、
例
え
ば
金
銭
債
権
を
め
ぐ
る
争
い
で
金
額

に
対
す
る
主
張
に
若
干
の
相
違
が
あ
っ
て
、
そ
の
相
違
に
つ
い
て
妥

協
が
成
立
せ
ず
、
感
情
的
対
立
な
ど
か
ら
詰
め
ら
れ
ず
に
妥
協
が
成

立
し
な
い
で
い
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
、
裁
判
所
等
の
裁
定
和
解
に
よ
り

あ
と
一
押
し
を
求
め
る
と
い
う
場
合
に
は
、
両
当
事
者
が
そ
の
解
決

を
裁
判
所
等
に
求
め
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
合
理
と
は
い
え
な
い
。

両
当
事
者
は
最
後
の
詰
め
を
納
得
づ
く
で
裁
判
所
に
委
ね
る
意
思
を

も
っ
て
裁
定
和
解
と
い
う
制
度
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
②
に

つ
い
て
い
う
と
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
裁
定
和
解
の
要
件
と
し
て
、
①
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ケ
ー
ス
を
想

定
す
れ
ば
裁
判
所
等
の
裁
量
を
広
く
認
め
る
結
果
に
な
る
と
い
う
批

判
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
。
通
常
裁
判
所
の
裁
量
の
範
囲
が
広

け
れ
ば
当
事
者
は
裁
定
和
解
制
度
を
利
用
し
な
い
で
あ
ろ
う
（
後
述

Ⅱ
参
照
）。
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
裁
量
の
範
囲
を
当
事
者
が

認
め
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
③
に
つ
い
て
も
上
記
②
に
対
す

る
批
判
が
妥
当
す
る
。
④
の
批
判
に
対
し
て
は
、
裁
定
和
解
と
い
う

も
の
が
両
当
事
者
の
申
立
て
を
要
件
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
点
か

ら
み
て
、
そ
こ
に
強
制
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
が
な
い
と
い
え
よ

う
。
⑤
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
裁
定
条
項
に
お
け
る
当
事
者
の
譲

歩
の
範
囲
が
通
常
の
場
合
著
し
く
少
な
く
、
か
つ
、
裁
定
に
お
け
る

譲
歩
に
当
事
者
が
従
う
旨
明
示
し
て
い
る
な
ら
ば
、
裁
定
に
お
け
る

不
服
申
立
て
の
利
益
は
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

通
常
裁
定
和
解
制
度
の
利
用
は
諸
条
項
が
相
当
に
詰
め
ら
れ
て
、
最

後
の
一
押
し
が
で
き
な
い
状
況
の
下
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て

お
り
、
両
当
事
者
の
和
解
条
件
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
場
合
に
ま
で

の
裁
定
を
通
常
予
定
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
み
て
私
見
に
よ
れ
ば
、
裁
定
和
解
の
制

度
は
必
ず
し
も
不
合
理
な
制
度
と
は
い
え
な
い
。
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Ⅱ
．
裁
定
和
解
の
認
め
ら
れ
る
場
合

　
　

︱
︱
民
訴
規
則
一
六
四
条
一
項
の
意
味

　

⑴　

民
訴
法
二
六
五
条
の
裁
定
和
解
は
い
か
な
る
場
合
に
認
め
ら

れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
若
干
の
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

現
在
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
文
献
を
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
代
表
的
な
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
あ
る
菊
井
維
大
・
村
松

俊
夫
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅴ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇

一
二
）
二
九
二
頁
は
、「
本
条
の
手
続
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
和

解
の
た
め
の
折
衝
が
行
わ
れ
た
が
、
和
解
内
容
に
つ
い
て
合
意
が
成

立
す
る
に
至
ら
な
い
場
合
を
想
定
し
（
和
解
の
折
衝
を
行
う
こ
と
な

く
、
い
き
な
り
本
条
の
申
立
て
を
行
う
こ
と
も
排
除
さ
れ
て
い
な
い

が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
通
常
は
考
え
ら
れ
な
い
）
…
…
」
と
記
述

し
て
い
て
表
現
に
差
は
あ
る
も
の
の
数
多
く
の
文
献
が
こ
の
よ
う
な

理
解
を
示
し
て
い
る
。

　

兼
子
一
・
松
浦
馨
・
新
堂
幸
司
・
竹
下
守
夫
ほ
か
『
条
解
民
事
訴

訟
法
第
２
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
）
一
四
六
四
頁
（
上
原
敏
夫

執
筆
）
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

　
「
訴
訟
に
お
い
て
和
解
の
た
め
の
話
し
合
い
が
な
さ
れ
、
合
意
の

成
立
に
向
け
て
双
方
の
見
解
が
接
近
し
て
き
た
が
、
最
後
の
一
線
が

越
え
ら
れ
ず
、
合
意
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
双
方
と

も
、
裁
判
官
が
判
断
を
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
っ

て
紛
争
を
解
決
す
る
意
思
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
場
面
で
、
活
用

が
考
え
ら
れ
る
手
続
で
あ
る
。」

　

⑵　

民
訴
規
則
一
六
四
条
一
項
に
つ
い
て
は
学
説
は
以
下
の
ご
と

く
で
あ
る
。

　

菊
井
・
村
松
・
前
掲
書
四
二
九
頁
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
民
訴
規
則
一
六
四
条
一
項
は
、『
和
解
条
項
を
定
め
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
定
め
る
。

し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
制
度
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
裁
定
手
続
に
行

く
ま
で
の
訴
訟
の
弁
論
や
和
解
弁
論
の
中
で
手
続
保
障
は
な
さ
れ
て

い
る
の
で
、
裁
定
手
続
に
入
っ
て
か
ら
の
手
続
保
障
は
不
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
同
規
則
一
六
四
条
一
項
の
規
定
は
、
裁
判
所
の
裁
定
の
正

当
性
を
確
認
す
る
た
め
（
裁
判
所
が
裁
定
の
正
当
性
を
納
得
す
る
た

め
）
の
規
定
と
見
る
べ
き
。
そ
の
よ
う
に
理
解
し
な
い
と
裁
定
手
続

の
中
で
和
解
的
弁
論
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
れ

で
は
裁
定
和
解
の
制
度
を
設
け
た
意
味
が
な
く
な
る
」
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　

裁
定
和
解
に
お
い
て
意
見
聴
取
を
必
要
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、

例
え
ば
代
表
的
な
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
あ
る
菊
井
・
村
松
・
前
掲
書

二
九
四
頁
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
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「
①
ど
の
よ
う
な
和
解
条
項
が
事
件
解
決
の
た
め
に
適
当
か
に
つ

い
て
は
、
裁
判
所
等
が
裁
量
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
件
お

よ
び
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の
事
実
関
係
や
当
事
者
の
意
向
を
把
握
し

た
う
え
で
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
規
則
は
当
事
者
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　

②
和
解
条
項
の
告
知
前
は
い
つ
で
も
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
告
知
に
先
立
っ
て
、
申
立
て
を
な
お
維
持
す
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
場
合
も
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。」

　

ま
た
、
民
訴
規
則
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
あ
る
最
高
裁
判
所
事
務

総
局
『
条
解
民
事
訴
訟
規
則
』（
司
法
協
会
、
一
九
九
七
）
三
四
五

頁
、
三
四
六
頁
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
そ
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

　
「
①
具
体
的
な
和
解
条
項
の
内
容
を
詰
め
る
に
当
た
っ
て
、
当
事

者
の
意
向
や
希
望
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
裁
定
和
解
の
制
度
は
、
民
事
調
停
法
二
四
条
の
三
（
調

停
委
員
会
が
定
め
る
調
停
条
項
の
制
度
）
等
を
参
考
に
し
て
設
け
ら

れ
た
規
定
で
あ
る
が
、
民
調
規
則
二
七
条
の
二
で
は
「
審
尋
」
の
機

会
の
保
障
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
定
和
解
の
制
度
で
は
、

民
事
調
停
に
は
な
い
訴
訟
の
係
属
が
あ
り
、
口
頭
弁
論
の
期
日
等
も

開
か
れ
て
い
る
か
ら
、
当
事
者
の
意
向
や
希
望
の
確
認
の
た
め
に
、

「
審
尋
」
機
会
ま
で
保
障
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、「
意
見
聴
取
」
に

と
ど
め
ら
れ
た
。

　

②
和
解
条
項
の
告
知
前
は
い
つ
で
も
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
告
知
に
先
立
っ
て
、
申
立
て
自
体
を
な
お
維
持
す

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
再
度
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
も
あ

り
得
る
。」

　

さ
ら
に
兼
子
・
松
浦
・
新
堂
・
竹
下
ほ
か
・
前
掲
書
一
四
六
四
頁

（
上
原
）
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
和
解
条
項
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
当
事
者
の
意
向
を
確
か
め
た

り
、
告
知
に
先
立
っ
て
当
事
者
が
本
条
の
申
立
て
を
な
お
維
持
す
る

の
か
、
意
思
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
」。

　

た
だ
し
、
前
述
の
理
由
を
同
規
則
の
立
法
趣
旨
で
あ
る
と
し
た
う

え
で
、
さ
ら
に
意
見
聴
取
に
手
続
保
障
と
し
て
の
重
要
性
を
強
調
す

る
見
解
が
実
務
家
（
弁
護
士
）
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
。
滝
井
繁

男
・
田
原
睦
夫
・
清
水
正
憲
『
論
点
新
民
事
訴
訟
法
』（
判
例
タ
イ

ム
ズ
、
一
九
九
八
）
四
二
六
頁
に
お
け
る
以
下
の
記
述
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
こ
の
制
度
に
よ
る
和
解
が
、
真
の
当
事
者
の
意
思
を
反

映
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
重
要
な
手
続
で
あ
る
と
い
え
る
。

裁
判
所
等
と
し
て
は
、
当
事
者
双
方
の
和
解
条
項
の
内
容
に
つ
い
て

の
意
見
を
十
分
に
聴
取
し
、
当
事
者
間
の
対
立
点
を
整
理
し
そ
れ
に

対
す
る
双
方
の
立
場
・
希
望
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
解
決
の
基
本
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的
方
向
に
つ
い
て
説
明
し
、
了
解
を
得
て
お
く
等
の
工
夫
が
必
要
で

あ
り
、
白
紙
委
任
を
促
す
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で
な
い
し
、
当
事

者
が
取
下
げ
を
す
る
場
合
に
、
そ
の
理
由
を
聴
取
す
る
等
、
当
事
者

の
判
決
を
受
け
る
権
利
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
運
用
が
な
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
」。

　

⑶　

以
上
に
紹
介
し
た
諸
理
由
か
ら
み
て
、
民
訴
規
則
一
六
四
条

一
項
の
規
定
が
い
わ
ゆ
る
審
訊
で
は
な
く
聴
取
に
と
ど
め
た
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
こ
の
裁
定
和
解
の
手
続
の
な
か
で
い
わ
ゆ
る
訴
訟
手

続
に
お
け
る
よ
う
な
当
事
者
権
の
保
障
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
聴
取
を
あ
ま
り
に
も
過
大
に
評
価

す
る
と
、
裁
定
和
解
制
度
の
運
用
が
い
た
ず
ら
に
重
く
な
り
、
通
常

の
和
解
手
続
と
変
わ
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
法
的
審
問
請

求
権
の
保
障
と
は
い
っ
て
も
、
手
続
に
よ
っ
て
そ
の
軽
重
に
は
自
ら

差
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
、
訴
訟
手
続
や
一
般
の
和
解
手
続

に
お
け
る
よ
う
な
重
い
要
請
と
み
る
と
、
そ
の
手
続
が
裁
定
和
解
と

称
し
て
も
、
通
常
の
和
解
手
続
と
差
が
な
く
な
り
、
通
常
の
和
解
手

続
の
ほ
か
に
、
こ
れ
と
区
別
し
て
裁
定
手
続
を
わ
ざ
わ
ざ
設
け
た
意

味
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

通
常
の
事
件
に
つ
い
て
い
う
と
裁
定
和
解
は
、
訴
訟
の
初
期
段
階
、

例
え
ば
弁
論
及
び
証
拠
の
整
理
手
続
以
前
に
は
開
始
で
き
な
い
も
の

と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
争
点
及
び
証
拠
が
あ
る
程
度
整
理
さ
れ
た

段
階
以
降
に
、
あ
る
い
は
和
解
手
続
が
相
当
程
度
進
ん
で
最
後
の
段

階
で
諸
般
の
理
由
か
ら
最
後
の
詰
め
と
し
て
和
解
的
妥
協
が
で
き
な

い
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
裁

定
手
続
の
な
か
で
主
張
・
立
証
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の
で
は
、
そ

れ
は
裁
定
和
解
手
続
で
は
な
く
、
実
質
上
は
通
常
の
和
解
手
続
と
同

じ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
裁

定
和
解
を
設
け
た
趣
旨
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
場
合
当
事
者
権
の
保
障
は
裁
定
手
続
に
入
る
以
前
の
訴
訟
手

続
な
い
し
は
和
解
手
続
の
な
か
で
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

裁
定
和
解
手
続
の
な
か
で
保
障
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

民
調
法
二
四
条
の
三
の
場
合
は
民
調
規
則
二
七
条
の
二
で
審
訊
の

機
会
が
設
け
ら
れ
、
こ
こ
に
手
続
保
障
の
一
端
が
み
え
る
の
で
あ
る

が
、
裁
定
和
解
の
場
合
に
は
、
民
事
調
停
に
は
な
い
訴
訟
係
属
が
あ

る
の
で
口
頭
弁
論
の
期
日
等
も
開
か
れ
て
い
る
か
ら
、
審
訊
の
機
会

ま
で
与
え
る
必
要
は
な
く
民
訴
規
則
一
六
四
条
一
項
が
意
見
聴
取
に

と
ど
め
た
こ
と
か
ら
み
る
と
、
裁
定
和
解
の
で
き
る
時
機
を
い
つ
に

設
定
す
る
か
は
前
記
の
と
お
り
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ

う
。
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Ⅲ
．
裁
定
和
解
に
お
け
る
当
事
者
権
の
保
障

　

裁
定
和
解
は
民
訴
法
二
六
五
条
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
一
種
の
仲
裁

的
和
解
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
民
事
訴
訟
法
上
は
訴
訟
上
の
和
解
の

一
種
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
上
の
和
解
で
あ
っ
て
、

仲
裁
的
色
彩
は
も
つ
も
の
の
、
仲
裁
法
上
の
仲
裁
で
は
な
い
。
仲
裁

法
上
の
仲
裁
で
あ
れ
ば
、
一
定
の
手
続
保
障
が
必
要
で
あ
る
。
例
え

ば
当
事
者
に
よ
る
事
案
解
明
権
（
仲
裁
法
二
五
条
二
項
）、
当
事
者

の
平
等
待
遇
（
仲
裁
法
二
五
条
一
項
）、
申
立
て
の
根
拠
と
な
る
事

実
及
び
紛
争
の
要
点
の
陳
述
権
、
仲
裁
裁
判
の
取
消
権
（
仲
裁
法
四

四
条
）
及
び
仲
裁
手
続
の
準
則
遵
守
の
た
め
当
事
者
に
与
え
ら
れ
た

異
議
権
等
々
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
定
和
解
開
始
後

に
つ
い
て
み
る
と
、
仲
裁
法
が
認
め
て
い
る
よ
う
な
手
続
保
障
関
係

の
規
定
が
見
当
た
ら
な
い
し
、
民
事
訴
訟
規
則
一
六
四
条
一
項
は
わ

ず
か
に
裁
定
和
解
に
お
い
て
和
解
条
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
に

は
裁
判
所
等
は
当
事
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定

す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
民
訴
規
則
一
六
四
条
一
項
の
規
定
す
る
裁

判
所
等
の
当
事
者
の
意
見
聴
取
義
務
は
、
特
に
規
則
事
項
に
と
ど
ま

る
し
、
か
つ
、
裁
判
所
等
が
そ
の
聴
取
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場

合
の
効
果
に
つ
い
て
定
め
が
な
い
と
い
う
点
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
に
加
え
て
当
該
裁
定
和
解
に
は
理
由
も
付
せ
ら
れ
な
い
こ

と
が
当
事
者
権
の
侵
害
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、

も
と
も
と
裁
定
和
解
と
い
う
制
度
は
手
続
保
障
を
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ほ
ど
に
和
解
条
件
が
煮
詰
ま
っ
て
い
な
い
場
合
を
予
想
し
た

制
度
で
は
な
い
の
で
あ
る
し
、
仮
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
両
当
事

者
は
裁
定
和
解
の
場
合
こ
れ
を
利
用
す
る
以
前
の
段
階
で
手
続
保
障

は
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
裁
定
和
解
手
続
に
入
っ
て
し
ま
え

ば
手
続
保
障
を
要
求
す
る
必
要
性
は
な
い
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
裁
定
前
の
意
見
聴
取
の
際
に
当
事
者
は
裁
定
和
解
の
申
立

て
を
取
下
げ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
多
く
の
場
合
裁
定
和
解
の

申
立
て
以
前
の
手
続
に
お
い
て
既
に
手
続
保
障
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
裁
定
和
解
手
続
に
お
い
て
も
単
に
裁
判
所
等
の
意
見
聴

取
義
務
を
認
め
る
に
止
ま
ら
ず
、
裁
定
和
解
手
続
に
入
っ
て
か
ら
の

問
題
と
し
て
同
手
続
内
に
お
け
る
当
事
者
権
の
保
障
を
す
べ
き
旨
を

主
張
す
る
見
解
が
あ
る
（
吉
田
元
子
「
裁
判
所
等
が
定
め
る
和
解
条

項
」
三
宅
省
三
・
塩
崎
勤
・
小
林
秀
之
編
『
新
民
事
訴
訟
法
大
系
』

（
青
林
書
院
、
一
九
九
七
）
三
四
一
頁
以
下
、
特
に
三
五
八
頁
以
下
。

同
一
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
に
吉
田
元
子
「
裁
判
所
に
よ
る
和
解
条

項
の
裁
定
と
そ
の
効
力
」
民
事
訴
訟
雑
誌
五
七
号
一
八
九
頁
以
下
が

あ
る
）。
こ
の
見
解
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
意
見
聴
取
は
裁
判

所
等
の
裁
定
和
解
の
際
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
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あ
る
。
民
訴
規
則
一
六
四
条
は
当
事
者
権
の
保
障
と
い
う
民
事
訴
訟

法
の
大
原
則
か
ら
み
れ
ば
同
条
一
項
の
聴
取
は
義
務
と
解
釈
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
民
訴
規
則
一
六
四
条
一

項
の
意
見
聴
取
は
、
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
官
の
中
立
性
の
理
念
に
配

慮
す
れ
ば
和
解
期
日
を
開
い
て
、
当
事
者
双
方
対
席
型
の
手
続
に
お

い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

Ⅳ
．
裁
定
和
解
の
認
め
ら
れ
る
場
合
と
当
事
者
権

　

裁
定
和
解
は
実
務
に
お
い
て
は
多
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
れ
が
効
用
を
発
揮
す
る
の
は
、
交
通
の
不
便
な
地
方

庁
や
遠
距
離
に
あ
る
高
等
裁
判
所
に
お
け
る
和
解
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
当
事
者
双
方
が
和
解
期
日
に
出
頭
し
難
い
と
い
う
よ
う
な
事
情

が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
和
解
の
最
終
段
階
、
特
に
当
事
者
双

方
が
ほ
ぼ
和
解
内
容
に
合
意
し
て
い
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
裁
定
和
解

の
も
つ
効
用
は
大
き
い
。

　

す
な
わ
ち
、
事
前
に
通
常
の
訴
訟
手
続
や
訴
訟
上
の
和
解
の
交
渉

に
お
い
て
合
意
が
ほ
ぼ
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
金
額
に
お
い
て

少
々
の
ず
れ
が
埋
ま
ら
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
当
事
者
間
の
感
情
的

対
立
等
が
あ
っ
て
、
あ
と
一
歩
の
譲
歩
が
で
き
な
い
と
き
に
、
裁
判

所
が
両
当
事
者
間
に
存
す
る
主
張
の
相
違
を
埋
め
て
事
件
の
解
決
を

図
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
う
る
よ
う
な
事
例
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
当
事
者
権
の
保
障
を
図
る
必
要
性
は

必
ず
し
も
認
め
ら
れ
な
い
。
民
訴
規
則
一
六
四
条
一
項
は
こ
の
よ
う

な
ケ
ー
ス
を
考
え
て
、
裁
判
所
等
の
当
事
者
に
対
す
る
意
見
聴
取
を

認
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
裁
定
和
解
手
続
中
に
お
け
る
当

事
者
権
の
保
障
ま
で
認
め
る
必
要
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
た
だ
、
民
訴
法
二
五
六
条
は
、
例
え
ば
、
裁
定
和
解
を
認
め
る

場
合
に
つ
い
て
い
う
と
、
請
求
権
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
、
額
に
つ

い
て
若
干
の
対
立
が
あ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、
ほ

と
ん
ど
紛
争
は
解
決
し
な
が
ら
、
ご
く
わ
ず
か
な
点
で
両
者
の
主
張

が
対
立
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
す
な
わ
ち
和
解
条
項
の
大
部
分
に

お
い
て
争
い
が
な
く
最
後
に
残
っ
た
ご
く
些
細
な
点
で
妥
協
で
き
な

い
場
合
に
限
る
と
い
っ
た
明
文
の
制
限
を
設
け
て
い
な
い
。
換
言
す

れ
ば
、
民
訴
法
二
五
六
条
は
裁
定
和
解
の
成
立
の
要
件
と
し
て
は
文

言
上
訴
訟
が
い
か
な
る
段
階
に
あ
る
か
と
い
う
制
限
を
つ
け
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
言
上
は
訴
訟
係
属
の
直
後
に
す
で

に
裁
定
和
解
の
申
立
て
が
許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
そ
れ
で
は
当
事
者
権
保
障
の
観
点
か
ら
、
裁
定
和
解
手
続

に
入
っ
て
も
そ
の
中
で
両
当
事
者
は
攻
撃
防
御
方
法
を
提
出
し
て
訴

訟
の
実
質
審
理
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ

う
に
解
す
る
こ
と
は
紛
争
を
裁
定
和
解
を
も
っ
て
解
決
す
る
意
味
は
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な
い
し
裁
定
和
解
の
も
つ
効
用
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

私
見
に
よ
れ
ば
、
裁
定
和
解
に
入
る
た
め
の
要
件
と
し
て
和
解
を
進

行
さ
せ
た
が
、
両
当
事
者
間
の
要
求
の
差
が
極
め
て
小
さ
く
な
っ
て

き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
わ
ず
か
な
差
が
感
情
的
対
立
等

も
あ
っ
て
縮
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
限
定
し
、
か
か
る
限
定

を
課
し
て
い
る
か
ら
裁
定
和
解
手
続
に
お
い
て
裁
判
所
等
の
最
終
的

判
断
に
委
ね
る
と
い
う
ケ
ー
ス
に
限
る
と
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
訴
訟
の
初
期
の
段
階

で
上
記
の
要
件
に
該
当
す
る
事
情
が
あ
れ
ば
、
両
当
事
者
の
共
同
の

申
立
て
に
よ
り
、
そ
こ
で
裁
定
和
解
手
続
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
う
る
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
裁
定
和
解
手
続
の
な
か
で
当
事
者
権
の
保
障
を

考
え
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
と
説
く
こ
と
は
裁
定
和

解
の
制
度
趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
裁
定

和
解
手
続
の
な
か
で
当
事
者
権
の
保
障
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
裁

定
和
解
手
続
を
い
た
ず
ら
に
複
雑
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
裁
定
和
解

手
続
に
入
っ
て
か
ら
の
新
た
な
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
は
、
時
機
に

遅
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
場
合

も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
裁
定
和
解
の
申
立
て
を
な
し
、
裁
定
和
解

手
続
に
入
っ
た
後
に
新
た
に
提
出
さ
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
が

あ
っ
て
も
裁
判
所
と
し
て
は
、
こ
れ
を
顧
慮
し
つ
つ
裁
定
和
解
を
出

す
こ
と
は
本
来
違
法
な
場
合
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
換
言
す

れ
ば
、
裁
定
和
解
の
共
同
申
立
て
が
あ
る
場
合
、
両
当
事
者
の
共
同

申
立
て
に
基
づ
く
裁
定
和
解
手
続
の
開
始
に
よ
っ
て
、
再
審
事
由
に

該
当
す
る
よ
う
な
事
由
を
除
け
ば
、
当
事
者
権
は
放
棄
さ
れ
て
い
る

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
こ
れ
を
認
め
る
必
要
性
が
な
い
場
合
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

裁
定
和
解
に
入
っ
た
段
階
で
手
続
保
障
を
特
段
に
必
要
と
し
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
利
益
の
保
護
は
民
訴
規
則
一
六
四
条
の

保
護
を
も
っ
て
十
分
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
い
う
と
後
者

の
保
障
を
も
っ
て
裁
定
和
解
に
お
け
る
手
続
保
障
と
し
て
十
分
で
あ

る
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
裁
定
和
解
手
続
の
な
か
で
特
段
に
当

事
者
の
手
続
保
障
を
論
じ
る
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
、
裁
定
和
解
手
続
の
な
か
で
は
、
当

事
者
は
再
審
理
由
が
あ
る
場
合
と
か
裁
定
和
解
な
い
し
和
解
の
申
立

て
を
取
下
げ
る
場
合
な
ど
を
除
け
ば
手
続
保
障
を
す
で
に
与
え
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
裁
定
和
解
手
続
に
お
い
て
さ
ら
に
一
定
範
囲

で
審
理
を
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
実
質
、
通
常

和
解
を
係
属
す
る
の
と
同
じ
手
間
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
、
裁
定
和

解
の
妙
味
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
若
干
付
言
す

れ
ば
裁
定
和
解
に
お
け
る
裁
判
所
の
裁
量
の
余
地
は
極
め
て
狭
く
、

再
審
事
由
に
該
当
す
る
よ
う
な
重
要
な
法
律
違
反
の
あ
る
場
合
を
除
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け
ば
、
手
続
保
障
を
持
ち
出
す
余
地
を
残
さ
な
い
こ
と
に
当
事
者
が

合
意
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
吉
田
・
前
掲
論
文
三
五
八
頁
に
は
、
裁
定
和
解
に
お
け
る
裁

判
所
等
の
当
事
者
に
対
す
る
意
見
聴
取
義
務
に
関
し
て
民
訴
規
則
一

六
四
条
一
項
に
つ
い
て
以
下
の
記
述
が
あ
る
。「
義
務
の
具
体
的
内

容
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
義
務
を
怠
っ
た
際
の
制
裁
規
定
も
特
に
設

け
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
等
に
よ
る
同
条
の
運
用

次
第
で
は
、
和
解
条
項
の
内
容
が
当
事
者
に
と
っ
て
不
意
打
ち
の
も

の
と
な
る
場
合
が
生
じ
得
る
。
し
か
し
、
不
意
打
ち
の
内
容
を
な
す

和
解
条
項
の
裁
定
は
、
こ
の
制
度
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
当
事
者
の

合
理
的
意
思
が
合
致
す
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
裁
定
を
な

す
こ
と
は
、
両
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
き
裁
判
所
等
に
付
与
し
た
権

限
の
範
囲
外
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
説
は
裁
定
和

解
手
続
内
に
お
け
る
当
事
者
権
の
保
障
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
合
意
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
裁
判
所
等
の
裁
定
の
範
囲

内
で
和
解
が
成
立
す
る
旨
を
両
当
事
者
が
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
も
っ
て
当
事
者
権
の
保
障
を
否
定
す
る
と
い
う
の
は
言

い
過
ぎ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

民
訴
法
二
六
五
条
の
裁
定
和
解
に
お
け
る
実
務
の
運
用
は
以
上
に

述
べ
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
実
務
の

運
用
が
同
条
の
設
け
ら
れ
た
目
的
に
合
致
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
述
べ
た
私
見
に
よ
れ
ば
裁
定
和
解
手
続
に
お
い
て
改
め
て
当

事
者
権
の
保
障
を
考
え
る
必
要
性
は
原
則
的
に
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

Ⅴ
．
結　

語

　

本
論
文
に
お
い
て
取
上
げ
た
問
題
は
、
実
務
上
非
常
に
重
要
な
問

題
で
は
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
民
訴
法
二
六
五
条
の
新
設
以
来

刊
行
さ
れ
た
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
、
教
科
書
等
に
お
い
て
あ
ま
り
取
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
。
今
後
の
理
論
の
展
開
を
待
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
裁
定
和
解
の
民
訴
法
二
六
五
条
に
よ
る
導
入
の
是
非
に
つ

い
て
諸
外
国
の
研
究
者
に
よ
る
評
価
も
聴
き
た
い
も
の
だ
と
考
え
て

い
る
。
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