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訴訟上の和解に関する若干の問題
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一　

序　

説

　

訴
訟
上
の
和
解
の
既
判
力
論
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
私
は
拙
著
「
訴

訟
上
の
和
解
の
研
究
」（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
一
九
六
六

年
）
や
「
訴
訟
上
の
和
解
」（
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
）
等
に
私
見

を
発
表
し
て
き
た
。
本
稿
は
特
に
第
二
章
に
お
い
て
手
続
保
障
論
と

の
関
係
に
お
い
て
既
判
力
否
定
論
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
稿
第
三
章

は
既
判
力
論
に
つ
い
て
韓
国
法
・
台
湾
法
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し

た
。
第
四
章
は
訴
訟
上
の
和
解
の
含
む
民
法
上
の
和
解
の
効
力
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
第
五
章
は
既
判
力
論
で
は
な
い
が
、
訴

訟
終
了
効
の
発
生
に
つ
い
て
私
見
で
あ
る
私
法
行
為
説
を
も
っ
て
し

て
は
説
明
が
で
き
な
い
と
の
批
判
に
答
え
を
出
し
た
も
の
で
既
判
力

研
究
ノ
ー
ト

訴
訟
上
の
和
解
に
関
す
る
若
干
の
問
題

石　
　

川　
　
　
　

明
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論
で
は
な
い
が
、
拙
稿
「
訴
訟
上
の
和
解
︱
︱
横
槍
的
視
点
か
ら
」

判
タ
一
三
九
三
号
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
。
第

六
章
は
訴
訟
上
の
和
解
の
効
力
論
と
し
て
既
判
力
で
は
な
く
形
成
力

を
考
え
る
べ
き
旨
を
説
い
た
。

　

論
文
と
い
う
よ
り
は
メ
モ
程
度
の
原
稿
で
は
あ
る
が
、
私
法
行
為

説
を
前
提
と
す
る
私
見
の
既
判
力
否
定
論
や
訴
訟
終
了
効
に
関
連
し

た
批
判
に
対
し
て
反
論
す
べ
く
本
論
稿
を
発
表
し
て
お
く
こ
と
が
私

法
行
為
説
論
者
と
し
て
の
と
り
あ
え
ず
の
義
務
で
あ
る
と
考
え
た
の

で
あ
る
。

二　

既
判
力
否
定
説
と
手
続
保
障
論
と
の
関
係

　

⒈　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
手
続
保
障
と
か
当
事
者
権
と
い
う
用
語

は
用
い
て
い
な
い
も
の
の
三
ケ
月
教
授
が
既
に
説
い
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
の
根
幹
に
な
る
部
分
を
左
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
同

教
授
は
、
そ
の
著
「
民
事
訴
訟
法
」
法
律
学
全
集
（
有
斐
閣
、
一
九

五
九
年
）
四
四
三
頁
か
ら
次
頁
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
少
々
長
く
な
る
が
正
確
を
期
す
る
意
味
で
引
用
す
る
（
但
し
引

用
に
あ
た
り
括
弧
内
は
省
略
し
た
）。

　

法
が
訴
訟
上
の
和
解
は
「
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す

る
」
と
規
定
す
る
点
を
重
視
す
る
立
場
に
立
つ
者
は
文
字
通
り
こ

れ
を
判
決
の
代
用
と
み
、
裁
判
権
行
使
と
同
一
の
効
果
を
当
事
者

の
自
主
的
紛
争
解
決
権
能
に
与
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
説
き
、

執
行
力
は
勿
論
、
既
判
力
も
肯
定
す
る
。
か
く
て
訴
訟
上
の
和
解

に
判
決
と
全
く
同
様
な
既
判
力
を
認
め
る
以
上
、
訴
訟
上
の
和
解

に
つ
い
て
も
判
決
の
再
審
事
由
に
該
る
場
合
に
限
っ
て
調
書
の
取

消
と
訴
訟
の
再
開
を
認
め
る
反
面
に
、
訴
訟
上
の
和
解
に
は
私
法

上
の
和
解
に
お
け
る
よ
う
な
無
効
や
取
消
を
認
め
る
余
地
は
な
い

と
す
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る

と
の
規
定
の
文
面
に
忠
実
で
あ
り
、
又
改
正
の
沿
革
に
徴
す
れ
ば

そ
の
趣
旨
に
も
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
元
来
既
判
力
な
る

も
の
は
公
権
的
な
紛
争
の
解
決
の
要
請
か
ら
流
れ
出
る
裁
判
に
の

み
特
有
な
要
請
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
自
治
的
解
決
に
は
親

し
ま
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
再
審
事
由
も
亦
専
ら
裁
判
の
瑕
疵
を

眼
中
に
置
い
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
直
ち
に
和
解
の
瑕
疵

に
適
用
す
る
の
に
は
適
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
更
に
は
和
解
が
そ

も
そ
も
当
事
者
の
意
思
に
重
点
の
置
か
れ
る
べ
き
自
治
的
解
決
で

あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
効
果
意
思
の
欠
缺
に
は
裁
判
の
場
合
と
は

異
る
比
重
が
置
か
れ
る
べ
き
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
そ
の
上
に
、

和
解
を
判
決
と
同
一
視
し
て
既
判
力
を
認
め
る
と
い
い
な
が
ら
も
、

実
は
既
判
力
の
範
囲
が
異
る
（
或
い
は
あ
い
ま
い
に
な
る
）
こ
と
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も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
み
て
く
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
把
握
は
裁
判
所
の
な
す
公
権
的
解
決
た
る
判
決
と
当
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
実
態
を

無
視
し
て
判
決
の
論
理
を
貫
こ
う
と
す
る
に
急
で
あ
る
と
の
批
判

は
免
れ
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
有
力
な
学
説
の
提
唱
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
実
務
の
大
勢
を
制
す
る
こ
と
が
遂
に
で
き
な
か
っ
た
所
以

も
そ
こ
に
あ
る
と
み
て
よ
い
。

　

要
す
る
に
、
三
ケ
月
説
は
、
判
決
は
公
権
的
、
和
解
は
自
主
的
解

決
と
い
う
両
者
の
相
違
を
強
調
さ
れ
て
既
判
力
否
定
説
の
立
場
を

と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
判
決
に
は
既
判
力

を
発
生
せ
し
め
る
だ
け
の
手
続
保
障
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
和
解
は

も
と
も
と
は
自
主
的
解
決
で
あ
る
か
ら
判
決
の
前
提
と
な
る
よ
う
な

手
続
保
障
が
必
ず
し
も
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
と
読
む
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
公
権
的
で
あ
る
裁
判
は
手
続
保
障

を
必
須
の
も
の
と
す
る
が
、
私
的
自
主
的
な
紛
争
解
決
に
あ
っ
て
は
、

判
決
手
続
に
お
け
る
よ
う
な
厳
格
な
手
続
保
障
よ
り
も
、
む
し
ろ
当

事
者
の
自
主
的
意
思
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
。

　

　

⒉　

三
ケ
月
説
は
こ
れ
を
実
質
的
に
み
れ
ば
手
続
保
障
と
の
関
係

を
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

　

既
判
力
と
い
う
の
は
手
続
保
障
（
公
開
主
義
と
か
当
事
者
権
の
保

障
等
裁
判
の
正
当
性
の
根
拠
）
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
も
の
で

あ
る
。
和
解
に
は
公
開
性
が
な
い
し
、
特
に
交
互
型
で
は
手
続
保
障

も
な
い
。
私
は
か
つ
て
和
解
手
続
が
対
席
主
義
に
よ
ら
な
い
場
合
に

は
法
的
審
問
請
求
権
を
中
心
と
す
る
当
事
者
権
も
保
障
さ
れ
て
い
な

い
し
、
特
に
交
互
型
は
裁
判
官
の
中
立
性
に
も
反
す
る
こ
と
を
述
べ

た
（
拙
著
「
訴
訟
上
の
和
解
」
二
六
頁
、
六
三
頁
、
八
五
頁
）。
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
か
ら
当
事
者
が
放
棄
し
う

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
既
判
力
発
生
の
要
素
に
欠
け
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。

　

和
解
手
続
に
お
い
て
当
事
者
と
し
て
対
席
の
権
利
は
私
的
利
益
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
を
放
棄
で
き
る
の
で
そ
の
場
合

交
互
型
で
の
手
続
を
進
行
す
る
こ
と
は
違
法
で
は
な
い
と
の
見
解
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
私
見
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
と
ら
な

い
。
対
席
性
は
和
解
の
有
効
要
件
で
あ
る
旨
説
い
た
（
同
書
前
掲
箇

所
）。
仮
に
対
席
性
は
、
当
事
者
が
当
事
者
の
利
益
に
関
す
る
が
ゆ

え
に
こ
れ
を
放
棄
し
う
る
と
し
て
も
少
な
く
と
も
和
解
手
続
に
お
け

る
裁
判
所
の
中
立
性
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
こ
の
よ
う
な
裁
判
所

の
手
続
の
中
立
性
は
既
判
力
発
生
の
要
件
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
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て
い
る
。

　

因
み
に
法
的
審
問
請
求
権
は
、
当
時
者
の
法
的
利
益
の
保
護
と
い

う
観
点
か
ら
の
み
保
障
を
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
底

に
は
裁
判
所
の
公
正
性
、
信
頼
性
と
い
う
制
度
的
利
益
も
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

換
言
す
れ
ば
、
和
解
手
続
は
判
決
手
続
と
は
手
続
内
容
を
異
に
す

る
の
で
、
両
手
続
の
異
質
性
か
ら
み
る
と
確
定
判
決
に
与
え
る
よ
う

な
既
判
力
を
和
解
に
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
確
定
判
決
と
同
一

の
効
力
」
と
い
う
文
言
が
あ
っ
て
も
許
さ
れ
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
和

解
に
既
判
力
を
与
え
る
ま
で
の
手
続
保
障
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
の

で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
既
判
力
は
公
開
・
対
席
の
訴
訟
手
続

に
し
た
が
っ
た
厳
格
な
訴
訟
手
続
が
前
提
に
な
っ
て
こ
そ
生
じ
る
も

の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
私
見
は
三
ケ
月
説
に
賛

成
し
た
い
。

　

実
務
家
サ
イ
ド
か
ら
は
、
訴
訟
上
の
和
解
に
あ
っ
て
も
、
裁
判
所

は
極
め
て
慎
重
に
和
解
手
続
を
進
め
て
い
る
の
で
成
立
し
た
和
解
に

既
判
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
し
、
既
判
力
を
否
定
し

た
の
で
は
和
解
手
続
に
か
け
た
裁
判
所
の
労
力
を
無
に
帰
せ
し
め
る

結
果
に
な
る
が
ゆ
え
に
既
判
力
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が

し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
。
和
解
の
成
立
に
か
け
る
裁
判
所
の
労
力
は
認

め
る
に
し
て
も
、
既
判
力
の
根
拠
に
な
る
手
続
保
障
論
か
ら
み
れ
ば
、

判
決
と
和
解
と
で
は
大
き
く
異
な
る
と
い
う
点
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
こ
で
実
務
家
サ
イ
ド
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
右
の
理
由
も
既
判
力
肯

定
論
の
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
も
右
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
民
訴
法
二
六
七
条
の

「
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
」
の
文
言
の
下
に
あ
っ
て
も
既
判
力
否

定
説
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
特
に
交
互
型
の
下
で
は
既
判
力
否
定
説

を
と
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。

　

既
判
力
肯
定
説
の
立
場
に
立
つ
と
、
和
解
の
瑕
疵
の
主
張
は
再
審

に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、

和
解
に
判
決
手
続
に
お
け
る
よ
う
な
十
分
な
審
理
の
保
障
は
手
続
上

存
し
な
い
。
民
訴
法
上
の
再
審
に
あ
っ
て
は
、
判
決
手
続
に
お
け
る

十
分
厳
格
な
審
理
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
の
確
定
判
決
に
つ
い
て
行

わ
れ
る
手
続
で
あ
る
た
め
に
再
審
事
由
が
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
限
定
的
事
由
が
な
け
れ
ば
、
再
審
は
許
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
が
、
和
解
は
一
般
の
確
定
判
決
の
よ
う
に
厳
格
な

手
続
を
経
て
い
る
と
は
決
し
て
い
え
な
い
。
し
か
も
下
級
審
で
成
立

し
た
場
合
審
級
の
利
益
も
な
い
。

　

確
か
に
訴
訟
に
お
け
る
審
理
の
進
行
状
況
に
よ
っ
て
和
解
の
前
提

と
し
て
既
判
力
を
認
め
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
そ

こ
ま
で
審
理
が
進
行
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
前
者
の
場
合
訴
訟

物
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
既
判
力
を
認
め
て
も
よ
い
と
い
う
場
合
が
あ
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る
と
の
議
論
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
手
続
の
進
行
状
況
が

前
者
か
後
者
か
を
区
別
す
る
明
確
な
線
を
引
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

和
解
審
理
の
場
合
で
も
和
解
交
渉
の
な
か
で
実
質
上
訴
訟
に
お
け
る

と
同
程
度
の
十
分
な
和
解
審
理
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
え
よ
う
。

し
か
し
和
解
審
理
と
訴
訟
に
お
け
る
審
理
と
は
同
一
で
は
な
い
。
こ

の
点
か
ら
み
る
と
裁
判
所
主
催
の
和
解
が
行
わ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

両
者
を
十
把
一
絡
げ
に
し
て
既
判
力
を
認
め
る
と
い
う
考
え
方
に
は

到
底
賛
成
で
き
な
い
。

　

こ
こ
で
私
法
行
為
説
を
前
提
に
既
判
力
を
肯
定
す
る
山
木
戸
説
に

つ
い
て
若
干
言
及
し
て
お
く
。
山
木
戸
克
己
「
和
解
」
民
事
訴
訟
法

論
集
（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
四
二
二
頁
に
よ
る
と
、
私
法
行
為

説
を
採
用
し
つ
つ
、
そ
の
調
書
が
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す

る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
既
判
力
が
判
決
内
容
の
議
論

を
封
ず
る
効
果
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
和
解
調
書
に
も
そ
の
よ
う

な
効
果
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に

な
る
の
は
、
私
法
行
為
性
と
既
判
力
と
の
関
係
で
あ
る
。
私
法
行
為

で
あ
り
な
が
ら
法
政
策
的
立
場
か
ら
法
が
「
確
定
判
決
と
同
一
の
効

力
」
す
な
わ
ち
既
判
力
を
認
め
た
の
で
あ
る
か
ら
既
判
力
を
認
め
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
、
そ
れ
は
議
論
に
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
私
法
行
為
説
と
既
判
力
と
の
間
に
論
理
的
関
係

が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の

理
論
的
関
連
性
が
説
明
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
私
は

考
え
る
。
山
木
戸
説
に
は
そ
の
理
論
的
関
連
性
の
説
明
に
欠
け
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三　

韓
国
・
台
湾
民
事
訴
訟
法
の
和
解
規
定

　

こ
こ
で
、
韓
国
・
台
湾
の
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
訴
訟
上
の
和
解

に
関
す
る
規
定
を
み
て
お
こ
う
。

　

韓
国
民
訴
法
二
二
〇
条
は
、
わ
が
民
訴
法
二
六
七
条
と
同
様
に
、

訴
訟
上
の
和
解
調
書
の
記
載
に
つ
い
て
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
が

あ
る
旨
規
定
し
、
学
説
・
判
例
と
も
に
既
判
力
肯
定
説
を
採
用
し
な

が
ら
、
他
方
で
は
民
訴
法
四
六
一
条
で
和
解
調
書
に
対
す
る
準
再
審

制
度
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
和
解
調
書
に
対
す
る
準

再
審
事
由
を
い
か
な
る
も
の
と
す
る
か
に
も
よ
る
が
、
実
質
的
に
み

れ
ば
一
方
で
既
判
力
の
規
定
を
お
き
な
が
ら
結
果
的
に
は
、
わ
が
国

の
制
限
的
既
判
力
説
と
同
様
の
取
扱
い
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

台
湾
民
訴
法
三
八
〇
条
一
項
は
訴
訟
上
の
和
解
は
確
定
判
決
と
同

一
の
効
力
を
有
す
る
と
す
る
点
で
は
日
本
民
訴
法
二
六
七
条
と
同
様

の
規
定
で
あ
る
が
、
そ
の
第
二
項
で
訴
訟
上
の
和
解
に
無
効
ま
た
は

取
消
原
因
が
あ
る
場
合
当
事
者
は
和
解
が
成
立
し
た
訴
訟
手
続
に
お
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い
て
継
続
審
判
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
条
文
構
成
は
韓
国
民
訴
法
が
凖
再
審
と
い
う
制
度
と
異
な
る
が
、

そ
れ
と
比
較
す
る
と
よ
り
一
層
わ
が
国
の
制
限
的
既
判
力
説
に
類
似

し
て
い
る
。
凖
再
審
と
い
う
手
続
を
と
ら
な
い
と
和
解
の
瑕
疵
を
主

張
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
一
応
は
和
解
の
既
判
力
を
認
め
る
こ
と

を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
和
解
に
既
判
力
を
肯
定
す
る
構
成
に

適
合
す
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
韓
国
民
訴
法
二
二
〇
条
や
日
本

民
訴
法
二
六
七
条
に
い
う
「
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
」
と
い
う
文

言
に
忠
実
な
構
成
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
台
湾
民
訴
法
三
八

〇
条
二
項
が
継
続
審
判
が
で
き
る
と
し
て
い
る
点
は
三
八
〇
条
一
項

の
、「
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
」
と
い
う
文
言
の
面
子
を
韓
国
法

に
お
け
る
ほ
ど
た
て
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
で
「
確
定
判
決
と
同
一
の

効
力
」
と
規
定
す
る
わ
が
民
訴
法
同
様
、
同
文
言
の
面
子
を
軽
視
し

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。「
確
定
判
決
と
同
一
の

効
力
」
に
関
す
る
既
判
力
肯
定
説
の
文
理
解
釈
に
よ
れ
ば
日
本
民
訴

法
が
最
も
筋
が
通
っ
て
お
り
台
湾
民
訴
法
は
既
判
力
否
定
説
あ
る
い

は
制
限
的
既
判
力
で
あ
り
こ
の
文
言
と
は
最
も
離
れ
た
構
成
で
あ
り
、

日
本
法
も
一
方
で
文
理
解
釈
か
ら
す
れ
ば
既
判
力
を
肯
定
す
る
文
言

を
規
定
し
な
が
ら
他
方
で
既
判
力
を
否
定
し
て
し
ま
う
の
は
、
文
理

解
釈
か
ら
明
ら
か
に
離
れ
た
縮
小
解
釈
的
見
解
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
」
と
い
う
場
合
、

確
定
的
効
力
の
な
か
に
既
判
力
で
は
な
く
む
し
ろ
形
成
力
が
何
故
問

題
と
さ
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
が
、
こ
の

問
題
は
前
掲
拙
稿
「
訴
訟
上
の
和
解
︱
︱
横
槍
的
視
点
か
ら
」
に
お

い
て
論
じ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
取
上
げ
な
い
。

四　

訴
訟
上
の
和
解
と
民
法
六
九
五
条

　

ま
た
、
松
本
博
之
＝
上
野
𣳾
男
「
民
事
訴
訟
法
第
七
版
」（
弘
文

堂
、
二
〇
一
二
年
）
五
三
三
頁
は
「
訴
訟
上
の
和
解
は
私
法
上
の
和

解
と
訴
訟
終
了
契
約
の
性
質
を
併
有
す
る
行
為
で
あ
り
、
既
判
力
を

承
認
す
る
基
礎
を
欠
く
と
言
う
ほ
か
な
い
。
実
質
的
に
も
高
橋
・
重

点
講
義
（上）
七
七
四
頁
注
⒆
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
和
解
条
項
に
反
す

る
主
張
は
民
法
六
九
六
条
に
よ
り
排
斥
さ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

両
性
説
を
前
提
に
し
て
既
判
力
否
定
説
に
つ
な
が
る
こ
と
は
高
橋
説

お
よ
び
松
本
＝
上
野
説
の
い
う
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
右
の

後
半
部
分
す
な
わ
ち
「
和
解
条
項
に
反
す
る
主
張
は
民
法
六
九
六
条

に
よ
り
排
斥
さ
れ
る
」
と
い
う
点
か
ら
既
判
力
を
肯
定
す
る
こ
と
は

問
題
が
な
い
も
の
の
、
前
提
・
基
礎
に
関
す
る
錯
誤
等
の
無
効
・
取

消
原
因
等
民
法
六
九
六
条
の
規
定
か
ら
の
排
除
効
は
和
解
の
実
体
的

形
成
的
効
果
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
既
判
力
の
確
定
効
で
は
な

い
。
例
え
ば
民
法
六
九
六
条
の
形
成
的
効
果
は
和
解
に
伴
う
の
で
あ



117

訴訟上の和解に関する若干の問題

る
が
、
和
解
契
約
に
意
思
表
示
の
前
提
・
基
礎
に
関
す
る
錯
誤
や
取

消
原
因
等
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
は
意
思
表
示
の
瑕
疵
の
一
般
規
定
を

以
て
主
張
し
う
る
こ
と
は
民
法
六
九
五
条
の
和
解
に
つ
い
て
認
め
ら

れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
既
判
力
肯
定
説
は
私
法
上
の
和
解
の
形

成
結
果
を
既
判
力
を
以
て
確
定
す
る
も
の
と
す
る
が
、
実
体
的
和
解

の
前
提
・
基
礎
の
瑕
疵
ま
で
排
除
し
て
形
成
の
結
果
を
確
定
す
る
と

い
う
の
か
否
か
、
そ
れ
と
も
そ
こ
ま
で
確
定
効
は
及
ぶ
も
の
で
は
な

く
、
実
体
的
和
解
の
合
意
の
意
思
表
示
の
無
効
・
取
消
原
因
は
排
除

せ
ず
、
そ
れ
ら
の
主
張
を
既
判
力
発
生
以
後
の
法
律
関
係
の
新
た
な

変
動
と
み
る
の
か
と
い
う
点
の
分
析
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本

稿
で
は
こ
れ
以
上
こ
こ
で
は
立
入
ら
な
い
こ
と
に
し
て
問
題
点
の
指

摘
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

和
解
の
形
成
的
効
果
が
既
判
力
を
以
て
確
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
和
解
の
実
体
的
瑕
疵
の
主
張
も
、
実
は
形
成
以
前
の
法
律

関
係
は
違
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
主
張
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

後
者
の
み
排
除
し
前
者
を
排
除
し
な
い
と
い
う
の
で
は
制
限
的
既
判

力
説
に
な
っ
て
し
ま
い
既
判
力
肯
定
説
に
は
な
ら
な
い
。
完
全
な
既

判
力
肯
定
説
を
と
る
な
ら
ば
、
前
者
も
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
者
ま
で
否
定
し
て
既
判
力
肯
定
説
を
と
る
こ
と
の
妥
当
性
が
問
題

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
前
提
・
基
礎
の
錯
誤
等
を
認
め
る
説
は
結
果

的
に
は
既
判
力
否
定
説
で
は
な
く
制
限
的
既
判
力
説
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
考
え
方
は
本
来
両
性
説
の
立
場
に
つ
な
が
る
が
、
新
併

存
説
の
立
場
も
当
然
制
限
的
既
判
力
説
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
和
解
の
前
提
・
基
礎
の
錯
誤
等
に
無
効

取
消
原
因
が
あ
る
場
合
に
ま
で
既
判
力
説
が
そ
の
主
張
を
遮
断
し
て

し
ま
う
こ
と
に
は
既
述
の
理
由
か
ら
か
な
り
の
無
理
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

　

な
お
私
見
が
私
法
行
為
説
を
と
り
、
既
判
力
否
定
説
を
採
用
し
て

い
る
こ
と
は
本
稿
第
二
章
や
そ
の
他
こ
れ
迄
発
表
し
た
多
く
の
稿
に

お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

五　

私
法
行
為
説
と
訴
訟
終
了
効
再
論

　

⒈　

私
法
行
為
説
に
よ
っ
た
場
合
訴
訟
終
了
効
の
説
明
が
で
き
な

い
と
い
う
批
判
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
既
に
前
掲
拙
著

「
訴
訟
上
の
和
解
の
研
究
」
四
〜
五
頁
に
お
い
て
不
十
分
な
が
ら
紹

介
し
て
い
る
。
私
法
行
為
説
に
対
す
る
こ
の
批
判
は
、
松
本
＝
上

野
・
前
掲
「
民
事
訴
訟
法
」
五
二
六
頁
に
あ
り
、
私
法
行
為
説
に
し

た
が
っ
て
私
法
行
為
と
し
て
の
和
解
が
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
訴

訟
終
了
の
合
意
と
い
う
訴
訟
行
為
が
な
い
限
り
訴
訟
終
了
効
の
説
明

が
で
き
な
い
と
い
う
私
法
行
為
説
批
判
はW

alsm
an

の
私
法
行
為

説
に
対
し
て
既
にBaum

 gärtel

が
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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前
掲
拙
著
の
前
掲
箇
書
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
こ
の
点
ご
理
解
さ

れ
う
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
確
か
にBaum

gärtel

は
そ
の
よ
う

な
批
判
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が

ら
彼
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
訴
訟
上
の
和
解
に
お
け
る
実
体
法
上
の

和
解
に
お
い
て
訴
訟
終
了
の
意
思
は
通
常
示
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
は

訴
訟
上
の
和
解
締
結
の
意
思
表
示
に
当
然
含
ま
れ
る
」
と
書
い
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
当
然
含
ま
れ
る
と
い
う
文
言
の
意
味
が
問
題
に
な

る
。
訴
訟
終
了
の
意
思
が
当
然
含
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
含

ま
れ
る
の
は
訴
訟
終
了
の
合
意
と
い
う
訴
訟
行
為
で
は
な
い
の
か
と

い
う
分
析
が
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
分
析
は
私
法
行
為
説
の
否

定
に
つ
な
が
り
、
両
性
説
な
い
し
併
存
説
の
正
当
性
を
証
明
す
る
結

果
に
な
る
。
彼
の
解
釈
は
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
解
釈
を
も
っ
て
実
は

実
体
法
説
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
そ
の
よ
う
な
訴
訟
行
為
的
側
面
を
考
え
な
い
こ
と
も
で
き

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
私
法
上
の
和
解
に
よ
り
当
該
法
的
紛
争
は
解

決
し
紛
争
が
消
滅
し
た
の
で
あ
る
か
ら
訴
え
の
利
益
が
な
く
な
り
訴

え
を
却
下
す
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
裁
判
所

が
関
与
し
て
紛
争
を
解
決
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
労
力
を
無
視

す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
に
訴
訟
上
の
効
力
を
与
え
て
訴
訟
を
終
了
せ

し
め
る
こ
と
が
法
政
策
的
観
点
か
ら
合
理
的
で
あ
る
も
の
と
考
え
る

余
地
は
十
分
あ
り
、
民
訴
法
二
六
七
条
の
立
法
者
は
こ
の
論
理
を
選

択
し
た
の
で
、
当
然
の
訴
訟
終
了
効
を
認
め
た
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
拙
論
は
、
既
に
前
掲
拙
稿
「
訴
訟
上
の
和
解
︱
︱
横
槍
的
視

点
か
ら
」
に
お
い
て
述
べ
て
お
い
た
。
以
上
の
理
由
か
ら
す
れ
ば
、

私
法
行
為
説
を
と
り
な
が
ら
訴
訟
終
了
効
を
認
め
る
説
明
は
十
分
に

可
能
で
あ
る
と
同
時
に
、
公
正
証
書
の
執
行
力
と
比
較
し
て
訴
訟
上

の
和
解
に
執
行
力
を
認
め
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
合
理
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
。
な
お
裁
判
所
が
関
与
し
て
和
解
が
成
立
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
和
解
調
書
の
執
行
力
の
範
囲
が
公
証
人
の
作
成
し
た
公

正
証
書
よ
り
広
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

六　

形
成
力
説

　

⒈　

和
解
の
既
判
力
肯
否
論
が
問
題
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
民
訴
法
二
六
七
条
の
「
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
」
と
い
う

文
言
に
由
来
す
る
。
既
判
力
論
の
発
想
の
原
点
は
、
訴
訟
上
の
和
解

に
含
ま
れ
る
私
法
上
の
和
解
を
、和
解
の
申
立
て
＝
裁
判
所
の
承
認
＝

調
書
記
載
に
よ
り
確
定
す
る
と
い
う
発
想
が
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
訴
訟
上
の
和
解
に
含
ま
れ
る
私
法
上
の

和
解
を
二
六
七
条
に
よ
り
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
す
る
と
い
う
発
想

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
法
上
の
和
解
が
調
書
の
記
載
に
よ
っ
て
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訴
訟
上
の
和
解
と
し
て
効
力
を
発
揮
す
る
の
は
和
解
調
書
作
成
の
時

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
和
解
は
単
な
る
私
法
上
の
和
解
に
と
ど
ま
り

訴
訟
上
の
和
解
は
成
立
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
私
法

上
の
和
解
は
あ
く
ま
で
も
法
律
関
係
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
訴
訟
上
の
形
成
力
が
調
書
の
記
載
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
私
法
上
の
和
解
を
調
書
に
記
載
す
る
ま
で
は
私
法
上
の
和

解
は
単
に
私
法
上
の
形
成
効
を
伴
う
に
と
ど
ま
り
、
訴
訟
上
の
形
成

効
を
も
た
ず
、
調
書
の
記
載
に
よ
り
私
法
上
の
和
解
の
形
成
効
が
確

定
判
決
と
同
一
の
形
成
効
を
も
つ
よ
う
に
な
る
か
否
か
が
問
題
と
な

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
み
る
と
、
訴
訟
上
の
和
解
に
既
判
力
を
認
め
る
と
い
う
の
は
適

切
で
は
な
く
、
調
書
の
記
載
に
よ
り
は
じ
め
て
訴
訟
上
の
和
解
は
訴

訟
上
の
形
成
効
を
も
つ
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
訴

訟
上
の
形
成
力
の
不
可
争
性
で
あ
る
。

　

仮
に
、
私
見
と
は
異
な
り
、
通
説
の
見
方
に
よ
っ
て
、
和
解
に
よ

り
私
法
上
の
形
成
が
な
さ
れ
、
そ
の
実
体
的
形
成
の
結
果
が
調
書
の

記
載
に
よ
り
既
判
力
を
以
て
確
定
さ
れ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
訴
訟

上
の
形
成
力
は
調
書
の
記
載
以
前
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
民
訴
法
二
六
七
条
の
文
言
に
反
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
旧
民
訴
法
二
〇
三
条
、
現
行

民
訴
法
二
六
七
条
の
文
言
で
あ
る
、
調
書
の
記
載
が
確
定
判
決
と
同

一
の
効
力
を
有
す
る
と
の
表
現
は
、
既
判
力
肯
否
論
と
整
合
性
が
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑

問
が
生
じ
て
く
る
。

　

旧
・
旧
民
訴
法
に
は
旧
民
訴
法
二
〇
三
条
・
現
行
民
訴
法
二
六
七

条
の
ご
と
き
規
定
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
は

旧
・
旧
民
訴
法
が
ド
イ
ツ
民
訴
法
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
）
に
な
ら
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
こ
で
は
訴
訟
上
の
和
解
は
訴
訟
上
の
効
力

と
し
て
執
行
力
と
訴
訟
終
了
効
し
か
な
く
、
既
判
力
は
そ
も
そ
も
認

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
わ
が
国
の
旧
・
旧
民
訴
法
の
下
で
訴
訟
上

の
和
解
に
既
判
力
が
あ
る
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
既

判
力
と
い
う
文
言
を
調
書
内
容
の
不
可
争
性
の
有
無
が
問
題
に
な
っ

た
た
め
、
不
可
争
性
な
ら
既
判
力
の
有
無
を
問
う
と
い
う
短
絡
的
な

考
え
方
に
走
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
と
い
う
推
論
が
で
き
る
よ
う

に
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
正
し
い
と
確

信
を
以
て
断
言
す
る
材
料
を
今
私
が
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
資
料
が
あ
れ
ば
筆
者
と
し
て
是
非
御

教
示
を
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
点
の

私
見
は
単
な
る
推
測
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
告
白
し
て
お
き
た
い
。

　

旧
・
旧
民
訴
法
の
下
で
は
、
そ
も
そ
も
現
行
民
訴
法
二
六
七
条
、

旧
民
訴
法
二
〇
三
条
の
「
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
」
と
い
う
規
定
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は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
お
け
る
と
同
様
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

も
そ
も
既
判
力
論
を
問
題
に
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ

る
。
既
判
力
が
な
い
こ
と
は
当
然
の
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
旧
・

旧
民
訴
法
の
下
で
は
訴
訟
上
の
和
解
に
お
い
て
も
そ
の
実
体
的
側
面

は
私
法
上
の
和
解
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
解
釈
同

様
に
、
和
解
の
私
法
上
の
意
思
表
示
の
前
提
・
基
礎
等
の
瑕
疵
は
主

張
で
き
る
に
と
ど
ま
る
と
解
す
る
こ
と
が
自
然
の
理
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
が
旧
・
旧
民
訴
法
の
下
で
既
判
力
の

有
無
を
考
え
た
こ
と
自
体
が
誤
り
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
わ
が
国
の
旧
・
旧
民
訴
法
の
下
で
立
入
っ

て
は
い
け
な
い
迷
路
に
わ
ざ
わ
ざ
路
を
つ
け
て
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ

た
と
い
う
感
を
私
は
強
く
し
て
い
る
。
現
にRosenberg-Schw

ab- 
Gottw

ald

17
版
に
お
い
て
も
、
訴
訟
上
の
和
解
の
説
明
の
な
か
で
、

ほ
ん
の
数
行
し
か
も
小
活
字
で
既
判
力
な
し
と
の
説
明
を
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。

　

⒉　

訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
既
判
力
肯
定
説
が
あ
り
、
そ
れ
が

有
力
説
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
既
判
力
の
根
拠
を
考
え
た
場

合
、
こ
れ
ま
で
も
否
定
説
が
主
張
し
て
き
た
よ
う
に
、
既
判
力
の
根

拠
論
を
考
え
る
と
そ
も
そ
も
無
理
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
既
判
力
は

手
続
保
障
あ
っ
て
の
効
力
で
あ
る
。

　

私
は
か
ね
て
よ
り
併
合
和
解
を
例
に
あ
げ
て
、
訴
訟
物
以
外
の
法

律
関
係
を
併
合
す
る
和
解
も
あ
る
し
、
第
三
者
が
参
加
す
る
併
合
和

解
も
あ
り
、
そ
の
対
象
と
な
る
法
律
関
係
や
第
三
者
は
無
限
に
拡
大

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
併
合
和
解
に
つ
い
て
既
判
力

を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
既
判
力
の
主
観
的
、
客
観
的
展
開
が
無
限
に

拡
大
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
種
の
併
合
和
解
に
お
い
て
訴
訟
物
以

外
に
併
合
さ
れ
た
法
律
関
係
の
す
べ
て
に
つ
い
て
既
判
力
を
認
め
る

だ
け
の
十
分
な
和
解
審
理
・
和
解
弁
論
が
な
さ
れ
る
と
い
え
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
著
し
く
拡
大
さ
れ
た
併
合
和
解

の
部
分
に
つ
い
て
は
既
判
力
を
認
め
な
い
、
す
な
わ
ち
本
来
の
当
事

者
間
の
本
来
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
み
既
判
力
を
認
め
る
に
と
ど
め
、

そ
れ
以
外
の
当
事
者
、
そ
れ
以
外
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
既
判
力

を
認
め
な
い
と
し
て
区
別
す
る
理
論
構
成
は
困
難
で
あ
る
し
、
現
実

問
題
と
し
て
そ
の
区
別
は
困
難
で
あ
る
。
和
解
は
合
意
な
の
で
あ
る

か
ら
い
く
ら
参
加
者
が
多
く
て
も
、
合
意
が
す
べ
て
の
瑕
疵
を
ク
リ

ア
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
十
分
な
審
理
を
経
る
和
解
手

続
は
で
き
な
い
。

　

⒊　

裁
判
所
が
訴
訟
上
の
和
解
の
成
立
に
つ
い
て
多
大
の
労
力
を

払
っ
て
い
る
の
に
「
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
」
か
ら
既
判
力
を
排

除
す
る
こ
と
は
背
理
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
よ
く
実
務
家
サ
イ
ド
か

ら
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
一
見
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
み
え

る
。
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た
し
か
に
一
般
的
に
い
え
ば
裁
判
所
は
和
解
の
成
立
に
多
大
な
労

力
を
使
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
和
解
と
い
っ
て

も
極
め
て
多
様
で
あ
る
。
裁
判
所
サ
イ
ド
か
ら
み
れ
ば
、
多
大
の
労

力
を
か
け
た
結
果
と
し
和
解
が
成
立
し
た
と
い
う
場
合
も
多
く
あ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
和
解
が
、
既
判
力
な
し
と

い
わ
れ
て
和
解
の
合
意
を
覆
さ
れ
た
の
で
は
、
そ
の
成
立
に
い
た
る

裁
判
所
の
努
力
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
嘆
き
た
い
気
持
ち
も
わ
か
ら

な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
和
解
の
成
立
の
過
程
は
多
様
で
あ
っ
て
裁

判
所
の
手
間
の
か
か
ら
な
い
当
事
者
主
導
型
の
和
解
も
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
ま
た
そ
の
中
間
に
多
様
な
型
の
和
解
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

私
自
身
裁
判
所
主
導
型
と
当
事
者
主
導
型
の
割
合
に
つ
い
て
調
査
し

た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
確
た
る
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と

も
多
様
な
型
が
考
え
ら
れ
る
以
上
、
和
解
に
か
け
た
裁
判
所
の
労
力

を
一
律
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

再
審
事
由
が
民
訴
法
二
三
八
条
に
よ
り
極
め
て
制
限
さ
れ
て
い
る

の
も
判
決
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
が
あ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
前
記

の
よ
う
に
和
解
に
お
け
る
手
続
保
障
は
判
決
手
続
に
よ
る
手
続
保
障

上
必
ず
し
も
常
に
同
等
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め

に
、
和
解
の
瑕
疵
の
主
張
に
つ
い
て
既
判
力
か
ら
再
審
と
い
う
つ
な

が
り
で
は
、
瑕
疵
の
主
張
が
著
し
く
狭
く
な
り
不
当
で
あ
る
と
の
批

判
が
で
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

七　

結　

語

　

⒈　

私
は
こ
れ
ま
で
拙
著
「
訴
訟
上
の
和
解
の
研
究
」
刊
行
以
来

わ
が
国
の
通
説
・
多
数
説
か
ら
み
る
と
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
か

な
り
の
異
説
を
唱
え
て
き
た
こ
と
は
十
分
自
覚
し
て
い
る
。
武
田
信

玄
は
「
甲
陽
軍
鑑
」
の
な
か
で
「
戦
は
五
分
の
勝
ち
を
以
て
上
と
な

し
、
七
分
を
中
と
し
、
十
を
下
と
す
」
と
書
い
て
い
る
。
自
説
は
わ

が
国
の
学
界
に
お
い
て
は
五
分
の
勝
ち
に
も
な
っ
て
い
な
い
少
数
説

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
信
玄
の
い
う
「
上
」
に
も
入
ら
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
は
い
つ
の
世
に
も
必

要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
、
異
説
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で

こ
れ
ま
で
少
数
説
を
展
開
し
て
き
た
。
ご
諒
解
を
願
い
た
い
と
考
え

て
い
る
。

　

⒉　

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
名
誉
教
授D

ieter Leipold

さ
ん
と
は

旧
知
の
な
か
で
親
友
で
あ
る
。
共
通
の
師
は
故Rudolf Pohle

（
ポ
ー
レ
）
教
授
で
あ
る
。
私
はPohle

教
授
の
ゼ
ミ
に
出
席
し
て

い
た
。
当
時
助
手
と
し
て
後
に
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
の
学
長
に

な
っ
た
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ー
マ
ン
、
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
＝
ニ
ュ
ー

ル
ン
ベ
ル
ク
大
学
教
授
に
な
っ
た
マ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ル
コ
ン
マ
ー
の

各
氏
が
出
席
さ
れ
て
い
た
。
故
バ
ウ
ム
ゲ
ル
テ
ル
・
ケ
ル
ン
大
学
名
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誉
教
授
は
当
時
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
＝
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
講
師

で
あ
り
、
毎
週
ポ
ー
レ
教
授
の
代
講
者
と
し
て
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
よ
り

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
へ
通
い
、
民
訴
法
の
講
義
を
担
当
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
私
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
こ
そ
ポ
ー
レ
教
授
に
接
し

た
も
の
の
講
義
は
同
教
授
の
民
法
総
則
を
聴
講
し
た
。
カ
ル
ル
・
ラ

レ
ン
ツ
教
授
の
債
権
法
や
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
教
授
の
法
思
想
入
門
等
は

名
講
義
で
あ
っ
た
。
内
容
を
正
確
に
理
解
し
た
か
否
か
は
極
め
て
怪

し
い
が
、
感
動
的
な
講
義
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

⒊　

万
葉
集
巻
一
七
の
四
〇
二
九
番
大
伴
家
持
の
歌
に
「
珠
洲
の

海
に　

朝
び
ら
き
し
て　

漕
ぎ
来
れ
ば　

長
浜
の
浦
に　

月
照
り
に

け
り
」
が
あ
る
。
自
説
も
「
日
照
り
に
け
り
」
で
は
な
く
「
月
照
り

に
け
り
」
程
度
の
貢
献
が
で
き
れ
ば
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
と
考
え
て

一
連
の
私
的
和
解
論
を
展
開
し
て
い
る
。
御
海
容
願
い
た
い
と
考
え

て
い
る
。
同
巻
八
の
一
四
三
二
番
に
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
に
「
う
ち

の
ぼ
る　

佐
保
の
川
原
の　

青
柳
は　

今
は
春
べ
と　

な
り
に
け
る

か
も
」
と
あ
る
が
、
私
の
和
解
論
も
「
今
は
春
べ
と
な
り
に
け
る
か

も
」
と
い
う
淡
い
希
望
を
も
ち
た
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。


