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訴訟上の和解の新併存説

Ⅰ　

序　

説

Ⅱ　

新
併
存
説
の
主
張
と
評
価

Ⅲ　

結　

語

Ⅰ　

序　

説

　

訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
行
為
説
、
私
法

行
為
説
を
両
極
に
し
て
、
そ
の
間
に
両
性
説
、
併
存
説
が
あ
り
、
こ

れ
ら
の
う
ち
私
見
は
拙
著
「
訴
訟
上
の
和
解
の
研
究
」（
昭
和
四
一

年
）
以
来
変
る
こ
と
な
く
今
日
に
い
た
る
ま
で
私
法
行
為
説
を
貫
い

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
仮
に
両
性
説
や
併
存
説
に

限
っ
て
そ
の
優
劣
を
考
え
る
場
合
い
ず
れ
を
採
用
す
べ
き
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
結
果
と
し
て
併
存
説
が
正
当
で
あ
る
と
の

論
旨
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
両
説
を
比
較

し
た
場
合
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
る
両
性
説
よ
り
併
存
説
を
と
る
べ
き

で
あ
る
旨
を
説
い
た
の
で
あ
っ
て
、
私
見
が
私
法
行
為
説
で
あ
る
こ

と
に
変
り
は
な
い
こ
と
は
読
者
に
承
知
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

研
究
ノ
ー
ト

訴
訟
上
の
和
解
の
新
併
存
説

石　
　

川　
　
　
　

明
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Ⅱ　

新
併
存
説
の
主
張
と
評
価

１　

序　

論

　

近
時
わ
が
国
で
は
両
性
説
よ
り
併
存
説
が
多
数
に
な
り
つ
つ
あ
り
、

併
存
説
も
若
干
変
様
し
て
新
併
存
説
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
ま
ず
新
併
存
説
を
提
唱
さ
れ
た
山
本
和
彦
教
授
の
見
解
を

検
討
し
て
み
た
い
。

　

山
本
説
は
鈴
木
正
裕
・
青
山
善
充
編
「
注
釈
民
事
訴
訟
法
⑷
裁

判
」
の
四
七
八
〜
四
七
九
頁
（
以
下
頁
数
は
原
則
と
し
て
同
書
の
頁

数
で
あ
る
）
に
か
け
て
新
併
存
説
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
以
下
同
教

授
の
説
明
を
順
次
紹
介
し
、
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
新
併
存
説
と

い
わ
れ
る
山
本
説
は
伝
統
的
併
存
説
と
は
異
り
併
存
説
を
前
提
と
し

つ
つ
若
干
両
性
説
寄
り
の
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
点
に
新
併
存
説
と
い

わ
れ
る
由
縁
が
あ
る
。
順
次
山
本
説
の
文
章
を
引
用
し
つ
つ
私
見
を

述
べ
て
み
た
い
。
な
お
本
稿
で
は
山
本
説
に
つ
い
て
は
前
掲
書
を

ベ
ー
ス
に
す
る
。
ま
た
新
併
存
説
を
と
る
体
系
書
と
し
て
は
伊
藤
眞

「
民
事
訴
訟
法
４
版
４
訂
版
」
四
二
九
頁
、
兼
子
一
ほ
か
「
条
解
民

事
訴
訟
法
第
二
版
」
一
四
七
五
頁
（
上
原
）
が
あ
る
。

２　

訴
訟
終
了
効
の
本
質
性

　

四
七
八
頁
に
和
解
に
お
け
る
訴
訟
終
了
効
に
つ
い
て
以
下
の
記
述

が
あ
る
。

「
少
な
く
と
も
訴
訟
終
了
効
は
そ
の
本
質
的
効
果
で
あ
り
、
法
が

特
に
付
与
し
た
構
成
要
件
的
効
力
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

要
件
に
つ
い
て
も
訴
訟
上
の
要
件
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

　

訴
訟
終
了
の
合
意
が
な
く
て
も
裁
判
所
が
関
与
し
て
当
事
者
間
に

私
法
上
の
和
解
が
成
立
す
れ
ば
、
裁
判
所
と
し
て
は
当
事
者
間
に
紛

争
が
不
存
在
に
な
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
り
訴
え
の
利
益
な
き
も
の

と
し
て
本
来
な
ら
ば
訴
え
を
却
下
す
べ
き
と
こ
ろ
、
せ
っ
か
く
訴
訟

上
の
和
解
に
よ
り
紛
争
を
解
決
し
そ
の
消
滅
を
き
た
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
効
果
を
尊
重
し
確
定
判
決
と
同
一
の
効
果
を
与
え
た
も

の
が
民
訴
法
二
六
七
条
の
規
定
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る

と
い
う
の
が
私
の
私
法
行
為
説
の
考
え
方
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で

随
所
で
述
べ
た
。
執
行
証
書
は
公
証
人
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
に

か
か
わ
ら
ず
執
行
力
を
与
え
て
い
る
が
、
訴
訟
上
の
和
解
に
あ
っ
て

は
、
裁
判
所
が
関
与
し
て
成
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
訴
訟
係

属
を
前
提
と
す
る
和
解
の
紛
争
解
決
的
効
力
を
訴
訟
終
了
の
合
意
が

な
く
て
も
訴
訟
上
訴
訟
終
了
効
を
与
え
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
も

の
と
考
え
る
の
が
私
見
で
あ
る
。
訴
訟
終
了
効
は
こ
の
点
か
ら
民
訴
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法
二
六
七
条
が
な
く
て
も
当
然
に
与
え
ら
れ
る
効
果
で
あ
る
。
仮
に

ド
イ
ツ
民
訴
法
（
以
下
Ｚ
Ｐ
Ｏ
と
い
う
）
に
お
け
る
よ
う
に
日
本
民

訴
法
二
六
七
条
の
ご
と
き
規
定
が
な
く
て
も
ま
た
訴
訟
上
の
和
解
に

関
し
て
当
事
者
間
の
訴
訟
終
了
の
合
意
が
な
く
て
も
実
体
的
紛
争
の

解
決
が
あ
る
以
上
論
理
上
必
然
的
に
訴
訟
終
了
効
は
与
え
ら
れ
て
し

か
る
べ
き
効
果
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
民
訴
法
六
八
条
）。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
訴
訟
上
の
和
解
︱
横
槍
的
視
点
か 

ら
︱
」
判
タ
一
三
九
二
号
（
本
稿
校
正
時
未
刊
）
参
照
。

　

し
か
し
私
法
行
為
説
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
終
了
効
を
正
面
か
ら
訴
訟

終
了
の
合
意
を
介
在
さ
せ
て
こ
れ
を
認
め
る
と
い
う
理
論
構
成
を
す

る
必
要
は
な
く
、
訴
訟
上
の
和
解
に
含
ま
れ
る
訴
訟
上
の
紛
争
の
解

決
す
な
わ
ち
そ
の
不
存
在
か
ら
論
理
必
然
的
に
帰
結
さ
れ
る
な
ら
ば
、

訴
訟
終
了
契
約
の
存
在
を
敢
え
て
想
定
す
る
必
要
ま
で
も
な
い
と
い

う
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
が
、
私
法
行
為
説
の
立
場
な

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
終
了
の
合
意
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
を

本
質
的
に
必
要
と
し
な
く
て
も
私
法
上
の
和
解
に
よ
り
訴
訟
終
了
効

が
出
て
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
終
了
効
の
根
拠
と
し
て
、
訴
訟
終

了
契
約
の
存
在
を
介
在
さ
せ
る
理
論
的
必
要
性
に
欠
け
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
の
が
私
法
行
為
説
の
立
場
な
の
で
あ
る
。
な
お
わ
が
民

訴
法
に
お
い
て
は
、
二
六
七
条
の
規
定
が
な
く
て
も
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
は

直
接
訴
訟
終
了
効
を
定
め
た
二
六
七
条
の
ご
と
き
規
定
は
な
い
が
、

訴
訟
終
了
効
の
存
在
を
間
接
的
に
定
め
た
規
定
は
あ
る
）
和
解
費
用

に
関
す
る
六
八
条
そ
の
他
の
諸
規
定
が
あ
る
。
六
八
条
は
間
接
的
に

訴
訟
終
了
効
を
定
め
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は

訴
訟
終
了
効
の
理
解
の
仕
方
な
い
し
は
存
在
意
義
を
ど
う
み
る
か
と

い
う
問
題
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
換
言
す
れ
ば
訴
訟
終
了
効

を
訴
訟
上
の
和
解
の
直
接
の
本
質
的
な
効
力
と
み
る
か
否
か
と
い
う

点
に
帰
着
す
る
。
和
解
の
場
合
、
紛
争
が
消
滅
し
た
か
ら
訴
訟
を
終

了
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
間
に
訴
訟
終
了
の
合
意
が
あ
る
か

ら
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
と
解
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
当
事

者
間
の
訴
訟
終
了
契
約
の
存
在
を
介
在
さ
せ
る
必
要
は
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

和
解
に
よ
り
訴
訟
を
終
了
せ
し
め
る
と
い
う
効
力
は
訴
訟
終
了
の

合
意
を
介
在
さ
せ
な
く
て
も
十
分
に
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
ざ

わ
ざ
両
性
説
、
併
存
説
を
採
用
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

３　

和
解
の
本
質
論
の
効
用
性

　

次
に
山
本
説
に
は
四
七
八
頁
に
和
解
の
法
的
性
質
論
の
非
効
用
性

に
つ
い
て
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
論
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
ま
ず
確
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認
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
議
論
は
和
解
の
要
件
・
効
果
等
の
具
体

的
問
題
に
つ
い
て
必
ず
し
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
意
味
で
は
あ
ま
り
実
益
の
な
い
議
論
で
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
和
解
の
法
的
性
質
論
の
効
用
に

つ
い
て
消
極
説
を
と
る
も
の
と
し
て
新
堂
「
新
民
事
訴
訟
法
第
５

版
」
三
七
四
頁
、
高
橋
「
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
上
巻
第
２
版
」

七
六
〇
頁
が
挙
げ
ら
れ
る
。」（
な
お
高
橋
説
の
引
用
は
新
刊
行
物

に
変
え
て
あ
る
）

　

法
的
性
質
論
が
実
際
の
取
扱
い
に
影
響
し
な
い
と
い
う
と
、
そ
の

重
要
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
運

用
面
で
の
相
違
が
で
て
こ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
抽
象
的
に
性
質
論

を
論
じ
る
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
理
が
わ
か

ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
私
法
行
為
説
を
と
る
と
、
訴
訟
上

の
和
解
の
本
質
は
私
法
行
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
有
効
要
件
と
し
て

当
事
者
に
民
法
上
の
行
為
能
力
が
あ
れ
ば
よ
く
、
訴
訟
能
力
を
必
要

と
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
訴
訟
行
為
説
、
併
存
説
、
両
性

説
に
よ
れ
ば
訴
訟
終
了
の
合
意
は
訴
訟
上
の
行
為
で
あ
る
な
い
し
そ

れ
を
含
む
の
で
あ
る
か
ら
当
事
者
は
訴
訟
能
力
を
必
要
と
す
る
と
い

う
相
違
が
で
て
く
る
と
説
か
れ
る
。
両
性
説
や
併
存
説
に
よ
れ
ば
そ

も
そ
も
は
相
互
に
異
る
私
法
行
為
的
側
面
と
訴
訟
行
為
的
側
面
と
が

双
方
の
効
力
相
互
に
無
関
係
な
の
か
あ
る
い
は
双
方
の
行
為
間
に
影

響
し
あ
う
の
か
否
か
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
相
互
依
存
の
関
係
に
あ

る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
の
結
論
に
影
響
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
分

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
両
行
為
の
関
係
が
異
っ
て
く
る
と
い
う

意
味
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
単
に
行
為
が
一
つ
か
二
つ
か
と

い
う
観
点
の
み
か
ら
分
け
ら
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
加
え
て
訴
訟
行
為
説
は
私
法
行
為
を
含
ま
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
和
解
の
法
的
性
質
論
は
単
に
和
解
を
め

ぐ
る
諸
問
題
に
一
定
の
解
答
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
は
言
い
き

れ
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。

４　

新
併
存
説
の
立
場

　

現
に
山
本
説
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
併
存
説
は
、
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
行
為
の
部
分
と
実
体
契
約

の
部
分
と
を
独
立
し
て
扱
い
、
一
方
の
無
効
を
必
ず
し
も
他
方
に

拡
張
し
な
い
解
釈
を
可
能
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
併
存
説
に
よ
っ
て

も
一
定
の
場
合
に
は
、
な
お
完
全
な
独
立
性
を
認
め
ず
、
一
方
の

無
効
が
他
方
の
無
効
を
も
た
ら
す
な
ど
一
定
の
牽
連
性
を
認
め
る

余
地
は
あ
る
」（
四
七
九
頁
）
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こ
こ
で
山
本
説
は
「
併
存
説
は
、
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
行
為
の

部
分
と
実
体
契
約
の
部
分
と
を
独
立
し
て
扱
い
、
一
方
の
無
効
を
必

ず
し
も
他
方
に
拡
張
し
な
い
解
釈
を
可
能
と
す
る
」
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
も
と
も
と
本
来
併
存
説
は
両
者
を
分
断
す
る
、
す
な
わ
ち
相

互
関
連
性
を
断
絶
す
る
目
的
を
も
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

訴
訟
終
了
契
約
は
瑕
疵
が
あ
っ
て
も
有
効
な
私
法
上
の
和
解
に
影
響

し
な
い
。
訴
訟
終
了
契
約
が
無
効
で
も
私
法
上
の
和
解
が
有
効
で
あ

れ
ば
訴
訟
は
終
了
し
な
い
も
の
の
私
法
上
の
和
解
は
有
効
で
あ
る
か

ら
、
訴
訟
上
の
和
解
は
成
立
し
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
実
体
的
紛
争

は
消
滅
す
る
の
で
訴
は
訴
訟
要
件
を
欠
き
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
和
解
に
そ
っ
た
判
決
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
私
法
上
の
和
解
契
約
が
無
効
で
あ
っ
て
も
訴

訟
終
了
契
約
が
有
効
で
あ
れ
ば
訴
訟
上
の
和
解
は
成
立
し
な
い
も
の

の
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
が
あ
り
、
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
の
効
力

い
か
ん
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
抽
象

的
訴
訟
終
了
契
約
は
残
る
が
、
当
事
者
と
し
て
は
そ
れ
を
解
除
し
て

訴
訟
を
続
行
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
併

存
説
は
訴
訟
上
の
和
解
に
含
ま
れ
る
私
法
行
為
と
訴
訟
行
為
と
は
相

互
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
原
則
と
し
て
な
い
と
い
う
理
論
構
成
が

可
能
に
な
る
。

　

山
本
説
は
一
方
で
「
も
ち
ろ
ん
併
存
説
に
よ
っ
て
も
一
定
の
場
合

に
は
、
な
お
完
全
な
独
立
性
を
認
め
ず
、
一
方
の
無
効
が
他
方
の
無

効
を
も
た
ら
す
な
ど
一
定
の
牽
連
性
を
認
め
る
余
地
は
あ
る
」
と
さ

れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
私
法
上
の
和
解
の
無
効
、
取
消
等
の
瑕
疵
を

訴
訟
終
了
契
約
の
無
効
性
の
要
件
と
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
場

合
等
も
あ
り
う
る
こ
と
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
来
の
併

存
説
は
両
行
為
が
特
段
の
事
情
な
く
当
然
に
影
響
を
与
え
あ
う
と
い

う
こ
と
は
原
則
と
し
て
な
い
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
両
行
為
併
存
説
は
特
段
の
事
情
な
き
限
り

両
行
為
が
相
互
に
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
考
え
方
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

５　

山
本
説
の
「
新
」
併
存
説
的
意
味

　

山
本
説
は
さ
ら
に
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
「
併
存
説
は
、
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
行
為
の
部

分
と
実
体
契
約
の
部
分
と
を
独
立
し
て
扱
い
、
一
方
の
無
効
を
必
ず

し
も
他
方
に
拡
張
し
な
い
解
釈
を
可
能
に
す
る
。」（
四
七
九
頁
）
と

し
て
併
存
説
の
意
味
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
に
続
け
て

　
「
し
か
し
、
重
要
な
点
は
、
併
存
説
に
よ
っ
て
、
初
め
て
両
者

を
切
り
離
し
て
考
察
す
る
余
地
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
実
体
上
の
和
解
の
部
分
が
無
効
で
あ
る
と
き
に
、
訴
訟
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行
為
と
し
て
の
効
果
が
生
き
残
る
こ
と
が
あ
る
か
（
和
解
に
瑕
疵

が
あ
る
と
き
も
訴
訟
終
了
効
が
残
る
か
な
ど
）、
訴
訟
上
の
和
解

と
し
て
の
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
に
、
実
体
的
和
解
契
約
と

し
て
有
効
と
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
か
︱
︱
中
略
︱
︱
と
い
っ
た
問

題
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
完
全
に
否
定
し
て
し
ま
う

こ
と
に
は
躊
躇
を
感
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
訴
訟
行
為
の
無
効
が
実
体

行
為
の
意
思
表
示
に
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
、
実
体
行
為
も
無
効
と
な

る
場
合
な
ど
は
考
え
ら
れ
る
が
、
常
に
そ
の
よ
う
な
牽
連
性
を
認

め
る
べ
き
で
あ
る
と
も
言
い
が
た
い
。
し
か
る
に
、
両
性
説
に
よ

り
な
が
ら
、
両
者
を
切
り
離
し
て
取
り
扱
う
よ
う
な
理
論
構
成
は
、

そ
れ
が
行
為
と
し
て
一
個
で
あ
る
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
い
る
以

上
、
苦
し
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
併
存

説
に
よ
っ
て
、
柔
軟
な
処
理
の
余
地
を
広
く
残
し
て
お
く
の
が
適

当
で
は
な
か
ろ
う
か
。」（
四
七
九
頁
）

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
山
本
説
の
併
存
説
に
対
す
る
評
価
お
よ
び
疑
問
は
、
私
法

行
為
と
訴
訟
行
為
と
を
分
け
て
扱
う
併
存
説
の
な
か
で
ど
の
程
度
ま

で
両
者
の
牽
連
性
を
認
め
る
べ
き
な
の
か
、
あ
と
少
々
の
具
体
例
の

摘
示
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
よ
う
に
私
は
考
え
て
い
る
。
学
説

が
併
存
説
、
両
性
説
を
否
定
し
た
意
味
は
、
本
稿
４
で
述
べ
た
と
お

り
厳
格
に
解
す
べ
き
で
、
さ
も
な
く
ば
併
存
説
、
両
性
説
を
区
別
す

る
論
理
的
意
味
が
失
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

６　

訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
終
了
効
の
説
明

　

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

執
行
力
と
と
も
に
訴
訟
終
了
効
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
が
、

こ
こ
に
既
判
力
が
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
周
知
の
と
お
り
見

解
が
対
立
し
て
い
る
。
今
私
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
訴
訟
終

了
効
で
あ
る
。
日
独
双
方
の
訴
訟
法
学
は
そ
の
根
拠
を
和
解
の
当
事

者
間
の
訴
訟
終
了
の
合
意
に
求
め
て
い
る
。
勿
論
ド
イ
ツ
で
は
日
本

民
訴
法
二
六
七
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
和
解
の
効
力
を
総
括
的
に
定

め
る
規
定
が
な
い
。
日
本
の
民
訴
法
は
「
確
定
判
決
と
同
一
の
効

力
」
と
し
て
和
解
の
効
力
を
総
括
的
に
定
め
る
規
定
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
に
訴
訟
終
了
効
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
規
定
が
訴
訟
上
の
和
解
に
訴
訟
終
了
効
が
存
す
る
旨
の

規
定
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
日
本
民
訴
法
に
つ
い
て
い
え
ば
二

六
七
条
の
規
定
が
な
く
て
も
、
民
訴
法
六
八
条
が
そ
れ
を
定
め
る
明

文
の
規
定
に
加
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
和
解
の
訴
訟
終
了
効
は
二
六
七
条
お
よ
び
六
八
条
で
規
定
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
日
独
両
民
訴
法
に
お
い
て
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条
文
上
訴
訟
上
の
和
解
に
訴
訟
終
了
効
の
存
在
を
直
接
明
規
し
た
旨

の
規
定
が
あ
り
執
行
力
が
あ
る
こ
と
も
二
六
七
条
と
同
時
に
民
事
執

行
法
二
二
条
七
号
に
よ
っ
て
、
明
文
を
以
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

問
題
は
そ
の
条
文
上
の
根
拠
を
い
か
に
説
明
す
べ
き
か
と
い
う
点

に
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
そ
の
根
拠
を
両
性
説
な
い
し
併
存
説
に
よ
っ

て
、
訴
訟
上
の
和
解
に
含
ま
れ
る
訴
訟
終
了
の
合
意
と
い
う
訴
訟
行

為
に
求
め
、
私
法
行
為
説
を
と
る
私
の
立
場
か
ら
は
訴
訟
上
の
和
解

に
含
ま
れ
る
私
法
上
の
和
解
＝
法
的
紛
争
の
消
滅
＝
訴
却
下
で
な
く

紛
争
解
決
性
を
尊
重
し
た
訴
訟
終
了
と
い
う
経
路
で
説
明
す
る
。
こ

の
よ
う
な
説
明
を
す
る
と
私
見
の
私
法
行
為
説
の
場
合
で
も
訴
訟
終

了
効
の
説
明
は
十
分
に
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
拙
稿
前
掲
判
タ

論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

７　

両
性
説
か
二
行
為
併
存
説
か

　

両
性
説
か
併
存
説
か
を
考
え
る
場
合
行
為
の
個
数
を
決
め
る
基
準

は
何
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
私
見
は
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
私

法
行
為
説
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
一
行
為
両
性
説
を
と
る
か
、
あ

る
い
は
二
行
為
併
存
説
を
採
用
す
る
か
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
。

訴
訟
行
為
説
を
採
用
し
た
場
合
に
も
私
法
行
為
説
を
と
っ
た
と
同
様

に
行
為
の
個
数
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

　

今
私
の
私
法
行
為
説
は
と
り
あ
え
ず
脇
に
置
い
て
お
き
、
仮
に
両

性
説
あ
る
い
は
併
存
説
の
い
ず
れ
が
正
当
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

論
じ
て
お
き
た
い
。

　

行
為
の
個
数
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
実
体
的
効
果
と
訴
訟
的
効

果
を
切
り
離
す
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
両
性
説
に
よ
れ
ば
行
為
は
一
個
で
あ
る
か
ら
、
和
解
に
含
ま

れ
る
私
法
上
の
和
解
の
無
効
は
訴
訟
上
の
和
解
の
無
効
に
影
響
し
て

訴
訟
終
了
効
の
無
効
を
も
た
ら
す
。
訴
訟
終
了
効
の
無
効
は
、
私
法

上
の
和
解
の
無
効
を
も
た
ら
す
。
要
す
る
に
訴
訟
上
の
和
解
に
含
ま

れ
る
訴
訟
行
為
を
私
法
行
為
と
は
効
力
の
面
で
相
互
に
関
連
し
て
い

る
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
併
存
説
で
は
訴

訟
上
の
和
解
に
二
つ
の
行
為
す
な
わ
ち
私
法
行
為
と
訴
訟
行
為
が
そ

れ
ぞ
れ
別
個
の
行
為
と
し
て
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟

行
為
で
あ
る
訴
訟
終
了
の
合
意
は
、
私
法
上
の
和
解
の
無
効
を
も
た

ら
さ
な
い
、
ま
た
逆
に
私
法
上
の
和
解
の
無
効
は
訴
訟
終
了
効
に
影

響
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
併
存
す
る
二
つ
の
行
為
は
相
互
に

効
力
の
点
で
は
無
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
併
存
説
、
両
性
説
は

こ
の
よ
う
に
効
果
面
で
具
体
的
相
違
を
も
た
ら
す
か
ら
、
両
説
を
区

別
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
両
性
説
を
前
提
と
し
な
が
ら
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
解
釈
と
し
て
は

一
般
に
訴
訟
行
為
の
無
効
は
私
法
上
の
和
解
の
無
効
を
も
た
ら
す
も



40

法学研究 86 巻 12 号（2013：12）

の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
は
両

性
説
を
と
っ
て
も
併
存
説
を
と
っ
て
も
効
果
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
の
限
り
で
両
性
説
は
併
存
説
に
近
づ

い
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。

　

こ
れ
に
対
し
て
併
存
説
を
採
用
す
る
山
本
説
は
、
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
少
々
長
い
が
正
確
を
期
す
る
意
味
で
以
下
に
引
用
す

る
。
す
な
わ
ち
、
山
本
説
は
原
則
的
に
併
存
説
を
採
用
し
つ
つ
、
両

行
為
が
全
く
相
互
に
無
関
係
と
考
え
る
と
妥
当
性
を
欠
く
場
合
が
あ

る
と
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
を
新
併
存
説
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
上
の
和
解
は
実
体
・
訴
訟
の
両
面
を
帯
有

す
る
行
為
と
見
る
の
が
素
直
で
あ
り
、
従
来
の
通
説
で
あ
る
③
併

存
説
ま
た
は
④
両
性
説
の
い
ず
れ
か
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
。
そ

の
う
ち
い
ず
れ
の
説
に
よ
る
べ
き
か
と
言
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な

理
由
に
よ
り
、
③
併
存
説
を
適
当
と
思
料
す
る
。
す
な
わ
ち
、
訴

訟
上
の
和
解
の
私
法
行
為
と
し
て
の
側
面
と
訴
訟
行
為
と
し
て
の

側
面
と
は
相
互
に
相
当
性
質
を
異
に
す
る
と
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、

私
法
行
為
と
し
て
の
和
解
は
完
全
に
当
事
者
間
の
行
為
で
あ
る
が
、

訴
訟
行
為
と
し
て
は
裁
判
所
が
関
与
す
る
一
種
の
三
面
的
行
為
と

な
る
。
裁
判
所
の
役
割
は
決
し
て
消
極
的
な
も
の
で
な
く
、
釈
明

権
の
行
使
等
積
極
的
行
為
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、

訴
訟
行
為
と
し
て
の
和
解
の
側
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
手
続
的
規

制
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
性
質
や
要
件
の

違
い
を
前
提
と
す
れ
ば
、
両
行
為
に
独
立
性
を
認
め
る
べ
き
場
合

が
な
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
ま
さ
に
併
存
説
は
、

訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
行
為
の
部
分
と
実
体
契
約
の
部
分
と
を
独

立
し
て
扱
い
、
一
方
の
無
効
を
必
ず
し
も
他
方
に
拡
張
し
な
い
解

釈
を
可
能
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
併
存
説
に
よ
っ
て
も
一
定
の
場
合

に
は
な
お
完
全
な
独
立
性
を
認
め
ず
、
一
方
の
無
効
が
他
方
の
無

効
を
も
た
ら
す
な
ど
一
定
の
牽
連
性
を
認
め
る
余
地
は
あ
る
。
し

か
し
、
重
要
な
点
は
併
存
説
に
よ
っ
て
初
め
て
両
者
を
切
り
離
し

て
考
察
す
る
余
地
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
実

体
上
の
和
解
の
部
分
が
無
効
で
あ
る
と
き
に
、
訴
訟
行
為
と
し
て

の
効
果
が
生
き
残
る
こ
と
が
あ
る
か
（
和
解
に
瑕
疵
が
あ
る
と
き

も
訴
訟
終
了
効
が
残
る
か
な
ど
）、
訴
訟
上
の
和
解
と
し
て
の
効

果
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
に
、
実
体
的
和
解
契
約
と
し
て
有
効
と

さ
れ
る
余
地
が
あ
る
か
（
こ
の
点
を
否
定
す
る
の
は
、
広
島
高
判

昭
三
三
・
一
〇
・
二
一
高
民
一
一
巻
九
号
五
四
五
頁
。
こ
の
点
を

肯
定
す
る
の
は
、
広
島
高
判
昭
四
〇
・
一
・
二
〇
高
民
一
八
巻
一

号
一
頁
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、
高
橋
・
前
掲
論
文
七
七
頁
以
下
参

照
）
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
完
全
に
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否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
躊
躇
を
感
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
訴
訟
行

為
の
無
効
が
実
体
行
為
の
意
思
表
示
に
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
、
実
体

行
為
も
無
効
と
な
る
場
合
な
ど
は
考
え
ら
れ
る
が
、
常
に
そ
の
よ

う
な
牽
連
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
も
言
い
が
た
い
。
し
か
る

に
、
両
性
説
に
よ
り
な
が
ら
両
者
を
切
り
離
し
て
取
り
扱
う
よ
う

な
理
論
構
成
は
、
そ
れ
が
行
為
と
し
て
は
一
個
で
あ
る
こ
と
を
大

前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
苦
し
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
併
存
説
に
よ
っ
て
、
柔
軟
な
処
理
の
余
地
を
広
く

残
し
て
お
く
の
が
適
当
で
は
な
か
ろ
う
か
（
ほ
ぼ
同
旨
、
兼
子
＝

松
浦
＝
新
堂
＝
竹
下
・
条
解
七
一
五
頁
）。
以
上
の
よ
う
な
考
慮

か
ら
、
こ
こ
で
は
併
存
説
を
支
持
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。」

　

要
す
る
と
こ
ろ
山
本
説
は
両
性
説
で
相
互
に
効
力
の
依
存
関
係
ま

で
完
全
な
形
で
認
め
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
こ
れ
を
採
用
で
き
な
い
が
、

併
存
説
を
と
り
つ
つ
全
て
両
者
の
依
存
関
係
を
断
ち
切
る
の
で
は
な

く
、
両
者
の
依
存
関
係
を
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
一
部
残
す
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
少
な
く
と
も
取
扱
上
は
両
性
説
と
併
存
説
の
折
衷

的
取
扱
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
解
釈
と
し
て
は
両
性
説
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
訴
訟
終

了
の
合
意
と
い
う
側
面
が
無
効
で
も
、
既
述
の
と
お
り
私
法
上
の
和

解
が
有
効
要
件
を
具
備
し
て
い
れ
ば
私
法
上
の
和
解
と
し
て
は
有
効

で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
す
れ
ば
逆
に
そ
の
限
り
に
お
い
て
併
存
説

に
近
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
る
。
こ
の
点
で
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
下
で

の
両
性
説
も
逆
に
両
性
説
の
立
場
か
ら
の
折
衷
説
へ
の
歩
み
寄
り
を

み
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
折
衷
的
両
性
説
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。

　

私
見
は
私
法
行
為
説
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
訴
訟
行
為
的
側
面

を
認
め
る
も
の
で
は
な
く
私
法
上
の
和
解
が
有
効
で
あ
れ
ば
、
訴
訟

終
了
の
合
意
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
こ
の
点
に
関
係
な
く
私
法
上
の

和
解
が
有
効
要
件
を
満
た
す
限
り
こ
れ
を
有
効
な
も
の
と
認
め
る
べ

き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
私
見
は
さ
て
お
い
て
山
本
説
に
よ
れ
ば
お

そ
ら
く
併
存
説
を
前
提
と
し
つ
つ
も
①
私
法
上
の
和
解
が
無
効
な
場

合
に
は
訴
訟
終
了
効
を
認
め
な
い
、
②
訴
訟
上
の
和
解
の
効
果
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
私
法
上
の
和
解
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
あ

り
う
る
と
い
う
考
え
方
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

私
は
私
見
で
あ
る
実
体
法
説
か
ら
離
れ
て
、
両
性
説
・
併
存
説
の

い
ず
れ
を
採
用
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
限
っ
て
い
え
ば
併
存
説
が
両

性
説
よ
り
基
本
的
に
正
し
い
と
考
え
て
い
る
。
山
本
説
は
そ
の
理
由

を
前
掲
箇
所
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
点
も
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

唯
私
が
山
本
説
の
前
掲
箇
所
に
書
か
れ
た
点
す
な
わ
ち
和
解
に
含

ま
れ
る
私
法
行
為
は
当
事
者
間
の
関
係
、
訴
訟
行
為
は
当
事
者
双
方

お
よ
び
裁
判
所
と
の
関
係
と
い
う
三
面
的
関
係
と
い
う
相
違
点
の
指
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摘
は
正
当
な
考
え
方
で
あ
る
も
の
と
し
て
賛
成
し
て
、
次
の
よ
う
な

点
を
付
加
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。
お
よ
そ
行
為
に
は
目
的
、
効

果
お
よ
び
要
件
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
異
別
性
は
行
為
を

異
別
な
ら
し
め
る
。
訴
訟
上
の
和
解
に
含
ま
れ
る
訴
訟
行
為
と
私
法

行
為
は
そ
れ
ら
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
い
う

と
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
行
為
で
あ
る
私
法
上
の
和
解
と
訴
訟
終
了
の

合
意
は
目
的
、
効
果
、
要
件
を
異
に
す
る
の
で
、
一
個
の
行
為
の
両

面
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
二
つ
の
異
別
の
行
為
と

し
て
捉
え
る
の
が
本
筋
で
あ
る
と
考
え
る
。
私
見
は
私
法
行
為
説
な

の
で
あ
る
が
、
今
仮
に
両
性
説
か
併
存
説
か
と
問
わ
れ
れ
ば
基
本
的

に
は
併
存
説
を
採
用
し
た
い
と
考
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
行
為
の

個
数
を
考
え
る
場
合
両
性
説
よ
り
併
存
説
の
ほ
う
が
よ
り
正
当
で
あ

る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

新
併
存
説
が
両
性
説
に
歩
み
寄
り
を
み
せ
、
両
性
説
が
併
存
説
に

一
定
の
譲
歩
を
み
せ
る
と
す
れ
ば
、
両
説
の
対
立
は
和
解
に
お
け
る

行
為
の
個
数
を
何
を
基
準
と
し
て
決
め
る
か
と
い
う
純
理
論
的
な
問

題
に
な
る
。
ド
イ
ツ
の
学
説
を
み
て
も
両
性
説
を
と
り
つ
つ
、
訴
訟

上
の
和
解
が
訴
訟
行
為
的
側
面
か
ら
効
力
を
も
た
な
い
場
合
で
も
私

法
上
の
和
解
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ

る
。

Ⅲ　

結　

語

　

私
は
こ
れ
ま
で
私
法
行
為
説
を
採
用
し
今
日
で
も
そ
の
見
解
は
変

ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
す
な
わ
ち
今
私
法
行
為
説
を
と
る
私
見
は

さ
て
置
い
て
お
い
て
、
両
性
説
か
併
存
説
か
を
問
う
な
ら
ば
併
存
説

が
正
当
で
あ
る
と
の
見
解
を
採
用
し
て
、
そ
の
理
由
を
述
べ
新
併
存

説
に
つ
い
て
若
干
の
論
評
を
し
た
も
の
で
あ
る
。


