
Title 訴訟上の和解の法的性質論
Sub Title Die Rechtsnatur des Prozessvergleichs
Author 石川, 明(Ishikawa, Akira)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication year 2014

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.87, No.10 (2014. 10) ,p.15- 30 

JaLC DOI
Abstract
Notes 研究ノート
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-20141028-

0015

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


15

訴訟上の和解の法的性質論
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一　

訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
論　
　
　
　
　
　

　
　

︱
︱
性
質
論
軽
視
の
傾
向
︱
︱

１　

わ
が
国
の
学
説
に
お
け
る
近
時
の
傾
向

　

わ
が
国
に
お
い
て
は
近
時
周
知
の
通
り
、
訴
訟
上
の
和
解
（
以
下

本
稿
で
は
単
に
和
解
と
い
う
場
合
、訴
訟
上
の
和
解
を
指
す
）の
法
的

性
質
論
に
つ
い
て
は
、私
法
行
為
説
（
新
堂
説
も
含
む
︱
以
下
同
じ
）

併
存
説
（
新
併
存
説
を
含
む
︱
以
下
同
じ
）、
両
性
説
、
訴
訟
行
為

説
等
の
学
説
が
対
立
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
民
訴
法
（
以
下
Ｚ
Ｐ
Ｏ
と

い
う
）
の
下
で
は
和
解
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
両
性
説
が
通
説
と
さ

れ
て
い
る（Rosenberg/Schw

ab/Gottw
ald, Zivilprozessrecht, 

16. A
ufl. S. 895

）。
こ
れ
ら
諸
学
説
の
対
立
は
も
と
も
と
そ
れ
ぞ

れ
に
そ
の
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
単
に
性
質
論
構
成
上
の
論
理
の
問

題
に
と
ど
ま
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
近
時
わ
が
国
に
お
い
て
性
質
論
の
対
立
は
意
味
を

失
い
つ
つ
あ
る
と
い
う
見
解
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿

研
究
ノ
ー
ト

訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
論

石　
　

川　
　
　
　

明
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は
法
的
性
質
論
軽
視
の
傾
向
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
高
橋
宏
志
「
重
点
講
義
・
民
事
訴
訟
法

　

上
・
第
２
版
」（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
七
六
〇
頁
は
以
下
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（
引
用
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
）。

　

こ
れ
ら
の
性
質
論
が
、
既
判
力
の
有
無
等
の
訴
訟
上
の
和
解
を

め
ぐ
る
諸
問
題
に
演
繹
的
・
自
働
的
に
解
決
を
も
た
ら
す
こ
と
は

な
い
、
と
見
て
よ
い
（
新
堂
三
五
八
頁
）。
ど
の
説
を
出
発
点
と

し
て
も
、
修
正
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
同
一
の
結
論
に
至
り
得
る

か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
右
に
述
べ
た
民
法
上
無
効
原
因
が
あ

る
と
き
の
処
理
に
つ
い
て
も
、
併
存
説
に
忠
実
で
あ
れ
ば
、
私
法

上
の
和
解
を
無
効
に
す
る
だ
け
で
あ
り
、
訴
訟
上
の
合
意
に
は
無

効
を
も
た
ら
さ
な
い
は
ず
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
民
法
上
の
行
為
の

有
効
な
こ
と
が
訴
訟
終
了
の
合
意
の
条
件
を
な
し
て
い
る
場
合
に

は
、
前
者
の
無
効
は
後
者
の
無
効
を
も
た
ら
す
、
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
過
度
に
こ
だ
わ
る
必
要
の
な
い
論

争
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
理
論
上
の
も
の
だ
と
し
て
も
法
的
性
質
論

を
し
て
お
く
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
私
法
上
の
和
解
を
中
心
に
据
え

つ
つ
訴
訟
上
の
効
果
を
加
味
し
て
い
く
と
い
う
の
が
新
堂
説
で
あ

る
（
新
堂
三
五
八
頁
）。

２　

併
存
説
と
両
性
説
の
対
立
と
接
近

　

⑴　

わ
が
国
に
お
い
て
訴
訟
行
為
説
と
私
法
行
為
説
は
性
質
論
中

両
極
に
位
置
す
る
学
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
併
存
説
と

両
性
説
の
当
否
に
つ
い
て
取
上
げ
る
こ
と
に
し
、
訴
訟
行
為
説
に
つ

い
て
は
前
記
両
説
の
対
立
を
取
上
げ
た
後
に
一
項
目
設
け
て
論
じ
る

こ
と
に
す
る
。

　

⑵　

併
存
説
に
よ
れ
ば
訴
訟
上
の
和
解
は
私
法
行
為
と
し
て
の
和

解
と
訴
訟
行
為
と
し
て
の
訴
訟
終
了
の
合
意
の
二
個
の
そ
れ
ぞ
れ
独

立
別
個
の
行
為
か
ら
な
り
、
両
者
が
併
存
し
て
い
る
複
合
的
行
為
で

あ
る
と
い
う
。
そ
の
筋
を
通
す
こ
と
の
目
的
は
一
方
の
無
効
は
他
方

を
無
効
に
し
な
い
す
な
わ
ち
他
方
の
行
為
の
効
力
に
影
響
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
両
性
説
と
の
相
違
が
あ
る
と
み
る
。
つ

ま
り
併
存
説
は
、
本
来
は
両
行
為
の
牽
連
性
を
認
め
な
い
こ
と
を
出

発
点
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
近
時
併
存
説
を
と
り
な
が
ら
両
者
の
牽
連
性
を
認

め
る
見
解
も
あ
り
、
こ
の
見
解
が
一
般
化
し
て
い
る
。
こ
れ
を
新
併

存
説
と
称
し
て
い
る
。
新
併
存
説
を
と
る
も
の
と
し
て
兼
子
一
ほ
か

「
条
解
民
事
訴
訟
法
（
第
２
版
）」（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
一
四

七
五
頁
（
竹
下
・
上
原
執
筆
）、
伊
藤
眞
「
民
事
訴
訟
法
・
第
３
版

４
訂
版
」（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
四
二
九
頁
、
鈴
木
正
裕
＝
青

山
善
充
編
「
注
釈
民
事
訴
訟
法
⑷
裁
判
」（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
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四
七
八
～
四
七
九
頁
（
山
本
和
彦
執
筆
）
等
が
あ
る
。
し
か
し
本
来

両
者
の
牽
連
性
を
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
両
性
説
で
は
な
く
併

存
説
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
但
し
そ
の

牽
連
性
が
両
性
説
に
よ
る
と
、
周
知
の
通
り
訴
訟
行
為
的
側
面
（
訴

訟
契
約
と
訴
訟
終
了
効
）
と
私
法
上
の
和
解
（
私
法
行
為
）
の
双
方

の
性
質
を
も
つ
一
箇
の
行
為
が
存
在
す
る
も
の
と
み
る
。
和
解
と
い

う
一
箇
の
行
為
が
訴
訟
行
為
的
側
面
と
私
法
行
為
的
側
面
と
い
う
両

側
面
を
も
つ
と
解
す
る
の
で
瑕
疵
や
効
力
の
点
で
相
互
の
牽
連
性
を

認
め
る
（
但
し
そ
の
牽
連
性
が
一
面
的
か
双
面
的
か
と
い
う
問
題
は

一
応
別
に
し
て
）。
私
法
行
為
た
る
和
解
の
側
面
が
無
効
で
あ
れ
ば

訴
訟
行
為
と
し
て
の
訴
訟
終
了
の
合
意
も
無
効
に
な
り
、
和
解
は
成

立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
訴
訟
行
為
た
る
側
面
の
無

効
は
私
法
行
為
の
効
力
に
影
響
し
な
い
と
の
考
え
方
は
あ
る
（
後
掲

⑶
の
ケ
ー
ス
）。
私
見
は
周
知
の
ご
と
く
私
法
行
為
説
を
と
る
が
、

併
存
説
、
両
性
説
を
め
ぐ
る
私
法
行
為
と
訴
訟
行
為
と
の
牽
連
性
を

め
ぐ
り
主
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
私
法
上
の
瑕
疵
が
訴
訟
上
の

効
力
に
影
響
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
私
法
上

の
瑕
疵
が
訴
訟
上
の
合
意
で
あ
る
訴
訟
終
了
効
を
無
効
に
す
る
か
、

そ
し
て
そ
の
結
果
和
解
の
不
成
立
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

⑶　

以
下
の
ケ
ー
ス
を
挙
げ
て
高
橋
・
前
掲
書
七
六
一
頁
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
従
来
か
ら
の
議
論
は
、
私
法
上
の
瑕
疵
が
訴
訟
上

の
効
果
に
ど
の
よ
う
に
連
動
す
る
か
が
中
心
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

逆
の
状
況
で
、
興
味
あ
る
結
論
を
示
し
た
判
例
が
あ
る
。
広
島
高

判
昭
和
四
〇
・
一
・
二
〇
高
民
集
一
八
巻
一
号
一
頁
、
百
選
Ⅰ
九

三
事
件
（
佐
々
木
吉
男
解
説
）
で
あ
る
。
前
々
訴
で
Ｙ１
会
社
を
代

表
し
て
Ｘ
と
の
間
で
和
解
を
し
た
Ｙ２
は
、
常
務
取
締
役
の
肩
書
は

有
し
て
い
た
が
、
会
社
の
代
表
権
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
Ｙ１
会
社
は
、
前
訴
で
Ｘ
を
相
手
に
和
解
無
効
確
認
の
訴
え
を
提

起
し
、
勝
訴
し
た
。
そ
の
結
果
、
第
三
の
訴
え
た
る
本
件
訴
え
を

Ｘ
が
Ｙ１
会
社
を
相
手
に
提
起
す
る
こ
と
と
な
り
、
訴
訟
行
為
と
し

て
は
無
権
限
に
よ
り
無
効
だ
と
し
て
も
、
私
法
行
為
と
し
て
は
商

法
二
六
二
条
〔
現
会
社
三
五
四
条
〕
の
表
見
取
締
役
の
規
定
に
よ

り
有
効
と
な
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
判
旨
は
、
こ
れ
を
認
め
た
。

裁
判
上
の
和
解
は
私
法
上
の
和
解
を
含
む
ひ
と
つ
の
訴
訟
行
為
で

あ
り
、
私
法
上
の
和
解
に
担
わ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

私
法
上
の
和
解
が
無
効
と
な
れ
ば
裁
判
上
の
和
解
も
無
効
と
な
る

が
、
し
か
し
、
訴
訟
法
上
無
効
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
た
め

基
礎
た
る
私
法
上
の
和
解
が
つ
ね
に
無
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

訴
訟
上
の
和
解
と
し
て
は
無
効
だ
が
、
私
法
上
の
和
解
と
し
て
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は
有
効
だ
と
言
う
の
で
あ
り
、
興
味
深
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
右

手
で
与
え
た
も
の
を
左
手
で
奪
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
ま

で
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
上
の
和
解
、
一
般
化
す
れ
ば
訴
訟
行

為
に
も
表
見
法
理
が
適
用
に
な
り
得
る
と
す
る
方
が
す
っ
き
り
す

る
よ
う
に
思
う
。
私
法
上
の
側
面
と
訴
訟
上
の
側
面
を
分
け
て
考

察
す
る
方
法
は
あ
り
得
て
よ
い
が
、
両
者
で
結
果
を
分
断
す
る
こ

と
は
、
避
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

新
併
存
説
で
い
う
両
行
為
の
牽
連
性
と
い
う
の
は
、
主
と
し
て
私

法
行
為
の
瑕
疵
が
訴
訟
行
為
の
効
力
（
結
果
的
に
は
和
解
の
不
成

立
）
に
影
響
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
述
べ

た
。
右
判
例
の
考
え
方
は
そ
れ
と
は
逆
に
訴
訟
行
為
と
私
法
行
為
と

の
関
係
に
お
い
て
訴
訟
行
為
の
瑕
疵
が
私
法
行
為
の
効
力
に
影
響
し

な
い
と
い
う
点
の
判
示
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
法
行
為
説
を
と
る

私
見
に
よ
れ
ば
私
法
上
の
和
解
に
よ
り
実
体
的
紛
争
が
解
決
す
れ
ば

そ
の
解
決
が
訴
訟
終
了
効
を
生
む
が
、
唯
影
響
の
ル
ー
ト
な
い
し
理

論
構
成
が
両
性
説
と
は
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
両
性
説
に
よ
る
と
、
原
則
と
し
て
私
法
行
為
的
側
面
と

訴
訟
行
為
的
側
面
と
が
相
互
に
牽
連
性
を
有
し
、
私
法
行
為
の
瑕
疵

は
訴
訟
行
為
の
効
力
に
影
響
し
（
訴
訟
上
の
和
解
の
不
成
立
）
訴
訟

行
為
の
瑕
疵
は
私
法
上
の
和
解
の
効
力
に
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
否
か
と
い
う
意
味
で
の
牽
連
性
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
に

論
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
前
記
判
例
は
訴
訟
行
為
側
か
ら

私
法
行
為
的
側
面
へ
の
影
響
す
な
わ
ち
牽
連
性
を
否
定
し
て
い
る
）。

し
か
し
、
私
法
行
為
説
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
上
の
和
解
は
も
と
も
と
私

法
上
の
和
解
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
訴
訟
上
の
和

解
の
本
質
な
い
し
本
体
で
あ
る
私
法
上
の
和
解
が
有
効
で
あ
れ
ば
訴

訟
終
了
の
合
意
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
訴
訟
上
の
紛
争
は
必
然
的

に
消
滅
す
る
。
私
法
行
為
説
に
よ
れ
ば
訴
訟
終
了
の
合
意
に
瑕
疵
が

あ
っ
て
も
訴
訟
の
対
象
た
る
私
法
上
の
法
的
紛
争
は
解
決
し
消
滅
し

て
、
そ
の
結
果
訴
の
利
益
な
し
と
し
て
訴
を
却
下
す
べ
き
と
こ
ろ
、

そ
れ
で
は
和
解
の
目
的
で
あ
る
請
求
に
関
す
る
紛
争
の
解
決
に
な
ら

な
い
の
で
民
訴
法
二
六
七
条
が
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
こ
れ
に

認
め
る
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
調
書

に
記
載
が
あ
る
と
い
え
な
け
れ
ば
二
六
七
条
の
適
用
は
な
い
。
本
件

は
そ
れ
に
該
当
す
る
。
記
載
が
あ
っ
て
訴
訟
上
の
和
解
は
成
立
す
る

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
右
の
判
例
に
み
ら
れ
る
事
件
を

併
存
説
に
よ
れ
ば
訴
訟
行
為
な
い
し
そ
の
側
面
か
ら
み
る
と
訴
訟
行

為
と
し
て
無
効
で
あ
る
か
ら
訴
訟
上
の
和
解
は
成
立
し
な
い
も
の
の

私
法
上
の
和
解
は
有
効
で
あ
る
と
み
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
、
訴
訟
終
了
の
合

意
が
無
効
で
あ
っ
て
も
私
法
上
の
和
解
は
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
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な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
両
性
説
に
よ
る
と
私
法
上
の
和
解
は
成
立

し
な
い
と
考
え
る
余
地
が
で
て
く
る
。
私
法
行
為
説
に
よ
れ
ば
わ
ざ

わ
ざ
判
決
を
す
る
ま
で
も
な
く
訴
訟
終
了
効
が
発
生
す
る
の
で
あ
る

か
ら
訴
訟
終
了
の
合
意
に
よ
ら
ず
し
て
調
書
の
記
載
に
よ
り
訴
訟
終

了
効
は
生
じ
る
も
の
と
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

⑷　

し
か
し
な
が
ら
、
高
橋
・
前
掲
書
七
六
二
頁
注
（
６
）
に
よ

る
と
、
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
論
特
に
併
存
説
・
両
性
説
の
相

違
は
和
解
の
原
則
論
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
私
見
は
私

法
行
為
説
を
と
る
こ
と
を
こ
れ
迄
随
所
に
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
点

は
今
置
く
と
し
よ
う
。
右
の
高
橋
説
で
は
併
存
説
と
両
性
説
に
限
っ

て
取
上
げ
て
、
訴
訟
行
為
説
・
私
法
行
為
説
に
つ
い
て
は
上
記
両
説

ほ
ど
に
詳
細
に
は
論
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
訴
訟
行
為
説
や
私
法

行
為
説
が
少
数
説
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
訴
訟

行
為
説
や
私
法
行
為
説
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
併
存
説
・

両
性
説
の
み
を
取
上
げ
て
和
解
の
法
的
性
質
論
は
必
ず
し
も
重
要
視

す
る
必
要
は
な
い
と
論
じ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

訴
訟
行
為
説
・
私
法
行
為
説
の
問
題
点
は
今
置
く
と
し
て
、
問
題

を
併
存
説
・
両
性
説
に
限
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
行
為
は
目
的
・
内
容
・
要
件
・
効
果
等

を
異
に
す
れ
ば
別
個
の
も
の
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
併
存

説
は
両
性
説
よ
り
よ
り
合
理
性
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
私
法
上
の
和

解
と
訴
訟
終
了
の
合
意
と
で
は
明
ら
か
に
目
的
・
内
容
・
要
件
・
効

果
を
別
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
和
解
と
い
う
複
合
的
行
為
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
行
為
又
は
二
つ
の
側
面
は
別

個
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
併
存
説
を
と
っ
て
も
私

法
上
の
和
解
の
瑕
疵
を
訴
訟
終
了
の
効
果
に
影
響
さ
せ
る
必
要
で
あ

る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
も
と
も
と
の
併
存
説
の
よ
う

に
私
法
行
為
と
訴
訟
行
為
は
が
ん
ら
い
別
個
の
行
為
で
あ
る
（
二
行

為
併
存
）
が
ゆ
え
に
一
方
が
他
方
に
全
く
影
響
し
な
い
、
と
考
え
る

こ
と
は
い
さ
さ
か
短
絡
的
思
考
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
行
為
が
相
互
に

別
個
の
行
為
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
相
互
に

牽
連
せ
し
め
あ
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
特
段
の
事
情
の

な
い
限
り
当
事
者
の
意
思
の
自
由
で
あ
る
。
和
解
に
実
体
法
上
瑕
疵

が
な
い
場
合
に
訴
訟
終
了
の
合
意
は
有
効
で
あ
り
、
瑕
疵
が
あ
る
場

合
は
訴
訟
終
了
の
合
意
も
無
効
で
あ
る
と
す
る
の
が
当
事
者
の
意
思

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
よ
い
（
当
事
者
の

意
思
に
よ
る
両
者
の
牽
連
性
）。
訴
訟
終
了
の
合
意
は
、
失
効
し
た

か
ら
と
い
っ
て
訴
訟
係
属
中
の
訴
訟
行
為
と
は
異
な
る
の
で
訴
訟
終

了
の
合
意
の
効
力
を
和
解
の
実
体
的
瑕
疵
に
か
か
ら
し
め
て
も
さ
し

た
る
弊
害
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
は

併
存
説
と
両
性
説
も
実
質
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
両
説
を

区
別
す
る
意
味
が
な
い
で
は
な
い
か
と
の
批
判
を
う
け
そ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
問
題
は
原
則
の
立
て
方
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
区
別

の
効
用
が
少
な
い
か
ら
法
的
性
質
論
と
し
て
両
者
を
区
別
す
る
意
味

が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
を
う
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
両
説
に
お
い
て
牽
連
性
を
認
め
る
理
論
構
成
が
異
な
る
以
上
そ

の
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
く
意
味
が
あ
る
。
学
問
と
し
て
は
、
重
要

な
の
は
体
系
で
あ
り
理
論
で
あ
る
。
原
則
の
立
て
方
な
の
で
あ
る
。

　

論
理
的
に
い
え
ば
、
両
性
説
で
あ
れ
ば
実
体
的
和
解
無
効
は
理
論

上
当
然
に
訴
訟
終
了
効
に
影
響
す
る
の
に
対
し
て
、
併
存
説
で
あ
れ

ば
実
体
的
和
解
の
無
効
は
論
理
必
然
的
に
訴
訟
終
了
効
に
影
響
す
る

と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
意
思
が
両
効
力
の
牽
連
性
を
認

め
て
行
為
す
る
の
か
否
か
に
よ
っ
て
影
響
の
有
無
に
相
違
が
生
じ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
併
存
説
に
よ
っ
て
も
私
法
行
為
の
瑕

疵
の
主
張
は
で
き
る
旨
の
特
段
の
意
思
を
表
示
し
た
う
え
で
和
解
を

成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
思
の
瑕
疵
の
主
張
を
認
め
る

訴
訟
終
了
の
合
意
の
効
力
を
失
わ
し
め
る
と
い
う
牽
連
的
効
果
を
認

め
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
私
法
行
為
の
意
思
の
瑕
疵
の
主
張
を

認
め
る
留
保
な
き
以
上
そ
の
主
張
を
認
め
な
い
と
す
る
の
が
、
本
来

の
併
存
説
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
併
存
説
に
よ
っ
て
も
和
解
の
成
立
に

あ
た
り
両
当
事
者
も
双
方
が
両
者
の
牽
連
性
を
特
段
に
認
め
て
い
な

け
れ
ば
牽
連
性
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
両
性
説
に
よ
れ
ば

牽
連
性
は
両
当
事
者
の
特
段
の
意
思
が
な
く
て
も
相
互
に
牽
連
性
は

認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
両
説
の
本

質
的
相
違
点
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
両
者
を
区
別
し

て
お
く
理
論
的
意
味
と
必
要
性
と
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

二　

訴
訟
行
為
説
批
判

１　

兼
子
教
授
は
訴
訟
行
為
説
の
根
拠
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
（
兼
子
一
「
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
増
訂
版
」（
酒
井
書
店
、
昭

和
四
〇
年
）
三
〇
四
頁
以
下
）。
以
下
は
高
橋
教
授
の
要
約
（
前
掲

書
七
六
二
頁
注（
６
））
の
記
述
に
よ
る
。

　

訴
訟
行
為
説
の
中
で
、
兼
子
・
体
系
三
〇
四
頁
以
下
は
、
当
事

者
双
方
の
、
請
求
に
つ
い
て
の
主
張
を
譲
歩
し
合
っ
た
結
果
の
訴

訟
上
一
致
し
た
陳
述
だ
、
と
す
る
。
民
法
上
の
和
解
契
約
と
は
全

く
異
な
っ
た
訴
訟
法
上
の
合
意
で
あ
っ
て
、
処
分
権
主
義
の
下
に

当
事
者
が
合
意
に
よ
り
判
決
の
代
用
物
を
作
成
す
る
権
限
を
付
与

さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
故
に
判
決
に
代
わ
り
訴
訟

を
終
了
さ
せ
、
ま
た
既
判
力
や
執
行
力
を
生
ず
る
。
和
解
は
、
当

事
者
双
方
の
一
致
し
た
陳
述
に
よ
っ
て
成
立
す
る
点
で
、
裁
判
所

に
対
す
る
合
同
訴
訟
行
為
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
単
に
私
法
上
の

和
解
な
ら
ば
、
そ
の
効
力
は
判
決
に
よ
り
更
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
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ば
訴
訟
上
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
訴
訟
上

の
和
解
調
書
が
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
の
は
、
実
体

法
上
の
和
解
契
約
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た

法
律
関
係
が
訴
訟
上
の
陳
述
に
基
づ
き
判
決
で
確
認
さ
れ
た
の
と

同
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
法
上
の
和
解
契
約
が
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
訴
訟
上
の
和
解
の
陳
述
内
容
を
定
め
る
前
提
に
過
ぎ
ず
、

訴
訟
上
の
和
解
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
論
ず
る
。
同
じ

く
訴
訟
行
為
説
の
中
で
、
中
田
淳
一
『
民
事
訴
訟
法
講
義　

上
』

（
昭
二
九
、
有
信
堂
）
一
五
五
頁
は
、
訴
訟
係
属
中
に
当
事
者
が

そ
の
主
張
を
互
い
に
譲
歩
し
て
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
旨
の
訴
訟
上

の
合
意
だ
、
と
す
る
。
松
本
＝
上
野
・
民
事
訴
訟
法
〔
第
六
版
〕

平
二
二
、
弘
文
堂
、
五
〇
八
頁
は
、
同
じ
く
訴
訟
行
為
説
と
呼
ば

れ
て
も
、
合
同
行
為
説
と
訴
訟
契
約
説
（
訴
訟
終
了
の
合
意
）
と

で
は
、
内
容
が
全
く
異
な
る
、
と
す
る
。

２　

訴
訟
行
為
説
の
問
題
点

　
ａ　

右
の
訴
訟
行
為
説
の
な
か
で
若
干
気
に
な
る
の
は
、
処
分
権

主
義
が
判
決
の
代
用
物

0

0

0

を
当
事
者
に
作
成
さ
せ
る
権
限
ま
で
認
め
て

い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
権
限
ま
で
認
め
て
い
る
と
い
う

考
え
方
は
必
然
的
に
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
に
既
判
力
を
含
め
る

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
判
決
の
代
用
物
と
は
何
か
と
い
う
点
が

問
題
に
な
る
。
兼
子
説
は
成
り
立
つ
余
地
が
な
い
と
ま
で
断
定
で
き

な
い
が
、
既
判
力
否
定
説
、
制
限
的
既
判
力
説
を
と
る
以
上
兼
子
説

の
よ
う
な
訴
訟
行
為
説
は
成
り
立
ち
に
く
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
兼

子
説
は
既
判
力
肯
定
説
を
と
る
の
で
当
事
者
が
和
解
に
よ
り
右
の
ご

と
く
当
事
者
に
判
決
の
代
用
物
を
生
む
権
限
を
民
訴
法
二
六
七
条
に

よ
り
与
え
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
私
自
身
は
私
法
行
為
説
を
と
る
の
で
既
判
力
否
定
論

で
あ
る
た
め
に
こ
の
点
で
兼
子
説
す
な
わ
ち
判
決
代
用
と
し
て
の
和

解
を
す
る
当
事
者
の
権
限
あ
り
と
い
う
考
え
方
に
賛
同
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

　

ｂ　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
下
に
は
二
〇
六
条
、
二
〇
七
条
に
よ
り
訴
訟
上
の

請
求
の
放
棄
・
認
諾
に
つ
い
て
は
そ
の
成
立
に
放
棄
判
決
、
認
諾
判

決
を
必
要
と
す
る
（
両
条
で
そ
の
態
様
は
異
な
る
が
）。
こ
れ
に
反

し
て
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
は
放
棄
・
認
諾
に
お
け
る
よ
う
に
、

和
解
判
決
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
の
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
規
定
で
あ
る
。

Ｚ
Ｐ
Ｏ
で
は
放
棄
・
認
諾
と
和
解
と
の
間
に
そ
の
よ
う
な
相
違
が
設

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
が
民
訴
法
上
は
請
求
の
放
棄
・
認
諾

と
和
解
は
民
訴
法
二
六
七
条
に
よ
り
Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
お
け
る
よ
う
な
差
は

設
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
統
一
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
日
独
両
国
に

お
い
て
放
棄
・
認
諾
に
つ
い
て
和
解
と
は
異
な
る
成
立
要
件
が
認
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
性
質
論
に
つ
い
て
い
う
と
前
二
者
に
つ
い
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て
日
独
双
方
に
お
い
て
訴
訟
行
為
説
が
圧
倒
的
通
説
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
後
者
す
な
わ
ち
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
訴
訟
行
為
説

は
通
説
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
両
性
説
が
通
説
で
あ
る
（
本
稿
「
結

語
」
を
参
照
）。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
よ
う
に
放
棄
・
認
諾
に
つ
い
て
判
決
を

必
要
と
し
、
和
解
に
つ
い
て
判
決
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
法
制
度

に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
放
棄
・
認
諾
と
和
解
の
間
に
性
質
論
の
相

違
が
出
て
く
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
請
求
の
放
棄
・
認

諾
に
つ
い
て
日
独
双
方
に
お
い
て
通
説
は
訴
訟
行
為
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
こ
と
に
仮
り
に
説
得
力
が
あ
る
に
し
て
も
（
和
解
は
請
求
の

内
容
で
あ
る
実
体
関
係

0

0

0

0

に
つ
い
て
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
放
棄
・
認

諾
は
訴
訟
上
の
請
求

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
）、
和
解
に

つ
い
て
訴
訟
行
為
説
を
採
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
訴
訟
行
為
説
に
対

す
る
疑
問
が
生
じ
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
訴
訟
法
上
の
和
解
に
含

ま
れ
る
和
解
は
私
法
上
の
和
解
な
の
で
あ
り
（
私
法
上
の
和
解
は
訴

訟
上
の
和
解
と
い
う
訴
訟
行
為
の
単
な
る
由
縁
で
は
な
い
）、
わ
が

民
訴
法
の
下
で
は
和
解
に
つ
い
て
は
実
体
的
和
解
す
な
わ
ち
私
法
上

の
和
解
を
も
っ
て
足
り
る
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
訴
訟
上
の
請

0

0

0

0

0

求0

に
つ
い
て
で
は
な
く
単
に
和
解
判
決
の
ご
と
き
も
の
を
不
要
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
和
解

は
そ
の
実
体
的
側
面
に
お
い
て
私
法
上
の
和
解
で
あ
る
と
解
す
る
が

ゆ
え
に
和
解
判
決
を
必
要
と
し
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
異
論
が
出
て
き

そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
お
い
て
、
日
本
法
上
請
求
の

放
棄
・
認
諾
の
成
立
に
必
要
な
放
棄
・
認
諾
判
決
を
必
要
と
し
な
い

も
の
と
す
る
以
上
、
わ
が
民
訴
法
上
の
請
求
の
放
棄
・
認
諾
も
私
法

行
為
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
、
何
故
わ
が
国
で
は
訴
訟
行
為
説
が
通

説
に
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
そ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
わ
が
民
訴
法
上
放
棄
・
認
諾
は
民
訴
法
二
六
七
条
で
、
請
求

0

0

の
放
棄

0

0

0

・
認
諾

0

0

と
書
か
れ
て
お
り
、
放
棄
・
認
諾
の
頭
に
「
請
求

の
」
と
い
う
用
語
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
当
否
は
別
に
し

て
も
、
放
棄
・
認
諾
の
対
象
は
訴
訟
上
の
請
求
で
あ
り
、
し
か
る
が

ゆ
え
に
訴
訟
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
訴
訟
行

為
説
が
通
説
と
し
て
提
唱
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
お
け
る
訴
訟
上
の
訴
訟
終
了
の
合
意
は
別
に
し
て
和
解

の
実
体
は
あ
く
ま
で
も
私
法
上
の
和
解
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

Ｚ
Ｐ
Ｏ
で
は
実
体
面
で
は
あ
く
ま
で
も
和
解
の
本
体
は
私
法
上
の
和

解
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
が
ゆ
え
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
で
は
わ
が
民
訴
法
二

六
七
条
の
ご
と
き
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
旨
の
規
定
を

欠
き
、
執
行
力
と
訴
訟
終
了
効
を
与
え
る
に
と
ど
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
私
法
上
の
和
解
で
あ
っ
て
も
裁
判
所
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
執
行
力
を
一
定
の
範
囲
で
認
め
、
訴
訟
終
了
の
合
意
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に
よ
っ
て
訴
訟
終
了
効
を
認
め
る
に
と
ど
め
た
と
み
る
べ
き
な
の
で

あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
兼
子
説
の
よ
う
に
和
解
に
つ
き
当
事
者

に
判
決
代
用
物
を
作
成
す
る
権
限
を
与
え
た
も
の
と
考
え
る
と
そ
の

考
え
方
は
既
判
力
肯
定
説
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
強
く
な
り
、
こ
の

点
で
も
訴
訟
行
為
説
に
は
問
題
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ｃ　

も
と
も
と
は
両
性
説
・
併
存
説
で
い
う
と
訴
訟
上
の
和
解
の

実
体
的
側
面
は
単
な
る
当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
る
私
法
上
の
和
解
な

の
で
あ
る
。
裁
判
所
の
内
容
的
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
る
に
し
て

も
当
事
者
の
実
体
的
行
為
を
な
す
権
限
を
も
っ
て
判
決
と
同
一
の
効

力
を
有
す
る
よ
う
な
代
用
物
を
形
成
す
る
権
限
を
私
人
で
あ
る
当
事

者
に
与
え
う
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
既
判
力

肯
定
説
を
と
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
否
定
説
（
私
見
は
既
判
力
否
定
説

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
言
及
し
な
い
こ
と
に
す
る
）
な
い
し

制
限
的
既
判
力
説
を
と
る
と
な
お
一
層
そ
の
感
を
強
く
す
る
の
で
あ

る
。

　

判
決
と
同
一
の
効
力
を
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
（
兼
子
説
は
判

決
と
は
い
わ
ず
判
決
の
代
用
物
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
）、

Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
お
け
る
よ
う
に
放
棄
・
認
諾
判
決
の
よ
う
に
和
解
に
つ
い

て
も
和
解
判
決
制
度
を
設
け
る
の
が
立
法
論
と
し
て
は
筋
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
既
判
力
の
有
無
の
問
題
も

解
決
す
る
で
あ
ろ
う
。
立
法
者
は
現
行
二
六
七
条
の
よ
う
に
和
解
が

確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
と
し
つ
つ
、
他
方
で
学
説
・
判

例
上
既
判
力
の
有
無
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
こ
の
学

説
の
対
立
を
立
法
を
も
っ
て
解
決
す
る
こ
と
は
し
に
く
い
と
こ
ろ
で

あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

和
解
は
訴
訟
上
の
請
求
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
訴
訟
行
為

で
あ
り
、
訴
訟
上
の
請
求
の
中
味
で
あ
る
実
体
関
係
に
つ
い
て
な
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
和
解
の
実
体
面
が
訴
訟
行
為
で
あ
る

と
解
す
る
学
説
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

ｄ　

更
に
、
私
法
上
の
和
解
契
約
が
成
立
し
て
も
そ
れ
は
訴
訟
上

の
和
解
の
前
提
に
す
ぎ
ず
、
訴
訟
上
の
和
解
を
構
成
し
な
い
し
、
訴

訟
上
の
和
解
を
構
成
す
る
の
は
判
決
に
代
り
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
和

解
の
合
同
行
為
と
し
て
の
訴
訟
行
為
で
あ
る
と
解
す
る
兼
子
説
は
正

当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
、
私
見
は
こ
れ
ま
で
随
所
に
説

い
た
よ
う
に
私
法
行
為
説
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
訴
訟
行
為
説
の

い
う
よ
う
に
合
同
行
為
た
る
訴
訟
行
為
説
を
あ
え
て
採
用
す
る
必
要

は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
ｅ　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
訴
訟
上
の
和
解
を

も
っ
て
純
粋
な
訴
訟
行
為
と
解
す
る
な
ら
ば
当
事
者
は
訴
訟
上
の
和

解
に
よ
っ
て
訴
訟
行
為
を
も
っ
て
実
体
関
係
に
踏
み
こ
ん
で
こ
れ
を

変
更
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
は
合
理
性
が
あ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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両
性
説
や
併
存
説
に
よ
れ
ば
和
解
は
紛
争
解
決
の
た
め
の
制
度
で

は
あ
っ
て
も
二
つ
の
行
為
（
私
法
行
為
と
訴
訟
行
為
）
な
い
し
一
行

為
両
性
面
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
法
制
度
な
の
で
あ
る
。
二
行
為
な
い

し
両
性
面
が
揃
っ
た
と
き
に
訴
訟
上
の
和
解
が
成
立
す
る
。
訴
訟
行

為
説
は
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
。
和
解
を
訴
訟
的
合
同
行
為
と
み
る
。

実
体
的
法
律
関
係
の
形
成
な
し
に
訴
訟
行
為
の
み
で
実
体
関
係
が
形

成
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
和
解
と
い
う
実
体
的
形
成
な
し
に
訴

訟
行
為
の
み
で
実
体
関
係
を
形
成
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
訴
訟

や
判
決
は
本
来
実
体
法
関
係
の
反
映
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
訴
訟
上
の
和
解
も
実
体
的
和
解
を
訴
訟
上
の
和

解
の
単
な
る
由
縁
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
実
体
的
和
解
そ
の
も
の

が
訴
訟
上
の
和
解
の
内
容
に
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か

よ
う
な
観
点
か
ら
実
体
的
和
解
が
あ
っ
て
も
そ
れ
は
訴
訟
上
の
和
解

の
単
な
る
由
縁
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実

体
的
和
解
が
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
私
法
行
為
で
あ
り

単
に
訴
訟
行
為
の
由
縁
で
あ
る
が
為
に
概
念
上
和
解
に
組
込
ま
れ
な

い
と
い
う
の
は
性
質
論
と
し
て
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
実
体
的
和
解
が
あ
る
か
ら
こ
そ
そ
の
内
容
が
訴
訟
上
の
和

解
に
組
込
ま
れ
て
訴
訟
上
の
和
解
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ｆ　

訴
訟
行
為
説
は
訴
訟
法
学
全
体
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
訴
訟

法
学
の
実
体
法
学
か
ら
の
分
離
・
独
立
の
流
れ
に
沿
う
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
訴
訟
法
学
が
実
体
法
学
か
ら
分
離
・
独
立

す
る
傾
向
は
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
す

る
が
、
訴
訟
行
為
説
は
分
離
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
ま
で
分
離
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
正
直
な
感
想
で
あ
る
。

　

結
論
的
に
い
う
と
繰
返
し
に
な
る
が
、
私
見
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

　

請
求
の
放
棄
・
認
諾
に
は
、｢

請
求
の｣

と
い
う
接
頭
語
が
つ
い

て
い
る
の
で
放
棄
・
認
諾
は
訴
訟
上
の
請
求
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
訴
訟
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
と
す
る
な
ら

ば
、
和
解
も
訴
訟
上
の
請
求
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
た
場

合
、
そ
こ
に
訴
訟
行
為
説
が
学
説
と
し
て
成
り
立
つ
余
地
が
出
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
訴
訟
行
為
説
を
別
に
す
る
と

一
般
的
に
は
和
解
は
訴
訟
上
の
請
求
の
内
容
で
あ
る
実
体
関
係
に
関

す
る
私
法
上
の
和
解
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
焦
点
を
合
わ
せ

る
と
訴
訟
上
の
和
解
の
本
質
論
と
し
て
み
る
と
訴
訟
行
為
説
を
と
り

え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
私
の
提
唱
す
る
私
法
行
為
説

も
こ
の
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

請
求
の
放
棄
・
認
諾
に
既
述
の
通
り
「
請
求
の
」
と
い
う
接
頭
語

が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
請
求
」
と
は
訴
訟
上
の
請
求

を
指
す
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
わ
が
国
の
通
説
が
請
求
の
放
棄
・
認
諾
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に
つ
い
て
訴
訟
行
為
説
を
通
説
と
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
訴
訟

上
の
和
解
も
訴
訟
上
の
請
求
を
対
象
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

少
な
く
と
も
訴
訟
的
側
面
を
有
し
そ
こ
で
の
側
面
に
関
す
る
和
解
で

あ
っ
て
和
解
の
対
象
は
訴
訟
上
の
請
求
で
あ
っ
て
私
法
上
の
和
解
で

は
な
い
と
い
う
学
説
が
あ
り
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
、

訴
訟
上
の
和
解
は
訴
訟
上
の
請
求
に
関
す
る
和
解
と
い
う
訴
訟
行
為

と
、
訴
訟
終
了
の
合
意
と
い
う
訴
訟
行
為
か
ら
成
立
つ
と
説
明
せ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
も
出
て
く
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
和
解
は
訴
訟
上
の
請
求
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
請
求
の
内
容
で
あ
る
実
体
関
係
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
を
逆
に
い
え
ば
、
両
性
説
や
併
存
説
が
私
法
上
の
和
解
的
側

面
と
訴
訟
終
了
の
合
意
と
い
う
訴
訟
行
為
的
側
面
の
両
行
為
な
い
し

両
側
面
を
も
つ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
平
仄
を
合
わ
せ
て
請

求
の
放
棄
・
認
諾
は
少
な
く
と
も
実
体
的
に
は
、
私
法
上
の
放
棄
・

認
諾
行
為
あ
り
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
余
地
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、

放
棄
・
認
諾
に
つ
い
て
も
私
法
行
為
説
が
正
し
い
の
で
あ
っ
て
、
訴

訟
行
為
説
を
も
っ
て
し
て
は
、
和
解
の
法
的
性
質
論
と
平
仄
が
合
わ

な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
別
稿
を
も
っ
て
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
但
し
請
求
の
放

棄
・
認
諾
は
一
方
的
片
面
的
行
為
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
上
の
和
解
の

よ
う
に
契
約
で
は
な
く
、
一
方
的
片
面
的
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。

三　

私
法
行
為
説
と
訴
訟
終
了
効
の
説
明

　

私
見
で
あ
る
私
法
行
為
説
に
対
し
て
高
橋
教
授
は
以
下
の
よ
う
に

批
判
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
書
七
六
三
～
四
頁
）。

　

私
法
行
為
説
は
、
民
法
上
の
和
解
契
約
だ
け
に
着
目
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
調
書
記
載
を
付
加
す
る
も
の
で
あ
る
。
執
行
力

は
調
書
記
載
に
法
律
が
付
与
す
る
も
の
だ
と
説
明
で
き
る
が
、
訴

訟
が
終
了
す
る
こ
と
の
説
明
は
弱
い
と
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
和

解
契
約
が
成
立
し
た
の
で
判
決
を
す
る
利
益
が
な
く
な
っ
た
と
説

明
す
る
に
し
て
も
、
訴
え
の
利
益
が
な
く
な
る
な
ら
訴
え
却
下
判

決
と
な
る
。
調
書
記
載
に
法
律
が
訴
訟
終
了
効
ま
で
付
与
し
た
と

説
明
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

こ
の
批
判
は
私
見
に
対
し
て
多
く
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
理
解
で

き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
①
民
訴
法
二
六
七
条
が
調
書
の

記
載
は
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
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そ
こ
に
訴
訟
終
了
効
が
含
ま
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
却
下

判
決
で
は
和
解
の
場
合
紛
争
を
解
決
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
。
②
民
訴
法
六
八
条
は
和
解
の
場
合
の
訴
訟
費
用
の
負
担
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
和
解

の
訴
訟
終
了
効
を
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
紛
争
が
な
い
か

ら
却
下
判
決
を
し
て
よ
い
と
は
い
っ
て
い
な
い
も
の
と
み
ら
れ
る
。

民
訴
法
六
八
条
は
和
解
の
訴
訟
終
了
効
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、

訴
訟
終
了
効
に
条
文
上
の
法
的
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
和
解

の
訴
訟
終
了
効
に
は
理
論
的
根
拠
も
法
規
上
の
根
拠
も
存
在
す
る
の

で
あ
る
。

四　

訴
訟
上
の
和
解
の
成
立
と
訴
訟
上
の
処
理
方
法

１　

こ
の
点
に
つ
い
て
高
橋
教
授
は
以
下
の
説
明
を
さ
れ
て
い
る

（
前
掲
書
七
六
三
頁
注
（
８
）
の
後
半
部
分
）。

　

と
こ
ろ
で
、
兼
子
理
論
の
と
こ
ろ
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
訴
訟

係
属
中
に
和
解
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
当
事
者
に
は
訴
訟
上
の

和
解
に
す
る
か
、
そ
の
和
解
に
基
づ
い
て
（
和
解
に
よ
っ
て
変
更

さ
れ
た
実
体
法
上
の
法
的
地
位
を
主
張
し
て
）
判
決
を
求
め
る
か

の
二
つ
の
道
が
あ
る
。
当
然
に
訴
訟
上
の
和
解
と
な
る
も
の
で
は

な
い
（
和
解
を
裁
判
所
に
主
張
す
れ
ば
、
当
然
に
訴
訟
上
の
和
解

と
な
る
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
法
制
も
あ
る
が
、
日
本
法
は

そ
う
で
は
な
い
）。
私
法
上
の
和
解
契
約
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に

よ
っ
て
実
体
法
状
態
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
訴
訟
で
主
張
し
て
そ

の
和
解
契
約
と
同
じ
内
容
の
判
決
を
当
事
者
は
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
和
解
に
既
判
力
を
肯
定
す
る
説
で

は
、
和
解
で
も
判
決
で
も
効
果
は
同
じ
な
の
で
、
判
決
を
求
め
る

利
益
は
な
い
と
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
制
限
的
既
判
力
説
、

既
判
力
否
定
説
で
は
、
判
決
は
和
解
以
上
の
既
判
力
を
持
つ
の
で

あ
る
か
ら
、
判
決
を
求
め
る
利
益
は
肯
定
さ
れ
る
）。
そ
う
せ
ず

に
、
調
書
記
載
で
訴
訟
上
の
和
解
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

を
求
め
る
当
事
者
の
意
思
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
辺
り
を
、

ど
う
見
る
か
の
争
い
な
の
で
あ
ろ
う
。
和
解
性
質
論
か
ら
演
繹
的

に
何
か
の
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
に
新
堂
説
は
警
戒
的
で
あ
る
が
、

多
く
の
説
は
結
論
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
経
て
性
質
論
を
展

開
し
て
お
り
、
解
釈
論
上
無
意
味
だ
と
い
う
の
は
強
す
ぎ
る
。
一

定
の
意
味
は
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
過

度
に
拘
泥
す
る
こ
と
が
概
念
法
学
の
弊
に
陥
る
こ
と
は
、
新
堂
説

の
説
く
通
り
で
あ
る
。
私
見
は
、
両
性
説
ま
た
は
牽
連
性
を
認
め

る
併
存
説
と
な
ろ
う
。
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２　

右
に
提
示
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
の
立
法
論
と
し
て
、
調
書
記

載
を
も
っ
て
成
立
を
認
め
る
か
あ
る
い
は
内
容
に
つ
い
て
判
決
を
す

べ
き
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
。
私
見
は
、
和
解
に
つ
い
て
は
調

書
記
載
方
式
（
わ
が
民
訴
法
二
六
七
条
）
が
、
判
決
方
式
を
よ
り
秀

れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
〇
六
条
は
請
求
の
放
棄
に
つ

い
て
原
告
が
棄
却
判
決
を
申
立
て
た
と
き
は
棄
却
判
決
を
な
す
べ
き

旨
、
同
三
〇
七
条
は
認
諾
に
つ
い
て
認
諾
の
範
囲
に
お
い
て
認
諾
者

敗
訴
の
判
決
を
な
す
べ
き
旨
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
と
日
本

民
訴
法
の
差
は
何
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
訴
訟
上
の
和
解
は
私
法

行
為
と
し
て
は
私
法
上
の
和
解
契
約
を
含
み
私
法
上
の
和
解
は
互
譲

を
含
み
両
当
事
者
間
に
ウ
イ
ン
・
ウ
イ
ン
の
関
係
が
あ
る
の
に
対
し

て
放
棄
・
認
諾
は
ウ
イ
ン
・
ロ
ス
の
関
係
で
あ
る
が
ゆ
え
に
判
決
を

も
っ
て
慎
重
に
処
理
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
関
係
か
ら
み
る
と
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
立
法
が
わ
が
国
の
二
六
七
条

よ
り
秀
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
イ
ン
・
ロ
ス
の
関
係
で
は
法
的
解
決
は
一
般
的
に
い
え
ば
ウ
イ

ン
・
ウ
イ
ン
の
関
係
よ
り
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。
わ
が
民
訴
法
二
六
七
条
の
よ
う
に
和
解
と
請
求
の
放

棄
・
認
諾
を
一
緒
に
し
て
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
認
め
る
こ
と

は
、
立
法
と
し
て
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
私
見
に
よ
れ

ば
二
六
七
条
で
既
判
力
を
問
題
と
す
る
場
合
和
解
に
つ
い
て
は
既
判

力
を
否
定
す
る
か
制
限
的
既
判
力
説
を
と
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、

請
求
の
放
棄
・
認
諾
に
つ
い
て
既
判
力
の
全
面
的
肯
定
説
を
と
る
こ

と
に
つ
い
て
は
大
い
に
疑
問
に
思
う
。
私
見
は
三
者
の
す
べ
て
に
つ

い
て
周
知
の
通
り
既
判
力
否
定
説
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

高
橋
説
も
以
下
の
よ
う
に
訴
訟
行
為
説
批
判
を
展
開
さ
れ
る
（
高

橋
・
前
掲
書
七
六
三
頁
注
（
８
））。

　

訴
訟
行
為
説
は
、
逆
に
調
書
記
載
の
方
に
着
目
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
兼
子
理
論
は
判
決
代
用
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ

れ
が
和
解
に
既
判
力
を
肯
定
す
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し

か
し
、
民
法
上
の
和
解
契
約
と
の
関
係
は
晦
渋
で
あ
る
。
訴
訟
上

の
和
解
の
内
容
を
構
成
し
な
い
と
し
な
が
ら
、
調
書
に
記
載
さ
れ

る
と
い
う
の
も
奇
妙
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
は
、
裁
判
所
が
行

な
う
の
は
和
解
契
約
の
内
容
の
確
認
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
は
判
決

（
和
解
契
約
に
基
づ
く
判
決
）
の
場
合
で
も
同
じ
だ
と
言
い
た
い

の
で
あ
ろ
う
。
︱
略
︱
こ
の
兼
子
理
論
に
対
し
て
、
中
田
説
は
、

訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
訴
訟
行
為
説
の
中
核
に
据
え
る
。
訴

訟
終
了
の
合
意
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
だ
分
か
り
や
す
い
が
、

民
法
上
の
和
解
契
約
の
内
容
と
の
関
係
は
、
兼
子
理
論
以
上
に
疎

遠
と
な
る
。
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こ
の
高
橋
説
の
訴
訟
行
為
説
批
判
に
は
、
両
性
説
・
併
存
説
の
立

場
か
ら
み
れ
ば
表
現
こ
そ
異
な
る
も
の
の
私
見
は
全
面
的
に
賛
意
を

表
し
た
い
。

五　

結
語

１　

本
稿
に
お
い
て
最
後
に
何
故
ド
イ
ツ
で
両
性
説
が
通
説
で
あ
る

か
に
つ
い
て
各
説
の
批
判
を
紹
介
し
な
が
ら
述
べ
て
お
こ
う
。
出
典

はRosenberg/Schw
ab/Gottw

ald

前
掲
書
八
九
五
頁
に
よ
る
。

　

第
一
に
私
法
行
為
説
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
訴
訟
上
の
和
解
に
関

す
る
か
つ
て
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
私
法
上
の
和
解
の
衣
装
を
ま
と
い

且
つ
訴
訟
上
の
効
果
（
訴
訟
終
了
効
）
を
発
生
せ
し
め
る
も
の
で
あ

る
。
訴
訟
上
の
和
解
は
そ
の
主
た
る
直
接
の
効
果
を
訴
訟
の
領
域
に

お
い
て
発
生
せ
し
め
（
訴
訟
終
了
効
）
る
が
ゆ
え
に
訴
訟
契
約
の
要

件
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。

　

第
二
に
訴
訟
行
為
説
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
訴
訟
行
為
説
は
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
訴
訟
上
の
和

解
と
は
純
訴
訟
法
的
要
件
を
充
足
す
る
見
解
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
当
事
者
は
し
ば
し
ば
和
解
に
よ
り
実
体
的

法
律
状
態
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
賛
成
で
き
な
い
と
し
て
い

る
。

　

第
三
に
、
併
存
説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
訴
訟
上
の
和
解
に
あ
っ
て
は
、
私
法
上
の
和
解
と
抽
象
的
訴
訟
終

了
契
約
と
が
別
個
に
分
離
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解

は
当
事
者
の
意
思
に
一
致
し
な
い
。
当
事
者
は
一
定
の
私
法
上
の
内

容
を
伴
い
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
併
存
説

は
当
事
者
の
意
思
に
合
致
し
な
い
。
両
当
事
者
は
一
定
の
私
法
上
の

和
解
と
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
を
相
互
に
別
個
に
締
結
す
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
説
は
当
事
者
の
意
思
に
合
わ
な
い
。
当
事
者
は
一
定
の
私
法

上
の
内
容
を
伴
い
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
終
了
意
思
と
私
法
上
の
内
容
は
不
可
分
に
結
合
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
私
法
上
の
和
解
と
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
と
は
別

個
独
立
に
締
結
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

第
四
に
通
説
は
両
性
説
で
あ
る
。
通
説
に
よ
れ
ば
私
法
上
の
和
解

と
訴
訟
契
約
と
は
同
時
に
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
に
紹
介
し
た
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
は
両
性
説
が
通
説
で
あ
り
併

存
説
は
通
説
で
は
な
い
。
い
わ
ん
や
訴
訟
行
為
説
、
私
法
行
為
説
は

通
説
と
は
い
え
な
い
。

　

以
上
はRosenberg/Schw

ab/Gottw
ald

前
掲
書
の
翻
訳
に
よ

る
紹
介
で
あ
る
。

　

以
上
を
以
て
本
稿
を
終
わ
る
積
り
で
あ
っ
た
が
、
更
に
以
下
の
点
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を
念
の
た
め
に
加
筆
し
て
お
く
の
が
私
見
の
理
解
を
い
た
だ
く
た
め

に
繰
返
し
に
な
る
が
、
敢
え
て
記
述
し
て
お
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

他
の
学
説
を
採
用
せ
ず
私
見
と
し
て
私
法
行
為
説
を
敢
え
て
採
用
す

る
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

２　

本
文
中
に
述
べ
た
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
る
両
性
説
の
見
解
は
、

私
法
上
の
和
解
に
よ
り
私
法
上
の
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
り
訴

訟
を
終
了
せ
し
め
る
行
為
が
訴
訟
上
の
和
解
で
あ
り
、
訴
訟
上
の
和

解
は
そ
の
両
側
面
・
両
性
性
を
も
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

訴
訟
を
終
了
せ
し
め
る
源
に
な
る
の
は
和
解
に
よ
る
私
法
上
の
紛
争

の
解
決
で
あ
り
、
そ
こ
に
訴
訟
終
了
の
原
因
が
あ
る
と
い
う
べ
き
な

の
で
あ
る
。
た
し
か
に
両
性
説
の
い
う
よ
う
に
訴
訟
上
の
和
解
は
両

性
性
を
有
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
よ
り
根
源
的
な
の
は
訴
訟
上
の
和

解
に
含
ま
れ
る
私
法
上
の
和
解
す
な
わ
ち
私
法
上
の
紛
争
の
解
決
な

の
で
あ
る
。
和
解
に
よ
る
紛
争
の
解
決
す
な
わ
ち
訴
訟
終
了
効
は
、

い
わ
ば
い
い
過
ぎ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
紛
争
の
解
決
の
返
射

的
効
果
な
の
で
あ
り
、
訴
訟
終
了
効
の
根
源
は
訴
訟
上
の
和
解
に
含

ま
れ
る
私
法
上
の
和
解
に
あ
り
、
私
法
上
の
紛
争
の
解
決
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
両
性
説
の
下
で
も
、
私

法
行
為
と
訴
訟
行
為
の
い
ず
れ
が
よ
り
根
源
的
効
力
か
と
い
え
ば
、

前
者
で
あ
っ
て
後
者
で
は
な
い
。

　

そ
し
て
こ
の
考
え
方
を
よ
り
発
展
的
に
考
察
す
れ
ば
、
訴
訟
上
の

和
解
に
お
け
る
よ
り
本
質
的
な
効
力
あ
る
い
は
側
面
は
私
法
行
為
で

あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
両
性
説
で
は

な
く
私
法
行
為
説
に
た
ど
り
つ
く
の
で
あ
る
。
両
性
説
は
訴
訟
終
了

の
合
意
と
い
う
訴
訟
行
為
的
側
面
を
も
訴
訟
上
の
和
解
の
要
素
に
入

れ
る
が
、
私
法
上
の
紛
争
が
解
決
す
れ
ば
、
訴
訟
終
了
の
合
意
が
な

く
て
も
、
実
体
関
係
に
触
れ
な
い
ま
ま
、
訴
却
下
を
す
る
よ
り
、
訴

訟
上
の
和
解
を
成
立
さ
せ
る
ほ
う
が
紛
争
を
実
体
的
に
解
決
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
紛
争
の
解
決
に
よ
り
実
質
的
に
適
し
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
訴
訟
終
了
効
を
認
め
て
し

か
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

前
記Rosenberg/Schw

ab/Gottw
ald

に
よ
れ
ば
、
両
性
説
を

通
説
と
し
て
位
置
づ
け
つ
つ
、
当
事
者
の
意
思
と
し
て
は
私
法
上
の

和
解
と
訴
訟
契
約
と
は
同
時
に
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に

両
性
説
が
正
し
い
と
い
う
。
問
題
は
両
者
が
同
時
に
締
結
さ
れ
る
が

ゆ
え
に
両
性
説
が
正
当
で
あ
る
と
い
う
時
間
的
な
点
に
重
要
性
が
あ

る
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
行
為
が
訴
訟
上
の
和
解
に
と
り
よ
り
本

質
的
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の

見
解
で
あ
る
。
私
見
で
あ
る
私
法
行
為
説
は
こ
の
点
に
そ
の
根
拠
が

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

３　

ニ
ー
チ
ェ
は
述
べ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
良
い
事
柄
は
遠
回
り

の
道
を
通
っ
て
、
目
的
へ
と
近
づ
い
て
い
く
」
と
。
私
の
「
和
解
の
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法
的
性
質
論
」
は
、
拙
著
「
訴
訟
上
の
和
解
の
研
究
」
の
第
一
章
中

で
日
独
両
国
に
お
い
て
全
く
異
端
と
も
考
え
ら
れ
、
現
在
で
も
そ
う

考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
私
法
行
為
説
に
立
っ
て
い

る
。
右
の
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
時
折
私
は
私
法
行
為

説
に
つ
い
て
の
確
信
が
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

私
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
の
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ト
教
授
と

こ
の
問
題
に
つ
い
て
折
に
ふ
れ
て
度
重
な
る
議
論
を
し
て
き
た
。
私

は
会
話
の
な
か
で
私
法
上
の
和
解
が
あ
る
か
ら
こ
そ
訴
訟
終
了
の
合

意
の
必
要
性
が
で
て
く
る
の
で
あ
り
和
解
の
重
点
は
前
者
に
あ
る
こ

と
を
強
調
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て

同
教
授
が
私
法
行
為
説
を
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ

の
通
説
は
両
性
説
で
あ
っ
て
も
私
法
行
為
的
側
面
と
訴
訟
行
為
的
側

面
の
両
面
性
の
な
か
で
前
者
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
後
者
の
必
要
性
が

で
て
く
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
併
存

説
で
も
両
性
説
で
も
こ
の
点
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考

え
方
を
伸
ば
せ
ば
私
法
行
為
説
に
行
き
着
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う

考
え
方
を
基
礎
に
し
て
、
訴
訟
終
了
の
合
意
の
要
否
を
考
え
る
と
こ

ろ
が
私
見
の
出
発
点
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
並
存
説
、

両
性
説
は
私
法
行
為
お
よ
び
訴
訟
行
為
の
い
ず
れ
が
よ
り
根
源
的
な

出
発
点
に
な
る
の
か
、
両
者
は
同
一
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
と

い
う
考
え
方
が
正
し
い
の
か
。
和
解
に
含
ま
れ
る
行
為
の
も
つ
両
面

性
を
全
く
対
等
の
も
の
と
み
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
前
述
の
ニ
ー

チ
ェ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
遠
回
り
の
道
を
行
く
こ
と
で
あ
り
、
私
に

は
遠
回
り
の
こ
の
道
を
通
っ
て
私
法
行
為
説
と
い
う
性
質
論
に
近
づ

い
た
と
い
う
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
れ
は
単

な
る
私
見
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
結
論
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う

「
良
い
事
柄
」
で
あ
る
の
か
否
か
、
今
日
な
お
性
質
論
決
定
と
い
う

目
的
に
近
づ
く
た
め
更
な
る
別
の
遠
回
り
の
道
半
ば
に
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
か
、
更
な
る
研
鑽
を
積
む
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
自

問
は
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
永
遠
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。

　

法
律
学
者
と
し
て
永
遠
の
ア
ポ
リ
ア
を
も
て
る
と
い
う
こ
と
は
ま

た
楽
し
か
ら
ず
や
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
孔
子
は
彼
の
有
名
な
文

言
と
し
て
「
朋
あ
り
、
遠
方
よ
り
来
る
、
亦
楽
し
か
ら
ず
や
」
と
述

べ
て
い
る
。唯
友
が
遠
方
よ
り
来
る
が
ゆ
え
に
楽
し
い
の
で
は
な
い
。

同
好
の
友
人
が
来
て
学
問
に
つ
い
て
互
い
に
論
じ
合
う
、
そ
れ
は
一

段
と
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
意
味
で
あ
る（
貝
塚
茂
樹「
論

語
」
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
二
年
、
二
五
頁
）。
和
解
に
つ
い

て
最
も
多
く
の
議
論
を
交
わ
し
た
の
は
、指
導
教
授
の
故
宮
崎
澄
夫
、

伊
東
乾
の
両
先
生
、加
え
て
ド
イ
ツ
人
と
し
て
は
ラ
イ
ポ
ル
ト
教
授
、

プ
リ
ュ
ッ
テ
ィ
ン
グ
教
授
で
あ
る
。
今
日
で
も
そ
の
思
い
出
は
尽
き

な
い
。
こ
こ
に
記
し
て
各
教
授
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。


