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訴訟上の和解の効用と弊害

一　

序
説

二　

訴
訟
上
の
和
解
の
隆
盛
と
和
解
積
極
論

三　

訴
訟
上
の
和
解
と
そ
の
他
一
般
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
の
関
係

四　

和
解
過
程
に
お
け
る
心
証
形
成
の
問
題

五　

和
解
と
裁
判
所
な
い
し
弁
護
士
の
省
力
化

六　

出
井
論
文
に
お
け
る
謙
抑
的
和
解
論

七　

和
解
謙
抑
論
の
評
価

八　

結
語

一　

序
説

　

本
稿
は
、
那
須
弘
平
著
「
謙
抑
的
和
解
論
︱
︱
和
解
の
判
決
手
続

に
与
え
る
影
響
を
中
心
に
し
て
︱
︱
」
木
川
統
一
郎
博
士
古
稀
祝
賀

論
文
集
『
民
事
裁
判
の
充
実
と
促
進
』
上
巻
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、

一
九
九
四
年
五
月
）
六
九
二
頁
以
下
（
以
下
、
那
須
論
文
と
略
す
。

こ
の
論
文
は
後
に
刊
行
さ
れ
た
、
那
須
弘
平
著
『
民
事
訴
訟
と
弁
護

士
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
一
年
四
月
）
一
九
三
頁
以
下
に
収
録
。
本

稿
の
那
須
説
引
用
は
後
者
に
よ
る
）、
お
よ
び
出
井
直
樹
著
「
訴
訟

研
究
ノ
ー
ト

訴
訟
上
の
和
解
の
効
用
と
弊
害

︱
︱
主
と
し
て
那
須
弘
平
論
文
及
び
出
井
直
樹
論
文
を
読
ん
で
︱
︱石　

　

川　
　
　
　

明
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上
の
和
解
を
ど
う
考
え
る
か
」
小
島
武
司
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

『
民
事
司
法
の
法
理
と
政
策
・
上
巻
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
八

月
）
六
三
頁
（
以
下
「
出
井
論
文
」
と
略
す
）
を
読
ん
で
私
見
を
若

干
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
、
単
に
「
和

解
」
と
い
う
場
合
は
訴
訟
上
の
和
解
を
指
す
。
私
は
二
〇
一
二
年
六

月
、
拙
著
『
訴
訟
上
の
和
解
︱
︱
そ
の
輓
近
理
論
︱
︱
』
信
山
社

（
以
下
「
石
川
・
前
掲
書
」
と
略
す
）
を
刊
行
し
た
。
同
書
は
私
が

愛
知
学
院
大
学
法
科
大
学
院
在
職
中
（
二
〇
〇
六
～
二
〇
一
〇
年
）

に
同
大
学
の
機
関
誌
「
法
学
研
究
」
に
「
研
究
ノ
ー
ト
」
と
し
て
執

筆
し
た
論
稿
を
中
心
に
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
近
時

の
和
解
論
の
す
べ
て
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
間
の
関

係
上
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
論
点
も
多
い
。
今
後
、
徐
々
に
そ
れ

ら
に
つ
い
て
も
私
見
を
述
べ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
経

緯
に
つ
い
て
は
、
石
川
・
前
掲
書
の
序
文
に
お
い
て
若
干
言
及
し
て

お
い
た
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
同
書
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
な

か
っ
た
論
点
や
あ
る
い
は
取
り
上
げ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
論
点
に
も

言
及
す
べ
き
問
題
点
や
論
稿
も
数
多
い
。
逆
に
本
稿
の
内
容
は
、
前

記
両
論
文
に
関
連
し
て
い
る
た
め
に
、
石
川
・
前
掲
書
と
重
複
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
は
、
は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
更
に
同
書
に
お
い
て
言
及
は
し
て
い
る
も
の
の
、
言

及
の
内
容
が
不
十
分
で
、
若
干
な
り
と
も
補
足
し
て
お
き
た
い
部
分

が
あ
る
た
め
に
本
稿
に
お
い
て
改
め
て
言
及
し
た
こ
と
も
お
断
り
し

て
お
き
た
い
。

二　

訴
訟
上
の
和
解
の
隆
盛
と
和
解
積
極
論

　

１　

私
は
石
川
・
前
掲
書
第
１
章
に
お
い
て
和
解
積
極
論
を
展
開

し
た
。
出
井
論
文
の
１
に
お
い
て
私
の
関
心
を
引
く
の
は
、「
米
国

で
は
、
判
決
権
限
を
有
す
る
裁
判
官
が
日
本
の
よ
う
に
積
極
的
に
和

解
を
仲
介
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
和
解
協
議
の
機
会
を
設
け
て
当
事

者
間
で
交
渉
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
判
決
権
限
を
も
つ
裁
判
官
と
は

別
の
裁
判
官
が
和
解
を
仲
介
す
る
場
合
が
多
い
」
と
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
（
六
七
頁
お
よ
び
六
九
頁
注
５
）。

　

私
は
か
な
り
以
前
よ
り
訴
訟
担
当
裁
判
官
が
和
解
を
勧
試
し
和
解

手
続
を
進
め
る
こ
と
に
つ
い
て
反
対
し
、
こ
の
点
で
前
記
の
ア
メ
リ

カ
の
遣
り
方
に
つ
い
て
は
大
い
に
賛
成
し
た
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
石
川
・
前
掲
書
第
６
章
第
２
節
、
更
に
古
く
は
「
和
解
裁
判
官

と
訴
訟
裁
判
官
の
役
割
衝
突
」
拙
著
『
民
事
法
の
諸
問
題
』（
一
粒

社
、
一
九
八
七
年
、
後
に
拙
著
『
民
事
手
続
法
評
論
集
』（
信
山
社
、

二
〇
一
三
年
）
四
〇
頁
以
下
に
収
録
）
二
八
九
頁
以
下
お
よ
び
拙
稿

「D
ieter Leipold

教
授
講
演
「
調
停
・
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
民

事
訴
訟
」
を
聞
い
て
」
判
タ
一
三
八
九
号
六
四
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
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た
い
）。

　

か
つ
て
行
わ
れ
て
い
た
弁
論
兼
和
解
と
い
う
手
続
が
あ
っ
た
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
当
該
同
一
期
日
に
お
い
て
は
、
訴
訟
に
お

け
る
弁
論
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
同
時
に
和
解
手
続

を
兼
ね
て
い
る
以
上
、
当
該
期
日
に
行
わ
れ
た
心
証
形
成
は
双
方
の

手
続
に
共
通
の
も
の
に
な
り
、
そ
の
心
証
は
和
解
手
続
の
な
か
で
も

ま
た
判
決
手
続
の
な
か
で
も
共
通
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
も

不
思
議
は
な
い
。
当
該
兼
用
期
日
に
形
成
さ
れ
た
心
証
は
和
解
に
お

い
て
の
み
な
ら
ず
、
和
解
不
調
後
の
判
決
手
続
に
お
い
て
も
活
用
で

き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
原
則
的
に
い
え
ば
、
判
決
手
続

は
公
開
、
和
解
手
続
は
非
公
開
な
の
で
あ
る
か
ら
、
弁
論
兼
和
解
と

い
う
期
日
を
開
い
て
行
う
手
続
は
本
来
違
法
な
の
で
は
な
い
か
、
と

私
は
考
え
て
い
る
。
弁
論
兼
和
解
と
い
う
手
続
は
本
来
違
法
な
手
続

で
あ
る
。
そ
れ
は
弁
論
手
続
で
あ
っ
て
、
和
解
は
こ
れ
と
は
区
別
し

た
手
続
で
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
依
然
と
し
て
、
訴

訟
裁
判
官
と
和
解
裁
判
官
と
の
役
割
分
担
の
衝
突
の
問
題
は
残
る
と

い
う
考
え
方
が
正
当
で
あ
る
。
弁
論
兼
和
解
手
続
で
形
成
さ
れ
た
心

証
は
弁
論
と
し
て
も
和
解
に
お
い
て
も
利
用
で
き
る
と
い
う
の
は
、

違
法
で
あ
り
且
つ
便
宜
的
な
取
扱
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

出
井
論
文
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
遣
り
方
、
す
な
わ
ち

和
解
裁
判
官
と
訴
訟
裁
判
官
は
区
別
す
る
と
い
う
方
法
は
合
理
的
な

も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
・
前
掲
書

第
６
章
第
２
節
）。

　

２　

更
に
出
井
論
文
八
八
頁
は
、
わ
が
国
の
裁
判
官
の
間
に
か
つ

て
の
和
解
消
極
論
か
ら
脱
却
し
て
現
在
は
和
解
積
極
論
が
定
着
し
て

い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
と
し
て
は
、

草
野
芳
郎
『
和
解
技
術
論
・
第
２
版
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
六

月
）
一
四
頁
以
下
お
よ
び
後
藤
勇
・
藤
田
耕
三
編
『
訴
訟
上
の
和
解

の
理
論
と
実
務
』（
西
神
田
編
集
室
、
一
九
八
七
年
一
一
月
）
二
一

頁
以
下
が
あ
る
。
私
見
は
石
川
・
前
掲
書
六
頁
に
お
い
て
も
和
解
積

極
論
に
賛
成
し
て
い
る
。
た
だ
こ
こ
で
お
断
り
し
て
お
き
た
い
こ
と

が
あ
る
。
私
見
は
一
方
で
和
解
の
も
つ
効
用
や
意
義
を
認
め
つ
つ
、

他
方
で
そ
れ
に
傾
斜
し
す
ぎ
る
こ
と
の
危
険
性
も
説
い
て
い
る
点
が

単
な
る
積
極
論
と
異
な
る
点
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
点
、
私
見
は
両
者
の
中
間
説
と
で
も
い
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
危
険
性
と
は
那
須
弘
平
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
謙
抑
的
和
解

論
」
の
立
場
（
那
須
・
前
掲
書
一
九
三
頁
以
下
）
で
あ
る
。
和
解
に

は
裁
判
所
が
関
与
な
い
し
主
導
し
て
い
る
だ
け
に
、
場
合
に
よ
っ
て

は
心
証
開
示
に
よ
る
間
接
強
制
的
要
素
が
加
わ
る
危
険
性
が
あ
り
、

そ
れ
が
和
解
の
任
意
的
合
意
性
を
多
少
な
り
と
も
損
な
う
こ
と
に
な

る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
結
果
判
決
と
比
較
し
て
勝
訴
に
期
待
し

た
当
事
者
に
不
満
を
残
す
こ
と
（
司
法
へ
の
不
信
）、
そ
し
て
そ
の
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こ
と
は
国
民
の
遵
法
意
識
を
失
わ
せ
か
ね
な
い
こ
と
等
々
の
論
点
を

残
し
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
更
に

い
え
ば
、
和
解
が
判
決
と
比
較
し
て
司
法
の
負
担
軽
減
や
司
法
の
省

力
化
、
代
理
人
（
弁
護
士
）
の
省
力
化
に
つ
な
が
る
こ
と
が
目
的
化

し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
性
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
点
も
指
摘
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
裁
判
所
が
司
法
の
規
模

を
適
正
な
と
こ
ろ
ま
で
拡
大
す
る
努
力
を
欠
き
な
が
ら
他
方
で
数
多

く
の
訴
訟
事
件
の
解
決
に
向
け
て
和
解
を
以
て
対
応
し
よ
う
と
す
る

こ
と
は
、
仮
り
に
そ
こ
か
ら
若
干
な
り
と
も
強
制
的
要
素
が
加
わ
る

場
合
、
憲
法
三
二
条
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
に
も
関
係
す
る

問
題
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
は
こ
れ
ま
で
も
私
が
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
き
た
点
で
あ
る
。

三　

訴
訟
上
の
和
解
と
そ
の
他
一
般
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
の

関
係

　

出
井
論
文
は
第
３
節
に
お
い
て
（
七
〇
～
七
一
頁
）、
訴
訟
上
の

和
解
は
単
な
る
和
解
で
は
な
く
、
判
決
権
限
を
有
す
る
裁
判
官
が
仲

介
す
る
点
に
特
色
が
あ
り
、
そ
こ
が
一
般
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
異
な
る
点
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
こ
の
相
違
の
指

摘
は
説
得
力
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
多
く
の
学
説
が
こ
れ
に
賛
同
し

て
い
る
。
現
実
的
に
は
両
者
の
相
違
の
指
摘
は
正
当
で
あ
る
と
評
価

さ
れ
よ
う
。
こ
の
点
は
那
須
論
文
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。
た
だ
私
見
と
し
て
は
以
下
の
点
を
理
念
論
と
し
て

そ
の
当
否
の
検
討
は
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
た
し
か

に
和
解
に
あ
っ
て
は
判
決
す
べ
き
裁
判
官
が
和
解
を
仲
介
す
る
た
め

に
も
っ
ぱ
ら
和
解
を
取
扱
う
（
和
解
裁
判
官
制
度
を
設
け
る
な
ら
別

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
・
判
タ
論
文
六
四
頁
以
下
参

照
）、
訴
訟
担
当
裁
判
官
が
和
解
に
お
い
て
そ
の
心
証
を
開
示
す
る

こ
と
は
当
事
者
に
と
り
和
解
締
結
に
つ
き
心
理
的
な
圧
力
に
な
る
旨

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
他
一
般
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
あ
っ
て
は
そ
の
よ

う
な
間
接
強
制
的
要
素
は
存
在
し
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
立
法

論
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
和
解
を
受
訴
裁
判
所
に
で

は
な
く
、
そ
れ
を
構
成
し
て
い
な
い
別
の
裁
判
官
（
別
に
和
解
裁
判

官
制
度
を
設
け
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
受
託
裁
判
官
に
委
ね

る
と
い
う
工
夫
）
に
担
当
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
本
稿
第

二
節
参
照
）
こ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
私
見

に
よ
る
と
、
そ
の
他
一
般
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
お
い
て
も
機
関
が
提
示
す
べ

き
試
案
、
あ
る
い
は
解
決
条
項
の
基
本
は
、
本
来
則
法
的
な
も
の
で

あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
譲
歩
を
合
理
的
な
範

囲
に
と
ど
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ベ
ー
シ
ッ
ク
に
則
法
性
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
和
解
も
そ
の
他
の
一
般
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
も

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
共
通
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
て
い
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る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
促
進
法
六
条
で
は
法
務
大
臣
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
認
証
機

関
で
あ
る
だ
け
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
よ
る
紛
争
解
決
は
則
法
性
を
ベ
ー

ス
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
和
解
と

そ
の
他
一
般
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
で
は
則
法
性
と
い
う
点
で
程
度
の
差
こ
そ

あ
れ
共
通
性
が
あ
り
、
こ
の
面
で
は
両
者
の
間
に
異
質
性
が
な
い
と

も
い
え
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
和
解
は
他
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
異
な
り
、

判
決
裁
判
所
が
扱
う
だ
け
に
そ
れ
だ
け
の
心
理
的
圧
力
が
当
事
者
に

与
え
ら
れ
る
と
い
う
相
違
点
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
訴

訟
上
の
和
解
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
間
接
強
制
性
は
あ
る
程
度
現
実

問
題
と
し
て
存
在
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
間
接
強
制
性
を
あ

ま
り
に
も
強
調
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
し
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
則
法
性
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
側
面
か
ら
み
る
と
、
出
井
説
の

説
く
両
者
の
相
違
性
を
あ
ま
り
に
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
若
干
の
疑
問
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

そ
の
他
一
般
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
認
証
に
あ
た
り
弁
護
士
と
い
う
法

律
家
が
入
ら
な
い
ま
ま
に
認
証
す
る
こ
と
は
法
律
上
許
さ
れ
な
い
と

ま
で
は
い
い
き
れ
な
い
が
、
現
実
問
題
と
し
て
特
段
の
事
情
の
な
い

限
り
弁
護
士
を
排
除
し
た
機
関
を
認
証
す
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
取

扱
う
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
私
は
考
え
て
い
る
。

　

強
制
性
が
和
解
の
任
意
的
な
自
主
性
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ

う
裁
判
所
も
代
理
人
（
弁
護
士
）
も
最
大
限
の
努
力
を
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
が
不
足
し
て
い
る
が
故
に
和
解
の
統
計
的
事

実
調
査
の
結
果
か
ら
み
て
和
解
当
事
者
の
な
か
に
和
解
に
よ
る
よ
り

も
判
決
を
し
て
も
ら
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
と
い
う
数
字
が
出
て
く
る

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
裁
判
所
の
殊
に
主
要
事
実
に
つ
い
て
の
心

証
開
示
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
し
、
代
理
人
は
そ
れ
を
根
拠
に
当

事
者
を
説
得
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
裁
判
所

と
し
て
は
心
証
開
示
と
い
う
よ
り
も
釈
明
程
度
に
と
ど
め
る
べ
き
で

は
な
い
か
と
思
う
。

四　

和
解
過
程
に
お
け
る
心
証
形
成
の
問
題

　

出
井
論
文
七
四
頁
は
、
和
解
の
進
行
過
程
に
お
け
る
裁
判
官
の
心

証
形
成
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
訴
訟
に
お
け
る
心
証
形
成
は
公

開
・
対
席
の
適
法
な
訴
訟
手
続
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
が
、
和
解
に
お
け
る
心
証
形
成
は
非
公
開
で
多
く
の
場
合
交
互
型

（
対
席
型
の
場
合
も
あ
る
）
且
つ
無
方
式
に
行
わ
れ
る
。
そ
こ
で
形

成
さ
れ
た
心
証
が
和
解
不
成
立
後
の
訴
訟
の
審
理
に
影
響
す
る
と
い

う
懸
念
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
七
二
頁
）。
私
が
既
に
以
前
に
こ
の
点

に
関
す
る
疑
問
を
呈
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
（
本
稿
第
二

節
参
照
）。
出
井
論
文
の
懸
念
に
は
賛
成
で
あ
る
。
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五　

和
解
と
裁
判
所
な
い
し
弁
護
士
の
省
力
化

　

更
に
出
井
論
文
は
、
事
実
的
法
的
に
困
難
な
判
断
を
避
け
よ
う
と

す
る
裁
判
官
の
省
力
的
志
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
点
を
指
摘
し

て
い
る
（
七
六
頁
）。
裁
判
官
の
省
力
化
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
も
私
見
が
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
省
力
化
す
る
ま
で

も
な
く
判
決
は
す
ぐ
に
で
も
書
け
る
が
、
判
決
に
な
い
和
解
の
メ

リ
ッ
ト
を
考
慮
し
て
、
敢
え
て
和
解
を
進
め
る
場
合
も
勿
論
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
省
力
化
と
は
い
え
な
い
取
扱
い
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
場
合
に
省
力
化
の
批
判
が
あ
た
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
例
外
的

な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

和
解
は
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
に
と
っ
て
も
省
力
化
と
一
種
の

免
責
的
効
果
を
も
つ
。
免
責
的
効
果
と
い
う
の
は
、
当
事
者
が
本
来

勝
訴
の
自
信
を
も
っ
て
訴
え
を
提
起
し
な
が
ら
予
想
に
反
し
て
敗
訴

す
る
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
和
解
はw

in-w
in

の
解
決
と
い
う
が
勝
訴
を
確
信
す
る
当
事
者
に
と
っ
て
は
譲
歩
し
た

分
はloss

で
あ
り
、
和
解
は
実
はw

in-loss

の
結
果
に
終
わ
る
こ

と
も
多
い
が
、
当
該
当
事
者
が
和
解
条
項
に
つ
い
て
任
意
に
合
意
し

た
点
に
認
め
ら
れ
る
代
理
人
の
免
責
的
効
果
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
場
合
を
考
え
る
と
、
勝
訴
の
自
信
の
あ
る
当
事
者
と
し
て

は
、
止
む
を
得
ず
和
解
の
合
意
を
し
た
が
、
訴
訟
を
和
解
で
は
な
く

判
決
に
よ
っ
て
終
了
さ
せ
た
か
っ
た
と
の
不
満
を
も
つ
の
は
当
然
で
、

そ
れ
は
調
査
の
結
果
に
も
出
て
く
る
こ
と
必
定
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
も
含
め
て
、
よ
く
い
わ
れ
る
和
解
の
も
つ
メ

リ
ッ
ト
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
和
解
の
も
つ
メ
リ
ッ
ト
と

い
わ
れ
る
論
点
の
指
摘
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
那
須
・
前
掲
書

二
〇
九
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
原
告
・
被
告
間
の
人
間
関
係
の

維
持
、
上
訴
の
手
間
の
省
力
や
コ
ス
ト
の
削
減
、
裁
判
所
・
代
理
人

の
省
力
、
そ
れ
ら
に
伴
う
司
法
コ
ス
ト
の
削
減
等
々
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
を
重
視
し
す
ぎ
る
こ
と
は
場
合
に
よ
っ
て
は
司
法
に

対
す
る
不
信
を
招
き
、
任
意
の
合
意
性
を
本
質
と
す
る
和
解
の
本
質

を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と

は
和
解
消
極
論
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
特
に
那
須
・

前
掲
書
二
一
〇
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
出
井
論
文
七
一
頁
が
和

解
と
そ
の
他
一
般
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
の
乖
離
的
相
違
論
と
し
て
前
者
の
手

続
進
行
者
が
判
断
者
で
あ
る
裁
判
所
で
あ
る
の
に
後
者
は
さ
に
非
ず

と
し
て
両
者
の
間
に
大
き
な
差
を
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
現
実
問
題

と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
も
後
述
す
る
。
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六　

出
井
論
文
に
お
け
る
謙
抑
的
和
解
論

　

出
井
論
文
八
七
頁
以
下
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
こ
の
点
は

那
須
説
を
な
ぞ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。「
裁
判
上
の
和
解
の
隆
盛
は
、

個
別
の
事
件
に
つ
い
て
一
般
的
な
法
を
発
見
し
こ
れ
を
適
用
し
て
裁

判
す
る
と
い
う
民
事
訴
訟
の
本
質
を
蝕
む
と
い
う
危
険
性
を
は
ら
む
。

そ
し
て
そ
れ
は
民
事
司
法
シ
ス
テ
ム
全
体
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
や
裁
判
外
の
相

対
交
渉
に
よ
る
和
解
も
含
む
）
の
観
点
か
ら
考
え
て
も
、
マ
イ
ナ
ス

で
あ
る
。
訴
訟
は
、
民
事
司
法
シ
ス
テ
ム
の
核
と
な
る
部
分
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
の
和
解
の
隆
盛
と
そ
れ
を
支
え
る
積
極
的
和
解
観
の
完

成
・
定
着
は
シ
ス
テ
ム
の
核
が
溶
解
し
て
い
く
危
険
性
が
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
」
と
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
私
見
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
民
事
紛
争
は

本
来
そ
れ
が
自
主
的
に
当
事
者
間
で
解
決
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
民
事
紛
争
解
決
の
原
則
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら

み
れ
ば
、
和
解
積
極
説
は
誤
り
で
は
な
い
。
問
題
は
司
法
が
判
決
に

よ
る
こ
と
な
く
裁
判
所
が
関
与
し
て
当
事
者
に
何
ほ
ど
の
強
制
的
要

素
を
伴
っ
て
解
決
を
押
し
つ
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
和
解
は
あ
く
ま
で
も
当
事
者
間
の
任
意
の
合
意
な

の
で
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
る
心
証
開
示
は
和
解
の
成
立
に
向
け
て
の

間
接
強
制
的
要
素
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
。
統
計
的
に
み
て
も
和
解
当

事
者
が
和
解
の
結
果
に
満
足
し
な
い
こ
と
が
あ
り
、
判
決
を
し
て
も

ら
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
と
感
じ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
い
う
の
は
、

歓
迎
す
べ
か
ら
ざ
る
状
況
で
あ
る
。
和
解
の
成
立
が
間
接
強
制
的
要

素
を
多
少
な
り
と
も
有
す
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
前
記
の
出
井

説
は
合
理
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

和
解
積
極
論
に
つ
い
て
は
一
つ
の
別
の
観
点
を
指
摘
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
訴
訟
の
効
率
的
処
理
の
た
め
に
司
法
制
度
や
訴

訟
法
の
そ
れ
に
向
け
た
改
正
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

も
私
が
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
面
で
い

く
ら
改
革
に
つ
と
め
て
も
そ
れ
に
は
自
ら
限
界
が
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
大
量
の
訴
訟
の
処
理
に
対
応
し
き

れ
て
い
な
い
小
さ
な
司
法
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
で
は
な
く
、

適
正
規
模
に
ま
で
そ
の
容
量
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ

司
法
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
課
題
が
現
状

で
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。「
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
各
種
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
設
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
が
充
実
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
和
解
、
調
停
等
裁
判
所
内
に
お
け
る

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
ほ
か
そ
の
他
一
般
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
る
紛
争
の
解
決
制
度
の

も
つ
意
味
は
認
め
る
に
し
て
も
、
現
在
ま
た
は
将
来
の
訴
訟
社
会
化
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に
対
応
す
る
た
め
に
司
法
の
規
模
を
適
正
規
模
へ
拡
大
す
る
政
策
を

蔑
ろ
に
し
て
お
い
た
ま
ま
、
そ
の
欠
点
を
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
以
て
補
え
ば
よ

い
と
い
う
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
訴
訟
社
会
化
へ
の
対
応
は
司
法

の
適
正
規
模
へ
と
い
う
対
応
こ
そ
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
私
見
は

Ａ
Ｄ
Ｒ
そ
の
も
の
の
も
つ
本
来
的
効
用
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
訴
訟
制
度
の
規
模
を
適
正
化
す
る
こ
と
な
く
、
不
足
分
を
Ａ
Ｄ

Ｒ
に
逃
げ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ

る
。

七　

和
解
謙
抑
論
の
評
価

　

那
須
論
文
は
二
つ
の
観
点
か
ら
判
決
手
続
と
和
解
手
続
の
分
離
を

説
い
て
い
る
。
第
一
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
判

決
手
続
を
充
実
さ
せ
迅
速
に
解
決
す
る
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
五

月
雨
型
期
日
指
定
も
、
直
列
方
式
に
よ
る
和
解
期
日
の
指
定
も
、
和

解
目
的
で
の
『
争
点
整
理
』
も
、
大
い
に
問
題
が
あ
る
。
判
決
形
成

の
作
業
の
中
に
和
解
目
的
の
作
業
が
混
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
決

手
続
が
弛
緩
し
、
判
決
ま
で
の
期
日
の
遷
延
の
原
因
と
な
る
の
で
あ

る
」（
二
〇
四
頁
）。
第
二
に
、「
和
解
手
続
中
で
得
ら
れ
た
心
証
の

判
決
手
続
形
成
へ
の
流
用
の
問
題
は
こ
れ
と
は
や
や
趣
を
異
に
す
る

が
、
当
事
者
及
び
代
理
人
か
ら
の
心
証
は
口
頭
弁
論
期
日
の
枠
の
な

か
で
形
成
す
る
と
い
う
原
則
を
風
化
さ
せ
、
結
局
は
判
決
手
続
の
弛

緩
を
も
た
ら
す
点
で
共
通
す
る
」（
二
〇
四
頁
）
と
さ
れ
る
。
そ
し

て
更
に
加
え
て
「
こ
の
よ
う
な
弊
害
は
判
決
手
続
と
和
解
手
続
と
が

未
分
離
で
、
な
い
交
ぜ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
両

者
を
区
別
し
、
判
決
手
続
の
純
粋
性
と
効
率
性
を
確
保
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
」（
二
〇
四
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

新
民
事
訴
訟
法
の
下
で
は
い
わ
ゆ
る
五
月
雨
式
期
日
指
定
方
式
は

改
善
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
い
う
点
で
は
上
記
第
一
点
の
懸
念

は
解
消
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
第
二
点
の
指
摘
は
か
つ
て
私

見
が
述
べ
た
よ
う
に
依
然
と
し
て
あ
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ

こ
で
那
須
論
文
は
、
上
記
第
一
、
第
二
の
両
点
か
ら
「
こ
の
よ
う
な

弊
害
は
、
判
決
手
続
と
和
解
手
続
が
未
分
離
で
、
な
い
交
ぜ
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
両
者
を
区
別
し
、
判
決
手
続
の
純

粋
性
と
効
率
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」（
二
〇
四
頁
）

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
私
見
と
全
く
共
通
し
て
い
る
。

但
し
、
那
須
論
文
に
お
い
て
は
和
解
手
続
と
判
決
手
続
と
の
区
別
の

方
法
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
私
見
は
立
法
論
に
よ
ら
ざ

る
を
え
な
い
と
考
え
る
（
石
川
・
前
掲
書
第
６
章
第
２
節
お
よ
び
石

川
・
判
タ
前
掲
論
文
参
照
）。

　

し
か
し
そ
う
説
か
れ
な
が
ら
反
面
、
和
解
裁
判
官
と
判
決
裁
判
官

が
同
一
で
あ
る
こ
と
の
利
点
を
強
調
さ
れ
る
。
那
須
論
文
二
〇
三
頁
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に
は
、「
和
解
手
続
に
お
け
る
心
証
の
影
響
を
、
完
全
に
断
ち
切
る

た
め
に
は
、
和
解
を
主
張
す
る
裁
判
官
と
判
決
手
続
を
行
う
裁
判
官

を
別
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
和
解
手
続
を
行
う
裁
判

官
が
判
決
を
書
か
な
い
と
す
る
と
、
和
解
を
ま
と
め
る
た
め
に
必
要

な
影
響
力
な
い
し
説
得
力
を
失
う
と
い
う
別
の
問
題
が
生
じ
る
。
是

非
は
別
と
し
て
、
訴
訟
上
の
和
解
の
最
大
の
特
徴
は
、
判
決
の
結
果

を
見
据
え
て
裁
判
官
が
強
力
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
、
和
解
に
漕
ぎ

付
け
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
判
決
を
担
当
す
る
裁
判
官
が
和
解
を
も

担
当
す
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
影
響
力
が
な
く
な

る
と
、
調
停
と
区
別
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
、
和
解
手

続
き
と
判
決
手
続
き
と
で
担
当
す
る
裁
判
官
を
別
に
す
る
と
い
う
案

の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
や
や
疑
問
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
二
〇
三

頁
）。

　

以
上
の
指
摘
か
ら
み
る
と
、
判
決
裁
判
官
と
和
解
裁
判
官
と
を
分

け
る
べ
き
か
否
か
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
解
答
の
ベ
ク
ト
ル
は
異

な
る
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
見
は
二
つ
の
異
な
る
方
向
性

に
統
一
性
を
与
え
る
た
め
に
判
決
裁
判
官
と
和
解
裁
判
官
を
別
に
す

る
と
い
う
点
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
証
の
形
成
と
い
う
点

で
も
、
ま
た
和
解
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
強
制
的
要
素
が
あ
っ
て
も

い
け
な
い
と
い
う
観
点
を
考
え
る
。

　

私
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
私
的
紛
争
は
裁
判
所
を
煩

わ
せ
る
こ
と
な
く
、
自
主
的
に
解
決
で
き
れ
ば
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
く
自
発
的
に
紛
争
を
当
事
者

間
で
解
決
す
る
こ
と
は
本
来
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

訴
訟
係
属
後
で
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
和
解
の
当
事
者
の

な
か
に
和
解
内
容
に
不
満
が
あ
り
、
判
決
を
も
ら
っ
た
方
が
よ
か
っ

た
と
感
じ
る
当
事
者
の
割
合
が
比
較
的
高
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
和
解
が
本
当
の
意
味
で
自
主
的
な
紛
争
解
決

に
な
っ
て
お
ら
ず
、
裁
判
所
や
代
理
人
た
る
弁
護
士
の
説
得
に
若
干

な
り
と
も
強
制
的
要
素
を
含
む
解
決
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
和
解
を
主
催
す
る
判
決
裁
判
所
を
構
成
し
て
い
る
裁
判
官

が
和
解
条
項
を
示
す
よ
う
な
場
合
、
当
事
者
は
裁
判
所
の
和
解
条
項

な
い
し
調
整
に
若
干
な
り
と
も
強
制
的
要
素
を
感
じ
る
こ
と
が
多
い

の
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
心
証
を
開
示
さ
れ
て
実
質
上
そ
れ
が
間
接
強

制
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

私
が
当
事
者
に
判
決
裁
判
所
に
対
す
る
心
証
開
示
請
求
権
、
判
決
裁

判
所
に
つ
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
義
務
を
認
め
な
い
（
石
川
・
前
掲

書
第
６
章
第
３
節
）
の
は
そ
の
よ
う
な
点
に
根
拠
の
一
つ
が
あ
る
。

裁
判
所
が
和
解
条
項
を
調
整
し
た
り
和
解
条
項
を
示
し
た
り
す
る
が

故
に
当
事
者
の
和
解
に
お
け
る
任
意
的
合
意
性
が
奪
わ
れ
る
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
許
さ
れ
な
い
。
主
張
事
実
に
つ
い
て
の
心
証
開
示
は
そ
の

よ
う
に
機
能
す
る
が
故
に
、
こ
の
よ
う
な
和
解
の
方
法
が
許
さ
れ
な
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い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
意
味
で
の
謙
抑
性
は
あ
っ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

な
お
、
心
証
開
示
な
し
に
和
解
条
項
を
示
し
た
り
、
調
整
し
た
り

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
の
反
論
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

逆
に
主
要
事
実
に
関
す
る
心
証
開
示
は
和
解
の
成
立
へ
の
強
制
に
な

る
と
い
う
側
面
が
強
い
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
心
証
開
示
に
い
た

ら
な
い
ま
で
も
、
和
解
条
項
の
説
明
を
通
し
て
当
事
者
や
代
理
人

（
弁
護
士
）
は
裁
判
所
の
心
証
は
あ
る
程
度
の
確
度
を
も
っ
て
推
量

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
る
し
、
ま
た
提
案
さ
れ
た
和
解
条
項

に
対
す
る
説
明
か
ら
心
証
を
得
る
こ
と
は
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
す

れ
ば
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
で
て
く
る
と
こ
ろ
か

ら
考
え
て
も
、
判
決
裁
判
所
と
和
解
裁
判
所
は
分
離
す
べ
き
な
の
で

あ
ろ
う
。

　

事
実
関
係
、
法
律
関
係
を
承
知
し
て
い
る
判
決
裁
判
所
で
あ
る
が

故
に
改
め
て
和
解
を
別
の
裁
判
体
に
委
ね
る
こ
と
は
不
経
済
で
あ
る

と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
が
、

和
解
の
も
つ
任
意
的
合
意
性
の
維
持
、
あ
る
い
は
和
解
手
続
で
得
ら

れ
た
心
証
を
判
決
裁
判
体
に
委
ね
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
も
多
少
の

不
経
済
に
は
目
を
瞑
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
立
法
的
措
置
を
と
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

　

訴
訟
上
の
和
解
が
裁
判
所
の
本
来
的
使
命
で
あ
る
判
決
手
続
の
妨

げ
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
は
貴
重
で
あ
る
。
し
か
し
現

行
民
訴
法
が
和
解
に
つ
い
て
二
六
四
条
、
二
六
五
条
と
い
う
二
つ
の

条
文
を
加
え
た
こ
と
に
よ
り
、
訴
訟
上
の
和
解
を
旧
民
訴
法
以
上
に

重
視
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
和
解
が
い

た
ず
ら
に
訴
訟
手
続
を
遅
延
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
謙
抑
論
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
行
民
訴
法
上
、
訴
訟
上
の
和
解
に
お
け

る
判
決
裁
判
所
の
心
証
開
示
に
よ
る
強
制
的
要
素
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
も
ま
た
確
か
な
の
で
あ
ろ
う
（
石
川
・
前
掲
書
第
１
章
第

１
節
）。
和
解
に
お
け
る
心
証
は
代
理
人
や
当
事
者
が
自
ら
の
責
任

に
お
い
て
判
断
し
本
来
裁
判
所
に
開
示
請
求
す
べ
き
も
の
で
は
な
い

し
、
裁
判
所
も
開
示
す
べ
き
で
は
な
く
、
な
せ
ば
釈
明
程
度
と
し
、

訴
訟
の
進
行
や
和
解
の
交
渉
の
な
か
か
ら
代
理
人
や
当
事
者
が
引
き

出
す
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
判
決
の
前
倒
し
を
す
べ
き
で
は
な
い
。

八　

結
語

　

本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
以
下
の
付
言
を
加
え
て
お
き
た
い
。
既

述
の
通
り
和
解
に
よ
る
法
的
紛
争
解
決
に
つ
い
て
私
は
消
極
説
を
排

し
積
極
説
に
近
い
中
間
説
を
採
用
し
て
い
る
。
無
条
件
の
積
極
説
に

対
し
て
は
裁
判
所
も
代
理
人
も
和
解
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
当
事
者

の
合
意
の
任
意
性
を
損
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
と
批
判
し
た
い
。



45

訴訟上の和解の効用と弊害

そ
の
成
立
に
あ
た
り
、
い
さ
さ
か
も
当
事
者
に
対
す
る
強
制
的
要
素

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。w

in-w
in

の
関
係
と
い
え
ば
い
か
に
も
聞

こ
え
が
よ
い
が
、
和
解
の
当
事
者
の
な
か
に
は
か
な
りw

in-loss

の
意
識
を
も
つ
者
が
い
る
こ
と
は
統
計
上
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は

裁
判
所
や
代
理
人
た
る
弁
護
士
に
対
す
る
不
信
を
よ
び
、
国
民
の
遵

法
精
神
を
失
わ
し
め
る
し
、
訴
権
を
侵
害
す
る
。
そ
の
意
味
で
謙
抑

的
和
解
論
は
今
日
依
然
と
し
て
然
る
べ
き
合
理
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。


