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訴訟上の和解における対席論と心証開示論の問題

Ⅰ　

序
説

Ⅱ　

和
解
観
の
変
遷
の
背
景
事
情

　

１　

和
解
観
の
変
化

　

２　

和
解
消
極
説
（
権
道
論
）
の
否
定

　

３　

和
解
積
極
論
へ
の
変
化

　

４　

謙
抑
的
和
解
論
︱
︱
和
解
の
任
意
的
合
意
性
の
尊
重
と
関
連

し
て
︱
︱

Ⅲ　

心
証
開
示
論

　

１　

心
証
開
示
の
必
要
性　

そ
の
１

　

２　

心
証
開
示
の
必
要
性　

そ
の
２

Ⅳ　

対
席
型
論
か
単
独
型
論
（
交
互
論
）
か

　

１　

対
席
和
解
原
則
論

　

２　

和
解
の
任
意
性

Ⅴ　

釈
明
義
務

Ⅵ　

結
語

Ⅰ　

序
説

　

加
藤
新
太
郎
判
事
が
『
仲
裁
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
』
四
号
二
二
頁
以
下
に

「
訴
訟
上
の
和
解
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
」（
以
下
、「
和
解
」と
は「
訴
訟
上
の
和
解
」

を
示
す
）
と
題
す
る
論
文
（
以
下
、「
加
藤
論
文
」
と
略
す
）
を
掲

載
し
て
い
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
一
種
で
あ
る
和
解
を
ふ
ま
え
て
実
務
と
理

論
の
両
面
か
ら
実
務
家
と
し
て
も
研
究
者
と
し
て
も
高
い
素
質
の
あ

る
同
氏
の
見
解
が
展
開
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
よ
う
に
思
い
精
読
し
た
。

研
究
ノ
ー
ト

訴
訟
上
の
和
解
に
お
け
る
対
席
論
と
心
証
開
示
論
の
問
題

︱
︱
加
藤
新
太
郎
判
事
の
論
稿
を
読
ん
で
︱
︱

石　
　

川　
　
　
　

明
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大
変
関
心
の
も
て
る
論
文
で
あ
る
。
私
見
と
同
意
見
の
部
分
も
あ
る

し
若
干
視
点
を
異
に
す
る
部
分
も
あ
る
。
そ
の
為
に
加
藤
論
文
の
見

解
に
対
す
る
私
見
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
考
え
て
本
稿
を
執
筆
す

る
こ
と
に
し
た
。
論
点
は
多
岐
に
渉
る
の
で
加
藤
論
文
の
構
成
順
序

に
し
た
が
っ
て
問
題
点
を
順
次
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ　

和
解
観
の
変
遷
の
背
景
事
情

　

１　

和
解
観
の
変
化

　

｢

和
解
判
事
に
な
る
勿
れ｣

と
い
う
文
言
は
よ
く
み
ら
れ
る
法
諺

で
あ
る
。｢

和
解
は
権
道
で
あ
る｣
と
い
う
の
と
同
義
語
で
あ
る
。

か
よ
う
な
判
決
重
視
＝
和
解
軽
視
論
か
ら
今
日
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

判
決
＝
和
解
拮
抗
論
へ
の
変
化
は
、
つ
と
に
草
野
芳
郎
教
授
の
説
か

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
直
近
の
論
文
を
挙
げ
れ
ば｢
訴
訟
上
の
和
解

に
対
す
る
裁
判
官
の
意
識
お
よ
び
和
解
実
務
の
変
遷｣
仲
裁
と
Ａ
Ｄ

Ｒ
二
号
二
六
頁
が
あ
る
）。
私
は
こ
の
変
化
の
指
摘
は
適
切
な
時
代

区
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

２　

和
解
消
極
説
（
権
道
論
）
の
否
定

　

一
般
的
に
い
え
ば
、
和
解
権
道
論
は
、｢

裁
判
所
の
本
質
的
な
役

割
と
し
て
判
決
に
よ
っ
て
正
義
を
実
現
し
、
当
事
者
の
あ
る
べ
き
権

利
を
保
障
す
る
の
が
、
そ
の
役
割
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

和
解
は
権
道
で
あ
り
、
判
決
が
本
道
で
あ
る
と
い
う
考
え
方｣

で
あ

り
、
か
つ
て
は
そ
れ
が
一
般
的
考
え
方
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
和
解
消
極
論
の
背
景
と
し
て
推
測
さ
れ
る
事
情
は
何

よ
り
も
少
し
ず
つ
訴
訟
社
会
化
し
て
い
る
現
在
の
社
会
事
情
と
比
較

し
て
、
か
つ
て
は
は
る
か
に
訴
訟
事
件
数
が
少
な
く
、
裁
判
所
の
和

解
に
よ
る
負
担
の
省
力
化
の
必
要
性
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ

た
と
い
う
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
大
正
一
五
年
改
正
前
の
旧
々
民
訴

法
が
和
解
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
債
務
名
義
に
な
る
旨
の
規
定
を
置
く

に
と
ど
め
、
大
正
一
五
年
改
正
後
の
旧
民
訴
法
や
現
行
民
訴
法
の
よ

う
に
判
決
手
続
の
規
定
中
に
和
解
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
事
情
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
ド
イ
ツ
で
も
事

情
は
変
わ
ら
な
い
。
か
つ
て
ド
イ
ツ
民
訴
法
（
以
下
Ｚ
Ｐ
Ｏ
と
す

る
）
で
は
和
解
が
債
務
名
義
に
な
る
旨
の
規
定
を
置
く
に
と
ど
め
、

判
決
手
続
の
項
に
和
解
に
関
す
る
規
定
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
九
四
条
一
項
一

号
、
七
九
四
条
ａ
、
二
七
八
条
一
項
等
）
を
多
く
置
い
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
訴
訟
社
会
化
が
進
み
訴
訟
事
件
が
増
え
れ
ば
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
裁
判
所
や
弁
護
士
の
省
力
化
傾
向
が
出
て
く
る
こ
と

は
む
し
ろ
当
然
の
現
象
で
あ
る
。
加
え
て
和
解
の
も
つ
裁
判
所
の
負

担
軽
減
や
債
務
の
履
行
の
確
実
性
等
、
和
解
の
も
つ
メ
リ
ッ
ト
が
認

識
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
和
解
に
よ
る
紛
争
解
決
方
法
が
評
価
さ
れ
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る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
特
に
訴
訟
社
会
化
が
進
み
、
訴
訟
件
数

が
著
し
く
増
加
し
て
も
、
司
法
関
係
予
算
の
全
国
家
予
算
中
に
占
め

る
割
合
が
著
し
く
増
加
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
和
解
増

加
の
傾
向
が
出
て
く
る
の
は
む
し
ろ
当
然
の
現
象
な
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
理
由
か
ら
和
解
に
つ
い
て
現
行
民
訴
法
二
六
七
条
の
ほ
か

に
二
六
四
条
、
二
六
五
条
等
が
加
え
ら
れ
、
調
停
以
外
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
も

大
幅
に
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
日
法
律
第
一
五
一

号
）
︱
︱
い
わ
ゆ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
促
進
法
︱
︱
）。

　

草
野
教
授
を
は
じ
め
一
般
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

和
解
権
道
論
は
現
行
民
訴
法
に
は
通
用
し
な
い
。
現
行
民
訴
法
に
は

八
九
条
や
二
六
七
条
に
加
え
て
、
二
六
四
条
、
二
六
五
条
等
が
挿
入

さ
れ
和
解
が
制
度
的
に
強
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
八
条
一
項
も
参
照
）。
更
に
い
え
ば
民
事
事
件
は
所
詮

私
的
紛
争
で
あ
っ
て
、
一
旦
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
判

決
に
よ
ら
ず
両
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
勧
迎

こ
そ
す
れ
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
裁
判
所
側
か
ら
す
れ
ば
む
し

ろ
促
進
し
た
い
と
考
え
る
余
地
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
民
訴
法

の
規
定
が
増
設
さ
れ
る
と
同
時
に
地
裁
に
提
起
さ
れ
る
訴
訟
事
件
の

三
分
の
一
ほ
ど
の
も
の
が
和
解
で
終
了
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
今
日
実
質
的
に
当
事
者
同
士
が
訴
訟
外
で
相
対
で
紛
争

を
解
決
し
、
訴
訟
外
の
和
解
を
成
立
さ
せ
て
訴
え
を
取
り
下
げ
る
も

の
も
あ
る
か
ら
、
地
裁
の
民
事
訴
訟
事
件
で
は
新
受
事
件
の
半
数
前

後
が
合
意
型
の
解
決
で
終
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
加
藤
論
文

二
三
頁
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
と
事
実

的
状
況
そ
れ
自
体
が
前
記
命
題
、
す
な
わ
ち
「
和
解
判
事
に
な
る
勿

れ
」
と
の
命
題
の
意
味
を
失
わ
し
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
（
石
川
明
『
訴
訟
上
の
和
解
』
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
三

頁
以
下
）。

　

３　

和
解
積
極
論
へ
の
変
化

　

和
解
消
極
論
か
ら
和
解
積
極
論
へ
の
変
化
の
根
拠
と
し
て
加
藤
論

文
は
以
下
の
諸
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
第
一
に
挙
げ
て
い
る
の
は
、
訴
訟
目
的
論
と
し
て
の

紛
争
解
決
説
で
あ
る
。「
和
解
積
極
論
者
が
理
論
的
論
拠
と
す
る
の

は
、
民
事
訴
訟
目
的
論
の
な
か
の
紛
争
解
決
論
で
あ
る
」
と
さ
れ
る

（
加
藤
論
文
二
三
頁
）。
私
見
も
こ
の
点
に
反
対
で
は
な
い
が
、
唯
若

干
の
注
釈
を
つ
け
る
と
次
の
よ
う
に
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な

わ
ち
、
紛
争
解
決
と
い
っ
て
も
、
訴
訟
目
的
論
で
い
う
と
こ
ろ
の
紛

争
解
決
と
は
、
適
法
な
紛
争
解
決
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
単
に
判
決
を
下
せ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
紛

争
を
解
決
で
き
れ
ば
ど
ん
な
解
決
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
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け
で
は
な
い
。
私
見
は
以
前
か
ら
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
、
特
に
裁
判
手
続
内
に

お
い
て
裁
判
所
が
主
催
す
る
紛
争
解
決
方
法
で
あ
る
和
解
は
則
法
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
き
た
。
和
解
は
あ
る
裁
判
所
の
一

定
の
可
能
な
か
ぎ
り
確
た
る
心
証
に
基
づ
く
法
判
断
を
前
提
と
し
た

譲
歩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
意
が
当
該
合
意
に
至
る
手
続
の
す

べ
て
の
瑕
疵
を
除
去
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
（
瑕
疵
飲
込
論
）
で

も
な
い
。
私
が
『
仲
裁
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
』
一
号
三
八
頁
に
挙
げ
た
事
例
等

は
、
当
該
調
停
に
よ
っ
て
、
た
し
か
に
紛
争
は
解
決
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
家
事
調
停
の
本
来
的
姿
か
ら
全
く
乖
離
し
た
も
の
で
あ

る
。「
紛
争
解
決
論
」
と
い
っ
て
も
解
決
内
容
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
。

合
意
が
す
べ
て
の
瑕
疵
を
除
去
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
（
瑕
疵
飲

込
論
）
の
違
法
性
に
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
の
で
あ
る
。
和
解
は
基
本
的
に
則
法
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
拙
著
『
調
停
法
学
の

す
す
め
︱
︱
Ａ
Ｄ
Ｒ
私
論
』（
信
山
社
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。
特
に
上
告
制
限
に
か
か
る
事
件
に
つ
い
て
は
特
に
和
解
の

か
な
り
の
程
度
の
強
制
的
要
素
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

４　

謙
抑
的
和
解
論
︱
︱
和
解
の
任
意
的
合
意
性
の
尊
重
と
関
連

し
て
︱
︱

　

訴
訟
上
の
和
解
の
マ
イ
ナ
ス
面
と
し
て
、
①
五
月
雨
式
期
日
指
定
、

②
判
決
手
続
の
中
断
、
③
和
解
目
的
の
争
点
整
理
の
中
断
、
④
和
解

手
続
に
お
け
る
心
証
形
成
の
可
能
性
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
那
須

弘
平
「
謙
抑
的
和
解
論
」『
民
事
訴
訟
と
弁
護
士
』（
信
山
社
、
二
〇

〇
一
年
）
一
九
三
頁
）。
私
は
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
記
①
は
裁
判
官
の
意
識
改
革
に
基
づ

く
手
続
改
革
に
よ
り
対
応
で
き
な
く
は
な
い
問
題
で
あ
る
。
②
は
和

解
が
訴
訟
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
制
度
で
あ
る
以
上
こ
れ
を
非
難
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
点
も
和
解
担
当
裁
判
官
の
和
解

手
続
運
用
上
の
問
題
で
あ
り
現
行
法
の
下
で
解
決
し
え
な
い
問
題
で

は
な
い
。
②
の
見
解
を
余
り
に
強
調
す
る
こ
と
は
近
時
の
和
解
重
視

論
に
反
対
す
る
こ
と
に
よ
り
、
和
解
の
途
を
拡
大
し
た
現
行
民
訴
法

の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
り
好
ま
し
く
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
和
解

の
も
つ
メ
リ
ッ
ト
を
強
調
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
事
者
が
何
回
も

和
解
を
繰
返
し
て
和
解
制
度
を
乱
用
し
た
り
、
そ
れ
を
裁
判
所
や
代

理
人
が
省
力
化
の
た
め
に
認
め
た
り
す
る
こ
と
は
た
し
か
に
問
題
で

あ
る
が
、
問
題
は
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
論
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
③
も
裁
判
官
の
意
識
改
革
を
も
っ
て
対
応
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

な
お
私
見
は
和
解
を
開
始
す
べ
き
時
期
と
し
て
争
点
整
理
手
続
の
終

了
後
が
最
適
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
石
川
・
前
掲
『
訴
訟
上
の
和

解
』
第
１
章
第
２
節
参
照
）。
④
は
私
が
既
に
謙
抑
的
和
解
論
以
前

に
拙
稿
「
和
解
裁
判
官
と
訴
訟
裁
判
官
の
役
割
衝
突
」『
民
事
法
の
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諸
問
題
』（
一
粒
社
、
一
九
八
七
年
）
二
八
九
頁
以
下
に
お
い
て
指

摘
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
私
の
疑
問
に
対
し
こ
れ
ま
で
な
ん

の
反
応
も
な
か
っ
た
の
が
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
っ

た
。
前
記
拙
稿
は
一
粒
社
の
廃
業
も
あ
り
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
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
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
私
見
は
、
④
に
つ
い
て
現

行
法
上
な
ん
ら
対
策
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
和
解
手
続
の

な
か
で
心
証
形
成
を
行
う
の
は
口
頭
弁
論
主
義
に
反
す
る
違
法
性
が

あ
り
、
な
ん
ら
か
の
対
応
策
を
講
ず
べ
き
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。
和
解
手
続
は
、
訴
訟
を
担
当
す
る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官

が
担
当
す
べ
き
で
あ
り
、
例
え
ば
少
な
く
と
も
受
命
裁
判
官
は
不
可

で
あ
り
受
託
裁
判
官
に
担
当
さ
せ
る
と
か
、
あ
る
い
は
裁
判
所
の
な

か
に
和
解
担
当
の
部
を
設
け
る
と
か
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
後
者

に
つ
い
て
は
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
夕
一
三
八
九
号
六
四
頁

を
参
照
さ
れ
た
い
。
例
え
ば
受
託
裁
判
官
が
あ
る
い
は
和
解
裁
判
官

制
度
を
設
置
し
て
和
解
を
担
当
す
べ
き
で
あ
る
と
の
制
度
を
設
け
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
（
石
川
・
前
掲
『
訴
訟
上
の
和
解
』
第

６
章
第
２
節
）。
唯
私
は
謙
抑
的
和
解
論
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
諸

般
の
事
情
か
ら
係
属
訴
訟
事
件
中
、
和
解
率
が
異
常
に
高
い
と
い
う

こ
と
は
、
国
民
の
遵
法
精
神
を
失
わ
し
め
る
結
果
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
懸
念
に
つ
な
が
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

こ
れ
ま
で
の
統
計
的
数
字
上
も
当
事
者
の
か
な
り
の
者
が
和
解
に
不

満
を
も
ち
、
判
決
を
も
ら
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
（
伊
藤
眞
（
司
会
）・
塩
谷
國
昭
・
菅
原
郁
夫
・
西

口
元
・
太
田
勝
造
・
北
尾
哲
郎
・
那
須
弘
平
〈
座
談
会
〉「
当
事
者

本
人
か
ら
み
た
和
解
︱
︱
実
態
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
」
判
夕
一

〇
〇
八
号
二
七
頁
〔
伊
藤
眞
発
言
〕、
同
三
一
頁
〔
菅
原
郁
夫
発

言
〕）。
更
に
は
裁
判
官
や
弁
護
士
の
職
務
の
過
大
な
負
担
か
ら
く
る

裁
判
所
の
省
力
化
の
要
素
が
顕
著
に
な
る
こ
と
を
畏
れ
る
も
の
で
あ

る
。
加
藤
判
事
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
和
解
に
よ
っ
て
処
理
を
す

れ
ば
面
倒
な
証
拠
調
べ
を
せ
ず
に
す
み
、
判
決
を
書
か
な
く
て
す
む
、

控
訴
さ
れ
て
自
分
の
判
断
が
上
級
審
で
審
査
さ
れ
る
リ
ス
ク
か
ら
逃

避
で
き
る
、
弁
護
士
の
側
も
、
そ
の
和
解
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
完
全
な
敗
北
は
防
ぎ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
依
頼
者
か
ら
批

判
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
の
後
の
報
酬
の
受
領

も
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
等
の
メ
リ
ッ
ト
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
加
藤
論

文
二
五
頁
）。
そ
し
て
こ
の
事
情
を
裁
判
官
と
弁
護
士
間
の
サ
イ
レ

ン
ト
・
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
と
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ

る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
決
し
て
否
定
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
く
る
省
力
化
を
あ
ま
り
に
も
強
調
し
す

ぎ
る
と
、
そ
れ
が
時
と
し
て
当
事
者
の
訴
権
の
否
定
に
つ
な
が
り
か
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ね
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
国
の
司

法
の
一
端
を
担
う
法
曹
の
姿
と
し
て
は
、
裁
判
官
に
し
て
も
弁
護
士

に
し
て
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
極
め
て
強
く
注
意
す
る
こ
と
を
要

す
る
。
和
解
期
待
論
も
「
裁
判
所
の
役
割
と
し
て
は
、
当
事
者
に
対

し
て
和
解
を
勧
め
て
心
証
を
開
示
し
当
事
者
・
訴
訟
代
理
人
が
そ
れ

を
前
提
に
自
律
的

0

0

0

に
交
渉
し
て
和
解
が
で
き
れ
ば
よ
い
し
、
で
き
な

け
れ
ば
判
決
を
す
る
と
い
う
か
か
わ
り
方
が
望
ま
し
い
」（
加
藤
論

文
二
五
頁
）
と
い
う
点
に
と
ど
め
る
べ
し
と
の
見
解
こ
そ
が
、
在
朝

法
曹
と
し
て
の
裁
判
官
や
弁
護
士
と
い
う
在
野
法
曹
と
し
て
の
在
り

方
で
あ
る
。
心
証
開
示
を
梃
と
し
て
間
接
強
制
的
に
当
事
者
の
意
思

を
抑
え
て
ま
で
和
解
の
成
立
を
強
引
に
成
立
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
和

解
の
任
意
的
合
意
性
に
反
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

裁
判
官
や
弁
護
士
の
態
度
は
和
解
の
任
意
的
合
意
性
を
無
視
し
て
い

る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
当
事
者
権
を
侵
害
し
裁
判
所
の

中
立
性
に
も
反
す
る
態
度
で
あ
る
。
心
証
開
示
の
問
題
に
つ
い
て
は

次
章
で
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
和
解
の
も
つ
メ
リ
ッ
ト
は
認
め
ら
れ

る
も
の
の
そ
れ
も
含
め
て
心
証
開
示
が
過
度
の
間
接
的
強
制
的
に
な

る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
和
解
に

あ
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
任
意
的
合
意
性
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
尊
重
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
和
解
に
あ
っ
て
前
記
の
コ
ン
ス

ピ
ラ
シ
ー
的
要
素
は
必
ず
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
て

い
る
。Ⅲ　

心
証
開
示
論

　

１　

心
証
開
示
の
必
要
性　

そ
の
１

　

心
証
開
示
に
つ
い
て
い
う
と
、
加
藤
論
文
は
二
つ
の
立
場
を
挙
げ

て
い
る
。
⒜
当
事
者
の
心
証
開
示
請
求
権
を
認
め
、
こ
れ
に
対
応
し

て
裁
判
官
の
心
証
開
示
義
務
を
認
め
る
見
解
（
垣
内
秀
介
「
裁
判
官

に
よ
る
和
解
勧
試
の
法
的
規
律
」
民
訴
四
九
号
二
三
二
頁
、
同
「
裁

判
官
に
よ
る
和
解
勧
試
の
法
的
規
律
⑴
～
⑶
」
法
協
一
一
七
巻
六
号

七
五
一
～
八
〇
四
頁
、
一
一
八
巻
一
号
九
三
～
一
七
六
頁
、
一
二
二

巻
七
号
一
一
三
七
～
一
二
一
六
頁
）、
⒝
訴
訟
上
の
和
解
の
Ａ
Ｄ
Ｒ

と
し
て
の
特
色
を
発
揮
す
べ
き
裁
判
所
の
手
続
裁
量
の
な
か
で
、

「
心
証
開
示
責
務
」
を
観
念
す
る
（
伊
藤
・
加
藤
・
山
本
編
「
和
解

論
」『
民
事
訴
訟
法
の
論
争
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
二
二
五
頁

〔
加
藤
発
言
〕、
加
藤
論
文
参
照
）
と
い
う
二
つ
の
対
立
す
る
見
解
が

こ
れ
で
あ
る
。
但
し
、
⒝
で
い
う
「
責
務
」
と
い
う
概
念
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
の
か
も
う
少
し
説
明
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

裁
判
官
に
は
和
解
条
項
の
提
示
に
あ
た
っ
て
、
あ
る
い
は
和
解
条

項
へ
の
誘
導
に
あ
た
り
一
定
の
説
明
責
任
が
あ
り
、
説
明
の
前
提
と

し
て
釈
明
義
務
も
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
か
ら
の
求
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釈
明
が
な
く
て
も
和
解
条
項
の
合
理
性
の
説
明
責
任
が
あ
り
、
そ
の

範
囲
内
で
の
心
証
開
示
義
務
が
あ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
確
か
に
考
え
得
る
。
和
解

条
項
に
つ
い
て
、
更
に
い
え
ば
、
一
定
の
説
明
責
任
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
和
解
条
項
の
合
理
性
が
担
保
さ
れ
、
心
証
開
示
や
説
明
内
容
が

和
解
の
成
立
に
つ
い
て
無
理
の
な
い
間
接
的
強
制
の
機
能
を
果
た
す

こ
と
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
説
く
と
、
私
見
は
⒜
説
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
当
事
者
が
求
め
て
い
な
い
心
証
形
成
の
過

程
ま
で
開
示
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
と
、
⒝
説
と
変
わ
ら
な
い

裁
量
権
を
裁
判
所
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
余
地
が

あ
る
よ
う
に
み
え
る
で
あ
ろ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
和
解
条
項
の
形

成
に
最
低
限
必
要
な
心
証
開
示
は
裁
判
所
と
し
て
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
そ
れ
以
上
は
当
事
者
が
求
め
な
い
限
り
開
示
す
る
必
要
は
な
い

と
考
え
る
点
で
は
⒜
⒝
両
説
と
は
、
若
干
な
り
と
も
異
な
る
考
え
方

も
あ
り
得
る
と
思
う
。
例
え
ば
法
律
的
構
成
、
事
実
認
定
の
過
程
も

和
解
条
項
形
成
に
つ
い
て
最
低
限
必
要
な
範
囲
の
法
律
構
成
、
事
実

認
定
方
法
等
の
説
明
は
義
務
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
超
え
る
部
分
の

説
明
は
義
務
的
で
は
な
く
裁
量
的
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
説
明
す
る
と
⒜
説
で
も
⒝
説
で
も
な
い
、

そ
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
見
解
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
は
、
石
川
・
前
掲
『
訴
訟
上
の
和
解
』

第
６
章
第
３
節
に
お
い
て
心
証
開
示
請
求
権
や
心
証
開
示
義
務
を
否

定
し
て
い
る
。
心
証
の
問
題
点
は
釈
明
の
範
囲
に
と
ど
め
る
べ
き
で

あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
範
囲
外
は
当
事
者
な
り
代
理
人
が
自

ら
推
測
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

２　

心
証
開
示
の
必
要
性　

そ
の
２

　

心
証
開
示
は
当
事
者
が
特
に
望
む
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
が

あ
り
得
よ
う
。
当
事
者
が
和
解
条
項
に
満
足
し
て
い
る
場
合
は
特
に

心
証
開
示
ま
で
望
ま
な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
場
合
当

事
者
は
心
証
開
示
請
求
権
を
私
見
に
反
し
て
仮
に
一
般
的
に
認
め
る

と
し
て
も
こ
れ
を
当
事
者
が
放
棄
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
心
証
開

示
す
る
こ
と
な
く
和
解
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
仮

に
心
証
開
示
請
求
権
を
認
め
る
立
場
を
と
る
と
す
れ
ば
、
和
解
条
項

の
提
案
な
い
し
譲
歩
に
あ
た
り
、
当
事
者
が
心
証
開
示
を
要
求
し
た

場
合
、
裁
判
所
は
和
解
条
項
の
説
明
義
務
の
一
環
と
し
て
心
証
開
示

義
務
を
負
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
和
解
手
続
に
求

め
ら
れ
て
い
る
当
事
者
権
の
保
障
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
私
見
は
既
述
の
ご
と
く
釈
明
の
範
囲
に
開
示
を
止
め
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

加
藤
判
事
は
心
証
開
示
に
関
し
て
、
そ
れ
は
義
務
で
は
な
く
責
務
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で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
心
証
開
示
請
求
権
に
対
応
し
て

裁
判
所
に
「
心
証
開
示
義
務
」
が
あ
る
と
構
成
す
べ
き
か
、
あ
る
い

は
裁
判
所
の
手
続
裁
量
の
意
味
の
な
か
で
の
「
心
証
開
示
責
務

0

0

」

（
傍
点
︱
石
川
）
に
と
ど
め
る
の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
さ
れ
、
責

務
説
を
採
用
し
て
い
る
（
加
藤
論
文
二
六
頁
）。
問
題
は
こ
こ
で
い

う
「
開
示
責
務
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
開
示
義
務
で
あ
れ
ば
開
示

請
求
を
し
た
の
に
開
示
し
な
け
れ
ば
そ
の
限
り
に
お
い
て
和
解
は
有

効
に
成
立
し
得
な
い
と
い
う
制
裁
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
。
責
務
と
い
う
の
は
債
権
で
い
え
ば
責
任
を
伴
わ
な

い
債
務
す
な
わ
ち
自
然
債
務
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
心
証
開
示
請
求
権
を
当
事
者
に
認
め
る
以
上

は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
裁
判
所
に
対
し
開
示
義
務
を
負
わ
せ
な
け
れ

ば
、
和
解
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
が
い
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
裁
判
所
に
開
示
責
務
が
あ
る
が
、
開
示
義
務
は

な
い
と
い
う
場
合
、
そ
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
云
い
難
い
よ

う
に
思
う
。

　

こ
こ
で
一
言
断
っ
て
お
く
と
す
れ
ば
、
心
証
開
示
義
務
は
開
示
請

求
権
に
対
応
す
る
も
の
で
、
両
者
は
、
一
方
で
和
解
案
形
成
に
つ
い

て
の
裁
判
所
の
説
明
義
務
と
の
関
係
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
と
同
時
に

少
々
厄
介
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
繰
返
し
て
説
明
し
た
よ
う
に
他
方

で
は
和
解
成
立
へ
向
け
て
の
間
接
強
制
的
役
割
を
果
た
す
と
い
う
二

つ
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
和
解
案
の
条
項
の

由
来
の
説
明
が
な
い
限
り
、
当
該
和
解
案
の
合
理
性
を
説
明
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
和
解
は
成
立
し
難
く
な
る
と
い
う
面
は
あ
る

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
の
請
求
の
範
囲
内
で
裁
判
所
は

心
証
を
開
示
す
べ
き
義
務
あ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
が
判
決
の
前
倒
し
と
同
じ
意
味
を
も
っ
て

よ
い
か
と
い
う
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
。
裁
判
所
の
開
示
は
あ
く

ま
で
も
釈
明
程
度
に
と
ど
め
そ
れ
以
上
の
心
証
の
開
示
は
ひ
か
え
て
、

心
証
の
判
断
は
当
事
者
、
代
理
人
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
見

は
し
た
が
っ
て
⒜
⒝
い
ず
れ
の
説
も
と
ら
な
い
。

　

因
み
に
こ
こ
で
開
示
す
べ
き
心
証
と
い
う
の
は
、
訴
訟
手
続
の
進

行
中
の
和
解
段
階
に
お
け
る
心
証
で
あ
っ
て
口
頭
弁
論
終
結
時
に
お

け
る
心
証
を
指
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

Ⅳ　

対
席
型
論
か
単
独
型
論
（
交
互
論
）
か

　

こ
れ
ま
で
私
は
和
解
手
続
の
型
に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
。
こ
こ

で
敢
え
て
更
な
る
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
私
は
石
川
・
前
掲

『
訴
訟
上
の
和
解
』
第
６
章
第
４
節
に
お
い
て
、
和
解
手
続
の
型
に

言
及
し
、
交
互
型
の
違
法
性
、
逆
に
い
え
ば
対
席
型
の
み
の
適
法
性

を
説
い
て
い
る
。
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１　

対
席
和
解
原
則
論

　

こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
こ
の
種
の
類
型
論
に
つ
い
て
、
私
は
か
つ

て
「
輓
近
和
解
理
論
の
研
究
」
愛
知
学
院
大
法
学
研
究
四
九
巻
三
・

四
号
一
二
一
頁
以
下
に
お
い
て
、
手
続
保
障
の
観
点
か
ら
み
て
原
則

は
あ
く
ま
で
も
対
席
型
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
例
外
的
な
場
合

に
交
互
型
を
採
用
し
得
る
旨
を
論
じ
た
が
、
今
は
、
石
川
・
前
掲

『
訴
訟
上
の
和
解
』
第
６
章
第
４
節
に
お
い
て
対
席
型
必
要
論
を
説

い
て
い
る
。

　

私
が
東
京
地
裁
の
民
事
調
停
委
員
を
務
め
て
い
た
頃
、
私
共
の
調

停
の
進
め
方
は
原
則
が
交
互
型
で
あ
り
、
極
め
て
例
外
的
に
調
停
条

項
が
整
い
始
め
た
場
合
に
対
席
型
を
採
用
し
た
も
の
と
記
憶
し
て
い

る
。
そ
の
後
の
考
察
か
ら
私
見
は
、
当
事
者
の
手
続
保
障
と
い
う
よ

り
む
し
ろ
広
い
意
味
で
は
そ
の
一
環
と
も
い
え
る
裁
判
官
の
中
立
性

の
観
点
か
ら
み
て
対
席
型
が
適
法
で
あ
り
交
互
型
は
違
法
で
あ
っ
て
、

後
者
は
和
解
に
お
い
て
採
用
す
べ
か
ら
ざ
る
形
式
で
あ
る
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
対
席
型
に
つ
い
て
西
口
元
判
事
は
そ
の
論
文
「
争

点
整
理
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
」（
判
夕
九
一
五
号
五
九
頁
以
下
、

特
に
六
四
頁
以
下
）
の
な
か
で
、
対
席
和
解
の
勧
め
を
説
い
て
い
る
。

そ
れ
以
来
、
わ
が
国
の
和
解
で
は
対
席
型
か
交
互
型
が
よ
い
の
か
が

激
し
く
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
和
解
が
「
合
意
」
で
あ

る
が
故
に
和
解
の
成
立
に
よ
っ
て
当
事
者
自
治
の
観
点
か
ら
和
解
の

瑕
疵
は
す
べ
て
主
張
で
き
な
く
な
る
と
い
っ
た
考
え
方
（
合
意
の
成

立
は
す
べ
て
の
手
続
的
瑕
疵
を
治
癒
す
る
と
の
瑕
疵
飲
込
論
）
は
誤

り
で
あ
り
、
和
解
手
続
に
お
い
て
も
手
続
保
障
、
当
事
者
権
の
保
障

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
た
め
の
要
素
は
対
席
型
で
あ
る

と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

対
席
型
は
あ
く
ま
で
も
手
続
の
適
法
要
件
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
両
当

事
者
が
合
意
し
た
場
合
に
限
り
、
例
外
的
に
交
互
型
を
排
斥
す
る
と

い
う
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

た
し
か
に
和
解
は
裁
判
手
続
の
な
か
で
裁
判
所
が
関
与
し
て
成
立

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
手
続
の
過
程
に
お
い
て
当
事
者
権
や

手
続
保
障
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
裁
判
官
の
中
立
性
が
保

障
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

和
解
に
執
行
力
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
し
（
民
執
法
二
二
条
五

号
）、
学
説
・
判
例
に
よ
っ
て
は
こ
れ
に
既
判
力
ま
で
認
め
よ
う
と

す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
う
な
る
と
和
解
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
や

裁
判
官
の
中
立
性
は
無
視
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
（
石
川
・
前
掲

『
訴
訟
上
の
和
解
』
第
６
章
第
４
節
）。

　

こ
れ
を
逆
の
面
か
ら
い
う
と
、
手
続
保
障
や
裁
判
官
の
中
立
性
な

く
し
て
成
立
し
た
和
解
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
和
解
の
訴
訟
法
上

の
効
力
を
認
め
て
よ
い
も
の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
・

ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
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更
に
加
え
て
、
ド
イ
ツ
で
は
訴
訟
上
の
和
解
に
お
け
る
担
当
裁
判

官
の
中
立
性
が
要
請
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
例
え
ば
そ
の
根
拠
条
文

と
し
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
八
条
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
対
席
型
を
採
用

し
な
い
と
当
該
和
解
手
続
に
お
け
る
裁
判
官
の
中
立
性
が
害
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
い
わ
れ
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
裁
判
官
の
中
立
性
、

す
な
わ
ち
中
立
性
の
あ
る
裁
判
官
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
必
ず
し

も
常
に
当
事
者
権
の
内
容
に
含
め
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
広
い
意
味
で
は
中
立
的
な
裁
判
所
の
裁
判
を
受
け
る

権
利
も
手
続
保
障
の
一
環
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
一
般
に
は
前
者

を
後
者
の
一
環
と
し
て
は
説
明
し
て
い
な
い
教
科
書
も
多
い
。
中
野

貞
一
郎
ほ
か
編
『
新
民
事
訴
訟
法
講
義
（
第
二
版
補
正
版
）』（
有
斐

閣
、
二
〇
〇
六
年
）
一
八
八
頁
〔
鈴
木
正
裕
〕
は
、
当
事
者
権
を
当

事
者
が
裁
判
所
に
対
す
る
関
係
で
有
す
る
権
利
で
あ
る
垂
直
関
係
と

当
事
者
が
当
事
者
相
互
の
関
係
で
有
す
る
権
利
で
あ
る
水
平
関
係
に

分
け
、
垂
直
関
係
と
し
て
求
問
権
（
一
四
九
条
三
項
）、
責
問
権

（
九
〇
条
）、
除
斥
申
立
権
（
二
三
条
）、
忌
避
権
（
二
四
条
）
な
ど

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
事
項
は
当
事
者
か
ら
み
れ
ば
当
事
者

権
、
裁
判
所
か
ら
み
れ
ば
裁
判
官
の
中
立
性
の
維
持
を
目
指
す
も
の

と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
は
一
応
お
く
と
し
て
も
、
裁
判
官
の
中
立
性
と
い
う
観
点

か
ら
み
る
と
、
対
席
型
が
そ
の
保
障
に
適
う
の
で
あ
っ
て
、
交
互
型

は
違
法
性
を
も
つ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
特
に
和
解
に
お
け
る
対
席

型
の
規
定
と
し
て
、
既
述
の
よ
う
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
八
条
が
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
（
特
に
二
項
、
お
よ
び
四
項
）
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

わ
が
国
で
は
対
席
型
を
原
則
と
し
例
外
的
に
少
な
く
と
も
当
事
者
の

承
諾
な
い
し
合
意
が
あ
れ
ば
交
互
型
を
用
い
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
議
論
は
そ
の
辺
り
で
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
交
互
型
の
違

法
性
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
裁
判
官
の
中
立
性
と
の

関
係
で
は
議
論
に
問
題
点
が
な
い
も
の
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
両
当
事
者
が
感
情
的
に
対
立
し
和
解
勧
告
は
あ
っ
て
、
和
解

を
勧
告
し
て
そ
の
手
続
に
入
っ
て
も
そ
の
対
立
感
情
が
一
向
に
解
け

な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
和
解
手
続
そ
れ
自
体
を
終
了
さ
せ
る
べ
き

で
、
交
互
型
に
よ
り
和
解
手
続
を
進
行
さ
せ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て

和
解
手
続
を
続
行
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
か
、
ま
た
裁
判
所
が
和

解
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
一
方
当
事
者
か
ら
単
独
で
そ
の
譲
歩
の
限

度
を
聴
取
す
る
方
法
も
和
解
の
成
立
の
た
め
に
必
要
と
考
え
て
よ
く

採
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
相
手
方
に
そ
れ
を
知
ら
せ
ず
に
手
続

を
進
め
る
こ
と
も
裁
判
官
の
中
立
性
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
石
川
・
前
掲
『
訴
訟
上
の
和
解
』
第
６
章
第

４
節
）。

　

も
ち
ろ
ん
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
も
ボ
ン
基
本
法
に
お
い
て
も
裁

判
官
の
中
立
性
を
直
接
規
定
し
た
条
文
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
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し
、
ド
イ
ツ
で
は
裁
判
官
の
中
立
性
違
反
は
憲
法
抗
告
の
対
象
に
な

る
と
い
う
の
が
当
然
の
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
ボ
ン
基
本
法
上
は

一
般
に
そ
の
根
拠
と
し
て
二
〇
条
三
項
の
法
治
国
家
原
則

（Rechtsstaatsprinzip

）
お
よ
び
同
一
〇
一
条
の
法
定
裁
判
官
の

保
障
（Garantie des gesetzlichen Richters

）
並
び
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
六
条
一
項
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
民
訴
法
上
は
民

訴
法
四
一
条
中
立
性
規
定
（
除
斥
規
定
）
等
に
求
め
ら
れ
る
。

　

２　

和
解
の
任
意
性

　

加
藤
判
事
の
論
文
中
で
、「
当
事
者
本
人
は
、
…
…
弁
護
士
か
ら

の
説
得
、
裁
判
官
か
ら
の
説
得
、
経
済
的
利
益
、
訴
訟
の
心
理
的
負

担
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
和
解
を
選
択
す
る
こ
と
が
あ
る
」
点
を
指
摘

し
て
い
る
。
私
的
法
的
紛
争
は
私
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
本
来
の

理
想
的
な
姿
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
点
は
ま
さ
に
説
く
と
こ
ろ
正
当

で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
和
解
は
、
自
律
的
か
つ
実
質
的
な
判
断
に
基

づ
く
紛
争
解
決
で
は
な
く
多
か
れ
少
な
か
れ
強
い
ら
れ
て
い
る
面
が

あ
る
」
と
か
「
和
解
が
行
わ
れ
る
動
機
は
、
裁
判
官
、
弁
護
士
の
職

業
的
利
益
で
あ
る
。
和
解
期
待
論
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
の
間
の
サ

イ
レ
ン
ト
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
和
解
す
る

場
合
の
裁
判
官
に
と
っ
て
の
利
益
、
弁
護
士
に
と
っ
て
の
利
益
が
こ

の
よ
う
な
表
現
と
し
て
出
て
く
る
。
和
解
そ
れ
自
体
が
、
こ
の
コ
ン

ス
ピ
ラ
シ
ー
の
外
に
い
る
当
事
者
に
と
っ
て
も
利
益
が
期
待
で
き
る

こ
と
が
仮
に
あ
る
と
し
て
も
、
当
事
者
が
和
解
で
な
く
判
決
を
望
む

場
合
、
裁
判
所
に
よ
る
和
解
条
項
の
合
理
性
の
説
明
お
よ
び
そ
れ
と

の
関
係
で
の
心
証
開
示
が
当
事
者
の
和
解
に
向
け
て
の
不
当
、
過
度

の
間
接
的
強
制
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
和
解

が
両
当
事
者
の
全
く
の
任
意
の
合
意
を
も
っ
て
成
立
す
る
も
の
で

あ
っ
て
こ
そ
、
和
解
に
当
事
者
が
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
当
事
者
中

和
解
に
不
満
を
も
つ
者
の
率
が
比
較
的
高
い
と
い
う
統
計
上
の
事
実

は
、
こ
の
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
か
ら
心
証
開
示
に
伴
う
間
接
強
制
的
要

素
が
当
事
者
の
意
思
を
歪
め
て
ま
で
事
件
処
理
に
走
る
こ
と
が
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
心
証
開
示
が
あ
く
ま
で
も

強
い
間
接
強
制
的
に
な
ら
な
い
よ
う
裁
判
官
も
弁
護
士
も
慎
重
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
、
和
解
条
項
の
合
理
性
の
説

明
や
心
証
開
示
に
よ
り
間
接
強
制
的
要
素
が
強
い
状
態
の
下
、
和
解

を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
訴
権
侵
害
に

な
り
違
法
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
他
方
で
説
明
や
心
証
開
示

を
す
る
こ
と
な
く
和
解
を
勧
試
す
る
こ
と
は
、
制
度
的
に
認
め
ら
れ

た
和
解
の
機
会
を
失
わ
し
め
る
こ
と
に
な
る
と
の
異
論
も
あ
り
得
る
。

司
法
の
容
量
の
著
し
く
小
さ
い
わ
が
国
の
現
状
か
ら
み
る
と
、
あ
る

程
度
の
率
の
事
件
を
和
解
で
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
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要
性
は
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
で
も
な
お
前
記
の
よ
う
な
間

接
強
制
的
手
法
に
よ
っ
て
和
解
の
成
立
を
図
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

裁
判
所
や
弁
護
士
が
自
ら
意
図
せ
ざ
る
を
得
な
い
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー

も
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
こ
の
議
論
に
私
は
賛
成
で
き
な

い
。
他
方
で
わ
が
国
の
司
法
関
係
者
は
司
法
の
容
量
を
適
正
規
模
に

ま
で
増
や
す
こ
と
に
比
較
的
不
熱
心
で
あ
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
一

つ
の
驚
き
で
あ
る
。
和
解
に
走
る
度
が
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆

に
い
う
と
法
の
遵
守
の
精
神
を
疎
か
に
す
る
と
い
う
場
合
も
あ
り
得

る
の
で
あ
る
。

Ⅴ　

釈
明
義
務

　

裁
判
所
と
し
て
和
解
条
項
を
提
示
を
す
る
場
合
当
然
第
一
に
事
実

上
法
律
上
の
不
明
な
諸
点
に
つ
い
て
、
釈
明
義
務
が
あ
る
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
釈
明
す
れ
ば
釈
明
の
結
果
が
和
解
条
項
に
影
響

す
る
で
あ
ろ
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
釈
明
な
し
に
は
則
法
性
の
和
解

が
で
き
な
い
場
合
に
は
当
然
に
釈
明
を
必
要
と
す
る
。
代
理
人
や
本

人
は
そ
の
釈
明
か
ら
、
裁
判
所
の
心
証
を
推
認
で
き
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

Ⅵ　

結
語

　

私
は
本
稿
で
述
べ
た
私
見
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
こ
れ
ま
で
随
所
で
繰

返
し
書
い
て
き
た
。
本
稿
は
冒
頭
に
挙
げ
た
加
藤
新
太
郎
判
事
の
論

稿
を
読
ん
だ
折
に
メ
モ
風
に
私
見
を
ま
と
め
て
お
い
た
も
の
で
あ
る
。

読
後
感
と
し
て
の
メ
モ
で
は
あ
っ
て
も
実
務
家
と
し
て
も
研
究
者
と

し
て
も
秀
れ
た
能
力
を
も
つ
同
判
事
の
論
稿
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
私
見
を
本
稿
に
お
い
て
活
字
に
し
て
お
く
こ
と
も
意
味
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
本
誌
に
掲
載
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し

た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
発
表
に
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し

て
お
き
た
い
。
唐
代
の
政
治
家
で
詩
人
で
あ
っ
た
張
九
齢
は
「
全
我

真
」（
吾
が
真
を
全
う
せ
よ
）
と
い
っ
て
い
る
。
私
見
は
通
説
か
ら

み
れ
ば
異
説
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
張
九
齢
の
言
葉
は
私

の
心
に
響
く
の
で
あ
る
。
ま
た
一
九
五
六
年
一
一
月
に
高
浜
虚
子
は

「
古
書
堆
裡
坐
り
て
さ
ほ
ど
寒
か
ら
ず
」
と
詠
ん
で
い
る
。
虚
子
は

私
の
好
き
な
俳
人
で
あ
る
。
古
書
堆
裡
を
現
代
学
説
に
非
ざ
る
学
説

と
読
め
ば
虚
子
の
こ
の
俳
句
こ
そ
ま
さ
に
私
の
心
境
そ
の
も
の
で
あ

る
。


