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即決和解と法的紛争（続）

一　

序
説

二　

緩
和
説
を
理
由
づ
け
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
論
拠

　

１　

は
じ
め
に

　

２�　

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
）
七
九
四
条
五
号
に
み
ら
れ

る
執
行
証
書
の
対
象
請
求
権
の
範
囲
の
拡
大
―
―
同
条
と
わ
が

民
事
執
行
法
二
二
条
五
号
と
の
比
較

　

３　

民
事
調
停
と
の
関
係

　

４　

即
決
和
解
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
的
性
質
の
強
調

　

５　

救
済
手
続
の
多
様
性
の
確
保

　

６　

沿
革
的
理
由

三　

結
語

　

１　

現
行
民
事
訴
訟
法
二
七
五
条
の
文
言

　

２　

本
稿
執
筆
の
動
機

一　

序
説

　

私
は
研
究
ノ
ー
ト
「
即
決
和
解
と
法
的
紛
争
」
法
学
研
究
八
七
巻

三
号
（
平
成
二
六
年
三
月
）
三
三
頁
以
下
に
お
い
て
即
決
和
解
の
要

件
と
し
て
法
的
紛
争
を
必
要
と
す
る
旨
い
わ
ゆ
る
厳
格
説
の
立
場
を

基
本
的
に
是
認
し
た
。
学
説
上
は
厳
格
説
が
通
説
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
点
に
言
及
す
る
教
科
書

乃
至
体
系
書
は
少
な
く
、
注
釈
書
等
に
お
い
て
は
実
務
家
が
こ
の
点

に
言
及
し
緩
和
説
の
立
場
に
立
つ
判
例
を
多
く
紹
介
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
前
掲
研
究
ノ
ー
ト
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
兼
子
一
説
、

研
究
ノ
ー
ト

即
決
和
解
と
法
的
紛
争
（
続
）

石　
　

川　
　
　
　

明
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山
木
戸
克
己
説
、
斎
藤
秀
夫
説
等
は
厳
格
説
を
採
用
し
て
い
る
し
、

谷
口
安
平
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
四
三
巻
六
号
＝
同
著
『
民
事
紛
争

処
理
―
民
事
手
続
法
論
集
』
第
三
巻
（
信
山
社
、
二
〇
〇
〇
年
五
月

刊
行
）
一
六
三
頁
以
下
等
は
い
ず
れ
も
厳
格
説
を
採
用
し
て
い
る
。

私
見
は
既
述
の
と
お
り
厳
格
説
を
採
用
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
緩
和

説
の
立
場
か
ら
厳
格
説
を
批
判
す
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
理
由
が
考

え
ら
れ
る
か
と
い
う
観
点
を
論
じ
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

二　

緩
和
説
を
理
由
づ
け
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ

る
論
拠

１　

は
じ
め
に

　

既
述
の
と
お
り
厳
格
説
は
将
来
の
給
付
の
訴
え
の
利
益
の
あ
る
場

合
は
別
に
し
て
現
在
の
法
的
紛
争
な
き
限
り
、
即
決
和
解
を
認
め
な

い
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
即
決
和
解
を
執
行
証
書
の
代
用
と
す
る
こ

と
に
反
対
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
即
決
和
解
は
裁
判
所
が
管
轄
す

る
和
解
の
一
種
で
あ
る
が
ゆ
え
に
法
的
紛
争
な
き
限
り
即
決
和
解
の

申
立
て
は
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
が
厳

格
説
の
立
場
で
あ
る
が
、
但
し
、
厳
格
説
も
将
来
の
給
付
の
訴
え
の

利
益
が
あ
る
場
合
は
、
即
決
和
解
を
認
め
る
。

　

こ
の
よ
う
な
厳
格
説
に
対
し
て
、
実
務
の
大
勢
を
占
め
且
つ
学
説

上
も
近
時
（
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
等
）
増
加
し
つ
つ
あ
る
緩
和
説
は
ど

の
よ
う
な
見
解
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
考
え
う
る
諸
点
を
挙

げ
て
み
よ
う
。

２�　

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
）
七
九
四
条
五
号
に
み
ら
れ
る

執
行
証
書
の
対
象
請
求
権
の
範
囲
の
拡
大
―
―
同
条
と
わ
が
民
事

執
行
法
二
二
条
五
号
と
の
比
較

　

執
行
証
書
の
債
務
名
義
性
に
つ
い
て
は
民
事
執
行
法
二
二
条
五
号

が
、「
金
銭
の
一
定
の
額
の
支
払
又
は
そ
の
他
の
代
替
物
若
し
く
は

有
価
証
券
の
一
定
の
数
量
の
給
付
を
目
的
と
す
る
請
求
に
つ
い
て
」

と
規
定
し
、
執
行
す
べ
き
請
求
権
に
制
限
を
設
け
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
請
求
以
外
の
請
求
に
つ
い
て
の
公
正

証
書
は
執
行
証
書
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
Ｚ
Ｐ
Ｏ
が
こ
の
制
限
を

緩
和
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
九
四
条
五
号

は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
（
法
務
資
料
四
六
二
号
「
ド
イ
ツ
民

事
訴
訟
法
典
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
二
日
現
在
）」
春
日
偉
知

郎
＝
三
上
威
彦
訳
に
よ
る
。
本
稿
で
は
原
文
の
横
書
を
縦
書
に
直
し

て
あ
る
）。

　

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
又
は
ド
イ
ツ
の
公
証
人
が
そ
の
職
務
上
の
権

限
の
範
囲
内
で
正
規
の
方
式
に
よ
り
作
成
し
た
証
書
で
あ
っ
て
、

和
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
請
求
権
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
意
思
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表
示
を
す
る
こ
と
及
び
住
居
の
使
用
賃
貸
借
関
係
の
存
続
に
関
し

な
い
請
求
権
に
関
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ほ
か
、
債
務
者

が
そ
の
証
書
上
に
掲
げ
ら
れ
た
請
求
権
に
つ
い
て
直
ち
に
強
制
執

行
に
服
す
る
と
し
た
も
の
。

　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
右
五
号
の
旧
規
定
は
わ
が
民
事
執
行
法
二
二
条
五
号
と

同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
行
Ｚ
Ｐ
Ｏ
は
こ
れ
を
右
の
如
き
規
定

に
改
正
し
た
の
で
あ
る
（
な
お
、
民
事
執
行
法
の
改
正
過
程
に
お
け

る
執
行
証
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
強
制
執
行
法
案
要
綱

案
と
執
行
証
書
」
民
商
法
雑
誌
七
一
巻
四
号
五
九
五
頁
以
下
、「
強

制
執
行
法
案
要
綱
案
と
執
行
証
書
（
再
論
）」
民
商
法
雑
誌
七
四
巻

五
号
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
問
題
は
執
行
証
書
の
対
象
請

求
権
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
よ
う
に
現
行
民
事
執
行
法
二
二
条
五
号
以
上
に
拡

大
す
る
方
法
が
宜
し
い
の
か
、
あ
る
い
は
拡
大
範
囲
の
請
求
権
を
即

決
和
解
に
委
ね
る
の
が
よ
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
即
決
和
解
に

委
ね
る
と
す
れ
ば
厳
格
説
を
弱
め
緩
和
説
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
に
な
る
。

　

仮
に
将
来
執
行
証
書
の
請
求
権
の
範
囲
が
法
改
正
に
よ
り
Ｚ
Ｐ
Ｏ

の
規
定
す
る
よ
う
に
拡
大
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
れ
ば
、
即
決
和
解

の
活
用
が
そ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
場
合
で
も
双
方
と
も
執
行
力
は
あ
る
も
の
の
和
解
に
つ
き

既
判
力
肯
定
説
乃
至
制
限
的
既
判
力
説
を
と
れ
ば
即
決
和
解
に
既
判

力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
既
判
力
否
定
説
に
よ
れ
ば
既
判

力
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
は
学
説
に
よ
っ
て
は
差

が
出
て
く
る
可
能
性
は
あ
る
。
和
解
に
既
判
力
肯
定
説
を
と
れ
ば
執

行
証
書
よ
り
即
決
和
解
が
選
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
、
手

続
主
宰
者
が
異
な
る
点
で
申
立
人
は
執
行
証
書
よ
り
即
決
和
解
の
ほ

う
を
選
択
す
る
可
能
性
が
予
想
さ
れ
る
。
執
行
証
書
の
対
象
請
求
権

の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
れ
ば
即
決
和
解
の
活
用
の
必
要
性
が
若
干
な
り

と
も
減
少
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
執
行
証

書
の
対
象
請
求
権
の
拡
大
が
立
法
さ
れ
た
と
す
れ
ば
即
決
和
解
に
つ

い
て
厳
格
説
を
と
る
可
能
性
は
出
て
く
る
が
、
し
か
し
執
行
証
書
の

執
行
す
べ
き
請
求
権
の
範
囲
の
拡
大
が
な
さ
れ
な
い
以
上
緩
和
説
を

採
用
す
る
余
地
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

わ
が
民
事
執
行
法
二
二
条
五
号
が
執
行
証
書
の
活
用
を
一
定
の
請

求
権
に
限
定
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
九
四
条
五
号
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
こ
れ

を
拡
大
す
る
立
法
措
置
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
は
、
即
決
和
解
を

も
っ
て
執
行
証
書
の
対
象
請
求
権
か
ら
外
れ
た
請
求
権
に
つ
い
て
即

決
和
解
を
活
用
す
る
こ
と
が
、
即
決
和
解
の
訴
訟
予
防
的
機
能
及
び

Ａ
Ｄ
Ｒ
的
性
質
を
強
調
す
る
結
果
に
な
る
の
は
止
む
を
得
な
い
と
の

考
え
方
が
あ
り
得
よ
う
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
執
行
証
書
が
必
ず

し
も
法
的
紛
争
を
前
提
と
し
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
即
決
和
解
を
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執
行
証
書
の
代
用
的
役
割
を
果
た
さ
せ
る
も
の
と
み
て
即
決
和
解
に

つ
い
て
法
的
紛
争
性
を
緩
和
す
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
不
合
理
と
は
い

え
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
執
行
証
書
に
は
即
決
和
解
に
お
け
る
よ
う
に
和
解
審
理
手

続
が
な
い
点
か
ら
み
る
と
、
執
行
証
書
の
対
象
請
求
権
の
範
囲
を
拡

大
す
る
よ
り
裁
判
所
の
主
宰
す
る
即
決
和
解
に
委
ね
る
と
の
考
え
方

が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ほ
う
が
当
事
者
権
の
保
護
の
観

点
か
ら
は
る
か
に
健
全
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
訴
訟
上
の
和
解

の
必
要
要
件
と
し
て
の
「
互
譲
」（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
訴
訟
上
の
和
解
に
お
け
る
互
譲
と
抽
象
的
訴
訟
終
了
の
合
意
」
判

例
タ
イ
ム
ズ
一
三
八
五
号
六
一
頁
以
下
参
照
）
を
は
ず
す
必
要
が
あ

り
、
こ
の
点
は
緩
和
説
を
採
用
す
る
殆
ん
ど
の
文
献
が
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
加
え
て
こ
こ
で
も
将
来
の
紛
争
予
防
的
目
的
を
も
っ
て

即
決
和
解
を
活
用
す
る
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
法
的
紛
争
の
存
在
に

つ
い
て
緩
和
説
を
採
用
す
べ
し
と
の
考
え
方
に
な
り
や
す
い
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
加
え
て
即
決
和
解
に
つ
い
て
は
裁
判
所
内
Ａ
Ｄ
Ｒ
的
性

質
と
し
て
は
厳
格
説
で
は
な
く
緩
和
説
を
と
る
こ
と
が
将
来
の
紛
争

解
決
予
防
の
手
段
と
し
て
必
要
に
な
る
余
地
が
大
き
く
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

３　

民
事
調
停
と
の
関
係

　

第
二
に
民
事
調
停
と
の
関
係
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
即
決
和
解

の
ほ
か
裁
判
所
の
扱
う
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
し
て
民
事
調
停
が
あ
る
。
現
在
の

法
的
紛
争
の
概
念
を
拡
張
す
れ
ば
、
将
来
の
紛
争
を
回
避
す
る
た
め

に
民
事
調
停
（
簡
裁
調
停
）
も
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
法
的
紛
争
の
解
決
の
み
な
ら
ず
将
来
の
紛

争
予
防
の
た
め
に
民
事
調
停
法
一
六
条
に
よ
り
調
停
調
書
も
裁
判
上

の
和
解
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
決
和
解
も
民
事

調
停
も
将
来
の
紛
争
の
予
防
に
活
用
す
る
こ
と
は
裁
判
所
の
訴
訟
事

件
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
並
び
に
当
事
者
の
将
来
の
権
利
保
護
に

つ
な
が
り
、
ま
た
執
行
証
書
の
債
務
名
義
性
の
拡
大
を
す
る
よ
り
も

即
決
和
解
に
お
け
る
和
解
審
理
、
調
停
に
お
け
る
調
停
審
理
等
当
事

者
権
の
保
障
に
つ
な
が
る
点
で
は
利
用
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
私
見
に
よ
れ
ば
、
調
停
の
活
用
を
も
っ
て
対
応
す
る
場
合
、
現

実
問
題
と
し
て
調
停
委
員
の
質
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
の
に
対
し
て
、

即
決
和
解
に
あ
っ
て
は
裁
判
官
が
和
解
手
続
を
担
当
す
る
と
い
う
点

で
、
執
行
証
書
の
対
象
請
求
権
の
範
囲
の
拡
大
が
な
さ
れ
な
い
今
日

で
あ
れ
ば
、
そ
の
分
に
つ
い
て
即
決
和
解
を
活
用
す
る
こ
と
が
調
停

よ
り
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
則
法
性
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
望
ま
し
い
と
も
考
え

ら
れ
る
。
加
え
て
厳
格
説
の
い
う
法
的
紛
争
の
み
な
ら
ず
将
来
の
紛

争
予
防
の
た
め
に
緩
和
説
に
も
し
か
る
べ
き
理
由
が
存
す
る
も
の
と
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考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
即
決
和
解
に
お
け
る

紛
争
概
念
の
拡
大
を
考
え
る
必
要
性
は
認
め
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
執
行
の
た
め
に
執
行
証
書
の
対
象
請
求
権

の
範
囲
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
よ
う
に
拡
大
緩
和
し
て
い
な
い
た
め
に
法
的
紛

争
の
範
囲
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
即
決
和
解
の
利
用
は
、
そ
れ
が
、

債
務
名
義
を
低
コ
ス
ト
で
取
得
す
る
だ
け
の
意
図
に
出
た
濫
用
的
な

も
の
（
千
葉
地
判
平
成
元
・
八
・
二
五
判
時
一
三
六
一
号
一
〇
六
頁
、

東
京
地
判
昭
和
四
二
・
三
・
六
下
民
集
一
八
巻
三
＝
四
号
二
一
九
頁

な
ど
）
を
除
け
ば
、
緩
和
説
の
立
場
も
納
得
で
き
な
い
も
の
で
は
な

い
と
い
う
見
解
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
冒
頭
で
掲

げ
た
論
文
中
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
点
で
の
緩
和
説
は
紛

争
の
事
前
予
防
機
能
も
そ
れ
な
り
の
効
用
を
も
つ
こ
と
を
考
え
る
と
、

一
般
的
に
即
決
和
解
の
濫
用
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
余
地
は
あ
り
う
る
。
手
続
費
用
に
関
す
る
問
題
は
一
定

の
対
策
を
立
て
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
現
行
法
の

下
で
は
、
執
行
証
書
の
対
象
請
求
権
の
範
囲
の
拡
大
を
避
け
て
、
そ

の
分
を
即
決
和
解
に
委
ね
る
と
同
時
に
、
そ
の
法
的
紛
争
性
に
つ
き

厳
格
説
よ
り
も
、
緩
和
説
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
考
え
方
も

あ
り
得
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
相
手
方
の
態
度
が
将
来
に
お
け
る
法
的
紛
争
性
を
惹
起

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
ケ
ー
ス
と
い
う
の
は
将
来
の
給
付
の
利
益

を
少
々
広
く
考
え
る
と
す
れ
ば
将
来
の
給
付
の
訴
え
の
利
益
が
あ
る

ケ
ー
ス
が
多
い
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
か
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
将

来
期
限
の
到
来
す
る
期
限
付
請
求
権
や
停
止
条
件
付
請
求
権
に
関
す

る
将
来
の
給
付
請
求
権
に
つ
い
て
将
来
の
給
付
の
訴
え
の
利
益
あ
り

と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
れ
ば
、
結
果
的
に
は
厳
格
説
を
採

用
し
た
と
し
て
も
将
来
の
給
付
の
訴
え
の
利
益
が
生
じ
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
成
り
立
ち
う
る
か
否
か

に
つ
い
て
は
、
適
切
且
つ
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
三
木
浩
一

「
将
来
給
付
の
訴
の
利
益
」（
慶
應
法
学
二
八
号
三
二
五
頁
以
下
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。
同
論
文
は
極
め
て
関
心
を
呼
ぶ
論
稿
で
あ
る
。

４　

即
決
和
解
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
的
性
質
の
強
調

　

即
決
和
解
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
的
性
質
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
現
在
法
的
紛

争
は
な
く
て
も
将
来
の
紛
争
予
防
の
た
め
に
即
決
和
解
の
要
件
と
し

て
の
法
的
紛
争
概
念
に
つ
き
緩
和
説
を
と
り
、
判
例
一
般
の
傾
向
で

あ
る
紛
争
概
念
を
緩
や
か
に
解
す
る
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
の

考
え
方
も
一
理
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
法
は

法
的
紛
争
概
念
を
厳
格
に
狭
く
と
ら
え
る
よ
り
も
そ
の
範
囲
を
緩
和

し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
、
適
切
で
あ
る
よ
う
に
考
え
る
余
地
も
あ
ろ

う
。
即
決
和
解
も
訴
訟
外
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
平
仄
を
合
わ
せ
る
と
す
る
な
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ら
ば
、
訴
訟
手
続
内
に
お
け
る
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
は
、
訴
訟

手
続
そ
れ
自
体
が
法
的
紛
争
を
必
要
要
件
と
す
る
以
上
、
訴
訟
上
の

和
解
が
法
的
紛
争
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
即
決
和
解
は
訴
訟
開
始
前
の
和
解
で
あ
る
が
ゆ
え
に
法
的

紛
争
の
存
在
を
絶
対
的
要
件
と
す
る
こ
と
な
く
、
他
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
同

様
に
こ
の
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
考
え
る

余
地
は
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
他
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
と

同
様
に
、
こ
れ
に
法
的
紛
争
の
予
防
的
機
能
を
も
た
せ
て
も
よ
い
よ

う
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

５　

救
済
手
続
の
多
様
性
の
確
保

　

法
的
紛
争
の
解
決
方
法
は
一
般
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
よ
る
解
決
、
執

行
証
書
、
即
決
和
解
、
訴
訟
上
の
和
解
、
判
決
等
々
多
様
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
制
度

理
論
と
し
て
は
紛
争
解
決
の
方
法
が
多
様
で
あ
る
こ
と
が
利
用
者
に

と
り
便
利
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
も
っ
た
解
決
方
法
を
選
択

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
即
決
和
解
も
厳
格
説
を
と
る
よ
り
緩
和
説
を

と
る
ほ
う
が
、
そ
れ
だ
け
紛
争
の
結
果
的
解
決
に
つ
な
が
り
、
当
事

者
に
と
っ
て
は
便
利
で
あ
る
。
厳
格
説
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
よ
り
理
論
的
に
許
さ
れ
る
な
ら
ば
緩
和
説
を
採
用
し
た
ほ
う

が
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
利
便
性
が
高
い
。
私
見
は
厳
格
説
を
採
用

し
て
い
る
が
、
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
て
緩
和
説
を
採
用

し
得
な
い
も
の
か
、
そ
の
よ
う
な
制
度
構
成
の
可
能
性
を
求
め
て
厳

格
説
を
と
る
自
説
に
敢
え
て
反
対
説
で
あ
る
緩
和
説
の
立
場
の
根
拠

を
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
、
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

６　

沿
革
的
理
由

　

大
正
一
五
年
の
民
事
訴
訟
法
の
改
正
以
前
の
即
決
和
解
の
規
定
の

内
容
は
、
訴
え
を
提
起
す
る
者
に
つ
い
て
即
決
和
解
の
申
立
て
を
認

め
て
い
た
の
で
あ
り
、
旧
民
事
訴
訟
法
も
現
行
民
事
訴
訟
法
も
と
も

に
こ
の
規
定
の
様
式
を
受
け
継
い
だ
が
ゆ
え
に
即
決
和
解
を
訴
訟
の

前
段
階
と
み
て
、
裁
判
所
の
純
民
事
訴
訟
法
的
性
格
を
変
え
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
主
張
が
厳
格
説
の
立
場
か
ら
は
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
即
決
和
解
制
度
の
沿
革
的
理
由
に
よ
る
説
明
は
説
明
と
し
て

の
一
定
の
合
理
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
沿
革
的
に
は
そ
う
で

あ
っ
て
も
Ａ
Ｄ
Ｒ
重
視
の
現
代
法
的
傾
向
の
下
で
は
、
裁
判
所
や
国

民
の
法
意
識
が
変
わ
り
、
解
釈
も
変
わ
り
う
る
こ
と
を
否
定
し
き
れ

る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
沿
革
的
理
由
も
時
代
が
変
わ
り
進
歩

す
る
こ
と
に
よ
り
判
例
法
が
新
し
く
形
成
さ
れ
た
り
、
法
解
釈
の
変

更
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
現
実
上
制
度
の
改
正
的
意
味
を
も
つ
場
合

が
往
々
に
し
て
存
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
。

　

以
上
に
述
べ
た
諸
考
察
に
よ
り
、
判
例
上
緩
和
説
が
提
唱
さ
れ
る



39

即決和解と法的紛争（続）

よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
学
説
が
厳
格
説
を
と
る
一
方
で
、

実
質
的
に
制
度
が
時
代
の
要
請
を
受
け
て
変
化
し
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
が
判
例
法
化
し
て
い
る
と
考
え
て
も
、
制
度
上
な
ん
ら
不
都
合

が
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
緩
和
説
も
成
り
立
つ
余
地
が
あ
り
得
よ

う
と
い
う
の
が
緩
和
説
の
立
場
か
ら
提
唱
さ
れ
う
る
。
即
決
和
解
制

度
の
時
代
の
変
遷
に
つ
れ
て
な
さ
れ
た
解
釈
論
の
一
種
の
換
骨
奪
胎

の
考
え
方
で
あ
る
。

三　

結
語

１　

現
行
民
事
訴
訟
法
二
七
五
条
の
文
言

　

即
決
和
解
は
法
的
紛
争
の
解
決
を
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
理
由
の
一
つ
に
沿
革
的
理
由
が
あ
る
。

　

即
決
和
解
に
つ
い
て
旧
旧
民
事
訴
訟
法
三
八
一
条
は
「
訴
ヲ
起
サ

ン
ト
ス
ル
者
ハ
」
と
規
定
し
て
い
た
。
加
え
て
現
行
民
事
訴
訟
法
二

七
五
条
一
項
前
段
は
「
民
事
上
の
争
い

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
、
当
事
者
は
、

請
求
の
趣
旨
及
び
原
因

0

0

0

0

0

0

0

0

0

並
び
に
争
い
の
実
情
を
表
示
し
て
…
…
」
と

規
定
し
て
い
る
し
、
二
項
は
、
右
一
項
の
和
解
が
不
調
に
終
わ
っ
た

場
合
「
和
解
の
期
日
に
出
頭
し
た
当
事
者
双
方
の
申
立
て
が
あ
る
と

き
は
、
裁
判
所
は
、
直
ち
に
訴
訟
の
弁
論
を
命
ず
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
和
解
の
申
立
て
を
し
た
者
は
、
そ
の
申
立
て
を
し
た
時

に
、
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
と
み
な
し
…
…
」
と
規
定
し
て
い
る
。

一
項
に
い
う
「
民
事
上
の
争
い
」
と
は
厳
格
に
民
事
上
の
法
的
紛
争

を
意
味
す
る
と
解
す
る
の
が
素
直
な
読
み
方
で
あ
る
し
、「
請
求
の

趣
旨
及
び
原
因
並
び
に
争
い
の
実
情
を
表
示
し
」
と
の
表
現
は
ま
さ

に
訴
状
の
必
要
的
記
載
事
項
を
示
し
て
い
る
。

　

加
え
て
二
項
で
は
一
項
前
段
の
規
定
は
、
訴
状
の
必
要
的
記
載
事

項
で
あ
る
民
事
訴
訟
法
一
三
三
条
二
項
二
号
の
規
定
と
同
一
の
内
容

を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
前
記
「
民
事
上
の
争
い
」
が
法
的
紛
争
を

意
味
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
加
え
て
二
項
は
和
解
不
調

の
場
合
の
訴
訟
へ
の
移
行
要
件
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
訴

訟
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
る
を
も
っ
て
即
決
和
解
は
法
的
紛
争
を
前
提

と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
緩
和
説
が
単
に
将
来
の
権
利
実
行

の
不
安
と
は
い
っ
て
も
将
来
の
紛
争
予
防
は
、
ま
さ
に
将
来
の
給
付

の
訴
え
の
利
益
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
即
決
和
解
の
申
立
て
は
不

適
法
に
な
る
、
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

２　

本
稿
執
筆
の
動
機

　

私
は
本
稿
の
冒
頭
に
お
い
て
指
摘
し
た
前
稿
「
即
決
和
解
と
法
的

紛
争
」
の
続
編
と
し
て
本
稿
を
執
筆
し
た
。
前
稿
に
お
い
て
私
は
大

方
の
学
説
が
採
用
す
る
厳
格
説
を
と
っ
た
。
た
だ
判
例
上
の
通
説
は
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緩
和
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
敢
え
て
本
稿
で
は
緩
和
説
の
論
拠
を
考
察

し
て
お
き
た
い
と
考
え
た
。

　

孫
子
・
謀
攻
篇
第
三
に
「
故
に
曰
く
、
彼
を
知
り
己
を
知
ら
ば
、

百
戦
殆
う
か
ら
ず
」
と
し
「
彼
を
知
り
己
を
知
れ
ば
、
一
勝
一
敗

す
」（
同
上
）、「
彼
を
知
ら
ず
己
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
毎
戦
必
ず
殆
う

し
」（
同
上
）
と
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
い
て
不

名
誉
な
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
後
、
孫
武
の
『
孫
子
』
や
ク
ラ
ウ

ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
『
戦
争
論
』、
ジ
ョ
ミ
ニ
の
『
戦
争
概
論
』
等
の
軍

事
古
典
の
研
究
者
た
ち
及
び
陸
・
海
・
空
・
海
兵
隊
四
軍
の
高
級
将

校
を
集
め
て
前
記
諸
文
献
等
を
も
含
め
て
不
名
誉
な
撤
退
の
原
因
を

徹
底
的
に
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
「
ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
・
ド
ク
ト
リ

ン
」
と
し
て
発
表
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
ハ
ン
デ
ル
著
『
孫
子

と
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
』（
杉
之
尾
宜
生
＝
西
田
陽
一
訳
、
日
本
経

済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
九
月
刊
）
一
頁
以
下
の
「
訳
者
ま
え

が
き
」
に
そ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
私
も
前
掲
拙
稿
に

付
随
し
て
敢
え
て
本
稿
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。


