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一
　
団
体
訴
訟
制
度
の
意
義
お
よ
び
本
稿
の
目
的

　
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
制
度
に
よ
れ
ば
、
給
付
の
訴
え
が
適
法
で
あ

る
た
め
に
は
、
訴
え
を
提
起
す
る
当
事
者
自
身
が
、
自
分
が
損
害
を

受
け
た
か
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
原
則
と
し
て

必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
分
が
実
際
に
損
害
を
受
け
て
お
ら
ず
、

受
け
る
お
そ
れ
も
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
訴
え
提
起
は
不
適
法

と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
た
て
ま

え
を
厳
格
に
貫
く
と
不
都
合
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
典
型
が

消
費
者
契
約
を
め
ぐ
る
紛
争
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
消
費
者
契
約
に
お
い
て
一
般
に
用
い
ら
れ
る
普
通
取

引
約
款
は
不
特
定
多
数
者
を
対
象
と
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
た
め
、

普
通
取
引
約
款
の
中
に
、
た
と
え
ば
解
除
権
を
制
限
し
た
り
契
約
内

容
を
一
方
的
に
変
更
で
き
る
権
利
を
認
め
る
も
の
な
ど
の
不
当
な
内

容
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
損
害
を
受
け
る
者
は
多
数

と
な
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
各
人
の
受
け
る
損
害
額
自
体
は

比
較
的
少
額
で
あ
る
場
合
が
多
い
た
め
、
コ
ス
ト
の
面
か
ら
考
え
る

と
、
損
害
を
こ
う
む
る
者
自
身
が
実
際
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は

そ
れ
ほ
ど
期
待
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
違
法
な
状
態
の
訴
訟
に
よ
る

是
正
が
保
障
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
不
都
合
が
生

じ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
法
を
は
じ
め
と
す
る
E
U
諸
国
の
多
く

は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
、
不
正
競
争
法
防
止
法
、

普
通
取
引
約
款
規
制
法
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
、
主
と
し
て
違
法
状

態
の
是
正
を
目
的
と
し
て
、
損
害
を
受
け
た
、
ま
た
は
受
け
る
お
そ

れ
が
あ
る
者
と
は
別
個
の
団
体
で
あ
る
消
費
者
団
体
な
ど
に
対
し
て

差
止
請
求
訴
訟
の
提
訴
権
を
認
め
る
制
度
を
明
文
で
認
め
て
い
る
。

こ
れ
が
団
体
訴
訟
制
度
で
あ
る
。
国
境
を
越
え
る
取
引
き
の
増
加
な

ど
に
も
と
づ
い
て
一
九
九
八
年
に
は
E
U
指
令
が
発
令
さ
れ
、
こ
れ

を
受
け
て
ド
イ
ツ
で
は
新
た
な
立
法
が
な
さ
れ
て
不
正
競
争
防
止
法

と
普
通
取
引
約
款
規
制
法
が
改
正
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
に

は
消
費
者
保
護
法
そ
の
他
の
法
律
の
違
反
の
際
の
不
作
為
の
訴
え
に

関
す
る
法
律
（
不
作
為
の
訴
え
法
）
（
O
①
ω
①
訂
　
山
げ
R
　
O
日
震
一
霧
－

ω
⊆
づ
鵯
巴
帥
鵬
①
ロ
　
σ
虫
　
く
Φ
吾
轟
仁
o
げ
o
霞
o
o
耳
ω
－
　
⊆
コ
α
　
簿
昌
α
段
①
コ

く
R
雪
農
窪
（
d
艮
震
一
霧
霊
o
窃
冠
諾
窪
鴨
器
貯
N
）
）
が
制
定
さ
れ
た
。

　
わ
が
国
の
消
費
者
契
約
法
の
立
法
の
際
に
も
、
団
体
訴
訟
制
度
は

最
終
的
に
は
そ
の
導
入
が
見
送
ら
れ
た
が
、
衆
参
両
院
の
審
議
に
お

い
て
消
費
者
契
約
法
の
施
行
状
況
を
み
な
が
ら
将
来
に
お
い
て
団
体

訴
訟
制
度
を
検
討
す
る
と
の
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国

の
研
究
者
に
よ
る
研
究
と
し
て
も
、
す
で
に
論
稿
が
発
表
さ
れ
て

（
1
）

い
る
。
ま
た
実
務
サ
イ
ド
か
ら
の
論
稿
と
し
て
も
、
日
本
弁
護
士
連
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合
会
の
消
費
者
契
約
法
日
弁
連
試
案
の
中
に
お
い
て
消
費
者
団
体
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

訟
に
つ
い
て
の
立
法
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
処
分
権
主

義
、
弁
論
主
義
な
ど
の
訴
訟
原
則
が
団
体
訴
訟
に
お
い
て
も
そ
の
ま

ま
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
、
異
な
る
団
体
に
よ
る
提
訴
が
二
重
起
訴
に

な
る
か
ど
う
か
な
ど
の
点
に
関
し
て
は
、
未
だ
正
面
か
ら
の
議
論
は

行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
思
う
に
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
団
体
訴
訟
に
お
い
て
団
体
が
有
す
る
差
止
請
求
権
の
法
的
性

質
に
対
す
る
検
討
が
、
前
提
と
し
て
必
要
と
な
る
と
考
え
る
。
こ
の

よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
法
的
性
質
の
検
討
は
問
題
の
解
決
に

直
結
し
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
重
視
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
見
解
も

（
3
）

あ
る
。
し
か
し
法
定
性
質
の
決
定
は
民
事
訴
訟
全
体
に
お
け
る
団
体

訴
訟
の
位
置
づ
け
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
個
々

の
問
題
点
の
解
釈
指
針
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も

の
で
あ
り
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
従
来
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
ま
ず
E
U
指
令
に
も

と
づ
く
ド
イ
ツ
法
の
改
正
が
団
体
訴
訟
制
度
の
法
的
性
質
に
関
す
る

議
論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
次

に
、
法
的
性
質
に
関
す
る
議
論
が
団
体
訴
訟
に
お
け
る
処
分
権
主
義
、

弁
論
主
義
、
二
重
起
訴
の
禁
止
な
ど
の
訴
訟
手
続
き
に
関
す
る
議
論

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
そ
し

て
日
本
法
、
特
に
消
費
者
契
約
法
に
団
体
訴
訟
制
度
を
取
り
入
れ
る

こ
と
と
し
た
場
合
に
も
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
が
適
用
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
あ
る
団
体
に
よ
る
訴
訟
係
属
中
の
他
の
団

体
に
よ
る
提
訴
も
二
重
起
訴
と
な
ら
な
い
こ
と
を
検
証
す
る
。

二

差
止
請
求
権
の
法
的
性
質
に
関
す
る

　
従
来
の
学
説

　
団
体
訴
訟
に
お
い
て
団
体
が
有
す
る
差
止
請
求
権
の
法
的
性
質
に

関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
国
内
法
改
正
前
か
ら
激
し
い
見
解
の
対
立
が
あ

る
。
で
は
、
ド
イ
ッ
国
内
法
の
改
正
は
こ
の
議
論
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
及
ぽ
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
改
正
前
の
学
説
を

概
観
し
た
う
え
で
、
そ
の
後
に
改
正
法
の
立
場
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
と
す
る
。

　
従
来
の
学
説
は
、
団
体
が
有
す
る
差
止
請
求
権
を
実
体
法
上
の
請

求
権
と
す
る
見
解
と
、
実
体
法
上
の
請
求
権
を
超
え
る
と
す
る
も
の

に
大
き
く
分
か
れ
る
。
そ
し
て
実
体
法
上
の
請
求
権
と
す
る
見
解
は

さ
ら
に
、
団
体
に
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
、
団
体
が
他

人
の
権
利
を
他
人
に
代
わ
っ
て
行
使
す
る
と
す
る
も
の
に
分
か
れ
る
。

1
　
実
体
法
上
の
請
求
権
と
す
る
見
解

（
1
）
団
体
に
固
有
の
差
止
請
求
権
が
あ
る
と
す
る
見
解

（
1
1
1
）
　
従
来
の
訴
訟
法
に
お
け
る
と
同
様
の
利
益
侵
害
の
危
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（
4
）

　
　
険
に
も
と
づ
く
と
す
る
見
解

　
ま
ず
、
団
体
に
固
有
の
差
止
請
求
権
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
主
張

さ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
不
正
競
争
防
止
法
を
典
型
と
す
る
消
費
者

保
護
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
特
定
の
個
人
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た

か
ど
う
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
、
確
定
で
き
る
と
し

て
も
時
間
が
か
か
る
場
合
が
多
い
た
め
、
特
定
の
個
人
の
利
益
侵
害

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
前
に
多
数
の
関
係
人
が
集
団
的
に
不
利
益
を
受

け
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
早
期
の
利
益
保
護
を
は
か

る
必
要
が
生
じ
る
と
し
、
こ
の
た
め
に
不
正
競
争
防
止
法
は
、
不
利

益
を
受
け
る
危
険
を
潜
在
的
な
も
の
で
足
り
る
と
し
た
と
す
る
。
そ

し
て
団
体
は
そ
れ
が
定
款
の
目
的
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
既
存
の
構
成
員
の
利
益
を
保
護
し
、
新
た
な
構
成
員
を
獲
得
す

る
た
め
に
す
べ
て
の
者
に
共
通
す
る
利
益
保
護
を
追
求
す
る
権
限
を

有
す
る
た
め
、
こ
の
集
団
的
・
潜
在
的
利
益
が
害
さ
れ
た
こ
と
自
体

が
団
体
固
有
の
利
益
侵
害
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
見
解
は
、
団
体
訴
訟
も
従
来
の
不
作
為
の
訴
え
に
お
け
る
一
般

原
則
の
発
現
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。

　
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ
も
集
団
的
利
益
と
い
う
観
念
が

認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
な
ぜ
団
体
が
集
団
的
利
益
の
担
い

手
に
な
れ
る
の
か
、
集
団
的
利
益
が
な
ぜ
団
体
固
有
の
利
益
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
か
、
な
ど
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
（
l
1
2
）
　
団
体
固
有
の
特
殊
な
不
作
為
請
求
権
を
認
め
る
見
解

　
次
に
、
団
体
は
不
作
為
請
求
権
を
有
す
る
が
、
そ
れ
は
特
殊
な
も

の
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
団
体
は
、
無
効
な

約
款
条
項
に
妨
げ
ら
れ
な
い
で
取
引
き
を
行
な
う
と
い
う
法
の
目
的
、

す
な
わ
ち
公
益
に
も
と
づ
い
て
請
求
権
を
有
す
る
と
す
る
。

　
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
公
益
を
根
拠
と
す
る
請
求
権
を
団
体
自

身
が
有
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
民
事
訴
訟
法
の
理
論
と
一
致
し
な
い

　
　
　
　
　
（
7
）

と
の
批
判
が
あ
る
。

　
（
2
）
　
法
定
訴
訟
担
当
と
す
る
見
解

　
こ
れ
に
対
し
て
、
不
正
競
争
防
止
法
一
三
条
や
普
通
取
引
約
款
規

制
法
二
二
条
は
、
団
体
に
対
し
て
固
有
の
権
利
を
認
め
た
も
の
で
は

な
く
、
団
体
が
他
人
に
帰
属
す
る
権
利
ま
た
は
請
求
権
を
訴
訟
担
当

者
と
し
て
訴
求
で
き
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

こ
の
立
場
に
立
つ
も
の
も
、
大
き
く
分
け
て
次
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。

　
（
2
－
1
）
　
団
体
は
集
団
的
権
利
（
集
団
的
差
止
請
求
権
）
を
主

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
張
す
る
と
す
る
見
解

　
ま
ず
、
団
体
は
消
費
者
一
般
の
集
団
に
集
合
的
に
帰
属
す
る
私
的

利
益
で
あ
る
集
団
的
権
利
を
主
張
す
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
消
費
者
全
体
に
帰
属
す
る
集
団

的
権
利
に
つ
い
て
団
体
が
集
団
的
差
止
請
求
権
の
主
体
と
な
れ
る
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

拠
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
と
の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。
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（
2
－
2
）
国
家
の
も
つ
不
作
為
請
求
権
を
主
張
す
る
と
す
る

　
　
（
1
0
）

　
　
見
解

　
次
に
、
団
体
訴
訟
制
度
は
、
本
来
国
家
が
法
秩
序
を
維
持
す
る
た

め
に
有
す
る
不
作
為
請
求
権
を
、
団
体
が
国
家
に
代
わ
っ
て
行
使
す

る
制
度
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

　
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
団
体
訴
訟
制
度
は
私
法
上
の
権
利
に
関

す
る
訴
訟
制
度
で
あ
る
と
こ
ろ
、
国
家
の
差
止
請
求
権
が
私
権
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

え
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。

　
2
　
実
体
法
上
の
請
求
権
を
否
定
す
る
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
（
1
）
　
独
立
の
訴
訟
追
行
権
に
も
と
づ
く
と
す
る
見
解

　
さ
ら
に
、
独
立
の
訴
訟
追
行
権
に
も
と
づ
く
と
す
る
見
解
も
主
張

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち

立
法
者
は
、
競
争
の
公
正
を
は
か
る
た
め
に
は
競
争
の
関
係
者
が
自

ら
相
手
方
を
監
視
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
て
、
そ
の
手
段
と
し
て

不
作
為
の
訴
え
の
訴
訟
追
行
権
を
団
体
に
与
え
た
。
実
体
法
は
不
正

競
争
を
行
な
う
被
告
の
不
作
為
義
務
だ
け
を
規
定
し
て
お
り
、
不
作

為
請
求
権
を
認
め
て
い
な
い
。
不
作
為
義
務
に
対
応
す
る
の
は
、

個
々
の
団
体
が
有
す
る
独
立
の
提
訴
権
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
、
団
体
の
活
動
を
訴
訟
追
行
権
と
解
す
る
と
、

団
体
が
裁
判
外
で
和
解
を
行
な
う
場
合
な
ど
の
団
体
の
裁
判
外
で
の

活
動
の
適
法
性
が
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
考
え

　
（
1
3
）

ら
れ
る
。

　
（
2
）
私
法
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
限
、
干
渉
権
限
に
も
と
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
民
衆
訴
訟
と
す
る
見
解

　
こ
れ
は
団
体
訴
訟
を
従
来
の
民
事
訴
訟
法
の
枠
組
み
を
超
え
た
も

の
と
し
て
と
ら
え
、
団
体
の
有
す
る
法
的
地
位
を
純
粋
の
意
味
に
お

け
る
請
求
権
と
し
て
で
は
な
く
、
私
法
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
限
、

干
渉
権
限
と
し
て
、
団
体
訴
訟
を
こ
れ
ら
の
権
限
に
も
と
づ
く
民
衆

訴
訟
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
競
争
の
公
正
、
公
正
な

約
款
に
よ
る
取
引
き
の
保
護
な
ど
の
公
共
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め

に
団
体
に
は
提
訴
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

　
し
か
し
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
公
共
の
利
益
の
追
求
と
い
う
公

的
任
務
の
遂
行
を
私
法
の
領
域
に
属
す
る
団
体
訴
訟
が
で
き
る
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

い
う
批
判
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

三
　
E
U
指
令
と
ド
イ
ツ
国
内
法
の
改
正

　
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
団
体
訴
訟
の
差
止
請
求
権
の
法
的
性
質
に

関
す
る
議
論
は
、
先
般
の
改
正
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
改
正
の
意
義
、
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

こ
れ
が
法
的
性
質
の
議
論
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
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（
1
6
）

す
る
。

　
近
年
E
U
加
盟
国
間
に
お
い
て
も
国
境
を
越
え
る
取
引
き
が
増
加

し
て
お
り
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
あ
る
国
の
企
業
な
ど
が
他
国
の

消
費
者
の
利
益
を
害
す
る
行
為
を
行
な
う
場
合
も
増
加
し
て
き
て
い

る
。
し
か
し
従
来
は
、
E
U
加
盟
国
で
あ
っ
て
も
団
体
訴
訟
制
度
の

な
い
国
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
団
体
訴
訟
制
度
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
提

訴
権
者
の
要
件
な
ど
が
異
な
っ
て
い
た
り
し
た
。
こ
の
た
め
侵
害
を

受
け
た
国
の
消
費
者
団
体
な
ど
が
、
国
境
を
越
え
て
、
違
法
行
為
を

行
な
っ
て
い
る
国
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
て
差
止
め
を
要
求
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
消
費
者
保
護
の
態

様
に
つ
い
て
E
U
加
盟
国
間
に
不
均
衡
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
一
九
九
八
年
五
月
一
九
日
に
「
消
費
者
利
益
の
保
護
の
た

め
の
不
作
為
の
訴
え
に
関
す
る
E
U
指
令
（
空
3
島
昆
Φ
　
O
o。
＼
鴇
＼

国
O
）
」
が
発
令
さ
れ
た
。
こ
の
指
令
は
消
費
者
の
集
団
的
利
益
を
保

護
す
る
た
め
に
、
国
境
を
越
え
た
消
費
者
を
害
す
る
行
為
の
差
止
め

に
関
す
る
訴
え
の
提
起
を
独
立
の
公
的
機
関
お
よ
び
消
費
者
保
護
を

目
的
と
す
る
民
間
団
体
に
対
し
て
認
め
た
（
三
条
）
。
た
だ
し
、
こ

れ
ら
の
訴
え
が
濫
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
E
U
の
各

加
盟
国
は
申
立
て
に
も
と
づ
い
て
訴
え
提
起
権
限
を
有
す
る
団
体
の

名
称
と
目
的
を
E
U
委
員
会
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
（
四
条
二
項
）
。
通
知
を
受
け
た
E
U
委
員
会
は
資
格
の
あ

る
団
体
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
こ
れ
を
官
報
に
よ
っ
て
公
告
す
る

（
四
条
三
項
）
。

　
こ
の
指
令
に
先
立
ち
、
一
九
九
七
年
五
月
二
〇
日
に
は
「
隔
地
販

売
に
お
け
る
契
約
締
結
の
際
の
消
費
者
保
護
に
関
す
る
E
U
指
令

（
空
3
島
巳
①
零
＼
ミ
国
O
）
」
が
公
布
さ
れ
、
隔
地
販
売
に
お
け
る
契

約
締
結
の
際
の
消
費
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
違
法
な
販
売
条
件
お

よ
び
販
売
方
法
に
関
し
て
消
費
者
団
体
お
よ
び
正
当
な
利
益
を
有
す

る
職
業
団
体
に
団
体
訴
訟
に
よ
る
訴
え
提
起
の
機
会
が
認
め
ら
れ
る

べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
九
九
年
六
月
四
日
に
は
「
暇
疵

あ
る
製
造
物
に
つ
い
て
の
責
任
に
関
す
る
E
U
加
盟
国
の
法
規
定
お

よ
び
行
政
規
則
の
調
整
の
た
め
の
E
U
指
令
（
家
魯
毎
巳
Φ
　
O
o
望

G。

置
＼
国
≦
O
）
の
改
正
に
関
す
る
E
U
指
令
（
覆
9
岳
三
①
8
鳶
ミ

国
O
）
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
ド
イ
ツ
で
は
二
〇
〇
〇

年
六
月
四
日
に
「
隔
地
契
約
お
よ
び
消
費
者
法
の
そ
の
他
の
問
題
、

な
ら
び
に
ユ
ー
ロ
ヘ
の
諸
規
定
の
切
替
え
に
関
す
る
法
律

（
O
o
ω
①
冒
曽
ぴ
震
閃
Φ
ヨ
鋤
σ
ω
讐
N
＜
R
辞
感
ひ
⇔
o
仁
旨
α
帥
p
α
Φ
お
閃
寅
鷺
ロ

α
o
ω
く
①
き
轟
⊆
o
『
①
霞
o
o
算
ω
ω
o
毛
一
①
N
信
『
d
ヨ
ω
9
＝
信
昌
鵬
く
○
⇒
く
o
目
－

ω
o
ぼ
洋
窪
鋤
亀
国
弩
o
＜
o
日
曽
。
9
8
0
9
閃
O
聾
’
一
。
。
零
）
」
が
公
布

さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
不
正
競
争
防
止
法
二
二
条
二
項
お
よ
び
普
通

取
引
約
款
規
制
法
二
二
条
二
項
が
改
正
さ
れ
、
ま
た
普
通
取
引
約
款

規
制
法
二
二
条
に
は
二
項
が
追
加
さ
れ
た
と
と
も
に
、
二
二
条
＆
が
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挿
入
さ
れ
た
。

　
こ
の
二
〇
〇
〇
年
改
正
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
の
は
、
主
と
し
て

以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　
第
一
点
は
、
団
体
訴
訟
の
法
的
性
質
と
関
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
普
通
取
引
約
款
規
制
法
二
二
条
一
項
お
よ

び
不
正
競
争
防
止
法
二
二
条
一
項
は
、
消
費
者
の
利
益
を
侵
害
す
る

者
に
対
し
て
団
体
は
「
不
作
為
請
求
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
篶
箒
コ
α
B
碧
『
2
）
。
」
と
規
定
し
て
い
た
た
め
、
団
体
が
有
す
る

権
利
が
固
有
の
も
の
か
、
本
来
他
人
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
そ
の

他
人
に
代
わ
っ
て
訴
え
を
提
起
す
る
資
格
を
有
し
て
い
る
の
か
に
関

し
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
。
改
正
法
は
こ
れ
を
「
不
作
為
請
求
権

が
帰
属
す
る
（
N
仁
ω
9
冨
口
）
」
と
し
た
。
立
法
理
由
書
は
「
普
通
取

引
約
款
規
制
法
一
三
条
の
改
正
は
、
二
二
条
二
項
が
能
動
的
事
件
適

格
（
畏
瓜
≦
畠
三
ヨ
呂
自
）
に
関
す
る
規
定
か
、
訴
訟
追
行
資
格

に
関
す
る
規
定
か
に
つ
い
て
の
争
い
に
つ
い
て
は
っ
き
り
決
着
を
つ

け
る
点
で
も
有
用
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
前
者
（
す
な
わ
ち
能
動
的

事
件
適
格
）
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

立
法
に
よ
り
決
着
が
な
さ
れ
た
と
す
る
。
学
説
に
お
い
て
も
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

賛
成
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
筆
者
の
調
べ
た
限
り
、
ド
イ
ツ
国
内

に
お
い
て
こ
の
改
正
法
制
定
後
に
団
体
の
有
す
る
権
利
が
固
有
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
異
論
を
唱
え
る
論
文
は
見
あ
た
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
差
止
請
求
権
は
、
団
体
固
有
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
点
で
一
応
の
決
着
は
つ
い
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
。

　
し
か
し
こ
の
改
正
に
対
し
て
は
、
消
費
者
保
護
法
規
に
違
反
す
る

行
為
に
対
す
る
不
作
為
の
訴
え
を
一
般
的
に
認
め
る
規
定
を
普
通
取

引
約
款
規
制
法
の
な
か
の
一
規
定
と
し
て
置
く
の
は
法
体
系
上
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

が
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
批
判
を
受
け
て
二
〇

〇
一
年
二
月
二
六
日
、
消
費
者
保
護
法
そ
の
他
の
法
律
の
違
反
の

際
の
不
作
為
の
訴
え
に
関
す
る
法
律
（
不
作
為
の
訴
え
法
）
が
単
独

の
法
律
と
し
て
成
立
し
、
団
体
が
不
作
為
の
訴
え
の
提
起
権
限
を
有

す
る
旨
が
そ
の
三
条
に
規
定
さ
れ
た
。
た
だ
し
そ
の
内
容
は
従
来
の

改
正
の
内
容
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
団
体
の
有
す
る
差
止
請
求
権
の
法
的
性
質
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
た
し
か
に
普
通
取
引
約
款
規
制
法
、
不
正
競
争
防
止
法
に
お
け
る

団
体
訴
訟
は
消
費
者
一
般
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

制
度
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、

法
は
私
人
で
あ
る
消
費
者
団
体
な
ど
の
団
体
に
提
訴
権
を
与
え
、
民

事
訴
訟
制
度
に
よ
る
解
決
を
は
か
る
と
い
う
途
を
選
ん
で
い
る
。
こ

の
点
に
お
い
て
、
消
費
者
保
護
の
要
請
も
あ
く
ま
で
民
事
訴
訟
制
度

の
枠
内
に
お
い
て
の
実
現
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
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理
論
的
に
も
消
費
者
保
護
の
前
提
と
し
て
、
団
体
自
体
の
利
益
が
あ

る
こ
と
が
観
念
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
法
体
系
と
し
て
考
え
た
と
き
に
も
、
権
利
と
し
て
の

差
止
請
求
権
を
否
定
し
て
民
衆
訴
訟
と
解
し
た
り
、
国
家
の
権
利
の

法
定
訴
訟
担
当
と
解
す
る
見
解
は
妥
当
で
な
い
。

　
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
は
個
人
に
差
止
請
求
権
を
認
め
て
い
な
い
以
上
、

こ
れ
を
個
人
の
権
利
の
法
定
訴
訟
担
当
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

そ
の
実
態
を
直
視
し
た
場
合
、
団
体
の
構
成
員
が
潜
在
的
に
有
し
て

い
る
差
止
請
求
権
の
集
合
体
を
、
団
体
は
法
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利

と
し
て
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
至
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、

団
体
は
固
有
の
権
利
を
行
使
す
る
と
構
成
す
る
こ
と
が
そ
の
あ
る
べ

き
姿
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
こ
の
改
正
お
よ
び
新
法
の
方
向
は

妥
当
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
二
〇
〇
〇
年
改
正
に
よ
る
他
の
変
更
点
は
、
団
体
訴
訟

の
法
的
性
質
に
関
す
る
議
論
と
直
接
の
関
わ
り
を
も
つ
わ
け
で
は
な

い
が
、
第
二
点
は
加
盟
国
の
消
費
者
保
護
団
体
が
、
消
費
者
保
護
法

規
違
反
の
か
な
り
の
領
域
に
つ
い
て
、
従
来
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
国
境
を
越
え
る
差
止
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
（
普
通
取
引
約
款
規
制
法
二
二
条
一
項
お
よ
び
こ
れ

を
受
け
た
不
作
為
の
訴
え
法
二
条
）
。

　
第
三
点
は
、
提
訴
権
者
の
範
囲
を
、
消
費
者
団
体
な
ど
に
つ
い
て

は
原
則
と
し
て
連
邦
行
政
庁
の
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
た
団
体
ま
た
は

E
U
委
員
会
の
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
た
権
利
能
力
あ
る
団
体
に
限
っ

た
こ
と
で
あ
る
（
不
正
競
争
防
止
法
一
三
条
二
項
、
普
通
取
引
約
款

規
制
法
二
二
条
二
項
一
号
・
二
二
条
三
項
一
号
お
よ
び
こ
れ
を
受
け

た
不
作
為
の
訴
え
法
一
三
条
一
項
二
号
・
一
四
条
）
。

四

団
体
訴
訟
に
お
け
る
処
分
権
主
義
・
弁
論
主
義

　
の
適
用
可
能
性

　
1
　
学
説
の
情
況

　
普
通
取
引
約
款
規
制
法
お
よ
び
不
正
競
争
防
止
法
、
そ
し
て
こ
れ

を
受
け
た
消
費
者
保
護
法
そ
の
他
の
法
律
の
違
反
に
お
け
る
不
作
為

の
訴
え
に
関
す
る
法
律
五
条
は
、
特
段
の
規
定
が
な
い
限
り
民
事
訴

訟
法
の
規
定
を
準
用
す
る
旨
の
規
定
を
置
く
。
し
か
し
、
団
体
訴
訟

に
対
す
る
処
分
権
主
義
の
適
用
、
す
な
わ
ち
団
体
訴
訟
に
お
い
て
も
、

裁
判
所
は
当
事
者
の
申
し
立
て
な
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
裁
判
で

き
な
い
と
解
す
べ
き
か
ど
う
か
、
訴
訟
上
の
和
解
、
請
求
の
放
棄
・

認
諾
、
訴
え
の
取
下
げ
に
よ
る
訴
訟
の
終
了
を
認
め
て
よ
い
か
ど
う

か
な
ど
の
問
題
、
ま
た
、
訴
訟
資
料
収
集
の
面
に
つ
い
て
も
通
常
の

民
事
訴
訟
と
同
様
に
弁
論
主
義
を
適
用
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
間

題
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
従
来
か
ら
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
団
体
の
固
有
の
差
止
請
求
権
を
認
め
る
見
解
の
多
く
は
、
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団
体
は
団
体
自
身
の
利
益
を
図
る
た
め
に
訴
訟
を
追
行
す
る
の
で
あ

り
、
国
家
と
同
様
の
意
味
に
お
け
る
公
益
の
代
表
者
と
し
て
訴
え
を

提
起
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
団
体
へ

の
権
限
付
与
に
よ
っ
て
私
人
間
の
取
引
き
が
是
正
さ
れ
る
以
上
、
国

家
は
私
人
間
の
取
引
き
に
対
し
て
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
か
ら
、
団
体
訴
訟
に
お
い
て
も
通
常
の
民
事
訴
訟
の
場
合
と
同
様

に
、
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
が
原
則
と
し
て
機
能
す
る
と
主
張
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

る
。
ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
が
判
例
で
あ
り
、
通
説
的
見
解
で
あ
る

　
ま
た
、
法
定
訴
訟
担
当
と
す
る
見
解
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

本
的
に
は
同
様
の
結
論
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
団
体
訴
訟
を
私
法
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
限
、

干
渉
権
限
に
も
と
づ
く
民
衆
訴
訟
と
す
る
見
解
の
多
く
は
、
多
少
の

差
は
あ
れ
団
体
の
訴
え
提
起
に
、
国
家
と
同
様
の
意
味
に
お
け
る
公

益
の
代
表
者
と
し
て
の
意
味
を
含
ま
せ
よ
う
と
す
る
た
め
、
処
分
権

主
義
、
弁
論
主
義
の
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
何
ら
か
の
制
限
を
加

え
る
。

　
す
な
わ
ち
こ
の
点
に
つ
い
て
ゲ
ー
ベ
ル
は
、
団
体
は
訴
え
を
提
起

す
る
か
否
か
を
選
択
す
る
権
限
は
有
し
て
い
る
が
、
い
っ
た
ん
団
体

に
よ
っ
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
申
立
事
項
に
拘
束
力
は
な

く
、
そ
の
後
に
お
い
て
は
団
体
は
裁
判
所
の
許
可
が
な
け
れ
ば
訴
え

の
取
下
げ
、
請
求
の
放
棄
は
で
き
ず
、
ま
た
和
解
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
と
す
る
。
本
案
終
了
宣
言
、
原
告
に
不
利
益
な
欠
席
判
決
も
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

さ
れ
な
い
。
訴
訟
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
は
職
権
探
知
を
認
め
る
。

　
ま
た
、
ラ
イ
ネ
ル
は
処
分
権
主
義
に
関
し
て
、
申
立
事
項
の
拘
束

力
、
訴
え
の
取
下
げ
は
認
め
る
が
、
請
求
の
放
棄
の
効
力
を
否
定
し
、

和
解
が
成
立
し
た
場
合
で
も
、
実
体
法
上
の
不
作
為
義
務
は
消
滅
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

な
い
と
す
る
。
訴
訟
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
は
職
権
探
知
を
認
め
る
。

　
コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
個
々
的
、
具

体
的
な
事
実
関
係
が
判
決
を
下
す
前
提
と
な
る
か
ら
弁
論
主
義
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
団
体
訴
訟
の
場
合
に
審
理
の
中
心
と
な

る
の
は
例
え
ば
普
通
取
引
約
款
規
制
法
で
い
え
ば
約
款
が
不
当
か
ど

う
か
、
不
正
競
争
防
止
法
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
あ
る
広
告
が
違
法

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
一
般
的
評
価
で
あ
る
た
め
、
当

事
者
は
た
と
え
ば
違
法
と
考
え
ら
れ
る
普
通
取
引
約
款
が
使
用
さ
れ

た
こ
と
、
あ
る
い
は
取
引
き
に
際
し
て
勧
め
ら
れ
た
こ
と
さ
え
立
証

す
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
弁
論
主
義
が
後
退
す
る
と

す
る
。
ま
た
、
裁
判
所
の
許
可
が
な
く
し
て
行
な
わ
れ
た
訴
え
の
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

下
げ
や
和
解
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
。

　
ラ
イ
ポ
ル
ト
は
、
処
分
権
主
義
は
制
限
さ
れ
る
が
、
弁
論
主
義
は

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

制
限
さ
れ
な
い
と
す
る
。

　
こ
れ
ら
と
は
若
干
異
な
る
角
度
か
ら
す
る
も
の
と
し
て
、
差
止
請

求
権
の
法
的
性
質
に
い
た
ず
ら
に
拘
泥
し
て
結
論
を
導
く
べ
き
で
は
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な
い
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

普
通
取
引
約
款
に
つ
い
て
場
合
を
ふ
た
つ
に
分
け
る
。
ま
ず
、
普
通

取
引
約
款
規
制
法
二
条
は
、
契
約
締
結
後
四
カ
月
以
内
に
引
き
渡

さ
れ
る
か
提
供
さ
れ
る
予
定
の
商
品
あ
る
い
は
給
付
に
つ
い
て
対
価

の
値
上
げ
を
予
定
す
る
条
項
が
た
だ
ち
に
無
効
で
あ
る
こ
と
な
ど
を

規
定
す
る
が
、
こ
れ
は
約
款
の
条
項
の
み
を
審
査
す
れ
ば
そ
れ
が
違

法
か
ど
う
か
が
た
だ
ち
に
判
断
で
き
る
こ
と
を
理
由
に
、
裁
判
所
の

権
限
を
大
幅
に
認
め
て
弁
論
主
義
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
信
義
則
に
反
し
て
契
約
の
相
手
方
を
不
当
に
冷
遇
す

る
普
通
取
引
約
款
が
無
効
で
あ
る
旨
の
一
般
条
項
で
あ
る
九
条
、
お

よ
び
約
款
の
使
用
者
が
申
込
み
の
承
諾
や
拒
絶
、
あ
る
い
は
給
付
の

提
供
に
つ
い
て
不
当
に
長
い
期
間
や
不
当
に
不
確
定
な
期
間
を
留
保

し
た
場
合
な
ど
に
そ
の
条
項
が
無
効
と
な
り
う
る
こ
と
を
規
定
す
る

一
〇
条
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
期
に
お
け
る
社
会
の
経
済
状
況
を
考

慮
に
入
れ
た
上
で
違
法
性
を
総
合
的
に
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
た
め
、

通
常
の
民
事
訴
訟
法
と
同
様
に
弁
論
主
義
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と

（
2
6
）

す
る
。

　
ま
た
、
リ
ン
ダ
ッ
ハ
ー
は
、
普
通
取
引
約
款
な
ど
の
規
範
に
関
す

る
事
実
と
単
純
な
事
実
を
区
別
し
て
、
単
純
な
事
実
に
つ
い
て
の
み

厳
格
な
弁
論
主
義
の
適
用
を
認
め
、
規
範
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

は
こ
れ
を
排
除
す
る
。

　
2
　
検
　
討

　
で
は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
の
制
限
の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も

の
は
、
ま
ず
、
全
体
と
し
て
の
消
費
者
の
保
護
、
公
益
の
保
護
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
団
体
に
請
求
の
認
諾
、
訴
え
の
取
下

げ
な
ど
の
自
由
な
処
分
を
認
め
る
と
と
も
に
自
白
の
効
力
を
肯
定
し
、

訴
訟
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
当
事
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
認
め
て

裁
判
所
に
よ
る
証
拠
収
集
を
否
定
す
る
と
き
に
は
、
全
体
と
し
て
の

消
費
者
の
保
護
が
必
ず
し
も
完
全
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が

生
じ
る
。
団
体
は
全
体
と
し
て
の
消
費
者
の
利
益
を
図
る
た
め
に
行

動
す
る
も
の
と
さ
れ
る
以
上
、
訴
訟
上
の
処
分
や
自
白
、
証
拠
資
料

の
収
集
な
ど
に
つ
い
て
も
一
定
の
制
約
が
科
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　
団
体
訴
訟
を
民
衆
訴
訟
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
は
こ
の
点
を
強

調
す
る
。
し
か
し
、
民
事
訴
訟
制
度
は
あ
く
ま
で
私
人
の
権
利
の
保

護
を
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
人
の
権
利
侵
害
を
要

件
と
し
な
い
民
衆
訴
訟
を
安
易
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。

　
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
ド
イ
ツ
国
内
法
は
差
止
請
求
権
を
私
益

確
保
の
た
め
の
団
体
固
有
の
権
利
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
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私
益
確
保
が
目
的
で
あ
る
以
上
、
民
事
訴
訟
制
度
に
お
い
て
公
益
が

考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
理
由
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
に
公
益
を
根
拠
と
し
て
処
分
権

主
義
、
弁
論
主
義
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
主
張
は
退
け
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

　
差
止
請
求
権
が
団
体
固
有
の
請
求
権
で
あ
り
、
団
体
訴
訟
が
民
事

訴
訟
の
枠
内
の
制
度
で
あ
る
こ
と
と
、
全
体
と
し
て
の
消
費
者
保
護

の
要
請
の
調
和
を
は
か
る
こ
と
に
よ
り
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
の

制
限
を
根
拠
づ
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
考
え
方
と
し
て
は
、
差
止
請
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

権
の
内
容
に
着
目
す
る
ヴ
ォ
ル
フ
の
見
解
が
参
考
に
な
る
。

　
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
団
体
訴
訟
に
お
い
て
団
体
に
固
有
の
差
止
請
求
権

が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
単
に
既
存
の
構
成
員
の
潜
在
的
な
利
益
を
保

護
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
差
止
請
求
権
を
有
す
る
団
体

が
自
己
の
権
利
を
効
果
的
に
行
使
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と

し
て
団
体
が
自
ら
の
構
成
員
を
維
持
し
、
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
保

障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
た
め

に
は
団
体
は
常
に
新
た
な
構
成
員
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と

な
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
団
体
は
将
来
構
成
員
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
不
特
定
多
数
の
者
の
利
益
も
ま
た
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る

と
す
る
。

　
不
特
定
多
数
の
者
の
利
益
に
か
な
う
の
は
、
一
般
的
に
は
こ
と
が

ら
が
真
実
に
合
致
す
る
場
合
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現

在
の
構
成
員
の
保
護
と
と
も
に
不
特
定
多
数
の
将
来
構
成
員
と
な
る

べ
き
者
の
利
益
も
保
護
す
る
た
め
に
、
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
な

ど
の
訴
訟
原
則
が
一
定
範
囲
に
お
い
て
制
限
さ
れ
る
場
合
を
認
め
る

可
能
性
お
よ
び
必
要
が
生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
弁
論
主
義
に
つ
い
て
は
制
限
が
加
え
ら
れ
、
自
白
の
拘

束
力
は
否
定
さ
れ
、
裁
判
所
の
真
実
発
見
の
た
め
の
職
権
探
知
が
認

め
ら
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
ま
た
処
分
権
主
義
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
す
べ
て
制
限
す
る
こ
と
も
可
能
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
場
面
を
分
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
団
体
訴
訟
も
民
事
訴
訟
制
度
の
枠
内
に
お
け
る
私
法
上
の

権
利
の
行
使
で
あ
る
か
ら
、
訴
え
を
提
起
す
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、

ど
の
範
囲
で
訴
え
を
提
起
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
く
ま

で
団
体
自
身
が
決
定
で
き
る
と
も
解
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

申
立
事
項
の
拘
束
力
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
訴
え
の
取

下
げ
は
、
は
じ
め
か
ら
訴
え
を
提
起
し
な
か
っ
た
と
同
様
の
効
果
を

生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
効
力
を
認
め
て
よ
い
と
解
さ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
請
求
の
放
棄
や
訴
訟
上
の
和
解
は
、
団
体
の

意
思
に
よ
っ
て
既
存
の
私
法
秩
序
と
は
異
な
る
新
た
な
秩
序
を
作
り

出
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
制
限
さ
れ
る
場
合
が
生

じ
る
と
解
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
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で
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
は
合
理
的
な
も
の
と
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。

　
一
般
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
私
法
秩
序
の
維
持
は
自
己
の
権

利
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
個
人
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
訴
え
を

通
じ
て
実
現
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
消
費
者
紛
争
に
お
い
て

は
こ
れ
が
期
待
で
き
な
い
。
そ
こ
で
法
は
、
個
人
に
私
法
秩
序
の
維

持
が
期
待
で
き
な
い
場
合
に
、
全
体
と
し
て
の
私
法
秩
序
を
安
定
さ

せ
る
た
め
に
、
団
体
に
対
し
て
固
有
の
権
利
を
与
え
た
と
解
さ
れ
る
。

団
体
は
、
違
法
な
行
為
が
行
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と

を
潜
在
的
に
構
成
員
か
ら
委
ね
ら
れ
、
そ
れ
を
自
分
自
身
の
利
益
と

し
て
有
す
る
わ
け
で
、
そ
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
与
え
ら
れ

た
権
能
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
団
体
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
構

成
員
は
自
己
の
潜
在
的
な
権
利
行
使
の
権
限
を
団
体
に
対
し
て
全
面

的
に
委
ね
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
団
体
は
構
成
員
の
意
思

と
は
原
則
と
し
て
無
関
係
に
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
か
ど
う
か
を
自

由
に
決
定
で
き
、
ま
た
訴
訟
資
料
の
収
集
方
法
に
つ
い
て
も
団
体
が

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
は
通
常
の
民
事
訴
訟
と
同
様
に
、

そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
反
対
説
の
根
拠
と
し
て
考

え
ら
れ
る
団
体
の
維
持
発
展
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
団
体
が
共

通
し
て
有
し
て
い
る
利
益
で
あ
っ
て
、
ひ
と
り
消
費
者
団
体
に
の
み

い
い
う
る
こ
と
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
処
分
権

主
義
、
弁
論
主
義
の
制
限
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
ま
た
こ
れ
を
実
際
的
に
見
て
も
、
弁
論
主
義
、
処
分
権
主
義
を
制

限
し
て
職
権
探
知
な
ど
を
と
る
場
合
に
は
、
訴
訟
が
遅
延
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
し
、
ま
た
過
大
な
費
用
が
か
か
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

訴
訟
費
用
に
関
し
て
は
、
結
局
は
見
送
ら
れ
た
も
の
の
、
国
庫
が
一

部
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
と
の
方
策
が
ド
イ
ツ
で
一
時
議
論
さ
れ

（
2
9
）

た
が
、
私
人
に
よ
る
固
有
の
権
利
行
使
に
国
家
が
費
用
を
補
助
す
る

の
は
必
ず
し
も
根
拠
が
明
白
で
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
に
よ
っ
て
団
体
に
よ
る
自
由

な
訴
訟
追
行
を
認
め
た
場
合
で
も
、
そ
の
団
体
の
行
為
が
構
成
員
の

利
益
、
お
よ
び
消
費
者
一
般
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
に
は
、
裁
判
官
が
釈
明
権
、
発
問
権
を
積
極
的
に
行
使
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

消
費
者
保
護
を
は
か
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
釈
明
権
は
、
団
体
の
代
表
者
が
気
づ
か
な
い
争

点
や
事
実
を
指
摘
し
て
主
張
の
機
会
を
確
保
す
る
と
い
う
点
で
は
意

味
を
も
つ
が
、
団
体
が
自
発
的
に
行
な
う
請
求
の
認
諾
や
、
訴
え
の

取
下
げ
、
自
白
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
点

で
、
公
益
の
保
護
と
し
て
必
ず
し
も
充
分
で
な
い
と
の
批
判
が
考
え
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ら
れ
る
。
し
か
し
民
事
訴
訟
制
度
に
よ
っ
て
消
費
者
保
護
を
実
現
す

る
方
策
を
と
る
場
合
に
は
こ
れ
は
あ
る
程
度
や
む
を
得
な
い
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
が
民
事
訴
訟
制
度
を
使
っ
た
消
費
者
保
護
の
実
現
の
限

界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
日
弁
連
試
案
一
六
条
は
、

「
（
1
）
　
消
費
者
団
体
は
、
消
費
者
契
約
に
お
け
る
約
款
に
お
い
て
、

本
法
に
よ
り
無
効
で
あ
る
条
項
を
使
用
し
、
ま
た
は
使
用
し
よ
う
と

し
て
い
る
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
使
用
の
差
止
そ
の
他
適
当
な
措
置

（
以
下
「
差
止
請
求
等
」
と
い
う
。
）
を
取
る
こ
と
を
請
求
で
き
る
。

　
（
2
）
　
消
費
者
団
体
は
、
消
費
者
契
約
に
お
け
る
約
款
に
つ
い
て
、

本
法
に
よ
り
無
効
で
あ
る
条
項
を
推
奨
し
、
ま
た
は
推
奨
し
よ
う
と

し
て
い
る
も
の
に
対
し
、
そ
の
推
奨
の
撤
回
そ
の
他
適
当
な
措
置

（
以
下
、
「
撤
回
請
求
等
」
と
い
う
。
）
を
と
る
こ
と
を
請
求
で
き

る
。
」

　
と
す
る
。

　
す
な
わ
ち
日
弁
連
試
案
は
差
止
請
求
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、

消
費
者
団
体
の
存
在
意
義
は
消
費
者
全
体
の
利
益
を
図
る
点
に
あ
る

か
ら
、
団
体
は
消
費
者
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
と
い
う
団
体
固
有

の
利
益
を
有
す
る
と
し
て
消
費
者
団
体
に
固
有
の
実
体
法
上
の
差
止

請
求
権
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
妥
当
な
考
え
方
と
し
て
支

持
す
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
上
原
教
授
は
、
提
訴
権
の
法
的
性
質
は
あ
く
ま

で
二
次
的
な
問
題
で
あ
り
、
む
し
ろ
誰
に
提
訴
権
を
与
え
れ
ば
訴
訟

制
度
が
機
能
す
る
か
と
い
っ
た
政
策
的
判
断
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
、

差
止
め
の
必
要
性
に
も
と
づ
く
限
定
的
な
制
度
と
し
て
提
案
す
る
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

が
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
る
が
、
や

は
り
法
的
性
質
か
ら
の
検
討
は
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
日
弁
連
試
案
一
七
条
は
、
「
差
止
請
求
等
も
し
く
は
撤
回
請

求
等
に
関
す
る
訴
え
に
は
、
本
法
に
別
段
の
定
め
が
な
い
時
は
民
事

訴
訟
法
を
準
用
す
る
。
」
と
し
、
団
体
訴
訟
に
つ
い
て
も
通
常
の
民

事
訴
訟
と
同
様
に
処
分
権
主
義
・
弁
論
主
義
の
適
用
を
認
め
て
お
り
、

こ
の
点
も
支
持
で
き
る
。

五
　
二
重
起
訴
の
禁
止
規
定
の
適
用
の
有
無

　
た
と
え
ば
普
通
取
引
約
款
規
制
法
二
一
条
は
、
「
敗
訴
判
決
を
受

け
た
普
通
取
引
約
款
の
使
用
者
が
使
用
禁
止
命
令
に
違
反
し
た
と
き

は
、
約
款
の
う
ち
の
当
該
条
項
は
契
約
の
相
手
が
そ
の
判
決
の
効
果

を
援
用
す
る
場
合
に
限
り
こ
れ
を
無
効
と
み
な
す
。
」
と
し
て
、
契

約
の
相
手
方
が
団
体
と
約
款
の
使
用
者
と
の
問
に
お
け
る
使
用
禁
止

の
判
決
を
援
用
し
た
場
合
に
限
り
、
判
決
の
効
力
の
片
面
的
拡
張
を

認
め
る
。
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そ
こ
で
た
と
え
ば
、
あ
る
約
款
条
項
が
消
費
者
の
利
益
を
害
す
る

と
し
て
、
あ
る
団
体
が
そ
の
差
止
め
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
後

に
、
別
の
団
体
が
、
同
一
の
約
款
条
項
に
つ
い
て
差
止
め
を
求
め
た

場
合
、
こ
れ
は
二
重
起
訴
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と

な
る
。
こ
れ
も
ま
た
差
止
請
求
権
の
法
的
性
質
と
関
連
す
る
問
題
と

解
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
団
体
に
固
有
の
差
止
請
求
権
が
あ
る
と
す
る
見
解
に
よ
れ

ば
、
同
一
の
違
反
行
為
に
対
す
る
訴
え
で
も
、
主
張
さ
れ
て
い
る
差

止
請
求
権
は
団
体
ご
と
に
別
個
で
あ
る
の
で
二
重
起
訴
の
禁
止
に
は

　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

触
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
他
方
、
団
体
は
集
団
や
国
家
の
も
つ
不
作
為
請
求
権
を
法
定
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

担
当
と
し
て
主
張
す
る
と
す
る
見
解
は
、
こ
れ
ら
が
二
重
起
訴
に
あ

た
る
と
す
る
。
こ
の
う
ち
マ
ロ
ツ
ケ
は
、
他
の
団
体
が
係
属
中
の
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

訟
に
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
団
体
は
競
争
の
公
正
を
は
か
る
た
め
の
監
視
権

限
と
し
て
独
立
の
訴
訟
追
行
権
を
有
し
て
い
る
と
す
る
見
解
お
よ
び

私
法
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
限
、
干
渉
権
限
に
も
と
づ
く
民
衆
訴
訟

と
す
る
見
解
の
間
で
は
、
二
重
起
訴
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
結

論
が
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ラ
イ
ネ
ル
、
ラ
イ
ポ
ル
ト
、
コ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

ホ
は
二
重
起
訴
と
な
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
テ
ィ
ー
レ
、
ゲ
ー
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

ル
ら
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。

　
差
止
請
求
権
が
団
体
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
た

場
合
で
も
、
差
止
請
求
は
既
存
の
構
成
員
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
に
加
え
て
将
来
の
構
成
員
と
な
り
う
べ
き
者
の
利
益
を
保
護
す
る

も
の
と
し
て
行
使
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
不
特

定
多
数
の
者
の
利
害
に
関
わ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
前
訴

に
お
い
て
審
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
な
か
に
不
特
定
多
数
の
利

益
も
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
す
で
に
団
体
訴
訟

が
提
起
さ
れ
て
い
る
場
合
に
な
さ
れ
た
他
の
団
体
に
よ
る
訴
え
提
起

は
、
二
重
起
訴
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
差
止
請
求
権
は
団
体
固
有
の
権
利
で
あ
る
以
上
、
消
費

者
団
体
ご
と
に
実
体
法
上
の
差
止
請
求
権
は
異
な
る
と
解
さ
れ
る
た

め
、
こ
れ
は
二
重
起
訴
に
あ
た
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
日
弁
連
試
案
は
、
別
の
消
費
者
団
体
が
同
一
事

項
に
つ
い
て
差
止
請
求
を
提
起
し
た
と
し
て
も
二
重
起
訴
に
な
ら
な

い
と
し
て
お
り
、
妥
当
と
解
さ
れ
る
。

六
　
お
わ
り
に

　
団
体
訴
訟
制
度
の
導
入
に
関
し
て
は
、
従
来
か
な
り
消
極
的
な
主

張
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
実
効
性
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
団

体
訴
訟
制
度
を
わ
が
国
に
お
い
て
も
導
入
す
る
こ
と
は
歓
迎
す
べ
き
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こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
民
事
訴
訟
制
度
の
枠
内
に
お
い
て
一
般
消
費
者
保
護
の
要
請
を
考

え
る
場
合
に
は
、
訴
訟
原
則
な
ど
に
つ
い
て
も
今
ま
で
述
べ
た
よ
う

に
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
1
）
　
団
体
訴
訟
に
関
し
て
は
、
上
原
敏
夫
『
団
体
訴
訟
・
ク
ラ
ス
ア

　
ク
シ
ョ
ン
の
研
究
』
（
商
事
法
務
研
究
会
、
平
成
一
三
年
）
、
高
田
昌

宏
「
消
費
者
団
体
の
原
告
適
格
－
西
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
上
の

消
費
者
団
体
訴
訟
の
理
論
的
展
開
を
手
が
か
り
と
し
て
」
早
稲
田
法

　
学
六
一
巻
二
号
七
五
頁
以
下
、
内
山
衛
次
「
消
費
者
団
体
訴
訟
の
諸

問
題
ー
西
ド
イ
ツ
の
議
論
を
中
心
に
し
て
」
阪
大
法
学
一
四
〇
号
四

　
八
頁
以
下
、
森
田
修
「
差
止
請
求
と
民
法
－
団
体
訴
訟
の
実
体
法
的

構
成
」
総
合
開
発
機
構
・
高
橋
宏
志
共
編
『
差
止
請
求
権
の
基
本
構

　
造
』
一
一
一
頁
以
下
（
商
事
法
務
研
究
会
、
平
成
二
二
年
）
、
高
田

　
昌
宏
「
差
止
請
求
訴
訟
の
基
本
構
造
－
団
体
訴
訟
の
た
め
の
理
論
構

　
成
を
中
心
に
」
前
掲
『
差
止
請
求
権
の
基
本
構
造
』
一
三
三
頁
以
下
、

　
宗
田
貴
行
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
団
体
訴
訟
の
新
展
開
－
不
正
競
争
克

　
服
セ
ン
タ
ー
の
近
時
の
活
動
状
況
を
中
心
に
」
N
B
L
七
六
三
号
三

　
四
頁
以
下
な
ど
の
諸
論
稿
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い

　
る
。
ま
た
E
U
指
令
に
も
と
づ
く
改
正
に
つ
い
て
は
、
出
口
雅
久

　
「
E
U
消
費
者
保
護
と
ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
の
新
展
開
」
立
命
館
法
学

　
二
一
二
一
、
二
三
二
号
上
巻
一
一
九
〇
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）
　
他
に
も
、
大
高
友
一
ほ
か
「
E
U
に
お
け
る
消
費
者
団
体
訴
訟

制
度
の
実
情
（
上
）
」
N
B
L
七
七
一
号
四
三
頁
な
ど
の
論
稿
が
あ

　
る
Q

（
3
）
　
た
と
え
ば
上
原
・
前
掲
注
（
1
）
二
七
五
頁
。

（
4
）
ζ
き
時
a
毫
○
一
戸
9
①
困
四
鴨
び
①
賞
閃
巳
ω
α
霞
＜
①
吾
ぎ
α
ρ

　
一
鴇
卜
ω
」
巽
、
●
廟
⊂
＆
”
霧
塁
犀
曽
N
ξ
く
①
吾
鋤
＝
α
ω
冠
鋤
鵬
①
一
ヨ
N
一
≦
一
・

　
震
o
N
Φ
P
一
〇
〇。
一
）
ω
モ
津
胤
：

（
5
）
力
Φ
一
器
ド
9
①
く
①
吾
き
α
ω
匹
夷
①
轟
3
α
①
ヨ
＞
O
じo
ρ
一
零
P

　
ω
・
一
一
ト

（
6
）
⊆
ヨ
Φ
マ
＝
雲
器
P
＞
9
W
O
あ
①
ω
o
貫
S
＞
一
旨
．
」
8
G
。
』
一
ω

　
力
α
p
認
，

（
7
）
く
ひ
q
一
’
鍔
葵
凶
ω
）
U
段
ざ
＝
警
二
く
の
菊
①
9
a
ω
9
呉
N
α
震
＜
①
雫

　
σ
き
9
①
ニ
コ
α
R
国
ξ
o
O
思
ω
o
冨
口
¢
三
〇
戸
一
㊤
0
8
ω
」
O
o
o
。

（
8
）
の
≡
①
ω
）
ギ
o
N
①
辱
①
魯
二
一
。
『
①
零
o
σ
一
①
ヨ
。
＜
9
＜
①
吾
轟
亭

　
。
冨
ε
o
一
三
ω
3
震
ω
＆
窪
叶
⊆
5
鵬
げ
①
一
α
2
莞
⊆
窪
く
①
ぽ
轟
宰

　
3
①
署
①
3
餌
づ
α
ω
匹
餌
鵬
①
コ
一
ヨ
α
窪
辞
ω
o
げ
①
コ
N
一
≦
一
お
o
『
戸
N
N
℃
O
oo

）

　
O
．
旧
＝
餌
げ
ω
o
『
虫
ρ
　
U
霧
　
零
o
N
①
駒
旨
げ
ε
⇒
暢
お
o
算
　
ユ
震
く
霞
－

　
げ
ぎ
α
①
N
ξ
明
α
巳
の
三
⇒
鵬
鴨
≦
①
吾
一
一
3
巽
一
葺
o
お
ω
ω
窪
（
㈱
一
G
。
一

　
ご
≦
O
y
O
カ
⊂
力
一
〇
認
』
N
謀
犠
：

（
9
）
く
箪
頃
四
＆
ぎ
四
望
①
困
夷
3
①
穿
讐
一
ω
α
段
墨
ま
①
≦
牢

　
げ
R
＝
コ
O
α
震
＜
R
げ
似
昌
α
①
口
四
9
吻
一
も
o
＞
げ
⑦
■
一
C
≦
O
営

　
ω
冨
冨
ヨ
α
窃
N
三
σ
δ
器
守
①
3
鼻
』
ド
ω
8
9
、
高
田
・
前
掲
注

　
（
1
）
「
差
止
請
求
訴
訟
の
基
本
構
造
」
一
四
二
頁
。

（
1
0
）
　
冒
巽
〇
一
築
ρ
肉
①
o
耳
ω
コ
讐
ξ
g
昌
α
ω
嘗
①
一
凪
①
鵬
①
霧
鼠
昌
α
α
費
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d
旨
Φ
二
器
ω
琶
鵬
ω
E
甜
①
き
ω
吻
一
〇
。
d
≦
ρ
N
N
℃
O
o。
」
Q。
露
噛
：

（
n
）
　
　
く
閃
一
。
　
一
一
昌
α
餌
O
げ
①
ぴ
　
N
仁
『
　
儀
臥
ω
O
昌
α
①
『
℃
噌
O
N
Φ
ゆ
『
①
O
一
日
け
ω
口
帥
辞
仁
『
堕
堕

　
血
①
『
　
　
一
蝉
仁
件
①
『
犀
①
一
什
の
『
①
O
げ
け
一
一
〇
『
①
⇒
　
　
く
①
吋
σ
鋤
β
α
ω
1
　
　
二
⇒
α
　
　
内
O
昌
犀
⊆
吋
ー

　
お
辞
①
鼻
一
謎
①
の
o
＆
①
α
R
く
①
『
げ
き
α
ω
匹
甜
①
轟
9
亀
①
ヨ
＞
O
甲

　
O
①
ω
①
貫
N
N
℃
一
8
“
ω
。
“
O
陣
噛
：

（
皿
）
＝
鋤
＆
言
四
9
①
困
謎
①
げ
①
噛
轟
巳
ω
α
段
屋
9
㊦
毒
ぴ
R

　
琶
α
α
R
く
震
匡
且
Φ
き
9
伽
一
G
。
＞
σ
ω
」
¢
≦
O
言
ω
冨
冨
目

　
血
①
ω
N
三
一
胃
o
N
o
守
①
o
耳
ω
）
触
N
Ψ
ω
8
）
G
。
O
曾
↓
三
R
ρ
9
①
≦
m
－

　
げ
目
＝
づ
㎎
　
山
σ
①
『
一
づ
α
一
く
凶
α
‘
Φ
臨
①
噌
　
一
コ
6
①
同
①
の
ω
ω
①
5
　
一
ヨ
　
N
一
＜
一
一
〇
『
O
N
①
駒
曽

　
一
■
O
Q
Q
ω
曽
QO
。
GQ
一
一
噛
脇
：

（
1
3
）
　
高
田
・
前
掲
注
（
1
）
「
差
止
請
求
訴
訟
の
基
本
構
造
」
一
四
五

　
頁
参
昭
…
。

（
14
）
○
α
び
。
一
㌔
8
N
＆
N
毒
畠
α
R
＞
O
甲
困
謎
雲
巳
ぎ
『
ま
ヨ
寧

　
一
一
〇
『
Φ
吋
N
一
＜
＝
℃
『
O
N
O
頃
堕
一
「
㊤
O
O
O
曽
ω
。
一
N
GQ
噛
噛
，
旧
　
勾
O
一
昌
Φ
一
）
四
．
四
。
○
こ
　
ω
9

　
一
器
斥
旧
い
ぎ
鼠
9
①
き
P
餌
’
O
こ
お
曽
廿
9
6
0
一
ρ
9
0
く
R
－

　
σ
四
コ
α
ω
犀
一
餌
㎎
Φ
　
　
N
仁
日
　
　
ω
O
げ
⊆
け
N
勉
＝
磯
①
ヨ
Φ
一
づ
①
同
　
　
⊆
昌
α
　
　
σ
噌
の
一
辞
⑫
①
ω
－

　
貸
①
葺
①
二
葺
R
8
ω
窪
ぎ
α
R
ω
仁
昌
α
①
ω
お
O
仁
げ
爵
O
①
葺
ω
〇
三
き
ρ

　
3
9
＝
①
ω
）
、
．
卑
8
耳
三
感
辞
α
①
ω
寄
o
耳
ω
ω
9
旨
N
o
ω
¢
昌
α

＜
R
壁
ω
ω
仁
薦
ω
ヨ
農
置
①
9
身
q
轟
、
、
一
一
〇
Q
。
G
。
）
ω
■
零
暁
算
内
o
o
F

牢
o
N
①
ゆ
ま
ぼ
¢
轟
一
ヨ
α
睦
①
葺
一
一
3
窪
一
算
震
①
ω
ω
ρ
一
〇
〇
。
o
。
）
ω
●

　
る
一
庸
：

（
焉
）
　
　
く
閃
一
9
≦
O
一
い
餌
’
鋤
ー
○
こ
ω
。
一
〇
噛
こ
　
一
㎝
噺
：

（
1
6
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
出
口
・
前
掲
注
（
1
）
一
九
〇
頁
以
下
参

　
昭
川
。

（
η
）
　
　
切
。
↓
。
】
》
『
仁
O
貯
ω
四
〇
げ
①
一
■
“
＼
N
①
㎝
00
ω
9
㎝
N
。

（
1
8
）
9
①
鴨
ぴ
く
①
吾
き
α
ω
匹
囲
①
g
且
牢
o
N
8
曽
8
算
の
α
○
㎎
－

　
ヨ
緯
一
下
Z
窪
①
国
日
＆
o
箆
仁
コ
磯
窪
ぎ
o
言
震
ω
鼠
＆
㊦
ユ
磯
窪

　
ω
①
N
一
魯
仁
昌
四
N
N
℃
＝
ω
」
w
ψ
G。
8
脇
：

（
1
9
）
9
畠
①
『
も
。
pゆ
。
O
こ
ω
●
“
O
O
9

（
2
0
）
　
　
＝
Φ
脇
①
『
ヨ
①
『
一
）
　
一
》
①
『
　
》
コ
≦
Φ
口
α
仁
コ
騎
の
σ
Φ
『
①
一
〇
げ
　
α
①
の
　
≦
①
辞
什
－

げ
①
毛
R
ぴ
ω
8
9
貫
閃
①
の
房
o
げ
議
二
辞
Z
σ
冨
巳
o
ざ
一
〇
㎝
㎝
矯
ω
』
o。
ω

　
な
ど
。

（
2
1
）
く
磯
一
。
ζ
巽
o
旨
犀
ρ
く
○
昌
α
Φ
『
ω
9
9
轟
①
ω
9
N
一
一
3
窪
q
馨
Φ
『
－

　
一
蝉
の
ω
二
昌
閃
ω
犀
一
m
閃
①
N
仁
『
く
①
『
び
蝉
昌
α
ω
犀
一
餌
鵬
①
曽
一
㊤
O
N
）
ω
。
㎝
脇
い
、

（
2
2
）
O
α
ぴ
①
一
も
。
勲
○
こ
ω
」
ω
県
噛
：

（
％
）
　
　
刃
①
一
コ
①
一
）
曽
．
餌
・
（
》
こ
ω
。
一
ω
ω
脇
：

（
別
）
　
　
M
〈
O
O
『
｝
　
℃
同
O
N
①
農
｛
O
げ
『
⊆
口
鵬
　
一
ヨ
　
α
犠
噛
①
コ
辞
一
一
〇
『
O
コ
　
一
旨
辞
①
『
Φ
ω
ω
①
曽

一
〇
〇
。
o

。
）
ω
」
8
一
こ
ω
」
も。
O
噛
：

（
2
5
）
冨
6
0
一
鼻
鉾
四
。
O
こ
ω
■
刈
O
噛
：

（
2
6
）
固
ぎ
ω
魯
邑
α
戸
囚
o
ヨ
ヨ
①
三
餌
吋
N
ξ
N
三
一
蜜
o
N
＆
o
巳
－

壼
轟
曽
寄
曽
o
≧
鼠
ヨ
象
貯
ざ
ヨ
目
①
耳
震
ρ
ψ
器
⇒

（
即
）
　
　
い
一
諺
α
餌
O
げ
①
ぴ
　
四
’
薗
．
O
こ
ω
。
“
O
O
。

（
器
）
　
　
≦
O
一
ひ
四
．
四
、
O
こ
ω
。
一
㊤
犠
噛
：

（
船
）
　
　
く
鵬
一
・
囚
O
O
ゴ
一
四
，
m
．
（
》
こ
ω
。
N
OO
刈
●

（
3
0
）
く
閃
一
’
浮
こ
。
昏
o
舞
田
蕊
一
曽
の
ω
ω
Φ
α
①
ω
①
弩
o
愚
一
の
魯
窪

　
】
｝
『
一
く
餌
什
『
O
O
｝
β
け
ω
　
N
q
目
β
　
ω
O
『
＝
』
什
N
　
α
①
ω
　
く
①
『
ぴ
吋
曽
¢
O
『
［
①
『
ω
　
帥
9
剛
　
α
四
の
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α
①
日
ω
o
『
①
N
貯
＝
O
『
o
N
①
ω
ω
目
①
o
『
“
N
国
仁
℃
N
O
O
ザ
ψ
N
Q

o
9

（
31
）
　
上
原
・
前
掲
注
（
1
）
二
七
五
頁
。

（
3
2
）
　
＝
の
略
震
ヨ
①
巨
鴇
勲
餌
●
○
こ
ω
。
竈
㎝
’

（
3
3
）
　
＝
ぎ
ω
3
①
一
負
P
勲
O
二
〇〇
’
認
oo
｛
●
二
≦
巽
○
旨
犀
ρ
菊
①
9
貯
ω
－

5
碧
信
同
＝
づ
O
ω
窪
Φ
一
鼠
Φ
頒
①
口
の
甘
四
昌
q
α
段
⊂
葺
①
二
霧
霊
ロ
鵯
閃
一
四
閃
o

鋤
仁
ω
㈱
一
〇〇
C
≦
ρ
N
N
℃
O
oo
）
ω
。
一
〇〇
謹
｛
：

（
34
）
　
］
≦
震
o
辞
築
ρ
四
、
鉾
O
こ
ω
」
oo
配
脇
：

（
3
5
）
　
一
①
6
0
一
9
鉾
鉾
○
こ
ω
。
＄
旧
菊
Φ
言
①
ザ
蝉
■
餌
。
○
こ
ω
。
一
ω
一
略
：

（
3
6
）
　
日
践
R
ρ
鉾
”
。
○
こ
ω
。
G
o
昌
　
O
α
び
の
一
w
P
勲
O
こ
ω
」
Go
O
｛
：

　
本
稿
は
島
根
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
七
二
回
日
本
民
事
訴
訟
法
学

会
の
報
告
原
稿
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

団体訴訟制度の意義および問題点
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