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「

連

邦

民

事

訴

訟

規

則

二

三

条

⑯

⑱

の

ク

ラ

ス

・

ア

ク

シ

ョ

ン

M
a
r
y
 
S. 
Calfee, 
G
e
r
a
l
d
 

W. C
o
n
n
o
r
 
"
N
o
t
e
,
 
T
h
e
 

E
m
p
i
r
i
c
a
l
 
S
t
u
d
y
"
)」
（

1
9
7
4
)

の
紹
牙
分
を
中
心
と
し
て
ー
ー
ー

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
「
平
均
的
な
」
像

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
が
、
本
稿
お
よ
び
続
稿

の
課
題
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ソ
に
関

し
て
は
内
外
に
数
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
多

く
は
そ
の
良
い
ま
た
は
悪
い
一
面
の
強
調
に
走

り
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た

単
純
な
イ
メ
ー
ジ
は
制
度
の
紹
介
や
批
判
や
推

奨
の
た
め
に
は
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
よ
り
技
術
的
に
つ
き
つ
め
た
立
法
論
を
展

開
す
る
前
提
と
し
て
は
、
不
十
分
で
あ
る
。
新

し
い
制
度
を
構
想
す
る
た
め
に
は
、
例
外
的
な

少
数
ケ
ー
ス
だ
け
で
は
な
く
乎
均
的
な
、
あ
る

い
は
最
頻
的
な
、
い
わ
ば
「
平
凡
な
」
ク
ラ
ス

・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。こ

の
目
的
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
法
典
や
判

は
じ
め
に

例
か
ら
得
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
は
あ
ま
り
に

少
な
く
か
つ
断
片
的
で
あ
る
。
論
文
の
な
か
に

は
い
わ
ゆ
る
実
務
に
言
及
す
る
も
の
も
あ
る

が
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
調
査
に
も
と
づ
い

た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
多
い
。
立
法
論
的
研

究
の
一
環
と
し
て
我
々
は
今
夏
さ
さ
や
か
な
調

査
を
企
画
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
右
の
よ
う

な
平
均
的
と
い
え
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ソ
を

イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
の
適
切
な
デ
ー
タ
を
得
る

こ
と
が
立
法
に
も
不
可
欠
だ
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。本

稿
は
、
こ
の
調
査
の
準
備
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
日
本
に
お
け
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
法

立
法
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
か
を
考
え
つ
つ
、
一
九
七
三
年
に

連
邦
上
院
の
委
託
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
ク
ラ
ス

•
ア
ク
シ
ョ
ン
の
実
態
調
査
を
紹
介
、
検
討
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
調
査
の
報
告
書
は
政
府
か
ら
も
出
版
さ

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ク
ラ
ス
． 
ア
ク
シ
ョ

ン
の
実
情
ー
そ
の

る
紐
験
的
研
究

(
B
r
u
c
e
I. 

Bertelsen, 

R
u
l
e
 2
3
 (
b

)

 

(

3

)

 

C
l
a
s
s
 
A
c
t
i
o
n
 :
 A
n
 

れ
て
い
る
が
、
調
査
を
行
っ
た

G
e
o
r
g
e
t
o
w
n

L
a
w
 S
c
h
o
o
l

の
雑
誌

G
e
o
r
g
e
t
o
w
n

L
a
w
 

J
o
u
r
n
a
l

の
六
二
巻
―
―
二
三
頁
以
下
・
（
一
九

七
四
年
）
に
発
表
さ
れ
て
い
る
(
1
)
。

調
査
の
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
を
簡
単
に

説
明
し
よ
う
。
一
九
六
九
年
に
連
邦
最
高
裁
判

所
は
、
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
要
件
た
る
訴
額

（
現
在
は
一

0
、
0
0
0
ド
ル
）
の
判
定
に
際
し

て
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
従
来

の
基
準
に
従
っ
て
共
同
訴
訟
人
の
請
求
合
算
の

許
否
が
判
断
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
の
判
決

(
S
n
y
d
e
r
 
v. 
H
a
r
r
i
s
,
 
3
9
4
 

U. 
S. 
3
3
2
)

を

下
し
た
。
従
来
の
基
準
と
は
「
s
e
p
a
r
a
t
e
a
n
d
 

distinct

な
痣
叩
金
ふ
は
{
口
店
坪
で
ふ
U

な
い
J

と
ぃ
う

も
の
で
あ
る
。
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
判

決
に
よ
り
最
も
打
撃
を
被
っ
た
も
の
は
消
費
者

ク
ラ
ス
の
た
め
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ

ョ
ン
で
は
、
個
々
の
請
求
額
は
一

0
、

0
0
0

-|＇ 
ド
ル
を
超
え
ず
し
か
も
合
算
が
許
さ
れ
ず
、
連

邦
裁
判
所
へ
の
途
が
閉
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
連
邦
議
会
は
、
消
費
者
の
ク
ラ
ス

・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
た
め
の
立
法
を

考
慮
す
る
に
至
っ
た
。
上
院
商
事
委
員
会
が
こ

の
消
費
者
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
立
法
の
検
討

を
行
い
、
第
九
一
議
会
に
お
い
て
立
法
化
に
肯

定
的
な
報
告
を
行
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
商

事
委
員
会
の
聴
聞
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た

こ
と
は
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
二
三
条
の
実
際

の
運
用
に
関
す
る
信
頼
し
う
る
数
葦
的
な
デ
ー

ク
が
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
聴
聞
に
お
け
る
、
全
く
相
反
す
る
証
言
に

直
面
し
て
、
商
事
委
員
会
は
、
立
法
的
決
定
を

す
る
ま
え
に
、
信
頼
し
う
る
デ
ー
ク
を
集
め

る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
認
識
す
る
に
至
っ

た
(
2
)

。
一
九
七
二
年
に
若
干
の
準
備
的
調
査
に
よ
っ

樫

村

志

郎

東
京
大
学
助
手

▼
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
立
法
の
た
め
に
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て
適
切
な
調
査
方
法
を
検
討
し
た
の
ち
、
商
事

委
員
会
は

G
e
o
r
g
e
t
o
w
n

L
a
w
 S
c
h
0
0
ー
の

L
a
w
 
J
o
u
r
n
a
ー
に
対
し
こ
こ
に
紹
介
す
る
調

査
を
委
託
し
た
(
3
)
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
調
査

で
あ
り
、
ま
た
社
会
的
に
は
ア
イ
ゼ
ン
事
件
(
4
)

の
帰
趨
が
注
目
を
集
め
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ

て
、
調
査
の
主
た
る
目
的
は
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク

シ
ョ
ン
が
裁
判
所
に
過
度
の
負
担
を
か
け
て
い

る
の
か
ど
う
か
、
を
探
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

こ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
は
間
接
的
な
問
題
で

あ
る
。
し
か
し
、
調
査
の
デ
ー
タ
は
さ
ら
に
す

す
ん
で
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
法
制
度

に
内
在
す
る
諸
問
題
を
も
示
し
て
い
る
。
ク
ラ

ス
の
大
き
さ
と
、
通
知
の
実
効
性
と
は
ど
の
よ

う
に
関
係
す
る
か
。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に

お
い
て
和
解
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
は
た
し
て

い
る
の
か
°
メ
ン
バ
ー
に
賠
償
金
を
分
配
す
る

に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
困
難
が
生
ず
る
の

か
、
等
々
。
こ
の
よ
う
な
点
に
関
す
る
デ
ー
タ

は
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
制
度
の
日
本
へ
の

導
入
を
考
え
る
う
え
で
も
不
可
欠
の
も
の
で
あ

ろ
う
。も

ち
ろ
ん
裁
判
所
の
訴
訟
運
営
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
り
、
ア
イ
ゼ
ン
事
件
等
の
新
判
例
も
出
現

し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
的
風
潮
も
調
査

の
時
点
と
現
在
で
は
変
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
こ
の
調
査
の
デ
ー
タ
は
論
文
等
に
も
ほ

ぽ
信
頼
の
お
け
る
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用

さ
れ
て
お
り
、
紹
介
し
て
お
く
こ
と
も
無
意
味

で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
デ
ー
タ
と
そ
れ
に
対
す
る
著
者

た
ち
の
解
釈
を
な
る
べ
く
容
観
的
に
紹
介
し
、

折
に
ふ
れ
て
そ
の
後
の
デ
ー
タ
や
、
さ
ら
に
調

査
を
必
要
と
す
る
点
な
ど
を
コ
メ
ン
ト
し
て
い

く
こ
と
と
し
た
い
(
5
)
。

(

1

)

占

2Note,

T
h
e
 
R
u
l
e
 
2
3
 
(

b

)

 

(3) 

Class 
A
c
t
i
o
n
 ;
 A
n
 E
m
p
i
r
i
c
a
l
 
S
t
u
d
y
"
 6
2
 

G
E
O
`
L
.
 J. 
1
1
2
3
 
(1974).

こ
れ
と
同
文
の
も

の
が
一
九
七
四
年
六
月

(93
d
 C
o
n
g
r
e
s
s
,
 
2d. 

S
e
s
s
i
o
n
)

に
上
院
の
商
事
委
員
会
の
資
料
の
ひ

と
つ
と
し
て
、

A'Class
A
c
t
i
o
n
 
S
t
u
d
y
"

な
る

タ
イ
ト
ル
を
も
っ
て

U
.
S. 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 

P
r
i
n
t
i
n
g
 
Office

か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
調
査
に
つ
い
て
、
小
島
教
授
の
簡
単
な
紹
介
が

あ
る
。
小
島
武
司
「
ク
ラ
ス
訴
訟
の
実
情
」
判
例

時
報
七
七
八
号
ニ
―
頁
(
-
九
七
五
年
）
。

(

2

)

こ
こ
に
紹
介
す
る
調
査
報
告
書
の
著

者
た
ち

(
B
r
u
c
e
I. 

Bertelsen, 
M
a
r
y
 
S. 

Calfee, 
G
e
r
a
l
d
 
W. C
o
n
n
o
r
)

に
よ
れ
ば
、

上
院
の
聴
聞
に
お
け
る
議
論
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た

[
N
o
t
e
,

6
2
 
G
E
O
.
 
L. 
J. 
1123, 

1123ー

1
1
2
4
〕゚

批
判
者
心
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
は
、
根
拠
薄
弱

な
、
も
し
く
は
運
営
不
可
能
な
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ

ョ
ン
に
対
す
る
防
止
策
を
十
分
に
講
じ
て
い
な

い
。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
ク
ラ
ス
の
作
出
、

認
可
、
ク
ラ
ス
の
通
知
、
長
い
裁
判
期
間
、
賠
償

額
の
算
定
と
分
配
等
の
障
害
物
を
訴
訟
過
程
に
付

加
す
る
も
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は

正
当
な
ビ
ジ
ネ
ス
に
対
す
る
い
や
が
ら
せ
や
脅
迫

の
た
め
の
道
具
と
し
て
弁
護
士
に
利
用
さ
れ
て
い

る
°
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
被
告
に
和
解
を
強

制
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
和
解
は
し
ば
し
ば
多
額

の
弁
護
士
報
酬
と
個
々
人
へ
の
少
額
の
賠
償
と
い

う
結
果
に
な
る
。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ソ
の
利
用

を
拡
大
す
る
立
法
は
連
邦
裁
判
所
に
背
負
い
難
い

負
担
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
。

推
奨
者
こ
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
は
裁
判
官
が
諸

諸
の
弊
害
を
防
止
し
、
事
件
を
効
率
よ
く
運
営
で

ぎ
る
よ
う
な
処
置
を
講
じ
て
い
る
。
例
え
ば
訴
訟

遅
延
の
お
そ
れ
に
対
し
て
は

d
i
s
m
i
s
s
a
l

(
却
下

•
取
下
）
を
利
用
し
て
早
期
に
事
件
を
処
理
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
に
対
す
る
威
圧
や
妨

害
の
危
険
よ
り
も
、
不
法
な
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
に
対

す
る
抑
止
効
果
の
方
が
大
き
い
。

(

3

)

上
院
商
事
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
資
料

A'Class 
A
c
t
i
o
n
 
S
t
u
d
y
"

前
掲
注
(

1

)

の
ま

え
が
き
に
よ
る
。

(

4

)

ア
イ
ゼ
ン
事
件
に
つ
い
て
は
注
(

1

5

)

と
そ
こ
に
掲
げ
た
文
献
を
見
よ
。

(

5

)

こ
こ
に
紹
介
し
検
討
す
る
調
査
（
以
下

単
に

N
o
t
e

と
略
称
す
る
）
の
原
文
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
図
表
の
う
ち
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の

ぱ

G
e
o
r
g
e
t
o
w
n
L
a
w
 J
o
u
r
n
a
l
の
頁
数
を
示

し
て
転
載
し
た
。
ま
た
説
明
に
必
要
な
限
度
で
行

や
欄
を
省
略
し
た
り
、
二
つ
以
上
の
行
や
欄
を
合

わ
せ
る
な
ど
の
修
正
を
施
し
た
う
え
で
引
用
し
た

も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
修
正
の
う
え
転

載
」
す
る
旨
を
も
明
記
し
た
。
さ
ら
に
、
本
稿
の

図
表
の
な
か
に
は
、

N
o
t
e

の
原
文
を
も
と
に
筆

者
が
作
成
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
基
礎

と
な
っ
た
原
文
の
頁
数
を
示
し
た
う
え
、
筆
者
が

作
成
し
た
旨
を
明
記
し
た
。
調
査
の
対
象
期
問
以

後
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
デ
ー
タ
は

統
計
的
な
も
の
は
す
べ
て
一
九
七
三
年
な
い
し
一

九
七
五
年
の

A
n
n
u
a
l
R
e
p
o
r
t
 of the Direc, 

tor 
of 
the 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 Office 
of 
the 

U
n
i
t
e
d
 
States 
C
o
u
r
t
s
 
(
以
下

A
n
n
u
a
l
R
e
、

port
と
略
称
す
る
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
A
n
n
u
a
l
R
e
p
o
r
t

か
ら
筆
者
が
作
成
し
た
図

表
に
は
そ
の
旨
を
明
記
し
た
。
ま
た
、
本
稿
の
本

文
や
注
の
な
か
で
も
、
必
要
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
は
デ
ー
ク
の
出
所
や
叙
述
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ

を
〔
〕
を
用
い
て
明
示
し
た
。

調
査
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第

一
部
は
一
九
六
六
年
七
月
一
日
か
ら
一
九
七
―
―

年
―
二
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
特

別
区
（
ワ
シ
ン
ト
ン
）
の
連
邦
地
方
裁
判
所
に

提
起
さ
れ
た
す
べ
て
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン

四

0
0余
件
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
調
査
で
あ

る
。
第
二
部
は
商
事
委
員
会
の
作
成
し
た
全
国

の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
リ
ス
ト
か
ら
選
択

さ
れ
た
二

0
0件
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に

つ
き
弁
護
士
へ
の
郵
送
質
問
票
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
全
国
規
模
の
調
査
で
あ
る
。

第
一
部
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
区
調
査
）
の
目
的
は
、

連
邦
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ

ョ
ン
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
事
件
記
録
の
精
査
お
よ
び
弁
護
士
へ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
、
事
件
の
タ
イ
プ

と
数
、
処
理
態
様
、
係
属
期
問
な
ど
に
つ
い
て

デ
ー
ク
が
集
め
ら
れ
た
。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
調
査
対
象
と
な
す
べ
き
ケ
ー
ス
を
弁

別
す
る
た
め
に
は
、
「
す
べ
て
の
同
じ
地
位
に
あ

る
人
々
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
や
連
邦
民
訴
規

則
二
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
申
立
や
命
令
の

な
さ
れ
た
形
跡
な
ど
が
手
が
か
り
と
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
四
三
四
件
が
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
と
弁
別
さ
れ
た
。
損
害
賠
償
を
求
め
て

い
る
―
二

0
件
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ

い
て
は
、
弁
護
士
へ
の
イ
ン
ク
ビ
ュ
ー
が
な
さ

調
査
方
法
〔
N
o
t
e
,
p. 
1
1
2
6
|
 

1
1
3
0〕
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れ
た
。コ

ロ
ン
ビ
ア
地
裁
が
サ
ン
プ
ル
と
し
て
選
択

さ
れ
た
の
は
次
の
よ
う
な
考
慮
に
よ
る
。
第
一

に
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
裁
に
は
一
九
七
二
年
度
に
お

い
て
全
国
地
裁
中
第
四
番
目
に
多
く
の
ク
ラ
ス

・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
係
属
し
て
お
り
、
分
析
に
十

分
な
数
の
ケ
ー
ス
が
え
ら
れ
る
と
期
待
で
き

る
。
第
二
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
裁
は
ワ
シ
ン
ト
ソ

に
あ
る
の
で
研
究
資
金
の
枠
内
で
イ
ン
テ
ン
シ

ブ
な
調
査
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
実
施
が
容
易
で

あ
る
。
第
三
に
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
区
は
商
業
の
中

心
地
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ク
ラ
ス
・
ア
ク

シ
ョ
ン
の
提
起
を
導
く
多
く
の
商
業
的
利
益
が

こ
の
地
に
存
在
す
る
。
第
四
に
、
連
邦
政
府
が

管
轄
区
内
に
存
在
す
る
た
め
に
政
府
を
当
事
者

と
す
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
多
い
か
と
も

思
わ
れ
た
が
、
一
九
七
二
年
度
の
統
計
に
よ
れ

ば
全
民
事
事
件
中
政
府
が
関
係
す
る
事
件
の
割

合
は
全
国
平
均
と
さ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
(
6
)
。

第
二
部
（
全
国
調
査
）
は
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ

ョ
ン
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
よ
り
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
区
調
査
に
よ
っ
て
十

分
な
情
報
が
え
ら
れ
な
か
っ
た
点
（
通
知
と
賠

償
金
分
配
）
に
つ
き
コ
ロ
ン
ビ
ア
区
調
査
を
補

う
目
的
で
な
さ
れ
た
。
―

1
0
0件
が
商
事
委
員

会
の
リ
ス
ト
か
ら
選
択
さ
れ
、
弁
護
士
や
法
学

者
の
協
力
を
え
て
作
成
、
テ
ス
ト
さ
れ
た
質
問

票
が
原
・
被
告
側
弁
護
士
約
四

0
0人
に
送
付

さ
れ
た
。
一

0
五
ケ
ー
ス
に
関
す
る
回
答
が
戻

こ。t
 

つ

(
6
)
A
n
n
u
a
l
 R
e
p
o
r
t
 
of 
the D
i
r
e
c
t
o
r
 

同
じ
時
期
の
全
民
事
事
件
に
つ
い
て
み
る
と
以
下

の
よ
う
で
あ
る
。

o
f
 
the 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
Office 
oi 
the 

U
n
i
t
e
d
 
States 
C
o
u
r
t
s
 1
9
7
2
 
C
 1

表
に
よ
れ

ば
一
九
七
二
年
度
中
、
全
連
邦
地
裁
に
提
起
さ
れ

た
全
民
事
事
件
中
、
連
邦
政
府
が
当
事
者
で
あ
る

ケ
ー
ス
は
二
八
％
あ
り
、
一
方
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
裁

で
は
連
邦
政
府
が
当
事
者
で
あ
る
ケ
ー
ス

(u.

S. C
a
s
e
)
~
一
二
四
％
で
あ
っ
た
〔N
o
t
e
p. 
1
1
2
7
 

ー
1
1
2
8

〕
。
サ
ソ
プ
ル
の
中
で
は

U
.
S. 
C
a
s
e
 

は
四
一
二
四
件
中
―
―
―
―
―
―
一
件
(
-
―
―
―
%
)
で
あ
る

〔

N
o
t
e
,
i'.1:32

〕゚
T
h
e
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 Office 

of 
the 
U
n
i
t
e
d
 
States 
C
o
u
r
t
s

は
一
九
七
ニ

年
度
か
ら
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
統
計

を
と
り
は
じ
め
た
が
、
一
九
七
二
年
度
の
報
告
書

に
は

U
.
S
.
C
a
s
e

の
数
に
つ
い
て
の
統
計
は
な

い
〔
N
o
t
e
,
i'.1:32

〕
。
一
九
七
一
一
一
年
度
以
降
の
A
n
.

n
u
a
l
 
R
e
p
o
r
t
に
は
年
度
末
の
係
属
事
件
に
つ
い

て
政
府
を
当
事
者
と
す
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ソ

の
数
が
載
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
と
に
、
コ
ロ
ン

ビ
ア
地
裁
お
よ
び
全
地
裁
の
全
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ

ョ
ン
中
に
占
め
る

U
.
S. 
C
a
s
e

の
割
合
に
つ
き

筆
者
が
作
成
し
た
表
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

索
詞
廿
0

、7
x
.
7
ヽ
<
1
1
1
y
世
g
正
さ

が
踪
酒
脂
膏
曲
景
字

0
議
踪
（
證
）

1
9
7
3
 

1
9
7
4
 

6
.
3
0
 

6
.
3
0
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゜“っし

u
n
又

E
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逹
娑

怜

逹

娑

(
A
n
n
u
a
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 Report, 1
9
7
3
,
 
1
9
7
4
,
 
1
9
7
5
.
l
:
 I) 

ffi/j)/;) 

京
詞
廿
8
怜
邪
崎
景
｛
弁
世
n
正
さ
が
溶
酒
版

景
曲
肴
｛
弁
0
議
硲
（
證
）

1
9
7
2
 

1
9
7
3
 

1
9
7
4
 

1
9
7
5
 

6
.
3
0
 

6
.
3
0
 

6
.
3
0
 

6
.
3
0
 

u
n
V
E
7
逹
燐

2
8

3
8
 

4
4
 

5
2
 

怜

逹

燐

2
1

2
1
 

2
1
 

2
2
 

(
>
n
n
u
a
l
 Report, 1
9
7
3
,
 
1
9
7
4
,
 
1
9
7
5
 
J: 
I) 
f'1"江
～
）

3
5
 

10 

1
9
7
5
 

6
.
3
0
 

全
民
事
事
件
に
比
較
し
て
ク
ラ
ス
・
ア
ク
ツ
ョ

ソ
で
は
、
政
府
が
当
事
者
と
な
る
割
合
に
つ
い
て

差
異
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

コ
ロ
ン
ビ
ア
区
調
査

コ
ロ
ン
ビ
ア
地
裁
に
提
起
さ
れ
た
ク
ラ
ス
・

ア
ク
シ
ョ
ン
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
ク

ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
は
、
批
判
者

た
ち
が
主
張
す
る
ほ
ど
に
は
裁
判
所
の
仕
事
に

重
大
な
負
担
を
課
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、

と
さ
れ
て
い
る
。

一
九
六
六
年
七
月
か
ら
一
九
七
二
年
―
二
月

ま
で
の
間
に
、
四
三
四
件
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ

ョ
ン
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
連
邦
地
裁
に
提
起
さ
れ

た
。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
数
の
増
加
は
か
な

り
の
も
の
で
あ
る
（
第

1
表
）
。
一
九
七
二
年

度
（
一
九
七
一
年
七
月
ー
一
九
七
二
年
六
月
）

に
は
一
九
六
七
年
度
の
七
倍
以
上
の
ク
ラ
ス
・

ア
ク
シ
ョ
ン
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
増
加
率
は
、
全
民
事
事
件
の
培
加
率
に

比
べ
は
る
か
に
大
き
い
。
も
っ
と
も
実
数
が
少

な
い
た
め
数
件
の
増
減
も
率
と
し
て
は
巨
大
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
忌
激
な
増
加
を
示

し
て
お
り
、
こ
の
事
情
は
全
国
的
に
み
て
も
同

様
で
あ
ろ
う
と
著
者
た
ち
は
推
測
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
増
加
が
今
後
も
続
い
て

い
く
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
著
者
た
ち
は
多

概
観

第 1表 クラス・アクションの増加
(62 GEO, L. J. 1123, 1129より作成）

年 度 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973（贋力〗）

クラス・ア
クション

全民事事件

16 27 

••• l) 4,529 

40 

4,627 

95 

4,654 

792) 125 

3, 6902) 3, 037 

52 

••• D 

1) 1967年度および1973年上半期にコロンピア地裁に提起された全民事事件数については原文に

デークが示されていない。

2) クラス・アクション数．全民事事件数ともに1971年に減少しているのは，この年に管轄の一

部縮小が行われたからである〔Note,p. 1129〕。

少
懐
疑
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
九
七
三

年
度
上
半
期
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
数
は
前

年
度
の
半
数
よ
り
も
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
増
加
傾
向
に
対
し
著
者
た
ち
は

弁
護
士
へ
の
イ
ン
ク
ビ
ュ
ー
に
も
と
づ
き
次
の

よ
う
な
説
明
を
与
え
て
い
る
。
一
九
六
六
年
の

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
改
正
直
後
は
、
弁
護
士

た
ち
は
こ
の
新
規
則
を
使
お
う
と
す
る
気
が
あ

ま
り
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
初
期
に
お
い
て
ク

ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
い
く
つ
か
成
功
を
み
た
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結
果
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
多
数
当
事
者

訴
訟
を
遂
行
す
る
た
め
の
万
能
薬
で
あ
り
、
か

つ
多
額
の
報
酬
を
獲
得
さ
せ
て
く
れ
る
手
段
で

あ
る
と
い
う
考
え
が
生
じ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
の
誤
り
が
近
年
は
認
識

さ
れ
て
き
た
。
実
際
コ
ロ
ン
ビ
ア
区
の
サ
ン
プ

ル
で
は
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
原
告
ク
ラ
ス

の
救
済
と
い
う
結
果
と
な
る
こ
と
は
き
わ
め
て

稀
で
あ
っ
た
。
ま
た
裁
判
所
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク

シ
ョ
ン
に
対
す
る
態
度
も
敵
対
的
に
な
っ
て
き

た
。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ソ
に
対
す
る
こ
の
よ

第2表主要な地裁に提起されたクラス•アクション数の変化(1973-1975}
（カッコ内の数字は年度毎にみた顛位）

200 

150 (1) 

New York, 
(1) Southern 

(2) California, 
Northern 

(3) 
Florida, Middle 

う
な
態
度
変
化
が
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
数
の

伸
び
の
鈍
り
の
原
因
で
は
な
い
か
、
と
[
N
o
t
e
,

芹
4
1

〕゚
そ
の
後
の
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
、
著
者
た

ち
の
予
測
が
当
た
っ
た
か
ど
う
か
確
か
め
て
み

よ
う
。確

か
に
、

A
n
n
u
a
l
R
e
p
o
r
t
,
 
1
9
7
3
,
 
1
9
7
4
,
 

1
9
7
5

に
よ
れ
ば
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
連
邦
地
裁
に

提
起
さ
れ
た
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
数
は
一

九
七
三
年
度
九

0
件
、
一
九
七
四
年
度
六
八

件
、
一
九
七
五
年
度
四
五
件
で
あ
り
、
直
線
的

Illinois, Northern 
(4) 

100 

）

）

ヽ

l
)）
）

¥

2

3

4

5

6

8
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（
'
!
｀
‘
＼
ヽ
＼
l
＼
nu・

‘~_J 

7
 

9
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50 

に
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
地
裁
や
フ
ロ
リ
ダ
州
中

部
地
裁
の
よ
う
に
急
激
な
増
加
を
示
し
て
い
る

地
裁
も
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
、
テ
キ

サ
ス
州
南
部
地
裁
も
増
加
率
が
高
ま
っ
て
い
る

（第

2
表
）
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
コ
ロ
ン
ビ
ア

地
裁
の
動
き
は
主
要
な
地
裁
の
中
で
は
い
く
ぶ

ん
特
異
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

試
み
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
裁
、
フ
ロ

リ
ダ
州
中
部
地
裁
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部

地
裁
の
年
度
末
係
属
中
件
数
を

U.
S
.
 
C
a
s
e
 

゜
1973 1974 ・1975

（総数 2,654) （総数 2,717) （総数 3,061)

（全民事事件中 2.7%）（全民事事件中2.62%）（全民事事件中 2.6%)
(Annual Rcport,1973, 1974, 197,5より作成）

（
連
邦
政
府
が
原
告
ま
た
は
被
告
と
な
っ
て
い

る
事
件
）
と

P
r
i
v
a
t
e
C
a
s
e
 
(
私
人
問
の
事

件
）
に
わ
け
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
裁
と
比
較
し
て

み
る
（
第

3
表
）
。
フ
ロ
リ
ダ
州
中
部
や
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
に
お
け
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク

シ
ョ
ン
増
加
は
主
に

P
r
i
v
a
t
e
C
a
s
e

の
増
加

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ
に

対
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
裁
で
は

U.
S. 
C
a
s
e
 

は
増
加
を
続
け
て
い
る
が

P
r
i
v
a
t
e
C
a
s
e

は

減
少
し
て
い
る
。
こ
の

P
r
i
v
a
t
e
C
a
s
e

の
減

少
な
い
し
不
増
加
が
一
九
七
三
年
度
に
全
国
で

コロンビア地裁

第3表各年度末に係属中のクラス・アクション数

U.S.CaseとPrivateCase (1973-1975) 

1973.6.30 1974.6.30 1975.6.30 

42 44 47 

97 95 89 

U.S.Case 

Private Case 

ニューヨーク南部
地裁

U.S.Case 

Private Case 

24 

499 

25 

447 

28 

412 

フロリダ中部地裁
U.S.Case 

Private Case 
11 
71 

10 

178 

11 

244 

カリフォルニア
北部地裁

U.S.Case 15 14 22 

Private Case 57 128 191 

(Annual Report, 1973, 1974, 1975より作成）
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提
訴
件
数
四
位
で
あ
っ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
裁
を

一
九
七
五
年
度
に
は
二

0
位
以
下
に
転
落
さ
せ

た
原
因
で
あ
ろ
う
(
7
)
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
地
裁
は
代
表
的
な
サ
ン
プ
ル
と
は

い
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
著
者
た
ち
の

解
釈
は
コ
ロ
ソ
ビ
ア
地
裁
の
こ
の
よ
う
な
特

性
を
考
慮
に
い
れ
て
補
わ
れ
る
必
要
が
あ
ろ

う。
主
連
邦
地
裁
に
つ
い
て
み
る
と
（
第

3
表）、

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
増
加
率
は
一
九
七
三

年
度
か
ら
一
九
七
五
年
度
に
か
け
て
む
し
ろ
伸
訳内の

び
て
い
る
。
も
っ
と
も
全
民
事
事
件
中
に
占
め

レJ
 

る
割
合
は
わ
ず
か
ず
つ
減
少
の
傾
向
に
あ
る
。

プン

さ
て
、
こ
の
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
コ
ロ
ン

ビ
ア
地
裁
に
提
起
さ
れ
た
四
三
四
件
の
ク
ラ
ス
サア

・
ア
ク
シ
ョ
ソ
の
う
ち
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
．

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ソ
ー
|
こ
の
種
の
ク
ラ
ス
ビン口

•
ア
ク
シ
ョ
ン
が
通
知
や
分
配
が
実
行
不
可
能

で
あ
る
と
し
て
批
判
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
ー
コ表

ー

は

三

0
件
で
あ
っ
た
。
サ
ソ
プ
ル
の
内
訳

を
参
考
の
た
め
に
示
す
と
第
4
表
の
ご
と
く
で

4第

あ
る
。こ

の
一
―

1
0件
（
第

5
表
）
を
請
求
の
タ
イ

プ
ご
と
に
分
類
し
て
み
る
と
、
最
も
多
い
の
は

公
民
権
訴
訟
（
三
一
％
）
で
あ
り
、
以
下
消
費

者
訴
訟
（
二
四
％
）
、
労
働
関
係
訴
訟
(
-
九

％
）
で
あ
っ
た
。

著
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
を
求
め
る

――

-
0件
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち
七

五
％
は
同
時
に
差
止
や
宜
言
的
救
済
を
求
め
て

い
る
。
従
っ
て
一
―

-
0件
の
サ
ン
プ
ル
の
中
に

差止や宣言的判決

のみを求めている。

..:: 233件

全クラス・アクシ4贔；言鴫408件`“5件疇亨。70門三竺ニイ［

他に移送された。

26件

(b) (1) クラス・

アクション 5件

併合されているも

のを 1件とする。

之｛プ

件

公民権

第5表 クラス・アクションのタイプ

消費者 労働 福祉 証取法 独禁法 その他 戸t

数 37 29 23 5
 

2
 

5
 

19 120 

(62GEo.LJ.1125. 1133より転載）

ほ
単
に
副
次
的
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
る
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
公
民
権
訴
訟
の

多
く
は
第
一
次
的
に
は
衡
平
法
上
の
救
済
を
求

め
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い

る
。
著
者
た
ち
の
見
解
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ク

ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
ほ
裁
判
運
営
に
つ
い
て
特

別
の
困
難
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ

て
損
害
賠
償
を
求
め
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン

と
い
え
ど
も
す
べ
て
が
裁
判
所
に
特
別
の
負
担

を
課
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ク
ラ
ス
の
サ
イ
ズ
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
批
判
者
側
が
よ
く
引
用
す
る
数
字
は

平
均
―
―

1
0万
人
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
8
)
が
、
コ

ロ
ン
ビ
ア
地
裁
の
サ
ン
プ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の

数
字
は
過
大
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
た
。
訴
訟

記
録
や
弁
護
士
へ
の
イ
ン
ク
ビ
ュ
ー
に
よ
り
、

ク
ラ
ス
の
メ
ン
バ
ー
数
に
つ
き
情
報
の
え
ら
れ

た
五

0
件
の
う
ち
、
メ
ン
バ
ー
数
が
一

0
0、

0
0
0人
を
こ
え
る
も
の
ほ
わ
ず
か
一
四
％
で

あ
り
、
二
五
％
は
一

0
、
0
0
0人
以
下
で
あ

っ
た
。
数
字
の
え
ら
れ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
も

著
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ス
規
定
の
態
様
か

ら
み
て
、
メ
ン
バ
ー
数
は
比
較
的
小
さ
い
よ
う

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
で

は
、
原
告
側
は
メ
ソ
バ
ー
を
コ
ロ
ソ
ビ
ア
区
の

市
部
に
住
む
者
に
限
定
す
る
な
ど
の
方
法
を
用

い
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
サ
ン
プ
ル
の
中
に
は

巨
大
な
ク
ラ
ス
も
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
ア
メ

リ
カ
・
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
社
に
対
し
て
、

一
九
六
五
ー
一
九
七

0
年
型
の
す
べ
て
の
オ
ー

ナ
ー
を
代
表
し
て
起
こ
さ
れ
た
ク
ラ
ス
・
ア
ク

シ
ョ
ン
な
ど
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

ソ
ほ
批
判
者
た
ち
の
い
う
ほ
ど
大
き
く
は
な
い

が
、
運
営
可
能
性
に
つ
い
て
は
訴
訟
の
よ
り
後

の
段
階
で
多
く
の
問
題
を
生
ず
る
の
で
、
主
に

衡
平
法
上
の
救
済
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
提
訴
時
の
ク
ラ
ス
・
サ
イ
ズ
が
大
き
く

な
い
こ
と
等
の
因
子
だ
け
か
ら
は
運
営
可
能
性

に
つ
き
楽
観
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
著

者
た
ち
は
結
論
し
て
い
る
〔
N
o
t
e
,

p. 
1130 

-1135〕゚
(

7

)

こ
の
よ
う
な
事
件
構
成
の
変
化
が
何
に

よ
っ
て
起
き
た
の
か
ほ
は
っ
き
り
し
な
い
。
制
度

的
な
変
化
の
結
果
か
も
し
れ
な
い
（
一
九
七

0
年

の
T
h
e
District 
of 
C
o
l
u
m
b
i
a
 C
o
u
r
t
 R
e
,
 

f
o
r
m
 a
n
d
 P
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
A
c
t
 (
P
u
b
l
i
c
 
L
a
w
 

9
1

ー
3
5
8
)

が
、
訴
額
五
0
、C
x
3
0ド
ル
以
下
の

す
べ
て
の
民
事
事
件
に
関
し
て

t
h
e
S
u
p
e
r
i
o
r
 

C
o
u
r
t
 for 
t
h
e
 
District 
of C
o
l
u
m
b
i
a
 }.l
裁

判
を
行
う
こ
と
を
許
し
た
結
果
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
地

裁
の
事
件
数
は
全
体
と
し
て
か
な
り
の
減
少
を
示

し
た
〔
A
n
n
u
a
l
R
e
p
o
r
t
 1
9
7
2
,
 
p. 
1
1
1

〕
。
あ

る
い
は
別
の
原
因
に
よ
る
の
か
も
し
れ
た
い
。

(

8

)

こ
の
数
字
は

Special

C
o
m
m
i
t
t
e
e
 

of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 C
o
l
l
e
g
e
 of Trial 
L
a
w
y
e
r
s
 

が
一
九
七
二
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
那
連
邦
地

裁
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
調
査
し
て
え
た
も

の
と
い
わ
れ
て
い
る
〔
N
o
t
e
.
p. 
1
1
3
4
〕゚
A
m
e
,

rican 
C
o
l
l
e
g
e
 of Trial L
a
w
y
e
r
s
,
 R
e
p
o
r
t
 

a
n
d
 
R
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
 
of 
t
h
e
 
Special 

C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
n
 
R
u
l
e
 2
3
 of 
t
h
e
 
F
e
d
e
r
a
l
 

R
u
l
e
s
 
of 
Civil 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
 (
1
9
7
2
)

な
る

報
告
書
が
公
に
さ
れ
て
い
る
〔
N
o
t
e
,
t
l
:
1
4
〕゚

筆
者
は
、
未
見
で
あ
る
が
、
こ
の
報
告
書
の
デ
ー
タ

は
あ
ま
り
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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こ
の
報
告
書
に
対
す
る
原
告
側
弁
護
士
の
反
論
の

ひ
と
つ
と
し
て

J.
V
e
r
n
o
n
 P
a
t
r
i
c
k
 Jr. 
a
n
d
 

M
a
r
v
i
n
 
C
h
e
r
n
e
r
,
 
"
R
u
l
e
 
2
3
 
a
n
d
 
t
h
e
 

C
l
a
s
s
 
A
c
t
i
o
n
 f
o
r
 
D
a
m
a
g
e
s
:
 A
 
R
e
p
l
y
 to 

t
h
e
 
R
e
p
o
r
t
 o
f
 
t
h
e
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 C
o
l
l
e
g
e
 o
f
 

T
r
i
a
l
 
L
a
w
y
e
r
s
"
 T
h
e
 B
u
i
s
i
n
e
s
s
 
L
a
w
y
e
r
 

〔

J
u
l
y
1
9
7
3〕
,

1
0
9
7

ぶ
i
4
3

ス
fo

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
処
理
状
況

――

-
0件
の
サ
ン
プ
ル
の
う
ち
八
一
件
が

T
r
i
a
ー
を
う
け
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
六
一
―
―

％
に
お
い
て
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
認
可
(
9
)

が
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
す

べ
て
が
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ソ
と
考
え
ら
れ
る

べ
き
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。

多
く
の
場
合
、
早
期
に

d
i
s
m
i
s
s
a
l
C10)
が
な
さ

れ
て
し
ま
い
、
認
可
を
考
慮
す
る
余
地
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

(

1

1

)

。
ま
た
、
認
可

前
に
原
告
が
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の

訴
訟
遂
行
を
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ

る。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ソ
で
は
原
告
の
請
求
が

薄
弱
な
根
拠
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
き
で
も
被

告
は
和
解
を
強
い
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
批

判
が
あ
る
が
、
終
結
し
た
ケ
ー
ス
を
み
て
み
る

と
、
被
告
は
ま
ず

d
i
s
m
i
s
s
a
l

や

s
u
m
m
a
r
y

j
u
d
g
e
m
e
n
t

を
求
め
る
こ
と
を
好
ん
で
い
る

と
い
う
結
果
が
え
ら
れ
た
。
実
際
、
こ
の
八
一

件
の
う
ち
四
四
件
（
五
五
％
）
は
、
こ
う
し
た

被
告
の
申
立
に
応
じ
て
、
被
告
に
有
利
に
処
理

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

D
i
s
m
i
s
s
a
l

の
理
由

の
内
訳
は
第

6
表
の
通
り
で
あ
る
。

2
 

訴
訟
の
初
期
に
お
け
る
処
理
率
の
高
さ
が
ク

ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
特
有
な
も
の
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
、
一
般
民
事
事
件
に
つ
い
て
同
種

の
デ
ー
タ
が
な
い
た
め
、
決
定
で
き
な
い
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
早
期
の

dis,

m
i
s
s
a
l

の
本
当
の
理
由
を
確
認
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
被
告
側
は
根
拠
の
な
い
請
求
が
多
い

か
ら
だ
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
原
告
側
は

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
対
す
る
裁
判
所
の
敵

意
を
示
し
て
い
る
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
被
告
側
弁
護
士
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
相
手
方
の
請
求
の

第 6表 Dismissals 

理 由 件数

請求叙述の不備 (Failureto state a claim)による却下

管轄権なし (Lackof jurisdiction) 

原告による取下 (voluntarydismissal) 

当事者適格の欠鋏，訴の利益の欠鋏，既判力 (Improper

party, lack of standing, mootness, res judicata) 

真摯な訴求の欠鋏 (Wantof prosecution) 

その他

6

4

4

5

2

2

 

ー

計 33 

(62 GEO, L. J. 1123, 1136より転載）

根
拠
が
薄
弱
で
あ
っ
た
と
き
め
つ
け
る
回
答
は

少
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
被
告
側
弁
護
士
に
よ

れ
ば
、
彼
ら
は
根
拠
簿
弱
な
請
求
が
提
起
さ
れ

た
と
き
は
、
和
解
に
応
ず
る
前
に
本
案
に
お
い

て
戦
う
で
あ
ろ
う
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

八
一
件
中
被
告
が
勝
訴
し
た
の
は
四
七
件
で

あ
る
。
そ
の
う
ち
四
四
件
は

d
i
s
m
i
s
s
a
l

お
よ

び
即
決
裁
判

(
s
u
m
m
a
r
y

j
u
d
g
e
m
e
n
t
)

で

あ
る
か
ら
、
被
告
勝
訴
の
判
決

(
j
u
d
g
e
m
e
n
t
)

は
わ
ず
か
三
件
で
あ
る
。

ク
ラ
ス
ヘ
の
救
済
は
、
判
決
お
よ
び
和
解
を

含
め
、
ニ
―
件
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
。
そ
の

内
訳
は
第

7
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二

一
件
の
う
ち
、
和
解
は
一
―
件
、
原
告
の
即
決

裁
判
の
申
立
に
も
と
づ
く
も
の
六
件
、
原
告
勝

訴
の
判
決
が
四
件
で
あ
っ
た
。

正
式
判
決
が
八
一
件
中
七
件
と
い
う
の
は
少

第 7表 クラスヘの救済

ク ィ プ 件数

代表当事者への金銭的補償，および

クラスヘの衡平法的救済

クラスヘの金銭的補償

クラスヘの衡乎法的救済のみ

クラスヘの金銭的補償，およびクラス

への衡乎法的救済

3

8

4

 

6
 

計 21 

(62 GEO. L. J. 1123. 1138より転載）

な
い
よ
う
だ
が
、
著
者
た
ち
に
よ
れ
ば
こ
の
よ

う
な
判
決
率
の
低
さ
は
一
般
民
事
事
件
で
も
同

様
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
七
二
年
度
の
コ
ロ
ン

ビ
ア
地
裁
の
全
民
事
事
件
に
つ
い
て
み
る
と
、

終
結
件
数
の
わ
ず
か
五
％
が
判
決
さ
れ
た
に
す

ぎ
な
い
。

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
長
期
化
す
る
も
の

が
多
く
司
法
的
資
源
を
過
度
に
浪
費
す
る
も
の

だ
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
ど
の
程
度
の
労
力

が
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
割
り
当
て
ら
れ
て

い
る
の
か
。
こ
の
ひ
と
つ
の
徴
表
と
し
て
提
訴

か
ら
終
結
ま
で
の
期
間
の
長
さ
が
調
査
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
は
第

8
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

第 9表裁判期間一一係属

中の事件

第 8表 裁判期間

期間 件数 ％
 

期間 件数 ％
 

6-12月

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

7

0

5

5

2

 

2
 

8

1

3

3

5

 

1

5

1

1

 

計 39 100 

(62 Gw. L. J. 1123, 1139-40より転載）

0-1月

1-3月

3 -6月

6 -12月

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

5-6年

計 81 100 

(62 GEO. L. J. 1123, 1139より転載）

5
3
1
2
2
4
2
5
6
2
3
1
 

6
4
1
5
3
0
3
1
7
2
4
1
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係
属
中
の
ケ
ー
ス
に
つ
き
係
属
期
間
を
み
る

と
、
第
9
表
の
よ
う
に
な
る
。

著
者
た
ち
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

全
民
事
終
結
事
件
の
裁
判
期
間
の
メ
デ
ィ
ア
ン

は
一
〇
ヵ
月
で
あ
り
、
一
ヵ
月
以
内
に
処
理
さ

れ
た
も
の
は
全
体
の
一

0
％
で
あ
る
。
こ
れ
に

較
べ
る
と
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
裁
判
期
間

は
多
少
長
い
が
著
し
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い

（
係
属
中
の
事
件
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、
裁
判

期
間
は
も
う
少
し
長
め
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
多
く
は
最
近
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
。

な
か
で
も
、

d
i
s
m
i
s
s
a
l

に
よ
っ
て
終
結
し
た

三
三
件
は
迅
速
に
処
理
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
。
実
際
四
五
％
は
六
ヵ
月
以
内
に
終
結
し
て

い
る
し
、
一
年
以
内
に
七
三
％
が
終
結
す
る
。

さ
ら
に
即
決
裁
判
に
よ
る
一
―
件
の
う
ち
七
件

ほ
一
年
以
内
に
終
結
し
て
い
る
。
ク
ラ
ス
に
救

済
が
与
え
ら
れ
た
ケ
ー
ス
で
は
裁
判
期
間
は
よ

り
長
く
な
る
が
、
そ
れ
で
も
ニ
―
件
の
う
ち
―

六
件
（
七
六
％
）
は
二
年
以
内
に
終
結
し
て
い

る。
控
訴
は
八
一
件
中
ニ
―
件
(
-
―
―
-
＝
％
）
で
な

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
一
三
件
が
終
結
し
た

が
、
そ
の
裁
判
期
間
は
六
ヵ
月
か
ら
三
年
の
問

で
あ
る
。
中
間
控
訴

(
I
n
t
e
r
l
o
c
u
t
o
r
y
A
p
'
 

p
e
a
l
)

は
稀
で
あ
り
、
一
―

-
0件
中
わ
ず
か
一
―
―

件
で
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
結
果
に
も
と
づ
き
、
著
者
た

ち
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
ま
ず
、
被
告
は

し
ば
し
ば
本
案
に
お
け
る
防
禦
に
成
功
す
る
。

ま
た
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
総
じ
て
迅
速

に
処
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ク
ラ
ス
ヘ
の
救

済
が
与
え
ら
れ
る
事
件
数
は
限
ら
れ
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
、
と
〔
N
o
t
e
,
p. 
1
1
4
0
〕。

著
者
た
ち
は
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
が
、

処
理
の
態
様
か
ら
み
て
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン

訴
訟
に
は
三
つ
の
ク
イ
プ
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
か
と
思
う
。
す
な
わ
ち

d
i
s
m
i
s
s
a
l

な
ど
に
よ
っ
て
訴
訟
の
初
段
階
で
片
付
い
て
し

ま
う
も
の
と
、
一
年
か
ら
二
年
の
審
理
の
の
ち

に
実
質
的
な
争
点
に
つ
き
判
断
を
う
け
る
も
の

と
、
何
ら
か
の
原
因
で
長
期
化
し
て
い
く
少
数

の
事
件
と
で
あ
る
。

こ
の
パ
ク
ー
ン
に
対
す
る
著
者
た
ち
の
評
価

は
裁
判
所
に
与
え
る
負
担
と
い
う
側
面
に
限
ら

れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
。
ハ
タ
ー
ン
を
出
現
さ

せ
る
諸
要
因
の
検
討
は
十
分
に
な
さ
れ
て
は
い

な
い
。
早
期
の

d
i
s
m
i
s
s
a
l
が
根
拠
薄
弱
な
諮

求
に
よ
る
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
一
体
ど
の

よ
う
な
要
因
が
働
い
て
い
る
の
か
が
調
査
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
通
知
や
分
配
の
段
階
で
生
ず

る
の
と
同
様
な
困
難
＇
~
弁
護
士
が
ク
ラ
ス
の

メ
ン
バ
ー
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
で
き
な
い
の
で

ク
ラ
ス
を
明
確
に
叙
述
す
る
た
め
の
情
報
が
集

め
ら
れ
な
い
、
な
ど
＇
~
も
そ
の
一
因
か
も
し

れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
早
期
の

d
i
s
m
i
s
s
a
l

は
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
制
度
の

機
能
不
全
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
長
期
化
の
原
因
も
同
じ
ょ
う
に
病
理
的

な
も
の
で
あ
り
う
る
。

さ
ら
に
一
般
的
に
い
え
ば
、
ク
ラ
ス
が
ど
の

よ
う
な
範
囲
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、

代
表
当
事
者
が
ど
の
よ
う
な
人
間
か
と
い
う
こ

と
、
長
期
的
な
目
的
を
も
っ
て
活
動
す
る
巨
体

等
の
関
与
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
弁

護
士
が
ど
の
よ
う
な
活
動
能
力
を
も
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
、
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァ
ク

タ
ー
が
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
成
功
裡
に
遂

行
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
そ
れ
ら
の
間
の
関
係

は
さ
ら
に
調
査
す
る
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

(
9
)
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
.

連
邦
民
事
訴
訟
規
則

二
三
条
c
①
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(

1

0

)

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
四
一
条
。
な
お
一

二
条
。
日
本
法
の
取
下
と
却
下
を
含
む
。

(
1
1
)
A
m
e
r
i
c
a
n
 
C
o
―le
g
e
 
o
f
 
T
r
i
a
l
 

L
a
w
y
e
r
s
 (
1
9
7
2
)
.

前
掲
中
(

8

)

に
よ
れ
ば
、

こ
れ
と
反
対
に
、
一
、
三
三
九
件
中
一
、

0
0三
件

が
、
記
録
の
上
で
は
係
属
中
で
あ
る
。

A
m
e
r
i
,

c
a
n
 
C
o
l
l
e
g
e
 
o
f
 
T
r
i
a
l
 
L
a
w
y
e
r
 (
1
9
7
2
)

は

こ
の
こ
と
か
ら
、

d
i
s
m
i
s
s
a
ー
が
ク
ラ
ス
を
害
さ

な
い
と
き
で
も
、
ク
ラ
ス
ヘ
の
通
知
を
要
求
す
る

裁
判
が
下
さ
れ
る
ま
で
は

d
i
s
m
i
s
s
a
ー
が
な
さ
れ

な
い
の
だ
、
と
結
論
し
て
い
る
、
と
い
う
〔
N
o
,

te, 
p. 
113511136〕
゜

連
邦
民
訴
規
則
二
三
条
は
、
「
ク
ラ
ス
・
ア

ク
シ
ョ
ン
と
し
て
訴
が
提
起
さ
れ
た
な
ら
ば
裁

判
所
は
で
き
る
だ
け
早
く
、
そ
の
訴
訟
が
ク
ラ

ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
維
持
で
き
る
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
を
〔
命
令

(
o
r
d
e
r
)

に
よ
っ

て
〕
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(12)
と
定
め

て
い
る
。
し
か
し
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
区
の
サ
ン
プ

3

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
認
可

(
C
e
r
t
i
-

）
 

f
1
c
a
t
i
o
n
 

ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
必
ず
し
も
忠
実
に

守
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
八
一
件
の
終

結
サ
ン
プ
ル
の
う
ち
五
一
件
で
認
可
す
る
か
否

か
が
全
く
判
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な

ぜ
認
可
に
関
す
る
判
定
が
な
さ
れ
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
一
般
の

き
ざ
し

運
営
不
可
能
性
の
徴
で
あ
る
の
か
。

記
録
の
調
査
と
弁
護
士
へ
の
イ
ソ
タ
ビ
ュ
ー

か
ら
、
著
者
た
ち
は
二
つ
の
原
因
を
推
測
し
て

い
る
。
第
一
の
原
因
は
、
ク
ラ
ス
の
範
囲
や
大

き
さ
、
請
求
額
等
を
き
め
る
た
め
必
要
な
情
報

の
獲
得
が
原
告
側
に
と
っ
て
し
ば
し
ば
困
難
で

あ
る
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
と
く
に
弁
護
士
に

と
っ
て
は
訴
訟
勧
誘
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
結

果
、
潜
在
的
な
メ
ン
バ
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト

で
き
ず
、
そ
の
た
め
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
が
彼

ら
に
許
さ
れ
る
唯
一
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
情
報
獲
得
の
困
難

さ
の
度
合
い
に
応
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
サ

ン
プ
ル
に
お
い
て
は
、
訴
訟
開
始
と
認
可
申
立

と
の
間
隔
は
一
ヵ
月
か
ら
三
年
の
間
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
申
立
の
提
起
さ
れ
た
サ

ン
プ
ル
の
中
で
は
、
大
半
が
六
ヵ
月
以
内
に
認

可
が
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
。

第
二
の
原
因
は
、
認
可
申
立
を
後
回
し
に
す

る
こ
と
が
時
に
は
訴
訟
の
迅
速
な
処
理
に
役
立

っ
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
弁
護
士
の
意
見
に
よ

れ
ば
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ

ョ
ン
に
お
い
て
は
認
可
や
通
知
方
法
に
つ
い
て

云
々
す
る
ま
え
に
、
被
告
の
実
体
的
責
任
を
確

定
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
波
及
的
効
果
に
よ
っ
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て
、
実
際
上
は
ク
ラ
ス
の
救
済
に
つ
な
が
る
の

で
あ
っ
て
、
何
も
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
い

う
形
式
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま

う
、
と
い
う
の
で
あ
る
(13)
。
さ
ら
に
、
弁
護

士
た
ち
は
、
本
案
に
つ
き
原
告
側
に
見
込
み
の

な
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
裁
判
所
が
ク
ラ
ス
・

ア
ク
シ
ョ
ン
の
認
可
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
。
裁
判
所
も
本
案
に
つ

い
て
の
審
理
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
（
当

事
者
の
同
意
の
も
と
に
こ
の
旨
を
明
言
し
た
判

決
が
二
つ
見
出
さ
れ
た
）
。

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
運
用
に
対
す
る
著

者
た
ち
の
評
価
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
認

可
の
可
否
が
判
定
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
の
う

ち
相
当
数
は
訴
訟
の
目
的
を
実
質
的
に
達
成
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
認
可
を
後
回
し
に
す
る
と

い
う
方
法
は
ー
ー
↓
日
下
の
と
こ
ろ
「
便
法
」
に

す
ぎ
な
い
が
ー
ー
ー
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を

運
営
可
能
に
す
る
た
め
の
努
力
と
し
て
評
価
に

値
す
る
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

(

1

2

)

ジ
ュ
リ
ス
ト
五
二
五
号
（
一
九
七
三
年
）

の
谷
口
安
平
教
授
の
訳
に
よ
る
。
こ
の
訳
で
は

b
y
 o
r
d
e
r

の
句
が
c
項
①
第
二
文
に
移
し
て
訳

さ
れ
て
い
る
の
で
カ
ッ
コ
で
補
っ
た
。

(
1
3
)
J
.
 
V
e
r
n
o
n
 
Patrick 
Jr. 
a
n
d
 

M
a
r
v
i
n
 C
h
e
r
n
e
r
,
前
掲
注
(

8

)

、一―

0
ニ
ー

―
1
0六
頁
は
こ
の
よ
う
な
運
用
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
、
そ
れ
が
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
運

営
可
能
に
す
る
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
、
と
述
べ

て
い
る
。

第10表 送られた通知の内容

件数

訴訟の係属を知らせるもののみ

和解の提案又は賠償金獲得を知

らせるもののみ

双方がなされたもの

計

8
 

7

4

 

19 

(62 GEO. L J. 1123, 1145より作成）

連
邦
民
訴
規
則
二
三
条
は
、
「
⑯
③
の
も
と

で
維
持
さ
れ
る
す
べ
て
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

ン
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
ク
ラ
ス
の
メ
ン
バ
ー

に
対
し
当
該
状
況
の
も
と
で
実
行
可
能
な
最
善

の
通
知
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
通
知

に
は
合
理
的
な
努
力
に
よ
っ
て
発
見
で
き
る
す

べ
て
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
個
別
的
通
知
が
含

ま
れ
る
。
」
(
1
4
)

と
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
を

ア
イ
ゼ
ン
事
件
に
お
け
る
第
二
巡
回
控
訴
裁
判

所
(
-
九
七
三
年
）
（
15)
の
よ
う
に
厳
格
に
解
釈

す
る
な
ら
ば
、
原
告
の
訴
訟
遂
行
は
大
き
な
困

難
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
。

前
項
に
述
べ
た
よ
う
に
、
通
知
も
ま
た
後
回

し
に
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
た
め
か
‘
―
二

0
件

の
サ
ン
。
フ
ル
の
う
ち
、
通
知
の
な
さ
れ
た
も
の

は
わ
ず
か
一
九
件
に
す
ぎ
な
い
。
通
知
の
内
容

は
第
10
表
の
如
く
で
あ
る
。

4

ク
ラ
ス
・
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
通
知

通
知
方
法
別
に
み
る
と
、
個
別
的
通
知
が
な

さ
れ
た
も
の
が
一
九
件
中
一
六
件
を
占
め
る
。

ク
ラ
ス
の
大
き
さ
と
の
関
係
を
み
る
と
、
個
別

的
通
知
が
な
さ
れ
た
一
六
件
中
最
大
の
も
の
は

五
、
八

0
0人
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
ク
ラ
ス

で
あ
り
、
個
別
的
通
知
は
ク
ラ
ス
の
サ
イ
ズ
が

小
さ
い
と
き
に
行
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
個
別
的
通
知
が
行
わ
れ
た

ケ
ー
ス
に
お
い
て
さ
ら
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、

被
告
の
所
持
す
る
コ
ン
。
ヒ
ュ
ー
ク
ー
記
録
な
ど

か
ら
ク
ラ
ス
の
メ
ン
バ
ー
を
識
別
す
る
こ
と
が

容
易
で
あ
っ
た
と
い
う
要
因
で
あ
る
と
著
者
た

ち
は
い
う
。
一
方
、
巨
大
な
ク
ラ
ス
又
は
メ
ン

バ
ー
が
個
別
に
識
別
さ
れ
な
い
ク
ラ
ス
を
含
む

訴
訟
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
非
涸
別
的
通
知
が
な

さ
れ
て
い
る
。
広
く
配
布
さ
れ
て
い
る
新
聞
紙

上
へ
の
公
告
、
業
界
紙
（
誌
）
に
よ
る
通
知
、

労
慟
者
の
ク
ラ
ス
の
場
合
は
そ
の
従
業
地
、
あ

る
い
は
ク
ラ
ス
の
メ
ン
バ
ー
が
一
定
地
域
に
集

中
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
地
域
へ
の
掲
示
と
郵

送
な
ど
の
方
法
が
採
用
、
併
用
さ
れ
た
ケ
ー
ス

が
見
出
さ
れ
た
〔
N
o
t
e
,
p. 
1145ー
1146〕。

そ
れ
ぞ
れ
の
通
知
方
法
の
利
点
や
問
題
点
な

ど
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
個
別
的
通
知
の
第
一

の
難
関
ほ
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
個
々
の
メ
ン

バ
ー
の
識
別
で
あ
る
。
現
役
お
よ
び
退
職
し
た

労
働
者
の
ク
ラ
ス
の
湯
合
は
、
原
告
側
が
労
働

組
合
の
記
録
か
ら
六

0
％
の
メ
ン
バ
ー
を
、
被

告
側
が
退
職
者
記
録
か
ら
四

0
％
の
メ
ン
バ
ー

を
識
別
す
る
こ
と
に
よ
り
個
別
通
知
を
行
う
こ

と
が
で
き
た
。
次
の
難
関
は
、
ど
の
メ
ン
バ
ー

が
権
利
を
も
っ
て
い
る
か
の
確
認
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
原
告
側
弁
護
士
が
潜
在
的
メ
ン
バ
ー
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
障

害
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
に
最
も
大
き
な
問
題

点
は
、
個
別
的
通
知
が
個
々
の
メ
ン
バ
ー
に
到

達
す
る
か
ど
う
か
が
保
証
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
住
所
不
明
、
配
逹
不
能
、
宛
名
の

誤
り
等
の
た
め
相
当
数
（
例
え
ば
―
―
―
分
の
一
）

の
メ
ン
バ
ー
が
通
知
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
ヶ

ー
ス
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
現

象
は
認
可
や
通
知
を
後
回
し
に
す
る
こ
と
の
副

作
用
と
も
い
え
る
。
一
方
、
非
個
別
的
通
知
に

つ
い
て
は
、
員
数
が
わ
か
ら
な
い
た
め
個
別
的

通
知
と
直
接
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
あ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
九
、

0
0
0

人
か
ら
二

0
、
0
0
0人
の
鉱
業
労
働
者
を
含

む
と
思
わ
れ
た
ク
ラ
ス
に
対
し

U
n
i
t
e
d

M
i
n
e
 W
o
r
k
e
r
s
 journals,

地
方
新
聞
、
鉱
区

へ
の
ビ
ラ
配
布
に
よ
っ
て
通
知
し
た
と
こ
ろ
、

六
0
、
0
0
0人
以
上
の
潜
在
的
メ
ン
バ
ー
か

ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

著
者
た
ち
は
、
非
個
別
的
通
知
に
よ
っ
て
も
ク

ラ
ス
の
か
な
り
の
割
合
の
者
が
通
知
を
受
け
取

る
、
と
い
え
る
と
し
て
い
る
〔
N
o
t
e
,

p. 

114511147〕。

通
知
の
費
用
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
九
件
の

サ
ン
プ
ル
は
小
さ
な
ク
ラ
ス
に
か
た
よ
っ
て
い

る
た
め
、
そ
の
額
は
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。

半
数
が
一

0
0ド
ル
以
下
で
済
ん
で
お
り
、
個

別
的
通
知
の
最
高
額
は
二
、

0
0
0ド
ル
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
上
に
挙
げ
た
鉱
業
労
働
者
の
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ケ
ー
ス
の
よ
う
な
通
知
方
法
は
明
ら
か
に
高
く

つ
く
手
続
で
は
あ
る
。

通
知
費
用
が
賠
償
額
全
体
に
占
め
る
割
合
は

ど
う
か
。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
対
す
る
批

判
者
は
、
こ
の
割
合
が
非
常
に
大
き
い
と
主
張

し
て
い
る
が
、
サ
ン
プ
ル
か
ら
の
デ
ー
ク
に
よ

れ
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
い
え
な
い
。
数
字
の

え
ら
れ
た
ケ
ー
ス
中
、
通
知
費
用
と
そ
の
他
の

裁
判
費
用
を
合
わ
せ
て
も
総
賠
償
額
の
五
％
を

超
え
る
も
の
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
件
の
う
ち
、
原
告
が
通
知
費
用
を
負
担

し
た
も
の
は
一

0
件
で
あ
り
、
被
告
が
負
担
し

た
も
の
は
六
件
、
共
同
負
担
が
三
件
で
あ
っ

た
。
費
用
の
絶
対
額
が
低
い
た
め
、
こ
の
点
は

鋭
い
争
点
に
は
な
っ
て
い
な
い
模
様
で
あ
る
。

著
者
た
ち
は
、
費
用
が
も
っ
と
高
額
の
と
き
は

事
情
が
変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て

い
る
。以

上
の
よ
う
な
デ
ー
タ
か
ら
、
著
者
た
ち

ほ
、
通
知
の
運
営
可
能
性
の
問
題
は
克
服
不
可

能
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
、
と
結
論
し

て
い
る
。

(
1
4
)

谷
口
安
乎
教
授
の
訳
（
前
掲
注
(

1

2

)

）

に
よ
る
。

(

1

5

)

ア
イ
ゼ
ソ
事
件
と
は
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク

ッ
ョ
ソ
の
諸
事
例
中
お
そ
ら
く
最
も
著
名
で
ク
ラ

ス
・
ア
ク
シ
ョ
ソ
制
度
の
さ
ま
ざ
ま
な
典
型
的
問

題
を
含
ん
で
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
ア
イ
ゼ
ン
事

件
の
展
開
は
栗
山
徳
子
「
E
i
s
e
n
事
件
と
ク
ラ
ス
・

ア
ク
ジ
ョ
ソ
の
問
題
点
」
立
正
法
学
八
巻
三
•
四

号
三
九
頁
(
-
九
七
四
年
）
に
詳
し
い
。

[
N
o
t
e
,

注
25
に
よ
れ
巳
下
級
審
判
決
は
次
の
六
つ
。

E
i
s
e
n
 
v. 
Carlisle &
 Jaquelin, 4
1
 

F.R.D. 

1
4
7
 

(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
裁
一
九
六
六
）
（
ク

ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
却
下
）
、
3
9
1

F. 
2
d
 

5
5
5
 

(
第
二
巡
回
控
訴
裁
判
所
一
九
六
八
）
（
差

戻）、
5
2

F.R.D. 2
5
3
 

(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部

地
裁
一
九
七
一
）
（
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ソ
認
可
）
、

5
4
 
F.R•D. 

5
6
5
 

(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
裁

一
九
七
二
）
（
被
告
に
費
用
の
九
0
％
を
負
担
さ

せ
る
）
、
4
7
9

F. 2
d
 1
0
0
5
 

(
第
二
巡
回
控
訴
裁

判
所
一
九
七
三
）
（
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
運
営
不
可
能
で
あ
る
と
の
理
由
で
却
下
）
。
こ

の
後
連
邦
最
高
裁
は
サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
の
申
立

を
受
け
て
、
一
九
七
四
年
、
控
訴
裁
判
所
の
判
決

を
維
持
し
た
(
9
4

S
.
 
Ct. 
2
1
4
0
 (
1
9
7
4
)
)

。
こ

こ
に
紹
介
す
る
調
査
報
告
讃
の
書
か
れ
た
時
点
で

は
、
サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
が
受
理
さ
れ
た
だ
け
で

連
邦
最
高
裁
の
判
決
は
ま
だ
出
さ
れ
て
い
な
い
。

除
外
申
出
手
続

(
O
p
t
'
o
u
t
P
r
o
c
e
d
u
-

r
e
)

と
加
入
申
出
手
続

(
O
p
t
,
i
n
P
r
o
c
e
,
 

d
u
r
e
)
 

連
邦
民
訴
規
則
二
三
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
で

は
、
ク
ラ
ス
・
メ
ン
バ
ー
ヘ
の
通
知
は
「
被
通

知
者
が
指
定
の
期
日
ま
で
に
申
し
出
る
な
ら
ば

裁
判
所
は
そ
の
者
を
ク
ラ
ス
か
ら
除
外
す
る
こ

と
(
1
6
)
」
を
通
告
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
手
続
は
除
外
申
出
手
続

(
O
p
t、o
u
t
p
r
o
-

c
e
d
u
r
e
)

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
現
行

規
則
に
対
し
、
加
入
申
出
手
続

(
O
p
t
‘
i
n
p
r
o
,
 

c
e
d
u
r
e
)

と
い
う
べ
き
も
の
が
提
案
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
被
通
知
者
が
申
し
出
る
な
ら

ば
裁
判
所
は
そ
の
者
を
ク
ラ
ス
に
含
め
る
、
と

い
う
方
式
で
あ
る
。
サ
ン
プ
ル
の
中
に
は
、
裁

判
官
が
合
目
的
性
を
(17)

考
慮
し
て
加
入
申
出

手
続
を
命
じ
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

5
 

予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
加
入
申
出
手
続
は
ク

ラ
ス
の
大
き
さ
を
か
な
り
減
縮
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
デ
ー
タ
が
見
出
さ
れ
た
。

通
常
の
除
外
申
出
手
続
を
と
っ
た
ケ
ー
ス
で

は
、
そ
の
三
分
の
二
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
メ

ン
バ
ー
数
の
減
少
は
一

0
％
以
下
に
と
ど
ま
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
加
入
申
出
手
続
を
と
っ

た
三
件
の
ケ
ー
ス
で
は
各
々
三
九
％
、
六
一
％
、

七
三
％
の
メ
ン
バ
ー
数
減
少
を
み
た
。
二
つ
の

手
続
の
差
は
次
の
よ
う
な
例
に
明
瞭
に
表
わ
れ

て
い
る
。
①
原
告
ク
ラ
ス
が
二
つ
の
サ
プ
・
ク

ラ
ス
に
わ
け
ら
れ
、
一
方
で
は
除
外
申
出
手

続
、
他
方
は
加
入
申
出
手
続
に
よ
っ
て
通
知
さ

れ
た
と
こ
ろ
、
前
者
の
メ
ン
バ
ー
減
少
は
八
％

に
と
ど
ま
っ
た
が
、
後
者
の
そ
れ
は
三
九
％
で

あ
っ
た
。
②
同
一
原
因
に
も
と
づ
き
、
同
じ
日

に
同
じ
被
告
に
対
し
提
起
さ
れ
た
二
つ
の
ク
ラ

ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
一
方
で
は
除
外

申
出
手
続
、
他
方
で
は
加
入
申
出
手
続
が
と
ら

れ
た
が
、
前
者
の
メ
ン
バ
ー
は
一
七
％
、
後
者

の
メ
ン
バ
ー
は
七
三
％
減
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
加
入
申
出
手
続
の
採
用
は
ク

ラ
ス
の
大
き
さ
を
著
し
く
減
縮
す
る
(
1
8
)
0

ク

ラ
ス
の
減
縮
は
、
訴
訟
の
運
営
可
能
性
を
高
め

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
減
縮

は
、
加
入
申
出
に
対
す
る
反
対
者
た
ち
の
い
う

よ
う
に
、
病
理
的
な
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
。
弁
護
士
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

な
ど
に
も
と
づ
き
、
著
者
た
ち
は
二
つ
の
病
理

的
な
原
因
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
は
、
被
通
知

者
に
通
知
を
理
解
す
る
能
力
が
な
い
た
め
に
、

何
の
積
極
的
行
動
も
と
れ
な
い
結
果
、
ク
ラ
ス

か
ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
あ
る
消
費
者
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ

ョ
ン
は
、
一
―
四
人
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
、
加

入
す
る
と
い
う
欄
と
加
入
し
な
い
と
い
う
欄
の

ど
ち
ら
か
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
方
式
で
、

通
知
が
な
さ
れ
た
。
九
一
％
の
者
か
ら
返
答
が

あ
っ
た
が
、
一
八
人
は
ど
ち
ら
に
も
チ
ェ
ッ
ク

し
て
い
ず
、
ひ
と
り
は
双
方
の
濶
に
チ
ェ
ッ
ク

し
て
い
た
。
第
二
の
原
因
は
、
ク
ラ
ス
・
メ
ン

バ
ー
と
被
告
の
間
の
社
会
的
関
係
の
た
め
に
ー

ー
例
え
ば
原
告
ク
ラ
ス
が
被
告
従
業
員
か
ら
な

る
場
合
な
ど
|
ー
メ
ン
バ
ー
は
被
告
の
報
復
を

お
そ
れ
て
訴
訟
の
初
期
か
ら
積
極
的
な
行
動
を

と
る
こ
と
を
た
め
ら
う
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

ク
ラ
ス
の
減
総
が
右
の
よ
う
な
原
因
か
ら
人

人
へ
の
法
的
救
済
を
拒
否
す
る
と
い
う
対
価
を

払
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
加
入
申

出
手
続
は
疑
問
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

著
者
た
ち
は
述
べ
て
い
る
〔
N
o
t
e
,

p. 
1
1
5
0

〕゚

(
1
6
)

谷
口
安
平
教
授
の
訳
（
前
掲
注
(

1

2

)

）

に
よ
る
。

(
1
7
)
A
m
e
r
i
c
a
n
 
C
o
―lege 
o
f
 
Trial 

L
a
w
y
e
r
 (
1
9
7
2
)

前
掲
注
(

7

)

は
、
加
入
申
出

手
続
が
採
用
さ
れ
れ
ば
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
ッ
ョ
ソ

は
、
よ
り
運
営
可
能
で
、
公
明
で
、
倫
理
的
な
も

の
と
な
る
だ
ろ
う
、
と
主
張
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
る

(J.

V
e
r
n
o
n
 
P
a
t
r
i
c
k
 
Jr. 
a
n
d
 

M
a
r
v
i
n
 C
h
e
r
n
e
r
前
掲
注
(
7
)
1
1
0
9
)

。

(
1
8
)

日
本
で
も
「
奪
ら
れ
た
も
の
を
取
り

返
す
消
費
者
の
会
」
を
母
体
と
す
る
石
油
ヤ
ミ
カ

ル
テ
ル
訴
訟
の
う
ち
、
一
件
は
「
日
刊
新
聞
の
記

事
や
所
謂
ロ
コ
ミ
等
に
よ
っ
て
集
ま
っ
て
き
た
人
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人
」
が
原
告
団
を
構
成
す
る
こ
と
と
し
、
「
消
費

者
の
会
」
に
領
収
証
を
送
付
し
て
き
た
者
に
当
事

者
選
定
書
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
返
送
し

て
選
定
の
意
思
を
表
示
し
た
者
は
は
じ
め
の
二

0

％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
（
春
日
寛
「
ク
ラ
ス

・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
訴
訟
実
務
上
の
諸
問
題
」
自
由

と
正
義
二
六
巻
九
号
―
―
頁
、
一
六
頁
(
-
九
七

五
）
）
。
本
文
と
パ
ラ
レ
ル
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

ク
ラ
ス
ヘ
の
賠
償

サ
ン
プ
ル
の
う
ち
、
ク
ラ
ス
に
対
し
て
損
害

賠
償
が
支
払
わ
れ
た
も
の
は
一
四
件
に
す
ぎ
な

い
。
従
っ
て
賠
償
金
分
配
に
関
す
る
情
報
は
十

分
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
限
り
で

み
る
と
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク

シ
ョ
ン
の
難
点
と
さ
れ
て
い
る
も
の
1

賠
償

金
分
配
遂
行
上
の
困
難
と
そ
の
費
用
が
巨
額
に

な
る
こ
と
ー
ー
は
克
服
不
可
能
な
も
の
で
は
な

、0し
賠
償
金
分
配
が
完
了
し
て
い
る
ケ
ー
ス
に
特

徴
的
な
こ
と
は
、
個
々
の
メ
ン
バ
ー
の
分
け
前

が
、
請
求
総
額
や
権
利
の
数
等
の
フ
ァ
ク
タ
ー

か
ら
算
定
し
う
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
（
和
解
の
場

合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
和
解
が
な
さ
れ

た
ケ
ー
ス
）
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

ケ
ー
ス
は
、
ク
ラ
ス
に
対
す
る
被
告
の
責
任
を

確
定
す
る
こ
と
が
訴
訟
の
主
要
問
題
で
あ
っ
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

賠
償
金
分
配
の
段
階
で
ク
ラ
ス
の
サ
イ
ズ
が

減
縮
す
る
と
い
う
。
ハ
タ
ー
ン
が
多
く
の
ケ
ー
ス

で
見
ら
れ
る
。
減
少
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
は
二

三
％

i
七
四
％
の
間
に
あ
る
。
こ
の
減
少
に
対

し
て
著
者
た
ち
は
二
つ
の
説
明
を
与
え
て
い

る
。
①
認
可
さ
れ
た
ク
ラ
ス
に
は
賠
償
を
う
け

と
る
資
格
の
な
い
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。
②
賠

償
を
う
け
と
る
資
格
の
あ
る
メ
ン
バ
ー
が
ク
ラ

ス
に
よ
る
救
済
に
与
り
そ
こ
ね
た
。
実
際
の
と

こ
ろ
、
調
究
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
除
外
の
申

出
、
住
所
不
明
、

d
e
p
o
s
i
t
i
o
n

に
欠
席
し
た
こ

と
、
個
別
請
求
の
不
提
出
、
個
別
請
求
権
の
不

存
在
等
の
さ
ま
ざ
ま
の
原
因
に
よ
っ
て
ク
ラ
ス

の
サ
イ
ズ
の
減
縮
が
起
き
て
い
た

(
1
9
)

。

残
財
団

(
u
n
c
l
a
i
m
e
d
f
u
n
d
s
)

が

生

じ

た

ケ
ー
ス
は
二
件
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
の
ケ
ー
ス
で

は
、
賠
償
金
支
払
の
た
め
振
り
出
さ
れ
た
小

切
手
が
配
逹
不
能
と
し
て
戻
っ
て
き
た
場
合
に

は
、
原
告
側
弁
護
士
に
三

0
日
の
期
間
を
与
え

て
配
達
の
努
力
を
さ
せ
、
そ
れ
で
も
分
配
で
き

な
か
っ
た
と
き
は
、
メ
ン
バ
自
身
が
請
求
で
き

る
期
間
を
定
め
た
う
え
で
小
切
手
を
被
告
に
返

還
す
る
、
と
い
う
手
続
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
手

続
に
従
い
二
通
が
返
還
さ
れ
た
と
い
う
。
他
の

ケ
ー
ス
で
一
四
万
ド
ル
の
う
ち
二
万
ド
ル
余
り

が
残
っ
た
が
、
そ
の
処
置
は
ま
だ
き
め
ら
れ
て

い
な
い
。

雇
用
機
会
平
等
法

(
E
q
u
a
l

E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 

0
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
 
A
c
t
 o
f
 
1
9
7
2
)
(
2
0
)
に
も
と
づ

く
訴
訟
な
ど
は
過
去
、
現
在
の
従
業
者
の
み
で

な
く
、
屈
用
を
求
め
ま
た
は
求
め
た
か
も
し
れ

な
い
潜
在
的
な
従
業
者
を
も
含
む
こ
と
が
あ

る
。
後
者
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
賠
償
金
分
配

は
極
端
に
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合

は
、
裁
判
所
は
損
害
賠
償
の
受
領
者
資
格
を
制

限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
困
難
を
回
避
す
る
こ
と

が
あ
る
。
賠
償
を
と
り
う
る
者
又
は
現
実
損
害

の
証
明
が
で
き
そ
う
な
者
の
サ
ブ
ク
ラ
ス
を
作

る
な
ど
で
あ
る
。

労
働
賃
金
請
求
の
訴
訟
で
最
も
多
額
の
賠
償

額
が
見
ら
れ
る
（
六

0
0
万

l
-
―1
0
億
ド
ル
）
。

そ
の
他
の
訴
訟
は
か
な
り
低
い
（
最
大
で
一
九

万
ド
ル
）
。
こ
れ
ら
の
額
が
実
際
の
損
害
額
を

代
表
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
な

デ
ー
タ
は
な
い
が
、
肯
定
し
て
よ
い
、
と
さ
れ

て
い
る
。

弁
護
士
報
酬
や
そ
の
他
の
裁
判
費
用
に
よ
っ

て
ク
ラ
ス
ヘ
の
賠
償
額
が
費
消
さ
れ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
は
、
批
判
者
が
よ
く
指
摘
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ

た
。
賠
償
総
額
に
対
す
る
ク
ラ
ス
の
取
り
分
は

四
五
％
か
ら
八
五
％
の
間
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ス

の
受
け
取
る
額
を
減
少
さ
せ
る
主
要
な
因
子
で

あ
る
弁
護
士
報
酬
の
割
合
は
総
額
の
一
五
％
か

ら
五

0
余
％
の
間
で
あ
っ
た
。

(

1

9

)

別
の
論
文
に
よ
れ
ば
損
害
賠
償
を
求
め

る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ソ
に
お
い
て
賠
償
額
が
算

定
さ
れ
、
証
明
さ
れ
、
分
配
さ
れ
る
手
続
は
現
在
の

と
こ
ろ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
責
任
が
確

定
さ
れ
る
と
、
裁
判
所
は
連
邦
民
訴
規
則
二
三
条

⑥
に
も
と
づ
い
て
、
責
任
が
確
定
さ
れ
た
旨
お
よ

び
各
メ
ソ
バ
ー
は
損
害
賠
償
の
請
求
権
を
提
出
す

ベ
ぎ
旨
を
ク
ラ
ス
・
メ
ソ
バ
ー
に
通
知
す
る
こ
と

を
命
ず
る
。
さ
ら
に
裁
判
所
は
、
請
求
権
確
定
の
画

一
的
な
シ
ス
テ
ム
の
助
け
と
な
る
よ
う
に
請
求
権

の
書
式
を
定
め
た
り
す
る
。
賠
償
額
算
定
に
十
分

で
あ
る
よ
う
な
記
録
を
被
告
が
持
っ
て
い
る
と
き

は
、
個
々
の
メ
ン
バ
ー
の
出
頭
が
要
求
さ
れ
る
必

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
記
録
調
査
か
ら
え
ら
れ
た

デ
ー
タ
に
従
っ
て
、
著
者
た
ち
は
ク
ラ
ス
・
ア

ク
シ
ョ
ン
の
濫
用
と
し
て
批
判
さ
れ
る
諸
点
、

す
な
わ
ち
、
①
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
法
的

な
ゆ
す
り
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
、
②
弁
護
士

報
酬
が
不
当
に
高
額
と
な
っ
て
い
る
、
③
原
告

側
弁
護
士
の
訴
訟
勧
誘

(
s
o
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
)

が
あ

る
、
と
い
う
点
に
つ
き
検
討
し
て
い
る
〔
N
o
t
e
,

7

い
わ
ゆ
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
濫

用

(
A
b
u
s
e
s
)

要
は
な
い
。
被
告
の
記
録
が
不
完
全
で
あ
る
と
き

ぱ
、
請
求
権
は
両
当
事
者
か
ら
承
認
さ
れ
る
債
権

を
確
定
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
弁
護
士
た
ち
の
委

員
会
に
提
出
さ
れ
る
。
債
権
確
定
に
対
す
る
異
議

は
裁
判
所
が
判
断
す
る
。
証
明
し
う
る
損
害
の
総

額
が
確
定
さ
れ
る
と
、
通
知
や
弁
護
士
報
酬
等
の

訴
訟
の
出
費
が
そ
れ
ぞ
れ
の
債
権
額
に
比
例
し
て

差
し
引
か
れ
、
残
り
が
個
々
の
ク
ラ
ス
・
メ
ソ
バ
ー

に
分
配
さ
れ
る
。
」

(
C
o
m
m
e
n
t
,
M
a
n
a
g
e
a
b
i
-

lity 
o
f
 
N
o
t
i
c
e
 
a
n
d
 
D
a
m
a
g
e
 C
a
l
c
u
l
a
t
o
n
 

i
n
C
o
n
s
u
m
e
r
 C
l
a
s
s
 
A
c
t
i
o
n
s
,
 
7
0
 
M
1
c
H
.
 

L. 
R
E
V
.
 
3
3
8
`
3
6
1
 
(
1
9
7
1
)
)
。

こ
の
よ
う
な
分
配
手
続
は
損
害
賠
償
を
求
め
る

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
遂
行
す
る
う
え
で
重
大

な
障
害
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
前
掲

Com-

m
e
n
t
 p. 
3
6
0
`
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
L
a
w
 

ー

C
l
a
s
s
A
c
t
i
o
n
s
,
 8
9
 H
A
R
V
.
 
L. 
R
e
v
.
 1318, 

1
5
1
6
1
1
7
 (
1
9
7
6
)
)
。
こ
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る

流
動
的
ク
ラ
ス
賠
償
（
テ
u
i
d
class 
r
e
c
o
v
e
r
y
)
 

や
補
助
裁
判
官
(
m
a
s
t
e
r
)

の
活
用
な
ど
多
く
の

提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
模
様
で
あ
る
。

(
2
0
)
4
2
 U.S. C
.
 A
.
 §
§
 

2
0
0
0
e
 to 
2
0
0
0
e
 

ー

17.

一
九
七
二
年
以
前
は

Civil
R
i
g
h
t
s
 A
c
t
 

o
f
 
1
9
6
4

の
第
七
編
を
な
し
て
い
た
。
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ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
根
拠
薄
弱
な
訴

訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伺
々
人
へ
の
巨

額
な
和
解
と
巨
額
の
弁
護
士
報
酬
の
支
払
を
被

告
に
強
制
す
る
ゆ
す
り
の
手
段
と
な
っ
て
い

る
、
と
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
、
デ
ー
タ
に
よ

れ
ば
、
こ
の
批
判
は
あ
た
ら
な
い
。
ま
ず
、
ク

ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て

d
i
s
m
i
s
s
a
一
の

率
が
高
い
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
戦
略
の
成
功

を
疑
わ
せ
る
。
さ
ら
に
、
被
告
側
の
弁
護
士
で

も
相
手
方
の
請
求
が
根
拠
薄
弱
で
あ
っ
た
と
評

す
る
者
は
ほ
ん
の
少
数
で
あ
り
、
し
か
も
、
根

拠
薄
弱
で
あ
る
と
さ
れ
た
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

ン
の
う
ち
、
た
だ
一
件
だ
け
が
個
別
の
和
解
に

な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
幾
人
か
の

原
告
側
弁
護
士
は
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は

時
問
や
労
力
が
か
か
る
か
ら
と
く
に
勝
訴
の
見

込
の
高
い
事
案
で
な
け
れ
ば
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ

ョ
ン
を
提
起
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
た
。

被
告
側
弁
護
士
は
む
し
ろ
不
当
に
高
額
の
報

酬
を
得
よ
う
と
す
る
原
告
側
弁
護
士
の
動
機
を

非
難
す
る
。
請
求
が
根
拠
簿
弱
な
も
の
で
は
な

い
と
し
て
も
、
原
告
側
弁
護
士
は
、
個
別
の
訴

訟
が
依
頼
者
の
利
益
に
合
致
し
て
い
る
よ
う
な

と
き
で
も
高
額
の
報
酬
を
求
め
て
ク
ラ
ス
・
ア

ク
シ
ョ
ン
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

ン
に
お
け
る
成
功
報
酬
契
約
(
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
fee 

a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
)

が
批
判
の
対
象
と
な
る
。
成

功
報
酬
契
約
の
正
当
性
に
つ
い
て
は
原
告
側
弁

護
士
の
中
で
も
意
見
が
分
か
れ
た
。
二
、
三
の

原
告
側
弁
護
士
は
、
成
功
報
酬
契
約
は
ク
ラ
ス

・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
は
不
適
当
で
あ
り
、
む
し

ろ
時
間
を
基
礎
と
し
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
、
と
考
え
て
い
る
。
他
の
弁
護
士
た
ち
は
、

や
は
り
獲
得
さ
れ
た
賠
償
額
が
基
礎
と
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
の
額
は
さ
ら
に
ク
ラ
ス
・
ア

ク
シ
ョ
ン
の
提
起
に
伴
う
リ
ス
ク
を
反
映
す
べ

き
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
著
者
た
ち
は
、

不
相
当
な
報
酬
を
防
止
す
る
一
方
で
ク
ラ
ス
・

ア
ク
シ
ョ
ン
に
値
す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
弁
護
士
に
与
え
る
よ
う
な
報
酬

決
定
方
法
は
難
し
い
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
て

い
る
。賠

償
金
分
配
が
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
に
お
い

て
は
、
裁
判
所
は
弁
護
士
報
酬
に
つ
き
か
な
り

注
怠
を
払
っ
て
い
る
。
連
邦
民
訴
規
則
は
ク
ラ

ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る

c
o
m
p
r
o
m
i
s
e

す
な
わ
ち
和
解
を
裁
判
所
の
許
可
に
か
か
ら
せ

て
い
る
。

J.

M
o
o
r
e

の
F
e
d
e
r
a
l

Practice, 

M
a
n
u
a
l
 f
o
r
 
C
o
m
p
l
e
x
 L
i
t
i
g
a
t
i
o
n
 §
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(
1
9
7
3
)

は
、
こ
の
許
可
に
際
し
て
は
原
告
側

弁
護
士
の
報
酬
を
吟
味
す
べ
き
だ
と
し
て
お

り
、
ま
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
裁
は
折
に
ふ
れ
和
解

額
の
健
全
な
割
合
に
あ
た
る
弁
護
士
報
酬
を
承

認
し
て
い
る
。
ま
た
、
費
や
さ
れ
た
時
間
に
よ

る
報
酬
を
承
認
し
て
い
る
。
あ
る
大
き
な
事
件

で
は
、
費
や
さ
れ
た
時
間
と
提
訴
の
リ
ス
ク
、

利
得
を
衡
菫
し
て
通
常
の
時
間
料
金
の
―
二
五

％
の
報
酬
を
承
認
し
た
。
し
か
し
他
の
ケ
ー
ス

で
は
、
弁
護
士
報
酬
を
か
な
り
減
額
し
た
こ
と

も
あ
る
。
あ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
裁
判
官
は
成
功

報
酬
に
不
賛
成
で
あ
る
旨
を
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル

合
議
に
お
い
て
弁
護
士
に
告
げ
た
。
そ
の
裁
判

官
の
基
準
と
す
る
と
こ
ろ
は
第
一
次
的
に
は
時

間
で
あ
り
、
他
に
弁
護
士
の
経
験
と
仕
事
の

質
、
仕
事
の
む
ず
か
し
さ
や
独
創
性
、
ク
ラ
ス

の
利
益
を
考
慮
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

原
告
側
弁
護
士
が
訴
訟
勧
誘
を
行
っ
て
い
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
プ
ル
の
ケ
ー

ス
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
証
拠
は
見
出
さ
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
あ
る
原
告
側
弁
護
士
は
彼
が

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
直
後
に
同

じ
裁
判
区
や
別
の
と
こ
ろ
で
全
く
同
様
の
訴
訟

が
多
数
提
起
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ

が
弁
護
士
に
よ
る
勧
誘
に
よ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
疑
っ
て
い
る
。
原
告
自
身
が
弁
護
士
で

あ
っ
た
た
め
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
認
可
が
拒

絶
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ま
た
、
被
告
側
弁

護
士
か
ら
は
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
起
こ

さ
れ
た
の
ち
原
告
の
弁
護
士
が
潜
在
的
な
ク
ラ

ス
・
メ
ン
バ
ー
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
は
じ
め

る
と
い
う
懸
念
を
表
明
し
た
。
一
方
原
告
側
弁

護
士
に
は
、
被
告
側
に
よ
っ
て
潜
在
的
メ
ン
バ

ー
に
対
し
訴
訟
に
参
加
し
な
い
よ
う
に
と
の
説

得
が
行
わ
れ
る
と
述
べ
る
者
も
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
防
止
の
た
め

に

o
r
d
e
r
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
複
雑
微
妙
な
問
題
に
答
え
る

に
は
改
正
規
則
は
ま
だ
若
い
し
、
十
分
な
デ
ー

タ
も
ま
だ
存
在
し
な
い
こ
と
を
著
者
た
ち
は

認
め
る
。
し
か
し
著
者
た
ち
は
、
少
な
く
と
も

第11表 クラスのサイズ

クラスの

メンバー数
1-25 26-

100 
101-
500 

501-
1,000 

1,001-10,001-50,001-100,001-
10,000 50,000 100,000 1,000,000 

1,000,001ー計

件 数 3
 

3
 

14 11 15 8
 

7
 

15 • 3 79* 

割合（％） 3.8 3.8 17. 7 13.9 18.9 10. 1 8.8 18.9 3.8 100 

＊総計については，後掲本稿注 (22)参照。 (62 GEO. L. J. 1123, 1158より転載）

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
裁
判
所
で
は
弁
護
士
報
酬

を
吟
味
し
ク
ラ
ス
と
の
不
当
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
防
止
す
る
た
め
の
努
力
が
払
わ
れ
て

い
る
、
と
評
価
し
て
い
る
。
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第
12
表

1973~1975
年
度
の
間
に
提
訴
さ
れ
た
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
数
及
び
年
度
末
の
係
属
数

（
）
内
は
％

翌樹e
入rn入ヽト

k爪ヽ心太浜りてR（ベト

1N-Im (Nl9'0N) 

I'6'8l6l 

事
件

の
種

類
1972

年
6
月
30

日
1973

年
度

1973
年

6
月
30

日
1974

年
度

1974
年

6
月
30

日
1975

年
度

1975
年

6
月
30

日

係
属

中
提

訴
係

属
中

提
訴

係
属
中

提
訴

係
属

中

契
約

関
係

121 
(3.8) 

99 
(3.7) 

149 
(4.0) 

100 
(3.7) 

154 
(3.3) 

59 
(1. 9) 

131 
(2.5) 

Contract 
actions 

不
動

産
8
 (0.3) 

24 
(0.9) 

29 
(0.8) 

16 
(0.6) 

45 
(1.0) 

15 
(0.5) 

42 
(0.8) 

Real 
property 

不
法

行
為

169 
(5.4) 

157 
(5.9) 

208 
(5.5) 

142 
(5.2) 

226 
(4.8) 

151 
(4.9) 

233 
(4.5) 

Tort 
actions 

制
定

法
上

の
訴

訟
2,763 

(87.8) 
2,269 

(85.4) 
3,260 

(86.8) 
2,336 

(86.0) 
4,114 

(87.9) 
2,710 

(88.6) 
4,615 

(89.1) 
Actions 

under 
statutes 

反
ト

ラ
ス

ト
法

308 
(9.8) 

157 
(5.9) 

364 
(9.7) 

1
 

14 
(4.2) 

453 
(9.7) 

190 
(6.2) 

440 
(8.5) 

Antitrust 

公
民

権
法

1,369 
(43.5) 

1,248 
(47.0) 

1,620 
(43.1) 

1,294 
(47.6) 

2,059 
(44.0) 

1,584 
(51.8) 

2,437 
（

）
 

Civil 
nghts 

47.0 

収
監

者
不

服
179 

(5.7) 
355 

(13. 4) 
322 

(8.6) 
337 

(12.4) 
466 

(9.9) 
367 

(12.0) 
564 

Prisoner 
petitions 

(10.9) 
;
 

労
慟

諸
法

110 
(3.5) 

80 
(3.0) 

108 
(2.9) 

77 
(2.8) 

136 
(2.9) 

124 
(4.1) 

175 
(3.4) 

Labor laws 

著
作
権
•
特
許
・
商
標

19 
(0.6) 

20 
(0.8) 

27 
(0.7) 

4
 (0.2) 

18 
(0.4) 

3
 (0.1) 

，
 

(0.2) 
Copyright, patent and trademark 

証
券

・
商

品
取

引
Securities, commodities 

616 
(19.6) 

235 
(8.9) 

631 
(16.8) 

305 
(11.2) 

727 
(15.5) 

258 
(8.4) 

713 
(13. 7) 

and exchange 

社
会

保
険

諸
法

20 
(0.6) 

16 
(0.6) 

19 
(0.5) 

37 
(1.4) 

39 
(0.8) 

57 
(1. 9) 

65 
(1.3) 

Social 
security 

laws 

そ
の

他
142 

（
）

 
158 

(6.0) 
169 

(4.5) 
168 

（
）

 
210 

(4.7) 
125 

(4.1) 
212 

(4.1) 
4.4 

6.2 

そ
の

他
の

訴
訟

87 
(2.8) 

105 
(4.0) 

110 
(2.9) 

123 
(4.5) 

141 
(3.0) 

126 
(4.1) 

163 
(3.1) 

計
3,148 

(100.0) 
2,654 

(100.0) 
3,756 

(100. O) 
2,717 

(100.0) 
4,680 

(100.0) 
3,061 

(100.0) 
5,184 

(100. 0) 

(Annual 
Report, 1973, 

1974, 
1975

よ
り
作
成
）
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全
国
調
査
サ
ン
プ
ル
の
概
観

全
国
調
在
は
、
全
国
の
裁
判
区
か
ら
選
択
さ

れ
た
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
調
査
か
ら
成
っ

て
お
り
、
二
つ
の
点
ー
通
知
と
賠
償
金
分
配

ー
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
。

全
国
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
一

0
五
件
の
ク

ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
系
統
的
に
サ
ン
プ
リ
ン

グ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
が
典

型
的
な
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
姿
を
伝
え
て

い
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
著
者
た
ち
に
よ
れ

ば
、
こ
の
一

0
五
件
は
平
均
よ
り
多
少
大
き
め

な
ケ
ー
ス
に
偏
っ
て
い
る
(
2
1
)
（

22)
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
批
判
者
た
ち
の
い
う
ほ

ど
大
き
く
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
第

11表
参

照）。全
国
サ
ン
プ
ル
に
お
い
て
は
、

Securities

と

A
n
t
i
t
r
u
s
t
の
ケ
ー
ス
が
か
な
り
の
割
合
を

占
め
て
い
る
（
そ
れ
ぞ
れ
一
―
―
-
=
％
、
二
四
％
）
。

全
国
サ
ン
プ
ル
の
以
上
の
よ
う
な
特
徴
は
、

通
知
お
よ
び
賠
償
金
分
配
の
問
題
を
検
討
す
る

に
は
ー
ー
ー
サ
イ
ズ
が
大
き
い
ほ
ど
困
難
が
増
す

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
|
|
む
し
ろ
好
都
合
で
あ

る
、
と
著
者
た
ち
は
考
え
て
い
る
〔
N
o
t
e
,

p. 
1
1
5
8

お
よ
び
序
2
0
6
〕゚

ち
な
み
に
、
一
九
七
三
年
度
か
ら
一
九
七
五

年
度
に
か
け
て
全
国
の
連
邦
地
裁
に
提
起
さ
れ

た
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
数
と
各
年
度
末
の
係

全
国
調
査

2

ク
ラ
ス
・
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
通
知

属
件
数
を

A
n
n
u
a
l
R
e
p
o
r
t

か
ら
筆
者
が
作

成
し
た
表
に
よ
っ
て
掲
げ
て
お
こ
う
（
第

12

表）。

(
2
1
)
[
N
o
t
e
,
 
[
t
3
6
]

に
よ
る
と
、
こ
の
リ

ス
ト
は
商
事
委
員
会
に
報
告
さ
れ
た
ケ
ー
ス
と
商

事
委
員
会
が
送
付
し
た
準
備
の
た
め
の
質
問
票
に

対
し
て
弁
護
士
が
示
し
た
ケ
ー
ス
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
た
め
、
比
較
的
大
き
な
ケ
ー
ス
を
過
度
に

代
表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
全
国
サ
ン
プ
ル

は
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
区
の
サ
ン
プ
ル
に
比
較
し
て

も
、
一
般
的
に
大
き
い
と
い
え
る
。

(
2
2
)
1
0
五
通
の
回
答
の
中
に
は
必
す
し
も

す
べ
て
の
項
目
に
記
入
の
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の

が
あ
っ
た
。
従
っ
て
総
計
は
調
査
項
目
ご
と
に
択

な
っ
て
い
る

[Note,
t
l
:
2
0
4
]

。

通
知
の
第
一
歩
は
個
々
の
メ
ン
バ
ー
の
識
別

で
あ
る
。
著
者
た
ち
の
デ
ー
タ
解
釈
に
よ
れ

ば
、
ク
ラ
ス
の
サ
イ
ズ
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、

メ
ン
バ
ー
の
識
別
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
わ
か

る
（
第

13表
参
照
）
。
し
か
し
、
同
時
に
全
三

三
件
中
二
五
件
で
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
が
識
別

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
ク
ラ
ス

・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
メ
ン
バ
ー
が
識
別
で
き
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
と
さ

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ひ
と
り
の
メ
ン
バ
ー

も
識
別
で
き
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
や
識
別
さ
れ
た

メ
ン
バ
ー
が
五

0
％
に
謁
た
な
か
っ
た
よ
う
な

ケ
ー
ス
も
見
出
さ
れ
た
。

以
上
の
傾
向
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
多

く
の
ケ
ー
ス
で
は
個
別
通
知
が
可
能
で
あ
り
、

実
際
採
用
さ
れ
て
い
る
。
通
知
方
法
に
つ
き
情

報
が
え
ら
れ
た
五
二
件
の
う
ち
、
全
メ
ソ
バ
ー

に
個
別
通
知
が
行
わ
れ
た
も
の
は
四
三
件
（
八

六
％
）
に
の
ぼ
る
。
個
別
通
知
だ
け
が
行
な
わ

れ
た
も
の
は
、
こ
の
う
ち
二
七
件
で
あ
る
。
全

員
で
は
な
い
が
メ
ン
バ
ー
の
少
な
く
と
も
何
人

か
に
個
別
通
知
が
送
ら
れ
た
も
の
を
あ
わ
せ
る

と
、
個
別
通
知
が
お
よ
そ
採
用
さ
れ
た
件
数
は

四
八
件
（
九
二
％
）
に
な
る
。

通
知
が
送
ら
れ
た
メ
ン
バ
ー
の
割
合
に
つ
い

て
情
報
が
え
ら
れ
た
の
は
四
九
件
で
あ
る
が
、

五
一
％
以
上
の
メ
ン
バ
ー
に
通
知
さ
れ
て
い
る

も
の
が
四
九
件
中
四
五
件
（
九
一
％
）
を
占
め

て
い
る
（
第
14
表
参
照
）
。

こ
の
よ
う
な
数
字
は
、
メ
ン
バ
ー
の
識
別
が

困
難
を
伴
わ
な
い
と
か
、
こ
れ
だ
け
の
割
合
の

も
の
が
実
際
に
通
知
を
受
け
と
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
個
別
通
知
を
送
る
と
い
う
こ
と
が
克
服
不

メンバー識別とクラスのサイズ

識別 メン
の割合＼バー数 ～10,000 

全メンバーが識

別された

識別できないメ

ソバーがあった

I (：。40%）

(62 GEO. L. J. 1123, 1159より作成）

第13表

20 

(83%) 

4 

(17%) 

10,斑

5 

(56%) 

4 

(44%) 

計
， 

(100%) 

可
能
な
ま
で
に
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
、
と
著
者
た
ち
は

分
析
す
る
〔
N
o
t
e
,
p. 
1
1
6
0
〕。

通
知
の
費
用
は
ど
の
程
度
で
あ
ろ
う
か
。
全

国
調
査
の
サ
ン
プ
ル
ほ
予
想
ど
お
り
コ
ロ
ン
ビ

ァ
区
の
サ
ン
プ
ル
よ
り
高
額
で
あ
っ
た
。
情
報

の
え
ら
れ
た
二
三
件
の
う
ち
、
三
三
％
は
一
、

0

0
0ド
ル
以
下
で
あ
っ
た
が
、
二
六
％
は
一
〇
ヽ

0
0
0ド
ル
以
上
で
あ
り
、
な
か
で
も
四
件
は

二
五
、

0
0
0ド
ル
を
超
え
た
。
通
知
費
用
と

通
知
方
法
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
は
十
分
な
デ

ー
ク
が
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
高
額
の
費
用
は

必
ず
し
も
個
別
通
知
を
採
用
し
た
ケ
ー
ス
に
限

第14表 通知を個別に送られた者の割合

割合（％）

゜
1-25 26-50 51-75 76-90 91-99 100 計

件 数 3
 ゜

5
 

4
 

ー 35 49 

(62 GEO. L. J. 1123, 1160より転載）

第15表 除外を申し出た者の割合

除外されたメンバーの割合(%)

。
~10 10~ 計

件 数 15 16 5
 

36 

(62 GEO. L. J. 1161より作成）
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ら
れ
て
は
い
な
い
。
通
知
費
用
が
二
五
、

0
0

0
ド
ル
を
超
過
し
た
四
件
中
二
件
は
広
告
の
よ

う
な
非
個
別
通
知
を
含
ん
で
い
た
。

通
知
費
用
の
負
担
者
に
つ
き
情
報
が
え
ら
れ

た
の
は
三
四
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
一
一
件
は
原

告
が
、
一
四
件
は
被
告
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
負

担
し
、
九
件
で
は
共
同
で
負
担
さ
れ
て
い
る
。

著
者
た
ち
は
、
全
国
サ
ン
プ
ル
に
お
け
る
ほ
ど

通
知
費
用
が
高
額
に
な
る
と
、
原
告
は
お
そ
ら

＜
費
用
を
負
担
し
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
し

て
い
る
〔
N
o
t
e
,
p. 
1
1
6
0
|
1
1
6
1
〕
゜

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
通
知
費
用
も
、
全
賠

償
額
の
中
に
占
め
る
割
合
を
み
る
と
、
大
し
た

も
の
で
は
な
い
。
数
字
の
え
ら
れ
た
一
七
件
に

つ
い
て
み
る
と
、
一
六
件
ま
で
が
全
陪
償
額
の

1
0％
以
下
の
費
用
で
済
ん
で
い
る
。
著
者
た

ち
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
場
合
は
も
っ
と
少
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
N
o
t
e
,
p. 
1161]。

除
外
申
出
と
ク
ラ
ス
の
減
縮

全
国
調
査
に
お
い
て
も
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
区
と

同
様
、
ほ
と
ん
ど
の
メ
ン
バ
ー
は
除
外
申
出
手

続
を
利
用
せ
ず
、
除
外
申
出
手
続
は
ク
ラ
ス
・

サ
イ
ズ
の
減
縮
に
役
立
っ
て
い
な
い
（
第

15

表
）
。

ク
ラ
ス
ヘ
の
賠
償

全
国
サ
ン
プ
ル
の
う
ち
四
六
件
に
お
い
て
ク

ラ
ス
ヘ
の
何
ら
か
の
救
済
が
な
さ
れ
た
。
損
害

賠
償
を
含
む
も
の
ぱ
こ
の
う
ち
―
―
―
九
件
（
八
六

％
）
で
あ
る
。

3
 

第16表 賠償額

額（ドル） 100,000 
以下

100,001-
500,000 

500,001-
1,000,000 

1,000,001-
5,000,000 

5,000,000 
以上

計

件 数 5
 ，

 
，
 

，
 

5
 

37 

(62 GEO. L. J. 1123, 1162より転載）

第17表

割合（％）

件 数

賠償をうける資格のあるメンバーで賠償を受け取った者の割合

50以下

3
 

51-64 

゜

65-74 75-89 

2
 

90-94 

3
 

95-98 

2
 

99 100 

7
 

計

19 

(62 GEO. L. ]. 1123, 1163より転載）

賠
虞
頷
に
つ
ぎ
情
報
が
え
ら
れ
た
も
の
は
三

七
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の
賠
伯
額
の
分
布
は
第

16表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

コ
ロ
ン
ビ
ア
・
サ
ン
。
フ
ル
に
お
い
て
は
賠
償

を
与
え
ら
れ
る
ク
ラ
ス
が
小
人
数
の
も
の
に
限

ら
れ
る
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
た
が
(
2
3
)

、
全

国
サ
ン
プ
ル
で
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
見
出
せ

な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
情
報
の
え
ら
れ

た
二
九
件
の
う
ち
、
三
九
％
が
認
可
の
時
点
に

お
い
て
、
一

0
、
0
0
0人
を
超
え
る
ク
ラ
ス

を
含
む
も
の
で
あ
り
、
一
四
％
は
一

0
0、
0

0
0人
を
超
え
る
ク
ラ
ス
を
含
ん
で
い
た
。
し

か
し
、
全
国
サ
ン
プ
ル
に
お
い
て
も
、
賠
償
を

与
え
ら
れ
た
ク
ラ
ス
の
大
き
さ
は
一
般
に
提
訴

ま
た
は
認
可
の
時
点
の
大
き
さ
よ
り
小
さ
く
な

る
傾
向
は
み
ら
れ
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
・
サ
ン
プ

ル
と
同
様
に
、
認
可
の
時
の
メ
ン
バ
ー
の
な
か

に
は
ー
—
除
外
申
出
に
よ
り
あ
る
い
は
裁
判
所

に
よ
り
ー
賠
償
を
う
け
る
資
格
を
も
た
な
い

こ
と
に
な
る
メ
ン
バ
ー
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
救
済
効
果
を
測
る
た
め

に
は
賠
償
を
実
際
に
受
け
取
っ
た
有
資
格
メ
ン

バ
ー
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
か
、
を
調
べ
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
割
合
は
第
17
表
の
ご
と
く
で
あ

る。
こ
の
数
字
か
ら
み
る
と
、
賠
償
金
分
配
上
の

困
難
は
圧
倒
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。

と
い
う
の
は
、
一
九
件
中
一
三
件
に
お
い
て
九

0
％
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
有
資
格
メ
ン
バ
ー

が
実
際
に
賠
償
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。残

財
団
の
問
題
は
全
国
サ
ン
プ
ル
に
お
い
て

は
ほ
と
ん
ど
生
じ
て
い
な
い
。
分
配
に
関
し
て

情
報
の
え
ら
れ
た
二

0
件
の
う
ち
―

0
件
に
お

い
て
は
ク
ラ
ス
ヘ
の
賠
償
に
供
さ
れ
た
財
団
は

残
ら
ず
分
配
さ
れ
た
。
さ
ら
に
六
件
に
お
い
て

は
請
求
さ
れ
ず
に
残
っ
た
金
額
は
全
体
の
五
％

以
下
で
あ
っ
た
。
残
財
団
の
生
じ
た
ケ
ー
ス
の

う
ち
、
六
件
に
お
い
て
は
残
金
が
被
告
に
返
さ

れ
た
。
二
件
に
お
い
て
は

f
l
u
i
d

class 
r
e
c
o
、

v
e
r
y
が
採
用
さ
れ
た
(24)
。
二
件
に
つ
い
て
は

デ
ー
タ
が
な
い
。

通
知
が
メ
ン
バ
ー
に
到
達
し
た
か
ど
う
か
と

実
際
に
メ
ソ
バ
ー
が
賠
償
金
を
受
け
取
っ
た
か

ど
う
か
と
の
間
に
は
は
っ
き
り
し
た
相
関
が
み

ら
れ
た
（
第
18
表
）
。
著
者
た
ち
は
こ
の
こ
と

か
ら
、
個
別
通
知
の
方
式
の
方
が
他
の
方
式
よ

り
も
ク
ラ
ス
・
メ
ン
バ
ー
に
救
済
を
与
え
る
カ

が
強
い
と
結
論
し
て
い
る
。

し
か
し
、
第
18
表
は
必
ず
し
も
通
知
方
式
の

優
劣
を
直
接
に
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
の
で

は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
個
別
通
知
が
選

択
さ
れ
た
ケ
ー
ス
と
そ
れ
が
選
択
さ
れ
な
か
っ

た
ケ
ー
ス
で
通
知
を
受
け
取
る
側
（
ク
ラ
ス
）

の
事
情
が
同
一
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

何
ら
か
の
別
の
要
因
|
ー
＇
例
え
ば
ク
ラ
ス
・
メ

ン
バ
ー
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
容

易
で
あ
る
か
否
か
ー
ー
ー
が
、
個
別
的
通
知
の
採

用
と
賠
償
を
受
け
取
る
ク
ラ
ス
・
メ
ン
バ
ー
の

多
さ
と
の
双
方
を
独
立
に
規
定
し
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
う
考
え
る
方
が
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
区
調
査
の
結
果
|
|
非
個
別
通
知
も
か

な
り
の
伝
達
力
を
も
つ
こ
と
ー
—
ー
と
整
合
す
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
さ
ら

に
調
査
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

(

2

3

)

コ
ロ
ン
ビ
ア
・
サ
ン
プ
ル
で
は
、
ク
ラ

ス
ヘ
の
救
済
を
獲
得
し
た
ケ
ー
ス
の
う
ち
最
大
の

も
の
は
一

1
0、
0
0
0人
の
メ
ソ
バ
ー
か
ら
な
る

も
の
で
あ
っ
た
〔
N
o
t
e
,
$:228
〕゚

(
2
4
)
f
l
u
i
d
 class 
r
e
c
o
v
e
r
y
は〔
N
o
t
e
,
$
:

2
3
4

に
よ
れ
ば
〕
次
の
よ
う
な
手
続
で
あ
る
。

ま
ず
訴
訟
の
初
期
の
諸
段
階
に
お
い
て
は
、
個
々
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第18表 個別通知の程度と賠償をうけたメンバーの割合

通知の （賠償を受け取ったメンバー数） 。
程度＼ （認可時のメンバー数） (%) 

すべてのメンバーが個別に通知された

すべてのメンバーには個別通知されなかった

100 

6
 

。

91-99 

2
 

゜

76-90 

3
 

51-75 

3
 

゜

26-50 

゜
゜

25以下

5
 

5
 

計

19 

6
 

(62 GEO. L, J. 1123, 1164より一部省略の上転載）

5

費
用

の
請
求
者
を
識
別
す
る
こ
と
な
く
「
全
体
と
し
て

の
ク
ラ
ス
」
に
対
し
て
手
続
が
進
む
。
す
な
わ

ち
、
通
知
は
全
体
と
し
て
の
ク
ラ
ス
が
そ
れ
を
受

け
取
る
よ
う
な
方
式
で
な
さ
れ
、
個
別
通
知
が
行

わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
賠
償
額
を
決
め
る
と
き
に

は
、
ク
ラ
ス
全
体
が
被
っ
た
被
害
が
算
定
の
基
礎

と
さ
れ
る
。
被
告
は
裁
判
所
宛
に
賠
償
額
を
払
い

込
む
。
こ
の
段
階
で
個
々
の
メ
ン
バ
ー
に
通
知
が

な
さ
れ
、
請
求
を
申
し
出
る
よ
う
勧
誘
さ
れ
る
。

ク
ラ
ス
の
メ
ン
バ
ー
が
そ
の
請
求
を
証
明
す
る

と
、
裁
判
所
の
も
と
に
あ
る
財
団
か
ら
賠
償
金
が

支
払
わ
れ
る
。
こ
の
方
法
は
次
の
二
つ
の
点
で
批

判
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
通
知
が
完
全
に
な
さ

れ
な
い
た
め
多
く
の
メ
ン
バ
ー
は
何
も
受
け
取
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
点
、
も
う
ひ
と
つ

は
、
被
告
の
支
払
っ
た
額
と
個
々
の
メ
ン
バ
ー
に

受
領
さ
れ
る
総
額
と
の
間
に
、
し
ば
し
ば
、
非
常

な
開
き
が
生
ず
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

fluid

r
e
c
o
v
e
r
y

の
採
用
を
否
定
し
た
判
例
と
し
て
は

例
え
ば
ア
イ
ゼ
ン
事
件
に
関
す
る
一
九
七
三
年
の

控
訴
審
判
決

(
E
i
s
e
n
v. 
C
a
r
l
i
s
l
e
 
&
 J
a
c
q
u
,
 

!in, 
479 
F
.
 2
d
.
 

1005, 
1010111, 1017ーー

18)

が
よ
く
引
用
さ
れ
る
。

全
国
サ
ン
プ
ル
で
も
、
手
続
的
費
用
お
よ
ぴ

弁
護
士
費
用
は
ク
ラ
ス
ヘ
の
賠
償
を
費
消
し
て

し
ま
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
デ
ー
タ

の
え
ら
れ
た
一
―
件
の
う
ち
、
五
件
に
お
い
て

は
こ
れ
ら
の
費
用
（
原
告
側
弁
護
士
報
酬
＋
通

知
費
用
十
和
解
金
ま
た
は
賠
償
金
分
配
費
用
）

の
賠
償
金
総
額
に
対
す
る
割
合
は
二
五
％
以
下

で
あ
り
、
四
件
は
二
五
％
か
ら
三
三
％
の
間
で

あ
り
、
五

0
％
以
上
の
も
の
が
二
件
で
あ
っ
た
。

弁
護
士
報
酬
以
外
の
費
用
は
大
き
な
割
合
を

占
め
て
い
な
い
。
二
件

を
の
ぞ
き
そ
の
割
合
は

1
0％
以
下
で
あ
り
、

そ
の
二
件
も
二
五
％
を

こ
え
て
は
い
な
い
。
も

っ
と
も
著
者
た
ち
に
よ

れ
ば
、
そ
の
絶
対
額
は

低
額
で
は
な
い
°
ケ
ー

ス
の
三
分
の
二
は
一
、

0
0
0ド
ル
以
上
で
あ

り
、
和
解
費
用
だ
け
で

五

0
、

0
0
0ド
ル
を

こ
え
る
も
の
も
あ
っ

こ。f
 一

方
、
弁
護
士
報
酬

は
か
な
り
の
も
の
で
あ

っ
て
、
ク
ラ
ス
ヘ
の
分

配
に
供
さ
れ
る
財
団
を

も
っ
と
も
大
き
く
減
額

す
る
原
因
に
な
っ
て
い

る
と
、
著
者
た
ち
は
述
べ
て
い
る
。
情
報
の
え

ら
れ
た
三
二
件
中
二

0
件
に
お
い
て
原
告
側
弁

護
士
報
酬
は
一

0
0、
0
0
0ド
ル
を
こ
え
て

い
る
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
や
証
取
法
の
訴
訟
で
は
、

一
般
に
巨
額
に
な
る
（
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
の
八

五
％
で
報
酬
は
一

0
0、
0
0
0
ド
ル
か
ら
五

0
0、
0
0
0
ド
ル
の
間
に
あ
る
）
。
賠
償
総
額

に
対
す
る
割
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
情
報
の
え

ら
れ
た
二
八
件
の
う
ち
半
数
強
に
お
い
て
、
弁

護
士
報
酬
は
総
額
の
二
五
％
以
下
で
あ
る
が
、

三
件
に
お
い
て
五

0
％
を
越
え
て
い
る
。

第19表 判決または和解から最後の分配までの期間

期間（月） 1以下 1-6 6-12 12-24 24-36 36-48 計

件 数 2
 

7
 

4
 

6
 

ー 21 

(62 GEO. L.J. 1123, 1165より一部修正のうえ転載）

四

立
法
府
へ
の
提
案
〔
N
o
t
e
,

p. 

116511172〕

こ
の
よ
う
に
、
弁
護
士
報
酬
は
ク
ラ
ス
ヘ
の

賠
償
額
を
費
消
す
る
ほ
ど
の
も
の
と
は
い
え
な

い
が
、
総
対
額
と
し
て
こ
の
よ
う
に
巨
額
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
報
洲
が
過
大
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問
が
お
き
る
の
は
当
然
で
あ

る
、
と
著
者
た
ち
は
評
し
て
い
る
〔
N
o
t
e
,
p. 

1164, 
1165
〕。

賠
償
金
分
配
期
間

賠
償
金
分
配
の
困
難
さ
を
決
定
的
に
示
す
も

の
で
は
な
い
が
、
全
国
調
査
に
よ
れ
ば
、
デ
ー

タ
の
え
ら
れ
た
ケ
ー
ス
の
四

0
％
に
お
い
て
分

配
は
一
年
以
上
か
か
っ
て
い
る
（
第
一
九
表
）
。

著
者
た
ち
は
、
二
つ
の
調
査
の
結
果
か
ら
、
連

邦
裁
判
所
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
ク
ラ
ス
・

ア
ク
シ
ョ
ン
が
円
滑
に
処
理
さ
れ
て
い
る
、
と

結
論
す
る
。
し
か
し
、
調
査
結
果
は
ま
た
、
巨

大
な
ク
ラ
ス
と
少
額
の
請
求
を
含
む
ク
ラ
ス
・

ア
ク
シ
ョ
ン
の
運
営
に
困
難
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
も
示
し
た
、
と
し
て
、
こ
う
し
た
特
徴

が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
消
費
者
ク
ラ
ス
・
ア

ク
シ
ョ
ン
に
つ
き
、
特
別
の
手
続
を
定
め
る
こ

と
を
提
案
す
る
。

そ
の
提
案
の
骨
子
は
、
①
立
法
目
的
を
再
考

す
べ
き
必
要
が
あ
る
こ
と
、
②
手
続
上
、
通
知
・

損
害
の
証
明
・
賠
償
金
財
団
の
処
理
に
つ
き
特

別
の
手
当
て
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

6
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消
費
者
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
法
は
救
済
が

与
え
ら
れ
る
べ
き
消
費
者
の
権
利
を
確
立
し
、

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
提
起
を
正
当
と
確
認

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
法
の
立
法

目
的
と
し
て
四
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
代
表
原
告
へ
の
補
償
、
潜
在
的
原
告

へ
の
補
償
、
不
当
な
利
潤
獲
得
の
防
止
、
お
よ

び
違
法
行
為
を
抑
止
す
る
効
果
、
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
現
行
規
則
の
二
三
条
の
手
続
は
、
こ

れ
ら
の
日
的
の
う
ち
、
潜
在
的
原
告
（
個
々
の

メ
ン
バ
ー
）
の
救
済
を
第
一
位
に
お
く
結
果
と

な
っ
て
い
る
。
通
知
を
厳
格
に
要
求
す
る
立
場

(25)

は
、
個
々
の
ク
ラ
ス
・
メ
ン
バ
ー
の
利
益

の
保
護
を
主
た
る
目
的
に
し
て
い
る
。
大
規
模

な
ク
ラ
ス
を
含
み
、
そ
の
結
果
、
通
知
費
用
が

高
額
と
な
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
こ
の

よ
う
な
立
場
か
ら
却
下
さ
れ
て
し
ま
い
、
ク
ラ

ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
べ
き
他

の
諸
目
的
を
達
成
す
る
機
会
は
奪
わ
れ
て
し
ま

う
。
現
在
の
賠
償
金
分
配
手
続
1

普
通
に
ほ

被
告
の
責
任
が
確
定
さ
れ
た
の
ち
、
特
別
の
手

続
な
ど
を
定
め
て
個
々
の
メ
ン
バ
ー
が
各
々
の

請
求
を
証
明
し
に
現
れ
る
の
を
待
っ
ー
—
_
も
ク

ラ
ス
・
メ
ン
バ
ー
ヘ
の
補
償
と
い
う
目
的
に
向

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
ラ
ス
・
ア

ク
シ
ョ
ン
の
主
目
的
を
個
々
人
の
救
済
に
お
く

と
き
に
は
、
個
々
の
少
額
の
請
求
よ
り
成
る
大

ク
ラ
ス
は
と
く
に
運
営
不
可
能
に
な
り
が
ち
に

消
費
者
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
法
の

目
的

2
 

な
る
。か

く
し
て
、
僭
々
の
手
続
を
改
善
す
る
ま
え

に
、
立
法
目
的
が
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
議
会
は
政
策
的
選
択
に
直
面
し
て
い
る
。

新
法
の
も
と
で
起
こ
る
べ
き
訴
訟
が
現
在
の
規

則
二
三
条
の
法
目
的
を
十
分
に
達
成
す
る
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
に
安
ん
じ
て
、
個
々
の
メ
ン
バ

ー
ヘ
の
補
償
を
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
主
目

的
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
も
―
つ
の
選
択
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
個
々
人
へ
の
救

済
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

ン
に
お
い
て
う
ま
く
実
現
で
き
る
わ
け
で
は
な

い
こ
と
を
承
認
し
、
個
々
の
救
済
が
不
可
能
な

と
き
で
も
他
の
正
当
な
諸
目
的
|
—
不
当
な
利

洞
獲
得
の
防
止
お
よ
び
抑
止
効
果
ー
が
実
現

で
き
る
こ
と
お
よ
び
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
結
論
す
べ
き
で
あ
る
。

消
費
者
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
手
続

消
費
者
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
法
の
設
け
る

手
続
は
、
消
費
者
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
ク

ラ
ス
の
サ
イ
ズ
や
運
営
上
の
困
難
に
よ
っ
て
連

邦
規
則
二
三
条
⑯
③
の
訴
訟
と
し
て
は
遂
行
不

可
能
で
あ
る
と
き
で
も
そ
の
遂
行
を
可
能
に
す

る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
知
は
代
表
が
適
切
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
る

と
き
に
は
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
省
略
可
能

に
し
て
も
よ
い
。
ま
た
、
適
当
な
ケ
ー
ス
で

は
、
裁
判
所
が
原
告
ク
ラ
ス
を
い
く
つ
か
の
サ

プ
・
ク
ラ
ス
に
分
か
ち
、
こ
の
サ
ブ
・
ク
ラ
ス

に
対
し
て
、
公
告
に
よ
る
通
知
や
個
別
通
知
を

命
じ
て
も
よ
い
し
、
こ
れ
を
免
除
し
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。

ま
た
、
す
べ
て
の
個
々
の
損
害
証
明
お
よ
び

す
べ
て
の
ク
ラ
ス
・
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
補
償

が
で
き
そ
う
に
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
た
め
に

通
知
を
送
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
被
告
側
の
営

業
記
録
お
よ
び
統
計
的
資
料
に
も
と
づ
き
損
害

の
総
額
を
算
定
し
て
賠
償
額
と
す
る
こ
と
も
よ

、o
し

財
団
が
残
っ
た
場
合
に
は
、
判
決
後
そ
れ
ほ

ど
の
時
期
を
お
か
ず
に
、
可
及
的
近
似
の
原
則

(
c
y
 
p
r
e
s
)

に
従
っ
て
財
団
の
適
当
な
処
分

を
決
定
す
る
た
め
審
問
が
行
わ
れ
う
る
と
し

て
も
よ
い
。
し
か
し
、
い
か
に
消
費
者
ク
ラ

ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
目
的
が
抑
止
や
不
当
利
潤

の
防
止
に
あ
る
と
は
い
え
、
メ
ン
バ
ー
ヘ
の
補

償
の
余
地
を
全
く
な
く
し
て
し
ま
う
の
は
適
当

で
な
い
。
従
っ
て
財
団
は
残
金
の
処
理
が
決
定

さ
れ
た
の
ち
し
ば
ら
く
の
問
は
メ
ン
バ
ー
か
ら

の
請
求
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
通
知
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
こ

の
手
続
を
利
用
す
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
、
新
法
の
も
と
で
は
訴
訟
を
モ
ニ
タ
ー
す

る
中
心
的
オ
フ
ィ
ス
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
指
定
さ
れ
た
請
求
期
間
が
過
ぎ
た
の
ち
財

団
は
閉
じ
ら
れ
、
可
及
的
近
似
の
処
理
が
な
さ

れ
る
。
財
団
処
分
方
法
の
決
定
は
訴
訟
の
終
結

と
同
時
に
な
さ
れ
て
も
よ
い
し
、
国
庫
に
収
め

る
な
ど
の
選
択
肢
を
用
意
し
て
も
よ
い
。

以
上
が
議
会
に
対
す
る
著
者
た
ち
の
提
案
で

あ
る
。
調
査
報
告
書
は
、
一
九
七
四
年
の
第
九

三
連
邦
議
会
に
お
い
て
上
院
商
事
委
員
会
に
提

出
さ
れ
た
が
、
消
費
者
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン

法
は
四
年
後
の
現
在
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
(26)
。

(

2

5

)

ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ス
に
対
す
る
第
二
巡

回
控
訴
裁
判
所
の
一
九
七
三
年
判
決
(
4
7
9

F. 2
d
 

1
0
0
5
 
(
2
n
d
 cir 
1
9
7
3
)
)
 
"1{<1¥
印
し
て
い
る
。

(
2
6
)
R
N
A
 Antitrust 
&
 T
r
a
d
e
 
R
e、

gulation 
R
e
p
o
r
t
 
N
o
.
 
8
4
2
 (
D
e
c
.
 
8, 
1
9
7
7
)
 

に
よ
れ
ば
、
一
九
七
七
年
―
二
月
一
日
に
司
法
省

の
裁
判
運
営
改
善
局

(Office

for 
I
m
p
r
o
v
e
-

m
e
n
t
s
 in 
the Admini..,Lration of Justice) 

は
「
大
競
の
経
済
的
被
害
を
ひ
き
お
こ
す
違
法
行

為
に
対
す
る
効
果
的
な
救
済
手
段
（
ょ
の
Effective

R
e
m
e
d
i
e
s
 

for 

U
n
l
a
w
f
u
l
 

C
o
n
d
u
c
t
 

C
a
u
s
i
n
g
 
M
a
s
s
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
I
n
j
u
r
y
"
)」

と
題
す
る
文
書
に
よ
っ
て
、
連
邦
民
訴
規
則
ニ
―
―
―

条
(
b
)
（3
)
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
手
続
の
改

正
草
案
を
公
表
し
て
い
る
。

こ
の
調
査
ほ
直
接
に
ほ
米
議
会
の
立
法
の

助
け
と
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
一
地
域
の
調
査
と
全
国
調
査
と
を
う
ま
く

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ス
・
ア

ク
シ
ョ
ン
の
生
き
生
き
し
た
全
体
像
を
と
ら
え

る
こ
と
に
も
あ
る
程
度
成
功
し
て
い
る
よ
う
に

思
う
。そ

こ
で
、
こ
の
調
査
の
教
え
る
と
こ
ろ
を
、

我
々
の
立
場
か
ら
ま
と
め
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
・
サ
ン
。
フ
ル
で
み
る

と
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

ま
と
め
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ソ
は
全
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
中
三
分
の
一
よ

り
は
多
い
が
、
約
四

0
％
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の

な
か
に
は
単
に
刷
次
的
に
賠
償
を
求
め
て
い
る

も
の
も
相
当
混
じ
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
・
サ
ン
プ
ル
で
も
全

国
サ
ン
。
フ
ル
で
も
、
比
較
的
小
さ
な
ク
ラ
ス
を

含
む
も
の
が
多
い
。
し
か
も
、
訴
訟
の
各
段
階

で
確
認
さ
れ
る
ク
ラ
ス
の
サ
イ
ズ
は
訴
訟
が
進

む
に
つ
れ
て
小
さ
く
な
っ
て
い
く
。
一
方
、
通

知
・
分
配
な
ど
各
手
続
段
階
を
通
じ
て
、
ク
ラ

ス
の
サ
イ
ズ
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
訴
訟

運
営
遂
行
上
の
困
難
は
増
す
傾
向
が
み
ら
れ

る。
第
三
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
・
サ
ン
プ
ル
で
み
る

と
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

ン
で

T
r
i
a
l

を
受
け
る
に
至
っ
た
も
の
の
半
数

以
上
で
被
告
が
勝
訴
す
る
。
被
告
が
勝
訴
す
る

に
つ
い
て
は

d
i
s
m
i
s
s
a
l
や
即
決
裁
判
な
ど
の

早
期
の
訴
訟
処
理
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
ク
ラ
ス
ヘ
の
救
済
は
約
四
分
の
一
で
獲

得
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
個
々
の
メ
ン
バ

ー
の
請
求
権
が
定
型
的
機
械
的
に
算
定
で
き
る

場
合
で
あ
る
。

第
四
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
・
サ
ン
プ
ル
で
み
る

と
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
認
可
や
通
知
は
後

回
し
に
さ
れ
る
か
、
な
さ
れ
ず
に
終
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
裁
判
官
に
と
っ
て
も
両

当
事
者
に
と
っ
て
も
本
案
の
理
非
に
対
す
る
判

断
が
重
要
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
五
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
・
サ
ン
プ
ル
で
も
全

国
サ
ン
プ
ル
で
も
除
外
申
出
手
続
は
あ
ま
り
活

用
さ
れ
て
い
な
い
。

第
六
に
、
通
知
や
分
配
や
弁
護
士
報
酬
と
い

っ
た
出
費
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
巨
額
な
も

の
も
確
か
に
あ
る
。

第
七
に
、
両
サ
イ
ド
の
弁
護
士
た
ち
の
回
答

に
よ
れ
ば
根
拠
薄
弱
な
訴
訟
を
脅
迫
的
に
提
起

す
る
と
い
う
類
の
濫
用
は
な
い
。
ク
ラ
ス
・
ア

ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
成
功
報
酬
契
約
の
是
非
に

つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
訴
訟
勧
誘

は
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
八
に
、
全
国
サ
ン
プ
ル
で
み
る
と
、
多
く

の
ケ
ー
ス
で
は
少
な
く
と
も
ク
ラ
ス
の
一
部
の

メ
ン
バ
ー
は
識
別
さ
れ
、
個
別
通
知
が
送
ら
れ

る
。
ま
た
、
多
く
の
ケ
ー
ス
で
は
、
賠
償
を
う

る
資
格
の
あ
る
メ
ン
バ
ー
の
九

0
％
以
上
の
者

が
実
際
に
賠
償
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

第
九
に
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、
ク
ラ
ス
・

ア
ク
シ
ョ
ン
は
か
な
り
円
滑
に
処
理
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
非
定
型
的
な
少
額
の
請
求
か
ら

成
る
大
規
模
な
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
運
営

は
や
は
り
通
知
や
分
配
の
実
効
性
お
よ
び
費
用

の
点
で
、
大
き
な
困
難
を
伴
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

最
後
に
、
こ
の
調
在
で
は
触
れ
ら
れ
て
は
い

な
い
が
我
々
の
立
場
か
ら
は
さ
ら
に
調
査
研
究

を
要
す
る
問
題
を
二
、
三
指
摘
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
多
く
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
判

決
ま
で
至
ら
ず
に
終
結
し
て
い
る
。
し
か
し
、

認
可
に
さ
え
至
ら
な
い
ケ
ー
ス
の
な
か
に
も
、

原
告
が
訴
訟
を
提
起
し
た
目
的
は
事
実
上
達
成

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

T
r
i
a
l

!). 

至
ら
ず
終
結
し
た
ケ
ー
ス
の
中
に
も
そ
う
し
た

も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
を

考
え
に
入
れ
て
は
じ
め
て
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ

ョ
ン
制
度
が
市
民
の
権
利
の
実
現
の
た
め
に
効

果
的
な
制
度
で
あ
る
の
か
否
か
が
判
断
で
き

る
。
こ
の
調
査
は
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
よ

っ
て
課
さ
れ
る
裁
判
所
の
負
担
の
軽
重
を
主
眼

と
し
て
い
る
た
め
、
こ
う
し
た
幾
分
イ
ソ
フ
ォ

ー
マ
ル
な
処
理
方
法
を
叙
述
し
た
り
評
価
し
た

り
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
立
法
を
考
え
る
た
め
に

は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
処
理
過
程
に
つ
い
て
も

情
報
を
う
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

第
一
一
に
、
調
査
目
的
が
上
に
述
べ
た
よ
う
な

も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
調
査
は
、
誰
が
、
ど

の
よ
う
な
き
っ
か
け
か
ら
、
何
を
目
的
と
し
て

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
制
度
を
利
用
す
る
の

か
、
と
い
う
問
題
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
立
法
が
所
期
の
効
果

を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て

の
情
報
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
右
に
述
べ
た
い
ず
れ
の
過
程
に
お

い
て
も
、
お
そ
ら
く
弁
護
士
の
役
割
が
大
き
な

意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ク
ラ
ス
・
ア

ク
シ
ョ
ン
専
門
弁
護
士
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て

い
る
の
か
。
彼
ら
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
極
端
な
イ
メ
ー
ジ
が
も
た
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
調
査
の

デ
ー
タ
か
ら
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
は
整
合
し

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
弁
護
士
の
訴
訟
活
動

や
業
務
形
態
な
ど
に
つ
い
て
も
信
頼
し
う
る
デ

ー
タ
ぶ
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

こ
の
他
に
も
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
探
究
し
て
い

く
う
え
で
、
本
稿
に
紹
介
し
た
デ
ー
タ
と
そ
の

検
討
が
、
何
ら
か
の
助
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ

る。

（
か
し
む
ら
・
し
ろ
う
）


