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紛
争
処
理
の
多
様
化

佐

鉄

男

藤

は
じ
め
に
l
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
意
義
を
か
ね
て
|

我
々
人
聞
社
会
に
は
多
く
の
モ
メ
事
・
苦
情
・
紛
争
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
処
理
す
る
正
式
の
機
関
・
制
度
と
し
て
裁
判
所
・

裁
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
紛
争
を
野
放
し
に
し
自
力
救
済
に
ま
か
せ
て
し
ま
う
と
、
弱
肉
強
食
に
堕
す
る
の
が
人
間
の
常
で
も

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
自
力
救
済
を
禁
ず
る
代
償
と
し
て
、
裁
判
制
度
を
整
え
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
す
べ

て
の
紛
争
が
必
ず
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
物
理
的
に
不
可
能
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
も
と
よ
り
裁
判
が

ど
ん
な
紛
争
に
も
常
に
最
適
で
高
品
質
の
正
義
を
実
現
で
き
る
と
限
ら
な
い
以
上
、
当
然
と
も
言
え
る
。

実
際
、
社
会
に
お
げ
る
紛
争
は
多
様
で
あ
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
そ
の
処
理
機
関
・
方
法
も
多
様
化
す
る
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
も
あ
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シンポジウム

る
。
も
と
も
と
、
慎
重
な
手
続
を
経
て
裁
判
官
が
法
律
を
適
用
し
て
判
断
を
く
だ
す
正
式
の
裁
判
に
は
、
お
の
ず
と
そ
れ
な
り
の
守
備
範
囲

が
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
日
の
テ

i
マ
で
あ
る
裁
判
外
の
紛
争
処
理
(
匡

Z
E巳
ぞ
己
)
山
田
司
王
。
一
月
日
。
-
E
Eロ
)
に
つ

い
て
は
、
そ
こ
に
お
け
る
非
公
式
・
非
法
的
な
解
決
方
式
の
ゆ
え
に
、
当
初
は
否
定
的
な
評
価
が
多
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
裁
判

を
回
避
す
る
、
前
近
代
的
な
法
意
識
の
象
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
相
当
の
利
用
実
績
を
示
す
A

D
R
の
現
実
を
前
に
、
消
極
的
な
是
認
論
の
段
階
を
経
て
、
理
論
的
積
極
的
肯
定
論
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
評
価
は
変
遷
・
上
昇

を
遂
げ
た
。

北法42(4・62)1020

そ
こ
で
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、

A
D
R

望
す
る
意
味
で
も
、
そ
の
正
確
な
機
能
・
限
界
・
問
題
点
の
把
握
に
努
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
第
一
報
告
で
は
、

A
D
R
問
題
の
全
体
像
の
提
示
と
総
論
的
分
析
を
試
み
る
。
第
二
報
告
で
は
、
い
わ
ゆ
る
行
政
型
A
D
R
の
典

型
で
、
か
っ
、
一
般
市
民
が
最
も
係
わ
り
ゃ
す
い
紛
争
類
型
で
あ
る
消
費
者
問
題
を
扱
っ
て
い
る
二
つ
を
分
析
す
る
。
第
三
報
告
で
は
、
民

間
型
A
D
R
と
し
て
評
価
の
高
い
二
つ
に
つ
き
、
こ
れ
を
支
え
る
立
場
に
も
あ
る
弁
護
士
の
視
点
を
も
入
れ
て
分
析
す
る
。
最
後
の
第
四
報

告
で
は
、
紛
争
処
理
過
程
で
重
要
と
な
る
交
渉
術
(
学
)
を
取
り
上
げ
、

A
D
R
に
お
け
る
実
効
性
あ
る
紛
争
処
理
へ
の
視
角
を
提
示
す
る
。

な
お
、
全
体
と
し
て
、
正
式
の
紛
争
解
決
ル

l
ト
で
あ
る
裁
判
制
度
と
の
対
比
・
相
乗
作
用
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

(
特
に
裁
判
所
の
外
に
あ
る
そ
れ
を
中
心
に
)

の
今
後
を
展

II 

わ
が
国
の

A
D
R
の
現
状

「
裁
判
外
の
紛
争
処
理
」
と
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
言
葉
で
は
な
く
、
論
者
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
こ
ろ
が
違
う
代
物
で
も
あ
る
。
実

際、

A
D
R
に
属
す
る
と
さ
れ
る
諸
々
の
機
関
・
制
度
は
非
常
に
多
く
、
そ
の
性
質
・
機
能
・
実
績
等
を
比
べ
る
と
千
差
万
別
と
言
っ
て
も

過
言
で
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

A
D
R
の
平
均
像
を
探
る
こ
と
自
体
も
容
易
で
は
な
く
、
平
均
像
を
念
頭
に
お
い
た
総
論
の
展



聞
も
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

A
D
R
の
全
体
を
探
っ
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
は
、
吉
村
徳
重
教
授
の
分
類
が
非
常
に
有
用
と
思
わ
れ
る
の
で
、

こ
こ
で
も
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

し
か
し
、

と
も
か
く
は
、

A
D
R
の
分
類
の
最
も
大
き
な
も
の
と
し
て
は
、
裁
判
所
「
内
L

の
A
D
R
と
裁
判
所
「
外
L

の
A
D
R
と
い
う
区
別
が
あ
る
。
前
者
に

は
、
裁
判
所
で
な
さ
れ
る
訴
訟
以
外
の
解
決
方
法
、
す
な
わ
ち
、
和
解
や
調
停
が
あ
り
、
こ
れ
が
わ
が
国
で
は
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
和
解
と
(
裁
判
外
の
和
解
を
背
景
に
控
え
る
こ
と
も
多
い
)
取
下
げ
と
を
合
わ
せ
る
と
終
局
判
決
に
匹
敵
す
る
数
に
な
る
し
、

調
停
も
民
事
・
家
事
両
方
で
通
常
事
件
の
七
割
ほ
ど
に
な
る
。

A
D
R
問
題
の
全
体
の
中
に
占
め
る
裁
判
所
内
A
D
R
の
比
重
は
高
い
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
独
立
に
扱
う
べ
き
大
き
な
テ

l
マ
と
も
言
え
る
の
で
、
今
回
は
む
し
ろ
言
及
を
控
え
て
、
裁
判
所
外
の
そ
れ
を
中
心

に
論
じ
た
い
。

で
は
、
裁
判
所
外
の

A
D
R
と
い
っ
た
場
合
、
こ
れ
は
裁
判
所
以
外
で
な
ん
ら
か
の
紛
争
解
決
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
も
の
が
す
べ

て
そ
う
で
あ
り
、
わ
が
国
で
は
、
実
に
数
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
を
さ
ら
に
細
分
類
す
る
と
理
解
の
助
け
に
な
る
。

紛争処理の多様化

い
ろ
い
ろ
な
細
分
類
の
方
法
が
あ
り
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
も
吉
村
教
授
の
分
類
に
倣
う
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
裁
判
外
の

A
D
R
で
は
、

そ
の
設
立
基
盤
を
基
準
に
①
行
政
型
と
②
民
間
型
に
大
き
く
分
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
行
政
型
は
、

ω公
正
取
引
委
員
会
や
労
働
委
員
会
な

ど
の
よ
う
な
準
司
法
機
関
と
、

ω中
央
ま
た
は
地
方
の
行
政
機
関
に
付
属
し
専
門
的
に
所
定
の
紛
争
の
処
理
に
あ
た
る
も
の
(
公
害
等
調
整

委
員
会
、
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
消
費
者
セ
ン
タ
ー
な
ど
)
の
二
類
型
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
間
型
は
、

公
的
な
基
盤
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、

ω交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
や
国
際
商
事
仲
裁
協
会
な
ど
の
よ
う
に
公
益
法
人

の
形
で
活
動
し
て
い
る
も
の
と
、

ωク
リ
ー
ニ
ン
グ
賠
償
問
題
協
議
会
や
医
事
紛
争
処
理
委
員
会
な
ど
の
よ
う
に
業
界
の
予
算
で
業
界
特
有

の
紛
争
の
み
を
扱
う
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
。
以
上
の

ω
1凶
が
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
射
程
の
つ
も
り
で
あ
る
。

北法42(4・63)1021



シンポジウム

わ
が
国
の

A
D
R
問
題
を
考
え
る
際
に
は
不
可
欠
の
二
つ
の
問
題
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

第
一
は
、
自
前
の

A
D
R
と
も
言
い
う
る
も
の
で
、
各
企
業
の
消
費
者
相
談
(
苦
情
)
窓
口
の
存
在
で
あ
る
。
消
費
者
関
係
の
問
題
は
、

具
体
的
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
と
絡
ん
で
、
ま
ず
こ
こ
へ
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
消
費
者
と
企
業
の
相
対
で
問
題
が
解
決
す
る
。
近
時

は
、
企
業
も
こ
れ
を
後
ろ
向
き
の
部
署
と
と
ら
え
る
こ
と
を
や
め
、
と
こ
で
の
適
切
な
解
決
が
顧
客
確
保
と
将
来
の
商
品
開
発
の
ヒ
ン
ト
に

な
る
こ
と
に
気
づ
き
、
独
自
の
相
談
・
交
渉
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
て
臨
む
よ
う
に
な
っ
て
ぱ
)
る
。

第
二
は
、
い
わ
ば
非
公
式
の
紛
争
解
決
な
の
で
、

A
D
R
の
中
に
入
れ
る
こ
と
は
悼
ら
れ
る
が
、
そ
の
現
実
を
無
視
で
き
な
い
閣
の

A
D

R
の
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
件
屋
・
整
理
屋
・
取
立
屋
の
た
ぐ
い
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
民
事
介
入
暴
力
の
問
題
が
こ
れ
で
抗
)
る
。
現

在
、
事
態
は
き
わ
め
て
深
刻
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
と
れ
は
、
裁
判
は
じ
め
公
式
の
紛
争
解
決
制
度
が
そ
の
本
来
の
機
能
を

発
揮
し
て
い
な
い
状
況
の
と
こ
ろ
に
咲
い
た
ア
ダ
花
で
も
あ
り
、

A
D
R
と
し
て
も
決
し
て
無
視
で
き
な
い
現
象
と
自
覚
し
て
お
く
べ
き
も

北法42(4・64)1022

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
今
回
は
立
ち
入
れ
な
い
が
、

の
で
あ
る
。

わ
が
国
の

A
D
R
の
現
状
と
し
て
、
分
類
の
ほ
か
に
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
こ
に
お
け
る
処
理
方
法
の
多

様
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
任
意
性
の
強
い
相
談
か
ら
、
強
制
性
の
強
い
裁
定
ま
で
、
「
任
意
性
↑
『
相
談
・
苦
情
処
理
・
斡
旋
・
調
停
・
仲

裁
・
裁
定
』
↓
強
制
性
L

と
い
っ
た
処
理
メ
ニ
ュ
ー
を
(
全
部
な
い
し
一
部
)
用
意
し
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際

に
使
わ
れ
た
メ
ニ
ュ
ー
次
第
で
、
人
々
の

A
D
R
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
、

さ
て
、

し
、
こ
の
解
決
に
向
け
て
の
豊
富
な
メ
ニ
ュ
ー
こ
そ

A
D
R
の
長
所
で
も
あ
り
、

一
つ
の

A
D
R
の
平
均
像
す
ら
持
ち
に
く
い
。
し
か

そ
こ
に
数
あ
る
A
D
R
を
統
一
的
に
と
ら
え
る
必
要
性
と

可
能
性
が
潜
ん
で
い
る
と
も
言
え
よ
う
。



Y
E
E
A
 

V
E
E
A
 

r--A 

A
D
R
の
分
析
視
点
の
模
索

既
に
周
知
の
よ
う
に
、

わ
が
国
に
は
実
に
多
く
の

A
D
R
が
存
在
し
て
お
り
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
日
本
は

A
D
R
の
先
進
国
で
さ

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
・
差
異
を
捨

え
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
大
き
く
統
一
視
点
で
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
と
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
逆
に
、

象
し
過
ぎ
て
は
議
論
の
正
確
さ
を
欠
い
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

様
々
な
視
点
か
ら
、
違
い
を
浮
き
彫
り
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

A
D
R
の
分
類
も
、

H
で
紹
介
し
た
設
立
形

態
で
の
み
な
ら
ず
、
行
く
末
は
、
多
様
な
視
点
で
立
体
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
私
の
子
に
は
余

る
の
で
、
今
日
は
、

い
く
つ
か
、
重
要
と
思
わ
れ
る
基
本
的
な
分
析
視
点
を
確
認
的
に
提
示
し
て
責
め
を
ふ
さ
ぎ
た
い
。

)
 

1
 

(
 

A
D
R
の
担
い
手

ま
ず
第
一
は
、
設
立
基
盤
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
問
題
で
、
具
体
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の

A
D
R
を
誰
が
担
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
裁
判
が
裁

判
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
紛
争
が
生
じ
そ
の
解
決
を
期
待
し
て

A
D
R
に
持
ち
込
ま
れ
た
以
上
、
そ
の
処
理
に
あ
た
る
人
材
が
必

要
で
あ
る
。

紛争処理の多様化

実
際
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
役
人
、
弁
護
士
、
各
方
面
の
専
門
家
、
大
学
教
授
、
市
民
(
何
ら
か
の
資
格
を
も
っ
て
い
る
)
な

ど
で
、
多
様
な
マ
ン
・
パ
ワ
!
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
運
用
次
第
で
大
変
な
長
所
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
こ
れ
ら

人
材
の
、
具
体
的
な
関
与
・
協
力
体
制
そ
し
て
報
酬
の
あ
り
方
な
ど
で
あ
り
、
意
外
に

A
D
R
の
命
運
を
左
右
し
う
る
。
と
り
わ
げ
、
我
々

法
律
関
係
者
に
と
っ
て
は
、
法
・
権
利
の
具
体
的
実
現
の
一
場
面
と
い
う
意
味
で
、

A
D
R
に
お
け
る
リ
1
ガ
ル
・
プ
ロ
フ
エ
ツ
シ
ヨ
ン
の

ス
タ
ン
ス
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

北法42(4・65)1023
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細
か
く
は
、
担
当
者
と
な
る
委
員
(
必
ず
し
も
委
員
と
い
う
名
称
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
)

当
に
際
し
て
の
委
員
会
構
ぼ
な
ど
も
、
当
該
A
D
R
の
質
を
左
右
し
て
こ
よ
う
。

の
選
任
方
法
・
基
準
・
実
際
の
事
件
担

叩

A
D
R
の
利
用
範
囲

第
二
の
視
点
は
、
利
用
範
囲
ひ
い
て
は
利
用
者
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
各
A
D
R
の
設
立
理
由
・
経
緯
に
関
係
す
る
。

D
R
の
原
型
で
は
、
お
そ
ら
く
、
紛
争
類
型
に
見
合
っ
た
処
理
と
い
う
こ
と
で
、
利
用
範
囲
を
一
定
範
囲
の
事
件
に
限
定
し
た
、

専
門
庖
方
式
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
が
、
万
能
型
と
い
う
か
よ
ろ
ず
屋
方
式
の
宿
命
を
担
う
通
常
裁
判
と
違
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
否
む
し
ろ
、

紛
争
類
型
に
見
合
っ
た
解
決
機
関
と
い
う
発
想
で
、
裁
判
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
出
発
し
た

A
D
R
の
面
白
で
す
ら
あ
る
。
た
と
え
ば
、

交
通
事
故
、
建
設
工
事
紛
争
、
労
働
事
件
と
い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
か
に
は
、
事
件
類
型
を
あ
ま
り
限
定
せ
ず
、
「
駆
け
込
み

寺
L

的
な
万
能
型
を
標
携
す
る
タ
イ
プ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
今
日
取
り
上
げ
る
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

つ
ま
り
、

い
わ
ゆ
る

(
消
費
者
セ
ン
タ
ー
)

は
、
消
費

者
事
件
と
い
う
枠
は
あ
る
も
の
の
、
実
際
上
相
当
の
守
備
範
囲
を
誇
っ
て
い
る
し
、
第
二
東
京
弁
護
士
会
の
仲
裁
セ
ン
タ
ー
も
「
少
額
事
件
」

と
い
う
限
定
を
特
に
明
示
し
な
か
っ
た
の
で
、
か
な
り
広
い
範
囲
の
事
件
が
き
て
い
る
と
い
う
。

両
方
式
の
長
短
は
興
味
深
い
と
と
も
に
、
裁
判
と
の
関
係
を
考
え
る
際
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

A
D
R
の
紛
争
処
理
過
程

A
D
R
で
は
、
柔
軟
で
実
質
的
で
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
紛
争
解
決
が
は
か
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
民
事
裁
判
が
と
か

(3 

般

く
形
骸
化
・
遅
延
化
の
弊
害
に
陥
り
が
ち
な
こ
と
と
対
比
し
て
、

A
D
R
の
メ
リ
ッ
ト
と
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

A
D
R
の
専
門

性
・
親
近
性
が
、
市
民
を
し
て
紛
争
を
持
ち
込
み
ゃ
す
く
感
じ
さ
せ
、
こ
れ
に
多
彩
な
A
D
R
の
マ
ン
・
パ
ワ
ー
が
応
え
て
い
く
。
こ
う
し
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た
理
想
像
が
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
の
実
情
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
公
表
さ
れ
た
統
計
や
実
態
調
査
分
析
を
み
る
と
、
た
し
か
に
、
解
決
ま
で
の
期
間
も

短
い
も
の
が
多
い
し
、
利
用
者
の
満
足
度
も
高
い
。
こ
れ
は
、
注
目
に
値
す
る
。
た
だ
、
各
A
D
R
の
活
動
の
実
情
は
、
な
お
、
部
分
的
・

断
片
的
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、
正
確
な
情
報
に
基
づ
く
処
理
過
程
の
比
較
・
分
析
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

(4) 

A
D
R
の
紛
争
解
決
構
造

A
D
R
が
も
っ
複
数
の
処
理
メ
ニ
ュ
ー
の
使
い
分
け
で
あ
る
。
全
般

的
に
は
、
こ
こ
で
も
調
停
方
式
が
主
流
を
し
め
、
仲
裁
方
式
は
た
ま
に
し
か
使
わ
れ
な
い
と
い
う
傾
向
の
よ
う
だ
が
、
も
っ
と
厳
密
に
み
て

こ
こ
に
は
、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
は
、

H
で
も
触
れ
た
が
、

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

A
D
R
に
お
け
る
解
決
規
範
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
紛
争
解
決
規
範
の
多
重
構
造
と
言
わ
れ
、
裁
判
に
お
け
る
解
決
規

範
(
当
然
、
法
規
範
が
中
心
)
と
、
仲
裁
や
調
停
に
お
け
る
解
決
規
範
は
違
う
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
点
の
実
際
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、

A
D
R
に
お
い
て
は
、
法
規
範
オ
ン
リ
ー
の
解
決
は
も
と
も
と
期
待
さ
れ
て
は
い
ま
い
。
法
に
の
み
頼
る
の
で
は
な
く
、
分
野
ご

と
の
慣
習
と
か
も
考
慮
し
て
、
柔
軟
で
実
情
に
適
っ
た
解
決
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
も
、
事
例
集
の
検
討

な
ど
を
通
じ
て
個
別
的
に
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
あ
る
意
味
で
、

A
D
R
の
解
決
の
質
を
問
う
視
点
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
は
、

紛争処理の多様化

(5) 

A
D
R
と
裁
判
と
の
関
係
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一
つ
の
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
、

A
D
R
と
裁
判
が
競
合
す

る
こ
と
も
理
論
的
に
は
あ
り
う
る
。
そ
う
し
た
上
で
、
裁
判
と

A
D
R
と
の
役
割
分
担
を
問
う
視
点
で
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
ノ

1
・
マ

l

A
D
R
と
裁
判
は
、
決
し
て
相
互
に
排
斥
し
あ
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
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ク
の
状
態
と
言
っ
て
よ
か
っ
た
。
問
題
は
、
二
つ
の
段
階
か
ら
な
る
。

第
一
は
、
入
口
段
階
で
の
、
い
わ
ゆ
る
「
裁
判
所
と

A
D
R
の
二
重
係
属
」
(
民
訴
二
三
一
条
参
照
)
の
問
題
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
利

用
者
の
合
理
的
な
選
択
に
委
ね
ら
れ
れ
ば
済
む
も
の
の
、
特
定
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、

A
D
R
前
置
主
義
(
家
審
一
八
条
参
照
)
、
あ
る
い
は

「
二
重
係
属
L

の
場
合
の
訴
訟
手
続
の
中
止
(
公
害
紛
四
二
条
の
二
六
、
同
条
の
三
二
)
と
い
っ
た
規
制
が
好
ま
し
い
も
の
も
あ
ろ
う
。

A
D

R
と
裁
判
の
相
互
乗
り
入
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
意
味
で
も
、
も
っ
と
自
覚
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
は
、
裁
判
に
お
い
て

A
D
R
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に
、

A
D
R
↓
裁
判
と
い
う
ふ
う
に
あ
る
紛
争

が
移
行
し
た
場
合
、

A
D
R
で
の
積
み
重
ね
を
ど
う
考
慮
す
る
か
、
講
学
上
、
実
質
的
証
拠
法
則
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

A
D
R
の
し
た
事
実
認
定
が
裁
判
所
を
拘
束
す
る
扱
い
を
認
め
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
行
政
型
A
D
R
の
一
部
で
明
文
規
定
が
あ
る
だ
け
で

(
独
禁
八

O
条
、
電
波
九
九
条
、
土
地
利
用
調
整
四
二
条
)
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、

A
D
R
を
利
用
し
た
が
た
め

に
二
度
手
間
で
か
え
っ
て
解
決
が
遅
れ
る
と
い
う
の
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
し
、

A
D
R
の
評
価
の
変
遷
・
向
上
と
と
も
に
顕
在
化
が

予
想
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
具
体
的
に
は
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
過
程
で
の
労
働
委
員
会
と
裁
判
所
と
の
関
係
で
指
摘
さ
れ

て
き
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
参
考
と
な
ろ
う
。

IV 

A
D
R
を
め
ぐ
る
課
題
と
展
望

最
後
に
、
裁
判
外
の
紛
争
処
理
を
め
ぐ
る
総
論
と
し
て
出
て
く
る
全
体
的
課
題
と
将
来
へ
の
展
望
を
示
し
て
み
た
い
。

A
D
R
と
裁
判
の
相
乗
作
用

既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
両
者
を
全
く
別
個
の
も
の
と
扱
う
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
何
よ
り
も
、

と
も
に
紛
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争
処
理
に
資
す
る
こ
と
で
、
合
わ
せ
て
社
会
の
正
義
の
総
量
を
増
し
て
い
る
こ
と
が
正
し
く
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

で
は
、
こ
の
両
者
の
関
係
・
役
割
分
担
を
ど
の
よ
う
に
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
代
表
的
な
二
つ
の
理
解
が
あ
る
。
第
一
は
、
小
島
武
司

教
授
の
立
場
で
、
裁
判
を
中
心
と
す
る
同
心
円
的
構
造
の
正
義
の
総
合
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
、

A
D
R
は
裁
判
の
周
辺
に
位
置
し
(
同
心
円

の
位
置
は
、

A
D
R
の
性
質
に
よ
り
異
な
る
)
、
相
互
に
寸
波
及
と
汲
み
上
げ
」
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
井
上
治
典

教
授
の
立
場
で
、
裁
判
も
A
D
R
も
紛
争
処
理
の
た
め
の
ワ
ン
・
オ
プ
・
ゼ
ム
と
み
、
裁
判
の
位
置
づ
け
を
相
対
化
し
、
寸
八
ヶ
岳
志
向
で
の

相
互
乗
り
入
れ
し
を
構
想
す
る
も
の
で
あ
る
。

A
D
R
と
裁
判
の
役
割
分
担
は
、
こ
の
よ
う
に
総
論
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
紛
争
の
タ
イ
プ
ご
と
に
、
ま
た
個
々
の

A
D
R
ご

と
に
、
各
論
的
に
も
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
聞
の

ωの
問
題
一
つ
に
し
て
も
そ
う
な
よ
う
に
、
ま
だ
、
ほ
と
ん
ど
詰
め
ら
れ
て
い
な
い
。

一
般
に
、
現
在
の
裁
判
制
度
に
と
っ
て
、

A
D
R
が
通
常
も
つ
柔
軟
性
・
迅
速
性
・
低
廉
性
は
見
習
う
べ
き
点
で
、
逆
に
、

A
D
R
に
と
っ

て
は
、
裁
判
の
厳
格
性
・
慎
重
性
が
見
習
う
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
双
方
が
持
ち
味
を
失
っ
て
し
ま
う
愚
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
り
わ
け
、

A
D
R
の
担
い
手
も
利
用
者
も
、
そ
の
特
徴
・
限
界
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

A
D
R
と
裁
判
の
役
割
分
担
・
相
乗
作
用
を
考
え
さ
せ
る
例
を
一
つ
だ
け
示
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
チ
ッ
ソ
水
俣
病
を
め
ぐ

る
被
害
救
済
に
現
れ
て
い
る
。
現
在
も
な
お
続
い
て
い
る
難
し
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
格
好
の
例
と
な
っ
て
い
る
。
長
年
の
救
済
活
動
に
は
、

大
き
く
分
け
て
、
①
直
接
交
渉
に
よ
る
補
償
協
定
、
②
公
害
等
調
整
委
員
会
の
調
停
、
③
訴
訟
、
の
三
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
問
題
の
性
質
か

ら
い
っ
て
、
訴
訟
や
公
的
な
調
停
の
重
要
さ
は
当
然
だ
が
、
正
確
・
慎
重
な
法
律
判
断
よ
り
も
、
一
刻
も
早
い
救
済
を
必
要
と
す
る
患
者
が

存
在
し
て
い
る
。
四
十
数
次
に
わ
た
り
一
、
四

O
O人
以
上
も
の
患
者
と
の
調
停
を
成
立
さ
せ
て
き
た
の
が
②
の
調
停
で
あ
る
。
ま
た
、
訴

訟
も
、
こ
れ
ま
で
、
数
次
、
多
数
・
多
地
域
に
及
ん
で
い
る
。
現
在
進
行
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る
和
解
勧
告
と
国
側
の
拒

否
と
い
う
岐
路
に
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
意
味
合
い
を
も
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
凶
)
る
。
正
確
な
分
析
は
私
の
能
力

北法42(4・69)1027
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の
か
ぎ
り
で
は
な
い
が
、
①

1
③
に
は
、
役
割
分
担
が
あ
り
、
相
互
に
影
響
を
及
ぽ
し
あ
い
、
全
体
で
被
害
者
の
救
済
に
向
か
っ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

A
D
R
の
将
来
の
た
め
に

裁
判
と
合
わ
せ
て
の
正
義
の
総
量
の
増
加
と
い
う
形
で

A
D
R
の
機
能
が
正
当
に
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
今
日
、
よ
り
一
層
の
充
実
が
期

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
課
題
は
な
お
多
い
と
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
ま
だ
一
般
に

A
D
R
は
宣
伝
不
足
と
い
う
か
、
潜
在
的
利
用
者
へ
の
情
報
不
足
の
感
が
否
め
な
い
。
そ
の
た
め
、
知
名
度
に
よ

り
活
動
実
績
に
も
相
当
の
聞
き
が
あ
る
現
状
で
あ
る
。
関
係
者
の
理
解
と
協
力
の
も
と
、

A
D
R
が
果
た
し
う
る
役
割
は
も
っ
と
積
極
的
に

P
R
さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
点
、
社
団
法
人
公
告
審
査
機
構

(
J
A
R
O
)
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
印
象
に
残
る
。
活
動
こ
そ
が
ハ

1
ド
面
の
充

実
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
に

A
D
R
が
多
数
、

し
か
も
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
し
て
い
る
と
、
当
事
者
が
実
際
に
具
体
的
な
紛
争
に
直
面
し
た
際
、

い
っ
た
い
ど
こ
の

A
D
R
が
そ
の
紛
争
に
と
っ
て
最
適
の
処
理
機
関
か
の
選
択
に
迷
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、
役
割
分
担
が
知

れ
わ
た
り
当
事
者
が
合
理
的
に
選
択
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
問
題
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
類
似
機
関
の
存
在
は
、
競
争
と
相
互
刺
激

と
い
う
プ
ラ
ス
効
果
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
の
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
不
便
な
面
も
あ
る
の
で
あ
る
(
射
程
外
事
件
の
た
ら
い
回
し
の
お
そ

れ
)
。
そ
こ
で
工
夫
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
総
合
A
D
R
セ
ン
タ
ー
」
的
な
も
の
の
構
築
で
あ
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

A
D
R
聞
の
振
り
分
け
(
他

機
関
の
紹
介
・
移
送
て
あ
る
い
は
ス
ム
ー
ズ
な
相
互
乗
り
入
れ
へ
の
寄
与
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
別
に
ハ

l
ド
の
機
関
で
あ

る
必
要
は
必
ず
し
も
な
く
、
振
り
分
け
の
た
め
の
ソ
フ
ト
を
各
機
闘
が
共
有
す
る
こ
と
で
も
ま
か
な
え
よ
う
。
既
存
の

A
D
R
で
は
、
い
わ

ゆ
る
万
能
型
の

A
D
R
が
こ
の
役
目
を
果
た
し
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
が
、
現
状
で
は
、
各
機
関
で
の
不
調
事
件
の
フ
ォ
ロ
ー
は
ほ
と

北法42(4・70)1028



ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

A
D
R
の
一
層
の
質
的
・
量
的
向
上
に
向
け
て
の
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
事
例
集
が
内
部
資
料
の
よ

う
な
形
で
作
ら
れ
て
い
る
程
度
で
、
広
報
活
動
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
普
遍
性
の
あ
る
処
理
事
例
も
と
か
く
そ
の

場
限
り
で
埋
も
れ
て
し
ま
い
や
す
い
。
こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
と
全
国
主
要
消
費
者
セ
ン
タ
ー
を
オ
ン
ラ
イ
ン

で
結
ん
だ
パ
イ
オ
・
ネ
ッ
ト
に
よ
り
情
報
の
輪
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
工
夫
は
、
も
っ
と
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

第
三
に
、

ぅ
。
す
な
わ
ち
、
た
ま
た
ま

A
D
R
の
担
当
委
員
に
な
っ
た
人
の
、
個
別
的
手
腕
・
奉
仕
精
神
に
そ
の
都
度
依
存
す
る
と
い
う
の
で
は
ど
う

し
で
も
限
界
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

V 

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
裁
判
外
の

A
D
R
を
中
心
に
、
総
論
的
に
、
現
状
・
問
題
点
・
課
題
を
私
な
り
に
探
っ
て
み
た
。

A
D
R
へ
の
関
心
は
、
実
体
法
研
究
者
に
始
ま
り
、
現
在
は
手
続
法
研
究
者
が
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
憲
法
や
行
政
法
、

あ
る
い
は
基
礎
法
か
ら
の
分
析
も
受
け
て
、
加
え
て
実
務
家
と
の
疎
通
も
拡
充
し
て
、
一
層
の
展
開
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
本
日
は
、
報
告
者
も
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
、
か
っ
、
分
野
別
の
研
究
会
で
は
な
く
法
学
会
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
機
会

を
得
た
こ
と
は
誠
に
好
ま
し
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
活
発
な
御
議
論
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

紛争処理の多様化

※ 

本
稿
は
、
一
九
九
一
年
二
月
一
日
の
北
大
法
学
部
の
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
筆
者
担
当
部
分
の
報
告
原
稿
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
私

の
A
D
R
へ
の
考
え
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
渡
部
保
夫
H

木
佐
茂
男
ほ
か
著
『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
・
現
代
司
法
』
(
日
本
評
論
社
、

一
九
九
二
年

北法42(4・71)1029 



シンポジウム

刊
行
)
第
5
章
の
2
も
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

北法42(4・72)1030

注
(
1
)
裁
判
制
度
と
自
力
救
済
の
関
係
の
一
つ
の
現
象
に
つ
い
て
、
佐
藤
鉄
男
「
緊
急
時
の
権
利
実
現
方
法
と
し
て
の
物
の
引
揚
げ
自
力
救
済
の
近

似
値
的
正
義
の
限
界
と
効
用
」
三
ヶ
月
章
先
生
古
稀
祝
賀
『
民
事
手
続
法
学
の
革
新
・
下
巻
』
三
四
五
頁
(
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
)
。

(
2
)
A
D
R
の
評
価
の
変
遷
に
つ
い
て
、
田
中
成
明
『
法
の
考
え
方
と
用
い
方
』
第
六
章
「
代
替
的
紛
争
解
決
手
続
」
特
に
一
二
一
一
頁
(
大
蔵
省
印

刷
局
、
一
九
九

O
年)。

(
3
)
吉
村
徳
重
「
民
事
紛
争
処
理
の
多
様
性
と
訴
訟
機
能
の
展
望
」
法
政
研
究
五
一
巻
一
号
一
四
九
頁
(
一
九
八
四
年
)
。
な
お
、
主
要
三

O
機
関
の

新
し
い
解
説
と
し
て
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
『
特
集
・
裁
判
外
紛
争
処
理
機
関
の
現
状
と
展
望
』
七
二
八
号
(
一
九
九

O
年)。

(
4
)
企
業
の
消
費
者
相
談
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
知
恭
『
顧
客
苦
情
処
理
の
実
務
』
(
中
央
経
済
社
、
一
九
八
九
年
)
。

(5)
宮
津
節
生
H
伊
勢
田
道
仁
「
企
業
に
お
け
る
損
害
賠
償
交
渉
の
機
構
と
過
程
」

N
B
L
四
二
六
号
六
頁
(
一
九
八
九
年
)
。

(
6
)
民
事
介
入
暴
力
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
民
事
介
入
暴
力
対
策
委
員
会
H
警
察
庁
民
事
介
入
暴
力
問
題
研
究
会
編
『
民

事
介
入
暴
力
救
済
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
)
。
な
お
、
一
九
九
一
年
五
月
、
そ
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
、
「
暴
力
団
員
に
よ
る
不

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
(
い
わ
ゆ
る
暴
力
団
新
法
)
が
成
立
し
た
。

(
7
)
た
と
え
ば
、
消
費
者
セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
は
、
非
常
勤
の
市
民
で
あ
る
が
、
長
期
の
専
門
研
修
で
あ
る
消
費
者
生
活
相
談
員
養
成
講
座
を
修
め

た
者
で
あ
る
。

(
8
)
こ
こ
で
の
問
題
の
原
型
は
、
労
働
委
員
会
に
お
け
る
三
者
構
成
委
員
(
使
用
者
、
労
働
者
、
公
益
)
の
関
係
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
事
件
に
よ
っ

て
組
み
合
わ
せ
を
工
夫
す
る
裁
判
所
の
調
停
委
員
の
構
成
も
そ
う
で
あ
る
。

(9)
消
費
者
紛
争
解
決
手
続
研
究
会
(
竹
下
守
夫
ほ
か
)
「
消
費
者
紛
争
解
決
過
程
の
実
態
1
1
4
・
完
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七

O
九
号
九
八
頁
、
七
一

O

号
一
三
八
頁
、
七
一
一
号
一
二
二
頁
、
七
二
一
号
一
五
一
頁
(
一
九
八

O
年)。

(
叩
)
た
だ
し
、

A
D
R
が
提
供
す
る
常
設
仲
裁
機
関
と
し
て
の
仲
裁
は
、
今
後
、
比
重
を
増
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
ヶ
月
章
「
紛
争
解
決
規
範
の
多
重
構
造
l
仲
裁
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
の
裁
判
法
学
的
考
察
|
L

『
民
事
訴
訟
法
研
究
第



紛争処理の多様化

九
巻
』
二
三
五
頁
(
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
)
。

(
ロ
)
責
任
裁
定
ま
で
の
訴
訟
手
続
の
中
止
が
四
二
条
の
二
六
、
受
訴
裁
判
所
か
ら
の
原
因
裁
定
の
嘱
託
が
同
条
の
三
二
。

(
日
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
古
城
誠
「
実
質
的
証
拠
法
則
」
『
行
政
法
の
争
点
(
新
版
)
』
一
九
六
頁
(
有
斐
閣
、
一
九
九

O
年)。

(H)
労
働
委
員
会
↓
裁
判
所
の
計
五
段
階
審
理
の
問
題
に
つ
き
、
た
と
え
ば
、
「
座
談
会
・
不
当
労
働
行
為
と
労
働
委
員
会
・
裁
判
所
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

九
五
八
号
八
二
頁
ご
九
九

O
年
)
、
渡
部
吉
隆
「
労
働
委
員
会
の
現
代
的
課
題
L

判
タ
七
三
八
号
四
頁
ご
九
九

O
年
)
。
国
税
不
服
の
関
係
で
、

金
子
宏
ほ
か
「
国
税
不
服
審
判
所
の
初
年
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
四
号
一
四
頁
ご
九
九

O
年)。

(
日
)
小
島
教
授
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
小
島
武
司
寸
紛
争
処
理
制
度
の
全
体
構
造
」
『
講
座
民
事
訴
訟
1
』
三
六

O
頁
(
弘
文
堂
、

一
九
八
四
年
)
。

(
日
)
井
上
教
授
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
三
井
誠
H
井
上
治
血
(
『
裁
判
と
市
民
生
活
』
九
頁
(
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
八
年
)
。

(
口
)
公
害
等
調
整
委
員
会
で
事
件
が
最
も
多
い
の
は
水
俣
病
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
毎
年
の
『
公
害
紛
争
処
理
白
書
』
で
も
詳
し
く
報
告
さ
れ
て

い
る
。
平
成
三
年
版
で
は
、
二
一

1
三
五
頁
。
な
お
、
公
害
調
停
一
般
に
つ
き
、
財
団
法
人
日
本
法
律
家
協
会
編
『
民
事
調
停
の
研
究
』
四
五

O

頁
以
下
(
東
京
布
井
出
版
、
一
九
九
一
年
)
。

(
日
)
水
俣
病
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
五
つ
の
訴
訟
が
係
属
中
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
所
に
違
っ
た
役
割
を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ

ち
、
東
京
地
裁
に
は
関
係
省
庁
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
、
熊
本
地
裁
に
は
地
元
裁
判
所
と
し
て
の
見
識
、
福
岡
高
裁
に
は
上
級
審
と
し
て
の
重
み
、
福

岡
地
裁
・
京
都
地
裁
に
は
問
題
の
広
が
り
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
水
俣
病
の
和
解
勧
告
に
つ
い
て
は
、

N
B
L
四
六

O
号
四
八
頁
ご
九
九

O

年
)
。
朝
日
新
聞
一
九
九
一
年
三
月
八
日
夕
刊
三
面
ニ
ュ
ー
ス
・
ラ
ウ
ン
ジ
「
水
俣
病
」
。

(
凹
)
総
合
セ
ン
タ
ー
の
必
要
に
つ
い
て
は
、
小
島
武
司
「
裁
判
外
紛
争
処
理
機
関
の
理
論
的
法
政
策
的
検
討
」
判
タ
七
二
八
号
一
四
頁
こ
九
九

O

年)。

(
却
)
バ
イ
オ
・
ネ
ッ
ト
で
は
、
①
消
費
生
活
相
談
情
報
シ
ス
テ
ム
、
②
危
害
情
報
シ
ス
テ
ム
、
③
消
費
者
判
例
情
報
シ
ス
テ
ム
、
④
商
品
テ
ス
ト
シ

ス
テ
ム
、
⑤
生
活
問
題
文
献
シ
ス
テ
ム
、
⑥
相
談
処
理
事
例
シ
ス
テ
ム
、
な
ど
の
デ
l
タ
・
べ

1
ス
が
あ
る
と
い
う
。
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