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企
業
不
祥
事
と
取
締
役
の
民
事
責
任

(五
･

完

)

-

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
を
中
心
に
-

第

三
早

日
本
法
に
お
け
る
問
題
点

序
文

第

二
即

取
締
役
の
監
督
義
務
序
論

-
監
督
義
務
の
法
的
根
拠
と
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務

第
二
節

本
稿
の
検
討
対
象

北法62(4･101)747

健

悟



読
号とゝ
i](7日

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
六
節

第
二
章

第

二
即

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
三
章

第

〓
即

第
二
節

第

一

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
関
す
る
裁
判
例
の
変
遷
と
法
制
度

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
を
め
ぐ
る
学
説

本
稿
の
検
討
対
象
と
従
来
の
裁
判
例

二
止
法

･
学
説
に
お
け
る
議
論

考
察
の
順
序

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
の
歴
史
的
展
開

序
論
-

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
取
締
役
の
監
督
義
務

G
raham
v
,
A
ltis.C
h
a
lm
e
rs
事
件
判
決
～
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
の
否
定

内
部
統
制
シ
ス
テ
ム

･
法
令
遵
守
体
制
に
関
す
る
議
論
の
展
開

C
a
re
m
ark
事
件
判
決

-
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
の
肯
定

小
括

｢誠
実
性
の
欠
如
｣
の
意
義
-

取
締
役
の
誠
実
義
務
と
監
督
の
聯
怠

取
締
役
の
信
認
義
務
の
動
揺

取
締
役
の
誠
実
性

(G
o
o
d
F
aith
)
･
誠
実
義
務

(D
u
ty
of
G
o
od
Faith)

款

裁
判
例
の
展
開

(以
上
'
六

一
巻
三
号
)

北法62(4･102)748

(
〟
)
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
展
開

(二
)
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
に
お
け
る
展
開

(≡
)
D
is
n
ey
事
件
判
決

(四
)
S
t
onev
.
R
itter
事
件
判
決

第
三
節

取
締
役
の
監
督
義
務
と
忠
実
義
務

第
四
節

小
括

第
四
章

C

are
m
ark
事
件
判
決
に
お
け
る
審
査
基
準
の
検
討

第

一
節

検
討
対
象

第
二
節

C
are
m
ark
事
件
判
決
に
お
け
る
審
査
基
準
と
そ
の
評
価

(以
上
､
六

1
巻
四
号
)

(以
上
､
六

一
巻
五
号
)



企業不祥事と取締役の民事責任 (5･完)

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
五
章

第

二
即

第

一

c
arem
ark
事
件
判
決
以
後
の
裁
判
例

取
締
役
の
責
任
強
化
-

小
括

R
ed･F
tag
対
処
義
務

R
ed
F
-ag
対
処
義
務
の
内
容
と
位
置
づ
け

(以
上
､
六

1
巻
六
号
)

款

第
二
款

第
二
節

第

一
款

(
ご

(二
)

第
二
款

二

㌧

(二
)

(≡
)

第
三
節

第

一
款

第
二
款

第
三
款

第
四
節

R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
の
内
容

R
ed
F
-ag
対
処
義
務
の
位
置
づ
け

R

e
d
F
la
g
対
処
義
務
が
争
わ
れ
た
裁
判
例

裁
判
例

M
cC
alt
v
.S
cott
事
件
判
決

In
reA
b
bott
Laboratorie
s事
件
判
決

裁
判
例
の
検
討

提
訴
請
求
の
無
益
性

R
e
d
F
ta
g
対
処
義
務
の
裁
判
例
に
お
け
る
位
置
づ
け

R
e
d
F
-a
g
の
内
容

R

e
d
F
lag
の
種
類

･
発
見

･
是
正
方
法

R
e
d
F
lag
の
種
類

R
e
d
F
-ag
の
発
見
の
過
程

(情
報
伝
達
過
程
)

R
e
d
F
-ag
の
是
正
方
法

小
括

第
六
章

日
本
法

へ
の
示
唆
と
検
討

第

一
節

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
議
論
の
総
括

第

1
款

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務

北法62(4･103)749



読
こ.:.I′ゝ
白河

(
ご

(二
)

(≡
)

第
二
款

第
二
節

第

一
款

肖

粥

(二
)

(≡
)

(四
)

誠
実
義
務

へ
と
位
置
づ
け
た
こ
と
に
よ
る
影
響

法
令
遵
守
体
制
の
構
築
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係

小
括

R
e
d
F
lag
対
処
義
務

日
本
法
へ
の
示
唆

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
と
取
締
役
の
責
任

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
か

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
の
責
任
主
体

法
令
遵
守
体
制
の
構
築
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係

法
令
遵
守
体
制
の
内
容
に
対
す
る
司
法
審
査
の
あ
-
方

北法62(4･104)750

第
二
款

不
正
行
為
対
処
義
務
と
取
締
役
の
責
任

第
三
節

積
み
残
さ
れ
た
課
題

(以
上
'
本
号
)

第
五
章

R

e
d
･

F
-ag
対
処
義
務

第

二

即

R

e
d
F
-a
g
対
処
義
務
の
内
容
と
位
置
づ
け

第

一
款

R
ed
F
-ag
対
処
義
務
の
内
容

前
章
ま
で
は
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
｡
次
に
､
本
章
で
は
､
本
稿
の
も
う



企業不祥事と取締役の民事責任 (5･完)

1
つ
の
論
点
で
あ
る
法
令
遵
守
体
制
構
築
後
'
不
正
行
為

･
違
法
行
為
が
発
覚
し
た
場
合
の
取
締
役
の
義
務
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
｡
本
稿

は
､
法
令
遵
守
体
制
を
構
築
し
さ
え
す
れ
ば
､
取
締
役
は
監
督
義
務
を
適
切
に
履
行
し
､
ひ
い
て
は
善
管
注
意
義
務
違
反

･
忠
実
義
務
違
反

と
な
ら
な
い
と
考
え
て
よ
い
の
か
､
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
本
章
で
は
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
､
取
締

役
の
監
督
義
務
の
消
極
的
側
面
と
さ
れ
る
､

R
ed
F
-a
g
対
処
義
務
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
で
'
日
本
法
に
お
い
て
も
､
同
様
の
問
題

を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
､
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
示
唆
を
得
た
い
｡
ま
ず
､
取
締
役
の
R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
と
は
ど
の
よ
う

な
義
務
で
あ
る
の
か
､
と
い
う
こ
と
か
ら
論
じ
る
こ
と
と
す
る
｡

R

e

d
F
-a
g
対
処
義
務
と
は
､
取
締
役
が
社
内
に
お
い
て
何
ら
か
の
不
正
行
為
等
の
兆
候
を
発
見

･
認
識
し
た
際
に
は
､
そ
の
よ
う
な
不

3r=
E

正
行
為
等
を
是
正
し
､
何
ら
か
の
対
処
を
し
て
､
同
行
為
を
継
続
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
義
務
で
あ

る

｡
ま
た
､
E
is
enber
gの
表
現
に
よ

れ
ば
｢
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
も
し
-
は
他
の
方
法
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
懸
念
材
料
と
な
る
情
報
に
適
切
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣

(2
)

(3
)

義
務
と
さ
れ

る

｡
こ
の
義
務
自
体
は
､
決
し
て
目
新
し
い
義
務
で
は
な
い
し
､
判
例
法
上
t
G
raham
v
.
A
Eis.C
hatm
ers事
件
判

決

が
そ

(
4
)

の
ル
ー
ツ
と
さ
れ

る

｡
同
判
決
で
は
､
取
締
役
の
監
督
義
務
に
つ
い
て

｢取
締
役
ら
に
何
ら
か
の
不
正
が
あ
る
と
の
疑
い
を
生
じ
さ
せ
る
よ

う
な
こ
と
が
発
生
す
る
ま
で
は
部
下
の
正
直
さ
や
尊
厳
を
信
頼
す
る
権
利
が
取
締
役
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

も
し
､
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
発
生
し
､
そ
れ
を
隠
蔽
し
続
け
て
い
れ
ば
'
取
締
役
の
責
任
が
発
生
し
う
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
換
言
す
れ
ば
､

何
ら
か
の
不
正
が
あ
る
と
の
疑
い
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
発
生
し
､
そ
れ
を
認
識
し
っ
つ
､
隠
蔽
す
れ
ば
注
意
義
務
違
反
と
な
る
こ

(5
)

と
を
示
唆
す

る

｡

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
､
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
判
例
で
は
な
い
も
の
の
､
取
締
役
の
監
督
義
務
に
関
す
る
問
題
で
も
よ
-
言
及
さ
れ
る
古
典

(6
)

的
な
事
案
で
あ
る
F
r
an
cis
v
.
U
nited
lerseyB
an
k
事
件
判

決

に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
｡

｢違
法
行
為
が
発
見
さ
れ
た
場
合
､
取
締
役
は
､
異
議
を
唱
え
る
義
務
を
負
い
､
も
し
､
会
社
が
そ
の
行
為
を
是
正
し
な
い
場
合
に
は
､

北法62(4･105)751



説

退
任
す
る
義
務
を
有
し
て
い
る
｡
あ
る
特
定
の
状
況
に
お
い
て
は
､
取
締
役
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
は
､
単
に
異
議
を
唱
え
た
-
､
退

任
し
た
り
す
る
以
上
の
行
為
を
要
求
す
る
か
も
知
れ
な
い
｡
と
き
に
'
取
締
役
は
､
弁
護
士
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

論

あ
る
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
判
例
は
,
銀
行
の
契
約
書
の
意
味
に
つ
い
て
疑
念
が
あ

っ
た
場
合
に
は
､
銀
行
の
取
締
役
は
弁
護
士
に
ア
ド

バ
イ
ス
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
と
認
識
し
て
い
る
｡
弁
護
士
の
助
言
を
求
め
る
義
務
は
､
会
社
の
証
書
を
解
釈
す
る
こ
と
以
外
の
分
野
に
も

拡
張
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
現
代
の
会
社
実
務
に
お
い
て
は
､
時
折
､
取
締
役
は
社
外
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
｡
取
締
役
は
､
あ
る
行
為
に
関
し
て
疑
念
を
生
じ
た
場
合
に
は
､
会
社
の
顧
問
弁
護
士
に
､
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て

法
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
取
締
役
の
義
務
は
､社
外
の
弁
護
士
に
依
頼
す
る
以
上
の
こ
と
を
求
め
る
と
き
も
あ
る
｡

取
締
役
は
､
同
僚
の
取
締
役
に
よ
る
違
法
行
為
を
抑
止
す
る
た
め
の
合
理
的
な
手
段

(時
に
は
､
こ
れ
に
は
訴
訟
を
す
る
と
の
脅
し
も
含
ま

れ
る
だ
ろ
う
)
を
と
る
義
務
を
有
し
て
い
る

(取
締
役
が
異
議
を
唱
え
､
退
任
し
､
株
主
に
よ
る
訴
訟
グ
ル
ー
プ
を
作
-
､
訴
訟
す
る
と
脅

し
た
場
合
に
は
､
そ
の
取
締
役
は
責
任
を
免
除
さ
れ
る
)
｡
｣

(7
)

(8
)

ま
た
､
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
関
す
る
C
arem
ark
事
件
判

決

に
お
い
て
も
､
直
接
こ
の
間
題
を
扱

っ
た
も
の
で
は
な
い

が

､
次
の

よ
う
に
判
示
さ
れ
て
い
る
｡

｢
C

a

rem
ark
社
の
取
締
役
が
同
社
の
従
業
員
を
適
切
に
統
制
し
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
き
注
意
義
務
に
違
反
し
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す

る
た
め
に
は
'
原
告
は

(
〟
)
当
該
取
締
役
が
､
法
令
違
反
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
､
ま
た
は

(二
)
知
る
べ
き
で
あ

っ
た
､

と
い
う
こ
と
の
い
ず
れ
か
を
証
明
し
､
(≡
)
当
該
取
締
役
が
､
そ
の
状
況
を
回
避
ま
た
は
是
正
し
ょ
う
と
誠
実
な
努
力
を
行
わ
ず
､
か
つ
(四
)

(9
)

そ
の
よ
う
な
願
意
に
よ

っ
て
､
主
張
さ
れ
て
い
る
損
失
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
の
因
果
関
係
-
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｡
｣

っ
ま
-
､
少
な
-
と
も

(
一
)
と

(≡
)

の
証
明
は
､
R
e
d
F
ta
g
に
対
処
し
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
を
導
-
可
能
性
を
指
摘

(10
)

し
て
い

た

｡

北法62(4･106)752



企業不祥事と取締役の民事責任 (5･完)

し
た
が

っ
て
､
こ
れ
ら
の
裁
判
例
か
ら
考
え
る
に
､
判
例
法
上
､
取
締
役
が
何
ら
か
の
違
法
行
為
ま
た
は
不
正
行
為
等

(R
e
d
F
la
g
)

(;)

を
認
識
し
た
場
合
に
は
､
そ
れ
に
対
し
て
､
取
締
役
に
は
何
ら
か
の
行
動
を
取
る
べ
き
義
務
が
あ
る
と
さ

れ

､
そ
れ
が

R
ed
F
-ag
対
処
義

務
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
｡

第
二
款

R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
の
位
置
づ
け

と
こ
ろ
で
､
以
上
の
よ
う
な
取
締
役
の
R
e
d
F
-a
g
に
対
処
す
る
義
務
は
､
c
arem
a
rk
事
件
判
決
以
前
の
判
例
法
上
､
注
意
義
務

(duty

o
f
c
a
re
)
の

一
種
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
の
義
務
も
､
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
と
同
様
に
誠
実
義
務

(な

い
し
忠
実
義
務
)
に
内
包
さ
れ
る
義
務
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
契
機
と
な

っ
た
の
も
､
c
arem
ark
事
件
判
決
に
お

け
る
こ
の
義
務
に
関
す
る
表
現
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
同
判
決
に
お
い
て
､
本
件
被
告
取
締
役
ら
が
会
社
の
法
令
違
反
を
知

っ
て
い
た
か
､

そ
れ
と
も
知
ら
な
-
と
も
､
そ
の
監
督
機
能
を
き
ち
ん
と
履
行
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
､
結
論
部
分
に
お
い
て
､
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
｡

｢
こ
の
段
階
に
お
け
る
記
録
か
ら
､
被
告
ら
が
､
そ
の
監
督
責
任
の
履
行
に
お
い
て
､
ま
た
は
意
識
的
に
会
社
に
よ
る
法
令
違
反
が
発
生

(12
)

し
て
い
る
こ
と
を
容
認
し
て
､
誠
実
性
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
｡
｣

つ
ま
-
､
本
判
決
を
担
当
し
た

A
tle
n判
事
は
､
G
raham
v
.
A
llis･C
h
al
m
e
rs
事
件
判
決
を
､

R
ed
F
la
g
対
処
義
務
に
つ
い
て
述
べ
た

判
決
で
あ
る
と
限
定
し
､
当
該
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
､
取
締
役
の
行
為

(不
作
為
)
が
誠
実
性
の
欠
如
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
違
反
が
取
締
役
の
誠
実
性
の
欠
如
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
デ
ラ
ウ
ェ

ア
州

一
般
会
社
法

一
〇
二
条

(b
)

項

(七
)
に
よ
る
取
締
役
の
免
責
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
C
ar
e
m
ark
事
件

北法62(4･107)753



(13
)

説

判
決
の

｢誠
実
性
の
欠
如
｣
の
類
型
が
､
第
三
章
で
概
観
し
た

D
is

ney事
件
判

決

に
よ

っ
て
､
不
誠
実
な
行
為
の
第
三
類
型

(｢故
意
の
義

務
の
放
棄
､
意
図
的
な
責
任
の
無
視
｣
)
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
c
are
m
ark
事
件
判
決
及
び
そ
の
後
の
D
isn
ey

論

事
件
判
決
に
よ
る
不
誠
実
な
行
為
の
類
型
化
に
よ
っ
て
､
意
識
的
に
リ
ス
ク
を
無
祝
し
､
ま
た
は
明
ら
か
な
危
険
を
軽
視
し
て
行
為
そ
る
こ

(14
)

と
を
放
意
に
回
避
し
た
取
締
役
は
誠
実
性
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な

る

｡

そ
し
て
､
学
説
上
､
こ
の
R
e
d
F
lag
対
処
義
務
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
､
誠
実
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
は
､
取
締
役
は
自
ら
の
会
社

及
び
そ
の
業
界
に
お
け
る
他
社
に
つ
い
て
注
意
を
払
い
､
質
問
を
行
い
､
か
つ
そ
の
回
答
を
疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
見
解
も
あ

(15
)

り
､
誠
実
義
務
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る

｡
ま
た
､
別
の
論
者
も
､
取
締
役
の
誠
実
義
務
は
､
積
極
的
に
従
業
員
の
不
正
行
為
の
警
告

(16
)

サ
イ
ン
に
対
し
て
対
応
す
る
こ
と
を
求
め

る

､
と
述
べ
､
誠
実
義
務
の

l
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
.
次
に
､
こ
の
よ
う
な

R
e
d
F
lag

対
処
義
務
に
つ
い
て
､
明
確
な
形
で
問
題
と
な

っ
た
近
時
の
裁
判
例
を
検
討
し
､
ど
の
よ
う
な
形
で
当
該
義
務
が
争
わ
れ
て
い
る
の
か
､
と

(17)

い
う
こ
と
を
考
察
す

る

｡

北法62(4･108)754

第

二

節

R

e
d
F
lag
対
処
義
務
が
争
わ
れ
た
裁
判
例

第

l,

款

裁
判
例

(

18)

(
i
)
M
cC
alt
v
.

Scott事件判決

(事
実
の
概
要
)

本
件
は
､
C
社
に
代
わ

っ
て
､
そ
の
会
社
の
現
在
及
び
前
取
締
役
･役
員
に
対
す
る
株
主
代
表
訴
訟
で
あ
る
｡
C
社
は
テ
ネ
シ
ー
州
ナ
ッ
シ
ュ



企業不祥事と取締役の民事責任 (51完)

ビ
ル
に
本
店
と
事
業
拠
点
を
置
く
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
会
社
で
､
同
社
は
全
米
に
お
い
て
多
-
の
病
院
や
ヘ
ル
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
等
を
経
営
す

る
会
社
で
あ
る
｡
C
社
の
上
級
経
営
陣
が
､
取
締
役
会
も
認
識
し
て
い
る
中
で
､
不
適
切
に
利
益
を
水
増
し
す
る
ス
キ
ー
ム
を
採
用
し
'
従

業
員
に
対
し
て
詐
欺
を
行
わ
せ
る
よ
う
な
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
経
営
哲
学
を
継
続
し
て
い
た
｡
経
営
者
が

一
五

～
二
〇
%
と
い

う
成
長
目
標
を
設
定
し
､
法
令
に
違
反
せ
ず
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
成
長
目
標
を
設
定
し
て
い
た
｡
社
内
に
お
け
る
詐
欺
的

な
慣
行
と
し
て
､以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
｡
(
1
)
患
者
の
状
態
を
､
よ
-
深
刻
な
程
度
を
持

つ
病
気
と
し
て

｢高
-
設
定
｣

し
て
い
た
｡
(二
)
広
告
費
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
費
の
補
償
を
求
め
る
よ
う
に
不
適
切
な
費
用
報
告
を
行
い
'
外
来
患
者
に
よ
る
利
益
を
水

増
し
さ
せ
た
り
､
あ
る
部
門
か
ら
他
の
部
門
へ
と
費
用
を
付
け
替
え
た
り
､
経
営
者
の
報
酬
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
､
買
収
費
用
を
偽
る

た
め
の
資
本
取
引
を
し
て
い
た
｡
(≡
)
外
科
医
に
メ
デ
ィ
ケ
ア
の
患
者
に
対
し
て
C
社
を
利
用
す
る
よ
う
に
推
薦
さ
せ
る
た
め
に
金
銭
的

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
て
い
た
｡
(四
)
買
収
対
象
会
社
の
経
営
者
に
対
し
て
報
酬
を
渡
し
､
そ
の
会
社
と
外
科
医
と
の
関
係
を
妨
害
し

て
い
た
｡
ま
た
､
被
告
取
締
役
ら
の
う
ち
数
人
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
も
行

っ
て
い
た
｡
本
件
で
主
張
さ
れ
て
い
る
損
害
に
は
､
株
主
及
び

内
部
告
発
者
に
よ
る
訴
訟
､
の
れ
ん
の
損
失
､
同
社
の
株
価
の
下
落
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
な
お
､
本
件
は
株
主
に
よ
る
提
訴
請
求
が
な
さ
れ

て
い
な
い
た
め
､
提
訴
請
求
の
無
益
性
が
争
わ
れ
て
い
る
｡

(
判

旨

)

｢会
社
の
取
締
役
が
､
義
務
の
無
視
を
通
じ
て
会
社
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
､
事

例
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
｡
も
し
､
取
締
役
が
無
謀
に
も
明
ら
か
に
信
用
で
き
な
い
従
業
員
に
信
頼
を
置
い
て
い
た
な
ら
ば
､
取
締
役
と
し
て

そ
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
倣
慢
に
無
視
し
て
い
た
な
ら
ば
､
ま
た
は
意
識
的
に
も
し
く
は
不
注
意
に
も
従
業
員
の
不
正
行
為
の
明
ら
か

な
危
険
サ
イ
ン
を
無
視
し
た
の
で
あ
れ
ば
､
法
は
､
当
該
取
締
役
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
せ
得
る
｡

北法62(4･109)755



説

-
法
が
無
謀
な
行
為
に
対
し
て
も
取
締
役
を
保
護
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
､
ま
ず
も

っ
て
明
確
で
は
な
い
｡
無
謀
な
行
為
が
認
識
さ
れ
て

い
る
リ
ス
ク
の
意
識
的
無
視
を
含
む
範
囲
に
お
い
て
､
そ
れ
は
誠
実
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
t
か
つ
新
た
な

論

立
法
の
下
で
免
責
さ
れ
得
な
い
｡

-
我
々
は
､
具
体
的
な
事
実
か
ら
'
-
C
社
の
取
締
役
の
少
な
く
と
も
五
人
に
つ
い
て
は
重
大
な
責
任
発
生
の
可
能
性
を
も
た
ら
す
も
の

で
あ
る
と
す
る
の
に
充
分
で
あ
る
と
認
定
す
る
｡

-
原
告
ら
は
､
被
告
取
締
役
ら
の
不
作
為
は
C
社
経
営
陣
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
､
促
進
さ
れ
て
い
た
組
織
的
な
詐
欺
を
示
す

red
flags

を
意
図
的
に
ま
た
は
無
謀
に
無
視
し
た
結
果
で
あ
る
と
述
べ
る
｡
特
に
､
原
告
ら
は
､
意
図
的
ま
た
は
無
謀
な
無
視
が
､
監
査
報
告
､
継

続
中
の
買
収
手
法
､
C
社
に
対
す
る
刑
事
的
民
事
訴
訟

(q
u
i
tam
action)､
広
範
な
連
邦
調
査
'
同
社
の
広
告
に
対
す
る

N
ew

Yo
r
k

Tim
es社
の
調
査
に
直
面
し
て
も
､

一
九
九
七
年
七
月
二
六
日
以
前
の
取
締
役
会
で
は
何
も
行
動
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
推

測
さ
れ
う
る
と
主
張
す
る
｡

-
申
立
に
よ
れ
ば
､
-
取
締
役
会
が
C
社
の
全
米
施
設
で
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
た
不
適
切
な
方
針
や
実
務
を
認
識
し
､
ま
た
は
無
謀
に

.そ
れ
を
無
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
論
で
き
る
の
に
充
分
な
事
実
が
存
在
し
て
い
る
｡
実
際
､
主
張
さ
れ
て
い
る
不
正
行
為
の
規
模
と

継
続
期
間
が
､
行
動
す
べ
き
取
締
役
の
願
意
が
誠
実
性
の
欠
如
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
に
関
係
す
る
｡
｣

北法62(4･110)756

本
判
決
で
は
､

RedF
-

ag対
処
義
務
の
存
在
を
前
提
に
､
取
締
役
と
し
て
そ
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
無
祝
し
た
場
合
に
は
､
取
締

(19
)

役
の
責
任
を
課
す
旨
判
示
し
た
.
こ
れ
は
t
G
raham
v
.

A
tlisIC
h
al
m
e
rs
事
件
判
決
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ

る

｡
す
な
わ
ち
､
本
判
決
は

同
判
決
の

｢会
社
の
取
締
役
が
､
義
務
の
無
視
を
通
じ
て
会
社
に
損
害
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

は
､
事
例
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
｡
も
し
'
取
締
役
が
無
謀
に
も
明
ら
か
に
信
用
で
き
な
い
従
業
員
に
信
頼
を
置
い
て
い
た
な
ら
ば
'
取
締
役



企業不祥事と取締役の民事責任 (5･完)

と
し
て
そ
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
倣
憶
に
無
視
し
て
い
た
な
ら
ば
､
ま
た
は
意
識
的
に
も
し
-
は
不
注
意
に
も
従
業
員
の
不
正
行
為
の

明
ら
か
な
危
険
サ
イ
ン
を
軽
視
し
た
の
で
あ
れ
ば
､
方
は
､
当
該
取
締
役
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
せ
得
る
｣
と
い
う
部
分
を
引
用
す
る
｡

(20
)

(二
)

I
n

r
e

A

bb
ot

t

L
a
b

or
a
t
o

r
i
e

s
事
件
判
決

(事
実
の
概
要
)

本
件
は
､
イ
リ
ノ
イ
州
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
会
社
で
あ
る
A
社
の
取
締
役
ら
を
訴
え
た
事
案
で
あ
る
｡
同
社
は
'
製
薬
､
診
療
製
品

･
病
院
用

医
療
品
を
製
造
販
売
す
る
会
社
で
あ
る
o
同
社
の
製
品
は
､
ア
メ
リ
カ
食
品
医
薬
品
局
(F
ood
and
D
rug
A
d
m
in

istration,F
D
A
)
に
よ
っ

て
厳
格
に
規
制
さ
れ
､c
urr
ent
G
ood
M
an
u
fa
cturing
P
ra
ctic
es
(C
G
M
P
)
や
Q
uatity
S
ystem
R
egulation
(Q
SR
)
の
要
求
に
従

っ

て
製
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
こ
れ
ら
の
規
制
は
､
明
示
的
に
法
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
の
責
任
を
会
社
の
経
営
者
に
負
わ
せ
て
い
た
｡

そ
し
て
､
F
D
A
は
､
定
期
的
に
､
法
令
遵
守
を
確
保
し
て
い
る
か
製
造
工
場
を
調
査
し
て
い
た
｡
F
D
A
は
､
A
社
に
対
し
て
､

l
九
九
三

年
～

一
九
九
九
年
に
か
け
て
､
A
社
の
関
連
施
設
に
対
し
て
計

二
二
回
の
調
査
を
行

っ
た
.
各
調
査
後
､
F
D
A
は
､
A
社
に
対
し
て
､
数

回
､
警
告
文
書
を
送
付
し
た
｡
そ
れ
に
は

t
九
九
三
年
四
月
と
五
月
に
c
G
M
P
に
適
合
し
な
い
試
験
管
内
の
診
療
製
品
に
不
良
品
が
混
じ
っ

て
い
た
こ
と
､
そ
し
て
'
是
正
さ
れ
な
け
れ
ば
規
制
権
限
を
発
動
す
る
旨
が
含
ま
れ
て
い
た
｡

一
九
九
四
年
に
は
､
試
験
管
内
の
診
療
テ
ス

ト
キ
ッ
ト
が
､
cG
M
P
に
従

っ
て
い
な
い
旨
が
警
告
さ
れ
て
い
た
｡
そ
し
て
､

1
九
九
五
年
に
は
､
F
D
A
と
A
社
の
共
同
に
よ
-
総
合
的

任
意
法
令
遵
守
計
画
が
策
定
さ
れ
た
が
'

一
九
九
九
年
に
再
度

F
D
A
の
地
方
官
が
試
験
管
内
の
診
療
キ
ッ
ト
に
お
け
る
不
良
品
等
が
発
見

さ
れ
た
旨
の
警
告
文
書
を
送
付
し
､当
該
文
書
に
は
法
令
遵
守
の
適
切
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
の
再
調
査
を
行
う
旨
記
載
さ
れ
て
い
た
｡

そ
の
後
､
警
告
文
書
に
つ
い
て
B
t

oombergに
よ
る
報
道
が
な
さ
れ
､

一
九
九
九
年
九
月
に
は

c
G
M
P
や
Q
S
R
に
従

っ
て
い
な
か

っ
た

こ
と
に
よ
り
､
F
D
A
か
ら
注
意
を
受
け
た
と
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
行

っ
た
｡
そ
し
て
､
法
令
遵
守
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
F
D
A
と

北法62(4･111)757



説

問
題
と
な
っ
て
い
る
旨
､
sE
C
に
開
示
フ
ォ
ー
ム
を
提
出
し
た
｡
結
局
､
F
D
A
に
よ
る
準
司
法
手
続
に
よ
-
'

1
億
ド
ル
に
も
の
ぼ
る
課

徴
金
の
支
払
い
､
診
療
キ
ッ
ー
等
の
ア
メ
リ
カ
市
場
か
ら
の
引
き
揚
げ
等
に
つ
い
て
同
意
審
決
に
応
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
そ
の
た
め
､
A

論

社
に
対
し
て
､
多
額
の
損
害
が
生
じ
た
と
し
て
､
株
主
が
同
社
の
取
締
役
ら
に
対
し
て
､
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
し
た
事
案
で
あ
る
｡
な
お
､

本
判
決
も
､
M
c
C
all
v
.
Scott事
件
判
決
と
同
様
に
事
前
の
提
訴
請
求
の
無
益
性
が
争
わ
れ
て
い
る
｡

北法62(4･112)758

(判
旨
)

｢
(提
訴
請
求
の
免
除
の
審
査
に
つ
い
て
)
取
締
役
会
議
長
は
､

l
九
九
四
年
と

1
九
九
九
年
の
早
い
段
階
で
二
つ
の
警
告
文
書
の
コ
ピ
ー

を
受
け
取

っ
て
い
る
｡
地
方
裁
判
所
は
'
警
告
文
書
の
内
容
を

『単
な
る
定
型
文

(bo
it
erplate
)』
で
あ
る
･･･と
述
べ
た
が
､
六
ケ
月
以

上
に
も
わ
た
る
連
邦
規
制
違
反
を
継
続
し
た
こ
と
は
､
軽
視
で
き
な
い
｡
取
締
役
の
う
ち
数
人
は
､
規
制
に
関
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
リ

ス
ク
を
評
価
す
る
役
割
を
担

っ
て
い
た
監
査
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

っ
た
｡
ま
た
､
取
締
役
ら
は
t
sE
C
に

『包
括
的
政
府
規
制
』
に

従
う
信
認
義
務
を
負
い
'
か
つ
､
-

『会
社
は
､
(こ
れ
ら
の
規
制
に
関
す
る
)
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
な
い
し
法
的
手
続
に
関
与
し
て
い
る
』

と
述
べ
つ
つ
､
政
府
規
制
に
係
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
認
識
し
､責
任
を
負

っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
S
E
C
の
フ
ォ
ー
ム
に
署
名
し
た
｡

-
A
社
…
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
自
体
､
会
社
と
同
様
に
取
締
役
会
が
問
題
と
､
F
D
A
が
A
社
に
対
し
て
差
し
止
め
を
行
う
と
い
う
脅
威

を
発
動
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
事
実
を
示
す
｡

-
A社
の
広
範
な
書
類
の
痕
跡
と
当
該
問
題
に
対
す
る
推
測
さ
れ
た
認
識
を
所
与
の
前
提
と
す
る
と
､
当
該
事
実
は
､
取
締
役
ら
が
法
令

違
反
を
認
識
し
､
そ
の
状
況
を
回
避
又
は
是
正
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
に
お
い
て
､
『監
督
を
行
う
取
締
役
会
の
継
続
的
か
つ

組
織
的
な
願
意
』
が
存
在
し
､
そ
の
よ
う
な
尋
常
で
は
な
い
時
間
的
経
過
に
お
い
て
い
か
な
る
行
為
を
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
､
実

質
的
に
会
社
の
損
害
を
生
じ
さ
せ
て
そ
れ
が
誠
実
性
の
欠
如
を
構
成
す
る
と
い
う
合
理
的
な
推
定
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
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-
裁
判
所
に
お
い
て
は
､
『主
張
さ
れ
て
い
る
不
正
行
為
の
規
模
と
継
続
期
間
が
､
行
動
す
べ
き
取
締
役
の
慨
意
が
誠
実
性
の
欠
如
を
構

成
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
に
関
係
す
る
』
と
さ
れ
る
｡
A
社
に
お
け
る
違
反
規
模
と
継
続
期
間
は
､
あ
ま
り
に
大
き
-
'F
D
A
に
よ
っ

て
課
さ
れ
た
最
高
額
の
制
裁
金
を
生
じ
さ
せ
た
｡
我
々
は
､
明
ら
か
に
､
F
D
A
の
批
判
も
世
論
の
注
目
も
､
M
c
C
al
1
事
件
判
決
に
お
け
る

約
二
年
間
と
比
較
し
て
､
取
締
役
に
対
し
て
､
六
年
間
に
も
わ
た
る
問
題
に
つ
い
て
い
か
な
る
行
動
を
も
さ
せ
る
動
機
付
け
を
与
え
て
い
な

い
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
に
な
る
｡

取
締
役
の
意
識
的
な
不
作
為
に
も
と
づ
-
提
訴
請
求
に
つ
い
て
､
我
々
は
､
､
原
告
ら
は
､
当
該
主
張
が
も
し
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
､
取

締
役
の
行
動
が
経
営
判
断
原
則
の
保
護
の
範
囲
外
で
あ
る
と
合
理
的
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
誠
実
義
務
違
反
の
主
張
を
充
分
行

っ
て
い

る
と
認
定
で
き
る
｡
-
し
た
が
っ
て
'
提
訴
請
求
の
無
益
性
の
原
理
の
下
で
は
､
本
件
提
訴
請
求
は
免
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
｣

本
判
決
も
､
M
c
C
a
u
<
.
S
cott事
件
判
決
と
同
様
に
､
F
D
A
に
よ
る
制
裁
や
各
種
報
道
が
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
被
告
取
締
役
ら

が
六
年
間
に
も
わ
た

っ
て
違
法
行
為
を
是
正
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
り
､
R
e
d
F
-a
g
対
処
義
務
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
｡

(21
)

(22
)

こ
れ
は
'
c
a
re
m
ark
事
件
判

決

や
S
to
n
e

v
.
R
itt
er事
件
判

決

と
異
な
り
､
取
締
役
ら
が
社
内
に
お
け
る
違
法
行
為
を
認
識
し
っ
つ
､
そ

れ
を
放
置
し
た
事
案
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
c
are
m
ark
事
件
判
決
は
社
内
の
違
法
行
為
に
つ
い
て
取
締
役
会
が
認
識
し
て
い
な
か

っ
た
事
案

(23
)

で
あ
る
が
'
本
判
決
は
そ
の
こ
と
を
取
締
役
会
が
認
識
し
て
い
た
と
い
う
点
で
区
別
さ
れ

る

｡
本
判
決
で
は
､
A
社
は
適
切
な
手
続
を
行
わ

ず
'
政
府
規
制
に
つ
い
て
従
う
と
し
て
rO･K
s
を
提
出
し
､
署
名
ま
で
し
て
い
た
が
､
そ
の
際
に
調
査
等
を
行

っ
て
お
ら
ず
､
漫
然
と
形
式

だ
け
を
整
え
て
い
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
監
査
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
も

F
D
A
に
よ
-
示
さ
れ
た
警
告
文
書
の
コ
ピ
ー
を
受

け
取

っ
て
い
た
｡
つ
ま
り
､
監
査
委
員
会
も
法
令
違
反
を
知
り
､
か
つ
､
F
D
A
に
よ
る
違
法
行
為
の
是
正
指
導
を
知

っ
て
い
た
と
い
う
こ

(24
)

と
も
明
白
で
あ
っ

た

｡

北法62(4･113)759



読

第
二
款

裁
判
例
の
検
討

てこ.′ゝ

自問

(
〓

提
訴
請
求
の
無
益
性

と
こ
ろ
で
p
R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
前
に
､
以
上
二
つ
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
､
直
接
的
に
取
締
役
の
責
任
が
認

め
ら
れ
た
事
案
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
州
法
で
は
､
株
主
が
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
､

(25
)

取
締
役
会
に
対
し
ィ､
事
前
に
提
訴
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｡
し
か
し
､
そ
の

1
万
で
､
当
該
提
訴
請
求
が
無
益

(futile)
で
あ
る
場

合
に
は
､
免
除
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
連
邦
裁
判
所
規
則
二
三
.

1
条
に
よ
れ
ば
'
株
主
は
当
該
事
件
に
お
い
て
事
前
の
提
訴
請
求
が
無
益
で

(26)

あ
る
理
由
を
具
体
的
事
実
に
よ
り
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｡

ま
ず
､
M
c
C
a
lt
v
I
S
cott
事
件
判
決
で
は
､
事
前
の
提
訴
請
求
の
無
益
性
の
判
断
基
準
は

R
al
es基
準
と
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
取
締
役
の
監

(27
)

督
の
願
意
と
い
っ
た
不
作
為
類
型
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
判
断
基
準
で
あ
る
｡
R
at
es基
準
を
定
立
し
た

R
ales
v
I
B
las
b
a
n
d
事
件
判

決

は

以
下
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
裁
判
所
は
､
訴
え
を
授
起
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
､
取
締
役
会
の
多
数
が
適
切
に
提
訴
請
求

に
対
応
し
て
独
立
し
､
か
つ
利
害
関
係
な
く
､
事
前
の
提
訴
請
求
に
つ
い
て
の
経
営
判
断
を
な
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
つ
き
合
理

的
な
疑
義
が
発
生
す
る
具
体
的
事
実
が
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
｣
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
り
､
具
体
的
に
は

｢取
締
役
に
重
大
な

責
任
発
生
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
具
体
的
な
主
張
が
あ

っ
た
場
合
に
は
､
取
締
役
の
公
平
無
私
に
つ
い
て
合
理
的
な
疑
義
が
生
じ
る
｣

と
さ
れ
る
｡

他
方
､

In
re
A
bb
ott
raboratories事
件
判
決
で
は
､
無
益
性
の
判
断
基
準
は
具
体
的
な
凝
営
判
断
が
あ
る
場
合
に
､
提
訴
請
求
の
餐

益
性
の
要
件
に
関
す
る
A
ronson
基
準
が
用
い
ら
れ
た
｡
通
常
､
取
締
役
の
R
e
d
F
-a
g
対
処
義
務
と
い
っ
た
監
督
類
型
の
場
合
､
具
体
的

な
経
営
判
断
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
tA
ronson
基
準
は
用
い
ら
れ
ず
､前
述
し
た

R
a-
es基
準
が
用
い
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
同
判
決
で
は
､

北法62(4･114)760



企業不祥事と取締役の民事責任 (5･完)

当
該
事
件
の
具
体
的
事
実
関
係
か
ら
､
具
体
的
な
経
営
判
断
が
な
さ
れ
た
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
す
る
と
､
従
来
､
取
締
役

の
監
督
類
型

(不
作
為
類
型
)
と
さ
れ
て
い
た
事
案
で
も
､
具
体
的
な
事
実
関
係
か
ら
経
営
判
断
類
型

(作
為
類
型
)
と
し
て
､
位
置
づ
け

(28
)

ら
れ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
｡
A
ronson
基
準
を
定
立
し
た
A
ronson
v
.
L
e
wi
S
事
件
判

決

は
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
｡
す
な
わ

(29
)

ち
､
有
効
な
経
営
判
断
の
履
行
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
ー

経
営
判
断
原
則
に
よ
る
推

定

が
働
-
か
ど
う
か
ー
に
よ
-
提
訴
請
求
の
無
益

(30
)

性
が
判
断
さ
れ
､
株
主
は
当
該
原
則
を
覆
す
よ
う
な
具
体
的
事
実
を
主
張
し
て
い
た
場
合
に
は
'
提
訴
請
求
は
無
益
で
あ
る
と
さ
れ
る
｡
Hn

reA
b
b
ott
L
ab
oratories事
件
判
決
で
は
､
こ
の
A
ronson
基
準
に
別
し
て
判
断
し
､
提
訴
請
求
の
無
益
性
を
認
め
た
｡

以
上
二
つ
の
裁
判
例
は
こ
の
事
前
の
提
訴
請
求
の
無
益
性
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
が
､
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
無
益
性
の
判
断
基

準
が
異
な
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
そ
の
違
い
に
着
目
し
､従
来
､
取
締
役
の
監
督
の
憾
意
の
事
案

(不
作
為
類
型
)
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
､

事
案
に
よ
っ
て
は
､
何
ら
か
の
経
営
判
断
が
あ

っ
た
事
案

(作
為
類
型
)
と
な
-
得
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
｡

(二
)
R
e
d
F
lag
対
処
義
務
の
裁
判
例
に
お
け
る
位
置
づ
け

(31
)

M
c
C
al
i
v
.
S
cott
事
件
判
決
で
は
､

1
般
論
と
し
て
､
取
締
役
の
誠
実
性
の
内
容
に
つ
い
て
言
及
し
っ

つ

'
無
謀
な
行
為
の
う
ち

｢認

識
さ
れ
て
い
る
リ
ス
ク
の
意
識
的
無
視
｣
の
場
合
に
は
'
不
誠
実
な
も
の
と
認
定
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
｡
本
判
決
は
､
そ
の

後
､
所
属
裁
判
官
全
員
に
よ
る
法
廷
で
の
､
再
弁
論
を
求
め
る
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
そ
の
際
､

(32
)

取
締
役
の
注
意
義
務
の
意
図
的
ま
た
は
無
謀
な
義
務
違
反
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
言
及
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢被
告
ら
は
､
自
ら
注
意

義
務
違
反
に
基
づ
-
主
張
に
つ
い
て
C
社
の
責
任
放
棄
条
項
の
下
で
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
｡
原
告
ら
は
'
取
締
役
ら

の
注
意
義
務
の
主
張
は
'
重
過
失
に
基
づ
-
も
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
､
無
謀
か
つ
意
図
的
な
作
為
ま
た
は
行
為
に
基
づ
-
も
の
で
あ
-
､

よ
っ
て
責
任
放
棄
条
項
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
原
告
ら
の

『無
謀
ま
た
は
意
図
的
な
注
意
義
務
違
反
』
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説

の
主
張
は
､
容
易
に
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
会
社
法
の
用
語
法
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
｡
実
際
､
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
は
､
重
過
失
よ
-
も
､
有

責
的
な
主
観
的
状
態
と
い
う
文
言
で
注
意
義
務
違
反
を
議
論
し
た
こ
と
は
な
-
､
む
し
ろ
､
意
図
的
ま
た
は
無
謀
な
取
締
役
の
不
正
行
為
の

論

主
張
は
､
忠
実
義
務
違
反
ま
た
は
誠
実
義
務
違
反
と
し
て
共
通
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
-
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
法
の
下
で
は
､
誠
実
義
務

は
取
締
役
が
会
社
に
対
す
る
義
務
を
意
識
的
に
無
視
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
株
主
に
損
害
を
発
生
さ
せ
た
場
合
に
違
反
と
な
る
｡
こ
こ
で
､
原

告
ら
は
､単
に
取
締
役
ら
が
経
営
上
の
義
務
を

『継
続
的
に
軽
視
し
た
こ
と

(sust

ained
inattention
)』
を
非
難
し
て
い
る
だ
け
で
な
-
､

む
し
ろ
､
『

C
社
内
に
お
け
る
詐
欺
的
な
実
務
を
示
す
re
d
A
ags
へ
の
意
図
的
な
無
視
』
及
び

『意
図
的
な
盲
目

(w
iu
fu
l
b
lin
dness)』

を
非
難
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
-
原
告
ら
は
認
識
さ
れ
て
い
る
リ
ス
ク
の
意
識
的
な
無
視
で
あ
-
､
そ
の
行
為
は
､
証
明
さ
れ
れ
ば
､

誠
実
に
な
さ
れ
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
｡｣
と
述
べ
て
お
-
､
こ
こ
で
も

R
ed
Flag
対
処
義
務
違
反
が
誠
実
義
務
違
反
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
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(≡
)
R
e
d
F
la
g
の
内
容

次
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
に
お
け
る
R
e
d
F
lag
と
は
何
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
M
cC
al
1
V
.
S
cott
事
件
判
決
は
､
特
定
の
出
来
事
が

R
e
d
F
-ag
と
い
え
る
か
ど
う
か
､
そ
し
て
､
そ
れ
に
よ
っ
て
､
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
取
締
役
会
に
認
識
さ
せ

(33
)

る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
焦
点
を
当
て
て
､
原
告
側
の
主
張
の
審
査
を
行

っ
て
い
る

｡

そ
し
て
､
も
し
取
締
役
が
認
識
さ
れ
て
い
る
リ
ス

ク

(R
e
d
F
-a
g
に
相
当
す
る
も
の
)
を
意
識
的
に
無
視
し
た
の
で
あ
れ
ば
､信
認
義
務
違
反
に
基
づ
-
責
任
の
可
能
性
が
発
生
し
､
さ
ら
に
､

そ
の
よ
う
な
行
為
は
誠
実
に
な
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
､
誠
実
義
務
違
反
を
構
成
し
､
被
告
取
締
役
側
の
免
責
規
定
の
援
用
が
許

(34
)

さ
れ
な
い
こ
と
に
な

る

｡
そ
れ
で
は
､
本
判
決
に
お
け
る
R
ed
Flag
と
は
具
体
的
に
何
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

(35)

(36
)

(37
)

本
判
決
で
は
､
こ
の
R
e
d
F
tag
と
し
て
､
(
1
)
監
査
情

報

､
(二
)
買
収
の
手

法

､
(

≡
)

C
社
に
対
す
る
刑
事
的
民
事
訴

訟

､
(四
)
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(38
)

(39
)

大
規
模
な
連
邦
当
局
に
よ
る
調

査

､
(五
)
C
社
の
請
求
書
作
成
に
関
す
る
実
務
に
対
す
る

N
ew
Y
o
rk
T
im
es社
の
調

査

が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
五
点
か
ら
､
提
訴
請
求
の
無
益
性
と
の
関
係
上
､
取
締
役
に
重
大
な
責
任
発
生
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
具
体
的

(4

0
)

な
主
張
が
あ

っ
た
と
さ
れ
､
そ
の
審
査
基
準
を
満
た
し
得
る
も
の
で
あ

っ
た
と

す

る

｡
加
え
て
､
本
判
決
に
対
し
て
は
'
①

C
社
に
お
け
る

問
題
は
少
な
く
と
も
三
年
間
も
継
続
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
､,
②

ヘ
ル
ス
ケ
ア
産
業
と
い
う
の
は
､
そ
の
規
制
当
局
が
濫
用
の
可
能
性
と
重

大
な
詐
欺
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
業
界
で
あ
る
こ
と
､
③
違
反
に
対
す
る
制
裁
が
民
事
及
び
刑
事
双
方
に
渡

っ

て
い
た
こ
と
'
④
報
道
機
関
に
よ

っ
て
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
､
⑤
買
収
手
法
の
不
適
切
性
や
請
求
書
発
行
に
関
す
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
､
R
e
d
F
la
g
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
な
お
､
た
と
え
､
こ
れ
ら
の
訴
訟
や
報
道
が
な
か

っ
た
と
し
て
も
､

(4

1
)

社
内
に
お
け
る
法
令
違
反
の
継
続
性
と
い
っ
た
点
が
裁
判
所
の
判
断
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ

る

｡

一
万
㌧

Ⅰn
re
A
b
o
tt
L
ab
o
ratories事
件
判
決
に
つ
い
て
は
ど
う
か
｡
本
判
決
で
は
､
ま
ず

F
D
A
に
よ
る
数
回
の
調
査
と
警
告
文
書

の
送
付
が

R
e
d
F
-a
g
と
さ
れ
た
｡
F
D
A
は
A
社
の
製
品
に
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
調
査
に
よ

っ
て
指
摘
し
､
そ
の
こ
と
を

警
告
文
書
と

い
う
形
で
経
営
陣
に
対
し
て
送
付
し
て
い
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
同
社
の
取
締
役
や
上
級
役
員
ら
は
特
段
の
対
応
策
を
考

え
る
こ
と
も
な
-
､
形
式
的
に
従
う
と
い
う
形
だ
け
の
対
応
を
と

っ
て
い
た
O
他
方
､
重
大
な

R
e
d
F
la
g
と
し
て
､
B
loom
berg
や
W
a
ll

S
treetJ

ourna
-
に
よ
る
報
道
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
報
道
に
対
し
て
､
そ
の
影
響
を
否
定
し
ょ
う
と
し
た
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
自

体
も
､
取
締
役
ら
が
本
件
問
題
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の

R
ed
F
-a
g
に
対
し
て
､
A
社
の

取
締
役
ら
は
'
六
年
間
も
漫
然
と
放
置
を
続
け
､
株
価
下
落
や
F
D
A
か
ら
の
高
額
の
制
裁
金
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
る
な
ど
'
会
社
に
対

し
て
重
大
な
損
害
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
本
判
決
の
事
実
認
定
等
を
全
体
的
に
見
る
と
'
取
締
役
は

R
e
d
F
la
g
を
無
視

(42
)

し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う

｡
そ
し
て
'
R
e
d
F
-a
g
対
処
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
は
､
c
arem
ark
基
準
に
照
ら
し
て
､

取
締
役
の
誠
実
義
務
違
反
を
構
成
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
-
～
A
ronson
基
準
の
下
で
､
被
告
取
締
役
ら
に
よ
る
訴
訟
却
下
の
申
立
て

北法62(4･117)763



説

が
却
下
さ
れ
た
｡
本
判
決
に
よ
っ
て
､
｢
ひ
ど
い
｣
と
評
価
さ
れ
る
状
況
ま
た
は
継
続
的
な
状
況
の
下
で
､
義
務
放
棄
の
主
張
や
監
督
義
務

(4

3)

違
反
の
主
張
は
､
将
来
､
取
締
役
の
責
任
に
重
要
な
責
任
を
加
え
る
根
拠
と
な
-
得
る
と
指
摘
さ
れ
て

い

る

｡

論

第
三
節

R
e

d
F
-a
g
の
種
類

･
発
見

･
是
正
方
法

北法62(4･118)764

第

一
数

R
ed
F
la
g
の
種
類

次
に
､R
e
d
F
tag
対
処
義
務
に
つ
い
て
､各
論
的
な
検
討
を
行
い
た
い
｡
よ
-
具
体
的
に
は
'第

一
に
､
ど
の
よ
う
な
徴
候
が
違
法
行
為

(不

正
行
為
)
を
示
す

R
e
d
F
lag
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
､
第
二
に
､
R
e
d
F
la
g
を
発
見
す
る
過
程

(情
報
伝
達
過
程
)
､
第
三
に
､
取
締

役
が
R
e
d

F
-a
g
に
直
面
し
た
場
合
､
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
を
行
え
ば
､
責
任
を
免
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
､
こ
の
三
つ
に
つ
い
て

検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
｡
な
お
､

一
般
論
の
検
討
に
当
た
っ
て
､
数
が
少
な
く

1
般
論
の
摘
出
が
難
し
い
た
め
､
前
記
裁
判
例
だ
け
で
は

な
-
､
R

e
d
F
la
g
対
処
義
務
に
関
す
る
学
説
も
参
照
す
る
｡

ま
ず
'
ど
の
よ
う
な
徴
候
が
違
法
行
為

(不
正
行
為
)
を
示
す

R
e
d
F
ta
g
と
し
て
認
定
さ
れ
う
る
の
か
｡
こ
の
間
題
に
つ
い
て
､M
c
C
al
t
v
.

Scott
事
件
判
決
及
び

In
reA
b
b

ott
L
ab
oratories事
件
判
決
は
､
｢
主
張
さ
れ
て
い
る
不
正
行
為
の
規
模
と
継
続
期
間
が
､
行
動
す
べ

(S
)

き
取
締
役
の
憐
意
が
誠
実
性
の
欠
如
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
に
関
係
す
る
｣
と
判
示
す
る

｡
ま
た
､
学
説
上
'
R
e
d
F
la
g

(45
)

と
な
り
得
る
も
の
と
し
て
､
そ
の
違
法
行
為
等
の
情
報
が
'
頻
繁

に

､
そ
し
て
､
重
大
で
､
そ
れ
が
取
締
役
に
直
接
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
情

(46
)

報
等
を
挙
げ
て
い

る

｡
も
ち
ろ
ん
､
R
e
d
F
la
g
と
い
っ
て
も
､
ど
の
よ
う
な
徴
候
が
R
e
d
F
la
g
に
な
-
得
る
か
は
事
案
ご
と
､
会
社
ご
と

(47
)

に
よ
っ
て
異
な

っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
少
な
く
と
も
'
そ
の
不
正
行
為
に
よ
っ
て
会
社
に
生
じ
る
損
害
額

や

､
そ
の
不
正
行
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為
が
ど
の
程
度
継
続
し
て
行
わ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
時
間
的
要
素
は
､
前
記
裁
判
例
に
照
ら
し
て
も
､
重
要
な
条
件
と
し
て
考
え
る
こ
と

(4

8
)

が
で

き

る

｡
す
な
わ
ち
､
不
正
行
為
が
M
c
C
atl
v
.
S
cott
事
件
判
決
で
は
約
二
年
間
､
In
re
A
b
b
o
tt
L
ab
o
ratories事
件
判
決
で
は
約

六
年
間
継
続
し
､
そ
の
不
正
行
為
を
示
す
徴
候
が
幾
度
と
な
-
取
締
役
会
に
も
た
ら
さ
れ
て
お
-
､
そ
れ
に
加
え
､
当
該
不
正
行
為
に
よ
っ

て
生
じ
た
会
社
の
損
失
額
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
点
か
ら
､
取
締
役
の
R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
が
肯
定
さ
れ
'
そ
れ
に
対
す
る
義
務
違
反
が

認
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
た
が

っ
て
､
ど
の
よ
う
な
徴
候
が

R
ed
F
lag
た
-
得
る
か
は
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
が
､

一
般
論
と

し
て
は
､
そ
の
徴
候
が
長
期
に
わ
た

っ
て
取
締
役
会
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
何
も
対
処
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
､

義
務
違
反
の
重
要
な
要
素
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

他
方
､
特
定
の
企
業
問
題
に
つ
い
て
の
新
聞
や
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
や
継
続
中
の
公
的
機
関
に
よ
る
調
査
が
取
締
役
会
の
注

(49
)

意
を
引
-
も
の
と
さ
れ
､
R
ed
F
tag
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ

る

｡
ま
た
､
重
要
な
産
業
や
広
範
囲
に
わ
た
る
政
府
に
つ
い
て
の
報
道
や

会
計
問
題
も
ま
た
R
e
d
F
la
g
と
し
て
考
え
ら
れ
得
る
｡

第
二
款

R
e
d
F
la
g
の
発
見
の
過
程

(情
報
伝
達
過
程
)

第
二
に
､
R
e
d
F
-a
g
を
発
見
す
る
過
程

(取
締
役
会

へ
の
情
報
伝
達
過
程
)
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
ど
の
よ
う
な
徴
候
が
R
e
d
F
-ag
た
り

得
る
か
と
い
う
点
で
も
述
べ
た
が
､
R
ed
F
-a
g
対
処
義
務
違
反
を
認
定
す
る
た
め
の

一
つ
の
要
素
と
し
て
､
そ
の
徴
候
が
取
締
役
会
に
も

た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
R
e
d
F
ta
g
対
処
義
務
を
負
う
と
し
て
も
､
そ
も
そ
も

R
e
d
F
la
g
が
取
締
役
会
に
も
た
ら
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
､
そ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
こ
で
､
重
要
な
こ
と
は
､
少
な
-
と
も
､
c
a
re
m
a
rk
事
件
判

決
や
S
ton
e
v
.
R
itte
r
事
件
判
決
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
法
令
遵
守
体
制
を
含
む
情
報
報
告
シ
ス
テ
ム
の
設
置
が
欠
か
せ
な
い
｡
そ
の
意
味
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(50
)

説

で
'
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
が
重
視
さ
れ
る
｡
取
締
役
が
当
該
義
務
を
全
-
満
た
し
て
い
な
い
場
合
に

は

､
法
令
遵
守
体
制
構

築
義
務
違
反
が
認
定
さ
れ
る
が
､
あ
る
程
度
の
体
制
を
構
築
し
て
い
る
場
合
に
は
､
R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
が
問
題
と
な
る
｡

請

で
は
､
取
締
役
が
無
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
R
e
d
F
la
g
は
ど
の
よ
う
な
形
で
取
締
役
会
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
｡
R
e
d
F
la
g
の
現

れ
方
に
は
様
々
存
在
す
る
｡
前
記
裁
判
例
を
分
析
す
る
と
､
大
き
-
分
け
て
l
三

の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

一
つ
は
､
従
業
員
ら

の
違
法
行
為
を
示
す
会
社
内
部
の
情
報
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
M

c
C
al
1
V
.
S
co
tt
事
件
判
決
で
は
､
監
査
委
員
会
か
ら
の
報
告
が
そ
れ
に
当

(51
)

た
る
と
い
え
よ
う
｡
ま
た
､
そ
れ
以
外
に
も
､
内
部
告
発
制
度
に
よ
る
情
報
取
得
も
挙
げ
ら
れ

る

｡
そ
う
す
る
と
､
内
部
告
発
に
よ

っ
て
得

(52
)

ら
れ
た
社
内
の
情
報
を
調
査
等
せ
ず
､
取
締
役
会

(監
査
委
員

会

)
が
放
置
し
た
場
合
に
は
､
R
e
d
F
-a
g
対
処
義
務
違
反
と
な
-
得
る
｡

他
方
､
も
う

1
つ
が
､
社
外
か
ら
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
｡
M
cC
a
it
v
I
S
cott事
件
判
決
で
は
'
第
三
者
か
ら
の
訴
訟
､
連

邦
当
局
に
よ
る
調
査
､
そ
し
て
N
e
w
Y

o

rk
T
im
esに
よ
る
報
道
が
､
そ
れ
で
あ
る
｡
ま
た
､

In
re
A
bb
o
tt
L
ab
o
r
a
to
r
i
es事
件
判
決

で
は
､
F
D
A
に
よ
る
数
度
の
調
査
と
警
告
文
書
､
w
a
lt
S
t
reetJ

ournal
に
よ
る
調
査

･
報
道
が
'
そ
れ
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
取
締
役
会

に
社
内
の
不
正
行
為
の
徴
候
は
､
単
に
社
内
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
-
､
社
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
そ
し
て
､
社

外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
不
正
行
為
の
徴
候
に
つ
い
て
も
放
置
し
続
け
れ
ば
､
義
務
違
反
の
可
能
性
が
高
ま
る
｡
こ
の
情
報
伝
達
過
程
は
､
法

令
遵
守
体
制
構
築
義
務
の
問
題
と
も
リ
ン
ク
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
R
e
d
F
-ag
対
処
義
務
を
履
行
す
る
に
は
､
そ
の
前
提
と
し
て
､
違
法
行

為
等
の
情
報
が
取
締
役
会
に
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

北法62(4･120)766

第
三
款

R
e
d
F
-a
g
の
是
正
方
法

で
は
､
取
締
役
会
が
R
e
d
F
la
g
に
直
面
し
た
場
合

(違
法
行
為
等
の
情
報
を
取
得
し
た
場
合
)
､
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
れ
ば
音
程

を
課
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せ
ち
れ
な
い
か
｡
こ
の
間
題
も
事
案
ご
と
に

1
様
で
は
な
い
が
､
少
な
-
と
も
､
何
も
行
動
し
な
い
と
い
う
判
断
は
取
締
役
の
不
誠
実
性
が

認
定
さ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､

In
re
A

bbott
L
ab
orator
i
es事
件
判
決
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
｡
取
締
役

(会
)
が
違
法
行
為
等
の
情
報

(53
)

の
真
偽
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
､
真
偽
調
査
後
､
社
内
外
の
弁
護
士
や
そ
の
他
の
専
門
家
を
交
え
､
取
締
役
会
に
て
善
後
策
を
検
討

し

'

必
要
が
あ
れ
ば
､
公
表
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
公
表
し
な
か
っ
た
と
き
に
､
当
該
違
法
行
為
等
の
情
報
が
表
面
化
し
た
こ
と

(54
)(55)

に
よ
っ
て
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
会
社
の
損
害
を
少
し
で
も
軽
減
し
ょ
う
と
す
る
策
を
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ

る

｡

そ
し
て
､
重
要
な
点

(56
)

は
､
取
締
役
会
の
対
処
ま
で
の
時
間
で
あ
る
｡
違
法
行
為
等
の
情
報
を
取
得
し
て
か
ら
'
速
や
か
な
対
応
が
要
求
さ
れ
る
｡

第
四
節

小
括

以
上
､
R
e
d
F
ta
g
対
処
義
務
に
つ
い
て
､
第

1
に
'
R
e
d
F
la
g
と
い
え
る
よ
う
な
違
法
行
為
等
の
徴
候
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の

か
､
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
､
そ
の
規
模
や
継
続
期
間
が
重
要
な
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
る
｡
第
二
に
､
ど
の
よ
う
な
形
で
取
締
役
ら
に

そ
の
R
e
d
F
tag
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
､
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
､
社
内
に
限
ら
ず
､
社
外
か
ら
の
報
道
や
規
制
当
局
に
よ
る
指
摘
も
重

視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か

っ
た
｡
第
三
に
､

R
ed
F
lag
に
対
処
す
る
際
も
､
何
ら
の
検
討
も
せ
ず
､
放
置
す
る
こ
と
は
不
誠
実

な
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
'
取
締
役
の
責
任
が
認
定
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
｡

前
章
ま
で
検
討
し
て
き
た
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
と
は
対
照
的
に
､
数
は
少
な
い
も
の
の
､
取
締
役
の
R
e
d
F
-a
g
対

処
義
務
違
反
に
係
る
責
任
が
積
極
的
に
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
｡
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
お
け
る
判
例
法
に
お
い
て
は
､
取
締
役
の

監
督
義
務
に
も
と
づ
く
責
任
に
つ
い
て
'
次
の
二
つ
の
場
合
に
責
任
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
取
締
役
が
い
か
な
る
情
報
報
告
シ

ス
テ
ム
や
統
制
を
全
-
構
築
し
な
か

っ
た
場
合
､
も
し
-
は
､
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
も
取
締
役
が
意
識
的
に
そ
の
運
用
を
監

北法62(4･121)767



説

祝
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
大
規
模
公
開
会
社
に
お
い
て
､

sarbanes･Ox
tey
法
や
証
券
法
､
証
券
取
引
所
法
等
に
従

っ

て
内
部
統
制
を
構
築
し
て
い
る
場
合
､
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
に
基
づ
-
責
任
は
､
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
い
え

論

転

γ

し
た
が
っ
て
､
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
係
る
C
are
m
a
rk
事
件
判
決
の
基
準
に
基
づ
い
て
､
株
主
に
よ
る
取
締
役
の

責
任
追
及
は
難
し
い
と
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
一
方
で
'
取
締
役
の
R
e
d
F
-a
g
対
処
義
務
に
基
づ
-
責
任
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
取
締
役
の
規
律
付
け
を
企
図
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
同
じ
取
締
役
の
監
督
義
務
が
問
題
と
な
る
事
案
で
あ

っ
て
も
､
法
令
遵
守

体
制
構
築
義
務
よ
-
も
受
動
的
な
側
面
で
あ
る
R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
が
問
題
と
な
る
事
案
の
方
が
､
責
任
が
認
定
さ
れ
や
す
い
傾
向
が
あ

(58
)

る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き

る
｡

北法62(4･122)768

第

六

章

日
本
法

へ
の
示
唆
と
検
討

第

二
即

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
議
論
の
総
括

第

1
款

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務

取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
は
C
arem
a

rk
事
件
判
決
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
て
以
来
､
現
在
に
至
る
ま
で
､
当
該
義
務
の
信
認

義
務
上
の
位
置
づ
け
の
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
も
そ
の
存
在
は
肯
定
さ
れ
て
き
た
｡
c
arem
a
rk
事
件
判
決
で
は
義

務
を
肯
定
し
た
上
で
､
当
該
義
務
違
反
と
な
る
の
は

｢継
続
的
又
は
組
織
的
な
誠
実
性
の
欠
如
と
さ
れ
る
よ
う
な
監
督
の
憐
怠
の
場
合
｣
で

あ
る
と
さ
れ
た
｡
し
か
し
､
そ
の
後
の
裁
判
例
で
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
に
基
づ
-
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
案
は
､
日
本
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と
同
様
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
｡
そ
こ
で
､
以
下
で
は
､
前
章
ま
で
で
検
討
し
た
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
議
論
か
ら
､
そ
の
理
論
的
背
景
を

考
察
し
た
い
｡

(
一
)
誠
実
義
務

へ
と
位
置
づ
け
た
こ
と
に
よ
る
影
響

で
は
､
な
ぜ
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
に
基
づ
-
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
案
が
ほ
と
ん
ど
な
い

の
か
.
そ
の
第

一
の
理
由
と
し
て
'
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
が
誠
実
義
務
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

C
are
m
ark
事
件
判
決
で
は
､
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
と
な
る
審
査
基
準
が

｢誠
実
性
の
欠
如
｣
を
構
成
す
る
よ
う
な
継
続
的
ま

た
は
組
織
的
な
監
督
の
憐
意
の
場
合
と
さ
れ
た
た
め
､
誠
実
性
の
欠
如
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
｡
取
締
役
の
誠
実
性
は
､
既
に
論
じ
た

よ
ゝ
錘

,
様
々
な
形
で
議
論
さ
れ
て
き
た
.
そ
し
て
､

表

の
D
isney
事
件
判
決
に
よ

拳

､
｢
不
誠
実
｣
と
さ
れ
る
取
締
役
の
態
様
と

し
て
､
①
主
観
的
な
不
誠
実
､
②
相
当
な
注
意
の
欠
如
-

た
だ
し
､
重
過
失
が
あ

っ
た
こ
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
だ
け
で
は
不
誠
実
に
は
な

ら
な
い
､
③
敬
意
の
義
務
の
放
棄
､
意
図
的
な
責
任
の
無
視
と

一
応
定
立
さ
れ
た
｡
そ
し
て
､
取
締
役
の
監
督
義
務
違
反
が
あ
る
場
合
は
､

s
t

one
v
.
R
itt
er事
件
判
決
に
お
い
て
､
特
に
③
と
強
-
関
連
づ
け
ら
れ
た
｡
そ
の
た
め
､
s
t
onev
.
R
itter
事
件
判
決
で
は
､
取
締
役
の

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
の
は
､(
a

)

取
締
役
が
い
か
な
る
情
報
報
告
シ
ス
テ
ム
ま
た
は
統
制
を
全
-
構
築
し
な
か
っ

●
●
●
■

た
､
も
し
-
は

(b
)
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
ま
た
は
統
制
を
構
築
し
た
も
の
の
意
識
的
に
そ
の
運
用
を
監
視
ま
た
は
監
督
せ
ず
∵
そ
れ
に

よ
っ
て
､
取
締
役
の
注
意
を
必
要
と
す
る
リ
ス
ク
ま
た
は
問
題
が
取
締
役
ら
に
伝
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
と
さ
れ
'
こ
こ
に
は
､
G
u
ttm
an

(61
)

v
J

en出

sun
Huang事
件
判

決

に
お
け
る

Strine判
事
の
影
響
が
見
ら
れ
る
｡
そ
の
た
め
､
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
が

認
定
さ
れ
る
場
合
は
､
当
該
体
制
が
全
く
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
を
除
き
､
意
識
的
に
当
該
体
制
の
運
用
を
怠

っ
た
こ
と
が
主
張
立
証

さ
れ
i
J場
合
と
な
る
.
こ
の
よ
う
に
､取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
に
基
づ
-
音
程

が
認
定
さ
れ
に
-
い
1
つ
の
背
景
と
し
て
､

北法62(4･123)769



説

取
締
役
の
誠
実
性
と
リ
ン
ク
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
'
｢意
識
的
｣
､
｢意
図
的
｣
ま
た
は

｢故
意
｣
と
い
っ
た
取
締
役
の
主
観
的
要
件
の

(
62
)

証
明
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ

う

｡

請

(二
)
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係

次
に
'
よ
-
日
本
法
と
の
関
係
で
重
安
な
の
は
'
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
と
取
締
役
の
裁
量
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
c
arem
ark
事
件
判
決

で
は
､
前
述
し
た
審
査
基
準
に
加
え

｢会
社
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
情
報
報
告
シ
ス
テ
ム
の
詳
細
な
レ
ベ
ル
は
経
営
判
断
の
問
題
で
あ
る
｣

と
判
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
A
lt
en判
事
自
身
､
そ
の
点
に
つ
い
て
､
以
下
の
よ
う
に
こ
の
審
査
基
準
を
採
用
し
た
理
由
を

述
べ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢取
締
役
会
の
経
営
判
断
の
場
合
と
同
様
､
そ
の
こ
と
で
､
有
能
な
取
締
役
に
よ
る
誠
実
履
行
義
務
を
促
進
す

る
も
の
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
､
そ
の
一
方
で
､
そ
の
よ
う
な
有
能
な
人
物
に
よ
っ
て
取
締
役
会
の
職
務
を
果
た
し
う
る
こ
と
に
な
る
か

(63
)

ら
｣
で
あ

る

｡
で
は
､
こ
の
こ
と
か
ら
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
､
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
解

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
結
論
か
ら
言
え
ば
､
答
え
は
否
で
あ
る
｡
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
､
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
は

あ
-
ま
で
監
督
義
務
の
問
題
で
あ

っ
て
､
取
締
役
の
不
作
為
に
よ
る
任
務
願
意
の
類
型
と
し
て
ほ
ぼ

忘
貝
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
｡
伝
統
的

に
､
取
締
役
の
不
作
為
が
問
題
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
､
理
論
的
帰
結
と
し
て
､
経
営
判
断
原
則
の
適
用
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
た
め
､
取

締
役
の
不
作
為
類
型
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
も
同
様
に
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
し
か

し
､
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
､
な
ぜ
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
基
づ
-
責
任
が
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
れ
に

は
も
う

一
つ
の
理
論
的
背
景
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
､
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
経
営
判
断
原
則
は
適
用
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
が
､
経
営
判
断
原
則
を
支
え
る
理
論
的
根
拠
が
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
部
分
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
｡
確
か
に
'
日
本
に
お
い
て
､
リ
ス
ク
の
高
い
法
令
遵
守
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
-

不
祥
事
発
生
の
可
能
性
を
減
ら
さ
な
い
よ
う
な
体

北法62(4･124)770
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制
を
構
築
す
る
こ
と
Ⅰ

で
､
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
の
結
果
が
返

っ
て
来
る
と
い
う
図
式
が
成
立
し
な
い
た
め
､
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て

(64
)

経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
と
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
き

た

｡
し
か
し
な
が
ら
､
経
営
判
断
原
則
の
理
論
的
根
拠
は
そ
れ
に
限
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
｡
他
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
も
､
同
じ
-
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
｡

第

l
に
､
A
u
e
n
判
事
が
C
arem
ark
事
件
判
決
で
危
供
し
た
よ
う
に
､
過
度
に
取
締
役
に
責
任
を
課
す
と
､
経
営
者
は
よ
-
慎
重
に
な

っ

(65)

て
し
ま
い
､
結
果
と
し
て
有
能
な
人
間
が
取
締
役
と
し
て
職
務
を
行
お
う
と
し
た
が
ら
な
-
な
る
と
の
根
拠

は

､
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に

つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
よ
う
碇
思
わ
れ
る
｡
A
lte
n判
事
が
述
べ
た
審
査
基
準
よ
り
取
締
役
に
と

っ
て
厳
格
な
基
準
を
設
定
す
る
と
､
有
能

な
取
締
役
候
補
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
就
任
す
る
こ
と
が
跨
拷
わ
れ
て
し
ま
い
､
ひ
い
て
は
株
主
利
益
が
減
少
し
て
し
ま
う
た
め
､
そ
の
よ
う

な
事
態
を
防
ぎ
た
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

一
方
で
､
何
ら
か
の
経
営
判
断
の
場
合
､
リ
ス
ク
回
避
的
な
行
動
が

取
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
株
主
利
益
が
減
少
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
え
る
が
､
法
令
遵
守
体
制
の
場
合
､
会
社
の
法
令
違
反
を
防
止
す
る

た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
以
上
､
リ
ス
ク
回
避
的
な
行
動
と
は
関
係
な
い
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
批
判
も
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
取
締

役
が
自
ら
の
責
任
を
回
避
す
る
た
め
に
過
度
に
不
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
法
令
遵
守
体
制
を
構
築
す
る
と
な
れ
ば
､
そ
れ
自
体
か

ら
は
利
益
が
生
み
出
さ
れ
な
い
以
上
､
株
主
が
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
パ
イ
が
減
少
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
裁
判
所
が
高
度
な
水
準
の
体
制
を

要
求
す
る
こ
と
に
な
る
と
､
結
局
､
そ
の
よ
う
な
事
態
も
充
分
想
定
さ
れ
る
た
め
に
､
A
tle
n判
事
と
し
て
は
､
こ
の
よ
う
な
容
易
に
満
た

し
得
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
を
設
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡

(
66

)

第
二
に
､
裁
判
所
に
は
経
営
判
断
を
行
う
能
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら

れ

る

｡
す
な
わ
ち
､
裁
判
所
は
法
律
の
専
門
家
で
あ
-
､

(67
)

経
営
の
専
門
家
で
は
な
い
こ
と
か
ら
根
拠
付
け
ら
れ
て
き

た

｡
こ
の
根
拠
を
法
令
遵
守
体
制
と
の
関
係
で
検
討
す
る
と
､
法
令
遵
守
体
制
の

専
門
家
で
は
な
い
裁
判
所
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
の
相
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
､
と
い
う
疑
問
が
出
て
-
る
｡
そ
も
そ

も
合
理
的
な
法
令
遵
守
体
制

(内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
)
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
､
各
会
社
ご
と
に
異
な

っ
て
-
る
｡
そ
の
た
め
､

北法62(4･125)771
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問
題
と
な

っ
た
会
社
の
組
織
体
制
全
体
に
対
す
る
見
識
も
必
要
と
な
る
｡
そ
し
て
､
法
令
遵
守
体
制
を
含
む
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
レ
ベ
ル

(68
)

は
実
務
や
斬
究
に
よ

っ
て
､
逐
次
変
容
さ
れ
て
い
-
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ

ば

､
合
理
的
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
水
準
は
裁

論

判
所
に
と

っ
て
自
明
で
は
な
い
｡
結
局
､
ど
の
よ
う
な
法
令
遵
守
体
制
で
あ
れ
ば
､
社
内
に
お
け
る
違
法
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
た

(69)

の
か
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､
後
知
恵
の
リ
ス
ク
は
避
け
ら
れ
な
い
｡
既
に
発
生
し
て
い
る
違
法
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
は
結
果

か
ら
見
れ
ば
､
比
較
的
容
易
に
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
､
そ
の
よ
う
な
最
低
水
準
と
し
て
､

(70
)

会
計
不
正
の
文
脈
で
は
監
査
委
員
会
の
設
置
と
い
う
こ
と
を

1
つ
の
要
素
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る

｡

一
部
の
州
を

除
い
て
任
意
設
置
機
関
で
は
あ
る
が
､
監
査
委
員
会
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
等
の
上
場
規
則
上
､
設
置
が
要
請
さ
れ
､
上
場
会
社
で

あ
れ
ば
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る
体
制
を
最
低
限
の
体
制
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
､
そ
れ
以
外
の
違
法
行
為
に
つ
い
て
は

そ
の
他
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
部
署
の
設
置
や
当
該
担
当
役
員
の
選
任
､
従
業
員
教
育
に
よ

っ
て
､
そ
の
水
準
が
満
た
さ
れ
る
と

(71
)

考
え
ら
れ

る

｡

(72
)

第
三
に
､
経
営
者
は
企
業
特
殊
的
人
的
資
本
の
拠
出
者
で
あ
り
､
そ
の
投
資
を
分
散
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､

一
方
で
'
株
主
代
表
訴

訟
を
提
起
す
る
株
主
は
株
式
の
分
散
投
資
に
よ
っ
て
経
営
リ
ス
ク
か
ら
自
分
自
身
を
保
護
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
､
こ
の
よ
う
な
訴
訟
原

(73
)

告
に
よ
る
経
営
者
責
任
の
追
及
は
抑
制
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
考
え
が
あ

る

｡
こ
の
根
拠
は
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
に
基
づ

-
責
任
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
た
め
､
妥
当
し
よ
う
｡

第
四
に
､
経
営
の
失
敗
は
裁
判
所
が
判
断
す
る
の
で
は
な
く
市
場
に
よ

っ
て
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
て
､
裁
判
所
に
よ
る
介
入
は

少
な
い
方
が
望
ま
し
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
｡
つ
ま
り
､
不
適
切
な
経
営
判
断
を
行

っ
て
企
業
の
業
績
が
低
下
す
れ
ば
､
企
業
の
価
値
が

下
落
し
､
そ
の
企
業
の
経
営
者
は
買
収
者
に
よ

っ
て
取

っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､経
営
判
断
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
能
力
は
､

(74
)

裁
判
所
よ
-
も
株
式
市
場
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
発
想
に
由
来
す

る

｡
こ
の
発
想
の
背
景
に
は
､
裁
判
所
は
あ
る
事
案
に
つ
い
て

｢正

北法62(4･126)772
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し
く
｣
判
断
し
た
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
'裁
判
所
に
は
多
く
の
職
務
に
対
し
て
よ
り
多
-
の
報
酬
を
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
､

機
敏
な
市
場
の
評
価
に
よ
っ
て
報
酬
を
受
け
取
る
こ
と
は
な
い
が
'他
方
で
､経
営
者
は
競
争
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
｡
ま
た
､

裁
判
所
は
全
て
の
記
録
を
提
示
さ
れ
た
上
で
事
案
を
判
断
し
､
あ
ま
-
に
も
短
期
間
の
う
ち
に
不
完
全
な
情
報
の
下
で
行
動
す
る

(せ
ざ
る

を
得
な
い
)
経
営
者
を
非
難
す
る
こ
と
に
な
る
｡
市
場
に
よ
る
圧
力
が
か
か
ら
な
い
裁
判
所
に
よ
っ
て
経
営
者
を
審
査
す
る
よ
-
も
､
正
直

(75
)

な
判
断
を
そ
の
審
査
か
ら
保
護
し
た
方
が
よ

い

t
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
｡
こ
の
根
拠
と
法
令
遵
守
対
の
構
築
と
の
関
係
は
'
当
該
法
令
遵

守
体
制
の
内
容
が
相
当
で
あ
る
の
か
否
か
を
裁
判
所
が
判
断
す
る
の
で
は
な
-
'
株
式
市
場
に
よ
っ
て
判
断
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
｡

も
し
､
不
合
理
な
法
令
遵
守
体
制
を
構
築
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
､
当
該
企
業
価
値
の
減
少
が
見
込
ま
れ
､
結
局
､
経
営
者
は
買
収
者

に
よ
っ
て
取

っ
て
代
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
'
経
営
者
は
そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
､
相
当
な
法
令
遵
守
体
制
を
構
築

(76
)

す
る
こ
と
に
な
ろ

う

｡

こ
れ
ら
経
営
判
断
原
則
を
支
え
る
理
論
的
根
拠
と
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
､
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
に
つ

い
て
は
､
裁
判
所
に
よ
る
実
質
的
な
判
断
に
対
し
て

〓
定
の
制
限
を
か
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
も
充
分
に
あ
-
得
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
経
営
判
断
原
則
の
通
用
が
な
い
と
さ
れ
て
き
た
の
は
､

こ
の
よ
う
な
理
論
的
根
拠
が
当
て
は
ま
ら
な
い
か
ら
で
は
な
-
'
専
ら
取
締
役
の
不
作
為
類
型
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
と
い

う
側
面
が
強
い
｡
つ
ま
-
､取
締
役
の
監
督
義
務
が
問
題
と
な
る
事
案
で
'経
常
判
断
原
則
の
適
用
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
､
｢何
も
し
な
い
｣

と
い
う
不
作
為
が
問
題
と
さ
れ
､
経
営
判
断
原
則
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る

｢判
断
｣
が
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
取
締
役
の
監
督
義
務

が
問
題
と
さ
れ
る
事
例
に
は
､
そ
の
よ
う
な

｢判
断
｣
が
な
い
場
合
も
含
ま
れ
る
が
､
そ
の

一
方
で
､
｢取
締
役
会
が
あ
る
情
報
を
得
た
上
で
､

(77
)

Ⅹ
を
監
祝
し
､
Y
を
監
視
し
な
い
｣
と
の

｢判
断
｣
は
充
分
あ
り
得
る
｡
ま
た
'
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
も
､
ど
の
よ
う
な
体
制

(78)

を
構
築
す
る
の
か
と
い
う
の
は
充
分
､
経
営

｢判
断
｣
に
値
す
る
と
い
え
よ

う

｡
こ
の
こ
と
は
､
A
L
I
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

･
ガ
バ
ナ
ン
ス

北法62(4･127)773



説

原
理
に
お
い
て
も

｢
一
見

『不
作
為
』
の
状
況
で
あ
る
場
合
に
､
取
締
役
が
注
意
探
-
関
連
す
る
情
報
の
優
先
順
位
を
つ
け
､
そ
の
リ
ス
ク

を
評
価
し
､
特
定
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
遵
守
プ
ロ
グ
ラ
ム
､
ま
た
は
､
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
･
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
･
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
築
し
な
い

論

と
い
う
判
断
を
実
際
に
行

っ
た
と
す
る
｡
そ
の
場
合
に
は
､
取
締
役
が
誠
実
に
､
か
つ
､
利
害
関
係
な
く
行
動
し
た
と
さ
れ
れ
ば
､
経
営
判

(79
)

断
原
則
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
セ
ー
フ

･
ハ
ー
バ
ー
が
有
効
に
働

-

｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
も
現
れ
て
い
る
｡
加
え
て
'
法
令
遵
守

体
制
構
築
義
務
で
は
な
い
が
､R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
の
う
ち
､In
re
A
bb
ott
Laboratories事
件
判
決
に
お
い
て
､

事
前
の
提
訴
請
求
の
無
益
性
の
基
準
に
つ
い
て
､
取
締
役
の
監
督
義
務
が
問
題
と
な
る
類
型
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
R
a
les基
準
を
採
用
せ

ず
､
何
ら
か
の
経
営
判
断
が
あ

っ
た
場
合
に
用
い
ら
れ
る
A
ronson
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
､
監
督
義
務
の
問
題
と
経

営
判
断
の
問
題
と
の
境
界
の
不
明
瞭
性
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
｡
従
来
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
取
締
役
の
監
督
義
務
違
反
に
対
す
る
審

1T7,
i

査
基
準
に
つ
い
て
､
経
営
判
断
原
則
の
適
用
は
な
い
も
の

の

､
取
締
役
の
責
任
を
あ
る
程
度
限
定
し
て
き
た
こ
と
の
背
景
に
は
､
経
営
判
断

原
則
を
支
え
る
理
論
的
根
拠
が
妥
当
す
る
場
面
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡

北法62(4･128)774

(≡
)
小
括

以
上
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
､
c
a
re
m
a
rk
事
件
判
決
か
ら
S
t
onev
.

R
itte
r
事
件
判
決

へ
と
至
る
判
例
の
傾
向
を
検
討
す
る
と
､
ア
メ
リ

カ
法
に
お
い
て
､
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
は
､
形
式
的
な
義
務
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
､
実
際
に
義
務
違
反
と
な
る
よ
う
な

事
案
は
､
違
法
行
為
の
存
在
を
知

っ
て
い
た
よ
う
な
場
合
や
名
目
的
取
締
役
が
そ
の
職
務
を
果
た
し
て
い
な
い
よ
う
な
事
案
で
し
か
見
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
｡
確
か
に
､
s
a
rb
ane

s
･
O

x
ley
法
に
よ
る
内
部
統
制
条
項
に
つ
い
て
は
､
取
締
役
の
信
認
義
務
と
-
わ

(81
)

け
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た

が

､
誠
実
義
務
の
重
視
と
い
う
側
面
を

除
き
､
ほ
と
ん
ど
そ
の
影
響
は
見
ら
れ
ず
'
法
令
遵
守
体
制
の
水
準
が
連
邦
法
に
よ
っ
て
上
昇
し
た
と
い
う
事
実
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
｡
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逆
に
､
取
締
役
の
誠
実
性
に
着
目
し
た
結
果
､
｢故
意
｣
と
い
っ
た
取
締
役
の
主
観
を
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な

っ
た
と
い
う
こ

と
か
ら
す
れ
ば
'
責
任
は
認
め
ら
れ
に
く
く
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
｡
し
た
が
っ
て
'
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制

構
築
義
務
は
積
極
的
監
督
義
務
と
し
て
展
開
し
､
肯
定
さ
れ
て
き
た
も
の
の
､
判
例
の
変
遷
を
観
察
し
て
い
-
と
､
現
時
点
で
は
取
締
役
の

信
認
義
務
法
の
分
野
に
お
い
て
は
､
積
極
的
な
意
義
が
見
ら
れ
る
義
務
と
は
い
い
に
Y
い
と
考
え
ら
れ
る
.
こ
れ
は
や
は
-
､
c
arem
ark

事
件
判
決
に
お
け
る
A
E
e
n判
事
の
指
摘
通
り
､
義
務
違
反
と
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
ほ
ど
実
質
的
な
義
務
に
す
れ
ば
､
取
締
役
の
な
-
辛

が
減
少
す
る
結
果
､
ひ
い
て
は
株
主
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
危
悦
が
共
通
し
た
認
識
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
｡
こ

れ
は
､
ま
さ
し
-
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
経
営
判
断
原
則
の
背
景
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

第
二
款

RedF
ta
g
対
処
義
務

取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
積
極
的
な
意
義
が
見
ら
れ
な
い
1
万
で
､
取
締
役
の
責
任
を
認
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
監

督
義
務
が
R
e
d
F
-ag
対
処
義
務
で
あ
る
｡
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
案
は
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の

の
､
従
来
の
判
例
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
も
う

1
つ
の
監
督
義
務
で
あ
る
こ
の
義
務
は
､
取
締
役
の
責
任
を
認
め
る
た
め
の

一
つ
の
根
拠

と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
｡

R
e
d
F
-a
g
対
処
義
務
に
つ
い
て
も
､
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
と
同
様
､
現
在
で
は
､
誠
実
義
務
の
文
脈
で
捉
え
ら
れ
て
お
-
､
｢故
意
｣

等
の
取
締
役
の
主
観
の
立
証
が
要
求
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
､法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
と
異
な
-
､
明
確
に
取
締
役
の
｢故
意
｣
や
｢意

識
｣
が
立
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ

っ
て
も
､
当
該
事
件
の
具
体
的
事
実
か
ら
責
任
が
肯
定
さ
れ
や
す
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
｡
第
五
章
で

検
討
し
た
よ
う
に
､
著
名
な
二
つ
の
裁
判
例
で
あ
る
M
cC
al
l
v
.
Scott事
件
判
決
及
び

In
re
A

bb
o
tt
L
a
b

oratori
es事
件
判
決
は
､
い

北法62(4･129)775



説

ず
れ
も
会
社
内
で
発
生
し
た
違
法
行
為
等
に
つ
い
て
､
長
期
間
に
わ
た
-
取
締
役
ら
は
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
積
極
的

に
そ
れ
を
是
正
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
結
果
､
会
社
に
様
々
な
制
裁
が
科
さ
れ
る
な
ど
会
社
に
損
害
や
損
失
が
生
じ
た
と
し
て
､
株
主
か
ら

論

代
表
訴
訟
を
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
裁
判
例
で
は
､
取
締
役
ら
は
何
ら
か
の
違
法
行
為
等
の
徴
候
､
す
な
わ
ち

R
e
d
F
-a
g

を
認
識
し
っ
つ
､
積
極
的
に
そ
れ
を
是
正

･
対
処
し
ょ
う
と
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
､
取
締
役
の
誠
実
性
が
欠
如
す
る
こ
と
に
な
る
と
判
示

さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
､
そ
の
取
締
役
の
認
識
に
つ
い
て
も
､
直
接
取
締
役
の
主
観
を
立
証
す
る
の
で
は
な
-
､
長
期
に
わ
た
る
違
法
行
為
の

継
続
等
か
ら
､
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
と
認
定
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
時
間
的
な
要
素
｣
を
主
張
立
証
す
る
こ
と
で
､
不
誠
実
性
を

証
明
す
る
こ
と
を
事
実
上
認
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
な
お
､
誠
実
性
が
欠
如
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
､
取
締
役
の
責
任
免
除
規
定
を

援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
O
こ
れ
ら
の
裁
判
例
と
学
説
を
素
材
に
R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
に
つ
い
て
検
討
し
た
｡
よ
-
具
体
的
に
は
､
ど

の
よ
う
な
徴
候
が
R
e
d
F
la
g
と
な
-
得
る
の
か
'
そ
し
て
､
R
e
d
F
la
g
の
伝
達
過
程
､
そ
し
て
､
そ
の
是
正
方
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
を
検
討
し
た
｡

ま
ず
､

R
ed
F
-ag
と
な
り
得
る
徴
候
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
も
ち
ろ
ん
､
事
案
ご
と
'
会
社
ご
と
に
よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､

少
な
-
と
も
'

一
般
論
と
し
て
､
当
該
違
法
行
為
等
に
よ
っ
て
会
社
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
損
害
の
大
き
さ
と
､
そ
の
違
法
行
為
が
ど
の
程
度

の
期
間
継
続
し
て
い
た
の
か
､
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
要
素
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
当
然
､
違
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
会
社
の
損
害

額
が
大
き
-
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
､
取
締
役
ら
は
そ
れ
に
対
し
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
､
ま
た
､
違
法
行
為
が
長
期
に
わ
た

っ
て
継

続
し
て
い
れ
ば
､
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
R
e
d
F
-a
g
と
し
て
認
定
さ
れ
､
も
し
､
そ
れ
に
対
す
る
是
正
措
置
が
何
ら
行
わ
れ
て
い
な

け
れ
ば
､
裁
判
所
は
取
締
役
に
責
任
を
課
す
可
能
性
が
高
い
｡

次
に
､
そ
の
R
e
d
F
-a
g
が
取
締
役
会
に
も
た
ら
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
が
､
裁
判
例
の
傾
向
と
し
て
､
内
部
監
査
部
門
等
に
よ
る
社
内
調

査
や
内
部
告
発
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
当
局
に
よ
る
指
導
､
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
調
査

･
報
道
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
こ
の
点
は
､
法
令
遵
守
体
制

北法62(4･130)776
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の
構
築
に
つ
い
て
も
示
唆
が
あ
る
｡
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
､
前
述
し
た
よ
う
に
､
監
査
委
員
会
の
設
置
で
も

っ
て
情
報
報
告
シ
ス
テ
ム

の
構
築
が
あ

っ
た
と
み
る
傾
向
が
あ
る
が
､
そ
れ
だ
け
で
は
な
-
内
部
告
発
制
度
の
採
用
と
い
う
こ
と
も

l
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
-
得

る
こ
と
を
付
言
し
て
お
-
｡

第
三
に
､
そ
の
R
e
d
F
la
g
に
取
締
役
会
が
直
面
し
た
場
合
､
ど
の
よ
う
な
対
処
･是
正
義
務
を
負
う
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
も
､

事
案
ご
と
に

一
様
で
は
な
い
が
'
少
な
-
と
も
､
違
法
行
為

･
不
正
行
為
の
調
査
'
企
業
内
弁
護
士
や
そ
の
他
の
専
門
家
を
交
え

つ
つ
取
締

役
会
に
て
善
後
策
を
検
討
し
､
必
要
が
あ
れ
ば
公
表
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
場
合
も
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
る
可

能
性
は
否
定
さ
れ
ず
､
当
該
対
処
方
法
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
司
法
審
査
が
抑
制
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
｡
し
か
し
､
少

な
-
と
も
､
何
も
対
処
し
な
い
と
い
う

｢判
断
｣
は
､
In
re
A
b
b
o
tt
r
ab
oratories事
件
判
決
に
照
ら
せ
ば
､
不
誠
実
な
経
営
判
断
で
あ

る
と
し
て
認
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

以
上
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
と

R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
､
前
者
の
義

務
は
形
式
的
な
義
務
で
あ
る
か
の
よ
う
な
状
況
が
見
え
､
取
締
役
に
対
す
る
規
律
付
け
は
'
後
者
の
義
務
に
よ
っ
て
図
ら
れ
て
い
る
側
面
が

強
い
と
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
現
在
の
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
､
企
業
不
祥
事
の
発
生
に
伴
う
取
締
役
の
民
事
責
任
に
つ
い
て
は
､

R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
を
よ
-
重
視
し
た
解
決
策
を
用
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

第

二

節

日
本
法

へ
の
示
唆

第

1
款

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
と
取
締
役
の
責
任

北法62(4･131)777



説

本
稿
が
提
示
し
た
論
点
を
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
検
討
を
通
じ
て
'

〓
疋
の
結
論
を
導
-
こ
と
と
す
る
｡
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
検
討
を

そ
の
ま
ま
日
本
法
に
導
入
し
た
場
合
､
本
稿
が
提
示
し
た
論
点
1
こ
こ
で
は
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
関
す
る
も
の
に
限
定
す
る
1

に
対

論

す
る
回
答
は
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡

北法62(4･132)778

(
一
)
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
か

第

一
の
問
題
で
あ
る

｢法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
か
｣
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
､
日
米
に
つ
い
て
大
差
は
な
い
｡

少
な
く
と
も
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
C
arem
ark
事
件
判
決
に
よ
っ
て
取
締
役
の
情
報
報
告
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
の
肯
定
さ
れ
て
以
来
､

そ
の

一
つ
で
あ
る
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
は
肯
定
さ
れ
､
そ
れ
に
対
す
る
批
判
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
よ
う
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､

ほ
と
ん
ど
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

(二
)
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
の
責
任
主
体

本
稿
が
中
心
的
に
扱
う
､
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
､
そ
も
そ
も
法
令
遵
守
体
制
構
築

義
務
違
反
に
基
づ
く
責
任
を
負
う
主
体
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
｡
従
来
の
裁
判
例
で
は
､
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
に
基
づ
き
対
会

社
責
任

(四
二
三
条
)
､
対
第
三
者
責
任

(四
二
九
条
)
を
負
う
主
体
に
つ
い
て
若
干
の
違
い
が
見
ら
れ
た
｡
そ
こ
で
､
ア
メ
リ
カ
法
に
義

け
る
責
任
主
体
の
問
題
か
ら
日
本
法

へ
の
示
唆
を
得
る
こ
と
に
よ
-
､
理
論
的
統

1
を
図
る
こ
と
と
し
た
い
｡

ま
ず
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考

そゝ
ら
れ
て
い
る
の
か
｡
明
示
的
に
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
に
基

づ
-
責
任
主
体
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
は
見
ら
れ
な
い
が
､
こ
の
点
も

C
are
m
ark
事
件
判
決
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡

Care
m
ark
事
件
判
決
で
は
､
繰
-
返
し
に
な
る
が
､
取
締
役
の
情
報
報
告
シ
ス
テ
ム

(法
令
遵
守
体
制
)
の
構
築
義
務
が
明
示
さ
れ
た
事
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案
で
あ
る
が
､
同
判
決
で
は

｢継
続
的
又
は
組
織
的
な
取
締
役
会
の
監
督
の
憾
怠
｣
の
場
合
に
責
任
が
問
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ

と
は
､
c
are
m
ark
事
件
判
決
後
の
裁
判
例
で
も
同
様
の
判
示
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
こ
で
は
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
義
務

違
反
の
責
任
主
体
は
機
関
と
し
て
の
取
締
役
会
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
｡

で
は
､
学
説
上
､
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務

の
責
任
主
体
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
｡
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
､

(82
)

E
is
enber
gは
次
の
よ
う
に
説

-

｡
E
isen
b
erg
は
､内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
の
究
極
的
な
責
任
は

｢取
締
役
会
｣
に
あ
る
と
明
示
す
る
｡

そ
こ
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
と
述
べ
る
｡
す
な
わ
ち
､
第

一
に
､
取
締
役
会
と
経
営
者
と
の
間
の
情
報
の
非
対
称
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
問

題
､
第
二
に
､
経
営
者
の
機
会
主
義
的
行
動
を
挙
げ
る
｡

前
者
の
取
締
役
会
と
経
営
者
と
の
情
報
の
非
対
称
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
と
は
､
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
取
締
役
会
は
そ
の
経
営

機
能
と
監
督
機
能
の
両
方
を
果
た
す
た
め
に
は
情
報
を
信
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
'
経
営
者
は
取
締
役
会
よ
り
も
情
報
を
有
し

て
い
る
た
め
､
そ
こ
に
は
情
報
の
非
対
称
性
が
存
在
す
る
｡
そ
の
た
め
､
経
営
者
が
会
社
に
と

っ
て
最
善
の
利
益
と
な
る
と
信
じ
る
こ
と
を

取
締
役
会
が
な
し
､
経
営
者
は
自
身
の
地
位
の
維
持
､
昇
進
を
促
進
す
る
た
め
に
取
締
役
会
が
経
営
者
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
肯
定
的
に
見

よ
う
と
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
情
報
の
非
対
称
性
を
経
営
者
は
利
用
し
､
そ
の
情
報
の
非
対
称
性
を
利
用
し
て
､
自
ら
の
都
合
の
良

い
情
報
を
取
締
役
会
に
伝
達
す
る
お
そ
れ
が
存
在
す
る
｡
で
は
､
こ
の
情
報
の
非
対
称
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
の
か
｡

一
つ
は
､
情
報
提
供
者
を
疑
う
姿
勢
を
と
る
と
い
う
こ
と
､
も
う

l
つ
は
､
競
合
的
な
情
報
源
を
創
設
す
る
こ
と
で

あ
る
｡
情
報
提
供
者
を
疑
う
姿
勢
を
と
る
と
い
う
克
服
方
法
は
情
報
提
供
者
が
特
定
で
き
る
場
合
に
は
有
効
で
あ
る
が
､
会
社
組
織
の
場
合

に
は
そ
れ
は
当
て
は
ま
ら
な
い
｡
そ
の
た
め
'
後
者
に
よ
る
克
服
方
法
が
重
安
と
な
る
が
､
そ
の
競
合
的
な
情
報
取
得
装
置
と
し
て
の
内
部

統
制
シ
ス
テ
ム
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
｡

次
に
､
経
営
者
の
機
会
主
義
的
行
動
の
観
点
か
ら
の
根
拠
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
経
営
者
は
短
期
的
な
任
期
で
職

北法62(4･133)779
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務
を
行
い
､
も
し
経
営
者
が
そ
の
地
位
を
維
持
し
､
昇
進
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
短
期
的
な
利
益
を
追
求
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
-
｡

そ
の
た
め
'
た
と
え
､
会
社
の
ポ
リ
シ
ー

(長
期
的
利
益
の
追
求
､
そ
の
他
会
社
の
利
益
を
脅
か
さ
な
い
方
法
)
や
法
令
に
遠
反
す
る
よ
う

論

な
行
為
で
あ

っ
て
も
､
機
会
主
義
的
に
経
営
者
が
そ
の
利
益
を
追
求
す
る
可
能
性
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
防
止
策
と
し
て
内
部
統
制
シ
ス

テ
ム
が
存
在
す
る
､
と
｡
こ
の
二
点
か
ら
E
isenber
gは
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム

(法
令
遵
守
体
制
)
に
関
し
て
は
､
機
関
と
し
て
の
取
締
役

(83
)

会
が
究
極
的
な
責
任
を
負
う
主
体
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
す

る

｡

で
は
､
日
本
法
に
お
い
て
も
､
取
締
役
会
が
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
き
究
極
的
な
責
任
主
体
と
な
る
だ
ろ
う
か
｡
日
本
法
に
お
い
て
も
､

取
締
役
会
は
経
営
機
能
の
み
な
ら
ず
監
督
機
能
を
果
た
し
て
お
り
､
そ
の
意
味
で
は
ア
メ
リ
カ
法
上
の
取
締
役
会
と
類
似
す
る
｡
そ
う
で
あ

(,)i)

る
な
ら
ば
､
E
isenberg
が
述
べ
た
よ
う
な
根
拠
は
日
本
法
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡
ま
た
､
会
社
法
は
､
取
締
役
会
設

置
会
社

(委
員
会
設
置
会
社
も
含
む
)
に
お
い
て
､
法
令
遵
守
体
制
を
含
む
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
決
定
権
限
を
取
締
役
会
に
委
ね
､
当
該

シ
ス
テ
ム
の
決
定
権
を
代
表
取
締
役
等
個
々
の
取
締
役
に
委
ね
る
こ
と
を
禁
止
す
る

(三
六
三
条
四
項
六
号
､
四

二
ハ
条

一
項

言
写
ホ

･
同

(85
)

(86
)

二
項
二
二
項
)
｡
こ
の
点
､立
案
担
当
官
に
よ
る
解
説
に
よ
れ

ば

､取
締
役
会
で
決
定
す
べ
き
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
は
そ
の
要

綱

で
充
分
で
あ
-
､

(87
)

よ
り
詳
細
な
内
容
は
代
表
取
締
役
又
は
業
務
執
行
取
締
役
に
委
ね
て
も
構
わ
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い

る

｡
た
だ
､
前
述
し
た

E
isen
b
erg
に

よ
る
見
解
と
現
行
法
に
お
け
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
決
定
権
限
の
所
在
に
鑑
み
れ
ば
､
究
極
的
な
責
任
主
体
は
機
関
と
し
て
の
取
締
役
会

に
あ
る
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡

北法62(4･134)780

(≡
)
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係

次
に
､
｢法
令
遵
守
体
制
の
構
築
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係
｣
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
点
が
､
本
稿
が
も

っ
と
も
重
要
な
検
討
対

象
と
し
て
据
え
た
論
点
で
あ
る
｡
こ
の
論
点
に
つ
い
て
､
ま
ず

一
般
論
と
し
て
､
そ
の
ま
ま
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
議
論
を
そ
の
ま
ま
引
き



企業不祥事と取締役の民事責任 (5･完)

継
ぐ
と
す
る
と
､
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
判
例
法
理
で
は
､
そ
も
そ
も
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
は
取
締
役
の
監
督
義
務
の
積
極
的
側
面
に
過
ぎ

ず
'
取
締
役
の
監
督
義
務
が
問
題
と
な
る
局
面
､
す
な
わ
ち
､
取
締
役
の
不
作
為
が
問
題
と
な
る
場
面
に
お
い
て
は
､
基
本
的
に
経
営
判
断

原
則
の
適
用
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
､
否
定
的
に
解
さ
れ
る
｡
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
が
問
題
と
な

っ
た
事
案
で
明
示
的
に
経

営
判
断
原
則
を

｢適
用
｣
し
た
事
案
は
な
い
｡

ま
ず
､
最
初
の
論
点
と
し
て
'
法
令
遵
守
体
制
を
構
築
し
な
い
と
い
う
積
極
的
な

｢判
断
｣
は
経
営
判
断
原
則
に
よ
る
保
護
を
受
け
ら
れ

る
か
､
iJ
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
｡
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
､
c
arem
ark
事
件
判
決
､
G
u
ttm
an
v
.
Jen出
sun
H
u
an
g
事
件
判
決
､

Stone
v
.
R
it
t
e
r
事
件
判
決
に
お
い
て
は

｢情
報
報
告
シ
ス
テ
ム
を
全
-
構
築
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
｣
に
は
取
締
役
の
誠
実
性
が
欠
如
す

る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
以
上
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は

｢
不
誠
実
な
｣
経
営
判
断
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
｡
そ
し

て
､
不
誠
実
な
経
営
判
断
と
な
れ
ば
､
経
営
判
断
原
則
の
適
用
条
件
で
あ
る

｢誠
実
性
｣
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
､
適
用
要
件
を
欠
-
こ
と

に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
､
日
本
法
に
お
い
て
も
､
同
様
に
､
法
令
遵
守
体
制
を
構
築
し
な
い
と
い
う
経
営
判
断
は
､
裁
量
を
逸
脱
し
た
不
合

理
な
経
営
判
断
と
さ
れ
､
任
務
願
意
責
任
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
｡

次
に
'
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
法
令
遵
守
体
制
の
水
準
は
､
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
の
か
｡
日
本
法
に
お
い
て
は
､
最
低
限
の
法
令

遵
守
体
制
に
つ
い
て
は
裁
量
は
な
く
､
そ
れ
を
超
え
て
ど
こ
ま
で
充
実
さ
せ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
み
裁
量
が
働
-
と
指
摘
さ
れ
て
き

た
｡
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
､
C
O
S
O
に
よ
る
内
部
統
制
に
関
す
る
基
準
の
設
定
'
企
業
不
祥
事
の
続
発
､
s
arbanes･Ox
tey
法
の
制

定
が
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
責
任
が
発
生
す
る
法
令
遵
守
体
制
の
水
準
は
低
い
ま
ま
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
連
邦
立
法
等
に
よ
る
影

(88
)

響
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
と
い
え
よ
う
｡
そ
し
て
､
そ
の
水
準
は
､
よ
-
具
体
的
に
い
え
ば
､
会
計
不
正
の
文
脈
で
は
､

l
部
の

州

を
除
い

て
任
意
設
置
機
関
で
あ
る
取
締
役
会
の
監
査
委
員
会
の
設
置
が
最
低
限
の
水
準
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
取
締
役
会
の
監
査

(89
)

委
員
会
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
等
に
よ
る
上
場
規
則
に
よ
-
､
上
場
会
社
に
お
い
て
は
事
実
上
必
置
機
関
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る

北法62(4･135)781
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上
､
様
々
な
規
制
が
監
査
委
口月
会
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
る
と
､
そ
れ
ら
の
規
則
を
遵
守
し
て
い
る
限
-
'
上
場
会

(9

0
)

社
に
と

っ
て
は
､
c
a
re
m
ark
事
件
判
決
で
述
べ
ら
れ
た
水
準
を
容
易
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ

れ

る

｡
他
方
'
会
計
不
正
以
外

論

の
企
業
不
祥
事
の
場
合
に
は
､
s
t
onev
I
R
itte
r
事
件
判
決
の
よ
う
に
､
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
部
署
の
設
置
､
担
当
役
員
の
選
任
､

従
業
員
教
育
等
に
よ
-
､
そ
の
水
準
は
満
た
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
う
す
る
と
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
最
低
限
の
法
令
遵
守
体
制
は
､

監
査
委
員
会
の
設
置
ま
た
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
部
署
の
設
置
､
従
業
員
教
育
等
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ

る
｡
そ
し
て
､
少
な
-
と
も
'
当
該
体
制
に
つ
い
て
専
門
家
等
に
よ
っ
て
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
'
裁
判
所
が
当
該
体
制
の
内
容

か
ら
取
締
役
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
よ
う
｡

そ
こ
で
'
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
議
論
を
日
本
法
に
導
入
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
｡
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
議
論
は
､

当
然
､
ア
メ
リ
カ
法
が
有
し
て
い
る
背
景
事
情
に
沿

っ
た
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
､
日
本
法
に
そ
の
ま
ま
接
続
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
は
別
の
考
慮
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
｡

第

一
に
､
A

llen判
事
が
c
arem
ark
事
件
判
決
で
述
べ
た
よ
う
な
有
能
な
取
締
役
が
就
任
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
失
わ
れ
る
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
'
ア
メ
リ
カ
と
異
な
-
社
内
取
締
役
が
多
-
､
そ
の
取
締
役
の
多
-
は
従
業
員
出
身
で
あ
る
と
い
う
日
本
の
経
営
実
態
か
ら

(91
)

す
れ
ば
､
有
能
な
人
物
が
取
締
役
に
な
-
た
が
ら
な
い
と
い
う
指
摘
は
妥
当
し
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ

る

｡
し
か
し
､
他
人
の
違
法
行
為
に

(92
)

よ
っ
て
高
額
の
賠
償
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
､
い
-
ら
社
内
取
締
役
と
い
え
ど
も
､
そ
の
就
任
を
緯
距
う
可
能
性
が
あ
-
､

(93
)

充
分
そ
の
根
拠
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

第
二
に
､
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
に
つ
い
て
裁
判
所
が
審
査
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
､
以
下
の
よ
う
な
反
論
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
日
本
法
の
文
脈
で
は
金
融
商
品
取
引
法
適
用
の
会
社
に
つ
い
て
は
､
金
商
法
上
の
内
部
統
制
は
､
財
務
報
告
目
的
に
限

定
さ
れ
る
と
い
う
制
約
は
あ
る
も
の
の
､
内
容
が
比
較
的
明
確
で
あ
り
､
ま
た
､
各
種
の
基
準
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
発
達
し
て
い
る
場
合
が
多
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(94
)

-
､
こ
れ
ら
に
沿

っ
て
制
度
構
築
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
裁
判
所
は
審
査
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
､
と
の
反
論
で
あ
る
｡
し
か
し
な

が
ら
'
金
商
法
適
用
会
社
に
つ
い
て
は
問
題
が
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
､
金
商
法
は
あ
く
ま
で
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
を
対
象

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
財
務
報
告
と
は
関
係
L
に
-
い
違
法
行
為
､
例
え
ば
､
食
品
偽
装
等
に
よ
る
食
品
衛
生
法
違
反
や
景
品
表

示
法
違
反
と
い
っ
た
違
法
行
為
等
に
つ
い
て
は
対
象
と
し
に
-
い
｡
ま
た
､
そ
も
そ
も
会
社
法
し
か
適
用
さ
れ
な
い
会
社
に
つ
い
て
は
基
準

も
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
､
裁
判
所
は
問
題
と
な

っ
て
い
る
会
社
の
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
を
基
準
な
し
に
判
断
す
る
必
要

(95
)

性
に
迫
ら
れ

る

｡
確
か
に
､
前
述
し
た
よ
う
に
企
業
の
収
益
が
リ
ス
ク

‥
ア
ー
ク
の
裏
返
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
ど
の
程
度
の
リ
ス

ク
を
許
容
す
る
か
は
経
営
戦
略
の
問
題
で
は
あ
る
が
､
冒
険
的
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム

(法
令
遵
守
体
制
)
の
構
築
を
奨
励
す
る
必
要
は
な

い
と
の
指
摘
は

1
般
論
と
し
て
は
首
肯
し
う
る
が
､
実
際
に
､
法
令
遵
守
体
制
を
構
築
す
る
と
い
う
経
営
判
断
を
す
る
に
あ
た

っ
て
､
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス

･
リ
ス
ク
を
ど
の
程
度
許
容
す
る
か
も
経
営
戦
略
の
問
題
､
す
な
わ
ち
､
社
内
に
お
い
て
違
法
行
為
発
生
コ
ス
-
を
防
止
す

る
利
益
と
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
コ
ス
ト
を
比
較
す
る
と
い
う
経
営
戦
略
す
ら
認
め
ら
れ
な
い
の
か
､
と
い
う
反
論
も
あ
-
得
る
｡
法
令
遵

守
体
制
を
構
築
し
な
い
と
い
う
場
合
に
は
経
営
判
断
原
則
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い

(
-
取
締
役
会
に
そ
の
よ
う
な
判
断
す
る
裁
量
が
与
え

ら
れ
て
い
な
い
)
と
し
て
も
'
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
こ
そ
経
営
戦
略
の
問
題
で
あ

っ
て
､
裁
判
所
に
よ
る
審
査
に
な

じ
み
に
-
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
'
法
令
遵
守
体
制
の
設
計
や
監
督
と
い
う
の
は
'
基
本
的
な
企
業
の
構
造
や
運
営
に
影
響
を
与
え
る

中
央
集
権
的
な
監
督
と
分
散
化
さ
れ
た
行
為
と
の
兼
ね
合
い

(t
rade･oHs)
と
な
る
以
上
'
裁
判
所
は
実
質
的
な
経
営
判
断
を
せ
ざ
る
得

(9

6
)

な
-
な
る
た
め
､
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
に
関
す
る
判
断
の
合
理
性
審
査
は
特
に
困
難
と
思
わ

れ

る

｡
ま
た
､
社
内
組
織
自
体
に
つ
い
て
､

ど
の
よ
う
な
組
織
体
系
を
構
築
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
'
ま
さ
に
経
営
判
断
､
経
営
戦
略
の
問
題
で
あ

っ
て
､
そ
れ
に
対
し
て
､
裁
判
所

が
法
令
遵
守
体
制
を
含
め
た
組
織
体
系
が
合
理
的
で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
こ
と
は
'
組
織
論
や
経
営
論
に
つ
い

(97
)

て
裁
判
所
が

〓
妃
の
見
解
を
経
営
者
に
押
し
っ
け
る
可
能
性
も
挙

む

｡
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次
に
､
経
営
者
が
人
的
資
本
拠
出
者
で
あ
る
こ
と
､
そ
し
て
､
裁
判
所
に
よ
る
審
査
で
は
な
-
株
式
市
場
に
よ
る
審
査
の
妥
当
性
に
つ
い

て
は
'
月
米
に
お
い
て
､
差
異
は
見
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で

言

指

摘
す
べ
き
こ
と
は
'
株
式
市
場
に
よ
る
審
査
の
前

論

経
と
し
て
､
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
が
き
ち
ん
と
株
式
市
場
に
開
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
日
本
の
現
行
法
は
､
第

一
に
､
会

社
法
四
三
五
条
二
項
に
よ
り
事
纂
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
､
当
該
事
業
報
告
書
に
は
会
社
法
上
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム

(98
)

に
関
す
る
決
定

･
決
議
の
内
容
の
概
要
を
含
む
こ
と
と
な
っ
て
お
り

(会
社
法
施
行
規
則

二

八
条
二

号

)
､
当
該
会
社
の
株
主
に
は
事
業

報
告
書
が
提
供
さ
れ
る
｡
第
二
に
､
有
価
証
券
届
出
書

･
有
価
証
券
報
告
書
の
中
で

｢
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

･
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
情
報
｣
に

関
す
る
開
示
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
の

｢
コ
ー
ポ
レ
1
-

･
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
状
況
｣
と
し
て
､
｢提
出
会
社

(単
体
又
は
連
結
)
の
企

業
統
治
に
関
す
る
事
項
｣
の
記
載
が
求
め
ら
れ
､
そ
の
中
で
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備
の
状
況
､
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
整
備
の
状
況
が
記

載
事
項
と
し
て
例
示
さ
れ
て
い
る

(金
商
法
二
四
条

1
項
､
企
業
開
示
内
閣
府
令

l
五
条

一
項
イ
)
｡
第
三
に
'
金
商
法
上
､
財
務
報
告
に

係
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
内
部
統
制
報
告
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
そ
れ
を
通
じ
て
株
式
市
場
に
対
し

(99
)

て
そ
の
内
容
が
開
示
さ
れ
る

(金
商
法
二
四
条
の
四
の
四
第
一

項

)
｡
ま
た
他
に
も
'
東
京
証
券
取
引
所
の
適
時
開
示
規
則
に
よ
-
､
上
場

会
社
に

｢
コ
ー
ポ
レ
1
-
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書
｣
の
提
出
を
求
め
､
そ
の
中
で

｢内
部
統
別
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え

方
及
び
そ
の
整
備
状
況
｣
が
記
載
事
項
と
さ
れ
て
お
り
､
当
該
項
目
の
具
体
的
な
記
載
事
項
と
し
て
､
①
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の

基
本
的
な
考
え
方
､
②
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備
状
況
､
③
反
社
会
的
勢
力
排
除
に
向
け
た
基
本
的
考
え
方
'
反
社
会
的
勢
力
排
除
に
向

(1-0
)

け
た
整
備
状
況
の
記
載
が
求
め
ら
れ
､
金
融
商
品
取
引
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
お
い
て
公
衆
縦
覧
に
供
さ
れ
て
い

る

｡
以
上
の
よ
う
な
法

制
度
等
を
充
分
活
か
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
な
お
､
会
社
法
四
三
五
条
二
項
及
び
同
法
施
行
規
則

二

八
条
二
号
の
決
定

･
決
議
内
容
に

(刈
)

つ
い
て
は
､
実
務
上
､
何
を
ど
こ
ま
で
記
載
す
れ
ば
よ
い
か
が
問
題
に
な
る
と
の
指
摘
が
あ

-

､
ま
た
､
概
要
で
は
な
-
全
て
記
載
す
べ
き

こ
と
と
す
る
と
'
取
締
役
の
決
定
や
取
締
役
会
の
決
議
に
お
い
て
は
大
網
的
な
こ
と
の
み
を
定
め
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
き
､
他
方
､
コ
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(
ー昭
)

ス
ト
が
多
く
な
り
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
､
概
要
記
載
に
と
ど
め
た
と
の
趣
旨
も
あ
る

が

､
w
eb
開
示
に
よ
る
コ
ス
ト
削
減
を
併
用
し

(捕
)

つ
つ
､
法
令
遵
守
体
制

(内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
)
の
内
容
が
あ
る
程
度
明
確
に
な
る
よ
う
な
概
要
が
望
ま
れ

る

｡

以
上
､
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係
を
日
本
法
の
文
脈
に
お
い
て
も
検
討
し
て
き
た
が
､
日
本
法
に
お
い
て
も
､

(鵬
)

取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
'
広
範
な
裁
量
を
認
め
る
べ
き
で
あ

る

｡
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
が
問
題
と
な
る

場
合
､
合
理
的
な
法
令
遵
守
体
制
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
､
を
判
断
す
る
こ
と
が
裁
判
所
に
と

っ
て
難
し
い
上
に
､
違
法
行
為
を

〔岬
]

防
止
す
る
法
令
遵
守
体
制
を
後
知
恵
的
に
判
断
す
る
可
能
性
も
高

-

､
取
締
役
に
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
日
本

法
に
お
い
て
も
､
ア
メ
リ
カ
法
の
よ
う
な
議
論
を
接
続
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
｡

一
方
で
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
は
誠
実
義
務

(忠
実
義
務
)
へ
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
､
当
該
義
務
違
反
が
成
立
す
る
場
合
は
､
法
令
遵
守
体
制
を
全
-
構
築
し
な
か
っ
た
場
合
の
ほ
か
､
法
令
遵
守
体
制
を
構
築
し
た
も
の
の

｢意
識
的
に
｣
そ
の
運
用
を
監
視
ま
た
は
監
督
せ
ず
､社
内
の
問
題
等
が
取
締
役
ら
に
伝
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
た
｡
で
は
､

日
本
法
に
お
い
て
も
､
同
様
に

｢意
識
的
に
｣
そ
の
運
用
を
監
視
ま
た
は
監
督
し
な
か
っ
た
場
合
に
の
み
義
務
違
反
を
認
定
す
べ
き
か
が
問

題
と
な
る
｡
確
か
に
､
日
本
法
に
お
い
て
も
､
前
述
し
た
よ
う
に
､
経
常
判
断
原
則
の
理
論
的
根
拠
が
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
も

妥
当
し
､
謙
抑
的
な
司
法
審
査
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
｢意
識
的
な
｣
運
用
の
願
意
と
い
う
基
準
は
､
誠
実
義
務

･
誠
実

性
概
念
の
問
題
と
直
結
し
て
い
る
｡
そ
も
そ
も
取
締
役
の
誠
実
義
務
の
議
論
は
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
法
に
お
け
る
取
締
役
の
免
責
規
定
に
よ
る
保

護
を
い
か
に
排
除
す
る
の
か
と
い
う
議
論
と
リ
ン
ク
し
､
ま
た
'
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
も
取
締
役
の
誠
実
義
務
論
に
つ
い
て

〓
定
の
理
論

的

一
致
を
見
て
い
な
い
こ
と
､
そ
し
て
､
取
締
役
の
義
務
に
つ
い
て
､
日
本
法
で
は
法
令
上
'
善
管
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
以
外
に
誠
実
義

務
を
認
め
る
余
地
に
乏
し
い
こ
と
か
ら
､
積
極
的
に
誠
実
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

し
た
が
っ
て
､
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
に
対
す
る
司
法
審
査
の
謙
抑
性
に
つ
い
て
は
日
本
法
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
考
え
る
が
､
他
方
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で
､
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
の
認
定
に
つ
い
て
､
取
締
役
の
主
観
に
の
み
依
存
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
｡

論

(四
)
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
に
対
す
る
司
法
審
査
の
あ
り
方

し
か
し
､
こ
こ
で
留
保
を
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
確
か
に
､
日
本
に
お
い
て
も
経
営
判
断
原
則
を
支
え
る
理
論
的
根
拠
が
妥
曳

す
る
と
は
い
っ
て
も
､
従
来
か
ら
､
日
本
法
に
お
い
て
は
､
経
営
判
断
原
則
を
適
用
し
て
い
て
も
､
実
質
的
な
経
営
判
断
内
容
の
審
査
を
行

っ

{柵
｣

て
き
た
と
さ
れ

る

｡
ま
た
､
過
度
に
融
和
的
な
日
本
の
取
締
役
会
の
現
実
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
'
裁
判
所
が

〓
定
の
役
割
を
果
た
し
う
る

l7I=
)I

可
能
性
が
あ
る
か
ら
､
そ
の
点
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
合
理
性
を
認
め
る

見

解

も
あ
る
｡
そ
う
す
る
と
､
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
に
つ
い
て

裁
判
所
が
積
極
的
に
合
理
性
審
査
を
行
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
ま
た
､
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
広

範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
､
裁
判
所
は
当
該
体
制
の
内
容
審
査
を
全
く
し
な
い
と
な

っ
て
は
､
取
締
役
は
形
式
的
な
法
令
遵
守

体
制
の
み
構
築
す
る
可
能
性
が
あ
る
｡

こ
の
点
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
､
繰
-
返
し
に
な
る
が
'
取
締
役
の
主
観

(｢故
意
｣
の
認

定
)
で
も

っ
て
､責
任
を
認
定
し
て
い
る
が
､

こ
れ
は
誠
実
性
概
念
と
リ
ン
ク
℃

て
い
る
の
で
あ

っ
て
､
日
本
法
に
お
い
て
も
同
様
に
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

で
は
､
日
本
法
に
お
い
て
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
に
対
す
る
司
法
審
査
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
｡
従
来
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
､
法
令
遵
守

(1-8
)

体
制
が
全
-
構
築
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
案
と

か

､
具
体
的
な
体
制
の
主
張
立
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
事
案
を
除
-
と
'
次
の
よ
う
に
指
摘

(1-9
)

で
き

る

｡

ま
ず
大
和
銀
行

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
事
件
判
決
で
は
､
取
締
役
の
任
務
願
意
を
認
定
す
る
に
あ
た

っ｡て
､
｢損
害
を
発
生
さ
せ
る
不
正
行

為
を
未
然
に
防
止
す
る
体
制
｣
を
先
に
想
定
し
た
上
で
､
大
和
銀
行
に
お
け
る
体
制
と
を
比
較
し
た
結
果
､
そ
の
体
制
が
存
在
し
て
い
な
い

(1-0
)

こ
と
を
も

っ
て
任
務
願
意
を
認
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
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他
方
､
ダ
ス
キ
ン
株
主
代
表
訴
訟
判
決
で
は
'
原
告
が
主
張
す
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム

(法
令
遵
守
体
制
)
と
実
際
に
ダ
ス
キ
ン
社
内
に

お
い
て
整
備
さ
れ
て
い
た
体
制
と
を
比
較
検
討
し
､
実
際
の
社
内
体
制
の
水
準
が
､
取
締
役
の
裁
量
の
範
囲
内
に
あ

っ
た
か
否
か
に
よ

っ
て

判
断
し
､
結
果
的
に
､
原
告
が
主
張
す
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
で
あ
れ
ば
問
題
を
防
止
し
得
た
か
も
し
れ
な
い
が
､
実
際
の
社
内
体
制
の
内

(;
)

(;
)(;
)

容
が
裁
量
の
範
囲
内
で
あ
る
と
認
定
し
て
い

る

｡
そ
し
て
'
ヤ
ク
ル
ト
株
主
代
表
訴
訟
判
決
で
も
同
様
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て

い

る

｡

し
た
が
っ
て
､
大
和
銀
行

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
事
件
判
決
に
お
け
る
認
定
手
法
は
､
特
定
の
体
制
を
想
定
し
た
上
で
､
そ
れ
が
存
在
し
て

い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
任
務
願
意
の
有
無
を
判
断
す
る
が
'
他
方
で
､
ダ
ス
キ
ン
株
主
代
表
訴
訟
判
決
等
に
お
け
る
認
定
手
法
は
､
実
際
に

構
築
さ
れ
て
い
た
体
制
と
原
告
が
主
張
す
る
体
制
と
の
乗
確
が
取
締
役
の
裁
量
の
範
関
内
に
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
､
任
務
願
意
の
有
無
を

判
断
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
少
な
く
と
も
､
前
者
に
よ
る
認
定
手
法
は
後
知
恵
に
よ
る
責
任
認
定
の
可
能
性
が
高
く
､
取
締
役
に
対
す

る
萎
縮
効
果
が
生
じ
や
す
い
と
思
わ
れ
る
｡
も
し
､
後
知
恵
に
よ
る
責
任
認
定
を
回
避
す
る
に
は
'
損
害
発
生
の
予
見
可
能
性
お
よ
び
結
果

回
避
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
､
ピ
ン

･
ポ
イ
ン
ト
に
当
該
損
害
発
生
を
防
止
し
う
る
体
制
を
､
法
令
遵
守
体
制
を

構
築
す
る
段
階
で
予
測
し
､
当
該
不
正
行
為
等
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
例
え
ば
､
以
前
か
ら
同
様
の
不

(I;)

正
行
為
が
発
生
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
あ
れ
ば
格
別
､
そ
の
立
証
お
よ
び
認
定
は
極
め
て
困
難
で
あ

る

｡
そ
し
て
､
後
者
に
よ

(1-5
)

る
認
定
手
法
の
場
合
に
は
､
何
ら
か
の
基
準
が
な
け
れ
ば
､
取
締
役
の
裁
量
の
範
囲
内
で
あ
る
か
否

か

の
裁
判
所
に
よ
る
審
査
は
困
難
と

(116)

な

る

｡
で
は
､
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
認
定
手
法
を
採
用
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡
本
稿
で
は
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
R
e
d
F
-a
g
対
処
義

務
に
お
け
る
議
論
を
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
お
け
る
議
論
の
参
考
と
す
べ
き
､
と
の
提
案
を
し
た
い
｡

す
な
わ
ち
､
日
本
法
に
お
い
て
は
､
法
令
遵
守
体
制
の
整
備

･
連
用
に
つ
い
て
何
ら
か
の
欠
陥
が
あ

っ
た
と
の
報
告
が
取
締
役
会
に
も
た

ら
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
れ
に
つ
い
て
是
正
措
置
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
の
根
拠
を
兄
い

北法62(4･141)787



説

だ
す
べ
き
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
の
観
点
を
法
令
遵
守
体
制
の
構
築

･
運
用
の
場
面
に
も
導
入

し
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
前
提
と
し
て
､
法
令
遵
守
体
制
は
い
っ
た
ん
構
築
し
た
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
､
定
期
的
な
体
制
の

論

監
査
と
報
告
が
行
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で

(如

(a
).

換
言
す
れ
ば
､
定
期
的
な
監
査
や
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
､
そ
れ
自
体
が
義
務
違
反
と
認
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､内
部
監
査
部
門
等
に
よ
る
定
期
的
な
体
制
に
対
す
る
監
査
が
行
わ
れ
､

疑
念
を
差
し
挟
む
べ
き
特
段
の
事
情
に
あ
た
る
よ
う
な
体
制
の
欠
陥
が
あ

っ
た
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
､
基
本
的
に
法
令

r7].)

遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
と
の
認
定
を
免
れ
る
と
考
え
る
｡
そ
し
て
､
法
令
遵
守
体
制
の
欠
陥
が
報
告
さ
れ
､
取
締
役
会
に
そ
の
情
報
が
も

た
ら
さ
れ
た
場
合
に
は
､
当
然
､
ど
の
よ
う
な
是
正
措
置
を
と
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
-
､
少
な
く
と
も
､
是
正
措
置
を
と
ら
な

か

っ
た
と
い
う
場
合
に
は
義
務
違
反
の
認
定
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡

北法62(4･142)788

第
二
款

不
正
行
為
対
処
義
務
と
取
締
役
の
責
任

以
上
の
よ
う
に
､
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
な
い
し
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
の
責
任
認
定
の
困
難
さ
や
そ
の
背
後
に
あ
る
思
想
と

い
う
点
か

ら
､
当
該
義
務
が
取
締
役
の
民
事
責
任
の
局
面
で
は
実
質
的
に
機
能
し
に
く
い
と
い
う
問
題
が
明
ら
か
に
な

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
当
該

義
務
が
機
能
し
に
-
い
か
ら
と
い
っ
て
､
取
締
役
が
企
業
不
祥
事
を
促
進
し
た
-
､
隠
ペ
い
し
た
-
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
明

｢5
)

白
で
あ

る

｡
そ
こ
で
､
そ
の
不
正
行
為
が
ど
の
よ
う
な
形
で
取
締
役
会
に
も
た
ら
さ
れ
､
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
処
を
行

っ
た
の
か
､

と
い
う
点
に
重
点
を
置
い
て
､
取
締
役
の
義
務
違
反
を
認
定
す
る
こ
と
が
重
安
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
､
そ
れ
ら
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
､
取
締
役
を
規
律
付
け
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
参
考
に
値
す
る
の
は
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る

R
e
d
F
la
g
s
対
処
義
務
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
日
本
法
に
お
い
て
も
､
こ
の
義
務
を
重
視
す
る
こ
と
で
､
取
締
役
に
対
し
て

〓
定
の
規
律
付
け
を
図

っ
て
い
る
事
案
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が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
ダ
ス
キ
ン
株
主
代
表
訴
訟
判
決
で
あ
る
｡

ダ
ス
キ
ン
株
主
代
表
訴
訟
判
決
は
､
前
述
し
た
よ
う
に
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
同
判
決
は
違

法
な
食
品
添
加
物
の
混
入
､
不
正
支
払
等
に
つ
い
て
の
情
報
が
取
締
役
会
に
も
た
ら
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
の
ま
ま
不
正
行
為
を
隠

ぺ
い
し
続
け
た
こ
と
に
対
し
て

｢被
告
ら
は
そ
の
た
め
の
方
策

〔信
頼
喪
失
の
損
害
を
最
小
限
度
に
止
め
る
方
策
-

筆
者
註
〕
を
取
締
役
会

で
明
示
的
に
議
論
す
る
こ
と
も
な
-
､
『自
ら
積
極
的
に
は
公
表
し
な
い
』
な
ど
と
い
う
あ
い
ま
い
で
､
成
-
行
き
任
せ
の
方
針
を
､
手
続

き
的
に
も
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
黙
示
的
に
事
実
上
承
認
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
到
底
､
『経
営
判
断
』
と
い
う
に
催
し
な
い
も
の
と
い

う
し
か
な
い
｡｣
と
判
示
し
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
は
R
e
d
F
lag
対
処
義
務
の
場
合
に
､
不
正
行
為
に
つ
い
て
何
ら
の
是
正
措
置
を

と
ら
な
い
と
い
う
判
断
は
経
営
判
断
原
則
の
通
用
を
受
け
な
い
と
い
う
ア
メ
リ
カ
法
の
議
論
と
は
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
が
､
少
な
-
と
も
､
日
本
法
に
お
け
る
議
論
で
も
ア
メ
リ
カ
法
の
R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
の
議
論
が
妥
当
す
る

一
つ
の
例
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
｡

ダ
ス
キ
ン
株
主
代
表
訴
訟
判
決
に
お
け
る

R
ed
F
-ag
は
､
販
売
中
の

｢大
肉
ま
ん
｣
に
T
B
H
Q
が
混
入
し
た
事
実
と
､
そ
れ
を
販
売
し

続
け
た
こ
と
､
ま
た
口
止
め
料
と
し
て
不
正
な
支
払
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
を
知

っ
た
被
告
代
表
取
締
役
社
長

以
下
､
取
締
役
会
の
構
成
員
で
あ
る
被
告
取
締
役
ら
は
そ
の
事
実
に
対
し
て

｢T
B
H
Q
混
入
の

『大
肉
ま
ん
』
に
よ
る
実
際
の
健
康
被
害

は
考
え
ら
れ
ず
､
商
品
回
収
や
官
庁
届
出
も
今
と
な
っ
て
は
不
可
能
で
あ
り
､
他
方
､
公
表
す
れ
ば
消
費
者
か
ら
の
非
難
は
免
れ
ず
､
食
品

販
売
事
業
を
営
む
企
業
と
し
て
の
信
頼
を
損
ね
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
､
最
高
経
営
顧
問
の
意
見
も
参
考
に
し
た
上
で
､
経

営
判
断
と
し
て
､
自
ら
積
極
的
に
は
公
表
し
な
い
と
の
方
針
を
決
定
し
た
｣
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
決
定
に
際
し
て

｢
〔訴
外
A
-
筆

者
註
〕
か
ら
マ
ス
コ
ミ
へ
の
情
報
が
提
供
さ
れ
た
場
合
に
ダ
ス
キ
ン
が
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
打
撃
の
重
大
さ
や
､
そ
れ
へ
の
積
極
的
な
対

応
策
の
可
能
性
の
検
討
を
併
せ
て
行

っ
て
お
-
必
要
が
あ

っ
た
の
に
､

一
審
被
告
ら
は
､
そ
の
必
要
性
を
軽
視
し
た
ま
ま

『自
ら
積
極
的
に

北法62(4･143)789



(
1-1
)

説

は
公
表
し
な
い
』
と
い
う
あ
い
ま
い
な
決
定
で
､
事
態
を
成
り
行
き
に
任
せ
る
こ
と
に
し
た
｣
の
で
あ

る

｡
も
ち
ろ
ん
､
い
か
な
る
是
正
措

(1-2)

置
を
と
る
べ
き
か
は
経
営
判
断
の
問
題
で
あ

っ
て
､
具
体
的
に
何
を
す
べ
き
だ

っ
た

の
か
､
と
い
う
こ
と
は

1
概
に
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き

論

な
い
が
､
少
な
く
と
も
､
｢公
表
し
た
後
に
予
想
さ
れ
る
社
会
的
な
非
難
の
大
き
さ
に
か
ん
が
み
､
隠
せ
る
限
り
は
隠
そ
う
と

い
う
こ
と
に

し
た
も
の
で
､
現
に
予
想
さ
れ
た
マ
ス
コ
ミ
等

へ
の
漏
洩
や
､
そ
の
場
合
に
受
け
る
で
あ
ろ
う
よ
り
重
大
で
致
命
的
な
損
害
の
可
能
性
や
､

(旧
)

そ
れ
を
回
避
し
最
小
限
度
に
止
め
る
方
策
等
に
つ
い
て
｣
き
ち
ん
と
検
討
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る

｡
こ
の
点
､
ア
メ

リ
カ
法
に
お
い
て
は
､
時
間
的
要
素
も
重
視
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
取
締
役
の
任
務
願
意
の
認
定
に
お
い
て
､
ど
れ
-
ら
い
の
期
間
､

不
祥
事
に
係
る
情
報
が
取
締
役
会
に
も
た
ら
さ
れ
'
ど
の
程
度
長
期
に
わ
た

っ
て
当
該
情
報
を
放
置
し
て
い
た
か
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
｡

(以
)

日
本
法
に
お
い
て
も
､
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う

｡

確
か
に
､
事
前
の
違
法
行
為

･
不
正
行
為
防
止
に
関
す
る
体
制
も
重
要
で
あ
ろ
う
が
､
企
業
が
巨
大
組
織
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
､
そ
こ
で

働
-
従
業
員
や
取
締
役
ら
に
よ
る
違
法
行
為
等
を
完
全
に
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
違
法
行
為
等
が
発
覚
し
た
場
合
に

(1-5
)

は
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
よ
-
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る

｡

北法62(4･144)790

第
三
節

積
み
残
さ
れ
た
課
題

本
稿
で
は
､
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
つ
い
て
検
討
を
行

っ
て
き
た
｡
同
時
に
取
締
役
の
R
e
d
F
-a
g
s
是
正
義
務
に
つ
い
て

も
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
議
論
を
参
照
し
て
検
討
を
行

っ
て
き
た
｡

本
稿
の
結
論
は
､
第

一
に
､
取
締
役
が
構
築
す
べ
き
法
令
遵
守
体
制
の
水
準
は
､
ア
メ
リ
カ
法
の
場
合
､
か
な
-
低
-
､
取
締
役
が
そ
の

職
務
を
放
棄
し
て
い
る
よ
う
な
場
合

(た
と
え
ば
'
取
締
役
会
を
二
度
も
開
催
し
な
い
と
か
の
場
合
な
ど
)
に
限
り
､
責
任
が
認
め
ら
れ
､
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機
能
し
て
い
る
監
査
委
員
会
を
設
置
し
て
い
た
場
合

(会
計
不
正
の
類
型
)
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
部
署
や
役
員
等
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
を
も

っ
て
義
務
違
反
に
問
わ
れ
な
㌢

｣
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
｡
そ
し
て
､
法
令
遵
守
体
制
の
水
準
と
経
営
判
断
の
問
題
に
つ
い

て
は
､
そ
れ
は
､′
経
営
判
断
原
則
が
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
通
用
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
､
経
営
判
断
原
則
を
支
え
る

理
論
的
根
拠
と
類
似
の
場
面
で
'
取
締
役
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡
た
だ
し
､
法
令
遵

守
体
制
を
構
築
し
な
い
と
い
う
経
営
判
断
に
つ
い
て
は
誠
実
性
が
欠
如
す
る
判
断
と
し
て
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
責
任
が
肯
定
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
｡
ま
た
､
日
本
法
に
お
い
て
は
､
経
営
判
断
原
則
を
支
え
る
根
拠
の
安
当
性
か
ら
､
当
該
義
務
は
取
締
役

(捕
)

の
民
事
責
任
の
局
面
に
お
い
て
は
､
実
質
的
に
機
能
し
に
く
い
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た

｡
他
方
､
ア
メ
リ
カ
法
及
び
日

本
法
い
ず
れ
に
お
い
て
も
､

R
ed
F
tag
が
企
業
内
に
発
見
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
､
取
締
役
会
は
憤
重
な
検
討
を
行

っ
た
上
､
積
極
的

な
行
動
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
'
こ
の
よ
う
な
義
務
が
､
取
締
役
の
民
事
責
任
に
よ
る
規
律
付
け
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
｡

し
か
し
な
が
ら
､
本
稿
に
お
い
て
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
｡

第

l
に
'確
か
に
､取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
は
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
か
ら
実
質
的
に
機
能
し
に
-
い
義
務
で
あ
る
と
論
じ
た
が
､

法
令
遵
守
体
制
自
体
は
企
業
に
と

っ
て
今
や
欠
か
せ
な
い
も
の
と
言
え
る
｡
前
述
し
た
よ
う
に
､
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
が
認
め
ら

れ
な
に
-
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､
取
締
役
に
対
す
る
当
該
体
制
の
構
築
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な
-
な
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い

う
疑
問
が
出
て
-
る
だ
ろ
う
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
い
か
な
る
制
度
で
も

っ
て
規
律
付
け
を
図
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検

(潤)
(1-8
)

討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
考
え

る

｡

第
二
に
､
本
稿
で
は
主
と
し
て
取
締
役
の
民
事
責
任
を
中
心
に
考
察
し
た
が
､
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
や

R
ed
F
lag
対
処
義
務
に
関

し
て
､
監
査
委
員
会
が
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
法
の
検
討
の
中
で
明
ら
か
に
な

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
本
稿
で
は
'
具
体

的
に
日
本
法
の
文
脈
に
お
い
て
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
や

R
ed
F
-ag
対
処
義
務
に
関
し
て
､
監
査
役
や
監
査
委
員
会
が
ど
の
よ
う
な
役

北法62(4･145)791



説

割
を
果
た
す
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
｡

(
I;
)

第
三
に
､
本
稿
で
は

｢法
令
遵
守
体
制
｣
に
限
定
し
て
取
締
役

の
責
任
論
に
つ
い
て
考
察
し
た
｡
し
か
し
､
現
在

で
は
'
序
章
で
述
べ
た

論

よ
う
に
､
よ
り
広
-

｢内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
=

投
の
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
｡
し
か
し
､
近
時

の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
裁

判
例
に
お
い
て
は
､
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
リ
ス
ク
管
理
体
制
に
つ
い
て
は
監
督
義
務

の
問
題
で
は
な
く
､
取
締
役

の
経
営
判
断

の
問

題
と
し
て
位
置
づ
け
､
経
営
判
断
原
則
を
適
用
し
て
い
る
｡
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム

1
敗
の
問
題
と
し
て
､
ど
こ
ま
で
同
じ
よ
う
に
考
察
で
き

(捕

)

る
か
'
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
今
後

の
検
討
課
題
で

あ

る
｡

北法62(4･146)792

(1
)
日
本
に
お
け
る
こ
の
義
務
の
紹
介
と
し
て
'
山
田
純
子

｢取
締
役
の
監
視
義
務
｣
森
本
滋
=

川
渡
昇
=

前
田
雅
弘

『企
業
の
健
全
性
確
保
と

取
締
役
の
責
任
』
(有
斐
閣
､

1
九
九
七
年
)
二
三
〇
頁
～
二
三

l
頁
.

(2
)
メ
ル
ビ
ン
･
A
･ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
/
松
尾
健

l
(釈
)
｢
ア
メ
リ
カ
会
社
法
に
お
け
る
注
意
義
務
｣
同
志
社
大
学
日
本
会
社
法
制
研
究
セ
ン
タ
ー

編

『日
本
会
社
法
制

へ
の
提
言
』
(商
事
法
務
､
二
〇
〇
八
年
)
[初
出

‥
商
事
法
務

1
七

二

言
号

(二
〇
〇
四
年
)]

1
九

1
頁
｡
実
務
上
に

お
い
て
も
､
会
社
は
､
何
ら
か
の
問
題
が
発
生
し
た
と
信
じ
た
場
合
に
は
､
社
内
で
正
確
に
何
が
発
生
し
た
の
か
､
そ
し
て
､
な
ぜ
発
生
し
た

の
か
を
調
査
す
べ
き
で
あ
-
､
会
社
の
誠
実
性

(integ
rity
)
を
確
立
し
､
民
事
責
任
や
刑
事
責
任
を
限
定
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
い
る
.
R
ob
ert
S
.
B
ennett
et
at.,Zn
tern
a
l
Znvestig
a
tion
s
a
n
d
th
e
D
efen
ce
of
Co
rp
o
ra
tio
ns
in
the
Sa
rba
n
es･O
xley

E
ra
,
62
B
u
s
.
L
a
w
.
5
5
(2
0
0
6
),
at
60
.

(3
)
)8
8
A
.2d
L
25
(D
e
t.19
6
3
).

(4
)
T
h
om
a
s
R
ive
r

s
.
H
o
uJ
to
B
e
G
oodJ
T
h

e
E
m
p
h
asz'S
o
n
C
o
rp
o
ra
te
D
irecto
r
k
G
o
o
d
F
a
ith
in
th
e
P
ost･E
n
ro
n
E
ra
,
5
8
V
an
d
,

L
.
R
ev
.
6
3
1
(2
0
05
),
at
6
64
.
な
お
､
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
例
で
は
な
い
が
､
そ
れ
よ
-
以
前
に
も

B
ate
s
v
.
D
re
sser,
2
5
1
U
.S
.
5
24
(192
0
)

事
件
判
決
が
同
趣
旨
の
判
断
を
下
し
て
い
る
｡
同
判
決
に
よ
れ
ば
､
会
社
の
経
営
者
は
少
な
-
と
も
､
社
内
に
お
け
る
違
法
ま
た
は
疑
義
の
あ

る
行
為
に
つ
い
て
認
識
し
た
と
き
に
は
質
問

･
調
査
義
務

(d
u
ty
of
inqu
iry
)
を
負
う
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
質
問

･
調
査
義
務
は
ど
の
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よ
う
な
場
合
に
取
締
役
や
役
員
に
課
さ
れ
る
か
は
不
明
確
な
部
分
が
多
か
っ
た
｡

(5
)
G
rah
am

v
.
A
llis･C
h
alm
ers
事
件
判
決
に
対
し
て
､
警
告
サ
イ
ン
に
対
す
る
取
締
役
の

｢無
謀
｣
か

つ
｢意
識
的
｣
無
視
と
関
係
し
て
い

る
と
指
摘
す
る
論
者
も
い
る
O
R
iv
ers,
Su
p
ra
n
o
te
(4
),
at
664
.

(6
)
4
3
2
A
.2
d
8
14
(N
J
.19
8
1).

(7
)
6
9
8
A
12
d
9
5
9
(D
el.C
h
..19
9
6
).

(8
)
H
itla
ry
A
.S
al
e
,M

onit
oring
C
a
rem
a
rkk
G
ood
F
a
ith
,
a
ua
ila
b
le
a
t
h
ttp
J/
/
ksrn
.co
m
/
a
bstra
ctI
9

63448
(2
0
0
7
),
at
7
34
-

(9
)
6
9
8
A
12
d
9
5
9
,
at
97
0
.

(
10
)
s
e
e
,
R
e
gi
n
a
B
u
rch
,D
trecto
r
C)uersig
h
t
a
n
d
M
o
m
tto
ring
J
T

h
e
S
ttm
d
a
rd
of
C
a
re
a
n
d
th
e
S
ta
n
d
a
rd
of
L
ia
bility
P
ost･E
n
ro
n
,

6
W
y
o
.
i
,R
ev
.
48
1
(2
0
0
6
),
at
4
94
.

141312ll

Z
b
1.d
.

6
98
A

.2
d
9
5
9
.
at
9
7
1.

9
0
6
A
12
d
2
7
(D
e1.2
0
0
6).

C
G
H
in
tm
an
n
,
Y
o
u
G
o
tta
H
aL,e
F
a
ith
J
G
o
o
d
F
a
ith
in
th
e
C
o
n
tex
t
of
D
ir
ecto
n
Ta
l
F
id
u
cia
ries
D
u
ties
a
n
d
th
e
F
u
tu
re

Jm
p
a
ct
o
n
C
o
rp
o
ra
te
C
u
ltu
re.
4
9
S
t.L
ou
is
U
L
JL
.
5
7
1
(2
0
0
5),
at
5
7
9
.

171615

S
al
e
,
Su
p
ra
n
o
te
(8
),
at
7
34,

R
iv
ers,
Su
p
ra
n
ote
(4
),
at
6
64
.

な
お
､
こ
こ
で
検
討
す
る
二
つ
の
裁
判
例
は
い
ず
れ
も
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
裁
判
所
で
争
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
｡

1
般
論
と
し
て
､
デ
ラ
ウ
エ

ア
州
裁
判
所
で
R
e
d
F
la
g
対
処
義
務
に
言
及
す
る
裁
判
例
も
あ
る
が

(A
sh
v
.

McCalt,2
0
0
0
D
et.C
h
.L
E
X
IS
14
4
(D
e1.C
h
.2
0
0
0
),
S
aito
v
.

M
cC
aE
,2
0
0
4
S
et.C
h
.L
E
X
IS

2
0
5
(D
el.C
h
.20
0
4
))
､
直
接
争
点
と
な
っ
た
も

ので
は
な
い
O
そ
こ
で
､
本
稿
で
は
､
よ
-
明
確
に
R
e
d
F
ta
g

対
処
義
務
の
履
行
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
例
を
素
材
と
す
る
｡

(18
)
2
3
9
F
3
d
8
08
(6
th
.C
ir.2
0
0
1).

(
19
)

J

oh
n
L
.
R
e
e
d
an
d
M
a
ttN
eiderm
an
.
"G
o
od
F
a
ith
"
a
n
d
th
e
A
bility
of
D
irecto
rs
to
A
ssert
S
]
0
2
(b)(7)
of
th
e
D
ela
zL,a
re

G
en
era
l
C
o
rp
o
ra
tio
n
L
o
u
)
a
s
a
D
efen
ce
to
C
la
im
s
A
lleg
in
g
A
b
d
ica
tio
n
,
L
a
ck
of
O
u
ersig
h
t,
a
n
d
S
1.m
ila
r
B
rea
ch
es
of

北法62(4･147)793



読
モノゝ

白岡

F
id
u
c
ia
ry
D
u
ty
,
2
9
D
e
t.
)
.

C
o
rp
.
L
.
ttL
(2
0
0
4)

,

at
133
.

(
20

)
32
5
F
.3
d
795
(7th
.C
ir.200
3),
本
判
決
に
関
す

る

邦
語
文
献
と
し
て
､
伊
勢
田
道
仁

｢会
社
の
法
令
違
反
行
為
を
認
識
し
っ
つ
対
応
策
を
と

ら
な
か
っ
た
取
締
役
の
責
任
｣
商
事
法
務

1
人
〇
三
号

(二
〇
〇
七
年
)
二
六
頁
｡

232221

698
A
.2
d
95
9
(D
et.C
h
.19
9
6).

9
1
1

A
12d

36
2

(D
et.20
06).

L
aw
ren
ce
S
ch
ein
e
rt,H
ew
rett･P
a
ckers
k
Spy
G
a
m
es
a
n
d
th
e
"D
u
ty
of
C
a
rem
a
rk
"JH
ow
C
o
n
s
isten
t
S
ta
n
d
a
rd
s
G
o
u
ern
ing

北法62(4･148)794

a
D
ir
ector
rs
D
u
ty
of
C
a
re
D
is
reg
ra
ces
a
C
om
p
an
y
,
)
8
U
.F
ta.1
.
L
.&
P
u
b
.
P
o
lfy
44
7
(2
0
0
7
),

at
459.

(a
)
Sal
e
,
S
u
p
ra
n
ote
(8),
at
74
).

(cILn
)
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
事
前
の
提
訴
請
求
の
目
的
は
､
株
主
代
表
訴
訟
は
､
株
主
が
会
社
に
代
位
し
て
行
う
訴
訟
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
会
社

自
身
に
､
提
訴
ま
た
は
適
切
な
是
正
措
置
を
講
ず
る
要
請
を
す
る
こ
と
に
よ
-
､
取
締
役
や
第
三
者
の
責
任
追
及
の
機
会
を
付
与
す
る
た
め
で

あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
取
締
役
ら
の
責
任
追
及
を
し
､
会
社
と
し
て
の
訴
権
を
行
使
す
る
か
否
か
の
決
定
を
行
う
の
は
会
社
の
義
務
で
あ
-
､
会

社
に
再
度
調
査
し
提
訴
す
る
な
ど
の
機
会
を
付
与
す
る
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
る

(高
橋
均

『株
主
代
表
訴
訟
の
理
論
と
制
度
改
正
の
課
題
』
(同

文
館
出
版
､
二
〇
〇
八
年
)

二
二
六
頁
)
｡

(26
)
事
前
の
提
訴
請
求
の
無
益
性
の
判
断
基
準
は
各
州
法
に
委
ね
ら
れ
て
お
-
t
In
re
A
b
b
ott
L
ab
oratories事
件
判
決
は
イ
リ
ノ
イ
州
法
が

適
用
さ
れ
る
事
案
で
あ
る
が
､
同
州
も
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
判
例
法
に
依
拠
す
る
ル
ー
ル
が
確
立
し
て
い
る
た
め
､
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
基
準
に
別

し
て
判
断
さ
れ
て
い
る

(前
掲
註
二
〇
･
伊
勢
田
二
七
頁
)0

(27
)
634･A
.2
d

9
2
7
(D
e
t.
)993).

(空

47
3
A
12
d
80
5
(D
el1
98
4
).
な
お
'
本
判
決
に
つ
き
､
伊
勢
田
道
仁

｢代
表
訴
訟
提
起
の
事
前
請
求
が
免
除
さ
れ
る
場
合
と
経
営
判
断
原
則
｣

近
藤
光
男

-

志
谷
匡
史
編

『新
ア
メ
リ
カ
商
事
判
例
研
究
』
(商
事
法
務
､
二
〇
〇
七
年
)
二
二
頁
以
下
参
照
｡

(
29
)

｢経
営
判
断
を
な
す
に
当
た
-
､
取
締
役
が
情
報
に
基
づ
き
､
誠
実
に
､
か
つ
当
該
行
為
が
会
社
の
最
善
の
利
益
に
資
す
る
と
正
直
に
信
じ
て

行
動
し
た
｣
と
い
う
こ
と
の
推
定
で
あ
る
｡

(30
)
A
ronson<
.

Lew
is事
件
判
決
に
よ
れ
ば
､原
告
は
具
体
的
事
実
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
､取
締
役
ら
の
過
半
数
が
､
利
害
関
係
な
-
､か
つ
､

独
立
し
し
て

いる
こ

と
､
ま
た
は
､
当
該
取
引
に
お
い
て
有
効
な
経
営
判
断
の
履
行
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
､
合
理
的
な
疑
義
を
生
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じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(カ
ー
テ
ィ
ス

･
1
･
ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
編

『米
国
会
社
法
』
(有
斐
閣
'
二
〇
〇
九
年
)

二

一三
頁
)
.

(a
)
本
判
決
は
､
少
な
-
と
も
､
｢意
図
的
に
会
社
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
｣
に
つ
い
て
は
不
誠
実
な
有
為
と
し
て
判
断
さ
れ
る
可
能
性
を

示
唆
す
る
o
そ
し
て
'
同
時
に
'
意
図
的
な
行
為
の
み
が
不
誠
実
で
あ
り
､
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州

一
般
会
社
法

1
〇
二
条

(b
)
項

(七
)
の
免

責
規
定
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
す
る
主
張
を
否
定
し
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
｡
1oh
n
L
.
R
e
e
d
an
d
M

a
tt
N
eid
er
m
a
n
l
"G
o
o
d
F
a
ith
"
a
n
d

th
e
A
91'!ity
of
D
,lr
ector
s

to
A
ssert
LS']
0
2
(b)
(7)
of
th
e
D
ela
l"ar
e
G

en
era
l
C
o
rp
o
ra
tio
n
L
a
u
,
a
s
a
D
ejTen
ce
to
C
lai
m
s
A
lle
g
in
g

A
b
d
ica
tio
n
,
L
a
c
k
of
O
L,erSig
h
t,
a
n
d
S
im
ila
r
B
rea
ch
e
s
of
F
1.d
u
cia
ry
D
u
ty
,
2
9
D
el.1.
C
o
r
p
.
L
.
1
1
1
(2
0
0
4
),
a
t
133
.

35343332

2
5
0

F

.3d
9
97
(6th
C
ir
.2
0
0)
)
.

Sale
,
Supra
note
(8),at
7
36

.

H
in
tm
a
n
n
,
S
u
p
r

a
n
ote
()4),at
589
.

C
社
の
監
査
委
員
会

は
同
社

の
内
部
監
査
人
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
､
監
査
結
果
､
同
社
の
内
部
統
制
及
び
会
計
慣
行
の
適
切
性
を
審
査
す
る
責
務

を
負

っ
て
い
た
｡
ま
た
､
監
査
委
員
会
は
､
そ
の
他
の
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
に
報
告
を
行
う
こ
と
に
も
な

っ
て
い
た
｡
同
社
の
返
済
実
務
に

関
す
る
監
査
人
に
よ

っ
て
提
供
さ
れ
た
情
報
は
'
不
適
切
な
実
務
が
社
内
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
徴
候
で
あ

っ
た
｡
特
に
､

同
報
告
に
よ
れ
ば
､
政
府
に
提
出
す
る
報
告
書
と
部
外
秘
の
報
告
書
と
の
間
で
の
不

1
敦
を
示
し
て
い
た
｡
こ
の
よ
う
に
監
査
委
員
会
に
よ
る

報
告
書
に
お
い
て
既
に
不
正
行
為
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
取
締
役
会
は
そ
れ
を
無
視
し
て
い
た
｡

(
36

)
C
社
に
よ
る
買
収
前
､
被
買
収
会
社
の
取
締
役
は
C
社
の
不
適
切
な
買
収
手
法
に
気
づ
い
て
い
た
｡
た
だ
'
全
て
の
取
締
役
が
不
適
切
な
買

収
手
法
に
つ
い
て
気
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
-
､

一
部
の
取
締
役
が
両
当
事
会
社
の
合
意
が
法
令
違
反
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が

暗
に
示
さ
れ
て
い
た
｡

(37
)
本
判
決
の
前
に
､
同
社
は
患
者
の
紹
介
や
詐
欺
的
な
請
求
書
の
作
成
に
つ
き
不
適
切
な
動
機
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
刑
事

的
民
事
訴
訟
を
提
起
さ
れ
て
い
た
｡
本
判
決
で
は
､
当
該
状
況
の
下
で
取
締
役
会
が
何
も
行
動
を
起
こ
さ
ず
ま
た
は
調
査
を
行
わ
な
い
こ
と
は

誠
実
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
､
こ
の
刑
事
的
民
事
訴
訟
を
重
視
し
た
｡

(38
)
C
社
に
対
し
て
､

1
連
の
不
正
行
為
を
受
け
て
､
連
邦
捜
査
局

(F
e
d
e
ral
B
u
r

eau
of
ln
v
estig
ation
.F
B
I)
等
い
-
つ
か
の
連
邦
当
局

に
よ
る
調
査
が
入

っ
て
い
る
.
本
判
決
は
､
連
邦
調
査
を
R
e
d
F
lag
と
し
て
捉
え
､
そ
れ
に
対
応
し
た
か
ど
う
か
を
も

っ
て
取
締
役
の
責
任

を
判
断
し
て
い
る
｡

北法62(4･149)795



説
÷′ゝ
巨田

(39
)

一
九
九
七
年
三
月
二
〇
日
､
二

一
日
及
び
二
八
日
に
C
社
に
関
す
る
N
ew
Y
o
rk
T
im
es
の
記
事
が
発
行
さ
れ
て
い
る
.
記
事
に
よ
れ
ば
､

同
社
の
請
求
書
発
行
に
関
す
る
問
題
に
対
す
る
政
府
調
査
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
た
｡
な
お
､
本
判
決
の
原
審
は
､
こ
の
点
､
こ
れ
ら
の
記
事

が
出
さ
れ
て
か
ら
二
週
間
以
上
何
も
し
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
で
あ
る
と
判
断
し
､
取
締
役
会
は
そ
の
魂
査
を
認
識
し
て
い
た
と
い

う
主
張
を
拒
否
し
て
い
る
｡

4342 4140

S
ale
,
S
u
p
ra
no
te
(8
),a
t

7
3
8
.

J

b
i
c

I.

Id
at
74

2
.

R
eed
an
d
N
eid
erm
an
,
Su
p
ra
n
ote
(19).
at
t
37
.
し
た
が
っ
て
､
R
e
d
F
la
g
に
対
し
て
あ
え
て
何
も
し
な
い
と
い
う
判
断
は
､
取
締
役

北法62(4･150)796

の
義
務
放
棄
と
考
え
ら
れ
､
そ
れ
が
究
極
的
に
は
誠
実
性
の
欠
如
な
い
し
誠
実
義
務
違
反
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
こ
と
に

ょ
-
'
従
来
､
取
締
役
の
責
任
を
限
定
す
る
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州

1
般
会
社
法

1
〇
二
条

(b
)
項

(七
)
に
も
と
づ
-
免
責
規
定
を
採
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
-
な

っ
た
た
め
'
責
任
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
増
大
し
た
｡

(4
)
S
ee,R
iv
ers.Su
p
ra
n
ote
(4
),
at
6
6
4
.

(45
)
A
n
n
e
T
u
ck
e
r
N
ee
s､
W
h
o
k
th
e
B
os
s.PU
n
m
asking
O
uersig
h
t
L
ia
bilit

y
u)itin
th
e
C
o
rp
o
ra
te
P
o
u)er
P
uzzle,
35
D
el.J.
C
o
rp
.L
.

199
(20
10).
at
2
42･24
4
.は
､
何
度
も
取
締
役
会
に
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
で
あ
れ
ば
､
R
e
d
F
ta
g
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
､
か
つ
､
取
締
役

の
義

務
違
反
が
意
識
的
に
な
さ
れ
た
と
認
定
さ
れ
や
す
い
と
指
摘
す
る
｡
し
か
し
､
逆
に
､
額
繁
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ

っ
て
も
､
定

期
報
告
等
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
に
は
､
対
処
す
べ
き

R
e
d
F
tag
と
な
-
得
る
と
も
指
摘
す
る
｡

(46
)
s
e
e､
B
u
r
ch
,
Su
p
ra
n
ote
(10),
at
4
9
8
;
S
tep
h
en
M
.
B
ain
b
rid
g
e.
C
arem
a
rk
a
n
d
E
n
terp
rise
R
isk
M
a
n
ag
em
en
t,
34
Iow

a
J.

C
orp
.
L

9

6
7
(2009)
,
at
98
6
.

(47
)
N
e
e
s,
Su
p
ra
n
ote
(4
5
).
at
2
4
4
.は
単
に
発
生
損
害
額
に
よ
っ
て
判
断
す
る
の
で
は
な
-
､
会
社
の
資
産
か
ら
見
て
､
重
大
で
あ
る
か
ど
う

か
で
評

価

す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
｡

(48
)
s
ee,

sale,
Sup
ra
n
o
te
(8
),
at
74
).
ま
た
､
s
aie
は
別
稿
で

｢実
際
に
､
問
題
の
継
続
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
､
裁
判
所
は
そ
れ

が

red
n
a
g
s
の
問
題
で
あ
る
と
認
定
し
や
す
-
な
る
｣
と
指
摘
し
て
い
る
｡
H
illary
A

S
al
e.
G
o
od
F
a
ith
打
P
ro
ced
u
re
a
n
d
S
u
bstan
ce,

Zn
re
C
a
rem
a
rk
Zn
tern
a
tio
n
a
l
Jn
c.,
D
eriva
tiue
L
1+tig
a
tio
n
,
in
Jo
n
ath
an
M
acey
e
d
.,
T
h
e
lcon
ic
C
ases
in

C
orp
orate
L
aw
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(T
h
om
p
son
W
est,2008
).
at
2
92
1

(49
)
Zbid
.
ま
た
､
各
種
報
道
や
政
府
当
局
に
よ
る
調
査
が
R
ed
F
lag
と
な
-
得
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
t
leff
rey
T
.
D
in
w

o
o

d
ie,

"U
nb
a
tric
"
P
rojitsJ
T

h
e
R
isks
C
om
p
a
n
ies
F
a
ce
jTrom
Zn
tern
a
tzEon
a
l
B
u
sin
ess
A

c
t

iuities
a
n
d
the
N

e
e

d
f
o
r
a
H
eig
h
ten
ed
D
u
ty

of
O
uersig
h
tjTor
C
orp
ora
te
D
ir
ecto
rs,
34
U
.
D
ayton
L
.R
ev
.3
77(2009),
at
409
40
1.

(50
)

1
連
の
C
arem
ark
類
型
の
訴
訟
か
ら
考
え

れ
ば

'
少
な
-
と
も
会
計
不
正
の

よ
う
な
場
合
に
は
'
監
査
委
員
会
の
設
置
が
重
要
な
要
素
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
､
監
査
委
員
会
や
そ
れ
に
代
わ
る
シ
ス
テ
ム
を
全
-
構
築
し
て
い
な
い
場
合
と
な
る
だ
ろ
う
｡

(51
)
こ
の
点
､
既
に
S
arb
an
es･O
x
ley
法
八
〇
六
条
は
､
(明
示
的
に
内
部
告
発
制
度
を
構
築
す
べ
き
こ
と
ま
で
は
規
定
し
て
い
な
い
が
)
内
部

告
発
制
度
を
前
提
に
､
内
部
告
発
を
行
っ
た
従
業
員
の
保
護
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
い
る
｡

(5
)
従
来
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
係
る
裁
判
例
を
概
観
す
る
と

(第
四
章
第
三
節
第

1
款
参
照

･
六

一
巻
六
号

1
〇
七
頁
以
下
)､
監
査
委

員
会
の
有
無
､
開
催
額
度
等
が
重
要
な
考
慮
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
る
｡

(53
)
s
ate,Su
p
ra
n
ote
(8),
at
2
93
.

(5
)
こ
の
点
､
こ
れ
ら

1
達
の
行
為
に
関
し
て
､
取
締
役
会
に
よ
る
何
ら
か
の
判
断
が
な
さ
れ
た
場
合
､
経
営
判
断
原
則
に
よ
る
保
護
が
与
え
ら

れ
る
可
能
性
は
あ
る
｡

(5
)
R
ed
F
tag
へ
の
対
処
の
際
に
､
取
締
役
ら
が
新
た
な
法
令
違
反
等
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
.
こ
の
点
､
G
ross
v
IB
abb
io
.

200
6
W
L
3692932
(D
e1.C
h
.200
6).
T
h
e
L199
S
IU
G
reater
N
ew

Y
ork
P
en
sion
F

und
v
.
D
u
n
n
,2
00
6
W
L
36
1
6
9
9
1

(C
al.200
6)
と
い

う
､
H
ew
rettも
ack
ard
社
に
係
る

一
連
の
株
主
代
表
訴
訟
が
興
味
深
い
｡
本
事
件
は
､
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
の
み
が
知
る
は
ず
の
情
報
が

W
alt
S
treet
l
ournal
に
漏
洩
し
た
際
に
､
同
社
の
取
締
役
会
議
長
と
C
E
O
が
弁
護
士
法
人
に
依
頼
し
､
社
内
調
査
を
行

っ
た
も
の
の
､
情

報
漏
洩
者
を
特
定
で
き
ず
､
そ
の
後
も
情
報
の
漏
洩
が
発
生
し
た
た
め
､
上
記
議
長
の
後
任
が
再
度
調
査
を
行

っ
た
際
に
､
法
令
違
反
行
為
が

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
当
該
再
調
査
に
お
い
て
'
調
査
対
象
者
の
通
話
記
録
を
傍
受
し
た
-
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
記
録
の
入
手
や
電
子
メ
ー

ル
の
傍
受
を
し
た
り
し
て
い
た
た
め
'
ア
メ
リ
カ
司
法
省
､
sE
C
､
連
邦
通
信
委
員
会
の
調
査
が
な
さ
れ
た
｡
そ
の
た
め
､
こ
れ
ら
の
違
法
な

手
段
を
用
い
た
ス
パ
イ
活
動
は
'
多
大
な
費
用
を
同
社
に
支
出
さ
せ
'
同
社
の
評
判
等
を
下
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
原
告
株
主
ら
は
､
取
締
役

ら
が
違
法
活
動
に
関
与
し
､
か
つ
/
ま
た
は
､
そ
れ
を
監
督
ま
た
は
統
制
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
取
締
役
の
信
認
義
務
に
違
反
し
た
と

主
張
し
た
｡
被
告
取
締
役
ら
が
､
他
の
取
締
役
に
よ
る
情
報
漏
洩
に
つ
い
て
'
何
ら
の
対
処
も
行
わ
な
け
れ
ば
､
R
ed
F
-ag
対
処
義
務
に
違
反

北法62(4･151)797
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ElrTtl

す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
が

(情
報
を
漏
洩
し
た
取
締
役
は
別
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
も
行
っ
て
お
-
､
そ
れ
を
是
正
す
る
た
め
に
も
被
告
取
締

役
ら
は
調
査
活
動
を
行
っ
て
い
た
)
､

一
方
で
'
当
該
違
法
行
為
等
の
情
報
へ
の
対
処
と
し
て
､
調
査
活
動
を
行
う
際
に
､
違
法
な
手
法
を
用
い

る
こ
と
は
同
時
に
責
任
原
因
に
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
｡
し
た
が
っ
て
､
R
ed
F
tag
へ
の
対
処
の
際
に
'
法
令
違
反
に
該
当
す
る
よ
う
な
調
査

や
対
処
を
行
う
の
で
は
な
-
､
弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
の
意
見
を
交
え
つ
つ
､
憤
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
｡
sch
ein
ert.
Su
p
ra
n
ote
(2
3).

at
448.453.

(
56
)
N
e
es,
Su
p
ra
n
ote
(4
5),
at
24
1.

(
57
)
Id
.
at
238
.
IJy
m
an
P
.Q
.Joh
n
son
,
C
O
R
P
O
R
A
T
E
C
O
M
P
ZJLA
N
C
E
S
Y
M
P
O
S
J
U
M
J

T

h

e
A
u
d
it
C
o
m
m
ittee
打
E
th
zLca
l
a
n
d

L
eg
a
l
R
esp
on
sibilitiesJ
T
h
e
S
ta
te
L
a
u)
P
ersp
ective,
4
7
S
I
T
ex
.L
.R
ev
.27
(200
5).
at
49
.

(58
)
こ
の
理
論
的
背
景
は
後
述
す
る
が
､
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
や
水
準
に
つ
い
て
､
取
締
役
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
る

一
方
､
違
法
行
為

等
の
情
報
を
得
た
段
階
に
お
い
て
は
'
取
締
役
の
裁
量
の
幅
が
狭
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡

(59
)
第
三
章

二
ハ
一
巻
四
号
及
び
同
五
号
参
照
｡

(60
)
200
5
D
el.C
h
.L
E
X
IS
113
(D
ei.C
h
.2
00
5),90
6
A
.2
d
27
(D
el12006).

(61
)
823
A
12
d
4
92
(D
el.C
h
.200
3).

(62
)
E
ric
1.P
an
.A
B
oa
rd
fs
D
u
ty
to
M
on
itor,
54
N
.Y
.L
.S
ch
.L
.R
ev
.7
)7
(200
9).
at
733･7
34
.

(63
)
そ
れ
に
加
え
､
A
E
en
判
事
は
､
た
と
え
取
締
役
が
責
任
の
脅
威
が
な
-
と
も
､
明
確
に
示
さ
れ
た
法
的
義
務
に
従
う
は
ず
で
あ
る
と
の
取

締
役
の
道
徳
的
規
範
に
も
依
拠
す
る

(第
四
章
第
二
節
第
二
款

･
六

l
巻
六
号

1
〇
四
頁
参
照
)
｡

(
64

)

野
村
修
也

｢内
部
統
制
へ
の
企
業
の
対
応
と
責
任
｣
企
業
会
計
五
八
巻
五
号

(二
〇
〇
六
年
)

一
〇
〇
頁
｡
こ
の
見
解
は
､
経
営
判
断
原
則

の
根
拠
の
1
つ
と
し
て
'
リ
ス
ク
テ
-
ク
が
事
業
経
営
に
と
っ
て
重
要
で
あ
-

(F
ran
k
lin
A
.
G
ev
u
rtzI
C
orp
oration
L
aw

(W
est
2
nd

ed
.,
20
)0),
at

30
1.)
'
ま
ず
い
結
果
が
出
た
と
き
に
そ
れ
に
よ
っ
て
制
裁
が
加
え
ら
れ
た
経
営
者
は
､
人
的
資
本
の
拠
出
者
で
あ
る
た
め
､
そ

の
資
本
を
分
散
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
､
よ
-
リ
ス
ク
の
少
な
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
う
傾
向
に
あ
る

(F
ran
k
H
.
E
asterb
rook
an
d

D
aniel
R
IF
isch
et.
T
h
e
E
con
omi
c
S
tru
ctu
re
of
C
orp
orate
L
aw
(H
arv
ard
U
n
iv
ersity
E
x
p
ress.
19
9
)).
at
9
11)｡
し
か
し
､
事
業

経
営
に
は
リ
ス
ク
が
つ
き
も
の
で
あ
る
し
､
道
に
リ
ス
ク
の
あ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
株
式
会
社
と
い
う
制
度
の
役
割
で
あ
-
'
そ
の
よ
う
な

株
式
会
社
の
活
動
を
通
じ
て
資
本
主
義
経
済
が
発
展
す
る

(伊
藤
靖
史
-

大
杉
諌

1
-
田
中
亘

-桧
井
秀
征

『リ
ー
ガ
ル
ク
エ
ス
ト
会
社
法

(第

北法62(4･152)798
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二
版
)』
〔伊
藤
靖
史
執
筆
〕
(有
斐
閣
､
二
〇
二

年
)
二
二
〇
頁
)､と
の
根
拠
が
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
は
妥
当
し
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
｡

な
お
､片
木
晴
彦

｢経
営
判
断
原
則
｣
沢
野
直
紀
=
高
田
桂

1
-
森
淳
二
朗
編

『企
業
ビ
ジ
ネ
ス
と
法
的
責
任
』
(法
律
文
化
社
､
一
九
九
九
年
)

四
二
頁
､
酒
巻
俊
雄
=

龍
田
節

『逐
条
解
説
会
社
法
第
四
巻
機
関
1
』
〔藤
原
俊
雄
執
筆
〕
(中
央
経
済
社
'
二
〇
〇
八
)
二
五
六
頁
も
参
照
｡

(
65
)
E
a
ste
rb
ro
o
k
an
d
F
isch
el,
Su
p
ra
n
o
te
(6
4
).
a
t
9
4
.

(
S
)

L
b
id
.
S
tep
h
en
M
.
B
ain
b
rid
gc
.

T
h
e
N
cw

C
o
rp
o
ra
te
G
ov
c
rn
an
ce
in
T
h
c
o
ry
an
d
P
ractice
(O
x
fo
rd
U
n
iv
crs
ity
P
ress.
2
0
0
8
).

a
t
12
0.

(
67
)
へ

た
だ

し
､
こ
の
根
拠
に
対
し
て
は
､
他
の
専
門
的
領
域
に
つ
い
て
も
妥
当
し
､
例
え
ば
､
医
療
過
誤
訴
訟
の
よ
う
な
場
合
に
､
医
療
行
為
に

対
す
る
尊
門
的
知
識
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
､
裁
判
所
が
当
該
医
療
行
為
の
相
当
性
に
つ
い
て
判
断
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
の
批

判
が
な
さ
れ
て
い
る

(吉
原
和
志

｢取
締
役
の
経
営
判
断
と
株
主
代
表
訴
訟
｣
小
林
秀
之
=
近
藤
光
男
編

『株
主
代
表
訴
訟
大
系

(新
版
)』
(弘

文
堂
､
二
〇
〇
二
年
)
八
六
頁
-
八
七
頁
)
｡
ま
た
'
医
療
に
関
わ
る
判
断
ま
た
は
他
の
専
門
家
の
判
断
が
､
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
臨
床
試
験

の
科
学
的
適
用
に
ま
で
ル
ー
チ
ン
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
神
話
に
過
ぎ
な
い
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(G
evurtz,Supra
note
(64
),
at

299
.)｡
し
か
し

1
万
で
'
医
療
行
為
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
､
医
療
行
為
は
､
自
然
科
学
的
な
行
為
で
あ
-
､
専
門
的

･
知
識
が
あ
-
さ
え
す

れ
ば
-
裁
判
所
が
専
門
家
の
鑑
定
意
見
等
を
参
考
に
す
れ
ば
I
､
｢最
適
｣
な
行
為
内
容
を
特
定
す
る
こ
と
が
相
対
的
に
容
易
で
あ
る
と
の
指
摘

も
あ
る

(森
田
呆

｢わ
が
国
に
経
営
判
断
原
則
は
存
在
し
て
い
た
の
か
｣
商
事
法
務

一
八
五
八
号

(二
〇
〇
九
年
)
七
頁
)｡

(68
)
始
関
正
光

｢平
成

1
四
年
改
正
嵐
法
の
解
説

〔Ⅴ
〕｣
商
事
法
務

一
六
四

言
号

(二
〇
〇
二
年
)
二
三
頁
､
前
田
庸

｢商
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
要
綱
の
解
説
｣
商
事
法
務

〓
ハ
二
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

1
九
頁
参
照
｡

7372717069
S
e
e,B
ain
brid
g
e
,
S
u
p
ra
n
o
te
(6
6
),
at
L2
1.

G
u
ttm
an
v
.J
e
n･
H
s

u
n
H
u
a
n
g
,
82
3
A
.2
d
49
2
(D
et.C
h
.2
0
0
3
).

S
to
n
e
v
.R
itter,9
1
1
A
.2
d
3
6
2
(D
et12
0
0
6
).

S
e
e.E
a
ster
b
rook
an
d
F
isch
el,Su
p
ra
n
o
te
(64
),
a
t
9
9
.

前
掲
註
六
七

･
吉
原
八
六
頁
｡
し
か
し
'
そ
れ
に
対

し

て
は
'
分
散
投
資
を
す
る
と
い
っ
て
も
､
経
営
リ
ス
ク
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
し
､
全
て
の
投
資
家
が
分
散
投
資
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
る
｡
G
ev
u
rtz
.S
u
p
ra
n
o
te
(6
4
),
at
3
0
2
.

(7
)
前
掲
註
六
七

･
森
田

二

一頁
.

北法62(4･153)799



説
≡.A

自閉

(75
)
Ea
ster
bro
ok
an
d
F
isch
et.
Su
p
ra
n
ote
(64),at
10
0
.

(Ee
)
当
然
の
こ
と
な
が
ら
､
こ
の
根
拠
が
妥
当
す
る
た
め
に
は
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
に
つ
い
て
､き
ち
ん
と
開
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

(7
)
A
L
I,
P
rin
cip
tes
o
f
C
orp
orate
G
ov
ern
an
ce‥
A

nalysis
an
d
R
ecom
m
end
ation
s
(19
9
4
),
8
4
.0
1(a),
first
p
arag
rap
h
,
C
om
m
en
t
g
.

(78
)
c
ar
em
ark
事
件
判
決
で
情
報
報
告
シ
ス
テ
ム
の
詳
細
な
レ
ベ
ル
は
経
営
判
断
の
問
題
で
あ
る
と
述
べ
た
点
が
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
｡
も
し
､
過
失

(n
e
g
lig
en
ce
)
や
重
過
失

(g
ross
n
eg
tig
en
ce
)
と
い
っ
た
客
観
的
基
準
を
監
督
義
務
に
対
す
る
審
査
基
準
と

す
る
な
ら
ば
､
裁
判
所
は
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
の
取
締
役
会
の
判
断
の
内
容
に
つ
い
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
-
､
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
､
今
ま
で
回
避
さ
れ
て
き
た
取
締
役
会
の
経
営
判
断
の
内
容
も
審
査
す
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
｡
R
o
bertT
.
M

iller,T
heB
oa
rd
ls
D
u
ty

to
M
o
n
ito
r
R
isk
af
ter
C
itig
ro
u19.
12
U
.P
aL
.B
us.
L
.
)15
3
(20
)0
),
at
LL66
.

北法62(4･154)800

8382818079

A
L
i,
Su
p
ra
n
o
te
(77

)
,

at
S4
.O
l(C)}
C
o
m
m
ent
c.

S
ee.W
i

lliam
E
.K
n
ep

p
er
an
d
D
an
A
.B
ailey
,L
iabilit
y
of
C
orp
orate
O
訣
cers
an
d
D
ire
ctors
(L
ex
isN
e
x

is.
8
th
ed
こ
2009),∽2
.0
5
.

第
四
章
第
四
節
第

一
款

(二
)
参
照

･
六

一
巻
六
号

1
四
二
頁
.

M
elv
in
A
.
E
isen
b
erg
.
T
h
e
B
oa
rd
of
D
irecto
rs
a
n
d
Jn
tern
a
l
C
on
tro
l,
19
C
ard
o
zo
L
.
R
ev
.
237

()99
7).
at
2
44･25
0
.

こ
の
よ
う
な
E
isenberg
の
見
解
に
対
し
て
は

｢
理
論
的
整
合
性
､
説
明
の
巧
拙
と
い
う
点
か
ら
の
み
で
考
え
る
の
で
は
な
-
'
モ
ニ
タ
リ

ン
グ

･
モ
デ
ル
を
前
提
と
し
て
'
取
締
役
会
に
内
部
統
制
に
つ
い
て
の
究
極
的
な
責
任
が
置
か
れ
る
べ
き
積
極
的
理
由
を
見
出
そ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
｣
と
許
さ
れ
る

(笠
原
武
朗

｢監
視

･
監
督
義
務
違
反
に
基
づ
-
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て

(≡
)
｣

法
政
研
究
七
〇
巻
二
号

(二
〇
〇
三
年
)
三
七
頁
｡

(84
)
前
田
雅
弘

｢経
営
管
理
機
構
の
改
革
｣
商
事
法
務

1
六
七

言
号

(二
〇
〇
三
年
)
三
二
頁
も
､
こ
の
E

isenbergの
見
解
を
引
用
し
つ
つ
､

委
員
会
等
設
置
会
社

(当
時
)
に
お
い
て
､
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
は
'
執
行
役
の
便
宜
の
た
め
だ
け
の
制
度
で
は

な-
､
取
締
役
会
の
監
督
機

能
を
従
事
さ
せ
る
た
め
の
制
度
で
も
あ
る
｡
内
部
統
制
部
門
か
ら
の
報
告
は
､
執
行
役
に
対
し
て
な
さ
れ
る
だ
け
で
な
-
､
取
締
役
会
ま
た
は

監
査
委
員
会
に
対
し
て
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
執
行
役
自
身
の
行
為
を
カ
バ
ー
で
き
な
い
よ
う
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
は
'
不
備
と

い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
､
と
指
摘
す
る
｡

(85
)
相
揮
哲
=
葉
玉
匡
美
=

郡
谷
大
輔

『論
点
解
説

新

･
会
社
法
-

千
間
の
道
標
』
(商
事
法
務
､
二
〇
〇
六
年
)
三
三
五
頁
｡
法
令
遵
守
体
制

に
限
れ
ば
､
所
轄
部
署
と
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
を
設
置
す
る
と
し
て
も
､
取
締
役
会
に
お
い
て
'
同
部
門
を
構
成
す
る
担
当
者
の
人
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数
や
人
選
等
の
詳
細
ま
で
決
定
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る

(森
･演
田
粉
本
法
律
事
務
所
編

『内
部
統
制
-

会
社
法
と
金
融
商
品
取
引
法
』
〔浜

口
厚
子
執
筆
〕
(中
央
経
済
社
､
二
〇
〇
九
年
)
二
八
頁
)
｡
な
お
､持
永
勇

l
I
吉
田
良
夫

『内
部
統
制
の
理
念

～
金
融
商
品
取
引
法
･会
社
法
』

(第

一
法
規
､
二
〇
〇
七
年
)

1
四
二
頁
も
参
照
.

(86
)
目
標
の
設
定
､
目
標
達
成
の
た
め
に
必
要
な
内
部
組
織
お
よ
び
そ
の
権
限
､
内
部
組
織
間
の
連
絡
方
法
､
是
正
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
場
合

の
是
正
方
法
等
に
関
す
る
重
要
な
事
項
と
さ
れ
る

(前
掲
註
八
五

･
相
滞
=
薬
玉
-
郡
谷
三
三
五
頁
)｡

(87
)
具
体
的
に
は
'
取
締
役
会
に
よ
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
基
本
方
針
の
決
定
､
代
表
取
締
役

(代
表
執
行
役
)
等
業
務
執
行
者
に
よ
る
内
部

統
制
シ
ス
テ
ム
の
細
目
決
定
､
運
用
､
見
直
し
､
事
業
報
告
の
作
成
､
株
主
総
会
で
報
告
と
い
う
形
が
と
ら
れ
る

(経
営
法
友
会
法
務
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
等
作
成
委
員
会
編

『内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築

･
運
用
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
(商
事
法
務
､
二
〇
〇
七
年
)
二
七
頁
参
照
)
｡

(88
)
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
は

一
〇
〇
人
以
上
の
株
主
を
有
す
る
会
社
に
対
し
て
'
二
人
以
上
の
取
締
役
か
ら
な
る
監
査
委
員
会
の
設
置
を
義
務
づ
け

て
い
る
｡
C
on
n
.G
en
.S
tat.833-75
3(C)(i).

(
89

)

現
在
t
N
Y
SE
は
上
場
会
社
に
対
し
て
､
最
低
三
人
以
上
か
ら
な
る
監
査
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
｡
N
Y
SE
L
isted

C
om
p
an
y
M
an
u
a1303A
.06.な
お
､
s
ee,S
E
C
一
N
o
tice
of
F
itin
g
of
P
rop
osed
R
u
le,R
et.
N
0.3や
)
3245
(F
ed.4.1977).

9291 90

J

oh
n
son
,
Su
p
ra
n
ote
(57
),a
t

49.

近
藤
光
男

『経
営
判
断
と
取

締
役
の

責
任
-
｢経
営
判
断
の
法
則
｣
の
適
用
の
検
討
』
(中
央
経
済
社
､

1
九
九
四
年
)

1
〇
五
頁
参
照
.

大
和
銀
行
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
株
主
代
表
訴
訟
判
決

(大
阪
地
判
平
成

二

一年
九
月
二
〇
日
判
例
時
報

1
七
二

言
亨
二
頁
)
に
お
け
る
当
初

の
賠
償
額
を
想
起
せ
よ
｡

(
93

)

高
額
な
損
害
賠
償
責
任
の
可
能
性
に
対
し
て
は
､
取
締
役
等
に
よ
る
責
任
免
除
に
関
す
る
定
款
規
定
を
置
い
た
-

(四
二
六
条

一
項
)､
社
外

取
締
役
等
と
は
責
任
限
定
契
約
を
締
結
し
た
-
し
て

(四
二
七
条

一
項
)
､
あ
る
程
度
そ
の
責
任
額
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
反
論
も

あ
-
得
る
｡
し
か
し
､
現
実
問
題
と
し
て
､
定
款
変
更
議
案
を
株
主
総
会
に
提
出
し
た
場
合
に
'
株
主
の
反
発
に
よ
っ
て
総
会
運
営
に
支
障
が

出
る
の
で
は
な
い
か
と
の
不
安
も
あ
-
､
二
〇
〇
八
年
の
段
階
で
定
款
に
よ
る
責
任
軽
減
規
定
を
新
設
し
た
会
社
は
全
体
の
半
数
に
も
満
た
な

い
と
の
報
告
も
あ
り
､
事
実
上
'
取
締
役
の
責
任
軽
減
制
度
は
機
能
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る

(渡
連
顕
編

『取

締
役
の
善
管
注
意
義
務
の
は
な
し
』
〔佐
藤
弘
鹿
執
筆
〕
(商
事
法
務
'
二
〇
〇
八
年
)

1
七

i
頁
-
1
七
二
頁
)
｡

(94
)
大
川
俊

｢適
正
と
認
め
ら
れ
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
｣
明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
論
集
二
四
号

(二
〇
〇
六
年
)

北法62(4･155)801
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六
〇
頁
-
六

一
頁
参
照
､
青
木
浩
子

｢会
社
法
と
金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
-
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備
｣
浜
田
道
代
=
岩
原
紳
作
編

『会

社
法
の
争
点
』
(有
斐
閣
､
二
〇
〇
九
年
)

1
五
三
頁
参
照
｡
金
商
法
二
四
条
の
四
の
四
第
二
項
は
､
｢
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
情

報
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
｣
に
つ
い
て
､
そ
の
内
容
を
内
閣
府
令
に
委
ね
て
お
-
､
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
情
報
の

適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
内
閣
府
令

(平
成

一
九
年
内
閣
府
令
第
六
二
号
)
は
､
そ
の
第

i
条
で

｢金
融
商
品
取
引
法
第
二

四
条
の
四
の
四
の
規
定
に
よ
-
提
出
さ
れ
る
内
部
統
制
報
告
書
の
用
語
､
株
式
及
び
作
成
方
法
は
､
こ
の
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
し
'
こ
の
府
令
に
お
い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
､

1
敗
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評
価
の
基
準

に
従
う
も
の
と
す
る
｡｣
と
定
め
て
お
り
､
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
に
関
す
る
様
々
な
評
価
基
準
が
内
部
統
制
府
令
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
内
部

統
制
報
告
制
度
に
関
す
る
Q
&
A
等
と
い
う
形
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
｡

(9
)
前
掲
註
九
四
･青
木

1
五
三
頁
｡
梅
村
悠

｢内
部
統
制
に
関
す
る
情
報
開
示
制
度
の
意
義
と
正
確
性
の
確
保
｣
上
智
法
学
論
集
五
三
巻
三
号

(二

〇
一
〇
年
)
二
二
九
頁
-

1
四
〇
頁
は
非
財
務
情
報
の
正
確
性
を
担
保
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
の
構
築
･評
価
を
義
務
づ
け
る
こ
と
を
提
示
す
る
｡

(
96
)
l
e
n
n
ife
r
A
r
t
en,
T
h
e
S
to
rj)
Of
A
llis
･C
h
a
lm
e
rs,
C

a

re
m
a
rk
,
a

n

d
S
t
oneJ

D

irecto
rs
IE
uolving
D

u

ty

to
M
o
n
ito
r,
L
a
w

&
E

conom
ics
R
ese
a

rch
P
ap
er
S
eries
W
ork
in
g
Pape
r
N
o.0
8･5
7.a
uail

a
blealhupJ/
/

ssrn.com
/a
b
s
lr

aclI]

3042
72
(2008
).
at
1
8,

n
.9
3
.
笠
原
武
朗

｢監
視
･監
督
義
務
違
反
に
基
づ
-

取締
役
の
会

社に

対
す
る
責
任
に
つ
い

て
(四
)
｣
法
学
研
究
七
〇
巻
三
号

(二
〇
〇
三

年
)

五
六

1
頁
に
お
い
て
も

｢適
切
な
方
針
･基
準
･手
続
を
設
定
す
る
こ
と
が
取
締
役
や
役
員
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
と
､
不
適
切
な
方
針
･基
準
･

手
続
し
か
設
定
し
な
か

っ
た
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
取
締
役
や
役
員
の
義
務
違
反
を
基
礎
付
け
る
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
､
実
は
裁
判
所
自

身
が
あ
る
方
針

･
基
準

･
手
続
を
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
､
裁
判
所
が
あ
る
取
引
の
実
体
的
内
容
に
関
し
て
非
難
を
加

え
る
場
合
と
同
様
の
'
裁
判
所
の
能
力
的
限
界
を
理
由
と
す
る
判
断
の
不
安
定
さ
､
あ
る
い
は
謙
抑
的
態
度
と
い
う
問
題
が
あ
る
｣
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
｡

(97
)
こ
の
点
が
ま
さ
に
問
題
と
な
っ
た
の
が
､
ダ
ス
キ
ン
株
主
代
表
訴
訟
判
決

(大
阪
高
判
平
成

1
八
年
六
月
九
日
判
例
タ
イ
ム
ズ

1
九
七
九
号

二

五
頁
)
で
あ
ろ
う
｡
同
判
決
は
､
原
告
株
主
が
カ
ン
パ
ニ
ー
制
度
を
設
け
て
事
務
部
門
の
独
立
性
を
認
め
る
場
合
に
も
取
締
役
の
監
視
義

務
は
全
社
に
及
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
､
当
該
事
業
部
門
限
-
で
情
報
が
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
'
現
場
か
ら
の
情
報
が
複
数
の
ル
ー
ト
を

通

っ
て
伝
達
さ
れ
る
よ
う
に
体
制
作
-
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
主
張
に
対
し
て
､
｢事
業
部
門
の
独
立
性
を
高
め
る
の
は
､
当
該
会
社
が
多
岐

に
亘
る
事
業
経
営
を
し
て
い
る
た
め
､

〓
正
の
基
準
を
設
け
て
､
そ
の
範
囲
内
で
は
当
該
部
門
内
部
で
処
理
が
可
能
な
こ
と
と
し
て
経
営
効
率

北法62(4･156)802



企業不祥事と取締役の民事責任 (5･完)

の
向
上
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
､情
報
の
す
べ
て
を
他
の
部
門
に
伝
達
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
そ
の
趣
旨
に
反
す
る
｡
｣
と
述
べ
､
ま
た
､

不
正
な
口
止
め
料
の
支
払
い
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
､
｢全
事
業
部
門
を

『完
全
資
金
独
算
会
社
』
と
し
､
権
限
と
責
任
を
各
事
業
部
門
の
責
任

者
に
委
譲
す
る
旨
の
棄
議
規
定
の
改
定
を
行

っ
て
お
り
､
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
事
業
グ
ル
ー
プ
の
場
合
､
三
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
案
件
に
つ
い
て

は
B

〔本
件
別
訴
被
告
取
締
役
-
筆
者
註
〕
の
単
独
決
裁
に
よ
っ
て
､
三
〇
〇
〇
万
円
超

1
億
円
以
下
の
案
件
に
つ
い
て
は
A

〔本
件
別
訴
被

告
取
締
役
-
筆
者
註
〕
及
び
B
の
共
同
決
裁
に
よ
っ
て
､
原
則
と
し
て

1
番
被
告

Y
Jや
取
締
役
会
の
決
裁
を
要
す
る
こ
と
な
-
処
理
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
た
｡
ダ
ス
キ
ン
の
よ
う
に
全
-
種
類
の
異
な
る
分
野
に
ま
た
が
っ
て
事
業
を
展
開
す
る
会
社
に
お
い
て
､
事
業
分
野
ご
と
に

当
該
事
業
を
取
り
巻
-
環
境
等
様
々
な
考
慮
要
素
を
的
確
に
把
握
し
て
総
合
的
に
評
価
し
､
時
機
を
失
す
る
こ
と
な
-
経
営
判
断
を
す
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
'
本
社
部
門
が
全
社
戦
略
に
専
念
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
等
の
観
点
か
ら
､
各
事
業
分
野
ご
と
に
自
律
性

･
独
立
性
の
高
い

組
織

(事
業
部
､
事
業
部
門
､
カ
ン
パ
ニ
ー
等
)
を
設
け
､
当
該
事
業
部
門
に
権
限
と
音
程

を
委
譲
す
る
こ
と
は
､
会
社
の
組
織
の
あ
-
方
と

し
て

一
定
の
合
理
性
を
有
す
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
よ
う
な
組
織
体
制
を
構
築
す
る
以
上
､
事
業
部
門
が
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
支
出
す
る
場
合

に
､
本
社
部
門
が
常
に
そ
の
支
出
の
必
要
性
､
相
当
性
等
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
は
い
う
こ
と
が
で
き
ず
､
本
社
部
門
に
ど
の

よ
う
な
内
容
の
経
理
体
制
を
整
備
す
べ
き
か
は
､
基
本
的
に
は
経
営
判
断
の
問
題
で
あ
-
､
会
社
経
営
の
専
門
家
で
あ
る
取
締
役
に
広
い
裁
量

が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
｣
と
判
示
し
た
｡
法
令
遵
守
体
制
な
い
し
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
と
密
接
に
関
わ
る
組
織
体
系
に
つ
い

て
､
ど
の
よ
う
な
内
容
で
構
築
す
る
か
は
経
営
戦
略
の
問
題
で
あ
-
､
裁
判
所
の
審
査
能
力
と
い
う
観
点
か
ら
'
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
.
法
令
遵
守
体
制
な
い
し
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
含
め
た
社
内
組
織
に
つ
い
て
､
法
や
裁
判
所
が

一
律
に
定
め

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
､
ま
た
そ
れ
に
は
経
営
学
の
視
点
も
入
っ
て
-
る
可
能
性
が
あ
る
｡
裁
判
所
は
経
営
組
織
論
に
つ
い
て

〓
疋
の
見

解
を
示
す
場
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
.
(日
本
取
締
役
協
会
編

･
井
口
武
雄
-
落
合
誠

一
監
修

『経
営
判
断
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク

-
取
締
役
の
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
』
〔中
村
直
人
執
筆
〕
(商
事
法
務
､
二
〇
〇
八
年
)

1
七
頁
参
照
)
.
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
考
え
方

が
背
後
に
あ
る
た
め
'
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
う
極
端
な
場
合
で
し
か
､
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

な
お
経
営
学
の
立
場
か
ら
'
内
部
統
制
に
つ
き
'
特
定
の
方
法
を
法
律
で
強
制
す
る
こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
し
て
'
吉
村
典
久

｢
日

本
に
お
け
る
内
部
統
制
報
告
制
度
の
導
入
に
関
す
る

1
考
察
｣
和
歌
山
大
学
経
済
学
会
研
究
年
報

i
四
号

(二
〇
l,
〇
年
)
四
四

一
頁
も
参
照
｡

(98
)
本
号
は
'
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
取
締
役
が
決
定
し
､
ま
た
は
取
締
役
会
が
決
議
し
た
場
合
に
は
､
そ
の
株
式
会
社

が
大
会
社
で
あ
る
か
否
か
､
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
う
そ
の
決
定
ま
た
は
決
議
の
内
容
の
概
要
を
事
業
報
告
に
記
載
す
る

北法62(4･157)803
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こ
と
を
要
求
し
て
い
る

(弥
永
真
生

『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
会
社
法
施
行
規
則

･
電
子
公
告
規
則
』
(商
事
法
務
､
二
〇
〇
七
年
)
六
五
九
頁
)0

(9
)
た
だ
し
､
金
商
法
上
の
内
部
統
制
報
告
制
度
に
対
し
て
'
日
本
に
お
け
る
内
郭
統
制
報
告
書
に
よ
っ
て
'

一
般
投
資
者
は
'
内
部
統
制
の
充

実
に
向
け
た
経
営
者
の
取
-
組
み
内
容
や
'
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
具
体
化
し
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
'
内
部
統
制
報
告
書
に
記
載
さ
れ

る
情
報
に
よ
っ
て
､
経
営
者
が
高
い
意
識
を
持
っ
て
誠
実
に
内
部
統
制
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

･
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
充
実
に
取
り
組
ん
だ
か
ど
う
か
を

判
断

･
評
価
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(蟹
江
章

｢会
計
時
評

内
部
統
制
報
告
制
度
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
-
｣

企
業
会
計
六
二
巻

言
号

(二
〇
一
〇
年
)

二
二
二
頁
～
二
二
三
頁
)
｡

(1-
)
こ
れ
ら
の
内
部
統
制
の
開
示
に
つ
い
て
､
前
掲
註
八
五

･
浜
口
-

児
島

1
〇
四
頁
～
二

〇
頁
参
照
｡

(皿
)
黒
沼
悦
郎

｢企
業
内
容
の
公
示
･開
示
｣
蔑
木
英

一
-
小
林
量
-
中
東
正
文
-

今
井
克
典
編

『潰
田
道
代
先
生
還
暦
記
念

検
証
会
社
法
』
(伝

山
社
､
二
〇
〇
七
年
)
五
三

一
頁
｡

(1-2
)
前
掲
註
九
八

･
弥
永
六
六
〇
頁
｡

(1-3
)
そ
の
他
の
も
の
と
し
て
'
株
主
総
会
に
お
け
る
情
報
開
示
も
あ
り
得
る
｡
取
締
役
会
に
よ
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
決
議
内
容
の
概
要
は
､

事
業
報
告
に
お
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
報
告
事
項
と
な
り

(四
三
八
条
三
項
)､
そ
れ
と
同
時
に
会
議
の
目
的

事
項

(二
九
八
条

一
項
)
に
も
な
る
た
め
､
株
主
か
ら
そ
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る

(前
掲
註
八
五

･
浜
口
-

児
島

一
〇

九
頁
～
1
1
0
官
ハ)
｡
法
律
上
は
説
明
義
務
の
範
囲
と
し
て
､
補
足
す
る
程
度
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
'
本
文
で
述
べ
た
視
点
か
ら
す
れ
ば
､
企

業
不
祥
事
が
頻
発
す
る
昨
今
の
状
況
と
合
わ
せ
て
'
会
社
と
し
て
の
取
-
組
み
の
内
容
を
丁
寧
に
説
明
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(前

掲
註
九
七
書

∴
西
村
賢
執
筆
〕

1
五
七
頁
参
照
)
0

(1-4
)
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
､
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
'
中
村
直
人

『判
例
に
見
る
会

社
法
の
内
部
統
制
の
水
準
』
(商
事
法
務
､
二
〇
二

年
)
五
八
頁
｡
ま
た
､
青
竹
正

一
｢取
締
役

･
執
行
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
｣
岩
原
紳

作
=

小
桧
岳
志
編

『会
社
法
施
行
5
年
理
論
と
実
務
の
現
状
と
課
題
』
(有
斐
閣
､
二
〇
二

年
)
二
五
頁
も
適
用
を
認
め
る
｡

(1-5
)
大
杉
謙

1
｢企
業
不
祥
事
の
前
と
後
｣
法
学
教
室
三
六
〇
号

(二
〇
1
0
年
)
八
三
頁
｡

(1-6
)
江
頭
憲
治
郎

『株
式
会
社
法

(第
三
版
)』
(有
斐
閣
､
二
〇
〇
九
年
)
四
三
五
頁
｡

(1-7
)
宮
本
航
平

｢取
締
役
の
経
営
判
断
に
関
す
る
注
意
義
務
違
反
の
責
任

(二

二
元
)｣
法
学
新
報

二

五
巻
七
/
八
号

(二
〇
〇
九
年
)
九
八
頁
｡

(1-8
)
そ
も
そ
も
法
令
遵
守
体
制
を
全
-
構
築
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
事
案
は
比
較
的
容
易
に
義
務
違
反
を
認
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
｡
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企業不祥事と取締役の民事責任 (5･完)

形
式
的
に
す
ら
体
制
を
構
築
し
て
い
な
い
こ
と
自
体
が
任
務
僻
意
を
構
成
す
る
と
い
え
よ
う
｡

(1-
)大
和
銀
行
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
事
件
判
決
と
ダ
ス
キ
ン
株
主
代
表
訴
訟
判
決

･
ヤ
ク
ル
ト
株
主
代
表
訴
訟
判
決
等
に
お
け
る

l
般
論
の
部
分

は
大
差
な
い
.
な
お
､
司
法
審
査
の
方
法
に
つ
き
'
前
掲
註

1
〇
四

･
中
村

一
三
二
頁
～

二
二
三
頁
'

一
五
六
頁
～

一
五
八
頁
参
照
｡

(110
)
｢店
内
検
査
､
内
部
監
査
担
当
者
に
よ
る
監
査
'
検
査
部
に
よ
る
臨
店
検
査
､
米
州
企
画
室
に
よ
る
検
査
､
会
計
監
査
人
に
よ
る
監
査
の
い
ず

れ
の
場
合
に
お
い
て
も
'
検
査
対
象
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
あ
る
い
は
カ
ス
ト
デ
ィ
係
に
バ
ン
カ
ー
ズ

･
ト
ラ
ス
ト
か
ら
財
務
省
証
券
の

保
管
残
高
明
細
書
を
入
手
さ
せ
､
そ
の
保
管
残
高
明
細
書
と
同
支
店
の
帳
簿
と
を
照
合
す
る
と
い
う
確
認
方
法
を
採
用
し
て
い
た
た
め
､
甲
野

が
本
件
無
断
売
却
の
事
実
が
な
い
よ
う
に
作
-
替
え
た
保
管
残
高
明
細
書
と
､
同
支
店
の
帳
簿
と
を
照
合
す
る
結
果
と
な
-
､
本
件
無
断
売
却

お
よ
び
本
件
訴
因
-
に
係
る
行
為
を
発
見
､
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
'
カ
ス
ト
デ
ィ
業
務
に
内
在
す
る
事
務
リ
ス
ク

を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
の
､
財
務
省
証
券
の
保
管
残
高
を
確
認
す
る
仕
組
み
は
､
整
備
さ
れ
､
か
つ
実
施
さ
れ
て
い
た
も
の
の
､
そ
の
癖
査

方
法
は
､
検
査
対
象
者
に
隠
ぺ
い
の
機
会
を
残
す
も
の
で
あ

っ
た
｣
と
す
る
｡
そ
し
て
'
損
害
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て

｢
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支

店
が
保
管
し
て
い
た
財
務
省
証
券
の
保
管
残
高
を
確
認
す
る
適
切
な
検
査
方
法
を
採
用
し
て
い
れ
ば
､
甲
野
が
訴
因
-
に
該
当
す
る
行
為
を
行

う
こ
と
を
未
然
に
防
止
で
き
た
｣
｡

(m
)
な
お
､
ダ
ス
キ
ン
株
主
代
表
訴
訟
判
決
は
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
限
界
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る

(土

田
義
憲

『会
社
法
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
ー
取
締
役
に
よ
る
整
備
と
監
査
役
の
監
査

(第
二
版
)』
(中
央
経
済
社
'
二
〇
〇
六
年
)
九
四
頁
～

九
五
頁
参
照
)｡
通
常
､
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
限
界
と
し
て

｢経
営
者
に
よ
る
内
部
統
制
の
無
視
｣
と
い
う
も
の
が
上
げ
ら
れ
る
｡
事
業
部
長

や
事
業
単
位
責
任
者
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
方
針
や
手
続
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
部
統
制
が
有
効
に
機
能
し
な
い
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
る
｡

本
件
で
も
事
業
部
門
の
最
高
責
任
者
ら
が
､
乗
議
規
定
に
違
反
し
て
取
締
役
会
に
報
告
せ
ず
秘
密
裏
に
あ
え
て
違
法
行
為
を
行
う
と
い
う
意
思

決
定
を
し
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
本
件
は
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
限
界
の

一
例
と
し
て
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
わ
れ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
限
界
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
論
稿
は
少
な
-
'
逆
に
､
情
報
が
従
業
員

か
ら
担
当
取
締
役
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
て
も
､
そ
れ
が
取
締
役
会
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
そ
れ
自
体
が
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の

不
備
と
捉
え
る
見
解
も
あ
る
(伊
勢
田
道
仁
｢大
阪
地
判
平
成

一
六
年

〓

l月
二
二
日
刊
批
｣
法
と
政
治
五
七
巻

三
号
(二
〇
〇
七
年
)
九
二
頁
)
｡

(112
)
裁
量
の
範
囲
内
に
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
､
｢
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
主
な
チ
ェ
ッ
ク
項
目
｣
､
｢金
融
派
生

商
品
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
､
他
の
事
業
会
社
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
リ
ス
ク
管
理
体
制
と
を
比
較
し
て
い
る
｡
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(1-3
)
加
え
て
'
三
菱
商
事
株
主
代
表
訴
訟
判
決
に
お
い
て
は
'
主
張
立
証
の
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
会
社
の
具
体
的
な
体
制
と
そ
の
不
備
と

具
体
的
に
構
築
す
べ
き
体
制
と
の
東
灘
が
取
締
役
の
裁
量
の
範
囲
内
に
あ
る
か
否
か
を
主
張
立
証
さ
せ
て
い
る
｡

(1-4
)
ま
た
､当
該
体
制
に
よ
る
結
果
回
避
可
能
性
を
問
題
に
し
､実
際
に
従
業
員
等
の
不
正
行
為
等
が
行
わ
れ
､
会
社
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
'

裁
判
所
は
当
該
不
正
行
為
等
の
発
生
ひ
い
て
は
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
予
見
可
能
性
'
結
果
回
避
可
能
性
が
あ

っ
た
か
否
か
に
よ

っ
て
判
断
を

行
う
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
日
本
シ
ス
テ
ム
技
術
開
発
事
件
最
高
裁
判
決

(最
判
平
成
二

l
年
七
月
九
日
判
例
タ
イ
ム
ズ

二
二

〇
七
号

二

七
頁
)
も
参
照
｡
し
か
し
､
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
､
予
見
可
能
な
違
法
行
為
等
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
適
切
な
監
督
を
す
べ

き
義
務
を
措
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

(1-5
)
こ
の
点
､
裁
量
の
範
囲
内
に
あ
る
か
ど
う
か
は
'
既
に
存
在
す
る
内
部
統
制
基
準
や
同
業
他
社
等
の
基
準
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
｡
し
か
し
､
た
と
え
､
内
部
統
制
基
準
が
あ

っ
た
と
し
て
も
金
融
商
品
取
引
法
適
用
会
社
で
は
な
い
場
合
や
同
業
他
社
等
に
お
け
る

法
令
遵
守
体
制
が
そ
の
ま
ま
問
題
が
生
じ
た
会
社
､に
お
い
て
も
有
効
で
あ

っ
た
か
の
判
断
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
あ
る

〓
妃
の
実
務
指

針

(例
え
ば
､
c
o
s
o
に
よ
る
基
準
等
)
を
利
用
す
る
見
解
も
あ
る
が

(前
掲
註
九
四

･
大
川
六
二
頁
参
照
､
s
ee,
M

ic

heEe
M
.
H
arn
er.

Jg
n
o
ring
th
e
W
riiin
g
o
n
th
e
W
Ta
llJ
T

h
e
R
o
le
of
E
n
lerP
rise
R

i
s

k
M
a
n
ag
em
en
l
in
lh
e
E
co
n
o
m
ic
C
risis
,
5
5.
B
us.&
T

ech.L
.

4
5

(2
0
)
0),
at
53,5
6
)
､
単
に
実
務
指
針
に
従

っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
責
任
を
認
め
る
と
す
る
と
､
当
該
実
務
指
針
を
法
定
の
基
準
と
同

視
し

う
る
こ

と
と
な
-
妥
当
と
は
い
え
な
い
｡

(116
)
加
え
て
'
こ
の
認
定
手
法
の
場
合
､
因
果
関
係
の
認
定
が
よ
-
難
し
-
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
た
と
え
裁
量
の
範
囲
内
に

な
る
よ
う
な
法
令
遵
守
体
制
を
構
築
し
て
い
た
と
し
て
も
当
該
不
正
行
為
等
を
防
止
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら

で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
､
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
､
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
を
忠
実
義
務
違
反
と
し
て
位
置
づ
け
､
因
果
関
係
概
念

を
必
要
と
し
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
が

(lam
es
G
rin
th
lr.,
D
irecto
r
O
uersig
h
t
L
ia
bility
J
T
u
Jen
ty
J
irst
C
en
tu
ry
S
ta
n
d
a
r
ds
an
d

L
eg
islatiue
C
o
n
tro
ls
o

n

L
ia
bility
.
2
0

D
el.
J.
C
o
r
p
.

L
.6
5
3
(19
9
5),
at
6
84-6
8
8
1)
'
少
な
-
と
も
､
日
本
法
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
主
張

を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る

｡

こ
れ
は
い
わ
ゆ

る
古
典
的
な
善
管
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
の
峻
別
論
に
帰
着
す
る
問
題
と
思
わ
れ
る
｡

す
な
わ
ち
'
善
管
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
を
区
別
し
'
忠
実
義
務
違
反
類
型
の
場
合
に
は
善
管
注
意
義
務
違
反
類
型
の
場
合
と
異
な
る
要
件
や

効
果
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
議
論
の
焼
き
直
し
で
あ
る
｡
伝
統
的
に
は
､
忠
実
義
務
は
昭
和
二
五
年
商
法
改
正
に
よ

っ
て
ア
メ
リ
カ
法
か
ら
忠

実
義
務
を
日
本
法
に
組
み
入
れ
た
と
い
う
点
か
ら
､
日
本
法
に
お
い
て
も
取
締
役
の
公
正
な
業
務
執
行
を
担
保
す
る
た
め
に
厳
格
に
要
求
さ
れ
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企業不祥事 と取締役の民事責任 (5･完)

る
義
務
と
し
て
理
論
上
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
が

(赤
堀
光
子

｢取
締
役
の
忠
実
義
務

(四

･
完
)
｣
法
学
協
会
雑
誌
八
五
巻

四
号

(
一
九
六
八
年
)
五
三
二
頁
)
､
判
例

(叢
刊
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
)
･
通
説
は
同
質
の
も
の
と
考
え
て

き
た
と
い
う
こ
と
と
反
す
る
｡

ま
た
､
現
在
'
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
を
忠
実
義
務

へ
と
位
置
づ
け
た
の
は
､
誠
実
義
務
と
い
う
新
た
な
信
認
義

務
の
枠
組
み
が
登
場
し
た
た
め
で
あ
-
､
そ
の
誠
実
義
務
も
取
締
役
の
免
責
規
定
を
排
除
す
る
た
め
と
い
う
側
面
が
強
-
､
そ
の
よ
う
な
誠
実

性
要
件
で
も
っ
て
取
締
役
の
責
任
を
免
除
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
日
本
法
に
お
い
て
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

そ
し
て
'
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
を
忠
実
義
務
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
た
と
え
可
能
で
あ

っ
た
と
し
て
も
､
日
本
法
上
､
取
締
役
の
会
社

に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
は
四
二
三
条

一
項
が
適
用
さ
れ
る
た
め
､
同
条
が

｢
そ
の
任
務
を
怠

っ
た
と
き
は
'
株
式
会
社
に
対
し
､
こ
れ
に
よ
っ

て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
｡｣
と
規
定
し
て
お
-
､
そ
の
要
件
に
お
い
て
因
果
関
係
を
不
要
と
す
る
の
は
法
文
上
兼
離
す
る
た
め
'

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
主
張
を
そ
の
ま
ま
日
本
法
に
お
い
て
唱
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
｡

(117
)
監
査
役
設
置
会
社
に
お
い
て
は
､
当
該
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
締
役
の
決
定

･
取
締
役
会
の
決
議
の
内
容
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と

き
は
､
監
査
役
は
､
監
査
報
告
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

(会
社
別

〓

l九
条

1
項
五
号
)
｡
ま
た
､

委
員
会
設
置
会
社
に
お
い
て
は
､
監
査
委
員
は
､
取
締
役
会
が
設
け
る
内
部
統
制
部
門
を
通
じ
て
監
査
を
行
う
こ
と
か
ら
､
内
部
統
制
シ
ス
テ

ム
が
適
切
に
構
成

･
運
営
さ
れ
て
い
る
か
を
監
視
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る

(前
掲
註

一
〇
六

･
江
頭
四
八
五
頁
､
四
八
六
頁
､
五

二

頁
､

五

一
九
頁
参
照
､
高
岸
直
樹

｢内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
監
査
役
の
職
務
｣
日
本
法
学
七
五
巻
三
号

(二
〇
一
〇
年
)
六
六
頁
以
下
､
佐

藤
丈
文

｢会
社
法
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
と
実
務
上
の
課
題
｣
岩
原
紳
作
=

小
松
岳
志
編

『会
社
法
施
行
5
年
理
論
と
実
務
の
現
状
と
課
題
』

(有
斐
閣
､
二
〇
二

年
)
五

1
頁
以
下
参
照
'
長
島

･
大
野

･
常
桧
法
律
事
務
所
編

『ア
ド
バ
ン
ス
新
会
社
法

(第
三
版
)』
(商
事
法
務
'
二

〇
一
〇
年
)
三
九
六
頁
参
照
)
｡

(118
)
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
が
既
に
制
度
と
し
て
存
在
し
て
い
る
監
査
委
員
会
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
も

一
つ
の
示
唆
が
得
ら
れ
る

と
思
う
｡
す
な
わ
ち
､
改
め
て
法
令
遵
守
体
制
と
い
う
概
念
を
用
い
ず
と
も
'
既
に
存
在
し
て
い
る
制
度
を
充
分
に
活
か
す
と
い
う
観
点
も
必

要
で
あ
る
｡
日
本
法
に
お
い
て
は
､
代
表
取
締
役

･
業
務
担
当
取
締
役
に
よ
る
取
締
役
会
へ
の
報
告
義
務

(三
六
三
条
二
項
)
'
監
査
役
の
調
査

権
限

(三
八

1
条

l
項

二

.E項
)､
取
締
役
へ
の
報
告
義
務

(三
八
二
条
)
と
い
っ
た
制
度
が
既
に
用
意
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
だ
け
で
は
不
充
分

か
も
し
れ
な
い
が
､
あ
る
意
味
で
こ
れ
ら
も
法
令
遵
守
体
制
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
う
す
る
と
､
取
締
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役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
違
反
の
判
断
も
こ
れ
ら
の
取
締
役
会
や
監
査
役

(
会

)

に
よ
る
監
督
機
能
に
資
す
る
制
度
が
機
能
し
て
い
た
か

否
か
も
重
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
｡

(119
)
裏
を
返
せ
ば
'
監
査
役
等
に
よ
-
不
適
切
と
さ
れ
た
内
部
統
制
を
放
置
し
て
'
そ
れ
に
起
因
す
る
不
祥
事
が
発
生
し
て
'
会
社
に
損
害
が
発

生
し
た
と
き
に
は
責
任
を
問
わ
れ
得
る

(酒
巻
俊
雄
=
龍
田
節
編

『逐
条
解
説
会
社
法
第
四
巻
機
関
-
』
〔川
村
正
幸
執
筆
〕
(中
央
経
済
社
､

二
〇
〇
八
年
)
五
二
二
頁
｡
な
お
'
小
林
秀
之
-
高
橋
均
編

『会
社
役
員
の
法
的
責
任
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
･ガ
バ
ナ
ン
ス
』
〔亀
井
洋

l
執
筆
〕
(同

文
館
出
版
､
二
〇
1
0
年
)
六
八
頁
も
､
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
欠
陥
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
'
あ
れ
ば
修
復
さ
れ
た
か
な
ど
の
検
証
は
必
要

で
あ
る
が
､
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
機
能
状
況
が
業
務
執
行
取
締
役
の
業
務
執
行
報
告
と
し
て
行
わ
れ
た
場
合
､
他
の
取
締
役
等
は
､
報
告
内

容
が
正
し
い
か
ど
う
か
疑
う
べ
き
特
段
の
事
情
が
な
け
れ
ば
､
そ
の
報
告
を
事
実
と
判
断
し
て
よ
い
と
述
べ
る
｡
前
掲
註

一
〇
五
･大
杉
八
三
頁
｡

(1-0
)
敵
対
的
企
業
買
収
防
衛
策
が
有
事
の
場
合
と
､
平
時
の
場
合
と
で
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
'
本
稿
で
論
じ
た
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
な
い
し
法
令

遵
守
体
制
の
構
築
を
､
｢平
時
｣
の
内
部
統
制
と
位
置
づ
け
､
経
営
陣
の
不
正
行
為
認
識
後
の
対
応
を

｢有
事
｣
の
内
部
統
制
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
な
ら
ば
､
不
正
行
為
対
処
義
務
は

｢有
事
｣
に
お
け
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
の

1
種
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い

(松
嶋
隆
弘

｢中
小
企
業
に
も
求
め
ら
れ
る
内
部
統
制
の
整
備

第
4
回

裁
判
例
に
み
る
内
部
統
制

(3
)
ダ
ス
キ
ン
事
件
②
｣
税
理
二

〇
〇
七
年
四
月
号
八
六
頁
-
八
七
頁
)
｡
し
か
し
､
取
締
役
の
法
的
責
任
を
考
え
る
上
で
は
､

1
応

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
と
は
区
別
し
て
考

え
る
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
｡

(1-1
)
本
件
高
裁
判
決
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
､
裁
判
長
か
ら
の

｢
(不
祥
事
を
)
公
表
し
な
い
こ
と
に
よ
る
会
社
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ー
･デ
メ
リ
ッ

ト
は
何
か
-
｣
と
い
う
質
問
に
対
し
て
､
被
告
で
あ
る
代
表
取
締
役
社
長
は

｢公
表
し
な
い
メ
リ
ッ
ト
は
世
の
中
か
ら
の
非
難
を
避
け
ら
れ
る

こ
と
､
デ
メ
リ
ッ
ト
は
無
い
と
い
う
ふ
う
に
判
断
し
た
｣
と
い
う
趣
旨
の
回
答
を
し
て
い
る
が
､
裁
判
長
か
ら

｢
そ
の
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
の
は
､

ず

っ
と
隠
し
お
お
せ
ら
れ
た
ら
'
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
す
ね
｣
と
指
摘
さ
れ
た

(加
藤
真
朗
=
坂
野
真

一
｢
最
高
裁
判
決
二
〇
〇
八
-

弁
護

士
が
語
る

ダ
ス
キ
ン
株
主
代
表
訴
訟
1
た
っ
た

1
人
の
原
告
､苦
難
を
乗
-
越
え
て
｣
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
五

二
号
(二
〇
〇
九
年
)
1
七
頁
)
｡

(1-2
)
本
件
は
､
不
祥
事
を
公
表
す
べ
き
義
務
を
裁
判
所
が
認
め
た
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
が
､
本
判
決
を
そ
の
よ
う
に
読
む
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う

(前
掲
註

〓

1
･
伊
勢
田
九
五
頁
､
前
掲
註

1
〇
五

･
大
杉
八
六
頁
)
｡
ま
た
､
債
権
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に
対
す
る
社
会
的
責
任

と
し
て
､
本
件
の
よ
う
な
事
実
の
開
示
を
､
こ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
す
る
見
解
も
あ
る

が

(菊
田
秀
雄

｢会
社
の
不
祥
事
を
後
に
認
識
し
た
取
締
役
ら
の
公
表
義
務
｣
早
稲
田
法
学
八
四
巻

言
号

(二
〇
〇
八
年
)
二
三
四
頁
､
同
旨
､

北法62(4･162)808



企業不祥事と取締役の民事責任 (5･完)

石
山
卓
磨

｢最
近
の
判
例
に
み
る
会
社
役
員
の
経
営
責
任
｣
愛
知
学
院
大
学
論
叢
法
学
研
究
四
八
巻
三
号

(二
〇
〇
七
年
)
四
三
頁
)
､
善
管
注

意
義
務
は
あ
-
ま
で
会
社
に
対
し
て
負
う
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
こ
に
直
接
に
社
会
的
責
任
ま
で
含
ま
せ
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(落
合
誠

一
｢企
業
法
の
目
的
1
株
主
利
益
最
大
化
原
則
の
検
討
｣
『現
代
の
法
7
･企
業
と
法
』
(岩
波
書
店
､

1
九
九
八
年
)
二
三
頁
参
照
)
｡

(1-3
)
た
と
え
ば
'
考
え
ら
れ
る
方
策
と
し
て
'
専
門
家
の
助
力
を
得
る
な
ど
し
て
迅
速
に
情
報
を
入
手
し
､
そ
の
う
え
で
'
ど
の
よ
う
な
対
応
を

と
る
こ
と
が
ベ
ス
ト
で
あ
る
か
に
つ
い
て
､憤
重
な
判
断
を
下
す
と
か

(日
下
部
真
治

｢製
品
安
全
･事
故
に
関
わ
る
リ
ス
ク
管
理
の
落
と
し
穴
｣

Busin
essr
aw
lo
u
rロ
a二

四
号

(二
〇
〇
九
年
)
四
三
頁
参
照
)､
会
社
に
対
す
る
消
費
者
の
不
安

･
不
信
を
招
-
こ
と
を
回
避
し
､
会
社
の

蒙
る
損
害
を
最
小
限
に
抑
制
す
る
た
め
に
､
事
実
を
公
表
し
か
つ
広
-
人
体
へ
の
無
害
性
を
訴
え
､
消
費
者
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
対
応
や
､
賠
償

に
応
じ
る
な
ど
､
よ
-
積
極
的
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

(前
掲
註

二

一
･
伊
勢
田
九
五
頁
)
｡
他
に
も
､
自
発
的
公
表

の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
や
､
外
部
意
見
の
聴
取
方
法
に
つ
い
て
指
摘
を
加
え
る
も
の
と
し
て
､
竹
内
朗

｢ダ
ス
キ
ン
事
件
高
裁
判
決

で
取
締
役
に
課
さ
れ
た
信
頼
回
復
義
務
-
大
阪
高
判
平
成
18

･
6
･
9
に
み
る
ク
ラ
イ
シ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
-
方
｣
N
B
L
八
六
〇
号

(二

〇
〇
七
年
)
三
七
頁
｡

(墜

こ
れ
は
実
務
的
に
見
て
も
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る

(梅
林
啓

｢
不
祥
事
公
表
の
安
否
と
タ
イ
ミ
ン
グ
｣
''ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
〇
二

年
九
月

号

〓

一貫
以
下
､
栗
原
正

1
｢
10
の
ケ
ー
ス
で
み
る
企
業
不
祥
事
の
初
動
対
応
I
そ
の
評
価
と
対
策
｣
同
三
人
頁
以
下
､
田
中
正
博

『会
社
を

守
る
ク
ラ
イ
シ
ス
･
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
(産
業
編
集
セ
ン
タ
ー
'
二
〇
二
1
年
)
五

一
頁
以
下
参
照
)
｡

(1-5
)
示
唆
的
な
発
言
と
し
て

｢
〔会
社
が
-
筆
者
註
〕
実
際
に
問
題
を
全
く
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
､
実
を
言
う
と
か
な
-
難
し
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
問
題
が
起
こ
っ
た
あ
と
の
対
処
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
､
実
は
重
要
で
は
な
い
か
と
私
自
身
は
思
っ
て
い

ま
す
O｣
([座
談
会
]
｢特
集

-
会
社
を
め
ぐ
る
環
境
変
化
と
法
的
リ
ス
ク

内
部
統
制
と
監
査

～
実
務
と
理
論
上
の
諸
問
題
｣
〔河
内
隆
史
発
言
〕

法
律
時
報
八
〇
巻
三
号

(二
〇
〇
八
年
)

〓

1頁
).

(1-6
)
前
述
し
た
よ
う
に
､
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
が
問
題
と
な
る
裁
判
例
に
お
い
て
'
裁
判
所
に
よ
る
当
該
体
制
の
審
査
を
謙
抑
的

に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
に
対
し
て
､
取
締
役
に
対
す
る
規
律
付
け
が
減
少
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
も
あ
-
得
よ
う
｡
し
か
し
な
が

ら
､
第

l
に
'
本
文
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
'
企
業
不
祥
事
を
完
全
に
除
去
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
ち
つ
つ
､

一
度
発

生
し
て
し
ま
っ
た
不
祥
事
に
対
し
て
適
切
な
是
正
措
置
を
と
ら
せ
る
と
い
う
形
で
の
規
律
付
け
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
第
二
に
､
裁
判

所
に
よ
る
法
令
遵
守
体
制
の
内
容
審
査
に
よ
っ
て
過
大
な
責
任
を
取
締
役
に
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
る
萎
縮
効
果
等
'負
の
側
面
も
少
な
-
な
い
｡
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そ
し
て
､
第
三
に
'
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
も
含
め
､
企
業
不
祥
事
の
防
止
を
取
締
役
の
責
任
に
よ
っ
て
企
図
す
る
こ
と
が
本
当
に
適
切
で
あ

る
の
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
取
締
役
を
規
律
す
る
仕
組
み
は
何
も
損
害
賠
償
責
任
だ
け
で
は
な
-
'
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
法
制
度
だ

け
で
な
-
'
市
場
等
も
含
め
全
体
と
し
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
-
､
全
体
と
し
て
適
切
な
水
準
の
規
律
を
与
え
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る

(前
掲
註
六
四

･
伊
藤
二
〇
三
頁
)
｡
な
お
､
企
業
不
祥
事
に
よ
る
取
締
役
に
対
す
る
規
律
付
け
に
つ
い
て
､
行
政
処
分

･
社
内
処

分
等
に
よ
る
も
の
を
例
示
す
る
も
の
と
し
て
､
白
石
賢

『企
業
犯
罪

･
不
祥
事
の
法
政
策
～
刑
事
処
罰
か
ら
行
政
処
分

･
社
内
処
分
へ
』
(成
文

堂
､
二
〇
〇
七
年
)

1
八
四
頁
o

(1-7
)
逆
に
こ
れ
ら
の
規
律
付
け
を
法
制
度
が
行
わ
ず
､
す
べ
て
株
式
市
場
に
委
ね
る
と
い
う
選
択
肢
も
な
-
は
な
い

(た
だ
し
､
筆
者
は
そ
こ
ま

で
極
端
な
議
論
が
好
ま
し
い
と
は
思
わ
な
い
)
｡
た
だ
､
少
な
-
と
も
'
そ
も
そ
も
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
な
い
し
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
､

取
締
役
に
高
度
な
注
意
義
務
を
課
し
'
義
務
違
反
を
認
め
や
す
-
し
て
､
支
払
う
こ
と
が
不
可
能
な
ほ
ど
高
額
な
損
害
賠
償
額
を
取
締
役
個
人

に
負
わ
せ
る
と
い
う
あ
る
種
の

｢劇
薬
｣
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
に
は
現
段
階
に
お
い
て
は
梼
蹄
を
覚
え
る

(前
掲
註
六
七

･
森
田

1
.1
頁
参
照
)
｡

(1-8
)
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
が
促
進
さ
れ
て
き
た
経
緯
と
し
て
､
組
織
に
対
す
る
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
存
在
が
あ

る
と
い
う
こ
と
も

一
つ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
で
は
な
い
か
｡
日
本
法
に
お
い
て
は
､
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
､
取
締
役
の
責
任
を
課
す
こ
と
で
法

令
遵
守
体
制
の
構
築
を
促
進
し
て
き
た
側
面
が
あ
る

(例
え
ば
､
取
締
役
の
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
の
措
定
､
金
商
法
に
お
け
る
内
部
統
制

報
告
書
制
度
)｡
し
か
し
'
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
､
そ
れ
だ
け
で
は
な
-
､
法
令
遵
守
体
制
を
構
築
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
締
役
の
責
任

の
軽
減
化
が
図
ら
れ
て
き
た
と
い
う
側
面
も
あ
る

(第
二
章
第
三
節
第
六
款
参
照

･
六

1
巻
四
号
七

一
頁
参
照
)
｡
同
様
の
制
度
を
日
本
法
に
導

入
す
る
こ
と
は
'
困
難
か
も
し
れ
な
い
が
'
い
わ
ゆ
る
ア
メ
と
ム
チ
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
､
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
を
促
進
す
る
と
い
う
方

向
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

(直
接
こ
の
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
は
な
い
が
､
従
業
員
の
違
法
行
為
が
あ

っ
て
も
法
令
遵
守
体
制
が
構
築
さ

れ
て
い
れ
ば
取
締
役
は
免
責
さ
れ
る
と
す
る
免
責
機
能
と
し
て
の
法
令
遵
守
体
制
の
位
置
づ
け
に
つ
き
､
神
田
秀
樹

｢会
社
法
入
門
｣
(岩
波
書

店
'
二
〇
〇
六
年
)
六
二
頁
参
照
)
｡

(1-9
)
第

三
早
第

二
即
･
六

1
巻
三
号
七
頁
参
照
.

(1-0
)
な
お
､
こ
の
点
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
近
時
の
裁
判
例
を
紹
介

･
検
討
し
た
も
の
と
し
て
'
南
健
悟

｢
リ
ス
ク
管
理
と
取
締
役
の
責

任
-
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
A
IG
事
件
と

C
iti
grou
p
事
件
の
比
較
-
｣
商
学
討
究
六

一
巻
二

二
二
号

(二
〇
1
0
年
)
二
〇
九
頁
参
照
｡

北法62(4･164)810



企業不祥事と取締役の民事責任 (5･完)

北法62(4･165)811

〔付
記
〕

本
稿
は
北
海
道
大
学
審
査
博
士

(法
学
)
学
位
論
文

〔
二
〇
1
0
年
三
月
二
五
日
授
与
〕
｢企
業
不
祥
事
と
取
締
役
の
民
事
責
任
-

法
令
遵
守
体
制

構
築
義
務
を
中
心
に
｣
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
｡
な
お
'
本
稿
は
､
平
成
二
二
年
度
-

平
成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
若
手
研
究

(B
)
二
二
七
三
〇

〇
九
〇
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡


