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一

は
じ
め
に

日
本
に
お
い
て
、
会
社
と
取
締
役
と
の
関
係
は
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
（
商
法
二
五
四
条
三
項
）。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役

は
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
善
良
な
管
理
者
と
し
て
の
注
意
義
務
を
負
う
（
民
法
六
四
四
条
）。
ま
た
、
取
締
役
は
、
法

令
・
定
款
の
定
め
及
び
総
会
決
議
を
遵
守
し
、
会
社
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
義
務
を
負
う
（
商
法
二
五
四
条
ノ
三
）。

そ
し
て
、
取
締
役
が
、
職
務
執
行
上
、
法
令
・
定
款
違
反
の
行
為
等
に
よ
り
会
社
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
賠
償
す

る
責
任
を
負
う
（
商
法
二
六
六
条（
１
）

）。

し
か
し
、
取
締
役
が
経
営
者
と
し
て
の
専
門
的
知
識
を
駆
使
し
て
、
会
社
の
た
め
に
有
益
で
あ
る
と
判
断
を
下
し
た
場
合
、
た
ま
た

ま
そ
の
判
断
が
、
経
済
状
況
の
変
化
等
か
ら
、
結
果
的
に
会
社
に
損
害
を
与
え
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
多
く
あ（
２
）

る
。
こ
の
場
合
に
、
取
締

役
の
行
っ
た
経
営
判
断
が
結
果
と
し
て
会
社
に
損
害
を
も
た
ら
し
た
と
き
、
後
知
恵
に
よ
っ
て
取
締
役
の
判
断
内
容
の
不
適
切
さ
か
ら

取
締
役
の
任
務
懈
怠
（
善
管
注
意
義
務
違
反
）
を
肯
定
し
、
こ
れ
に
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
と
す
る
と
、
取
締
役
は
企
業
家
と
し

取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
に
関
す
る
一
考
察

―
―
日
米
韓
の
比
較
に
お
い
て
―
―
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て
の
大
胆
な
判
断
を
避
け
る
よ
う
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
営
の
萎
縮
は
、
会
社
の
発
展
を
阻
害
し
、
株
主
全
体
の
期
待

に
も
反
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
資
料
・
情
報
の
収
集
や
前
提
と
な
る
事
実
の
認
識
な
ど
経
営
判
断
に
至
る
過
程
に
不

注
意
が
な
け
れ
ば
、
取
締
役
の
責
任
の
有
無
を
判
定
す
る
裁
判
所
は
、
原
則
と
し
て
経
営
判
断
の
内
容
に
よ
っ
て
取
締
役
の
責
任
を
認

定
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
い
わ
ゆ
る
経
営
判
断
原
則
が
、
日
本
に
お
い
て
も
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ（
３
）

た
。

経
営
判
断
原
則(B

u
sin

ess
Ju

dgm
en

t
R

u
le)

は
、
米
国
の
判
例
法
を
通
じ
て
生
成
・
発
展
し
て
き
た
原
則
で
あ
る
。
最
近
に
な

っ
て
、
韓
国
で
も
こ
の
原
則
に
対
す
る
関
心
や
期
待
が
高
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日

・
韓
と
も
に
米
国
法
の
制
度
に
な
ら
っ
て
株
主
代
表
訴
訟
制
度
を
導
入
し
た（
４
）

が
、
同
制
度
は
、
実
際
に
は
活
用
も
濫
用
も
さ
れ
な
い
状

況
が
続
い
た
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
は
、
平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）
商
法
改
正
に
よ
り
、
訴
訟
費
用
は
一
律
八
二
〇
〇
円
と
引

下
げ
ら
れ
る
な
ど
、
株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
し
や
す
い
法
制
度
が
整
備
さ
れ
た
た
め
、
取
締
役
の
責
任
を
追
及
す
る
代
表
訴
訟
の
利
用

は
著
し
く
増
加（
５
）

し
、
請
求
金
額
も
高
額
化
し（
６
）

た
。
そ
こ
で
請
求
さ
れ
る
損
害
賠
償
額
が
多
額
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
経
営
者

に
と
っ
て
代
表
訴
訟
が
大
き
な
脅
威
に
な
り
、
そ
の
防
御
手
段
と
し
て
経
営
判
断
原
則
の
導
入
を
要
求
す
る
声
が
特
に
実
業
界
か
ら
高

ま
っ
て
い
る
。
一
方
、
韓
国
で
は
、
一
九
九
七
年
末
の
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
よ
る
経
済
危
機
以
前
に
は
、
株
主
か
ら
代
表
訴
訟
を
提
起

さ
れ
、
取
締
役
の
責
任
が
追
及
さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
制
度
の
濫
用
を
憂
慮
し
て
、
株
主
に
代
表
訴

訟
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
与
せ
ず
、
提
訴
要
件
を
厳
格
化
し
、
訴
訟
費
用
を
過
大
に
規
定
し
た
こ
と
が
訴
訟
の
提
起
に
対
す
る
障
害

と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
韓
国
の
財
閥
企
業
及
び
多
く
の
株
式
会
社
は
所
有
と
経
営
が
分
離
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、
自
分

で
は
ほ
と
ん
ど
株
式
を
所
有
し
な
い
経
営
者
が
取
締
役
を
事
実
上
支
配
し
、
後
継
者
を
自
分
で
選
任
す
る
形
で
会
社
を
私
物
化
す
る
事

例
が
多
数
あ
る
中
、
少
数
株
主
は
企
業
経
営
に
関
す
る
資
料
収
集
が
困
難
で
あ
り
、
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
た
め
の
持
株
比
率
も
非
常

に
高
か
っ
た
の
で
、
株
主
代
表
訴
訟
が
活
性
化
し
な
か
っ
た
原
因
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
七
年
末
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
救
済
金
を
も
た
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ら
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
経
済
難
局
を
解
決
す
る
た
め
に
、
大
々
的
な
法
制
の
改
編
が
行
わ
れ
た
。
特
に
、
証
券
取

引
法
と
商
法
で
は
、
少
数
株
主
権
を
強
化
す
る
た
め
に
少
数
株
主
の
要
件
を
緩
和
し（
７
）

た
。
そ
れ
で
、
一
九
九
八
年
六
月
市
民
団
体
に
よ

る
「
小
額
株
主
運
動
」
の
結
果
と
し
て
、
第
一
銀
行
の
回
収
不
能
の
貸
付
金
な
ど
の
件
で
頭
取
を
含
め
四
人
の
取
締
役
の
責
任
が
問
わ

れ
る
代
表
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
韓
国
の
最
初
の
代
表
訴
訟
で
あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
多
数
の
代
表
訴
訟
が
相
次
い
で
い

（
８
）

る
。
そ
し
て
、
去
年
、
韓
国
の
サ
ム
ス
ン
電
子
の
株
主
二
二
人
が
、
同
社
の
会
長
や
前
社
長
ら
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
た
株
主
代
表

訴
訟
に
対
す
る
第
二
審
の
判
決
を
き
っ
か
け
に
経
営
判
断
原
則
の
適
用
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い（
９
）

る
。

し
か
し
、
経
営
判
断
原
則
の
正
確
な
定
義
や
機
能
及
び
注
意
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
米
国
で
も
必
ず
し
も
意
見
の
一
致
が
見
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
も
、
こ
の
原
則
に
対
す
る
解
釈
や
学
説
の
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
判
例
に
お
い
て
も

同
原
則
を
適
用
す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
表
現
の
仕
方
も
一
定
で
は
な
く
、
理
解
も
様
々
で
あ
る
。
ま
た
、
取
締
役
の

会
社
に
対
す
る
責
任
に
つ
き
、
善
管
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
り
、
ま
た
、
善
管
注
意
義
務
と
経
営

判
断
原
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
米
国
法
上
、
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
は
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
か
を
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州

の
判
例
の
立
場
と
米
国
法
律
協
会(

Ａ
Ｌ
Ｉ)

の
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
原
理
―
分
析
と
勧
告
」
に
よ
っ
て
公
式
化
さ
れ

た
内
容
に
よ
り
概
観
す
る
。
次
に
、
米
国
で
の
議
論
の
展
開
を
踏
ま
え
て
、
日
本
に
お
け
る
解
釈
論
の
中
で
経
営
判
断
原
則
を
ど
の
よ

う
に
位
置
付
け
る
か
な
ど
に
つ
い
て
、
近
時
の
学
説
と
判
例
を
確
認
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
韓
国
で
は
、
経
営
判
断
原
則
が
徐
々
に
認

識
さ
れ
て
い
る
段
階
で
あ
る
が
、
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
原
則
が
ど
の
よ
う
に
採
用
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
の

適
用
要
件
や
内
容
な
ど
に
関
し
て
、
米
国
と
日
本
の
議
論
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
韓
国
法
へ
の
示
唆
を
得
た
い
と
考
え
る
。
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二

米
国
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
の
概
要

（
一
）
取
締
役
の
注
意
義
務

米
国
の
会
社
法
上
、
取
締
役
は
、
広
範
な
経
営
権
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
会
社
と
い
う
組
織
の
中
で
独
自
の
地
位
を
占
め
る
。
取
締
役

は
、
会
社
に
対
す
る
高
度
の
忠
実(fidelilty)

及
び
忠
誠(loyalty)

を
尽
く
す
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
義
務
は
「
信

認
義
務(fidu

ciary
du

ty)

」
と
呼
ば
れ
、
会
社
の
経
営
を
す
る
際
に
取
締
役
は
会
社
及
び
株
主
に
最
も
利
益
に
な
る
よ
う
に
行
動
し

な
け
れ
ば
な
ら
な（
１０
）

い
。
信
認
義
務
は
大
き
く
注
意
義
務(du

ty
of

care)

と
忠
実
義
務(du

ty
of

loyalty)

と
に
分
か
れ（
１１
）

る
。
伝
統
的

に
、
米
国
に
お
い
て
、
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
事
件
と
取
締
役
の
忠
実
義
務
違
反
事
件
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
審
査
基
準
が
適
用
さ

れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
と
会
社
間
に
利
害
関
係
を
有
し
な
い
単
純
な
注
意
義
務
違
反
に
は
経
営
判
断
原
則
を
適
用
し
、
取
締

役
と
会
社
間
で
利
害
関
係
が
存
す
る
忠
実
義
務
違
反
に
は
公
正
さ
の
基
準
が
適
用
さ
れ
て
き（
１２
）

た
。

注
意
義
務
と
は
、
取
締
役
が
会
社
に
対
し
て
業
務
遂
行
に
お
け
る
適
切
な
注
意
を
行
う
義
務
で
あ
り
、
改
正
模
範
会
社
法
八
・
三
〇

条
に
お
い
て
、「
�
誠
実
に
、
�
同
様
の
地
位
に
あ
る
慎
重
な
通
常
人
で
あ
れ
ば
同
様
の
状
況
下
で
払
う
で
あ
ろ
う
注
意
を
持
ち
、
�

会
社
の
最
善
の
利
益
で
あ
る
と
取
締
役
が
合
理
的
に
信
じ
る
方
法
で
」、
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い（
１３
）

る
。

取
締
役
は
、
こ
の
注
意
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
当
然
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、
裁
判
所
は
、
あ
ま
り
に
厳
格
基
準
を
課

す
と
有
能
か
つ
適
任
な
人
が
公
開
会
社
の
取
締
役
へ
の
就
任
を
承
諾
し
な
く
な
る
と
い
う
根
拠
に
基
づ
き
、
注
意
義
務
の
問
題
を
扱
う

特
定
の
判
例
に
お
い
て
、
取
締
役
の
責
任
は
な
い
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い（
１４
）

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
米
国
に
お
い
て
、
取
締
役
の
責

任
を
制
限
す
る
目
的
と
し
て
経
営
判
断
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ（
１５
）

る
。

そ
こ
で
、
米
国
法
上
、
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
は
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
か
を
、
ま
ず
、
米
国
の
会
社
法
上
重
要
な
位
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置
を
占
め
て
い
る
デ
ラ
ウ
ェ
ア（
１６
）

州
の
判
例
の
立
場
か
ら
概
観
し
て
い
き
た
い
。

（
二
）「
十
分
な
情
報
を
得
て
お
く
義
務
」
と
注
意
義
務

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
判
例
は
、
経
営
判
断
原
則
が
、
反
証
を
許
す
推
定
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
明
言
す（
１７
）

る
。
す
な
わ
ち
、
責

任
を
追
及
さ
れ
る
取
締
役
が
下
し
た
経
営
判
断
が
、
誠
実
に
か
つ
十
分
な
資
料
収
集
・
調
査
を
し
た
上
で
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
証

明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
と
の
推
定
を
受
け
、
そ
れ
を
覆
す
た
め
の
立
証
は
責
任
を
追
及
す
る
側
が
負
担
す
る
。

代
表
的
な
判
決
と
し
て
、
一
九
八
四
年
ア
ー
ロ
ン
ソ
ン
事
件
判
決
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
最
高
裁
が
経
営
判
断
原
則
を
初
め
て
明
確
に

表
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、「
経
営
判
断
原
則
と
は
、
経
営
判
断
を
す
る
際
に
、
会
社
の
取
締
役
は
十
分
な
情
報
を
基
に
、
そ
の
判
断
が

会
社
の
最
善
の
利
益
に
合
致
す
る
と
確
信
し
た
と
い
う
推
定
で
あ
る
。
裁
量
の
濫
用
が
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
そ
の
判
断
を
尊
重

す
る
。
取
締
役
の
責
任
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
者
は
こ
の
推
定
を
覆
す
事
実
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

（
１８
）

る
。こ

の
よ
う
に
、
本
判
決
で
、
経
営
判
断
原
則
と
は
、
経
営
判
断
を
す
る
際
に
、
会
社
の
取
締
役
は
十
分
な
情
報
を
基
に
、
そ
の
判
断

が
会
社
の
最
善
の
利
益
に
合
致
す
る
と
確
信
し
た
と
い
う
推
定
で
あ
る
と
示
し
た
。
そ
こ
で
、
ア
ー
ロ
ン
ソ
ン
事
件
判
決
以
降
、
米
国

の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
は
、
こ
の
「
十
分
な
情
報
を
得
て
お
く
義
務
」
と
い
う
要
件
を
注
意
義
務
と
同
一
視
す
る
傾
向
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ（
１９
）

た
。

（
三
）
重
過
失(gross

n
egligen

ce)

基
準

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
を
含
む
一
部
の
州
で
は
、
取
締
役
は
重
過
失
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ（
２０
）

る
。
取
締
役
の
注
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意
義
務
違
反
事
件
に
適
用
さ
れ
る
審
査
基
準
と
し
て
重
過
失
基
準
と
い
う
基
準
を
用
い
る
の
は
、S

m
ith

v.V
an

G
orkom

判（
２１
）

決
で

確
立
さ
れ
た
。
本
件
の
事
実
認（
２２
）

定
に
基
づ
き
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
取
締
役
は
会
社
の
価
値
及
び
提
案
さ
れ
た
取
引
に
つ

い
て
適
切
に
情
報
を
得
な
か
っ
た
の
で
経
営
判
断
原
則
の
保
護
を
受
け
る
資
格
が
な
い
と
い
う
結
論
を
下
し
た
。
そ
の
注
意
義
務
の
基

準
の
根
幹
は
重
過
失
で
あ
り
、
取
締
役
会
は
こ
の
注
意
義
務
の
基
準
を
達
成
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
裁
判
所
は
述
べ
た
。

し
か
し
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
米
国
で
も
、
米
国
の
裁
判
所
は
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
事
件
に
実
際
に
重
過
失
基
準
で
は
な
く
、

通
常
の
過
失
基
準
を
適
用
し
て
き
た
と
の
批
判
が
あ（
２３
）

る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
会
社
法
は
有
能
な
人
物
を
取
締
役
会
に
就
任

さ
せ
る
た
め
に
、
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
事
件
に
適
用
さ
れ
る
審
査
基
準
は
、
通
常
の
審
査
基
準
よ
り
は
、
も
っ
と
緩
や
か
な
重
過

失
基
準
で
あ
る
と
示
し（
２４
）

た
。
し
か
し
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
は
、
重
過
失
基
準
を
適
用
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
上
記
の
事

件
で
通
常
の
過
失
基
準
を
適
用
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
に
対
し
、
裁
判
所
は
取
締
役
の
決
定
手
続
に
つ
い
て
重
過
失
を
認
め
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
通
常
の
過
失
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
り
、
重
過
失
基
準
に
当
て
は
ま
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
が
審
査
基
準
と
し
て
重
過
失
基
準
を
適
用
す
る
と
明
示
し
た
が
、
実
際
に
適
用
さ
れ
た
審
査
基
準
に
よ
る
結

果
は
、
取
締
役
の
保
護
の
目
的
か
ら
見
て
そ
の
基
準
が
寛
大
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
最
近
の
判
例
に
お
い
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州

最
高
裁
の
判
決
は
、
重
過
失
基
準
を
厳
格
に
適
用
し
、
取
締
役
の
意
思
決
定
手
続
が
不
適
切
で
あ
っ
て
も
重
過
失
が
な
い
限
り
取
締
役

は
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い（
２５
）

る
。

（
四
）
Ａ
Ｌ
Ｉ
に
よ
る
経
営
判
断
原
則
の
公
式
化

前
述
の
よ
う
に
、
米
国
の
判
例
法
の
展
開
に
委
ね
て
き
た
経
営
判
断
原
則
は
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
原
理

―
分
析
と
勧
告
」
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
公
式
化
さ
れ
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、
四
・
〇
一
条
（
ｃ
）
項
は
、
い
わ
ゆ
る
経
営
判
断
原
則
に
つ
い
て
、
�
経
営
判
断
の
対
象
に
利
害
関
係
を
有
し
な
い
こ

と
、
�
経
営
判
断
原
則
の
対
象
に
関
し
て
、
そ
の
状
況
の
も
と
で
適
切
で
あ
る
と
合
理
的
に(reason

ably)

信
ず
る
程
度
に
知
っ
て

い
た
こ
と
、
�
経
営
判
断
が
会
社
の
最
善
の
利
益
に
合
致
す
る
と
相
当
に(ration

ally)

信
じ
た
こ
と
と
い
う
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、

経
営
判
断
を
行
っ
た
取
締
役
は
注
意
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
な（
２６
）

る
。

こ
れ
は
、
判
断
に
至
る
過
程
に
お
け
る
情
報
収
集
な
ど
に
お
い
て
そ
の
地
位
に
あ
る
通
常
人
に
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
を
尽
く
し

て
い
れ
ば
、
経
営
判
断
の
内
容
が
極
め
て
不
合
理
で
な
い
限
り
、
取
締
役
は
責
任
を
負
わ
な
い
ル
ー
ル
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

Ａ
Ｌ
Ｉ
の
公
式
化
に
よ
る
経
営
判
断
原
則
は
、
取
締
役
の
経
営
判
断
の
内
容
に
関
し
て
、
よ
り
緩
や
か
な
審
査
基
準
を
設
定
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
注
意
義
務
自
体
を
軽
減
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
な
い
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い（
２７
）

る
。

こ
の
よ
う
に
経
営
判
断
の
過
程
と
内
容
が
区
別
さ
れ
、
経
営
判
断
の
過
程
は
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
公
式
化
に
よ
る
経
営
判
断
原
則
の
要
件
�

の
よ
う
に
合
理
性
の
基
準
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
が
、
こ
の
要
件
を
ク
リ
ア
す
れ
ば
、
経
営
判
断
の
内
容
は
、
そ
の
要
件
�
に
よ
り
、

よ
り
緩
や
か
な
相
当
性
の
基
準
を
と
っ
て
、
広
い
許
容
範
囲
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
作
業
を
担
当
し
た
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー

グ
教
授
は
、
行
動
基
準(stan

dard
ofcon

du
ct)

と
審
査
基
準(stan

dard
ofrevie

（
２８
）

w
)

を
用
い
て
、
注
意
義
務
は
行
動
の
基
準
す
な

わ
ち
取
締
役
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
す
べ
き
か
を
示
す
基
準
で
あ
り
、
経
営
判
断
原
則
は
審
査
の
基
準
す
な
わ
ち
裁
判
所
が
取
締
役
の

行
動
を
評
価
す
る
際
に
用
い
る
基
準
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
は
、
取
締
役
の
注
意
義
務

違
反
事
件
に
適
用
さ
れ
る
審
査
基
準
は
、
通
常
の
審
査
基
準
よ
り
は
、
も
っ
と
緩
や
か
な
重
過
失
基
準
で
あ
る
と
示
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
注
意
義
務
違
反
事
件
で
は
、
こ
の
よ
う
な
審
査
基
準
と
行
動
基
準
は
分
離
さ
れ
、
取
締
役
の
責
任
に
対
す
る
審
査
基
準
は
行
動
基

準
よ
り
緩
や
か
な
重
過
失
基
準
に
な
る
と
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
は
、
取
締
役
の
決
定
内
容
に
対
す
る
審
査
基
準
を
注
意
義
務
の
基
準
よ
り
も
緩
や
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
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よ
り
、
経
営
判
断
原
則
と
注
意
義
務
基
準
と
を
区
別
し
て
い
る
。
両
者
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
は
Ａ
Ｌ
Ｉ
が
初
め
て
で
あ
っ
た

た
め
に
、
こ
の
提
案
は
非
常
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
言
え
る
よ
う
に
な
っ（
２９
）

た
。

三

日
本
・
韓
国
に
お
け
る
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則

（
一
）
日
本
に
お
け
る
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則

会
社
と
取
締
役
と
の
間
の
関
係
は
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
（
商
法
二
五
四
条
三
項
）。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
は
、
そ
の
職

務
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
善
良
な
管
理
者
と
し
て
の
注
意
義
務
を
負
う
（
民
法
六
四
四
条
）。
こ
の
よ
う
に
、
法
律
上
は
「
善
良

な
管
理
者
の
注
意
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
取
締
役
の
注
意
義
務
の
内
容
や
注
意
義
務
違
反
の
有
無
を
判
断
す
る
際
の
審
査
基
準
を

よ
り
明
確
化
な
い
し
は
具
体
化
し
て
い
く
作
業
の
中
で
、
米
国
に
お
け
る
議
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
注
意
義
務
の
内
容
や
注
意
義
務

違
反
の
有
無
の
審
査
基
準
を
よ
り
取
締
役
に
即
し
た
か
た
ち
で
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
、
裁
判
所
が

用
い
る
べ
き
審
査
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
取
締
役
に
行
動
の
指
針
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
、
有
意
義
な
こ
と
で
あ（
３０
）

る
。

日
本
に
お
い
て
、
米
国
で
の
判
例
の
推
移
や
議
論
の
展
開
を
踏
ま
え
て
、
経
営
判
断
原
則
を
導
入
す
べ
き
か
否
か
、
ま
た
、
導
入
す

べ
き
と
す
れ
ば
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
、
さ
ら
に
、
日
本
に
お
け
る
解
釈
論
の
中
で
経
営
判
断
原

則
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
べ
き
か
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
多
様
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
学
説
を
確

認
し
て
置
き
た
い
。

（
１
）
最
近
の
学
説

日
本
の
主
要
な
学
説
を
概
観
す
る
と
、
第
一
に
、
経
営
判
断
原
則
を
取
締
役
の
注
意
義
務
を
軽
減
す
る
も
の
だ
と
い
う
理
解
に
た
ち

つ
つ
、
日
本
へ
の
導
入
を
支
持
し
て
い
た
初
期
の
見
解
、
第
二
に
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
公
式
化
を
今
後
の
経
営
判
断
原
則
の
標
準
型
だ
と
理
解
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し
、
そ
の
考
え
方
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
に
関
す
る
審
査
基
準
を
明
確
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
最

近
の
見
解
、
第
三
に
経
営
判
断
原
則
の
推
定
な
い
し
証
明
責
任
の
分
配
と
い
う
機
能
に
眼
を
向
け
て
、
日
本
へ
の
導
入
の
是
非
を
論
ず

る
見
解
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
近
の
学
説
の
傾
向
と
し
て
は
、
第
二
の
よ
う
に
取
締
役
に
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
を
決
す
る
際
に
、
経
営
判
断
原
則
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
標
準
を
よ
り
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
多（
３１
）

い
。

そ
こ
で
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
公
式
化
を
今
後
の
経
営
判
断
原
則
の
標
準
型
だ
と
理
解
し
、
そ
の
考
え
方
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け

る
取
締
役
の
注
意
義
務
に
関
す
る
審
査
基
準
を
明
確
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
主
な
学
説
は
、
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。
第
一
に
、
相

当
程
度
裁
判
所
は
取
締
役
の
経
営
判
断
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
見（
３２
）

解
。
第
二
に
、
取
締
役
に
注
意
義
務
違
反

が
な
い
と
い
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
判
断
が
、
当
時
の
状
況
に
鑑
み
会
社
の
業
務
執
行
を
な
す
能
力
・
識
見
を
有
す
る
取
締
役
の
立
場

か
ら
み
て
、
明
ら
か
に
不
合
理
で
な
い
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
い
う
見（
３３
）

解
。
第
三
に
、
経
営
判
断
の
過
程
と
内
容
と
を
区
別
し
て
表
現

す
る
見（
３４
）

解
。
第
四
に
、
経
営
判
断
の
過
程
と
内
容
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
見
解
で
あ（
３５
）

る
。

こ
こ
で
、
注
目
し
た
い
の
が
、
第
三
の
経
営
判
断
の
過
程
と
内
容
と
を
区
別
し
て
異
な
る
審
査
基
準
を
用
い
る
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
公
式
化
の

考
え
方
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
公
式
化
に
最
も
近
い
考
え
方
と
し
て
は
、
経
営
判
断
の
準
備

面
と
判
断
面
を
区
別
し
、
準
備
面
で
は
注
意
義
務
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
、
判
断
面
で
は
会
社
に
と
っ
て
最
善
の
選
択
で
あ
る
と
の
合
理

的
確
信
を
得
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
を
提
唱
す
る
見
解
で
あ（
３６
）

る
。
た
だ
し
、「
準
備
面
で
は
注
意
義
務
を
そ
の
ま
ま
適
用
」
す
る
と

い
う
表
現
の
し
か
た
を
す
る
と
、
判
断
面
で
は
注
意
義
務
を
修
正
な
い
し
軽
減
す
る
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
一
応
の
標
準
化
を
試
み
る
考
え
方
と
し
て
は
、
取
締
役
に
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

経
営
判
断
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
当
該
判
断
を
す
る
た
め
に
当
時
の
状
況
に
照
ら
し
合
理
的
だ
と
思
わ
れ
る
程
度
に
情
報
収
集
・
調
査

・
検
討
等
を
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
、
経
営
判
断
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
と
し
て
通
常
の
能
力
・
識
見
を
有
す
る
者
の
立
場
か
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ら
み
て
、
当
該
判
断
が
当
時
の
状
況
に
照
ら
し
明
ら
か
に
不
合
理
で
な
い
か
ど
う
か
を
、
そ
の
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
で

あ（
３７
）

る
。

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
の
場
合
、
過
去
に
経
営
判
断
原
則
を
取
締
役
の
注
意
義
務
を
軽
減
す
る
法
理
と
し
て
捉
え
て
解
釈
す
る
見
解

が
多
数
で
あ
っ
た
が
、
最
近
の
傾
向
は
米
国
に
な
ら
っ
て
、
経
営
判
断
に
至
る
過
程
と
内
容
を
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
審
査
の
仕
方

が
異
な
る
と
い
う
見
解
の
主
張
が
有
力
で
あ
る
。

（
２
）
近
時
の
判
例

日
本
で
も
比
較
的
に
早
く
か
ら
経
営
判
断
原
則
の
日
本
法
へ
の
導
入
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
代
表
訴
訟
が
少
な
か
っ
た
平
成
五
年
改

正
以
前
は
、
下
級
審
裁
判
所
を
み
る
と
、
昭
和
五
〇
年
代
以
降
、
対
会
社
責
任
か
対
第
三
者
責
任
か
を
問
わ
ず
、
取
締
役
の
当
該
経
営

判
断
が
、
企
業
経
営
に
つ
き
通
常
の
能
力
を
有
す
る
経
営
者
の
立
場
か
ら
み
て
、
合
理
的
な
選
択
の
範
囲
内
に
あ
る
か
ま
た
は
明
ら
か

に
不
合
理
な
も
の
で
は
な
い
か
を
具
体
的
事
例
に
即
し
て
審
査
す
る
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
対
会
社
責
任
に
関
し
て
は
、
経
営
不

振
の
子
会
社
に
対
す
る
融
資
の
継
続
に
つ
い
て
責
任
を
否
定
し
た
福
岡
高
裁
昭
和
五
五
年
一
〇
月
八
日
高
民
集
三
三
巻
四
号
三
四
一
頁

判
決
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
一
方
、
代
表
訴
訟
が
増
加
し
た
平
成
五
年
改
正
後
は
、
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
（
二
六
六
条
一

項
五
号
の
過
失
責
任
）
に
つ
い
て
、
経
営
判
断
原
則
が
改
め
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ（
３８
）

た
。

近
時
の
判
例
に
は
、
米
国
に
な
ら
っ
て
経
営
判
断
に
至
る
過
程
と
内
容
の
妥
当
性
を
区
別
し
て
経
営
判
断
原
則
を
ル
ー
ル
化
す
る
も

の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
断
過
程
の
み
を
原
則
的
に
審
査
す
る
か
、
判
断
内
容
も
同
様
に
原
則
的
な
審
査
対
象
に
な
る
か
と
い
う
ル

ー
ル
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
判
断
過
程
の
み
を
審
査
す
る
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
五
年
九
月
一
六
日
判
時
一
四
六
九
号
二

五
頁
（
野
村
証
券
損
失
補
填
事
件
第
一
審
）
は
、
経
営
判
断
に
至
る
過
程
に
重
点
を
置
き
、
判
断
内
容
の
是
非
に
つ
い
て
は
原
則
的
に

立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
を
示
し（
３９
）

た
。
一
方
、
経
営
判
断
の
内
容
も
同
様
に
審
査
対
象
と
す
る
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
八

論 説

（阪大法学）５４（４―１４２）１０９８〔２００４．１１〕



年
二
月
八
日
資
料
版
商
事
法
務
一
四
四
号
一
一
一
頁
（
セ
メ
ダ
イ
ン
事
件
）
は
、
事
実
認
識
、
判
断
に
至
る
過
程
を
重
視
し
つ
つ
判
断

内
容
の
妥
当
性
も
考
慮
の
対
象
と
し
た
ル
ー
ル
で
あ（
４０
）

る
。

以
上
の
よ
う
に
、
最
近
の
判
例
に
は
、
経
営
判
断
に
至
る
過
程
の
適
正
さ
を
重
視
し
た
経
営
判
断
の
ル
ー
ル
化
を
試
み
る
も
の
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
文
言
上
あ
る
い
は
事
実
上
、
判
断
の
内
容
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
司
法
判
断
を
行
う

も
の
も
相
当
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
日
本
の
判
例
法
理
に
お
い
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
経
営
判
断
原
則
が
、
経
営
判
断
内
容
の
合
理
性

に
一
切
踏
み
込
ま
な
い
米
国
の
そ
れ
と
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か（
４１
）

る
。

（
二
）
韓
国
に
お
け
る
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則

（
１
）
取
締
役
の
責
任
に
関
す
る
日
韓
の
比
較

韓
国
の
場
合
、
取
締
役
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
が
法
令
ま
た
は
定
款
に
違
反
す
る
行
為
、
ま
た
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
場
合
の

会
社
に
対
す
る
責
任
と
第
三
者
に
そ
の
任
務
を
懈
怠
し
て
損
害
を
与
え
た
場
合
に
、
連
帯
し
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
規
定
を
設

け
て
い
る
（
韓
商
第
三
九
九
条
一
項
、
第
四
〇
一
項
）。
韓
国
が
、
責
任
発
生
事
由
に
関
し
て
包
括
的
に
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

日
本
の
場
合
は
、
取
締
役
の
責
任
を
韓
国
と
同
様
に
会
社
に
対
す
る
責
任
（
日
商
二
六
六
条
）
と
第
三
者
に
対
す
る
責
任
（
日
商
二
六

六
条
ノ
三
）
を
区
分
し
て
規
定
し
て
い
る
が
、
責
任
発
生
事
由
に
関
し
て
は
五
つ
の
具
体
的
な
規
定
が
あ
る
（
日
商
二
六
六
条
一
項
一

号
―
五
号
）。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
責
任
発
生
事
由
の
違
い
か
ら
、
日
韓
両
国
の
取
締
役
の
責
任
免
除
制
度
に
も
幾
つ
か
の
相
違
点
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
責
任
免
除
制
度
で
は
、
日
本
の
場
合
、
総
株
主
の
同

意
に
よ
る
免
除
（
日
商
二
六
六
条
五
項
）
と
、
発
行
株
式
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
に
よ
る
免
除
（
日
商
二
六
六
条
六
項
）
の

二
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
の
場
合
に
は
、
前
者
の
総
株
主
の
同
意
に
よ
る
免
除
（
韓
商
四
〇
〇
条
）
の
み
認
め
ら
れ
て
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い
る
。
但
し
、
日
本
の
場
合
、
取
締
役
・
会
社
間
の
利
益
相
反
取
引
の
責
任
に
つ
い
て
の
み
後
者
の
免
除
が
適
用
さ
れ
る
（
日
商
二
六

六
条
六
項
）。

（
２
）
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務

韓
国
の
場
合
、
取
締
役
の
責
任
発
生
事
由
に
対
し
、
法
令
・
定
款
違
反
の
行
為
と
任
務
懈
怠
の
二
つ
に
分
け
て
規
定
し
て
い
る
（
韓

商
三
九
九
条
一
項
）。
こ
こ
で
、
任
務
懈
怠
と
は
、
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
、
す
な
わ
ち
、
取
締
役
の
職
務
遂
行
と
関
連
し
て

善
良
な
管
理
者
と
し
て
の
注
意
義
務
を
怠
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
に
損
害
を
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
防
止
で
き
な
か
っ
た
場
合

を
意
味
す（
４２
）

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
場
合
、
取
締
役
の
責
任
発
生
事
由
が
五
つ
あ
り
、
そ
の
中
で
法
令
・
定
款
違
反
行
為
（
日
商

二
六
六
条
一
項
五
号
）
に
お
い
て
、
そ
の
「
法
令
」
に
は
、
会
社
・
株
主
の
利
益
保
護
を
目
的
と
す
る
具
体
的
規
定
だ
け
で
な
く
、
取

締
役
の
善
管
注
意
義
務
・
忠
実
義
務
も
含
む
も
の
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ（
４３
）

る
。

ま
た
、
韓
国
で
は
、
取
締
役
は
会
社
に
対
し
て
受
任
者
と
し
て
善
管
注
意
義
務
を
負
い
（
韓
商
三
八
二
条
二
項
、
民
法
六
八
一
条
）、

ま
た
善
管
注
意
義
務
以
外
に
も
、
法
令
と
定
款
の
規
定
に
従
っ
て
会
社
の
た
め
に
そ
の
職
務
を
充
実
に
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

い
わ
ゆ
る
忠
実
義
務
も
負
う
（
韓
商
三
八
二
条
ノ
三
）。
こ
の
よ
う
な
取
締
役
の
忠
実
義
務
は
、
一
九
九
八
年
改
正
商
法
で
英
米
法
に

範
を
と
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
日
本
は
一
九
五
〇
年
の
改
正
商
法
で
取
締
役
の
忠
実
義
務
を
導
入
し
た
が
（
日
商
二
五

四
条
ノ
三
）、
多
数
説
と
判
例
は
、
本
条
は
善
管
注
意
義
務
を
敷
衍
し
、
い
っ
そ
う
明
確
に
し
た
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
通
常

の
委
任
関
係
に
伴
う
善
管
注
意
義
務
と
は
別
個
の
高
度
の
義
務
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い（
４４
）

う
。

そ
こ
で
、
取
締
役
の
善
管
義
務
と
忠
実
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
、
商
法
二
五
四
条
ノ
三
に
規
定
さ
れ
て
い
る
忠
実
義

務
と
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
の
関
係
に
関
連
し
て
学
説
が
対
立
し
て
い
る
が
、
多
数
説
と
判
例
は
、
忠
実
義
務
は
善
管
注
意
義
務

を
株
式
会
社
関
係
に
つ
き
具
体
的
か
つ
注
意
的
に
規
定
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
両
者
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
（
同
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質
説
）。
こ
れ
に
対
し
有
力
説
は
、
善
管
注
意
義
務
は
取
締
役
の
職
務
の
執
行
に
当
た
っ
て
尽
く
す
べ
き
注
意
の
程
度
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
、
忠
実
義
務
は
取
締
役
が
そ
の
地
位
を
利
用
し
会
社
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
自
分
（
ま
た
は
第
三
者
）
の
利
益
を
図

っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
で
あ
り
（
無
過
失
責
任
）、
両
者
は
異
な
る
義
務
で
あ
る
と
し
、
取
締
役
の
競
業
避
止
義
務
（
二
六
四

条
）、
自
己
取
引
規
制
（
二
六
五
条
）、
取
締
役
の
報
酬
規
制
（
二
六
九
条
）
は
忠
実
義
務
の
体
系
に
属
す
る
と
す
る
（
異
質
説（
４５
）

）。

一
方
、
韓
国
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
日
本
と
同
様
に
学
説
の
対
立
が
あ
り
、
通
説
は
同
質
説
を
支
持
し
て
い
る
が
、
両
者
は
異
な
る

義
務
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
の
善
管
義
務
に
は
、
受
任
者
と
し
て
一
般
的
な
注
意
義
務
以
外
に
取
締
役
の
報
告
義

（
４６
）

務
（
四
一
二
条
ノ
二
）
・
監
視
義
務
及
び
営
業
秘
密
遵
守
義
務
が
あ
り
、
忠
実
義
務
と
し
て
商
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

競
業
避
止
義
務
（
三
九
七
条
）
・
自
己
取
引
禁
止
義
務
（
三
九
八
条
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
証
券
取
引
法
上
に
も
、
取
締
役
（
内
部

者
）
の
株
式
取
引
制
限
（
証
券
取
引
法
一
八
八
条
、
一
八
八
条
ノ
二
）
な
ど
が
あ
る
。

私
見
と
し
て
は
、
商
法
上
の
忠
実
義
務
は
米
国
法
上
の
忠
実
義
務
に
な
ら
っ
た
も
の
と
し
て
、
善
管
注
意
義
務
と
は
根
本
的
に
異
な

る
と
見
る
異
質
説
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
忠
実
義
務
は
、
既
に
現
行
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
自
己
取
引
禁
止
、
競
業
禁
止
な
ど

が
存
在
し
て
お
り
、
会
社
と
取
締
役
間
に
利
害
衝
突
が
あ
る
場
合
に
は
、
取
締
役
自
身
の
利
益
よ
り
会
社
の
利
益
を
優
先
す
る
こ
と
に

よ
り
、
常
に
会
社
の
利
益
の
た
め
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
解
釈
で
き
る
と
考
え
る
。

（
３
）
善
管
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係

近
時
、
韓
国
で
は
、
経
営
判
断
原
則
を
巡
っ
て
積
極
的
な
導
入
を
主
張
す
る
意
見
と
導
入
に
反
対
す
る
意
見
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、

多
数
説
は
激
し
い
自
由
競
争
の
下
で
大
胆
な
会
社
経
営
が
で
き
る
経
営
環
境
を
造
り
、
有
能
な
経
営
者
を
保
護
す
る
目
的
と
し
て
経
営

判
断
原
則
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
経
営
判
断
原
則
を
韓
国
に
お
け
る
取
締
役
の
責
任
法
制
に
対
す
る
解
釈
論
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
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て
、
議
論
が
対
立
し
て
い
る
。
ま
ず
、
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
の
原
則
は
制
定
法
上
の
注
意

義
務
基
準
を
緩
和
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
で
、
両
者
は
お
互
い
に
緊
張
関
係
に
あ
る
と
主
張
す
る
見
解
と
、
こ
れ
に
対
し
て
、

経
営
判
断
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
結
果
、
注
意
義
務
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
両
者
が
矛
盾
し
て
両
立
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で

は
な
い
と
す
る
見
解
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い（
４７
）

る
。
ま
た
、
こ
の
原
則
を
適
用
す
る
た
め
、
具
体
的
な
基
準
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
一
つ
は
、
経
営
判
断
自
体
は
営
利
会
社
の
管
理
者
に
求
め
ら
れ
る
合
理
的
な
論
理
の
上
で
、
慎
重

に
熟
知
さ
れ
た
状
態
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
軽
率
・
無
謀
な
状
態
で
な
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
原
則
の
適
用
は
論
外
と
す（
４８
）

る
。
ま
た
、

他
の
見
解
は
、
会
社
に
損
害
が
生
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
単
純
に
経
営
判
断
に
問
題
が
あ
る
と
判
断
し
て
取
締
役
に
任
務
懈
怠
の
責
任
を

負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
そ
の
判
断
が
誤
っ
た
情
報
に
基
づ
く
な
ど
非
合
理
的
な
決
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
責
任
を

負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
あ
る
見
解
は
、
会
社
の
経
営
活
動
は
経
済
界
の
変
動
も
し
く
は
技
術
の
進
歩
に
よ
り
そ

の
活
動
の
結
果
が
予
測
し
に
く
い
の
で
、
取
締
役
の
経
営
上
の
判
断
に
過
誤
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
決
定
を
下
す
裁
判
所
は
慎
重
に
善

管
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
取
締
役
が
経
営
判
断
に
至
る
過
程
に
お
い
て
誤
り
が
な

い
限
り
、
取
締
役
の
経
営
判
断
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
経
営
判
断
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す（
４９
）

る
。

そ
こ
で
、
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
関
連
し
て
経
営
判
断
原
則
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
韓
国
法
で
は
、
経
営
判
断
原
則
は
取

締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
の
場
合
の
み
適
用
さ
れ
、
忠
実
義
務
違
反
の
場
合
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
じ

る
。
前
述
の
よ
う
に
韓
国
で
は
、
一
九
九
八
年
商
法
改
正
に
よ
っ
て
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
を
定
め
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
ま

た
は
善
管
注
意
義
務
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
関
し
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
日
本
法
の
解
釈
を

参
考
に
し
て
見
る
と
、
善
管
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
と
を
異
質
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
忠
実
義
務
は
、
取
締
役
に
対

し
、
個
人
的
な
利
益
の
た
め
に
会
社
の
利
益
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
会
社
の
最
善
の
利
益
の
た
め
に
誠
実
に
行
動
す
る
こ
と
を
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求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
取
締
役
と
会
社
と
の
利
益
が
相
反
し
て
い
る
場
合
に
は
、
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
忠
実
義
務
を
善
管
注
意
義
務
と
同
質
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
取
締
役
の
利
害
関
係
取
引
と
は
相

対
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
典
型
的
な
場
合
を
除
い
て
、
善
管
注
意
義
務
が
問
題
と
な
る
事
例
と
忠
実
義
務
が
問
題
と
な
る
事
例
と
を
峻

別
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
善
管
注
意
義
務
違
反
の
場
合
と
は
異
な
り
、
忠
実
義
務
に
つ
い
て
裁
判
所
が
そ
の
違
反
の
判
定
を
す
る
こ
と

に
特
別
の
困
難
が
な
い
と
い
う
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
経
営
判
断
原
則
を
、
取
締
役
の
過
失

を
判
断
す
る
に
際
し
、
取
締
役
の
経
営
判
断
を
あ
る
範
囲
で
裁
判
所
が
尊
重
し
て
、
取
締
役
の
責
任
が
厳
格
す
ぎ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
配
慮
す
る
と
い
う
形
で
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
善
管
注
意
義
務
に
限
ら
ず
、
程
度
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
忠
実
義
務
だ

け
が
問
題
に
あ
る
事
例
に
つ
い
て
も
、
こ
の
原
則
が
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い（
５０
）

る
。
し
か
し
、
忠
実
義
務
を
会
社
と
取

締
役
間
に
利
害
衝
突
が
あ
る
場
合
に
は
、
取
締
役
自
身
の
利
益
よ
り
会
社
の
利
益
を
優
先
す
る
こ
と
に
よ
り
、
常
に
会
社
の
利
益
の
た

め
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
解
釈
で
き
る
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
株
主
の
た
め
に
、
ま
た
、
取
締
役
の
公
正
な
業

務
執
行
を
担
保
す
る
た
め
に
も
厳
格
に
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
、
そ
の
内
容
が
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
る
具
体
的
法
令
違
反
に
な
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
会
社
の
利
益
増

進
の
目
的
に
よ
っ
て
、
法
令
違
反
と
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ（
５１
）

る
。
ま
た
、
経
営
判
断
原
則
は
取
締
役
の
積
極
的
な
経

営
判
断
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
、
何
の
経
営
判
断
も
さ
れ
て
い
な
い
た
だ
の
不
作
為
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

取
締
役
の
監
視
義
務
違
反
ま
た
は
一
九
九
八
年
改
正
商
法
で
導
入
さ
れ
た
事
実
上
の
取
締
役(de

facto
director)

の
責
任
（
韓
商
四

〇
一
条
ノ
二（
５２
）

）
に
対
し
て
は
こ
の
原
則
を
適
用
す
る
余
地
が
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
韓
国
に
お
い
て
、
米
国
で
の
判
例
の
推
移
や
議
論
の
展
開
を
踏
ま
え
て
、
韓
国
に
お
け
る
解
釈
論
の
中
で
経
営
判
断

原
則
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
べ
き
か
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
米
国
の
経
営
判
断
原
則
を
そ
の
ま
ま
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導
入
し
、
前
述
し
た
米
国
の
Ａ
Ｌ
Ｉ
が
提
示
し
た
三
つ
の
経
営
判
断
原
則
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
か
ぎ
り
、
取
締
役
が
責
任
を
と
わ

れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る（
５３
）

と
、
特
に
、
韓
国
の
場
合
、
企
業
経
営
の
形
態
及
び
企
業
の
所
有
と
経
営

が
分
離
さ
れ
て
い
る
米
国
と
異
な
り
、
中
小
企
業
は
も
ち
ろ
ん
財
閥
企
業
と
呼
ば
れ
る
大
企
業
に
お
い
て
も
、
大
部
分
が
支
配
株
主
中

心
の
家
族
経
営
の
形
態
で
運
営
さ
れ
て
お
り
、
経
営
判
断
原
則
を
導
入
し
て
経
営
失
敗
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
経
営
か
ら

疎
外
さ
れ
て
い
る
少
数
株
主
と
債
権
者
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
危
険
が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
取
締
役
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
監

視
・
監
督
の
機
構
な
ど
が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
状
況
下
で
は
、
経
営
判
断
の
法
理
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ(ch

ief

execu
tive

officer)

一
人
体
制
の
会
社
経
営
に
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
結
果
に
な
る
恐
れ
も
あ（
５４
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
韓

国
に
お
け
る
経
営
判
断
原
則
の
適
用
に
当
た
っ
て
、
取
締
役
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
各
種
の
法
律
制
度
の
整
備
を
補
充
し
な
が

ら
、
そ
の
機
能
が
う
ま
く
作
動
で
き
る
よ
う
に
進
め
て
い
く
こ
と
や
、
こ
の
原
則
を
適
用
す
る
根
拠
、
適
用
要
件
、
そ
の
範
囲
な
ど
に

関
す
る
研
究
も
こ
れ
か
ら
も
っ
と
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
最
近
の
判
例
の
態
度

韓
国
で
は
、
一
九
九
八
年
六
月
市
民
団
体
に
よ
る
「
小
額
株
主
運
動
」
の
結
果
と
し
て
、
韓
国
の
最
初
の
代
表
訴
訟
で
あ
る
第
一
銀

行
代
表
訴
訟
の
提
起
を
始
め
、
去
年
、
韓
国
の
サ
ム
ス
ン
電
子
代
表
訴
訟
の
第
二
審
判
決
に
至
る
ま
で
、
少
数
株
主
に
よ
る
代
表
訴
訟

を
通
し
て
、
経
営
判
断
原
則
が
徐
々
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
は
、
経
営
判
断
原
則
が
ど
の
よ
う
に
採

用
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
最
高
裁
判
決
で
は
、
金
融
機
関
が
行
っ
た
貸
付
け
が
結
果
的
に
回
収
不
能
に
な
っ
た
事
例
に
対
し
、「
金
融
機
関
が
行
っ
た

貸
付
け
が
結
果
的
に
回
収
不
能
・
困
難
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
そ
の
決
定
を
下
し
た
こ
と
に
対
し
、
未
回
収
金
な

ど
の
損
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
責
任
が
問
わ
れ
、
そ
の
判
断
が
善
良
な
管
理
者
と
し
て
の
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
に
違
反
し
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た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
貸
付
け
に
関
連
す
る
経
営
判
断
に
お
い
て
、
通
常
の
合
理
的
な
企
業
人
と
し
て
そ
の
状
況
に
相
応
し
い
情
報
を

持
ち
、
適
正
な
手
続
に
し
た
が
っ
て
会
社
の
最
大
利
益
の
た
め
に
真
意
か
つ
誠
実
に
貸
付
け
の
審
査
を
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
思

決
定
過
程
に
顕
著
な
不
合
理
が
な
い
限
り
、
経
営
判
断
は
許
容
さ
れ
る
裁
量
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
り
、
会
社
に
対
す
る
善
良
な
管
理

者
の
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
を
果
た
し
た
と
見
な
す
。
右
の
よ
う
な
善
良
な
管
理
者
の
注
意
義
務
に
違
反
し
て
任
務
懈
怠
に
該
当

す
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
件
貸
付
け
を
決
定
し
た
通
常
の
企
業
人
と
し
て
看
過
し
が
た
い
過
誤
な
ど
を
判
断
す
る
こ
と
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
貸
付
け
の
条
件
、
内
容
、
返
済
計
画
、
担
保
の
有
無
と
内
容
、
借
主
の
財
産
状
況
等
の
経
営
状
況
、
成
長
可
能
性
な
ど
に
照
ら
し

て
総
合
的
に
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
判
示
し（
５５
）

た
。
こ
の
よ
う
に
、
判
断
過
程
を
問
題
と
す
る
ル
ー
ル
を
設
定
し
つ
つ
、
貸

付
け
の
条
件
、
内
容
、
返
済
計
画
、
担
保
の
有
無
と
内
容
、
借
主
の
財
産
状
況
等
の
経
営
状
況
、
成
長
可
能
性
な
ど
判
断
内
容
に
ま
で

立
ち
入
っ
た
検
討
を
詳
細
に
行
っ
て
い（
５６
）

る
。

次
に
、
一
九
九
八
年
十
月
に
市
民
団
体
を
通
じ
て
韓
国
の
サ
ム
ス
ン
電
子
の
株
主
が
、
�
李
健
熙
会
長
が
同
社
か
ら
七
五
億
円
を
捻

出
し
、
当
時
の
盧
泰
愚
大
統
領
に
提
供
し
、
�
重
電
事
業
を
行
う
た
め
に
取
締
役
会
の
決
議
を
経
て
、
既
存
の
イ
チ
ョ
ン
電
器
を
引
受

た
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
よ
る
経
済
危
機
で
そ
の
経
営
状
況
が
悪
化
し
、
つ
い
に
企
業
構
造
調
整
過
程
で
退
出
企
業
判
定
を
受
け
て
清
算
手
続

き
が
開
示
さ
れ
、
そ
の
企
業
に
出
資
及
び
債
務
保
証
し
た
サ
ム
ソ
ン
電
子
が
二
千
億
ウ
ォ
ン
の
損
失
を
被
っ
た
こ
と
、
�
元
取
締
役
ら

が
グ
ル
ー
プ
系
列
企
業
の
株
式
を
一
株
当
た
り
一
万
ウ
ォ
ン
で
取
得
し
た
が
、
そ
の
株
式
二
千
万
株
を
一
株
当
た
り
二
千
六
百
ウ
ォ
ン

の
安
値
で
別
の
企
業
に
売
却
す
る
な
ど
、
会
社
に
損
害
を
与
え
た
と
し
て
、
提
訴
し
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
�
の
企
業
引
受
に
お
い
て
、

取
締
役
と
し
て
任
務
懈
怠
に
当
た
る
か
の
判
断
基
準
、
ま
た
、
�
の
所
有
株
式
の
処
分
に
お
い
て
取
締
役
と
し
て
任
務
懈
怠
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
〇
三
年
一
一
月
二
〇
日

二
〇
〇
二
ナ
六
五
九
五
判
決
（
サ
ム
ソ

ン
電
子
株
主
代
表
訴
訟
第
二
審
判
決
）
は
、「
取
締
役
が
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
善
管
注
意
義
務
違
反
の
当
否
は
、
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そ
の
基
礎
に
な
る
事
実
の
認
定
お
よ
び
意
思
決
定
の
過
程
で
通
常
の
企
業
人
と
し
て
看
過
し
が
た
い
過
誤
を
犯
し
、
付
与
さ
れ
た
裁
量

権
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
が
、
そ
の
裁
量
権
の
逸
脱
の
当
否
は
、
そ
の
業
務
執
行
の
目
的
、
経
営
判
断

に
至
っ
た
経
緯
、
私
的
な
利
害
関
係
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
判
断
の
基
礎
に
な
る
資
料
あ
る
い
は
情
報
の
取
得
、
そ
の
業
務

執
行
の
結
果
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
当
該
取
締
役
個
人
に
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
す
る
経
営
判
断
原
則
を
適
用
し
た
。
そ
の
上
で
、
こ
の
件
の
争
点
と
な
っ
た
サ
ム
ソ
ン
電
子
に
よ
る
企
業

引
受
の
件
に
お
い
て
、
取
締
役
の
任
務
懈
怠
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
に
対
し
、
原
審
で
あ
る
ス
ウ
ォ
ン
地
方
法
院
二
〇
〇
一

年
一
二
月
二
七
日
九
八
ガ
ハ
ッ
ブ
二
二
五
五
三
判
決
で
は
、
企
業
引
受
に
お
い
て
、「
取
締
役
に
よ
る
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
前

提
事
実
に
対
し
、
事
前
に
検
討
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
資
料
も
提
示
さ
れ
な
い
ま
ま
一
時
間
の
間
で
行
わ
れ
た
討
議
に
よ
っ
て
そ
の
引

受
を
決
定
し
た
こ
と
は
会
社
の
利
益
の
た
め
に
十
分
な
情
報
に
基
づ
い
て
合
理
的
か
つ
適
切
な
判
断
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、

経
営
判
断
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
。」
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
同
一
な
事
実
関
係
の
下
で
、
二
審
判
決
で
は
、
取
締
役
は
合

理
的
か
つ
十
分
な
情
報
に
基
づ
い
て
決
定
を
行
っ
た
こ
と
を
前
提
に
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
、
取
締
役
は
保
護
さ
れ
た
。
こ
の
判

決
の
争
点
の
中
で
、
企
業
引
受
の
件
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
が
会
社
に
損
益
を
与
え
る
大
き
な
事
案
に
関
し
て
ど
の
程
度
ま
で
十
分
な

情
報
に
基
づ
い
て
合
理
的
な
判
断
を
行
っ
た
か
に
つ
き
、
通
常
の
取
締
役
に
求
め
ら
れ
る
経
営
上
の
意
思
決
定
に
関
連
す
る
注
意
義
務

の
基
準
は
法
律
に
そ
の
定
め
が
な
く
、
通
常
裁
判
所
の
判
例
を
通
じ
て
そ
の
基
準
が
具
体
化
さ
れ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
一
審
判
決

と
比
べ
て
二
審
判
決
で
は
、
韓
国
企
業
経
営
の
現
実
を
斟
酌
し
て
注
意
義
務
の
基
準
が
緩
や
か
に
適
用
さ
れ
た
が
、
こ
れ
か
ら
裁
判
所

が
積
極
的
に
取
締
役
の
注
意
義
務
を
強
化
し
て
い
く
方
向
に
向
か
っ
て
適
用
す
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
過
去
の
経
営
慣
行
を
保
護
す

る
方
向
に
向
か
う
か
に
よ
っ
て
結
論
が
違
っ
て
く
る
判
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
韓
国
の
裁
判
所
で
は
、
経
営
判
断
原
則
を
事
実
上
、
取
締
役
の
責
任
判
断
基
準
と
し
て
採
用
し
て
い
る
が
、
ま
だ
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そ
の
事
例
は
少
な
く
、
取
締
役
の
具
体
的
な
行
動
基
準
と
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
今
後
、
裁
判
所
に
よ
る
積
極
的
な
経
営
判
断
原

則
の
適
用
が
期
待
さ
れ
、
企
業
に
対
し
て
経
営
判
断
原
則
の
重
要
な
要
素
、
特
に
合
理
的
な
意
思
決
定
過
程
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
、
取

締
役
が
真
摯
に
会
社
の
意
思
決
定
に
参
加
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

四

お
わ
り
に

米
国
の
判
例
法
の
展
開
に
委
ね
て
き
た
経
営
判
断
原
則
は
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
に
よ
り
公
式
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
取
締
役
の
決
定
内
容
に
対
す

る
審
査
基
準
を
注
意
義
務
の
基
準
よ
り
も
緩
や
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
判
断
原
則
と
注
意
義
務
基
準
と
を
区
別
し
て

い
る
。
そ
こ
で
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
公
式
化
を
今
後
の
経
営
判
断
原
則
の
標
準
型
だ
と
理
解
し
、
そ
の
考
え
方
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
取
締
役

の
注
意
義
務
に
関
す
る
審
査
基
準
を
明
確
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
見
解
も
多
い
。
さ
ら
に
、
近
時
の
判
例
で
は
、
米
国
に
な
ら
っ
て
経

営
判
断
に
至
る
過
程
と
そ
の
内
容
の
妥
当
性
を
区
別
し
、
傾
向
と
し
て
は
、
判
断
に
至
る
過
程
を
重
視
す
る
ル
ー
ル
が
確
立
さ
れ
て
い

く
と
見
て
よ
い
が
、
そ
の
場
合
、
判
断
過
程
の
み
を
原
則
的
に
審
査
す
る
か
、
判
断
内
容
も
審
査
対
象
に
す
る
か
は
課
題
と
し
て
残
さ

れ
て
い（
５７
）

る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
公
式
化
に
よ
れ
ば
、
経
営
判
断
の
過
程
な
い
し
手
続
に
つ
い
て
「
合
理
的
に
」
と
い
う
基
準
を
、
経
営

内
容
に
つ
い
て
「
相
当
に
」
と
い
う
基
準
を
適
用
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
相
当
に
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の

は
、「
合
理
的
に
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
よ
り
も
、
取
締
役
に
よ
り
広
い
裁
量
を
与
え
る
趣
旨
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
に
お
い
て

も
、
米
国
の
経
営
判
断
原
則
の
考
え
方
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
一
応
の
標
準
化
を
試
み
る
見
解
と
判
例
の
傾
向
と
し

て
は
、
経
営
判
断
の
過
程
に
つ
い
て
も
内
容
に
つ
い
て
も
注
意
義
務
違
反
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
た
だ
、
審
査
の
基
準
が

違
っ
て
く
る
と
い
う
解
釈
論
を
示
し
て
い（
５８
）

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
し
、
決
定
手
続
に
お
い
て
合
理
的
な
注
意
を
用
い
た
取
締
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役
が
、
当
該
決
定
に
つ
い
て
満
足
の
行
く
説
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
事
由
を
示
す
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
判
断
の
過
程
に
お
い
て
、
必
要
な
情
報
を
収
集
し
、
十
分
に
検
討

・
考
慮
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
決
定
手
続
を
審
査
す
る
こ
と
だ
け
で
足
り
る
。
し
か
も
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
が
提
案
し
た
経
営
判
断
原
則

と
注
意
義
務
と
の
関
係
は
特
別
な
解
釈
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
単
に
決
定
手
続
に
注
意
義
務
違
反
が
あ
れ
ば
責
任
を
負
わ
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
が
あ（
５９
）

る
。
ま
た
、
経
営
判
断
原
則
の
根
拠
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
裁
判
所
が
事

後
的
に
、
後
知
恵
の
可
能
性
を
払
拭
で
き
な
い
状
況
で
、
取
締
役
の
当
時
の
経
営
判
断
を
審
査
す
る
な
ら
ば
、
取
締
役
は
積
極
的
・
冒

険
的
な
経
営
判
断
・
実
行
が
で
き
ず
、
そ
の
行
動
を
萎
縮
さ
せ
、
積
極
的
な
会
社
経
営
を
阻
害
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
、
裁
判
所

に
専
門
技
術
的
な
内
容
を
持
つ
経
営
判
断
の
当
否
を
審
査
さ
せ
る
こ
と
に
は
能
力
的
な
限
界
も
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
適
切
か
ど
う
か
に

も
疑
問
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
日
本
に
お
い
て
は
、
最
近
の
判
例
や
学
説
は
、
取
締
役
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
経
営
判
断
を
行
う
か
に
つ
い
て
広
範
な

裁
量
を
認
め
、
そ
の
判
断
内
容
の
当
否
を
裁
判
所
が
審
査
す
る
場
合
に
も
、
当
該
判
断
が
当
時
の
状
況
に
照
ら
し
取
締
役
と
し
て
通
常

の
能
力
・
識
見
を
有
す
る
者
の
立
場
か
ら
み
て
、
明
ら
か
に
不
合
理
で
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
基
準
に
適
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
経
営

判
断
の
内
容
を
審
査
対
象
と
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
判（
６０
）

例
と
し
て
、「
意
思
決
定
の
過
程
・
内
容
が
と
く
に
不
合
理
・
不
適
切
な
も
の

と
い
え
な
い
限
り
、
注
意
義
務
違
反
と
な
ら
な
い
。」
と
し
て
、
判
断
過
程
と
と
も
に
、
判
断
内
容
も
詳
細
に
事
実
認
定
し
、
そ
の
妥

当
性
を
判
定
す
る
が
、
両
者
の
審
査
基
準
が
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
、
経
営
判
断
原
則

に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
目
的
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
に
よ
る
後
知
恵
を
避
け
る
う
え
で
、
有
能
な
人
物
を
取
締
役
会
に
就
任
さ

せ
る
た
め
に
は
、
注
意
義
務
基
準
に
よ
る
裁
判
所
の
審
査
は
取
締
役
の
意
思
決
定
過
程
に
限
定
す
る
こ
と
と
し
、
経
営
判
断
の
内
容
ま

で
司
法
の
審
査
が
立
ち
入
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
。
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そ
こ
で
、
米
国
に
お
い
て
新
た
な
経
営
判
断
原
則
の
定
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ（
６１
）

る
。
経
営
判
断
原
則
は
取
締
役
の
経

営
判
断
内
容
の
当
否
に
対
す
る
司
法
審
査
の
禁
止
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
経
営
判
断
の
原
則
下
で
は
、
注

意
義
務
が
経
営
判
断
原
側
を
適
用
す
る
た
め
の
前
提
条
件
で
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
を
理
由
に
責
任

が
問
わ
れ
る
場
合
、
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
の
当
否
を
判
断
す
る
目
的
で
、
経
営
判
断
内
容
そ
の
自
体
の
当
否
を
審
査
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
意
見
に
よ
る
と
、
経
営
判
断
原
則
は
、
取
締
役
が
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
と
の
推
定
を
受
け
る
こ
と
で
も

な
く
、
し
か
も
、
経
営
判
断
原
則
が
注
意
義
務
よ
り
緩
和
さ
れ
た
基
準
と
し
て
把
握
す
る
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
立
場
と
も
違
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、

右
の
意
見
を
踏
ま
え
て
取
締
役
の
注
意
義
務
及
び
経
営
判
断
原
則
と
注
意
義
務
と
の
関
係
を
見
る（
６２
）

と
、
ま
ず
、
取
締
役
の
注
意
義
務
に

つ
い
て
、
取
締
役
の
意
思
決
定
（
す
な
わ
ち
、
取
締
役
会
に
お
い
て
の
議
決
権
行
使
）
に
適
用
さ
れ
る
注
意
義
務
は
手
続
上
の
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
意
思
決
定
過
程
の
全
体
の
合
理
性
に
よ
り
判
断
さ（
６３
）

れ
、
意
思
決
定
過
程
が
合
理
的
で
あ
る
限
り
、
そ
の
内
容
が
不
合
理

で
あ
っ
て
も
取
締
役
は
免
責
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
の
当
否
は
重
過
失
基
準
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
取
締
役
の
意
思
決
定
の
手
続
が
不
適
切
で
あ
っ
て
も
重
過
失
が
な
い
限
り
、
取
締
役
は
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係
で
は
、
経
営
判
断
原
則
（
す
な
わ
ち
、
経
営
判
断
内
容
の
当
否
に
対
す
る

司
法
審
査
を
禁
止
す
る
意
味
で
の
原
則
）
は
注
意
義
務
違
反
が
な
い
場
合
も
違
反
が
あ
る
場
合
も
経
営
判
断
原
則
は
適
用
さ
れ
る
。
取

締
役
の
注
意
義
務
違
反
に
対
す
る
立
証
責
任
は
、
取
締
役
の
責
任
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
者
（
原
告
）
が
負
担
す
る
。
も
し
、
原
告
が

取
締
役
の
意
思
決
定
に
お
い
て
そ
の
過
程
上
の
重
過
失
を
立
証
で
き
な
け
れ
ば
、（
経
営
判
断
の
内
容
の
当
否
に
対
す
る
審
査
は
行
わ

れ
ず
）
取
締
役
は
免
責
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
原
告
が
取
締
役
の
意
思
決
定
過
程
の
重
過
失
を
立
証
す
れ
ば
（
こ
の
経
営
判
断
原
則

に
よ
り
取
締
役
の
経
営
判
断
の
内
容
に
対
す
る
審
査
は
行
わ
れ
ず
）
直
ち
に
取
締
役
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
の

注
意
義
務
違
反
の
責
任
は
そ
れ
自
体
で
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
忠
実
義
務
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
の
経
営
判
断
原
則
は

取締役の注意義務と経営判断原則に関する一考察
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忠
実
義
務
違
反
が
な
い
場
合
の
み
適
用
さ
れ
る
。
な
お
、
取
締
役
が
取
締
役
会
で
議
決
権
を
行
使
し
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
、
監
視
業

務
を
遂
行
す
る
場
合
に
は
、
経
営
判
断
原
則
は
適
用
せ
ず
、
そ
の
と
き
の
注
意
義
務
違
反
の
審
査
基
準
は
通
常
の
過
失
基
準
に
よ
る
と

す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
取
締
役
の
注
意
義
務
は
意
思
決
定
の
過
程
・
手
続
上
の
注
意
義
務
で
あ
り
、
そ
の
注
意
義
務
は
意
思
決
定
過
程
の
全

体
の
合
理
性
に
よ
り
判
断
さ
れ
、
そ
の
意
思
決
定
過
程
が
合
理
的
で
あ
る
限
り
、
そ
の
内
容
が
不
合
理
で
あ
っ
て
も
取
締
役
は
免
責
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
経
営
判
断
原
則
は
、
取
締
役
の
経
営
判
断
内
容
の
当
否
に
対
す
る
司
法
審
査
を
禁
止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
取
締
役
の

注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

韓
国
の
場
合
、
前
述
し
た
サ
ム
ソ
ン
電
子
株
主
代
表
訴
訟
の
原
審
判
決
で
は
、
企
業
引
受
の
件
に
つ
い
て
「
取
締
役
に
よ
る
慎
重
な

検
討
が
必
要
で
あ
る
前
提
事
実
に
対
し
、
事
前
に
検
討
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
資
料
も
提
示
さ
れ
な
い
ま
ま
一
時
間
の
間
で
行
わ
れ
た

討
議
に
よ
っ
て
そ
の
引
受
を
決
定
し
た
こ
と
は
会
社
の
利
益
の
た
め
に
十
分
な
情
報
に
基
づ
い
て
合
理
的
か
つ
適
切
な
判
断
が
な
さ
れ

た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
経
営
判
断
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
。」
と
判
示
し
、
経
営
判
断
原
則
の
導
入
を
認
め
な
が
ら
、
取
締
役
の
十

分
な
情
報
及
び
合
理
的
な
判
断
、
資
料
検
討
の
不
足
を
理
由
に
そ
の
適
用
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
二
審
判
決
の
よ
う
に
経
営
判
断
原

則
が
適
用
さ
れ
れ
ば
、
取
締
役
は
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
審
審
判
決
の
中
で
は
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
て

い
る
が
、
ま
だ
、
そ
の
適
用
要
件
や
内
容
な
ど
に
関
す
る
研
究
が
十
分
で
は
な
く
、
米
国
と
日
本
の
議
論
を
参
考
に
し
た
上
で
、
韓
国

の
状
況
に
適
合
し
た
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

米
国
の
経
営
判
断
原
則
は
、
裁
判
所
は
、
取
締
役
・
会
社
間
に
利
害
対
立
が
な
い
こ
と
及
び
取
締
役
の
意
思
決
定
過
程
に
不
合
理
が

な
い
こ
と
の
み
審
査
し
、
判
断
内
容
の
合
理
性
に
は
踏
み
込
ま
な
（
６４
）

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
判
例
に
は
、
文
言
上
は
経
営
判
断
に

至
る
準
備
過
程
（
事
実
調
査
、
事
実
認
識
）
及
び
決
定
過
程
の
み
に
つ
い
て
審
査
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
一
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方
で
、
判
断
の
内
容
に
ま
で
司
法
の
審
査
が
行
わ
れ
る
も
の
が
相
当
存
在
す
る
。
し
か
し
、
経
営
判
断
内
容
の
合
理
性
に
司
法
審
査
を

排
除
す
る
米
国
の
経
営
判
断
原
則
と
日
本
の
経
営
判
断
原
則
は
同
様
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
面
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
と
韓
国
に

と
っ
て
米
国
の
判
例
法
上
の
措
置
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
の
は
、
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
基
本
的
に
取
締
役
が
誠
実
か
つ
慎
重

に
行
っ
た
経
営
判
断
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
韓
国
の

よ
う
に
、
取
締
役
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
仕
組
み
が
十
分
で
は
な
く
、
ま
た
機
能
も
し
て
い
な
い
状
況
下
で
は
、
取
締
役
が
重

大
な
責
任
か
ら
免
れ
る
結
果
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
た
め
、
日
本
に
お
け
る
最
近
の
判
例
や
学
説
を
参
考
に
経
営
判
断
の
過
程
と
内
容
を

区
別
し
、
経
営
判
断
の
過
程
に
お
い
て
は
厳
格
な
審
査
を
、
内
容
に
つ
い
て
は
取
締
役
の
広
い
裁
量
を
認
め
つ
つ
、
当
該
判
断
の
内
容

が
著
し
く
不
当
・
不
合
理
で
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
後
、
さ
ら
に
取
締
役
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
法
制

度
や
そ
の
機
能
が
う
ま
く
作
動
す
る
よ
う
に
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
前
述
し
た
よ
う
な
経
営
判
断
原
則
、
す
な
わ
ち
、
取

締
役
の
経
営
判
断
内
容
の
当
否
に
対
す
る
司
法
審
査
を
禁
止
す
る
と
い
う
考
え
方
を
前
提
に
、
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係

に
関
す
る
解
釈
論
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

（
１
）

江
頭
憲
次
郎
『
株
式
会
社
・
有
限
会
社
法
（
第
三
版
）』（
二
〇
〇
四
年
）
三
三
六
頁
、
三
六
三
頁
。

（
２
）

上
柳
・
鴻
・
竹
内
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
６
）』（
一
九
八
七
年
）
二
七
五
頁
。

（
３
）

北
村
雅
史
「
最
近
の
判
例
に
見
る
株
主
代
表
訴
訟
」
小
林
秀
之
・
近
藤
光
男
編
『
新
し
い
株
主
代
表
訴
訟
』（
二
〇
〇
三
年
）
八
一
頁
。

（
４
）

株
主
代
表
訴
訟
の
沿
革
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
一
九
五
〇
年
に
、
韓
国
で
は
一
九
六
一
年
に
、
米
国
法
に
倣
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
導
入

年
代
が
異
な
る
だ
け
で
、
導
入
趣
旨
は
日
韓
で
異
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
、
韓
国
共
に
、
株
主
総
会
権
限
を
縮
小
し
、
取
締
役
の
権

限
を
拡
大
し
て
株
式
会
社
の
権
限
を
再
分
配
す
る
と
同
時
に
、
取
締
役
の
責
任
の
厳
格
化
と
株
主
の
地
位
の
強
化
す
る
た
め
の
一
環
と
し
て
、

米
国
法
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
南
隅
基
秀
「
韓
国
と
日
本
の
株
主
代
表
訴
訟
」
札
幌
学
院
法
学
（
一
七
巻
一

号
）
八
七
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）。
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（
５
）

も
っ
と
も
、
株
主
代
表
訴
訟
は
現
在
も
増
え
続
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
株
主
代
表
訴
訟
の
係
属
件
数
は
、
平
成
一
一
年
末
の
二
二

〇
件
を
ピ
ー
ク
と
し
て
以
降
減
少
に
転
じ
て
い
る
。
資
料
版
商
事
法
務
二
〇
五
号
一
一
七
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
商
事
法
務
一
六
二
七
号
六

五
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。
北
村
雅
史
「
最
近
の
判
例
に
見
る
株
主
代
表
訴
訟
」
小
林
秀
之
・
近
藤
光
男
編
・
前
掲
（
３
）
七
八
頁
。

（
６
）

日
本
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
北
村
雅
史
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
株
主
代
表
訴
訟
」
小
林
秀
之
・
近

藤
光
男
『
新
版
・
株
主
訴
訟
大
系
』
二
二
頁
以
下
参
照
（
二
〇
〇
二
年
）。

（
７
）

韓
国
の
一
九
九
八
年
改
正
商
法
で
は
、
株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
で
き
る
少
数
株
主
の
持
株
比
率
を
大
幅
に
引
き
下
げ
、
従
来
の
五
％
か

ら
一
％
と
し
た
。
ま
た
、
証
券
取
引
法
も
同
年
五
月
に
改
正
し
、�
六
ヶ
月
前
か
ら
継
続
し
て
株
券
上
場
法
人
の
発
行
株
式
総
数
の
〇
・
〇

一
％
以
上
を
保
有
す
る
者
�
と
そ
の
要
件
を
緩
和
し
た
が
、
米
国
と
日
本
が
提
訴
要
件
を
単
独
株
主
権
に
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
ま
だ
そ

の
持
株
比
率
が
高
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
金
大
淵
「
株
主
代
表
訴
訟
に
お
い
て
の
原
告
適
格
」
比
較
私
法
第
五
巻
第
一
号
（
韓
国
比
較
私
法

学
会
、
一
九
九
八
年
）
三
二
〇
頁
。

（
８
）

ソ
ウ
ル
地
方
法
院
一
九
九
八
年
七
月
二
四
日
判
決
九
七
ガ
ハ
ッ
ブ
三
九
九
〇
七
。
李
哲
松
『
会
社
法
講
義
（
第
九
版
）』（
二
〇
〇
一

年
）
六
三
一
頁
。

（
９
）

ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
〇
三
年
一
一
月
二
〇
日

二
〇
〇
二
ナ
六
五
九
五
判
決
。
原
審
は
、
ス
ウ
ォ
ン
地
方
法
院
二
〇
〇
一
年
一
二
月

二
七
日
九
八
ガ
ハ
ッ
ブ
二
二
五
五
三
判
決
。
サ
ム
ス
ン
電
子
株
主
代
表
訴
訟
で
、
会
長
ら
は
巨
額
の
賠
償
を
払
う
よ
う
に
判
決
さ
れ
た
。
こ

れ
に
関
す
る
記
事
は
、
日
本
経
済
新
聞
日
刊
二
〇
〇
四
年
一
月
一
八
日
付
を
参
考
。

（
１０
）

ロ
バ
ー
ト
・
Ｗ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
著
・
山
本
光
太
郎
訳
『
ア
メ
リ
カ
会
社
法
（
第
三
版
）』
二
九
五
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。

（
１１
）

C
ary

W
illiam

L
.&

E
isen

berg
M

elvin
A

.,
C

orporation
s,

u
n

abridged,
7

th
ed.,

T
h

e
F

ou
n

dation
P

ress,
In

c.
(N

ew

Y
ork)at

471,556.,(1995).

（
１２
）

忠
実
義
務
に
関
す
る
訴
訟
は
、
四
種
類
の
類
型
に
大
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
�
単
独
の
取
締
役
と
会
社
の
取
引
に
関
す
る
事
案
（
自

己
取
引
）、
�
単
数
若
し
く
は
複
数
の
兼
任
取
締
役
が
存
在
す
る
会
社
間
の
取
引
の
事
案
、
�
取
締
役
が
会
社
に
復
帰
す
る
疑
い
の
あ
る
機

会
を
利
用
す
る
事
案
、
�
取
締
役
が
行
う
事
業
が
会
社
と
競
合
す
る
ケ
ー
ス
、
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
・
Ｗ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
前
傾
（
１０
）
三

一
一
頁
。

（
１３
）

こ
の
表
現
は
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
るS

elh
eim

er
v.M

an
gan

ese
C

orp.ofA
m

erica,S
u

p.C
t.
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of
P

en
n

.(1966)
423

P
a.563,224

A
.2

d
634

か
ら
採
用
さ
れ
て
い
る
。；

米
国
の
大
部
分
の
州
に
お
い
て
改
正
模
範
会
社
法
の
よ
う

な
「
同
様
の
地
位
に
あ
る
慎
重
な
通
常
人
」
の
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、N

.Y
.B

u
s.C

orp.L
aw
§

717
;

R
evised

M
odel

B
u

sin
ess

C
orporation

A
ct

(1984)
§

8.30
(a).

な
ど
。

（
１４
）

ロ
バ
ー
ト
・W

・
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
前
掲
（
１０
）
三
〇
一
頁
。

（
１５
）

草
間
秀
樹
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
経
営
判
断
原
則
の
展
開
」
法
学
研
究
論
集
第
六
号
（
一
九
九
七
年
）
一
三
九
頁
。

（
１６
）

会
社
法
関
連
の
重
要
判
決
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
か
ら
下
さ
れ
た
の
が
多
く
、
こ
の
裁
判
所
の
判
決
は
他
の
州
の
判
決
に
も
多
大

な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
は
、
会
社
法
の
母(m

oth
er)

裁
判
所
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。D

en
n

is

J
.

B
lock

,
N

an
cy

E
.

B
arton

&
S

teph
en

A
.

R
adin

,
T

h
e

B
u

sin
ess

Ju
dgm

en
t

R
u

le,
F

idu
ciary

D
u

ties
of

C
orporate

D
irectors,A

spen
L

aw
&

B
u

sin
ess,(5

th
ed.1998),vol.1,at

2

―4.

（
１７
）

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
『
新
版
・
株
主
訴
訟
大
系
』
八
三
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。

（
１８
）

A
ron

son
v.L

ew
is,473

A
.2

d
805

(D
el.S

u
p.C

t.1984).

（
１９
）

ア
ー
ロ
ン
ソ
ン
判
決
以
外
に
も
、
経
営
判
断
原
則
を
取
締
役
の
た
め
の
推
定
で
あ
る
と
見
る
代
表
的
な
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
判
決
は
、

U
n

ocalC
orp.v.M

esa
P

etroleu
lm

C
o.,493

A
.2

d
946

(D
el.1985);

S
m

ith
v.V

an
G

orkom
,488

A
.2

d
858

(D
el.1985);

C
ede

&
C

o.v.T
ech

n
icolor,in

c.,634
A

2
d

345
(D

el.1993);
C

in
eram

a,In
c.v.T

ech
n

icolor,In
c.,663

A
.2

d
1156

(D
el.

1995)

な
ど
で
あ
る
。
前
掲
（
１６
）
二
〇
頁
。

（
２０
）

吉
原
・
前
掲
（
１７
）
八
五
頁
。

（
２１
）

488
A

.2
d

858
(D

el.1985)

ト
ラ
ン
ス
ユ
ニ
オ
ン
判
決(T

ran
s

U
n

ion
case)

と
い
う
。

（
２２
）

こ
こ
で
は
、
本
件
の
事
実
の
概
要
を
省
略
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｗ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
前
傾
（
１０
）
三
〇
四
頁
を
参

考
に
し
た
い
。

（
２３
）

W
illiam

T
.

A
llen

,
Jack

B
.

Jacobs
&

L
eo

E
.

S
trin

e,
Jr.,

F
u

n
ction

O
ver

F
orm

:
A

R
eassessm

en
t

of
S

tan
d

ard
s

of

R
eview

in
D

elaw
are

C
orporation

L
aw

,56
th

e
B

u
sin

ess
L

aw
yer

1287
(2001).

（
２４
）

473
A

.2
d

at
812.

（
２５
）

B
reh

m
v.E

isn
er,746

A
.2

d
244

(D
el.2000).;

W
illiam

T
.A

llen
,Jack

B
.Jacobs

&
L

eo
E

.S
trin

e,Jr.,S
ym

posiu
m

:
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R
ealign

in
g

T
h

e
S

tan
dard

of
R

eview
of

D
irector

D
u

e
C

are
W

ith
D

elaw
are

P
u

blic
P

olicy
:

A
C

ritiqu
e

of
V

an
G

orkom

A
n

d
Its

P
rogen

y
A

s
A

S
tan

dard
ofR

eview
P

roblem
,96

N
w

.U
.L

.R
ev.449

(W
in

ter,2002).
（
２６
）

A
L

I,P
rin

ciples
ofC

orporate
G

overn
an

ce
:

A
n

alysis
an

d
R

ecom
m

en
dation

s,§
4.01(c)(1994).

（
２７
）

吉
原
・
前
掲
（
１７
）
八
四
頁
。
北
村
・
前
掲
（
３
）
八
二
頁
。

（
２８
）

行
動
基
準
と
審
査
基
準
と
い
う
用
語
はM

elvin
A

ron
E

isen
berg

教
授
が
会
社
法
上
の
審
査
基
準
に
関
す
る
有
名
な
論
文
で
あ
る

M
elvin

A
ron

E
isen

berg,
T

h
e

D
ivergen

ce
of

S
tan

d
ard

s
of

C
on

d
u

ct
an

d
S

tan
d

ard
s

of
R

eview
in

C
orporate

L
aw

,
62

F
ordh

am
L

.R
ev.437(D

ecem
ber,1993)

の
中
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
２９
）

草
間
・
前
掲
（
１５
）
一
四
六
頁
。

（
３０
）

吉
原
・
前
掲
（
１７
）
九
二
頁
。

（
３１
）

吉
原
・
前
掲
（
１７
）
九
一
頁
。

（
３２
）

近
藤
光
男
『
経
営
判
断
と
取
締
役
の
責
任
』（
一
九
九
四
年
）
一
〇
九
頁
。

（
３３
）

大
塚
龍
児
「
株
主
権
の
強
化
・
株
主
代
表
訴
訟
」
現
代
企
業
立
法
の
軌
跡
と
展
望
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
五
年
）
七
二
頁
。

（
３４
）

戸
塚

登
「
経
営
判
断
原
則
（
一
）（
二
・
完
）」
阪
大
法
学
一
二
六
号
（
一
九
八
三
年
）、
一
二
七
号
（
一
九
八
三
年
）
五
〇
頁
。

（
３５
）

三
浦
治
「
取
締
役
の
経
営
判
断
に
対
す
る
法
的
処
理
の
あ
り
方
」
私
法
五
七
号
（
一
九
九
五
年
）
二
三
七
頁
。
大
塚
・
前
掲
（
３３
）
七

四
頁
。

（
３６
）

戸
塚
・
前
掲
（
３４
）（
二
）
六
六
頁
。

（
３７
）

吉
原
・
前
掲
（
１７
）
九
六
頁
。

（
３８
）

吉
原
和
志
・
「
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
」『
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
会
社
判
例
百
選
（
第
六
版
）』
一
四
九
号
一
一
三
頁
（
一

九
九
八
年
）。
北
村
・
前
傾
（
３
）
八
二
頁
。

（
３９
）

こ
れ
と
同
じ
ル
ー
ル
を
示
す
も
の
と
し
て
、
名
古
屋
地
判
平
成
一
〇
年
三
月
一
九
日
判
時
一
六
五
二
号
一
三
八
頁
（
中
部
電
力
事
件
）、

な
お
、
名
古
屋
地
判
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
五
日
判
時
一
七
八
四
号
一
四
五
頁
、
東
京
地
判
平
成
一
二
年
一
一
月
一
六
日
資
料
版
商
事
法
務

二
〇
二
号
二
一
一
頁
（
日
本
新
都
市
開
発
事
件
）、
及
び
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
五
月
一
四
日
判
時
一
六
五
〇
号
一
四
五
頁
（
野
村
証
券
損

失
補
填
（
第
二
次
）
事
件
）。
北
村
・
前
傾
（
３
）
八
二
―
八
三
頁
参
照
。
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（
４０
）

こ
れ
と
同
じ
ル
ー
ル
を
示
す
も
の
と
し
て
、
大
阪
地
版
平
成
一
一
年
五
月
二
六
日
判
時
一
七
一
〇
号
一
五
三
頁
（
朝
日
新
聞
事
件
）、
大

阪
地
判
平
成
一
二
年
九
月
二
〇
日
判
時
一
七
二
一
号
三
項
（
大
和
銀
行
事
件
）、
大
阪
地
判
平
成
一
四
年
三
月
一
三
日
判
時
一
七
九
二
号
一

三
七
頁
（
住
友
信
託
銀
行
事
件
）、
東
京
地
判
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
判
時
一
七
五
〇
号
四
〇
頁
（
蛇
の
目
ミ
シ
ン
事
件
）、
大
阪
地
判
平

成
一
四
年
一
月
三
〇
日
判
タ
一
一
〇
八
号
二
四
八
頁
（
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
事
件
）、
大
阪
地
判
平
成
一
四
年
二
月
二
〇
日
判
タ
一
一
〇
九
号

二
二
六
頁
（
コ
ス
モ
証
券
事
件
）、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
四
月
二
五
日
判
時
一
七
九
三
号
一
四
〇
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
４１
）

北
村
・
前
掲
（
３
）
八
四
頁
。

（
４２
）

李
哲
松
・
前
掲
（
８
）
五
九
三
頁
。
鄭
燦
亨
『
会
社
法
講
義
（
第
三
版
）』
六
三
〇
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。

（
４３
）

江
頭
・
前
掲
（
１
）
三
六
七
頁
。
上
柳
・
鴻
・
竹
内
・
前
掲
（
２
）
二
七
四
頁
。

（
４４
）

最
大
判
昭
四
五
・
六
・
二
四
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
（
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
）、
神
戸
地
判
昭
五
一
・
六
・
一
八
下
民
二
七
巻
五

�
八
号
三
七
八
、
福
岡
高
判
昭
五
五
・
一
〇
・
八
高
民
三
三
巻
四
号
三
四
一
。
上
柳
・
鴻
・
竹
内
・
前
掲
（
２
）
二
八
頁
。

（
４５
）

こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
学
説
検
討
は
、
森
淳
二
朗
「
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
商
法
の
争
点
�
』（
一

九
九
三
年
）
一
三
六
頁
参
考
。
末
永
敏
和
『
会
社
法
―
基
礎
と
展
開
（
第
三
版
）』（
二
〇
〇
二
年
）
一
四
八
頁
参
照
。

（
４６
）

韓
国
に
お
い
て
、
取
締
役
の
報
告
義
務
は
、
取
締
役
会
に
対
す
る
報
告
義
務
と
監
査
役
ま
た
は
監
査
委
員
会
に
対
す
る
報
告
義
務
の
二

種
類
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
取
締
役
会
の
活
性
化
の
た
め
、
二
〇
〇
一
年
改
正
商
法
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
。

（
４７
）

柳
珍
熙
「
米
国
会
社
法
上
の
取
締
役
の
注
意
義
務
」
ソ
ガ
ン
法
学
研
究
第
三
巻
一
二
五
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）。
姜
熙
甲
「
経
営
判
断
原
則

に
関
す
る
米
国
法
の
最
近
の
動
向
」
商
事
法
研
究
第
一
五
巻
二
号
一
一
一
頁
（
一
九
九
六
年
）。

（
４８
）

李
哲
松
・
前
掲
（
８
）
六
八
〇
頁
。

（
４９
）

金
大
淵
「
株
主
代
表
訴
訟
と
経
営
判
断
原
則
」
商
事
法
研
究
第
一
七
巻
第
三
号
一
四
二
頁
（
一
九
九
九
年
）。

（
５０
）

上
柳
・
鴻
・
竹
内
・
前
掲
（
２
）
二
七
八
―
二
七
九
頁
。

（
５１
）

も
っ
と
も
、
日
本
法
に
お
い
て
二
六
六
条
一
項
五
号
の
責
任
が
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
と
の
関
連
で
、
当
該
行
為
が
法
令
に
違
反
す
る

こ
と
を
知
ら
ず
か
つ
知
ら
な
い
こ
と
に
過
失
が
な
い
場
合
、
当
該
法
令
違
反
に
関
す
る
責
任
は
発
生
せ
ず
、
そ
の
た
め
結
果
と
し
て
法
令
違

反
に
該
当
す
る
行
為
を
行
う
と
い
う
判
断
に
つ
い
て
経
営
判
断
原
則
を
適
用
す
る
、
と
い
う
立
場
を
示
す
判
例
が
あ
る
。
東
京
地
判
平
成
一

〇
年
五
月
一
四
日
判
時
一
六
五
〇
号
一
四
五
頁
（
野
村
證
券
損
失
補
填
（
第
二
次
）
事
件
）、
名
古
屋
地
判
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
五
日
判
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時
一
七
八
四
号
一
四
五
頁
。
北
村
・
前
掲
（
３
）
八
六
―
八
七
頁
。

（
５２
）

会
社
に
対
す
る
影
響
力
を
利
用
し
、
理
事
（
取
締
役
）
に
業
務
執
行
を
指
示
し
た
り
、
ま
た
は
、
経
営
権
を
事
実
上
行
使
す
る
支
配
株

主
（
韓
国
に
お
い
て
、
通
常
、
上
場
法
人
の
支
配
株
主
と
認
識
さ
れ
る
株
主
は
発
行
株
式
数
の
二
〇
―
三
〇
％
程
度
の
持
分
を
持
っ
て
い

る
。）
な
ど
を
理
事
と
見
な
し
、
こ
の
よ
う
な
者
は
会
社
に
対
し
て
理
事
と
同
一
な
責
任
を
負
う
こ
と
と
、
理
事
も
責
任
を
負
う
場
合
こ
の

よ
う
な
者
は
理
事
と
連
帯
責
任
を
負
う
規
定
を
設
け
て
い
る
（
韓
商
四
〇
一
条
ノ
二
）。

（
５３
）

経
営
判
断
原
則
は
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー(safe

h
arbor)

と
し
て
機
能
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
吉
原
・
前
掲
（
１７
）
八
六
頁
参
照
。

（
５４
）

李
均
成
「
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
責
任
と
経
営
判
断
原
則
」
上
場
協
第
四
五
号
一
〇
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。

（
５５
）

大
法
院
二
〇
〇
二
年
六
月
一
四
日
宣
告
二
〇
〇
一
ダ
五
二
四
〇
七
判
決
。

（
５６
）

日
本
に
お
い
て
、
こ
れ
と
同
じ
く
判
断
内
容
に
も
事
実
上
立
ち
入
っ
た
と
解
さ
れ
る
判
例
と
し
て
、
名
古
屋
地
判
平
成
九
年
一
月
二
〇

日
判
時
一
六
〇
〇
号
一
四
四
頁
（
中
京
銀
行
事
件
）、
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
九
月
二
四
日
金
判
一
〇
六
三
号
三
九
頁
（
ニ
ッ
ポ
ン
放
送
事

件
）
が
あ
る
。
北
村
・
前
掲
（
３
）
八
四
頁
。

（
５７
）

北
村
・
前
掲
（
３
）
八
六
頁
。

（
５８
）

吉
原
・
前
掲
（
１７
）
九
六
頁
、
九
九
頁
。

（
５９
）

草
間
・
前
掲
（
１５
）
一
四
六
頁
。

（
６０
）

東
京
地
判
平
成
八
年
二
月
八
日
資
料
版
商
事
法
務
一
一
四
号
一
一
一
頁
（
セ
メ
ダ
イ
ン
事
件
）。

（
６１
）

L
ym

an
Joh

n
son

,T
h

e
M

od
estB

u
sin

ess
J

u
d

gm
en

tR
u

le,55
T

h
e

B
u

sin
ess

L
aw

yer
625

(2000),at
631.

（
６２
）

ジ
ョ
ン
ボ
ン
ジ
ン
「
取
締
役
の
義
務
と
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係
に
関
す
る
米
国
法
の
考
察
」
商
事
法
研
究
第
二
一
巻
第
二
号
三
三
八

頁
（
二
〇
〇
二
年
）。

（
６３
）

L
ym

an
Joh

n
son

は
注
意
義
務
違
反
の
当
否
を
審
査
す
る
際
、
考
慮
す
べ
き
事
項
と
し
て
、「
情
報
の
範
囲
、
種
類
、
情
報
源
、
信
頼

性
、
発
表
及
び
そ
の
情
報
の
所
有
あ
る
い
は
利
害
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
決
定
を
下
す
状
況
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
、
時
間
制
限
、
費
用
、

決
定
の
対
象
と
規
模
、
取
締
役
の
関
心
を
必
要
と
す
る
他
の
正
当
な
要
求
、
経
営
全
体
と
現
在
考
慮
中
の
特
別
事
案
に
対
す
る
取
締
役
の
現

在
知
識
の
状
態
、
成
長
及
び
将
来
の
見
込
み
に
対
す
る
取
締
役
の
意
見
な
ど
」
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
前
掲
（
６１
）
八
〇
七
頁
。

（
６４
）

江
頭
・
前
掲
（
１
）
三
六
九
頁
。
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