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1(3711)取締役の信認義務の活性化 (片 山)

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
最
近
の

一
連
の
会
社
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
、
取
締
役
会
が
業
務
に
相
当
の
注
意
を
払

っ
て
い
る
な
ら
ば
、
か
な
り
防

止
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、　
エ
ン
ロ
ン
事
件
に
お
い
て
、
取
締
役
会
は
上
級
執
行
役
員
が
会

社
の
経
済
的
基
盤
に
関
わ
る
危
険
な
計
画
を
導
入
し
て
い
た
こ
と
（己

注
意
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ダ
。
従
来
か
ら
、
な
ぜ
取

締
役
会
が
業
務
に
対
し
て
し
ば
し
ば
注
意
を
払
わ
ず
、
非
効
果
的
で
あ
る
か
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（だ

、
忠
実

お
よ
び
注
意
の
義
務
の
履
行
確
保
の
た
め
の
効
果
的
な
強
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
欠
如
が
問
題
で
あ
り
、
取
締
役
を
会
社
に
対
す
る
責
務
に
注

説
〉取

締
役
の
信
認
義
務
の
活
性
化

は
じ
め
に

取
締
役
の
責
任
と
会
社
法
レ
ジ
ー
ム

四 三

「無
責
任
ル
ー
ル
」
と
社
会
規
範

法
的
責
任
の
必
要
性

片

山

信

弘
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意
を
払
う
よ
う
に
動
機
付
け
る
た
め
に
は
何
を
な
す
べ
き
か
で
あ
ろ
う
。

会
社
の
内
部
的
業
務
に
対
し
て
形
式
的
な
法
的
干
渉
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、
市
場
の
力
あ
る
い
は
社
会
規
範
が
経
営
者
の
行
為

を
十
分
に
抑
制
す
る
と
の
意
見
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
社
会
規
範
は
評
判
へ
の
侵
害

・
恥
の
よ
う
な
内
的
な
感
情
を
通
し
て
非
公
式
に
強
制

さ
れ
る
ル
ー
ル
あ
る
い
は
基
準
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
こ
で
内
在
化
し
た
価
値
は
社
会
的
制
裁
の
脅
威
と
結
合
し
て
適
切
に
役
員
の
行
為

⌒４
）

を
抑
制
す
る
と

の
主
張
で
あ
る
。

ま
た
、
現
在

の
取
締
役

の
信
認
義
務

に
基
づ
く
責
任

の
レ
ジ
ー
ム
は
、
責
任
を
課
す
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
し
て
の
効
果
を
ほ
と
ん
ど
有
し

て
お
ら
ず
、
取
締
役
は
自
己

の
行
為

の
正
当
化
を
め

っ
た

に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
事
実
上

「無
責
任

ル
ー
ル
」
と

も
呼
ぶ

べ
き
責
任
体
制

に
あ
り
、
取
締
役
が
自
己

の
義
務
違
反

に
よ

っ
て
直
面
す
る
ペ
ナ

ル
テ
イ
ー
は
、
違
法
行
為

の
程
度

に
比
し
て
不

釣
り
合

い
と
も
思
わ
れ
る
状
態

に
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
不
釣
り
合

い
は
取
締
役

に
対
す
る
非
難

の
社
会
的
評
価
を
反
映

し
て
い
な

い
と
も

い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
、

こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
し
な
が
ら
、
市
場

の
力
あ
る
い
は
社
会
規
範

の
自
律
的
な
力
は
効
果
的
な
責
任

の
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
し

て
法
的
責
任

の
脅
威
と
置
き
換
え

る
こ
と
が
で
き
る
も

の
な

の
か
を
中
心

に
取
締
役

の
責
任

の
レ
ジ
ー
ム
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し

た

い
。
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）
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一
般
的
に
は
、
取
締
役
は
業
務
遂
行
に
必
要
な
情
報
と
時
間
を
確
保
し
て
い
な
い
こ
と
、
取
締
役
会
議
室
で
対
抗
関
係
に
立
つ
こ
と
を
嫌
う
文
化
を
有

す
る
こ
と
、
ま
た
、
集
団
思
考
に
よ
る
超
楽
観
主
義
に
よ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
拙
稿

「独
立
取
締
役
の
意
義
と
機
能
」
大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
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一
頁

以
下

参

照
．
集

団

思
考

と

エ
ン

ロ
ン
事

件

に

つ
い
て
は
、
〇
．ｏ
８
８

■
り

ｏ
∪
●
■９

”
８
み

↓
汀

″

『滞

魚

０
『ｏ
●
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ド
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ｒ

”
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ヽ
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８
）
参
照
。
な
お
、
そ
も
そ
も

「他
人

の
お
金
」
を
扱
う
こ
と
か
ら
取
締
役

の
能
力
お
よ
び
イ
ン

セ
ン
テ
イ
ブ
は
弱
め
ら
れ
る
と

い
う
。
Ｚ
ｏ
ユ
ｏ
こ
し
●
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８
●
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Ｎ
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一
一　
取
締
役
の
責
任
と
会
社
法
レ
ジ
ー
ム

０
　
デ
ラ
ウ

ェ
ア
判
例
法
は
、
取
締
役
お
よ
び
役
員
の
会
社
と
そ
の
株
■
に
対
す
る
法
的
義
務
を
信
認
義
務
の
形
で
確
立
し
、
州
制
定

法
は
、
そ
の
義
務
違
反
行
為
に
つ
い
て
の
救
済
を
規
定
す
る
。
ま
た
、
会
社
統
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
会
社
の
営
業
お
よ
び
業
務
に
最

終
的
な
責
任
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
取
締
役
会
は
、
重
要
な
会
社
経
営
に
関
す
る
事
項
は
自
ら
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
監
督
権

限
を
留
保
し
た
う
え
で
、
Ｌ
級
執
行
役
員
に
そ
の
責
務
の
多
く
を
委
譲
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

取
締
役
と
役
員
は
注
意
と
忠
実
の
信
認
義
務
を
会
社
と
そ
の
株
主
に
対
し
て
負

っ
て
い
る
。
デ
ラ
ウ

ェ
ア
州
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
の

行
為
に
適
用
す
べ
き
注
意
の
責
任
基
準
は
重
大
な
過
失
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、　
一
般
的
に
注
意
義
務
は
、
通
常
の
注
意
深
く
慎

重
な
人
が
自
己
の
業
務
遂
行
に
お
い
て
用
い
る
の
と
同
程
度
の
注
意
を
企
業
の
業
務
に
お
い
て
行
使
す
る
こ
と
を
取
締
役
に
要
求
す
る
と

さ
れ
て
い
る
。
取
締
役
の
行
為
に
対
す
る
司
法
の
審
査
の
レ
ベ
ル
は
、
医
者
あ
る
い
は
弁
護
士
の
よ
う
な
他
の
専
門
職
業
家
と
大
き
く
異
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な
る
が
、
そ
れ
は
広
く
取
締
役
の
判
断
を
保
護
す
る
経
営
判
断
の
原
則
に
拠
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
経
営
判
断
の
原
則
の
下
で
は
、
裁
判
所

は
取
締
役
会
で
の
決
定
の
内
容
自
体
の
適
切
性
よ
り
も
そ
の
決
定
に
達
し
た
過
程
の
妥
当
性
に
審
理
を
制
限
す
る
。

（
１０
）

ま
た
、
注
意
義
務
は
取
締
役
に
会
社
の
営
業
お
よ
び
業
務
に
不
断
の
注
意
を
払
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
取
締
役
は
日
々
の
業
務
に
お
い

て
生
じ
る
出
来
事
や
会
議
の
詳
細
に
つ
い
て
の
全
て
を
知
る
必
要
は
な

い
が
、
取
締
役
会
の
協
議
に
効
果
的
に
関
与
す
る
た
め
に
会
議
に

先
立
ち
企
業
活
動
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
を
入
手
す
べ
き
こ
と
や
会
社
業
務
の

一
般
的
な
監
視
を
な
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

（‐２
）

取
締
役
会
は
会
社
が
合
理
的
な
情
報
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
報
告
シ
ス
テ
ム
を
保
持
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

一
方
、
取
締
役
が
会
社
と
の
間
で
取
引
を
す
る
場
合
に
は
権
限
の
濫
用
の
リ
ス
ク
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
に
対
し
て

会
社
と
そ
の
株
主
を
保
護
す
る
た
め
に
、
忠
実
義
務
は
取
締
役
に
い
つ
で
も
自
己
の
利
益
よ
り
も
会
社
の
利
益
を
優
先
す
る
こ
と
を
求
め

る
。
こ
の
よ
う
な
利
益
相
反
取
引
は
か

っ
て
は
ヨ
モ
ン

・
ロ
ー
に
基
づ
き
、
当
該
取
引
が
公
正
で
あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
ま
で
も
な

く
、
ま
た
利
害
関
係
を
有
し
な
い
取
締
役
に
よ
る
当
該
取
引
の
承
認
の
有
無
も
関
係
無
く
、
当
該
取
引
を
取
り
消
し
得
る
も
の
と
さ
れ
て

い
た
が
、
現
在
で
は
多
く
の
州
に
お
い
て
、
制
定
法
に
よ

っ
て
独
立
の
決
定
権
者
に
よ
る
承
認
に
敬
意
を
払
う
基
準
に
委
ね
る
こ
と
で
利

⌒‐４
）

益
衝
突
す
る
取
引
を
司
法
の
審
査
か
ら
保
護
し
て
い
る
。

０
　
理
論
的
に
見
れ
ば
、
株
主
代
表
訴
訟
は
取
締
役
の
信
認
義
務
の
主
要
な
強
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
役
立

つ
も
の
で
あ
る
。
代
表
訴

訟
は
株
主
が
会
社
の
名
前
で
取
締
役
と
役
員
の
義
務
違
反
を
追
及
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
、
取
締
役
ら
の
適
正
な
権
限
の
行
使
を
期

待
し
得
な
い
場
合
に
、
会
社
の
権
利
を
守
る
た
め
に
訴
訟
の
提
起
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
保
護
的
制
度
が
取
締
役

を
金
銭
上
の
責
任
の
脅
威
か
ら
効
果
的
に
保
護
し
て
い
る
。
ま
ず
、
経
営
判
断
の
原
則
が
取
締
役
会
の
判
断
の
内
容
で
は
な
く
、
判
断
の

過
程
の
妥
当
性
に
裁
判
所
の
審
理
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
取
締
役
の
多
く
の
意
思
決
定
を
保
護
し
て
い
る
。　
一
般
的
な
問
題
と
し
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（・６
）

て
裁
判
所
は
経
営
上
の
決
定
に
干
渉
す
る
こ
と
を
控
え
る
こ
と
が
最
善
の
実
務
と
考
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
経
営
判
断
の
原

則
は
取
締
役
の
バ
イ
ア
ス
を
無
視
で
き
な
い
よ
う
な
決
定
で
あ

っ
て
も
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
適
切
に
保
護
す
べ
き
限
界
を
超
え
て
も
適

用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
裁
判
所
は
独
立
と
さ
れ
る
取
締
役
の
判
断
に
経
営
判
断
の
原
則
の
適
用
を
認
め
、
経
営
者
の
機
会

主
義
的
な
行
為
を
結
果
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
利
益
衝
突
あ
る
い
は
違
法
行
為
が
問
題
と
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
よ
う

な
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
独
立
取
締
役
の
利
用
は
、
代
表
訴
訟
を
通
し
て
取
締
役
会
の
行
為
を
中
し
立
て
る
こ
と
を
求

（
‐８
）

め
る
株
主
に
と

っ
て
ほ
と
ん
ど
克
服
し
難
い
ハ
ー
ド
ル
を
作
り
上
げ
る
手
続
き
Ｌ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
提

訴
請
求
の
要
件
と
独
立
の
取
締
役
の
み
か
ら
成
る
特
別
訴
訟
委
員
会
の
役
割
は
、
裁
判
所
が
株
主
の
訴
え
の
本
案
を
考
慮
す
る
前
に
、
代

表
訴
訟
の
訴
え
を
却
下
す
る
た
め
に
大
き
な
効
果
を
有
し
、
裁
判
所
は
独
立
の
取
締
役
の
合
法
的
効
果
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
株
主

が
代
表
訴
訟
を
自
ら
提
起
す
る
前
に
取
締
役
会
に
提
訴
請
求
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
取
締
役
ら
の
適
正
な
権
限
の
行
使
が
期
待

し
得
な
い
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
事
前
請
求
が
免
除
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
株
主
は
提
訴
請
求
を
検
討
す
る
取
締
役
が
利
害
関
係
を
有
し
て
お

ら
ず
、
独
立
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
申
し
立
て
た
行
為
が
取
締
役
の
適
切
な
経
営
判
断
の
行
使
の
結
果
で
あ
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
に

（
‐９
）

合
理
的
な
疑

い
を
生
じ
さ
せ
る
具
体
的
な
事
実
を
中
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。　
一
般
的
に
い
え
ば
、
株
主
は
開
示
の
利
益
を
有
さ

ず
、
請
求
の
本
案
を
証
明
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
代
表
訴
訟
に
対
応
す
る
た
め
に
、
取
締
役
会
は
し
ば
し
ば
独
立
の
取
締
役
か
ら
成

る
特
別
訴
訟
委
員
会
を
構
成
し
、
被
告
た
る
取
締
役
が
構
成
員
で
あ
る
取
締
役
会
に
よ

っ
て
指
名
さ
れ
た
少
数
の
取
締
役
か
ら
成
る
委
員

会
に
当
該
訴
訟
の
訴
え
が
却
下
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
を
判
断
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
の
意
見
が
当
該
訴
訟
の
維
持
は
会
社
の
最

善
の
利
益
に
合
致
し
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
わ
ず
か
の
判
例
を
除
い
て
、
裁
判
所
は
そ
の
よ
う
な
判
断
を
尊
重
し
て
当
該
訴
訟
の

（”
）

訴
え
を
却
下
し
て
い
る
。
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０
　
制
定
法
上
の
免
責
規
定
お
よ
び
補
償

・
保
険
の
許
容
に
基
づ
く
契
約
上
の
リ
ス
ク
を
転
換
す
る
工
夫
が
、
取
締
役
を
法
的
責
任
か

（２‐
）

ら
隔
離
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
デ
ラ
ウ

ェ
ア
会
社
法
は
、
会
社
に
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
の
た
め
の
金
銭
上
の
責
任
を
免
除
な
い
し

（２２
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（２３
）

制
限
す
る
定
款
規
定
を
採
用
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
多
く
の
デ
ラ
ウ

ェ
ア
会
社
は
そ
の
よ
う
な
規
定
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
デ

ラ
ウ

ェ
ア
会
社
法
は
、
会
社
が
取
締
役
の
詐
欺
と
か
意
図
的
な
違
法
行
為
の
結
果
で
は
な
い
事
実
上
全
て
の
責
任
費
用
の
寛
大
な
補
償
お

（
２４
）

よ
び
そ
れ
を
付
保
す
る
保
険
を
買
い
受
け
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

①
　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
保
護
的
な
工
夫
の
累
積
的
効
果
は
、
取
締
役
は
め
っ
た
に
自
己
の
行
為
の
正
当
化
を
要
求
さ
れ

な
い
と
い
う
意
味
で
の

「無
責
任
ル
ー
ル
」
に
事
実
上
な

っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
♂
。
こ
の
無
責
任
ル
ー
ル
の
現
実
は
広
く
受
け
入

（２６
）

れ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
権
限
を
有
す
る
者
は
決
定
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
者
に
対
し
て
そ
の
決
定
を
正
当
化
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
そ
の
決
定
に
対
し
て
責
任
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
会
社
制
定
法
は
株
主
に
取
締
役
の
選
任

・
解
任
の
権
利
を
認
め
て
い
る
が
、
公
開
会
社
の
株
主
は
経
営
者
と
争

っ
て
そ
の
権
利
を
行

使
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
現
行
の
ル
ー
ル
の
下
で
は
委
任
状
勧
誘
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
重
要
な
関
与
を
事
実
上
否
定
さ
れ
て
お

（
２７
）

り
、
現
職
の
取
締
役
は
直
接
的
な
解
任
の
リ
ス
ク
に
直
面
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
市
場
の
力
は
株
価
の
低
下
あ
る
い
は
敵
対
的

公
開
買
付
な
ど
に
と

っ
て
自
律
的
効
果
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
取
締
役
に
決
定
の
説
明
と
か
正
当
化
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な

（２８
）

い
。（６

）

た
と
え
ば
、
Ｏ
営
浄
『
´
９
８
汀
房
Ъ
８
ン

２

３
一
０

，

∽
Ｇ

もヽ
８
Φ
γ

（７
）
　
∽
５２
」，
ド
く
２
Ｐ
Ｏ
ｏ
■
内９
Ｂ
・
一
∞
∞
ゝ
‘
い
０
∞
い

，
∞
∞
Ｈ
（∪
ｏ
一
∽
●
ｏ

，
ＨΦ
∞
い
γ

（８
）

た
と
え
ば
、
〇
卜ヽ
営
１
・と
房
‐
ｏ
ぎ
】ヨ
ｏ
あ
〓
曽
口
ｈ８
ご
ユ
●
”
ｏ
Ｐ

“
∞
ン
２

に
，

お
ｏ
（∪
β

旨
「
・
８
８
γ

（
９

）

の
９
己
簿
ド

の
ｏ
Ｏ

ｏ
ヽ
”
Ｌ
Ｏ
●
ｒ

，
■

ｏ
一

■

∞

（一
Ｒ
３

γ
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（１０
）

「Ｐ
●
Ｏ
ｏ
日
ヨ
〓
０
０
０
●
ｏ
９
も
８
●
お
ｒ
営
３

ｏ
Ｒ
づ
ｏ
お
け
∪
【お
ｏ
一８
．∽
０
●
【Ｏ
ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
イ
日
ゴ
と̈

同
０
一Ｌ
ｏ
Ｐ
い
０
”
ｃ

，
ピ
一■
二
い
一
が
３
∞
一

Ｓ
ｏ
含
ド

（１１
）

】ｇ
聾

（‐２
）
　
【・
『。
０

，
『ｏ
ヨ
”
『〓
】●
一９
８
●
Ｌ
ｏ
●
と
【日

，
∪
ｏ
コ．く
”
Ｌ
く
ｏ
ぼ
〓
に
・
Ｏ
Φ
∞
＞

，
Ｎ
Ｃ
Φ
い
ｐ
Φ
『
ｏ

（∪
ｏ
一
０

，
　
卜Φ
ｏ
Ｏ
Ｉ
∽
一ｏ
●
ｏ
ド
】″
障
ｏ
い
Φ
【
Ｈ
＞

，
Ｎ
Ｏ
∞
ｏ
Ｎ
∞
ｏ
い

（∪
ｏ
ｒ
∽
●
●
●

８
８
γ
し
か
し
、
ｏ
●
お
日

，
キ

判
決
は
取
締
役

に
意
味
の
あ
る
行
為
基
準
を
課
す
る
に
お

い
て
特

に
有
用
な
内
容
は
な
く
、
そ
こ
で
の
基
準
に
よ
れ
ば
取
締

役
は
不
十
分
な
監
視
過
程

の
結
果
で
あ

っ
て
も
監
視

の
解
怠

の
責
任
を
ほ
と
ん
ど
負
わ
な

い
こ
と

に
な
る
と

い
う
。
”
ｏヽ
■
Ｐ
ゴ
お

日■
ｏ
一？
営
８

Ｒ

∽
Ｓ
け

の
ｏ
『も
ｏ
「”
Ｌ
ｏ
●
´
”
‘
ヽ
【●
一す
ｏ
（〕
Ｏ
く
ｏ
５
ｏ

，●
●
ｏ
Ｏ
「
”
に
０
一
●
Ｏ
ｏ
「
】も
”
●
】ｏ
∽
）
∞
∞
一」
　
”
いｏ
ゴ
　
ｒ
・
”
ｏ
く
　
∞
】
Ｎ
・
∞
ヽ
い
　
（Ｎ
Ｏ
Ｏ
卜
）
一
ぞ
ヨ
一●
す
ｏ
〓
・綸
｝
ｏ̈
∽
”
０ヽ
●
い
ｏ
∽
―
Ｏ
Ｘ
【ｏ
ヽ
ゝ
６
一
”
●
０
（す
ｏ

「
″
出
い
く
ｏ
●
絆】ｏ
●
ｏ
」
（〕ｏ
「つ
ｏ
”ヽ
［０
（］
ｏ
く
ｏ
５ｏ

，
●
０
０
、）
卜
∞
ぞ
Ｊ
一
　
ｒ
　
”
お
く
　
Ｈ
Ｈ∞
ｏ
・
ド∞
〇
∞
　
（Ｎ
Ｏ
Ｏ
∞
）

（
‐３

）

〓

Ｒ

，

ゝ

暉

ｏ

∪

【お

ｏ
一
９

∽

弓

日

∽
（
８

％

の

ｏ
●
い
一無

２

デ

［
Ｒ

３

一
営

一

ｏ

ｏ
０

９

“
お

〓

ｏ
Ｓ

〓
■

ヽ

い

ω

房

■

じ

く
お

Ｐ

鶴

（
８

８

γ

（・４
）

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
利
益
相
反
取
引
に
対
す
る
審
査
基
準
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「利
益
相
反
取
引
に
お
け
る
取
締
役
会
の
承
認
の
意
義

―

Ａ
Ｌ
Ｉ
の
原
理
を
中
心
に
―
」
海
保
大

研
究
報
告
四
四
巻

一
号

（
一
九
九
八
年
）
二
五
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
他
に
取
締
役
が
負
う
信
認
義
務
の
ひ
と
つ
と
し
て
誠
実
の
義
務
が
あ
る
が
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
最
高
裁
判
所
は
独
立
の
信
認
義
務
と
し
て
そ
れ
を
位
置

づ
け
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。　
拙
稿

「デ
ラ
ウ

ェ
ア
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
誠
実
義
務
」
大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
二
五
巻
二
号

（二
〇
〇
九
年
）

一
頁
以
下
参
照
。

（・５
）

『
。
・
。
Ｐ
∽●
０
日
●
０
ぉ
ぃ
）諄
ド
ド”

‐^６
）

拙
稿

「経
常
判
断
の
原
則
と
会
社
役
員
」
大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
三
六
巻
三
号

（
一〇

一
〇
年
）

一
頁
以
下
参
照
。

（・７
）

た
と
え
ば
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
趣
味
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
展
示
の
た
め
の
美
術
館
を
会
社
が
建
設
す
る
こ
と
を
認
め
る
寄
付
行
為
に
つ
い
て
取
締
役
会
の
決
定

に
関
す
る
訴
訟
の
和
解
に
つ
き
、
特
別
訴
訟
委
員
会
の
判
断
に
経
営
判
断
の
原
則
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。
パ
ツ〓
●
ド
∽
●
】７
営
）３
一
＞

ざ

お
じ
卜
０
年

∽
口
ｏ
「　
】Φ
Φ
【
）

（
‐８

）

」
。
つ
。
ｐ

ｐ
諄
〓
●
こ
●
”
Ｏ
ｏ
Ｏ

ｏ
ヽ
鮮
ｏ
「
０
」
０
ヽ
出
お
日

〓

，

０
国
８

ｏ
「
ｏ
ｏ
む

ｏ
「
鉾
ｏ
”
ｏ
さ
コ
Ｆ

一
Φ
｝

Ｏ
ｏ
Ｏ

ｒ

ｏ
Ｎ
Ｐ

ｏ
い
∞
―
い
一
　
Ｓ
Ｏ
Ｏ
ら

（０
″
）
　
＞ヽ
『
ｏ
●
∽ｏ
つ
く
　
［
わ
てでユ∽́
卜
ヽ
∞
に′
　
い
０
∞
〇
い
∞ヽ
ドト
　
（［）ｏ
一
∽
●
ｏ
「　
ドΦ
∞
卜
）

（２０
）

拙
稿

「特
別
訴
訟
委
員
会
と
構
造
上
の
バ
イ
ア
ス
」
大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
三
．．
巻

一
・
一
．号

（二
〇
〇
七
年
）
七
九
頁
以
下
参
照
。

わ
ず
か
の
例
外
を
示
す
近
年
の
裁
判
例
と
し
て
、
Ｆ

お

〇
”ヽｏ
お
Ｏ
ｏ
尋
ｏ
「き
ｏ
●
∪
ｏ
■
Ｓ
一一お

Ｌ
”●
」
鍵

＞
ζ
０
８
が
Ｒ
∞

Ｏ
β

ｏ
Ｆ
Ｓ
８
γ
聟
ｏ
●
２
メ
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ｒ
日
争
ヽ
Ｌ
ｓ

●

２

●
あ
Ｌ
８
一
３
β

ｏ
，

８
８
γ
な
お
、
代
表
訴
訟
は
企
業
買
収
に
関
し
て
多
く
見
ら
れ
て
い
る
。
日
ｇ
ヨ
７
８

”
↓
ぎ
ヨ

，Ｐ
ゴ
る

ｚ
９
ム
Ｏ
ｏ
オ
Ｒ
∽
す
Ｒ
３
ｏ
】計
『
ｒ
Ｌ
電
け一ｏ
Ｐ
≧
〕０
」
Ｏ
Ｌ
ｏ
●
ｌ
ｏ
ユ
８
絆２

ｏ
】３
超
κ
Ｌ
ｏ
房
し
ヽ
く
Ｓ

，
ｒ
ｐ
ｐ

お
Ｐ
お
『
３
８
じ

ま
た
、
支
配
株
式
の
取
引
に
関

し
て
は
代
表
訴
訟
に
よ
る
抑
制
的
効
果
が
見
ら
れ
る
。
曰
ｇ
ヨ

，
８

”
↓
３
日
”
∽
Ъ
Ｆ
『３
ｏ
】８
ヽ
口
”̈
躊
き

，
マ
９

，日
〓
●
”
手
０
”
”】営
８

”
２
８
８

ＨＬ
Ｌ
¨
“
Ｌ
ｏ
●
＞
い
ｏ
●
ｏ
く
の
ｏ
∽一の
“
●
０
マ
【“
５
●
崎
ｏ
コ
０̈
●
（
＞
い
ｏ
●
ｏく
の
ｏ
∽”∽
０
∞
　
（く
”
う
Ｏ
ｏ
「げ
【〓
Ｃ
●
【く
ｏ
∽ヽ〓
Ч
ｒ
●
■
∽
ｏ
す
ｏ
Ｏ
】
ｒ
●
Ｊ
ｆ
”
”
ｏ
ｏ
●
ｏ
「
】【●
φ
く́
ｏ
「オ
】●
”
”
”
つ
ｏ
「

Ｚ
●
ヨ
げ
ｏ
『
ｏ
Ｎｌ
ド〇
）゙
”く

，」
”げ
】ｏ
●け
ゴ
壼Ｆ
γ
ヽ
ヽ
∽∽『●
ｏ
ｏ
５つヽ
“
げ
∽Ｌ「“●
［
】０
１
∞
∞
Ｏ
ＨΦ
ゆ

（２．
）

”
】８
″
鮮
Ｌ
・
ｏ
Ｌ
φ一８

∪
】お
ｏ一９
Ｌ
３
旨
ｇ

認

，
営
・
ｒ
』
お
ド
８
３
Ｌ
８
い
ｓ
８
９

（２２
）

∪
２
・
Ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ
と

，Ｐ
Ｌ
け

，
②
【ｏ
ゅ

θ
）
貧
）
Ｓ
ｏ
ｏ
じ

（２３
）

口
”日
９
日
０
∽Ｆ
”
〓
Ｌ
ｏ
【”曼
∪
●
Ｏ
）
Ｌ
ョ
】け
Ｏ
Ｌ
洋
）凛
ぐ
ｋ
５
０
多
ｏ
ｒ
一■
Ｒ
∪
２
●■
ミ
９
Ｊ
♂
く
目
∪
ｏ
Ｚ
９
↓
ｏ
“ｏ〓
く
”●
Ｏ
ｏ
キ
●
Ｂ
´
∞
一
Ｏ
Ｐ
ｒ
Ｌ
″
ド
ト
ヽ
ド
一
Φ
ｏ

（ゆ
〇〇
〇
）

（２４
）

∪
２
・
Ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ
と

，Ｐ
Ｌ
（

，
②
Ｈ卜
い
●
ド

（Ｌ
　
（Ｎ
ｏ
ｏ
じ
・

一
四
五
条

（ｂ
）
項
は
、
代
表
訴
訟
に
お
け
る
和
解
の
補
償
を
禁
じ
て
い
る
が
、
典
型
的
に
保
険
は
そ
の
よ
う
な
非
補
償
責
任
を
填
補
範
囲
と
し
て
認
め

て
い
る
。
く
８
８
ヽ
２
２
・
∪
ｏ

，
■
ミ
ｏ
∽
●
づ
ｏ
●
ユ
∽
∪
【ぉ
０ざ
あ
Ｊ
己
Ｆ
”
ゴ
雪
器
上
Ｆ
”
崎
ｏ
０
９
ｏ
２
２
Ｌ
ヨ
”お
Ｏ
Ｌ
“げ
】】】■
Ｌ
●
Ｏ
ｏ
日
”●
出
８
Ｌ
ｏ
●
“う
Ｏ
Ｆ
の１
営
一８
）
卜
一

ω
●
∽　
ｒ
●
‘卜
∞
Φ
Φ
・卜
【『―
ドΦ
　
（一Φ
∞
『
）

（２５
）

〕。
８
∽し
Ｌ
「
”
８
け
Ｐ
諄
〓
メ
以
下
で
述
べ
る
無
責
任
ル
ー
ル
と
社
会
規
範
の
考
察
に
あ
た
り
、
本
論
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

な
お
、
た
と
え
、
代
表
訴
訟
が
不
成
功
に
終
わ

っ
て
も
責
任
を
促
進
す
る

一
定
の
効
果
が
あ

る
と
の
意
見
も
あ
る
。
〓
Ｒ
２
・
∪
ｏご
く
Ｒ
Ｏ
目
ｏ
日
Ｏ
Ｒ
●
０

で
ヽ
ｏ
一ヽ０
．∽
マ
【ｏ
∽”
”
Ｘ
ｏ
ｏ
●
∽”く
ｏ
「鮮」
●
ｏ
ｏ
”一
∞
∞
国
ｏ
い
み
”ヽ
ｒ
・”
げ
く
・
μ
ド∞
ド
）
Ｈ
一∞
卜
　
（Ｎ
Ｏ
Ｏ
い
）

（２６
）
こ
の
様
な
現
実
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
９
８
”・
〇
●

，
ｏ
聟
８
ｑ

〓
２
お
∽
♂
『
ｏ
ｏ
３
８
”お
口
『ｏ
●
”ｏ
あ

δ

しヽ
夢
Ч
く
８

∪
８
、一
日
〓
〓
ｏ
Ｆ
二
お

〓
９
Ｂ
ｏ
∪
ｏ
ｏ
●
ｏ
日
ぉ
●
∽
け０
「
ｏ
口●
く
ｏ
‘
【
”
ｏ
”
『
０
ド

Ｎ
∞
∪
２

「

０
９
８

ｒ

ｒ

『

（Ｎ
ｏ
ｏ
∞
γ

ω
，

ｏ
庁

・
”
［
Ｌ

・
〇
‘
お
一Ｏ
ｏ
∪
牢
ｏ
●
”ｏ
「
ｒ
ご
げ
【ビ
■

一
　
Ｃ
ｏ
●
●
マ
一
〇
】【●
「
『
ｏ
”
『
”
ヨ

一●
】Ｌ
〓
く
”ｂ
ヽ
”
ｏｏ
い
ｏ
●
二
●
∽
を
く
ｏ
Ｌ
百
口
”
”
”Ｏ
ｏ
【
ワ一ｏ　
Ｏ
いＯ
・Ｎ
Ｏ
Ｏ
∞
ン
“く
”
一】”げ
】ｏ
●絆
〓
Ｌ
も
¨ヽ
ヽ
つ
”つ
ｏ
「∽・∽リ
コ
】・０
０
口
】、
”Ｏ
Ｌ
町
”ｏけ＝
∞
∞
い
一
Ｎ
Ｎ

（２７
）

ω
。
汗
〓
口
Ｆ
ゴ
８
ｏ
お
ｏ
♂
『
∽
〓
鷺
ｇ
ｏ
一や
ミ
κ
８
∽９
＞
ン
の３
８
Ｘ
ざ

，
ｏ
ω
易
】３
２
″
ツロ
●
０
●
げ
●

３

０
３
２
３

”
ｏ
∽じ
鴫
し
い
Υ
８

⌒、
δ
３
・
株
主
の
権

限
行
使
に
伴
う
問
題
に
つ
い
て
、
拙
稿

「会
社
統
治
に
お
け
る
株
主
志
向
モ
デ
ル
」
大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
三
六
巻

一
号

（三
〇
〇
九
年
）

一
頁
以
下
参

昭
。ヽ
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（２８
）

〕
。
・
。
´
∽●
つ
轟
●
舞
Ｏ
Ｐ
算
二
∞

〓
一

「無
責
任
ル
ー
ル
」
と
社
会
規
範

前
述
の
無
責
任
ル
ー
ル
を
支
持
す
る
見
解
は
、
法
的
制
裁
は
取
締
役
の
行
為
を
規
制
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法

（
２９
）

以
外
の
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
に
よ

っ
て
取
締
役
が
信
認
義
務
に
従
う
こ
と
を
確
保
で
き
る
か
ら
と
い
う
。
特
に
社
会
規
範
と
資
本
の
市
場
が

（
３０
）

取
締
役
に
会
社
と
そ
の
株
主
の
最
善
の
利
益
に
お
い
て
行
為
す
る
よ
う
に
圧
力
を
加
え
、
規
律
を
守
ら
せ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
エ
ン
ロ

ン
な
ど
の
会
社
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
存
在
は
取
締
役
の
義
務
の
不
履
行
を
種
々
の
手
段
が
十
分
に
防
止
し
え
な
か

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

（
３‐
）

て
お
り
、
そ
の
結
果
、
取
締
役
の
行
為
を
正
す
手
段
と
し
て
法
的
制
裁
を
拒
否
す
る
合
理
的
根
拠
を
弱
く
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

０
　
資
本
市
場
は
、
取
締
役
が
会
社
の
株
価
に
不
利
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
抑
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
の
行
為
を

（３２
）

効
果
的
に
規
制
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
取
締
役
が
効
率
的
な
経
営
あ
る
い
は
責
任
あ
る
行
為
を
怠
る
な
ら
ば
、
株
■
の

利
益
に
反
す
る
行
為
に
よ

っ
て
株
価
の
低
下
を
招
き
、
潜
在
的
な
投
資
家
を
遠
ざ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
株
主
に
当
該
株
式
を
売
却

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
株
価
の
低
下
は
会
社
の
信
用
を
低
下
さ
せ
、
資
金
調
達
な
ど
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
マ
イ
ナ

（
３３
）
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
３４
）

ス
の
効
果
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
公
開
買
付
な
ど
に
よ
る
失
職
の
リ
ス
ク
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
株
価

の
低
下
と
そ
れ
に
伴
う
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
避
け
る
た
め
に
、
取
締
役
は
会
社
に
害
を
与
え
る
よ
う
な
行
為
に
従
事
し
な
い
。
こ
の
よ
う

に
取
締
役
の
行
為
を
抑
制
す
る
市
場
の
能
力
は
法
的
制
裁
の
必
要
性
を
否
定
す
る
。

「無
責
任
ル
ー
ル
」
の
市
場
に
基
づ
く
弁
護
に
対
し
て
は
そ
の
欠
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
商
品
市
場
に
あ

っ
て
は
、
非
効
率
的
経
営
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を
監
視
す
る
競
争
市
場
が
常
に
存
在
す
る
と
は
い
え
ず
、
不
完
全
な
競
争
市
場
に
お
い
て
は
経
営
者
支
配
の
問
題
に
有
効
に
作
用
す
る
と

は
い
え
な
腱
。
ま
た
、
経
営
者
供
給
市
場
に
あ

っ
て
は
、
経
済
的
資
質
の
評
価
の
困
難
性
お
よ
び
経
営
者
の
制
限
さ
れ
た
移
動
性
は
、
市

（
３６
）

場
の
不
完
全
性
を
表
す
も
の
で
あ

っ
て
、
経
営
者
を
取
り
替
え
る
効
果
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
会
社
支
配
市
場
に
あ

っ
て

は
、
多
く
の
公
開
買
付
は
有
能
な
経
営
者
の
取
り
替
え
を
反
映
し
て
お
ら
だ
、
公
開
買
付
の
動
機
付
け
は
、
必
ず
し
も
非
効
率
的
な
経
営

（
３８
）

に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
市
場
の
制
限
は
、
市
場
に
基
づ
く
弁
護
が
拠

っ
て
い
る
効
率
的
な
市
場
の
仮
定
の
経
験
上
の

（
３９
）

有
効
性
に
つ
い
て
疑
い
を
生
じ
る
結
果
と
な
る
。

０
　
△本
社
法
の

「無
責
任
ル
ー
ル
」
の
他
の
弁
護
と
し
て
、
社
会
規
範
が
取
締
役
を
信
認
義
務
に
従
う
よ
う
に
動
機
付
け
る
と
い
う
。

市
場
に
基
づ
く
弁
護
に
お
け
る
欠
点
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
社
会
規
範
に
基
づ
く
主
張
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
十

（
４。
）

分
に
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

た
と
え
ば
、
そ
の
具
体
的
例
と
し
て
評
判
の
機
能
を
考
え
る
と
、
取
締
役
の
注
意
の
レ
ベ
ル
は
責
任
の
脅
威
に
拠
る
よ
り
も
評
判
に
依

⌒４‐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（４２
）

存
す
る
社
会
規
範
に
よ
っ
て
大
き
く
影
響
さ
れ
、
ま
た
評
判
上
の
損
害
の
怖
れ
が
取
締
役
の
行
為
を
抑
制
す
る
と
い
う
。
人
は
公
式
的
な

罰
よ
り
も
尊
敬
の
損
失
に
重
き
を
置
く
と
い
わ
れ
て
お
り
、
取
締
役
は
グ
ル
ー
プ
内
で
の
評
判
に
損
害
を
与
え
な
い
よ
う
な
方
法
で
義
務

を
履
行
す
る
こ
と
に
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
イ
プ
を
有
す
が
。
そ
れ
ゆ
え
、
評
判
の
制
裁
の
脅
威
は
取
締
役
が
信
認
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を

確
保
す
る
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
的
制
裁
を
不
必
要
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

口
汗
雰
８

は
、
実
証
的
研
究
に
基
づ
き
、
外
的
な
社
会
統
治
の
非
公
式
の
シ
ス
テ
ム
は
多
く
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
法
よ
り
も

は
る
か
に
重
要
で
あ
り
、
特
に
相
互
に
作
用
す
る
当
事
者
が
継
続
的
な
関
係
に
あ
り
、
利
害
関
係
を
ほ
と
ん
ど
有
し
な
い
場
合
に
は
顕
著

で
あ
る
と
い
契
。
そ
こ
で
ヽ
こ
の
よ
う
な
社
会
規
範
と
個
人
的
行
為
の
関
係
の
研
究
か
ら
発
展
し
、
望
ま
し
い
社
会
的
行
為
を
引
き
出
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し
、
強
化
す
る
た
め
に
規
範
の
力
を
利
用
す
る
こ
と
を
政
府
に
認
め
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
求
す
る
シ
カ
ゴ
学
派
が
登
場
す
る
こ
と
と
な

っ

（４５
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（４６
）

た
。
政
府
は
法
の
改
革
を
通
し
て
行
為
の
社
会
的
意
味
を
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
社
会
規
範
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

（４７
）

規
制
政
策
は
、
危
険
な
行
為
を
挫
く

こ
と
を
求
め
る
政
府

に
と

っ
て
利
用
し
う
る
最
も
安
価

で
効
果
的
な
戦
略

で
あ
る
と

い
う
。

口
∽８
８
品

は
、
行
為
の
法
的
基
準
は
責
任
ル
ー
ル
あ
る
い
は
他
の
強
制
的
レ
ジ
ー
ム
を
特
徴
的
に
伴
う
が
、
そ
の
よ
う
な
レ
ジ
ー
ム
を

（４８
）

伴
わ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
社
会
規
範
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
ゆ
え
に
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
。

社
会
規
範
の
効
果
を
主
張
す
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
会
社
法
と
社
会
規
範
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
主
に
二
つ
の
考
え
方
に
分
か
れ
る
。

ま
ず
、
取
締
役
は
仲
間
か
ら
の
圧
迫
、
羞
恥
心
、
あ
る
い
は
自
己
の
評
判

へ
の
脅
威
の
よ
う
な
社
会
的
制
裁
の
怖
れ
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
社
会

（
４９
）

の
規
範
に
従
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
″
）鮮

と
く
”
多
け
『
は
、
会
社
は
法
的
統
治
関
係
を
非
法
的
な
強
制
し
う
る
統
治
メ

カ
ニ
ズ
ム

（す
な
わ
ち
、
規
範
）
に
置
き
換
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
会
社
法
は
こ
の
選
択
を
保
護
し
、
完
全
な
も
の
に
す
る
と
理
解
さ

（５０
）

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
経
営
判
断
の
原
則
は
第
二
者
の
審
理
に
転
じ
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
支
配
す
る

非
法
的
な
強
制
し
う
る
ル
ー
ル
と
基
準
を
促
進
す
る
司
法
的
ル
ー
ル
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
法

は
牧
羊
犬
の
役
割
を
果
た
す
が
、
必
要
以
上
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
口
”ギ
と
９
８
一
は
、
取
締
役
が
責
任
あ
る
行
為
を
す
る
に
は
信
託
と
誠
実
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の

価
値
を
高
め
る
た
め
に
取
締
役
の
内
的
動
機
付
け
の
重
要
性
に
焦
点
を
当
て
る
。
会
社
判
例
法
は
企
業
内
の
関
係
の
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
る
こ
と
で
、
社
会
的
枠
組
を
通
し
た
協
同
の
規
範
の
内
在
化
を
会
社
関
係
者
に
奨
励
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（５３
）

信
認
義
務
法
は
恥
で
は
な
く
、
枠
組
を
通
し
て
働
く
と
い
う
。
”
８
澪
と
ヨ
”年
一ｑ
と
異
な
り
、
里
Ｌ
『
と
９
８
”
は
社
会
的
制
裁
の
怖
れ

（
５４
）

は
企
業
内
の
機
会
主
義
の
弱
い
抑
制
の
み
を
与
え
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
取
締
役
が
相
当
の
注
意
を
行
使
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
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べ
き
か
は
、
法
が
社
会
的
な
期
待
を
表
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
注
意
義
務
に
お
け
る
司
法
の
意
見
は
取
締
役
の
内
的
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ

を
変
え
る
ほ
ど
取
締
役
の
行
為
に
影
響
し
な
い
が
、
裁
判
所
が
信
認
義
務
に
注
意
深
く
注
日
す
る
大
切
さ
に
触
れ
る
と
き
、
取
締
役
は
そ

⌒
５６
）

の
よ
う
に
す

べ
き
内
的
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
を
有
し
て
い
な
く
て
も
そ
の
呼
び
か
け
に
気
を
付
け
る
と
い
う
。
？
ｏ
障

は
、
取
締
役
の
利
他

主
義
的
傾
向
に
訴
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
裁
判
所
は
主
に
個
人
的
責
任
の
見
込
み
の
脅
威
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
注
意
深
く
忠
実
な
受
認

者
の
行
為
の
社
会
規
範
の
表
明
と
強
化
に
よ

っ
て
取
締
役
に
責
任
あ
る
受
認
者
の
よ
う
に
行
為
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

（
５７
）

い
つヽ
。

０
　
上
記
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
い
く
つ
か
の
批
判
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
規
範
は
真
に
複
雑
な
も
の
で
あ
り
社

会
規
範
の
適
切
な
定
義
の
基
本
的
合
意
の
な
い
現
状
に
お
い
て
、
規
範
の
真
の
世
界
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
。
必
ず
し
も
主
張
さ
れ
る
よ

う
な
結
果
は
表
明
で
き
な
い
。
規
範
は
行
為
に
影
響
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
い
か
に
行
為
に
影
響
す
る
か
の
理
念
を
有
し
て
い
な
い

（
５８
）

な
ど
、
法
と
社
会
規
範
の
主
張
が
か
な
り
直
感
的
主
張
で
あ
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
い
く
つ
か
の
規
範
は
全
て
を
良
く
す
る
も
の
で
は

な
い
。
他
の
者
の
犠
牲
に
お
い
て
あ
る
人
々
に
好
ま
し
い
よ
う
に
利
益
の
バ
ラ
ン
ス
を
転
じ
る
と
し
て
、
必
ず
し
も
社
会
規
範
は
社
会
グ

ル
ー
プ
の
利
益
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
く
、
法
的
ル
ー
ル
よ
り
も
社
会
規
範
を
通
し
て
発
展
し
た
ル
ー
ル
が
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の

（
５９
）

仮
定
を
疑
問
視
す
る
。
多
く
の

「法
と
規
範
」
の
理
論
の
支
持
者
は
法
と
経
済
の
合
理
的
選
択
の
仮
定
の
枠
組
内
で
規
範
の
理
論
を
適
合

さ
せ
て
い
る
理
、
社
会
規
範
が
不
明
瞭
で
あ
れ
ば
、
行
為
が
規
範
に
反
す
る
か
否
か
を
認
識
で
き
ず
、
合
理
的
選
択
の
仮
定
は
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
社
会
規
範
が
適
切
に
行
為
す
る
こ
と
を
導
き
う
る
と
し
て
も
、
必
ず
そ
の
よ
う
に
な
る
も
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

法
は
強
制
力
を
有
す
る
こ
と
で
強
さ
が
あ
り
、
そ
の
違
反
の
制
裁
の
過
酷
さ
が
義
務
で
あ
る
こ
と
の
理
解
に
影
響
す
る
。
法
は
規
範
を
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反
映
し
、
具
体
化
す
る
。
ゆ
え
に
法
を
強
制
す
る
こ
と
の
失
敗
を
規
範
に
補
わ
せ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
現
在
の
取
締
役
の
信
認
義

務
の
ゆ
る
や
か
な
強
制
は
、
他
の
厳
し
い
義
務
よ
り
も
道
徳
的
重
要
性
で
劣
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
”
８
澪
は
、
判
事
は
行

（
６２
）

為
の
望
ま
し
い

（非
法
的
）
規
範
の
発
展
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
法
的
意
見
を
通
し
た
取
締
役

へ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
た
と
え
金
銭
上
の
責
任
を
課
さ
な
い
と
き
で
さ
え
、
明
白
な
批
判
に
よ
っ
て
問
題
の
取
締
役
を
恥
じ
さ
せ
る
こ
と
が

（６３
）

で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
疑
問
あ
る
行
為
が
結
果
と
し
て
悪
く
な
い
と
自
己
正
当
化
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

り
、
複
合
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
と
ら
え
る
方
が
合
理
的
で
は
あ
る
ま
い
か
。

外
的
圧
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
な
け
れ
ば
、
受
け
入
れ
る
規
範
は
移
り
変
わ
り
、
望
ま
し
く
な
い
規
範
が
登
場
す
る
．
特
に
悪
い
決
定
を

な
す
グ
ル
ー
プ
あ
る
い
は
人
に
対
す
る
忠
実
の
ゆ
え
に
、
望
ま
し
く
な
い
規
範
は
広
く
許
容
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
違
法
行
為

（６４
）

に
対
す
る
信
頼
で
き
る
外
的
チ

ェ
ツ
ク
シ
ス
テ
ム
が
存
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
社
会
規
範
は
行
為
に
影
響
す
る
が
、
責
任
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
な
け
れ
ば
規
範
は
社
会
支
配
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
そ
の
有
用
性
を
弱
め
る
浸
食
を
受
け
や
す
い
。
し
た
が

っ
て
、
規
範
に
よ
る
自

己
統
治
シ
ス
テ
ム
は
失
敗
す
る
こ
と
に
な
練
。
法
的
制
裁
は
取
締
役
の
行
為
が
規
範
に
よ
る
制
裁
に
値
す
る
か
ど
う
か
を
測
る
た
め
の
重

要
な
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
役
割
を
有
す
型
。
社
会
心
理
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
る
と
、
外
集
団
の
犠
牲
に
お
い
て
内
集
団
を
好
ま
し
い
と
す

る
差
別
を
生
み
出
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
は
、
自
己
と
他
の
集
団
の
メ
ン
バ
ー
と
の
意
見
の

一
致
避
け
る
傾
向
が
あ
綱
。
こ
の
よ
う
な

内
集
団
バ
イ
ア
ス
は
、　
一
部

エ
ン
ロ
ン
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
お
け
る
取
締
役
の
監
視
の
失
敗
の
原
因
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
型
。
人
公
開

会
社
の
取
締
役
は
等
質
的
で
あ
り
、
社
会

・
民
族

・
年
齢
な
ど
共
通
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
有
す
る
こ
と
が
多
］
。
こ
の
よ
う
な
共
通

の
基
盤
を
有
す
る
者
は
共
通
の
価
値
観
を
有
し
、
自
由
な
討
論
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
法
的
レ
ジ
ー
ム
は
責
任
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
伴
う
こ
と
に
よ

っ
て
順
応

へ
の
傾
向
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
取
締
役
が
意
思
決
定
あ
る
い
は
監
視
の
憮
怠
の
た
め
に
裁
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判
所
に
自
己
の
行
為
の
正
当
化
を
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
存
す
る
な
ら
ば
、
独
立
性
あ
る
い
は
客
観
性
を
も

っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
動
機

付
け
ら
れ
よ
う
。

０
　
法
は
行
為
者
を
動
機
付
け
る
た
め
に
報
償
を
与
え
る
よ
り
も
制
裁
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
れ
は
報
償
よ
り
も
制
裁
の
方
が
コ
ス
ト

が
か
か
ら
ず
、
最
小
の
行
為
規
範
を
強
制
す
る
法
の
本
来
的
性
格
お
よ
び
法
の
遵
守
は
義
務
で
あ
る
と
の

一
般
的
法
感
情
に
根
ざ
す
も
の

で
あ
ろ
（ァ

。
口
”ヨ
ｏ
営
”
と
ス
マ
”
キ
ヨ
８

は
、
社
外
取
締
役

・
会
計
士
の
よ
う
な
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
呼
ば
れ
る
者
は
制
度
的
地
位
の
た

め
に
少
な
い
コ
ス
ト
で
違
法
行
為
を
防
止
し
う
る
者
で
あ
る
が
、
彼
ら
を
罰
す
る
こ
と
は
過
度
に
慎
重
に
な
ら
し
め
、
そ
の
地
位
か
ら
遠

（７３
）

ざ
か
し
め
る
の
で
特
に
コ
ス
ト
が
か
か
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
刑
罰
よ
り
も
報
償
の
方
が
動
機
付
け
に
有
利
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ

で
、
国
”
日
針
Ｌ
と

ス
キ
器
蜃
ｐＳ

は
、
報
償
の
レ
ジ
ー
ム
ー
過
失
に
よ
る
監
視
義
務
の
不
履
行
が
な

い
取
締
役
に
報
償
を
与
え
る
―
を
提

唱
す
る
。
そ
し
て
、
た
と
い
経
営
者
の
違
法
行
為
に
よ

っ
て
会
社
に
損
害
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
当
該
取
締
役
が
合
理
的
に
監
視
を
し
て

（
７４
）

い
た
な
ら
ば
、
報
償
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
と
す
る
。
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
を
与
え
る
報
酬
と
し
て
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
が
考
え
ら

（７５
）

れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
報
酬
と
会
社
の
業
績
と
の
相
互
作
用
は
取
締
役
の
役
割
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
社

外
取
締
役
は
経
営
者
の
株
価
操
作
な
ど
の
違
法
行
為
を
防
止
し
、
投
資
家
を
保
護
す
る
義
務
を
有
す
る
。
し
か
し
、
短
期
的
に
み
れ
ば
経

営
者
の
違
法
行
為
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
株
価
を
下
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
、
取
締
役
の
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
を
減
じ
る
こ
と
に
な

（“
。
ま
た
、
支
払
が
報
告
さ
れ
た
収
益
を
条
件
と
す
る
報
酬
構
造
は
、
経
営
者
に
利
益
を
最
大
化
す
る
こ
と
と
正
直
に
会
社
の
利
益
を
報

告
す
る
こ
と
に
同
時
に
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
ソ
。
そ
こ
で
ヽ
国
”
日
８
Ｌ
と

パ
」
”
洋
日
営

は
、
証
券
に

基
づ
く
報
酬
の
支
払
は
監
視
の
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
を
取
締
役
に
与
え
る
こ
と
に
失
敗
す
る
と
い
デ
。
過
失
あ
る
監
視
に
基
づ
く
取
締
役
に

責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
反
対
す
る
主
な
政
策
的
主
張
は
、
そ
の
よ
う
な
判
断
に
は
間
違

っ
た
判
断
の
リ
ス
ク
が
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
利
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（７９
）

益
よ
り
も

コ
ス
ト
が
大
き
い
こ
と
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
過
失
の
基
準
は
、
裁
判
所
が
間
違

い
を
犯
し
や
す
い
場
合
に
は
、
過
度
に
取
締
役

が
警
戒
す
る
こ
と
を
導
き
や
す
い
も
の
で
あ
型
。

国
”
日
針
Ｌ
と

パ
」
“
キ
ヨ
営

は
、
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
の
力
を
有
す
る
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な

い
報
償

レ
ジ
ー
ム
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
様
な
報
償
を
請
求
す
る
手
続
き
が
訴
訟
を
前
提
と
す
る
限
（兜

、
健
全
に
経
営
さ
れ
て
い
る
多
く
の
会
社
の
取
締
役
を
対
象
と
す
る
も

の
で
は
な
く
、
特
に
監
視
義
務
を
前
提
と
す
る
社
外
取
締
役
の
場
合
に
は
そ
の
取
締
役
の
地
位
を
離
れ
て
も
他
で
報
酬
を
得
て
い
る
の

で
、
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
ソ
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
報
償
レ
ジ
ー
ム
は
、
取
締
役
会
の
協
同
お
よ
び
経

営
者
と
の
信
頼
関
係
と
調
和
す
る
の
で
あ
ろ
う
（メ

。

（２９
）　
「

，
い目
も
Ｐ
「
ユ
●
２
■
ｏ∽
ｏ「
０
９
む
ｏ『鉾
ｏ
Ｏ
ｏく０
ゴ
”●
０９
＞
Ｏ
Ｌ
Ｌ
ｏ
口
ｏ
ｏ「
”
”ユ
つ
い
い一
〇
ｏ９
ぞ́
ご
∽ｒ
ｒ
”
ｏメ
０いＰ
ｏＮ∞‐
卜ヽ
（ドΦ∞一
γ
”

，
ｏＦ
ｏ一
ユ
・
の」も
”ヽ

８

け

い
０

牌

あ

一
常

房

８

鮨

〓

８

府
Ｆ

”

目

８̈

囀

Ｒ

，

ｏ

コ

日

】
¨
〓

営

お

ｏ
Ｌ
”
】
ω
多

ミ

一Ｒ

ゝ

ぬ

８

Ｑ

ｏ
８

［
∽
営

Ｏ

ｏ
選
日
ｏ
「
争

ぎ

摯

２

●
ご

お

Ｌ

，

コ

ｐ

∪
８

Ｐ

８

Ｐ

∞
∞
Ｈ
　
（μ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
）

（３０
）

∪
ぉ
［ｏ
３
８
鼻

”
コ
∽３
３

↓
汗

”
８
８
ヨ
】０
９
こ
ｏ
（ξ
ｏ
ま
ｏ
Ｏ
む
Ｏ
Ｓ
け
Ｆ
■
３
↓
ｏ

（８
８
γ
ゴ
ゴ
け
い
曽
”
お
Ｆ
■
ｂ
ぎ
お
す
ｏ
】浄
『
で
ｏ
一８
Ｌ
８
」
ａ

，
ｏ

「Ｐ
８
Ｑ

Ｓ
，

ｏ
ｏ
ｏ
む
ｏ
Ｓ
Ｌ
ｏ
Ｐ
ｏ
「
Ｆ
”
２
∽
ご
↑
圏
〓
８
？
お

（８
Ｎ
γ
ヨ
Ｆ
（Ｒ

は
、
資
本

の
市
場
は
商
品
　
サ
ー
ビ
ス
市
場
、
経
営
者

の
供
給
市
場
そ
し

て
証
券
市
場
な
ど
を

い
う
と
す
る
。

（３．
）

「
Ｌ
ュ
受
【・
∽
ｏ
賛
ｏ

，
ｏ
”
ｏ

，
∽
ｏ
９
】

，
ｏ
∪
【『ｏ
無
ｏ
■
】８
ユ
Ｓ
】ご
〓
”
∪
∵
ｏ
ｏ
け

∽ヽ
）
コ
０
●
２
曽
く
∪
●
ｔ
ロ
ゴ
＾
）ヽ
”
〓
ｒ
¨
巴
Ｌ
“
ｇ
〓

，
）
卜
一
口
ｏ
」
ｐ
ｒ
Ｌ
″
ド
∞
ｏ
Ｐ
一
い
∞

（∞
〇
〇
い
）

（”“
）
　
（中
ユ
喩
〓

，
）
∪
ｏ
”
【
「
ｏヽ
一ｏ
ｏ
Ｌ
ｏ
●
「
『ｏ
く
】∽【ｏ
●
∽
”●
けす
ｏ
日ヽ
あ
け
「
ｏ
Ｌ
ｏ
」
ｏ
ヽ
「
】“
く
）
「
【
”
ｏ
「０
〓
”
●
】
ｒ
　
”
Φ
く
　
ド∞
Φ
Φ
）
ドΦ
∞
Ｎ
　
（∞
〇
〇
∞
γ
”
〓
〓
〓
ｏ
″
∽口
も
”ヽ
●
ｏ
けｏ
ぃ
Φ
）
“
一
〇
ヽ
∞
―

「
一

（３３
）

の
■
日
計Ｆ
∽〓
ｏ
Ｓ
●
Ｐ
ｏ
∞
Ｎ
【Φ
∞
『
‐
∞
”

（
３４

）

コ

Ｘ

，
３

↓
す
ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ

Ｒ

“
け

の
ｏ
お

ヨ

営

８

〓

０
お

日

０
●
絆
Ｌ

い
ン
、営

９

ｒ

”
ｏ
ド

に

３

Ｌ

圏

下

８

（
辱

能

γ

コ
ロ
】̈」
つ

し

〓
「

”
●
ｏ
ぉ

Ｓ

ヽ

計
Ｒ

”

８

一
″

げ
∽
静ｏ
】Ｐ

を
や
「
だ
ｏ一
く
９
】″
お
ビ
一”一９
ご
ニ
タ
９∽ｏ
ｏ
コ
∽０
∽
一〇
Ｏ
ｏ
晨
）ｏ
「”一０
「
『“」
Ｏ
Ｆ
ン
の
ユ
Ｌ
ｏ
」
ｏ
ｏ」
けす
ｏ
∽
”ヽ
０
２
●ｏ
∽
―
Ｏ
Ｘ
】ｏく
ゝ
ら
一
ｏい
一〇
〇一
・∞
∞

，
Ｏ
ｏ
コ
Ｙ
ｒ
ｒ
∞
　
（∞ｏｏ
ヽ
γ
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（
３５

）

国
】∽
。
●
σ
ｏ
編

Ъ
デ

ｏ
９
コ

ｏ
言

お

ｏ
い
の
ｏ
尋

ｏ
Ｓ

Ｌ
ｏ
●
ｒ
”‘
メ

∞
Φ
ｏ
ｏ
〓

日

ｒ

″
堵

ド
ト
ｏ
ｒ

い
一
∞
Φ

ε
Φ
∞
９

・

（
３６

）

”
日

０
・
Ｃ

ヽ
ｏ
ｏ
む

０
轟

け

の
０
く
０
日

営

ｏ
ｐ

＞

器

●
０
く
ｏ
ｏ
∽
一
ｐ

●
つ
０

，

２

び

ｏ
ざ

Ｌ
ｏ
３

ｏ
ｏ
●
嗜
Ｒ

”
・
∞
い
ｏ
Ｏ
ご

日

・
ｒ

を
堵

二

一
ｏ
Ｐ

〓

Ｎ
Ｈ

Ｎ

Ｆ
Φ
∞
９

（３７
）

ご
〓
・
諄
〓
ヽ
い
い
０

，
い
”

（３８
）

岩
・
８
・
Ъ
〓
８
２
８
９
日
澪
■
ｏ
●
５
８

２
ａ

ｏ
ｏ
●
ｘ
ｏ
」
ｏ
●
８
∽
ヽ

「
”
８
Ｐ
”
ｑ
‘
“
ｒ
一
∞

貧
Φ
∞
ｅ
・

（３９
）

〕
ｏ
い
ｏ
ρ
∽●
０
８
い
０
ぉ
Ｐ
諄
Ｈ一
■

（４０
）

】匡
，

（パ「
）
　
∪
】りｏ
●
げ
ｏ
”ヽ
・
Ｏ
ｏ
コ
）ｏ
「”
絆Ｏ
ｒ
”
どく

，
●
０
∽
ｏ
ｏ
ご
Ｆ
Ｚ
ｏ
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ｓ
貸
“

ｒ

Ｏ
ｏ
「
Ｏ
ｏ
Ｐ

Ｊ
♂

詳

∪
●
『
ｏ
●
〓

ｏ
”
●
∽
♂

『
，

ｏ
〓

”
黒
』
０
日

０
●
一
”
●
一
〇
０
●
嗜
２

ｏ
「
手

ｏ
〓

２
こ
曾
ゴ

”
口
∽
Ｆ

Φ
∽
∽
０
９
Ｕ
ｏ
３

Ｌ
ｏ
口

∽
０
日

０

】●
一Ｌ
笙
〓
″
ωい
ｏ
ｏ
Ｌ
ｏ
●
Ｐ
Ｏ
Ｏ
Ｃ

Ｏ
，

一
【，
”
お
メ
ド一
∞
∞
・
一
い
一
い
　
（Ｎ
Ｏ
Ｏ
一
γ
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（
７７

）
　

０
『
。
オ
ｏ
「
い

∽
お
日
ヽ
ｏ
３

口甲
お

∪
ｏ
ｏ
●
ｏ
日
ぉ
∽
０
、
国
営
ピ
【●
”

蜜
Ｆ
ユ
つ
」
ご
［ざ
●

”
●
０
マ
Ｆ
●
”
”
ｏ
■
２

０
ｏ
ヨ
ｏ
ｏ
●
∽
“
Ｌ
ｏ
●

Ｎ
Ｎ

（”
ｏ
９

∞
・
Ｎ
ｏ
ｏ
９

ヽ
”
く
Ｌ
ご
０
お

“
一
す
な
つ
ヽ
ヽ

Ｆビ
蕉
ぎ
■
８

」
ｏ
３
●
ａ
ミ

８
望
９
８
汀
ヽ
Ｒ
い
こ
れ
は
経
験
上
の
研
究
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
ぢ
ず

，
８

２
２
・
〓
営
品
ｏ
■
巴
Ｆ
８
●
摯
３

８
０

０
ｏ
「つ
ｏ
「”けｏ
「
ギ
ｐ●
０
綸̈
】
】ｏ
∽
ｏ
●
ｏヽ
ｏ
∽
０
「
】●
う
ｏ
●
Ｌ
く
ｏ
∽
一てい”な
ｏ
『　
（「
ｏ
げ
『口
“
「ヽ
い
Φ
・Ｎ
Ｏ
Ｏ
∞
））●く

，一
”げ
】ｏ

，一
す
癖
つ
ヽ
ヽ
∽りヽ
●
ｏ
ｏ
日
ヽ
”げ
∽”ヽ
”ｏ
一・
ω
Φ
い
Φ
Ｏ
Ｏ
・

⌒７８
）

国
営
己

，ユ
俸
穴
げ
”算
日
Ｒ
ち̈
●
ｏ
８
●
２
●
、
Ｎ
鉾
】０
∞
”

（ｍ″
）
　
ω
“」●
げ
ユ
”
ｏ
）ロ
ゴ
ｏ
”
●
∽】●
ｏ
∽∽
『Ｌ
Ｏ
”
の
■
】ｏ
●
け
”
〓
】ｏ
●
∽
ゝ
け
∽絆ｏ
●
（【ｏ
●
∪
Ｏ
の一■
●
ｏ
・い
ヽ
ン、”●
　ヽ
ｒ
■
″
①く
∞
∞
・
】
Ｈト
ー
ドい
　
（い
〇
〇
卜
●

（８０
）

】ξ
Ｏ
ご
く
”
Ｆ
営
２
ゝ
Ｒ
民
”Ｑ

Ｆ
，

ｏ
∪
ｏ
●
ビ
」３
８
●
Ｒ
Ｌ
３
〓
く
Ｌ
『
｝
ｒ
”
∪
８

，
いｔ

（る
Ｒ
γ

（
８．

）

口

，
日

０
”
ュ

”

【
ぐ

“
“
岸
日

“
Ｐ

∽
Ｌ
Ｏ
Ｓ

い
０
ぉ

、
ド

“
［

【
い
Ｏ
ｒ

（８２
）

Ｚ
。
・
お
こ
・
∽」
ｏ
「”
う
ｏ
お
い
）営
『
ｏ
ｍ
ｐ
μ”

（８３
）

こ
の
よ
う
な
形
式
の
報
償
で
あ
っ
て
も
、
取
締
役
の
指
名
へ
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
影
響
が
及
び
、　
一
般
的
な
報
酬
の
ケ
ー
ス
と
同
様
に
不
十
分
な
イ
ン
セ
ン
テ

イ
ブ
し
か
与
え
な
い
こ
と
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

四
　
法
的
責
任
の
必
要
性

エ
ン
ロ
ン
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
、
法
以
外
の
手
段
の
失
敗
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
も
、
取
締
役
の
無
責
任
を
抑
制
す
る
法

（
８４
）

的
手
段
の
能
力
に
つ
い
て
は
疑
間
視
す
る
意
見
が
あ
る
。
こ
れ
は
取
締
役
の
行
為
の
性
質
卜
■
〓
８

ｏ
望
ミ

ｏ
ユ
ヨ
ｏ
ｌ
は
法
的
制
裁
を
課

（
８５
）

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
責
任
な
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
い
、
実
証
的
研
究
に
基
づ
き
、
制
裁
の
脅
威
は
期
待
さ
れ
る

（
８６
）

防
止
効
果
を
有
さ
ず
、
防
止
の
効
果
の
仮
定
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
保
証
で
き
な
い
と
い
う
。

ま
た
、
取
締
役
の
意
思
決
定
を
改
善
す
る
た
め
の
責
任
の
能
力
に
つ
い
て
疑
間
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
は
今
と
な

っ
て

は
疑
問
視
さ
れ
る
従
前
の
決
定
の
正
当
化
に
時
間
と
注
意
を
払
い
、
取
締
役
は
従
前
の
決
定
に
拘
束
さ
れ
る
バ
イ
ア
ス
を
強
め
る
と
い
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（８７
）

つヽ

。０
　
取
締
役
に
責
任
を
果
た
さ
せ
る
た
め
に
緩
や
か
な
レ
ジ
ー
ム
を
厳
し
い
レ
ジ
ー
ム
に
高
め
る
だ
け
で
は
問
題
は
解
決
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
自
由
意
思
に
基
づ
く
法
の
遵
守
の
程
度
を
高
め
る
た
め
に
は
、
法
的
レ
ジ
ー
ム
は
逸
脱
の
抑
止
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
適

（“
）

切
な
制
裁
と
道
徳
的
信
用
を
有
す
る
と
認
知
さ
れ
る
社
会
的
価
値
を
反
映
す
る
実
体
的
基
準
を
結
び
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

会
社
法
が
効
果
的
に
取
締
役
の
職
務
憚
怠
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
取
締
役
の
潜
在
的
な
責
任
の
範
囲
の
広

さ
で
あ
る
。
取
締
役
は
重
過
失
に
基
づ
く
意
思
決
定
に
よ

っ
て
会
社
が
蒙

っ
た
全
損
害
額
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
損
害
の

範
囲
は
個
人
た
る
取
締
役
の
過
失
の
程
度
に
直
接
関
連
し
な
い
。
責
任
の
程
度
は
行
為
に
向
け
ら
れ
た
過
失
の
程
度
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
法
の
不
釣
り
合
い
な
制
裁
は
法
の
道
徳
的
信
用
を
傷

つ
け
る
こ
と
に
な
型
。
信
認
義
務
違
反
の
た
め
に
課
せ
ら
れ
る
不
釣
り
合
い
な

制
裁
は
会
社
法
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
無
責
任
の
レ
ジ
ー
ム
を
作
り
上
げ
型
。
も
し
ヽ
制
裁
が
厳
し
い
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
ば
、
裁

判
官
と
立
法
者
は
責
任
と
高

い
損
害
賠
償
額
を
課
す
こ
と
を
避
け
る
方
法
を
工
夫
す
製
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
法
の
正
当
性
を
浸
食
す
る

（
９２
）

こ
と

に
な

ろ
う
。

０
　
と
こ
ろ
で
、
経
済
学
に
お
け
る
合
理
的
選
択
の
仮
定
は
、
人
は
自
己
が
受
け
取
る
利
益
が
外
因
的
費
用
を
超
え
て
い
る
場
合
の

み
、
そ
の
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
と
い
い
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
犯
罪
に
従
事
す
る
か
も
知
れ
な
い
人
々
へ
の
理
論
の
適
用
の

（９４
）

可
能
性
を
考
え
る
意
見
も
あ
る
。
事
業
組
織
に
従
事
す
る
人
は
自
己
の
行
為
の
認
識
さ
れ
た
コ
ス
ト
と
利
益
に
お
け
る
変
化
に
影
響
さ
れ

（９５
）

や
す
く
、
規
範
的
影
響
、
特
に
会
社
の
違
反
者
は
制
裁
の
脅
威
に
敏
感
に
反
応
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
が
違

法
で
あ
る
と
考
え
る
行
為
の
種
類
に
つ
い
て
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
合
理
的
選
択
の
仮
定
は
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

（９６
）

い
。
会
社
の
詐
欺
的
行
為
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
の
固
有
の
困
難
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
取
締
役
は
会
社
の
行
為
に
十
分
に
注
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意
を
払
い
、
会
社
取
引
に
関
し
て
利
用
し
う
る
十
分
な
情
報
を
収
集
し
、
適
切
な
質
問
を
な
す
こ
と
を
怠
る
こ
と
は
信
認
義
務
違
反
を
構

成
す
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

一
般
的
理
解
は
そ
の
よ
う
な
信
認
義
務
違
反
を
引
き
起
こ
す
個
々
の
行
為
を
正
確

（
９７
）

に
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
法
は
具
体
的
に
な
す
べ
き
行
為
を
規
定
し
て
お
ら
ず
、　
一
般
的
な
語
句
で
そ
れ
を
表
し

（９８
）

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
合
理
的
選
択
の
仮
定
は
取
締
役
に
法
的
制
裁
を
課
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
は

（９９
）

不
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⌒皿
）

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
あ
ま
り
に
適
法
と
違
法
を
区
別
す
る
取
締
役
の
能
力
を
低
く
見
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
い
く
つ
か
の
判
例
は
取
締
役
の
信
認
義
務
違
反
に
当
た
る
行
為
に
つ
い
て
具
体
的
か
つ
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
”
易
いお
脇

（脱
）

”
８
●
Ｏ
Ｓ
げ
お
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
会
の
監
視
機
能
に
関
し
て
、
取
締
役
に
経
営
者
が
そ
の
決
定
に
達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
過
程
に

（鵬
）

つ
い
て
疑
間
を
尋
ね
る
こ
と
お
よ
び
答
え
を
得
る
こ
と
を
要
求
し
、
建
設
的
な
懐
疑
的
態
度
を
取
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
会

社
の
財
務
報
告
書
お
よ
び
財
務
レ
ポ
ー
ト
の
信
憑
性
と
明
確
性
に
関
し
て
、
取
締
役
会
は
監
査
委
員
会
を
通
し
て
、
会
社
の
事
業
に
対
し

て
重
大
で
あ
る
問
題
に
な
ぜ
こ
の
会
計
原
則
が
選
ば
れ
た
か
、
経
営
者
が
主
要
な
判
断
と
評
価
を
し
た
の
は
何
の
問
題
か
、
原
則
の
選
択

お
よ
び
こ
れ
ら
の
判
断
と
評
価
を
な
す
こ
と
が
い
か
に
会
社
の
報
告
さ
れ
た
財
務
結
果
に
影
響
す
る
か
を
含
め
て
会
社
の
財
務
報
告
書
の

（皿
）

理
解
を
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
取
締
役
の
行
為
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。　
一
方
、
多
く
の
会
社
は
適
正
な
職

（鵬
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒獅
）

務
執
行
の
た
め
の
倫
理
規
程
を
採
用
し
て
い
る
が
、
具
体
的
あ
る
い
は
詳
細
な
規
定
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
サ
ー
ベ
ン
ス

・

⌒
‐０７
）

オ
ク
ス
リ
ー
法
も
上
場
会
社
に
倫
理
規
程
の
採
用
を
強
く
求
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
取
締
役
の
行
為
に
着
手
す
る
種
々
の
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
が
存
す
る
け
れ
ど
も
行
為
の
標
準
的
な
規
程
は
存
し
て
お
ら
ず
、

行
為
の
規
程
の
理
念
的
な
内
容
に
つ
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
低
い
レ
ベ
ル
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
示
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
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て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
会
社
は
取
締
役
が
責
任
を
負
う
べ
き
過
程
に
関
す
る
十
分
に
詳
細
な
内
容
を
規
定
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
と

い
理
ｏ
た
だ
ヽ
エ
ン
ロ
ン
事
件
で
の
取
締
役
に
あ

っ
て
は
、
か
れ
ら
は
責
任
を
理
解
し
て
い
た
が
そ
れ
を
無
視
す
る
選
択
を
し
た
こ
と
を

⌒１１０
）

示
し
て
お
り
、
行
為
の
選
択
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

０
　
法
的
制
裁
に
よ
る
取
締
役
の
違
法
行
為
を
抑
止
す
る
能
力
を
疑
問
視
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
サ
ー
ベ
ン
ス

・
オ
ク
ス
リ
ー
法
の
法

的
制
裁
の
脅
威
は
高
め
ら
れ
た
法
的
ペ
ナ
ル
テ
イ
ー
に
中
心
を
置
く
。
し
か
し
、
従
前
か
ら
存
在
す
る
法
的
制
裁
よ
り
も
非
常
に
厳
し
い

サ
ー
ベ
ン
ス

・
オ
ク
ス
リ
ー
法
が
同
様
の
違
法
行
為
を
い
か
に
防
止
す
る
の
か
証
拠
が
な
い
と
し
て
、
責
任
の
増
加
を
非
難
す
る
意
見
が

あ
る
。
し
か
し
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
犯
罪
に
お
い
て
ペ
ナ
ル
テ
イ
ー
の
効
果
の
経
験
上
の
証
拠
を
集
め
る
困
難
を
認
め
な
が
ら
も
、
経
済

（
‐‐４
）

的
犯
罪
を
挫
く
た
め
に
は
法
的
制
裁
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
違
法
行
為
の
防
止
に
お
い
て
企
業
が
正
式
な
制
裁
の
対
象
で

（‐‐５
）

あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
と
き
、
個
人
は
公
式

・
非
公
式
の
罰
の
リ
ス
ク
と
コ
ス
ト
を
非
常
に
感
じ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ホ
ワ

（‐‐６
）

イ
ト
カ
ラ
ー
事
件
は
め
っ
た
に
大
き
な
法
的
ペ
ナ
ル
テ
イ
ー
に
直
面
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
法
的
制
裁
は
取
締
役
の
違
法
行
為
を

抑
止
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
適
切
に
責
任
の
追
及
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
法
的
制
裁

（
‐‐７
）

は
違
法
行
為
の
強
力
な
抑
止
と
し
て
役
立

つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
、
取
締
役
に
と

っ
て
、
適
切
な
行
為

と
不
適
切
な
行
為
の
間
を
区
別
す
る
た
め
に
用
い
る
十
分
な
シ
グ
ナ
ル
が
あ
り
、
不
適
切
な
行
為
が
法
的
制
裁
を
受
け
る
あ
る
程
度
の
確

（
‐‐８
）

実
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
法
的
制
裁
は
取
締
役
へ
の
強
力
な
抑
止
と
し
て
役
立
つ
と
い
え
よ
う
。

ω
　
取
締
役
の
違
法
行
為
を
抑
止
す
る
た
め
の
法
以
外
の
手
段
は
、
法
的
制
裁
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
有
効
な
手
段
で
あ
り
う
る
と

思
わ
れ
る
。

取
締
役
の
違
法
行
為
を
評
判
上
の
制
裁
で
防
止
で
き
な
い
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
取
締
役
は
自
己
の
違
法
な
行
為
が
発
見
さ
れ
る
と
思
っ
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て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
会
社
の
違
法
行
為
を
発
見
す
る
困
難
は
、
よ
り
大
き
な
法
的
制
裁
を
課
す
べ
き
こ
と
を

要
求
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
会
社
の
責
任
レ
ジ
ー
ム
が
重
大
な
制
裁
を
課
す
な
ら
ば
、
評
判
上
の
制
裁
の
有
効
性
も
ま
た
確
保
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
評
判
上
の
制
裁
の
無
力
の
他
の
理
由
と
し
て
、
取
締
役
会
の
よ
う
な
小
さ
な
集
団
は
信
念
で
行
為
す
る
こ
と
で
違
法
行
為
で

（鵬
）

あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
様
な
場
合
に
は
取
締
役
の
行
為
の
評
価
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
集
団
は
取
締
役
の
行
為
を
判
断
す
べ
き
基
準
を
必
要
と
す
る
が
、
法
的
レ
ジ
ー
ム
は
そ
の
よ
う
な
基
準
を
具
体
化

す
る
に
あ
た
り
、
有
用
な
道
具
と
な
る
。
裁
判
官
は
警
察
官
と
い
う
よ
り
も
伝
道
者
と
し
て
社
会
規
範
に
影
響
を
与
え
る
行
為
の
法
的
基

⌒昴
）

準
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ

っ
て
果
た
さ
れ
る
と
い
う
。

ｏ
ｏ
澤
る
は
、
資
本
市
場
に
お
い
て
投
資
家
は
発
行
者
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
情
報
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
情
報

（
‐２６
）

は
強
制
的
な
情
報
開
示
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
の
み
最
も
よ
く
与
え
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。
市
場
は
否
定
的
ニ
ュ
ー
ス
に
素
早
く
反
応
す
る

傾
向
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
の
公
表
の
責
任
を
取
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
。
結
果
的
に
市
場
は
悪
い
と
思
わ
れ
る
ニ
ュ
ー

（‐２７
）

ス
を
無
視
し
て
異
常
に
楽
天
的
な

ニ
ュ
ー
ス
を
公
表
す
る
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
を
取
締
役
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
会
社

の
情
報
の
開
示
を
確
保
す
る
責
任
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
取
締
役
に
圧
力
を
か
け
る
強
制
的
な
力
と
し
て
役
立

つ
法
的
制
裁
を
必
要
と
す

（出
）

（‐２９
）

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
市
場
は
会
社
に
つ
い
て
利
用
し
う
る
情
報
を
評
価
す
る
た
め
に
市
場
の
専
門
家
に
依
存
す
る
。
取
締
役
が
法
的

制
裁
の
怖
れ
な
し
に
責
任
を
無
視
で
き
る
な
ら
ば
、
誤

っ
た
情
報
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
の
チ
ェ
ツ
ク
を
怠
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
市
場
は
法
的
制
裁
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
型
。

①
　
法
的
制
裁
は
取
締
役
の
行
為
を
規
制
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
い
く
つ
か
の
弊
害
が
生
じ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
取
締
役
が
厳
し
い
責
任
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
な
ら
ば
、
会
社
が
成
功
す
る
た
め
の
事
業
の
必
要
な
改
革
に
川
心
深
い
方
法
で
行
為
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す
る
こ
と
に
な
り
、
積
極
的
な
会
社
経
営
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
取
締
役
の
地
位
は
多
く
の
有
能
な
人
々
に
と
っ
て
望
ま
し

い
魅
力
あ
る
地
位
で
は
な
く
な
り
、
候
補
者
を
得
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
い
理
。
し
か
し
ヽ
現
在
の
法
以
外
の
規
制
が
望
ま
し
く
な
い

行
為
を
十
分
に
抑
止
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
法
的
制
裁
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

か
っ
て
、
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
の
責
任
の
損
害
賠
償
を
制
限
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
。
現
在
で
は
多
く
の
州
で
は
、
単
に
取
締
役

の
責
任
の
上
限
を
定
め
る
よ
り
も
免
除
す
る
方
向
に
あ
る
。
Ｆ
品
９
８
ュ
は
、
防
止
の
望
ま
し
い
レ
ベ
ル
の
た
め
に
、
証
券
に
関
す
る

（‐３５
）

法
を
参
考
に
違
反
者
の
過
失
の
レ
ベ
ル
と
引
き
起
こ
し
た
損
害
額
を
考
慮
す
る
ペ
ナ
ル
テ
イ
ー
制
度
を
提
唱
す
る
。
現
在
の
免
責
制
度
は

（‐３６
）

責
任
を
負
わ
せ
る
ゴ
ー
ル
と
不
当
な
制
裁
を
避
け
る
ゴ
ー
ル
と
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度

（
‐３７
）

は
望
ま
し

い
行
為
を
導
く
た
め

に
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
会
社

の
責
任
理
論

の
根
底

に
あ
る
不
法
行
為

に
基
づ

い
た
賠
償

の

枠
組
み
を
捨

て
去
卿
、
企
業
活
動

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
取
締
役

の
職
務

の
内
容
お
よ
び
過
失

の
程
度

に
対
応
し
た
賠
償
責
任

の
枠

組
み
を
考
え

る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

（８４
）
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