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暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す

本
年
は
、
年
明
け
早
々
能
登
半
島
で
地
震

が
発
生
し
、
多
数
の
人
命
が
失
わ
れ
、
い
ま
だ

避
難
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
方
々
が
お
ら
れ

ま
す
。
心
か
ら
哀
悼
の
意
を
表
す
る
と
と
も

に
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
国
外
で
は
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
は
い
ま
だ
続
い
て
い
る
ほ
か
、
イ
ス
ラ
エ

ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ガ
ザ
地
区
を
支
配
す
る
ハマ

ス
と
の
紛
争
も
激
化
の一途
を
た
ど
って
お
り
、

女
性
や
子
ど
も
も
含
め
尊
い
命
が
日
々
失
わ
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
経
済
面
で
は
、
内
外
金
利
差
を
理

由
と
し
た
円
安
が
進
み
、
日
銀
も
よ
う
や
く
ゼ

ロ
金
利
政
策
を
解
除
し
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、

金
融
緩
和
政
策
は
継
続
す
る
と
の
日
銀
総
裁

の
発
言
を
受
け
て
か
、ま
す
ま
す
円
は
売
ら
れ
、

一
時
は
160
円
と
い
う
34
年
ぶ
り
の
円
安
を
記
録

し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
円
安
の
影
響
で
国
内
の

物
価
が
上
昇
し
、
名
目
上
の
賃
金
は
上
昇
基

調
に
あ
る
と
は
い
え
、
実
質
賃
金
は
対
前
年
比

マ
イ
ナ
ス
が
続
い
て
お
り
、
物
価
高
騰
に
賃
金

上
昇
が
追
い
付
か
ず
、
家
計
が
悪
化
す
る
状

況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
円
安
と
原
料
高

が
台
所
を
直
撃
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ

禍
を
乗
り
越
え
、
景
気
は
全
体
的
に
回
復
基

調
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る一方
、
円
安
に
よ
る
原

材
料
の
仕
入
れ
価
格
高
騰
に
加
え
、
コ
ロ
ナ
融

資
の
返
済
開
始
な
ど
に
よ
り
、
昨
年
来
、
企

業
倒
産
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も
増
加

し
て
い
く
も
の
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
我
が
国
の
経
済
は
依
然
と
し
て

混
迷
状
態
で
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、

本
号
で
は
大
阪
を
特
集
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
こ
れ
に
ち
な
ん
で
、
大
阪
の
経
済
に

目
を
向
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
阪
府
の
経
済
力
は
、
前
回
の
大
阪
万
博

が
開
催
さ
れ
た
１
９
７
０
年
が
ピ
ー
ク
で
し
た

が
、
そ
の
後
50
年
間
、
特
に
バ
ブ
ル
崩
壊
後

１
９
９
０
年
以
降
、
経
済
の
地
盤
沈
下
が
続
い

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
阪
府
、
東
京
都
、
愛
知
県
の
県
内
総
生

産
の
全
国
構
成
比
や
、
法
人
所
得
の
推
移
を

比
較
し
て
み
る
と
大
阪
経
済
が
い
か
に
元
気
が

な
い
か
が
分
か
り
ま
す
。

県
内
総
生
産
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
は

１
９
７
０
年
に
は
10.2
％
の
シ
ェ
ア
を
有
し
て
い
ま

し
た
が
、２
０
２
０
年
に
は
7.1
％
に
落
ち
込
み
、

6.4
％
か
ら
7.1
％
へ
と
シ
ェア
を
伸
ば
し
た
愛
知
県

と
ほ
ぼ
横
並
び
の
状
態
と
な
って
い
ま
す
。

ま
た
法
人
所
得
に
つ
い
て
も
、
全
国
に
対

し
て
東
京
都
の
占
め
る
割
合
が
こ
の
50
年
ほ

ぼ
変
わ
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
大
阪
府
は
、

１
９
７
０
年
に
は
全
国
の
法
人
所
得
の
17.2
％
を

占
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
２
０
２
０
年

に
は
、
7.5
％
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
お
り
、
東
京

都
と
の
格
差
は一目
瞭
然
で
す
。

こ
の
よ
う
に
大
阪
経
済
が
落
ち
込
ん
だ
理
由

と
し
て
は
、
か
つ
て
経
済
を
牽
引
し
て
い
た
家

電
産
業
や
一
般
機
械
産
業
が
輝
き
を
失
い
、
そ

れ
を
補
う
べ
き
情
報
産
業
な
ど
の
非
製
造
業

が
伸
び
な
か
っ
た
こ
と
、
大
企
業
や
商
社
、
金

融
機
関
な
ど
が
本
社
機
能
を
東
京
に
移
し
た

こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
来
年
開
催
さ
れ
る
万
博
が

大
阪
経
済
の
起
爆
剤
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
円
安
に
よ
る
資
材
高
騰
や
人

手
不
足
な
ど
に
よ
り
、
会
場
建
設
費
が
誘
致

段
階
で
想
定
さ
れ
て
い
た
１
２
５
０
億
円
か
ら

２
３
５
０
億
円
と
約
２
倍
に
跳
ね
上
が
っ
た
こ

と
に
加
え
、
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
建
設
も
大
き

く
遅
れ
て
い
る
な
ど
、
課
題
が
山
積
し
て
い
ま

す
。

そ
の一
方
、
コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
、
大
阪

に
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
が
復
活
し
つつ
あ
り
ま

す
。
万
博
開
催
や
先
ご
ろ
整
備
計
画
が
認
定

さ
れ
た
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
の
開
業
に

よ
る
国
内
外
か
ら
の
観
光
客
の
更
な
る
増
加

を
見
据
え
て
各
種
交
通
イ
ン
フ
ラ
や
ホ
テ
ル
な

ど
の
観
光
設
備
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
大
阪
に
大
き
な
経
済
効
果
が
も
た
ら
さ

れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
課
題
は
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
て
万
博
が
成

功
裡
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
期
待
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

文
化
人
類
学
者
で
、「
情
報
産
業
」
と
い
う

言
葉
を
初
め
て
用
い
た
ほ
か
、
前
回
の
大
阪
万

博
の
ブ
レ
ー
ン
も
務
め
た
梅
棹
忠
夫
氏
は
、
大

阪
は
、
①
実
質
主
義
（
権
威
主
義
で
は
な
く

実
力
主
義
）、
②
商
業
的
合
理
主
義
（
リ
ー
ズ

ナ
ブ
ル
の
追
求
）、③
未
来
志
向（
自
分
の
実
力
、

や
り
方
を
重
視
、
自
由
で
開
放
的
、
新
し
い

ア
イ
デ
ア
の
実
現
を
図
る
）
の
３
つ
の
特
徴
を

も
つ
都
市
で
あ
る
と
評
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
ま

で
落
ち
込
ん
だ
大
阪
経
済
を
復
活
さ
せ
る
こ

と
は
、簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

大
阪
の
人
々
が
、
こ
う
し
た
大
阪
気
質
を
最
大

限
発
揮
し
て
本
気
で
取
り
組
め
ば
、
き
っ
と
か

つ
て
の
大
大
阪
の
復
活
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
と
確

信
し
期
待
し
て
い
ま
す
。
大
阪
を
基
盤
と
す

る
当
事
務
所
も
、
こ
れ
か
ら
も
多
く
の
人
達
と

の
ご
縁
を
大
切
に
「
お
陰
様
で
」
と
言
え
る

よ
う
に一同
で
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
し
い
中
高
生
を
迎
え
て
思
う
こ
と

今
春
、
10
期
生
と
な
る
19
名
の
高
校
3
年

生
が
卒
業
し
、
大
学
へ
進
学
す
る
等
し
て
新

し
い
人
生
の
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。
19

名
の
中
に
は
、
努
力
の
甲
斐
が
報
わ
れ
て
第

一
志
望
校
に
無
事
入
学
し
た
学
生
も
多
数

で
ま
し
た
（
進
学
先　

公
立
大
学
、
京
都

府
大
、
慶
応
大
、
京
大
等
）。
中
学
3
年
も

灘
、
北
野
、
天
王
寺
な
ど
難
関
校
に
進
学
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
他
方
で

は
、
一
次
志
望
校
で
は
な
く
、
二
次
志
望
校

に
入
学
し
た
り
、
一
年
浪
人
生
活
を
送
る
こ

と
と
し
た
学
生
も
当
然
い
ま
す
。
基
金
で

は
、
春
の
交
流
会
で
は
恒
例
で
、
卒
業
生
を

み
ん
な
で
祝
福
す
る
機
会
を
設
け
、
祝
う
と

共
に
激
励
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
正

直
、
憧
れ
の
志
望
校
に
合
格
す
る
こ
と
は
あ

く
ま
で
も
人
生
の
一
里
塚
で
す
し
、
む
し

ろ
、
志
望
校
に
不
合
格
に
な
っ
た
子
ど
も
に

対
し
、
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
か

毎
年
苦
慮
し
ま
す
。
今
年
は
、
永
い
人
生

で
は
必
ず
失
敗
が
あ
る
も
の
で
、
失
敗
か

ら
何
を
学
ぶ
か
が
大
切
で
、
失
敗
を
経
験

し
て
こ
そ
よ
り

豊
か
な
人
生
が

待
っ
て
い
る
こ

と
を
、
自
分
の

経
験
を
交
え
な

が
ら
話
し
ま
し

た
。
昔
、
発
明

王
エ
ジ
ソ
ン
が

知
人
か
ら
「
ど

う
し
て
そ
ん
な

に
次
々
と
発
明

で
き
る
の
か
」

と
尋
ね
ら
れ
、

「
失
敗
し
て
も

成
功
す
る
ま
で

あ
き
ら
め
な

か
っ
た
か
ら
だ
」
と
答
え
た
そ
う
で
す
。
失

敗
か
ら
何
を
学
び
、
そ
の
経
験
を
生
か
す
の

か
、
こ
れ
は
人
生
の
教
訓
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
春
の
交
流
会
は
、
3
月
29
日
レ
ス
ト

ラ
ン
ミ
ッ
テ
で
100
名
近
く
の
中
高
生
と
保
護

者
、
大
学
生
で
、
会
場
が
溢
れ
か
え
る
な
か

で
開
催
し
ま
し
た
。
第
1
部
で
は
、
毎
日
放

送
の
元
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
水
野
晶
子
さ
ん
に
、

詩
人
金
子
み
す
ゞ
の
詩
を
朗
読
し
な
が
ら
，

み
す
ゞ
の
短
い
人
生
を
語
っ
て
頂
き
ま
し
た

が
、
と
て
も
心
に
沁
み
る
感
動
的
な
お
話
を

聞
く
機
会
と
な
り
、
子
ど
も
た
ち
に
も
多
く

の
感
動
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

交
流
会
終
了
後
、
水
野
晶
子
さ
ん
か
ら
私

に
お
礼
の
メ
ー
ル
が
届
き
ま
し
た
が
、
そ
の

文
中
で
「
若
者
た
ち
の
真
っ
す
ぐ
な
視
線
を

浴
び
な
が
ら
金
子
み
す
ゞ
の
作
品
を
お
届
け

す
る
の
は
、
な
ん
と
も
嬉
し
い
緊
張
で
し

た
。
い
き
な
り
舞
台
に
上
が
っ
て
も
、
し
っ

か
り
と
声
を
出
し
、
自
分
の
夢
を
語
っ
て
く

れ
る
学
生
さ
ん
た
ち
の
力
に
驚
愕
し
ま
し

た
。
そ
の
後
の
皆
さ
ん
の
壇
上
で
の
や
り
取

り
を
伺
っ
て
、
誰
も
が
『
み
ん
な
違
っ
て
、

み
ん
な
い
い
』
と
そ
れ
ぞ
れ
輝
き
を
放
っ
て

い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
日
本
は
ま
だ
ま
だ
捨

て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
心
洗
わ
れ
る

時
間
と
な
り
ま
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
素
晴
ら
し
い
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
、

何
よ
り
、
支
援
し
て
い
る
中
高
生
た
ち
の
目

が
輝
い
て
い
る
と
表
現
さ
れ
た
こ
と
に
、
心

底
か
ら
基
金
の
着
実
な
歩
み
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

今
年
度
、
64
名
の
応
募
者
の
な
か
か
ら
公

正
な
審
査
を
経
て
中
学
生
5
名
高
校
生
11
名

を
支
援
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
更
新
者
と
併

せ
て
74
名
を
支
援
対
象
者
と
し
ま
す
。
こ
の

子
ど
も
た
ち
が
、
勉
学
や
ス
ポ
ー
ツ
、
芸
術

等
の
分
野
で
新
た
に
隠
れ
た
能
力
を
支
援
す

る
こ
と
で
引
き
出
し
、
将
来
は
社
会
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
先
達
と
な
っ
て
成
長
す
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

き
ず
な
基
金
で
は
、
持
続
的
な
活
動
の
た

め
に
、
ご
寄
付
や
遺
贈
、
会
員
サ
ポ
ー
ト
な

ど
協
力
者
を
募
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
支
援

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

代表社員弁護士

大 森 　 剛

巻 
頭 
言

公益財団法人
きずな育英基金

代表理事

山 田 庸 男
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の
日
か
歴
史
あ
る
法
律
事
務
所
と
し
て
誇
れ
る
よ
う
、

事
務
所
一
丸
と
な
っ
て
精
進
い
た
し
ま
す
。

小
坂
文
乃
社
長
か
ら
お
話
を
頂
戴
し
た
後
、
当
事
務

所
、
特
に
東
京
事
務
所
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
皆
様
に
あ
ら
た
め
て
事
務
所
全
体
の
沿
革
や
事

務
所
の
理
念
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
梅
ヶ
枝
中
央
法
律

事
務
所
の
弁
護
士
と
し
て
よ
り
一
層
身
が
引
き
締
ま
る

思
い
を
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
事
務
所
全
体
の
紹
介
に
続
け
て
、
弁
護
士
の

紹
介
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

皆
様
の
中
に
は
、日
頃
や
り
と
り
を
す
る
弁
護
士
や
、

依
頼
し
た
案
件
を
担
当
し
て
い
る
弁
護
士
の
ほ
か
に
、

ど
の
よ
う
な
弁
護
士
が
所
属
し
て
い
る
の
か
、
ご
存
知

で
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
に
当
事
務
所
の
弁
護
士

の
「
顔
」
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
く
、
所
長
の
山
田
庸

男
、
代
表
社
員
の
大
森
剛
及
び
東
京
事
務
所
に
て
常
勤

で
執
務
し
て
い
る
弁
護
士
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
経
歴

や
主
な
取
扱
分
野
、特
徴
な
ど
を
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

今
回
の
ご
紹
介
を
き
っ
か
け
に
、
各
弁
護
士
の
強
み
や

実
績
な
ど
を
ふ
ま

え
て
、
ご
依
頼
が

広
が
り
、
皆
様
と

の
つ
な
が
り
が
よ

り
深
く
な
り
ま
し

た
ら
幸
い
で
す
。

今
回
の
感
謝
の
夕
べ
は
、
立
食
形
式
で
実
施
い
た
し

ま
し
た
。
昨
今
は
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
打
合
せ
な
ど
も

増
え
て
き
て
お
り
、
直
接
顔
を
合
わ
せ
て
お
話
し
す
る

機
会
が
減
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
よ
り
多
く
の
方
と

お
話
し
で
き
る
よ
う
、
立
食
形
式
と
し
た
次
第
で
す
。

当
事
務
所
と
し
て
も
、
皆
様
と
親
交
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
、
大
変
感
謝
し
て
お
り
ま
す
が
、
ご
参
加
い
た
だ

い
た
皆
様
同
士
で
も
非
常
に
盛
り
上
が
っ
て
歓
談
さ
れ

て
お
り
、
今
回
の
感
謝
の
夕
べ
を
通
じ
て
、
皆
様
に
お

い
て
も
交
流
の
輪
が
広
が
っ
た
の
で
あ
れ
ば
大
変
嬉
し

く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

当
事
務
所
は
、
東

日
本
大
震
災
が
発
生

し
た
２
０
１
１
年
３

月
に
東
京
事
務
所
を

開
設
し
ま
し
た
が
、

開
設
当
時
は
林
友
宏

弁
護
士
と
事
務
員
１

名
の
み
で
あ
り
、
関

東
に
大
き
な
つ
て
や

ゆ
か
り
も
な
い
状
況

で
し
た
。
そ
の
よ
う

な
中
で
、
林
友
宏
弁

護
士
が
中
心
と
な
っ
て
着
実
に
基
盤
を
固
め
、
多
く
の

方
と
の
つ
な
が
り
が
で
き
た
結
果
、
こ
の
よ
う
に
東
京

で
感
謝
の
夕
べ
を
開
催
し
て
、
大
勢
の
方
に
ご
参
加
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
万
感
の
思
い
で
す
。

ま
た
、
東
京
事
務
所
に
て
常
勤
で
執
務
す
る
弁
護
士

も
５
名
に
増
え
ま
し
た
。
東
京
事
務
所
の
弁
護
士
そ
れ

ぞ
れ
が
得
意
分
野
・
実
績
を
有
し
、
個
性
に
あ
ふ
れ
て

お
り
、幅
広
く
、様
々
な
ご
依
頼
に
対
応
し
て
お
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
東
京
事
務
所
は
ま
だ
ま
だ
成
長
の
途
中

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
皆
様
と
の
関
係
性
を
強
固

に
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
良
い
リ
ー
ガ
ル
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て
い
く
所
存
で
す
。
そ
し
て
再
び
、
東
京
で
感

謝
の
夕
べ
を
開
催
で
き
る
よ
う
、
精
進
い
た
し
ま
す
。

あ
ら
た
め
ま
し
て
、
感
謝
の
夕
べ
に
ご
参
加
く
だ

さ
っ
た
皆
様
、
ま
た
、
素
晴
ら
し
い
会
場
と
お
料
理
を

ご
提
供
く
だ
さ
っ
た
日
比
谷
松
本
楼
の
皆
様
に
、
こ
の

場
を
借
り
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
５
月
22
日
、
東
京
都
千
代
田
区
の
日
比
谷
公
園

内
に
あ
る
日
比
谷
松
本
楼
に
て
、
感
謝
の
夕
べ
を
開
催

い
た
し
ま
し
た
。
当
事
務
所
で
は
、
定
期
的
に
感
謝
の

夕
べ
を
開
催
し
て
お
り
、
昨
年
10
月
に
も
帝
国
ホ
テ
ル

大
阪
に
て
感
謝
の
夕
べ
を
開
催
し
、
多
く
の
皆
さ
ま
に

ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
初
め
て
、
東
京

で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

当
事
務
所
は
、
１
９
７
３
年
に
所
長
の
山
田
庸
男
が

大
阪
の
地
で
「
山
田
法
律
事
務
所
」
を
開
設
し
、
そ
の

後
「
梅
ヶ
枝
中
央
法
律
事
務
所
」
に
改
名
後
も
、
大
阪

を
拠
点
に
リ
ー
ガ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
参
り
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
顧
問
先
の
皆
様
の
多
く
が
関
西
に
い

ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
感
謝
の
夕
べ
は

全
て
大
阪
で
の
開
催
で
し
た
。

他
方
で
、
当
事
務
所
は
２
０
１
１
年
に
東
京
事
務
所

を
開
設
し
、
東
京
を
中
心
に
関
東
の
顧
問
先
や
依
頼
者

の
方
も
増
え
て
お
り
、
そ
こ
で
今
回
は
、
関
東
に
お
ら

れ
る
顧
問
先
の
皆
様
や
、
日
頃
よ
り
連
携
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
税
理
士
・
社
会
保
険
労
務
士
等
の
士
業
の

方
々
に
も
感
謝
の
気
持
ち
を
お
伝
え
し
た
く
、
東
京
に

て
感
謝
の
夕
べ
を
開
催
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
の
で
、

今
回
の
感
謝
の
夕
べ
に
つ
い
て
は
、
関
東
に
お
ら
れ
る

方
々
に
の
み
お
声
が
け
い
た
し
ま
し
た
が
、
総
勢
で
52

社
・
86
名
の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
事

務
所
も
、
東
京
事

務
所
に
て
常
勤
と

し
て
執
務
し
て
い

る
弁
護
士
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
所

長
の
山
田
庸
男
、

代
表
社
員
の
大
森
剛
の
ほ
か
、
関
東
に
顧
問
先
や
事
件

を
多
く
抱
え
る
大
阪
事
務
所
所
属
の
弁
護
士
も
参
加

し
、
皆
様
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。

会
場
と
し
て
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
日
比
谷
松
本

楼
は
、日
比
谷
公
園
と
時
を
同
じ
く
し
て
オ
ー
プ
ン
し
、

す
で
に
創
業
か
ら
120
年
を
超
え
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ば

老
舗
中
の
老
舗
で
あ
り
、
か
つ
て
は
革
命
の
志
士
・
孫

文
も
た
び
た
び
訪
れ
、
福
田
康
夫
総
理
大
臣
（
当
時
）

が
中
国
の
胡
錦
濤
国
家
主
席
を
招
い
た
際
の
夕
食
会
の

会
場
と
な
る
な
ど
、
非
常
に
歴
史
の
深
い
レ
ス
ト
ラ
ン

で
す
。
そ
の
た
め
、
東
京
に
て
初
め
て
感
謝
の
夕
べ
を

開
催
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ご
依
頼
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

ま
た
、
日
比
谷
松
本
楼
は
、
特
に
カ
レ
ー
が
美
味
し

い
こ
と
で
有
名
で
あ
り
、
カ
レ
ー
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
セ
ー

ル
も
開
催
す
る
な
ど
カ
レ
ー
を
通
じ
た
社
会
貢
献
も
さ

れ
て
い
る
レ
ス
ト
ラ
ン
で
す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、
立

食
の
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
と
し
て
は
珍
し
く
カ
レ
ー
も
ご
準
備

い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
か
ら

も
大
変
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

日
比
谷
松
本
楼
の
小
坂
文
乃
社
長
に
は
、
同
社
長
の

曾
祖
父
で
あ
る
梅
屋
庄
吉
氏
と
孫
文
と
の
関
係
性
を
は

じ
め
、
日
本
と
中
国
の
交
流
と
、
こ
れ
に
深
く
関
わ
っ

て
き
た
日
比
谷
松
本
楼
の
壮
大
な
歴
史
に
つ
い
て
お
話

い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
事
務
所
は
日
比
谷
松
本
楼
の
足

元
に
も
及
び
ま
せ
ん
が
、
今
後
も
研
鑽
を
重
ね
、
い
つ

東
京
・
感
謝
の
夕
べ

弁
護
士

松
久
僚
成
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家
事
審
判
に
お
け
る
抗
告
の
理
由

本
年
５
月
に
、
当
事
務
所
が
執
筆
し
た
書
籍
が
出
版

さ
れ
ま
し
た
。

「
家
事
審
判
に
お
け
る
抗
告
の
理
由
―
モ
デ
ル
文
例

と
実
務
の
ポ
イ
ン
ト
―
」
と
い
う
、
か
な
り
お
堅
い
タ

イ
ト
ル
で
す
。

弁
護
士
等
が
裁
判
所
に
提
出
す
る
書
面
の
モ
デ
ル
文

例
集
で
、
主
に
同
業
者
が
買
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
作
ら
れ
ま
し
た
。

な
の
で
、
本
誌
で
ご
案
内
す
る
の
は
や
や
場
違
い
と

い
う
感
が
あ
る
の
で
す
が
、
私
も
編
集
担
当
の
末
席
と

し
て
出
版
に
関
わ
っ
た
関
係
で
、
少
し
だ
け
ご
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

一
般
に
、
相
続
や
離
婚
、
成
年
後
見
な
ど
の
家
族
関

係
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
、
そ
れ
が
紛
争
化
し
た

と
き
、
家
庭
裁
判
所
に
調
停
を
申
し
立
て
て
決
着
を
図

る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

調
停
で
決
着
が
付
か
な
い
場
合
は
、
審
判
と
い
う
手

続
き
に
移
行
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
最
初
か
ら
審
判

の
申
立
を
す
る
事
件
も
あ
り
ま
す
。）。

審
判
の
手
続
き
で
は
、
裁
判
官
が
双
方
の
主
張
や
事

実
関
係
を
踏
ま
え
、
妥
当
と
考
え
る
結
論
（
審
判
）
を

提
示
し
ま
す
。
そ
の
審
判
に
誰
も
異
議
が
な
け
れ
ば
そ

の
審
判
は
確
定
し
、判
決
と
同
様
の
効
力
を
持
ち
ま
す
。

他
方
、
審
判
内
容
に
異
議
が
あ
る
当
事
者
が
い
た
場

合
、
そ
の
当
事
者
は
審
判
の
見
直
し
を
求
め
、
高
等
裁

判
所
に
対
し
て
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
家
事
審
判
の
上
訴
の
手
続
き
を
抗
告
と
い
い
ま

す
。私

た
ち
が
作
っ
た
書
籍
は
、
こ
の
抗
告
を
行
う
際
に

必
要
と
な
る
抗
告
申
立
書
の
モ
デ
ル
文
例
を
、
事
件
の

種
類
ご
と
に
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

執
筆
作
業
に
は
当
事
務
所
の
ほ
ぼ
全
弁
護
士
が
参
加

し
、
出
版
ま
で
約
２
年
間
を
費
や
し
ま
し
た
。

弁
護
士
が
３
人
一
組
の
班
に
分
か
れ
、
各
班
ご
と
に

10
本
弱
の
項
目
を
担
当
し
、
元
高
裁
裁
判
長
の
林
醇
弁

護
士
の
監
修
の
下
、
杉
野
、
辻
、
私
の
３
名
が
編
集
担

当
と
し
て
原
稿
の
取
り
ま
と
め
や
校
閲
作
業
を
行
い
ま

し
た
。

家
事
事
件

そ
の
も
の
は

ご
く
身
近
に

起
こ
る
紛
争

で
す
。
し
か

し
、
抗
告
し

て
ま
で
争
う

こ
と
は
少
な

く
、
家
事
審
判
関
係
の
法
律
は
、
日
常
業
務
で
頻
繁
に

目
に
す
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め

各
弁
護
士
と
も
、
日
ご
ろ
は
馴
染
み
の
薄
い
関
連
法
規

と
格
闘
し
つ
つ
、
裁
判
例
や
参
考
文
献
を
漁
り
、
時
に

は
班
の
内
外
で
意
見
を
戦
わ
せ
な
が
ら
執
筆
に
勤
し
み

ま
し
た
。

や
っ
と
の
思
い
で
仕
上
げ
た
原
稿
が
、
あ
ち
こ
ち
ミ

ス
を
指
摘
さ
れ
て
出
版
社
か
ら
突
き
返
さ
れ
、
修
正
し

て
出
し
直
し
、
ま
た
ミ
ス
を
指
摘
さ
れ
て
出
し
直
し
、

と
い
う
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
し
ま
し
た
。
出
版
社
の

担
当
者
さ
ん
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。

そ
の
お
か
げ
で
、
こ
の
書
籍
の
編
集
作
業
を
す
る
中

で
初
め
て
知
っ
た
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。
本
当
に

良
い
勉
強
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
書
籍
は
一
般
向
け
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
も
し
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
一
度
手
に
取
っ

て
み
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

法
律
と
は
何
か

皆
さ
ん
は
、
現
在
放
映
中
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
の
連
続
ド
ラ

マ
小
説
「
虎
に
翼
」
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。
日

本
初
の
女
性
弁
護
士
の
一
人
で
あ
る
三
淵
嘉
子
氏
を
モ

デ
ル
に
し
た
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
私
も
楽
し
く
拝
見
し
て

お
り
ま
す
。
ヒ
ロ
イ
ン
の
寅
子
は
大
学
の
法
科
に
所
属

し
て
、
常
に
、「
法
律
と
は
何
か
」
と
考
え
続
け
ま
す
。

い
わ
く
法
律
と
は
、「（
困
っ
て
い
る
人
を
）
守
る
た
め

の
毛
布
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
と
評
し
、
対
す
る
友

人
は
「
武
器
」
で
あ
る
な
ど
と
答
え
て
い
ま
し
た
が
、

身
内
の
刑
事
事
件
の
判
決
を
聴
い
た
後
、
寅
子
は
考
え

方
を
変
え
、
法
律
と
は
、「
道
具
の
よ
う
に
使
う
も
の

で
は
な
く
、
き
れ
い
な
水
の
水
源
の
よ
う
な
も
の
で
、

変
な
色
を
混
ぜ
ら
れ
た
り
、
汚
さ
れ
た
り
し
な
い
よ
う

に
、（
み
ん
な
で
）
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
」

と
評
し
ま
し
た
。

私
も
弁
護
士
と
し
て
、
ご
依
頼
者
の
た
め
に
、
訴
訟

を
す
る
と
き
な
ど
は
、
法
律
の
「
勝
つ
た
め
の
武
器
」

で
あ
る
と
の
側
面
を
強
く
感
じ
ま
す
。
他
方
で
、
最

近
、
地
方
自
治
体
の
第
三
者
委
員
会
の
お
仕
事
を
２
回

ほ
ど
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
利
害
関
係
が
錯

綜
す
る
事
案
に
お
い
て
、
報
告
書
を
ま
と
め
る
に
際
し

て
は
、
法
律
が
、
様
々
な
立
場
に
あ
る
人
に
対
し
、
説

得
力
を
も
っ
て
説
明
す
る
た
め
の
唯
一
無
二
の
存
在
で

あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
り
、
判
決
後
の
寅
子

と
同
様
の
感
想
を
抱
き
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
裁
判
官
が
法
廷
で
着
る
法
服
が
黒
い
の

は
、
黒
色
が
、
他
の
色
に
染
ま
る
こ
と
は
な
い
と
い
う

点
に
お
い
て
、
公
正
さ
を
象
徴
す
る
色
と
し
て
最
適
な

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
す
（
裁
判
所
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
ご
参
照
）。

た
だ
、
例
え
ば
、
最
高
裁
は
今
年
、
性
同
一
性
障
害

特
例
法
に
関
し
て
、
以
前
の
判
断
と
は
異
な
り
、
そ
の

性
転
換
の
要
件
が
違
憲
で
あ
る
と
い
う
判
断
に
変
わ
り

ま
し
た
。
法
解
釈
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
あ

り
、
絶
対
的
真
理
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
法

律
に
な
っ
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
も
難
し
い
と
思
い
ま

す
。社

会
の
中
で
暮
ら
す
誰
も
が
、
法
律
と
切
っ
て
も
切

れ
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
法
律
の
見
え
方
は
立

場
に
よ
っ
て
異
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
時
に
は
、
法
律

と
は
何
か
と
考
え
て
み
る
の
も
面
白
い
も
の
で
す
。

田
植
え
見
学

食
事
会
で
知
り
合
っ
た
方
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
、

２
０
２
４
年
４
月
の
あ
る
土
曜
日
、
勉
強
会
の
メ
ン

バ
ー
と
千
葉
県
香
取
市
で
田
植
え
を
見
学
さ
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
私
の
祖
父
母
は
、
長
年
、
農
家
と
し
て
、

お
米
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
20
年
以
上
前
に
農
家
を

引
退
し
て
お
り
、
田
植
え
を
目
の
前
で
見
る
の
は
、
今

回
が
初
め
て
の
経
験
で
し
た
。

当
日
、
現
地
に
到
着
し
た
と
き
に
は
、
す
で
に
小
さ

な
苗
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
専
用
の
箱
が
い
く
つ
か
用

意
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
農
家
の
方
の
お
話
に
よ
る
と
、

田
植
え
に
先
立
っ
て
、
種
も
み
を
専
用
の
箱
に
ま
い
た

後
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
中
で
約
１
か
月
間
、
小
さ
な

苗
に
な
る
ま
で
育
て
る
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
小
さ
な

苗
ま
で
育
っ
た
後
に
、
田
植
機
で
田
ん
ぼ
に
植
え
る
の

が
、
私
た
ち
が
普
段
イ
メ
ー
ジ
す
る
田
植
え
で
す
。

伺
っ
た
田
ん
ぼ
で
は
、
田
植
機
を
使
っ
て
田
植
え
が

な
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
田
ん
ぼ
の
中
で
、
田
植
機
で

は
田
植
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
所
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
田
ん
ぼ
の
隅
は
、
構
造
上
、
田
植
機
に

よ
る
田
植
え
を
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
こ
の
部
分
は
、

人
が
手
で
田
植
え
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
、
田
植
え
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
は
、
人
が
手
で

田
植
え
を
す
る
範
囲
を
で
き
る
だ
け
狭
く
し
て
、
田
植

機
で
広
い
範
囲
の
田
植
え
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

田
植
機
で
苗
を
植
え
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
（
列
）
が

決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
田
植
機
で
、
田
ん
ぼ
の
中
の
ど

の
ル
ー
ト
を
通
る
の
が
一
番
効
率
的
な
の
か
を
考
え
な

が
ら
田
植
え
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
田
植
機
で
苗
を
植

え
る
列
の
数
、
田
ん
ぼ
の
中
を
通
る
ル
ー
ト
が
緻
密
に

計
算
さ
れ
た
上
で
、
田
植
え
を
さ
れ
て
い
た
の
が
印
象

的
で
し
た
。

農
家
の
方
に
よ
る
と
、
最
近
は
、
夏
が
暑
い
た
め
、

稲
刈
り
の
時
期
が
早
ま
っ
て
い
て
、
お
盆
過
ぎ
に
は
、

稲
刈
り
を
す
る
と
い
う
お
話
で
し
た
。
台
風
シ
ー
ズ
ン

の
前
に
稲
刈
り
が
で
き
る
の
は
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
こ
と

で
し
た
が
、
夏
が
暑
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
地
球
温
暖

化
の
影
響
で
は
な
い
か
と
少
し
心
配
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
、
田
植
え
を
見
学
す
る
と
い
う
貴
重
な
ご
縁
を

い
た
だ
い
た
の
で
、
今
後
の
稲
刈
り
も
、
是
非
、
見
学
・

体
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
収
穫
し
た
美
味
し
い
お
米
を

食
べ
る
機
会
が
あ
る
と
良
い
な
と
今
か
ら
期
待
し
て
い

ま
す
。

弁
護
士

林 

友
宏

弁
護
士

増
田
広
充

弁
護
士

三
好
吉
安
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１
年
後
に
迫
っ
た
大
阪
・
関
西
万
博

２
０
２
５
年
日
本
国
際
博
覧
会
（
略
称
「
大
阪
・

関
西
万
博
」）
の
開
催
が
来
年
に
迫
っ
て
き
ま
し
た
。

２
０
２
５
年
４
月
13
日
か
ら
10
月
13
日
ま
で
の
間
、
大

阪
府
大
阪
市
夢
洲
地
区
で
「
い
の
ち
輝
く
未
来
社
会
の

デ
ザ
イ
ン
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
の
予
定
で
す
。

パ
ビ
リ
オ
ン
出
展
予
定
国
の
参
加
辞
退
や
、
建
設
資

材
や
人
件
費
の
高
騰
を
原
因
と
す
る
予
算
の
増
額
な

ど
、
開
催
前
に
生
じ
た
不
安
要
素
も
あ
り
ま
す
が
、
万

博
を
通
じ
た
関
西
地
域
経
済
の
活
性
化
や
、
国
際
社
会

で
の
日
本
の
存
在
感
向
上
、
最
新
技
術
の
展
示
に
よ
る

技
術
発
展
へ
の
貢
献
な
ど
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

１　

万
博
の
は
じ
ま
り

さ
て
、
世
界
最
初
の
国
際
博
覧
会
は
、
１
８
５
１
年

英
国
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
博
覧
会
は
好
評

を
博
し
、産
業
革
命
を
背
景
に
「
世
界
の
工
場
」
と
な
っ

た
英
国
の
威
信
を
世
界
に
示
す
絶
好
の
機
会
と
な
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
が
初
め
て
国
際
博
覧
会
に
公
式
出
品
し
た
の

は
、
１
８
６
７
年
の
パ
リ
万
博
で
す
。
パ
リ
万
博
で

は
、
江
戸
幕
府
か
ら
の
出
品
と
と
も
に
、
薩
摩
藩
・
佐

賀
藩
も
出
品
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
出
品
に
あ
た
っ

て
は
、
幕
府
の
意
思
に
反
し
、
薩
摩
藩
が
独
自
の
展
示

区
画
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
幕
末
の
幕
府
と
薩

摩
藩
等
と
の
緊
張
関
係
が
、
そ
の
ま
ま
パ
リ
万
博
で
の

外
交
問
題
と
し
て
再
現
さ
れ
る
形
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
せ
め
ぎ
合
い
の
様
子
が
、
渋
沢
栄
一
を
主
人
公
と
し

た
大
河
ド
ラ
マ
「
青
天
を
衝
け
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

２　

国
際
博
覧
会
条
約

初
期
の
国
際
博
覧
会
の
成
功
を
受
け
、
そ
の
後
、
19

世
紀
末
か
ら
20
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
多
く
の
国
が
、

産
業
振
興
や
貿
易
促
進
の
場
に
し
た
い
と
次
々
に
博
覧

会
を
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
開
催

数
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
主
催
国
や
参
加
者
へ
の
負

担
が
重
く
な
り
、
ま
た
、
特
定
地
域
や
個
人
の
利
益
の

た
め
に
開
催
さ
れ
る
博
覧
会
が
登
場
す
る
な
ど
、
乱
立

気
味
の
博
覧
会
に
一
定
の
ル
ー
ル
を
設
け
る
べ
き
と
の

機
運
が
高
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
要
請
を
受
け
、
１
９
２
８
年
「
国
際

博
覧
会
に
関
す
る
条
約
」
が
採
択
さ
れ
、
日
本
を
含

む
31
か
国
が
調
印
し
ま
し
た
（
た
だ
し
日
本
の
批
准

は
１
９
６
４
年
）。
ま
た
、
国
際
博
覧
会
条
約
の
成
立

を
機
に
、
博
覧
会
国
際
事
務
局
が
設
立
さ
れ
、
現
在
は

１
７
０
の
国
と
地
域
が
加
盟
し
、
万
博
が
国
際
博
覧
会

条
約
に
則
り
開
催
さ
れ
る
よ
う
監
督
し
て
い
ま
す
。

国
際
博
覧
会
に
関
す
る
条
約
に
は
、
博
覧
会
の
定

義
、
開
催
に
関
す
る
条
件
、
開
催
者
及
び
参
加
国
の
義

務
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

実
は
、
博
覧
会
は
、
条
約
の
定
め
に
よ
り
、
国
際
博

覧
会
は
登
録
博
覧
会
と
認
定
博
覧
会
の
２
種
類
に
区
別

さ
れ
て
い
ま
す
。
登
録
博
覧
会
と
は
、
開
催
期
間
が
６

週
間
以
上
６
か
月
以
内
で
、
２
つ
の
登
録
博
覧
会
に
は

少
な
く
と
も
５
年
以
上
の
間
隔
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
の
規
定
が
あ
り
ま
す
（
第
３
条
）。
一
方
、
認

定
博
覧
会
は
、
開
催
期
間
が
３
週
間
以
上
３
ヶ
月
以
内

で
、
認
定
博
覧
会
は
２
つ
の
登
録
博
覧
会
の
間
に
１
回

だ
け
開
催
で
き
る
と
い
っ
た
制
約
が
あ
り
ま
す
（
第

４
条
）。
こ
れ
ま
で
日
本
で
開
催
さ
れ
た
博
覧
会
の
う

ち
、
１
９
７
０
年
の
大
阪
万
博
と
２
０
０
５
年
の
愛
・

地
球
博
が
登
録
博
覧
会
（
１
９
７
０
年
当
時
は
一
般

博
覧
会
と
の
名
称
）、
１
９
８
５
年
の
つ
く
ば
万
博
と

１
９
９
０
年
の
国
際
花
と
緑
の
博
覧
会
が
認
定
博
覧
会

（
当
時
は
特
別
博
覧
会
と
の
名
称
）
と
し
て
開
催
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

開
催
地
は
、
博
覧
会
国
際
事
務
局
加
盟
国
の
投
票
で

決
ま
り
ま
す
。決
定
の
ル
ー
ル
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

（
１
）
1
回
目
の
投
票
で
、
候
補
地
の
一
つ
が
投
票

総
数
の²⁄₃

を
獲
得
し
た
場
合
は
開
催
地
決
定
。²⁄₃

以

上
獲
得
し
た
候
補
地
が
な
い
場
合
は
、
最
も
得
票
数
が

少
な
か
っ
た
候
補
地
が
落
選
。
２
回
目
以
降
も
同
様
。

（
２
）２
候
補
に
よ
る
決
選
投
票
に
な
っ
た
場
合
は
、

過
半
数
の
票
を
得
た
候
補
地
に
決
定
。

３　

大
阪
・
関
西
万
博

２
０
２
５
年
国
際
博
覧
会
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
８

年
第
164
回
博
覧
会
国
際
事
務
局
総
会
に
お
い
て
，
開
催

国
選
挙
が
行
わ
れ
、
日
本
（
大
阪
）
は
、
ロ
シ
ア
（
エ

カ
テ
リ
ン
ブ
ル
グ
）、ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
（
バ
ク
ー
）

と
と
も
に
候
補
地
と
し
て
臨
み
、
第
一
回
投
票
・
決
選

投
票
を
経
て
、
開
催
地
に
選
ば
れ
、
登
録
博
覧
会
と
し

て
行
わ
れ
ま
す
。

公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
二
次
創
作

１　

皆
様
は
「
ミ
ャ
ク
ミ
ャ
ク
」
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
。「
ミ
ャ
ク
ミ
ャ
ク
」と
は
大
阪
・
関
西
万
博（
以
下「
万

博
」）
の
さ
ら
な
る
周
知
と
機
運
の
醸
成
の
た
め
の
公

式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
。
青
色
と
赤
色
の
カ
ラ
ー
リ
ン

グ
で
す
が
、
公
益
社
団
法
人
２
０
２
５
年
日
本
国
際
博

覧
会
協
会
（
以
下
「
協
会
」）
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
細

胞
と
水
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
、
ふ
し

ぎ
な
生
き
物
。
そ
の
正
体
は
不
明
。
赤
い
部
分
は
『
細

胞
』
で
、
分
か
れ
た
り
、
増
え
た
り
す
る
。
青
い
部
分

は
『
清
い
水
』」
だ
そ
う
で
す
。
協
会
の
公
式
サ
イ
ト

で
は
、
よ
り
一
層
、
万
博
に
関
心
を
寄
せ
て
も
ら
う
た

め
に
、
一
定
の
ル
ー
ル
の
も
と
、「
ミ
ャ
ク
ミ
ャ
ク
」

に
関
す
る
二
次
創
作
の
利
用
許
諾
を
行
う
こ
と
と
し
、

そ
の
ル
ー
ル
を
二
次
創
作
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
「
本

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」）
と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。

２　

そ
も
そ
も
「
二
次
創
作
（
物
）」
と
は
厳
密
に
は

法
律
用
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
著
作
権
法
に
は
、「
二

次
的
著
作
物
」
と
い
う
似
た
用
語
が
あ
り
ま
す
。「
二

次
的
著
作
物
」
と
は
、
元
々
あ
る
著
作
物
（
以
下
「
原

著
作
物
」）
を
、
翻
訳
し
、
編
曲
し
若
し
く
は
変
形
し
、

又
は
脚
色
し
、
映
画
化
す
る
等
の
翻
案
行
為
に
よ
っ
て

創
作
し
た
著
作
物
を
い
う
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
大
き
な
変
更
を
加
え
て
全
く
の
別
物
に
な
っ
た
よ

う
な
場
合
は
こ
れ
に
あ
た
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
原
著
作

物
の
表
現
の
特
徴
的
な
部
分
が
残
っ
て
い
る
（
作
品
に

触
れ
た
人
が
そ
の
特
徴
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
）

も
の
が
二
次
的
著
作
物
と
さ
れ
ま
す
。

二
次
的
著
作
物
の
保
護
は
、
そ
の
原
著
作
物
の
著
作

者
（
以
下
「
原
著
作
者
」）
の
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
こ
と
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
原
著
作
者
は
、
当
該
二

次
的
著
作
物
の
利
用
に
関
し
、
二
次
的
著
作
物
の
著

作
権
者
（
以
下
「
二
次
的
著
作
権
者
」）
と
同
じ
権
利

を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
原
著

作
物
の
特
徴
的
な
表
現
が
残
っ
て
い
る
二
次
的
著
作
物

で
あ
る
限
り
は
、
自
分
で
作
っ
た
作
品
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
当
該
二
次
的
著
作
物
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
り
、
印
刷
し
て
他
人
に
譲
渡
し
た

り
す
る
行
為
は
、
基
本
的
に
は
原
著
作
者
の
権
利
を
侵

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
原
著
作
者
か
ら
差
止
請
求
や

損
害
賠
償
請
求
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
（
な

お
、
著
作
者
は
、
自
ら
の
著
作
権
を
他
人
に
譲
渡
す
る

こ
と
も
可
能
で
す
の
で
必
ず
し
も
著
作
者
＝
著
作
権
者

と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
説
明
を
簡
略
化
す
る
た
め
、
著

作
者
＝
著
作
権
者
と
い
う
前
提
と
し
ま
す
。）。

３　

世
間
で
は
、
漫
画
や
ゲ
ー
ム
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

フ
ァ
ン
ア
ー
ト
や
同
人
誌
等
、
既
存
の
表
現
物
を
翻
案

し
て
作
成
さ
れ
た
二
次
的
著
作
物
が
多
数
存
在
し
て
い

ま
す
が
、
実
際
は
こ
の
よ
う
な
フ
ァ
ン
ア
ー
ト
等
が
活

発
化
す
る
こ
と
で
、
作
品
が
よ
り
盛
り
上
が
っ
た
り
、

ひ
い
て
は
創
作
活
動
の
推
進
や
文
化
の
発
展
に
つ
な
が

る
可
能
性
も
否
め
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
原
著
作
者
の
承
諾

が
な
い
限
り
、
著
作
権
法
違
反
と
な
る
可
能
性
が
あ

り
、（
二
次
）
創
作
活
動
が
萎
縮
す
る
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
出
版
社
や
ゲ
ー
ム
制
作
会
社
等
で

は
、
二
次
創
作
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
二
次
創
作
の

ル
ー
ル
を
明
示
し
、
当
該
ル
ー
ル
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば

創
作
・
利
用
を
許
諾
す
る
こ
と
等
を
公
表
し
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
、
こ
れ
ら
と
同

様
、
協
会
が
ル
ー
ル
を
明
示
し
、
二
次
創
作
の
萎
縮
を

防
ぎ
、
む
し
ろ
「
ミ
ャ
ク
ミ
ャ
ク
」
の
フ
ァ
ン
ア
ー
ト

活
動
等
を
促
進
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

４　

こ
の
記
事
に
は
、
可
愛
い
「
ミ
ャ
ク
ミ
ャ
ク
」
の

イ
ラ
ス
ト
が
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
具
体
例
と
し
て

気
の
利
い
た
イ
ラ
ス
ト
を
描
い
て
載
せ
た
か
っ
た
と
こ

ろ
で
す
が
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
二
次
創
作

物
の
利
用
許
諾
は
、
個
人
又
は
法
人
格
の
な
い
団
体
に

対
し
て
の
み
行
う
こ
と
と
さ
れ
（
企
業
・
法
人
に
つ
い

て
は
、
個
別
の
問
い
合
わ
せ
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま

す
。）、「
轍
」
は
弊
所
（
弁
護
士
法
人
）
が
事
業
活
動

の
一
環
と
し
て
発
行
す
る
も
の
で
す
の
で
、
残
念
な
が

ら
直
ち
に
利
用
許
諾
が
認
め
ら
れ
る
場
面
で
は
な
い
た

め
、掲
載
を
避
け
た
次
第
で
す
。皆
様
も
、「
ミ
ャ
ク
ミ
ャ

ク
」
の
利
用
に
関
心
を
お
持
ち
の
場
合
は
、
本
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

弁
護
士

渡
部
真
樹
子

弁
護
士

戀
田
　
剛
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建
築
コ
ス
ト
上
昇
と
価
格
転
嫁

大
阪
万
博
で
は
、
会
場
の
建
設
費
が
当
初
の
1.9
倍
に

な
っ
て
い
る
と
の
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。

万
博
に
限
ら
ず
、
こ
こ
数
年
、
建
築
コ
ス
ト
の
上
昇

が
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
や
は
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
症
や
海
外
情
勢
の
影
響
を
受
け
、
労
務
費
や

原
材
料
費
が
上
昇
を
続
け
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
要
因

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

公
正
取
引
委
員
会
は
、
令
和
３
年
以
降
、
中
小
企
業

に
お
い
て
賃
上
げ
の
原
資
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
取

引
事
業
者
全
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
、 

労
務

費
、
原
材
料
費
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
等
上
昇
分
を
適

切
に
転
嫁
で
き
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
、
適
正
な

価
格
転
嫁
の
実
現
に
向
け
て
、

① 

労
務
費
、
原
材
料
価
格
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
等

の
コ
ス
ト
の
上
昇
分
の
取
引
価
格
へ
の
反
映
の
必

要
性
に
つ
い
て
、
価
格
の
交
渉
の
場
に
お
い
て
明

示
的
に
協
議
す
る
こ
と
な
く
、
従
来
ど
お
り
に
取

引
価
格
を
据
え
置
く
こ
と

② 

労
務
費
、
原
材
料
価
格
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
等

の
コ
ス
ト
が
上
昇
し
た
た
め
、
取
引
の
相
手
方
が

取
引
価
格
の
引
上
げ
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
価
格
転
嫁
を
し
な
い
理
由
を
書
面
、
電
子

メ
ー
ル
等
で
取
引
の
相
手
方
に
回
答
す
る
こ
と
な

く
、
従
来
ど
お
り
に
取
引
価
格
を
据
え
置
く
こ
と

は
、
独
禁
法
で
禁
止
さ
れ
る
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」

（
独
禁
法
2
条
9
条
5
号
）
ま
た
は
下
請
法
で
禁
止
さ

れ
る
「
買
い
た
た
き
」（
下
請
法
4
条
1
項
5
号
）
に

該
当
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

特
に
昨
年
は
、
原
材
料
費
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
に

比
べ
労
務
費
の
価
格
転
嫁
が
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
実

態
調
査
を
踏
ま
え
、「
労
務
費
の
適
切
な
転
嫁
の
た
め

の
価
格
交
渉
に
関
す
る
指
針
」が
公
表
さ
れ
ま
し
た（
令

和
5
年
11
月
29
日
）。

当
該
指
針
に
よ
れ
ば
、「
事
業
者
は
、
多
く
の
場
合
、

発
注
者
の
方
が
取
引
上
の
立
場
が
強
く
、
受
注
者
か
ら

は
コ
ス
ト
の
中
で
も
労
務
費
は
特
に
価
格
転
嫁
を
言
い

出
し
に
く
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
認
識
」
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
上
で
、
発
注
者
及
び
受

注
者
が
「
採
る
べ
き
行
動
／
求
め
ら
れ
る
行
動
」
と
し

て
12
の
行
動
を
示
し
、
こ
れ
に
沿
わ
な
い
よ
う
な
行
為

を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
恐
れ

が
あ
る
場
合
に
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
お
い
て
独
禁

法
及
び
下
請
法
に
基
づ
き
厳
正
に
対
処
し
て
行
く
と
の

方
針
を
明
示
い
た
し
ま
し
た
。
12
の
行
動
の
概
要
は
下

記
に
記
載
す
る
表
の
と
お
り
で
す
。

発
注
者
の
行
動
指
針
の
み
な
ら
ず
、
受
注
者
の
行
動

指
針
も
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
と
思
わ
れ
ま

す
。価

格
転
嫁
を
推
進
す
れ
ば
、
建
築
コ
ス
ト
が
増
え
て

し
ま
い
、
当
初
予
算
を
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
う
と
い
う

事
態
に
陥
り
ま
す
が
、
原
材
料
費
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス

ト
の
上
昇
の
み
な
ら
ず
労
務
費
に
つ
い
て
も
、
今
後
も

上
昇
す
る
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
コ
ス
ト
上

昇
分
に
つ
い
て
の
適
切
な
価
格
転
嫁
は
、
日
本
経
済
全

体
の
課
題
と
も
い
え
ま
す
。

適
正
な
価
格
転
嫁
に
お
い
て
は
、
発
注
者
・
受
注
者

双
方
の
歩
み
寄
り
が
必
要
で
あ
り
、
双
方
が
対
等
な
取

引
先
す
な
わ
ち
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
十

分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
重
要
な
鍵

に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

カ
ジ
ノ
規
制
の
あ
り
方

令
和
4
年
4
月
に
大
阪
府
が
国
土
交
通
大
臣
に
対
し

て
申
請
し
て
い
た
特
定
複
合
観
光
施
設
（
Ｉ
Ｒ
）
区
域

整
備
計
画
が
、
令
和
5
年
4
月
14
日
に
認
定
さ
れ
、
大

阪
市
に
Ｉ
Ｒ
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た

（
２
０
２
９
年
開
業
予
定
）。
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
国

内
に
お
い
て
は
じ
め
て
カ
ジ
ノ
が
開
業
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
カ
ジ
ノ
と
い
え
ば
、
典
型
的
な
賭
博
場

で
あ
り
、
そ
こ
で
の
遊
技
は
賭
博
行
為
に
当
た
る
と
こ

ろ
、
日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
賭
博
場
の
設
置
、
賭
博

行
為
は
犯
罪
と
し
て
刑
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
（
刑

法
185
条
等
）。

た
だ
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
日
本
国
内
に
お
い
て
賭

博
行
為
が
一
切
行
わ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で

は
な
く
、
す
で
に
競
馬
、
競
輪
、
富
く
じ
な
ど
の
公
営

競
技
等
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
遊
技
は
賭
博

行
為
に
該
当
す
る
も
の
の
、特
別
法
を
根
拠
と
し
て（
競

馬
法
、
自
転
車
競
技
法
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
等
）
違

法
性
が
阻
却
さ
れ
て
お
り
、
同
様
に
カ
ジ
ノ
に
関
し
て

も
、
Ｉ
Ｒ
区
域
整
備
法
を
根
拠
と
し
て
、
違
法
性
が
阻

却
さ
れ
て
い
ま
す
（
同
第
39
条
）。

理
論
面
だ
け
で
い
え
ば
、
今
回
の
カ
ジ
ノ
の
件
を
含

め
、
特
別
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
る
賭
博
行
為

は
、
刑
法
第
35
条
の
正
当
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却

さ
れ
、
犯
罪
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
に
な
り
ま
す

が
、
い
く
ら
特
別
法
と
は
い
え
、
刑
法
が
賭
博
行
為
を

犯
罪
と
規
定
し
て
い
る
趣
旨
を
没
却
す
る
よ
う
な
立
法

が
な
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
法
秩
序
全
体
の
整
合
性
を
害

し
、
か
え
っ
て
法
令
に
基
づ
か
な
い
賭
博
行
為
に
つ
い

て
も
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
の
主
張
に
も
つ
な
が
り

か
ね
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
賭
博
行
為
を
許
容
す
る
特

別
法
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
刑
法
が
賭
博
行
為
を
犯

罪
と
す
る
趣
旨
を
没
却
し
な
い
よ
う
、
①
目
的
の
公
益

性
、
②
運
営
主
体
等
の
性
格
、
③
収
益
の
扱
い
、
④
射

幸
性
の
程
度
、
⑤
運
営
主
体
の
廉
潔
性
、
⑥
運
営
主
体

へ
の
公
的
監
督
、
⑦
運
営
主
体
の
財
政
的
健
全
性
、
⑧

副
次
的
弊
害
の
防
止
等
の
諸
点
を
総
合
的
に
考
慮
し
た

制
度
設
計
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
今
回
の
カ
ジ
ノ
規
制
に
関
し
、
重
大
な
課
題

の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依

存
症
対
策
で
あ
り
（
⑧
の
観
点
）、
現
在
予
定
さ
れ
る

具
体
的
な
対
策
の
在
り
方
と
し
て
は
、
⑴
ゲ
ー
ミ
ン
グ

に
触
れ
る
機
会
の
限
定
、
⑵
誘
客
時
の
規
制
、
⑶
厳
格

な
入
場
規
制
、⑷
カ
ジ
ノ
施
設
内
で
の
規
制
、⑸
相
談
・

治
療
に
つ
な
げ
る
取
組
を
行
う
と
い
う
形
で
、
カ
ジ
ノ

施
設
入
場
前
、
入
場
後
、
施
設
内
と
い
っ
た
側
面
か
ら

重
層
的
・
多
段
階
的
な
対
策
が
制
度
的
に
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
⑴
の
観
点
で
は
、
国
内
Ｉ
Ｒ
区
域
数
を

上
限
3
箇
所
ま
で
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
数
を
各
Ｉ
Ｒ
に
1

施
設
に
限
定
し
、
ま
た
カ
ジ
ノ
遊
戯
が
で
き
る
区
域
の

規
模
を
Ｉ
Ｒ
施
設
の
延
べ
床
面
積
の
3
％
ま
で
等
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

⑵
の
観
点
で
は
、
広
告
勧
誘
規
制
（
Ｉ
Ｒ
区
域
外
に

お
け
る
ビ
ラ
配
布
の
禁
止
等
）、
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景

品
類
規
制
（
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
景

品
類
の
提
供
を
禁
止
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑶
の
観
点
で
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
へ
の
入
場
回
数
を
7

日
間
3
回
ま
で
、28
日
間
10
回
ま
で
に
制
限
し
、ま
た
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
に
よ
る
厳
格
な
本
人
確
認
を

要
求
し
、
入
場
料
と
し
て
1
回
６
，
０
０
０
円
を
賦
課

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑷
の
観
点
で
は
、
チ
ッ
プ
の
交
付
等
時
の
支
払
手
段

の
限
定
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
規
制
、
チ
ッ
プ

の
譲
渡
等
の
防
止
・
禁
止
、
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
規

制
、
利
用
者
に
対
す
る
貸
付
規
制
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
設
置
の
禁

止
等
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑸
の
観
点
で
は
、
本
人
・
家
族
等
の
申
出
、
あ
る
い

は
カ
ジ
ノ
施
設
の
利
用
が
不
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者
に

対
す
る
利
用
制
限
措
置
等
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、カ
ジ
ノ
施
設
の
国
内
設
置
は
、種
々

の
規
制
を
伴
っ
て
お
り
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
対
策
に

つ
い
て
も
、
上
記
の
よ
う
な
重
層
的
・
多
段
階
的
な
対

策
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
既
存
の
公
営
競

技
等
に
関
し
て
も
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
対
策
は
依
然
と

し
て
重
大
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
回
の

カ
ジ
ノ
規
制
の
厳
格
な
運
用
と
と
も
に
適
宜
適
切
な
検

証
、
有
益
な
も
の
に
つ
い
て
は
他
の
公
営
競
技
等
へ
の

採
用
等
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
と
存
じ
ま
す
。

弁
護
士

森 

瑛
史

弁
護
士

越
知
覚
子

大阪関連トピック大阪関連トピック

1 発注者として採るべき行動／求められる行動

行動① ：本社（経営トップ）の関与

行動②：発注者側からの定期的な協議の実施

行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること

行動④ ：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと

行動⑤ ：要請があれば協議のテーブルにつくこと

行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること

2 受注者として採るべき行動／求められる行動

行動①：相談窓口の活用

行動②：値上げ根拠資料として公表資料を活用

行動③ ：値上げ要請のタイミングを図る

行動④：発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示

3 発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動

行動①：定期的なコミュニケーション

行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管
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自
動
運
転
と
民
事
責
任
に
つ
い
て

１　

大
阪
万
博
に
お
い
て
、
自
動
運
転
バ
ス
の
走
行
が

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
市
に
よ
る
と
、
令
和
４
年

12
月
に
大
阪
市
自
動
運
転
バ
ス
実
装
協
議
会
を
発
足

し
、
3
つ
の
ル
ー
ト
を
対
象
と
し
て
、
自
動
運
転
バ
ス

の
実
装
に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
い
る
と
の
こ
と
で

す
。

自
動
運
転
の
段
階
は
レ
ベ
ル
０（
運
転
自
動
化
な
し
）、

レ
ベ
ル
１
（
運
転
支
援
）、
レ
ベ
ル
２
（
部
分
運
転
自

動
化
）、
レ
ベ
ル
３
（
条
件
付
き
運
転
自
動
化
）、
レ
ベ

ル
４
（
高
度
運
転
自
動
化
）、
レ
ベ
ル
５
（
完
全
運
転

自
動
化
）の
各
段
階
に
分
か
れ
ま
す
。大
阪
万
博
で
は
、

レ
ベ
ル
４
、
す
な
わ
ち
運
転
者
が
い
な
い
状
態
で
の
運

行
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
令
和
４
年
４
月
に
は
、
レ
ベ
ル
４
に
相
当
す

る
、
運
転
者
が
い
な
い
状
態
で
の
自
動
運
転
（
特
定
自

動
運
行
）
を
可
能
と
す
る
道
路
交
通
法
の
改
正
が
な
さ

れ
、
昨
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
特
定
自
動
運
行
を
行
お
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
経
路
等
を
記
載
し
た
特
定

自
動
運
行
計
画
等
を
提
出
し
、
許
可
を
受
け
る
こ
と
に

よ
り
、
運
転
者
が
い
な
い
状
態
で
の
自
動
運
転
を
行
う

こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

２　

と
こ
ろ
で
、
交
通
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、

別
途
民
事
上
の
賠
償
義
務
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

交
通
事
故
の
被
害
者
が
加
害
者
側
に
対
し
て
賠
償
を
請

求
す
る
際
、
不
法
行
為
責
任
（
民
法
709
条
）
の
他
に
人

身
損
害
に
つ
い
て
運
行
供
用
者
責
任
（
自
賠
法
３
条
）

を
追
及
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。

運
行
供
用
者
と
は
、
自
己
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

の
用
に
供
す
る
者
を
い
い
、
自
動
車
の
運
行
に
つ
い
て

の
支
配
権
（
運
行
支
配
）
と
そ
れ
に
よ
る
利
益
（
運
行

利
益
）
が
帰
属
す
る
者
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

自
賠
法
３
条
は
、
交
通
事
故
の
被
害
者
の
救
済
を
目

的
と
し
て
、
運
行
供
用
者
及
び
運
転
者
に
過
失
が
な

か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
被
害
者
ま
た
は
運
転
者
以
外
の

第
三
者
に
故
意
・
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
、
自
動
車
に
構

造
上
の
欠
陥
ま
た
は
機
能
の
障
害
が
な
か
っ
た
こ
と
、

と
い
う
３
つ
の
要
件
に
つ
い
て
の
立
証
責
任
を
運
行
供

用
者
に
負
わ
せ
て
い
ま
す
。
運
行
供
用
者
が
当
該
３
要

件
の
充
足
を
立
証
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、

運
行
供
用
者
は
事
実
上
の
無
過
失
責
任
を
負
っ
て
い
る

と
言
わ
れ
ま
す
。

３　

こ
こ
で
、
自
動
運
転
車
両
が
運
行
中
に
、
交
通
事

故
が
発
生
し
傷
害
を
負
っ
た
場
合
に
、
被
害
者
は
誰
を

相
手
方
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
べ
き
か
と
い
う
問

題
が
生
じ
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
が
自
動
運
転
に

お
け
る
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
研
究
会
に
お
い
て
、

平
成
30
年
３
月
に
と
り
ま
と
め
た
「
自
動
運
転
に
お
け

る
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」
が
参
考

に
な
り
ま
す
。

同
研
究
会
報
告
書
で
は
、
自
動
運
転
シ
ス
テ
ム
利
用

中
の
事
故
に
お
け
る
自
賠
法
の
「
運
行
供
用
者
責
任
」

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
論
点
に
関
し
、「
自

動
運
転
で
も
自
動
車
所
有
者
、
自
動
車
運
送
事
業
者
等

に
運
行
支
配
及
び
運
行
利
益
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、

運
行
供
用
に
係
る
責
任
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
」、「
迅
速

な
被
害
者
救
済
の
た
め
に
運
行
供
用
者
に
責
任
を
負
担

さ
せ
る
現
在
の
制
度
の
有
効
性
は
高
い
こ
と
」
等
を
理

由
と
し
て
、
当
面
の
過
渡
期
に
お
い
て
は
、
自
動
運
転

シ
ス
テ
ム
利
用
中
の
事
故
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い

て
も
従
来
の
運
行
供
用
者
責
任
を
維
持
し
つ
つ
、
保
険

会
社
等
に
よ
る
自
動
車
メ
ー
カ
ー
等
に
対
す
る
求
償
権

行
使
の
実
効
性
確
保
の
た
め
の
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
人
身
損
害
の
被
害
者
は

当
面
、
従
来
ど
お
り
運
行
供
用
者
に
対
し
て
賠
償
を
求

め
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

他
方
、
同
研
究
会
報
告
書
で
は
、
今
後
の
自
動
運
転

技
術
の
進
展
に
併
せ
て
、
こ
れ
ま
で
一
般
的
な
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
注
意
義
務
の
内
容
が
変
容
し
て

い
く
可
能
性
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。

４　

自
動
運
転
が
普
及
し
運
転
の
主
体
が
人
か
ら
シ
ス

テ
ム
に
代
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
責
任
論
が
そ
の

ま
ま
の
形
で
は
妥
当
し
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

の
で
、今
後
の
議
論
の
集
積
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

嫡
出
推
定
制
度
の
見
直
し

１　
は
じ
め
に

令
和
４
年
12
月
10
日
に
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
４
年
法
律
第
102
号
）
が
成
立
し
、
そ
の
う
ち
、
嫡
出
推

定
制
度
の
見
直
し
等
に
関
す
る
規
定
が
令
和
６
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

以
下
で
は
、
嫡
出
推
定
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
主
な
改
正

点
を
ご
説
明
し
ま
す
。

２　
嫡
出
推
定
に
関
す
る
改
正

（
1
）　
3
0
0
日
問
題

民
法
で
は
、
婚
姻
中
に
懐
胎
し
た
子
は
夫
の
子
と
推
定
さ
れ

る
旨
、
ま
た
、
婚
姻
の
解
消
若
し
く
は
取
消
の
日
か
ら
300
日
以

内
に
生
ま
れ
た
子
は
婚
姻
中
に
懐
胎
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る

旨
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
民
法
772
条
１
項
、
２
項
。
こ
れ
を

「
嫡
出
推
定
」と
い
い
ま
す
。）。
そ
の
た
め
、従
前
の
制
度
で
は
、

離
婚
後
300
日
以
内
に
生
ま
れ
た
子
は
、
前
夫
と
の
婚
姻
中
に
懐

胎
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
前
夫
の
子
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

こ
の
制
度
下
で
は
、
前
夫
の
子
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
避
け

る
た
め
、
離
婚
後
300
日
以
内
に
生
ま
れ
た
子
の
出
生
届
が
提
出

さ
れ
ず
無
戸
籍
児
が
発
生
す
る
事
態
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。

（
2
）　
女
性
の
再
婚
禁
止
期
間

ま
た
、
婚
姻
後
200
日
を
経
過
し
た
後
に
生
ま
れ
た
子
は
、
婚

姻
中
に
懐
胎
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
（
民
法
772
条
２
項
）、
前

夫
と
の
離
婚
後
100
日
以
内
に
妻
が
再
婚
し
た
場
合
、
当
該
再
婚

か
ら
200
日
経
過
後
、
か
つ
離
婚
成
立
か
ら
300
日
以
内
に
子
が
生

ま
れ
る
事
態
が
生
じ
、
当
該
子
に
つ
い
て
、
前
夫
と
再
婚
し
た

夫
に
関
す
る
嫡
出
推
定
が
重
複
し
ま
す
。
従
前
の
制
度
で
は
、

こ
の
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、
女
性
に
離
婚
後
100
日
間
の
再

婚
禁
止
期
間
を
設
け
て
い
ま
し
た
。

（
3
）
改
正
内
容

こ
の
度
の
改
正
（
以
下
、
改
正
後
の
規
定
を
「
新
民
法
」
と

い
い
ま
す
。）
で
は
、
子
の
出
生
ま
で
に
複
数
の
婚
姻
が
あ
る

場
合
、
直
近
の
婚
姻
に
お
け
る
夫
の
子
と
推
定
さ
れ
る
旨
の
規

定
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
（
新
民
法
772
条
３
項
）。
こ
れ
に
よ
り
、

離
婚
後
300
日
以
内
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
間
に
妻

が
再
婚
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
子
は
前
夫
で
は
な
く
新
し
い
夫
の

子
と
し
て
推
定
さ
れ
ま
す
。　

ま
た
、
こ
の
改
正
に
よ
り
、
離
婚
後
100
日
以
内
に
妻
が
再
婚

し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
前
夫
と
再
婚
後
の
夫
に
つ
い
て
嫡
出

推
定
が
重
複
す
る
問
題
は
生
じ
な
く
な
り
ま
し
た
。そ
の
た
め
、

女
性
の
離
婚
後
100
日
以
内
の
再
婚
禁
止
期
間
は
撤
廃
さ
れ
ま
し

た
。

３　
嫡
出
否
認
の
訴
え
に
関
す
る
改
正

（
1
）
嫡
出
否
認
権
者
の
限
定

嫡
出
推
定
を
覆
す
方
法
と
し
て
は
、
嫡
出
否
認
の
訴
え
と
い

う
制
度
が
あ
り
ま
す
。

従
前
の
制
度
で
は
、嫡
出
否
認
権
者
は
夫
に
限
ら
れ
て
お
り
、

夫
か
ら
子
又
母
に
対
し
て
嫡
出
否
認
の
訴
え
を
提
起
し
て
も
ら

う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
嫡
出
否
認
の
訴
え
の
出
訴

期
間
は
、
夫
が
子
の
出
生
を
知
っ
た
時
か
ら
１
年
以
内
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
上
記
出
訴
期
間
内
に
夫
の
協
力
が
得
ら
れ
な
け

れ
ば
、
上
記
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
2
）
改
正
内
容
　

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
子
又
は
母
も
嫡
出
否
認
の
訴
え
を
提

起
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
新
民
法
774
条
1
項
３
項
）。

加
え
て
、
上
記
２
の
改
正
に
伴
い
、
新
民
法
の
定
め
に
よ
っ
て

新
し
い
夫
の
子
と
推
定
さ
れ
る
場
合
、
前
夫
も
嫡
出
否
認
の
訴

え
を
提
起
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。　
　
　

ま
た
、
嫡
出
否
認
の
訴
え
の
出
訴
期
間
は
、
各
否
認
権
者
が

子
の
出
生
を
知
っ
た
時
（
子
に
つ
い
て
は
出
生
の
時
）
か
ら
、

原
則
３
年
以
内
に
伸
長
さ
れ
ま
し
た
（
新
民
法
777
条
）。

４　
最
後
に

こ
の
度
の
嫡
出
推
定
に
関
す
る
改
正
に
よ
り
、
前
夫
と
の
子

と
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
出
生
届
を
提
出
せ
ず
に

無
戸
籍
児
が
発
生
す
る
と
い
う
問
題
は
相
当
程
度
解
消
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

も
っ
と
も
、
前
夫
と
離
婚
し
た
後
に
、
母
親
が
再
婚
し
て
お

ら
ず
、
別
の
男
性
と
事
実
婚
関
係
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
依
然
と
し
て
、
離
婚
か
ら
300
日
以
内
に
生
ま
れ
た
子
供

に
つ
い
て
は
前
夫
と
の
間
で
嫡
出
推
定
が
働
き
ま
す
。
そ
の
た

め
、
今
回
の
改
正
で
も
、
無
戸
籍
児
の
問
題
が
完
全
に
解
消
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
改
正
法
の
運
用
を
し
て
い
く
中
で
、
今

後
さ
ら
な
る
法
改
正
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

弁
護
士

深
谷
　
祐

弁
護
士

柴
田
大
樹

大阪関連トピック
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１　

は
じ
め
に

皆
様
は
、「
食
べ
ロ
グ
」
と
い
う
飲

食
店
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
？

「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
は
、
端

的
に
言
え
ば
、
事
業
や
取
引
の
行
わ
れ

る
「
場
」
の
こ
と
で
す
。

若
い
世
代
を
中
心
に
、
今
や
「
食
べ

ロ
グ
」
は
飲
食
店
を
探
し
、
予
約
す
る

際
に
必
ず
利
用
す
る
ツ
ー
ル
と
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。

「
食
べ
ロ
グ
」
で
は
飲
食
店
ご
と
に

評
点
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は

そ
の
評
点
に
も
大
い
に
影
響
を
受
け
つ

つ
、
画
面
を
ス
ク
ロ
ー
ル
し
て
飲
食
店

を
探
す
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
評

点
の
基
準
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
？

「
食
べ
ロ
グ
」
に
口
コ
ミ
を
投
稿
し
た

人
の
評
点
の
平
均
か
と
思
い
き
や
、
実

は
、
そ
う
単
純
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。「
食
べ
ロ
グ
」
運
営
事
業
者
が
設

定
し
た
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
し
た
が
っ
て

評
点
が
算
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

メ
デ
ィ
ア
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し

た
が
、
先
日
、
焼
肉
・
韓
国
料
理
チ
ェ
ー

ン
店
を
展
開
す
る
Ｘ
が
、「
食
べ
ロ
グ
」

を
運
営
す
る
Ｙ
に
対
し
、
Ｙ
が
「
食
べ

ロ
グ
」
に
お
い
て
飲
食
店
ご
と
に
掲
載

さ
れ
る
評
点
を
算
出
す
る
た
め
の
ア
ル

ゴ
リ
ズ
ム
（
以
下
「
本
件
ア
ル
ゴ
リ
ズ

ム
」
と
い
い
ま
す
。）
を
、
チ
ェ
ー
ン

店
の
評
点
を
下
方
修
正
す
る
よ
う
変
更

し
た
こ
と
（
以
下
「
本
件
変
更
」
と
い

い
ま
す
。）
が
、
独
占
禁
止
法
上
制
限

さ
れ
て
い
る
「
取
引
条
件
等
の
差
別
取

扱
い
」
又
は
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」

に
該
当
す
る
な
ど
と
し
て
、
本
件
ア
ル

ゴ
リ
ズ
ム
の
使
用
差
止
め
を
求
め
る
と

と
も
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠

償
請
求
と
し
て
約
６
億
４
０
０
０
万
円

の
支
払
い
を
求
め
る
と
い
う
事
案
が
あ

り
ま
し
た
。

２　

独
占
禁
止
法
に
よ
る
規
制

独
占
禁
止
法
の
正
式
名
称
は
、「
私

的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保

に
関
す
る
法
律
」
で
す
。

事
業
者
同
士
が
市
場
の
中
で
競
争
を

す
れ
ば
、
事
業
者
は
よ
り
安
く
て
質
の

高
い
商
品
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と

す
る
の
で
、
事
業
者
同
士
の
競
争
は
商

品
・
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
消
費
者
の

利
益
に
つ
な
が
り
ま
す
。
他
方
、
公
正

な
競
争
が
阻
害
さ
れ
る
状
況
で
は
、
そ

う
し
た
市
場
競
争
原
理
は
働
か
ず
、
消

費
者
が
不
利
益
を
被
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
公
正
な
競
争
を
失
わ

せ
る
よ
う
な
事
業
者
の
行
為
を
禁
止
し
、

消
費
者
の
利
益
を
確
保
し
、
国
民
経
済

の
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め
に
独
占
禁

止
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

上
記
の
目
的
か
ら
、
独
占
禁
止
法
で

は
、
主
だ
っ
た
も
の
で
い
え
ば
「
私
的

独
占
」、「
不
当
な
取
引
制
限
」、「
不
公

正
な
取
引
方
法
」
と
い
う
３
つ
の
行
為

を
規
制
し
て
い
ま
す
。

「
私
的
独
占
」
と
は
、
簡
単
に
説
明

す
る
と
他
の
事
業
者
を
市
場
か
ら
排
除

し
た
り
、
他
の
事
業
者
を
支
配
す
る
こ

と
で
市
場
で
の
競
争
を
制
限
し
た
り
す

る
こ
と
で
す
。

「
不
当
な
取
引
制
限
」
と
は
、
簡
単

に
説
明
す
る
と
他
の
事
業
者
と
協
力
し

て
市
場
で
の
競
争
を
制
限
す
る
行
為
の

こ
と
で
、
典
型
的
な
も
の
と
し
て
は
価

格
カ
ル
テ
ル
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

「
不
公
正
な
取
引
方
法
」
と
は
、
取

引
の
態
様
と
し
て
、
公
正
な
競
争
を
阻

害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
こ
と
で

す
。
不
公
正
な
取
引
方
法
に
は
独
占
禁

止
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
公

正
取
引
委
員
会
の
告
示
に
よ
っ
て
指
定

さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
上
記

の
事
案
で
問
題
と
な
っ
た
「
取
引
条
件

等
の
差
別
取
扱
い
」
は
公
正
取
引
委
員

会
の
告
示
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」

は
独
占
禁
止
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も

の
で
す
。

３　

裁
判
の
行
方

大
阪
地
方
裁
判
所
は
、
本
件
変
更
は

「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」
に
該
当
す
る

と
し
、
Ｙ
に
対
し
、
本
件
変
更
と
相
当

因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
営
業
損
害
と

し
て
３
８
４
０
万
円
の
損
害
賠
償
を
命

じ
ま
し
た
（
他
方
、
本
件
変
更
後
の
本

件
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
今
後
も
適
用
さ
れ

続
け
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
も
、
原
告

が
こ
れ
に
よ
っ
て
被
る
上
記
の
金
銭
的

損
害
を
も
っ
て
、
原
告
に
、
独
占
禁
止

法
24
条
所
定
の
『
著
し
い
損
害
を
生
じ
、

又
は
生
ず
る
お
そ
れ
』
が
あ
る
と
は
認

独 禁
コーナー

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
変
更
に
つ
い
て

め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
本
件
ア
ル
ゴ
リ

ズ
ム
の
使
用
差
止
め
請
求
に
つ
い
て
は

棄
却
し
ま
し
た
。）。

し
か
し
な
が
ら
、
控
訴
審
で
あ
る
大

阪
高
等
裁
判
所
は
、
本
件
変
更
は
「
優

越
的
地
位
の
濫
用
」
及
び
「
取
引
条
件

等
の
差
別
取
扱
い
」
と
も
に
該
当
し
な

い
と
し
、
本
件
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
使
用

差
止
請
求
だ
け
で
な
く
、
不
法
行
為
に

基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
も
棄

却
し
ま
し
た
。

控
訴
審
は
、
本
件
変
更
の
目
的
に
つ

い
て
、「
食
べ
ロ
グ
」
投
稿
者
が
ス
テ

マ
や
実
際
の
飲
食
体
験
に
基
づ
か
な
い

口
コ
ミ
を
多
数
投
稿
す
る
な
ど
の
方
法

に
よ
っ
て
影
響
度
を
不
正
に
取
得
し
た

り
、
悪
用
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

意
図
的
に
評
点
を
操
作
す
る
こ
と
を
防

止
し
、
評
点
の
算
出
の
問
題
を
改
善
し

て
一
般
消
費
者
の
評
点
に
対
す
る
信
頼

を
確
保
す
る
と
い
う
合
理
的
な
も
の
で

あ
っ
た
と
認
定
し
、
本
件
ア
ル
ゴ
リ
ズ

ム
は
定
期
的
に
見
直
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

伴
っ
て
評
点
が
変
動
す
る
こ
と
は
、「
食

べ
ロ
グ
」
上
に
お
い
て
既
に
公
開
さ
れ

て
お
り
飲
食
店
も
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
変
更

に
よ
る
評
点
の
上
下
は
予
測
可
能
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
独
占
禁

止
法
上
制
限
さ
れ
る
「
優
越
的
地
位
の

濫
用
」
及
び
「
取
引
条
件
等
の
差
別
取

扱
い
」
に
該
当
し
な
い
と
判
示
し
た
の

で
す
。

４　

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト	

　

	

フ
ォ
ー
ム
規
制
に
つ
い
て

上
記
の
事
例
で
は
、
控
訴
審
に
お
い

て
、「
食
べ
ロ
グ
」
運
営
者
で
あ
る
Ｙ

に
は
独
占
禁
止
法
上
の
違
反
は
な
い
と

し
て
、逆
転
勝
訴
と
な
り
ま
し
た
。も
っ

と
も
、
Ｙ
に
よ
る
本
件
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

の
変
更
に
よ
っ
て
、
飲
食
店
に
多
少
な

り
と
も
影
響
が
生
じ
た
の
は
事
実
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。

近
年
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用
い
た
取

引
が
利
用
者
の
市
場
ア
ク
セ
ス
を
飛
躍

的
に
向
上
さ
せ
お
り
、
中
で
も
デ
ジ
タ

ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。
売
り
手
は
独
自
の

販
売
網
を
持
た
ず
と
も
、
デ
ジ
タ
ル
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
顧
客
に
ア

ク
セ
ス
で
き
ま
す
し
、
買
い
手
も
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
内
で
幅
広
い
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

他
方
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
運
営
者
は
、
そ
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
内
に
お
け
る
ル
ー
ル
を
自
由
に
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
独
占
・
寡
占

の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
デ
ジ

タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
巨
大
化
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
運
営
者
は
多
く
の
個
人
情
報

や
利
用
情
報
を
集
約
し
、
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
運
営
者
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
利
用
者
と
の
格
差
が
更
に
広
が
る
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向

上
を
図
り
、
も
っ
て
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る
公
正
か
つ

自
由
な
競
争
の
促
進
を
通
じ
て
、
国
民

生
活
の
向
上
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な

発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す

る
法
律
」
が
令
和
２
年
６
月
３
日
に
公

布
さ
れ
、
令
和
３
年
２
月
１
日
に
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

同
法
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
う
ち
、
特
に
取
引
の
透
明

性
・
公
正
性
を
高
め
る
必
要
性
の
高
い

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
提
供
す
る
事

業
者
を
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
提
供
者
」
と
し
て
指
定
し
、

規
律
の
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

現
在
、「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
提
供
者
」
と
し
て
指
定
さ

れ
て
い
る
の
は
、「
ア
マ
ゾ
ン
ジ
ャ
パ

ン
合
同
会
社
」、「
楽
天
グ
ル
ー
プ
株

式
会
」、「LIN

E

ヤ
フ
ー
株
式
会
社
」、

「A
pple Inc.

及
びiTunes

株
式
会

社
」、「Google LLC
」、
及
び
「M

eta 
Platform

s

，Inc

．」
で
す
。

同
法
に
基
づ
き
、
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
は
、
商
品
等

提
供
利
用
者
・
商
品
等
提
供
利
用
者
へ

の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
条
件
等
の

開
示
義
務
、
商
品
等
提
供
利
用
者
と
の

間
の
取
引
関
係
に
お
け
る
相
互
理
解
の

促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
実

施
す
る
義
務
、
経
済
産
業
大
臣
へ
の
報

告
書
提
出
義
務
を
負
っ
て
い
ま
す
。

５　

最
後
に

今
回
は
、
独
占
禁
止
法
違
反
が
問
題

と
な
っ
た
注
目
裁
判
例
を
ご
紹
介
す
る

と
も
に
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
規
制
に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

独
占
禁
止
法
や
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
規
制
の
違
反
行
為
に
よ
っ
て

不
利
益
を
被
っ
て
い
る
場
合
、
公
正
取

引
委
員
会
や
経
済
産
業
省
に
申
告
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
弊
所
で
は
、
そ
う

し
た
申
告
に
つ
い
て
も
対
応
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
悩
み
の

際
は
、
是
非
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

弁
護
士

辻
　
映
穂
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商標法におけるコンセント
制度の導入について

1617

商標と後行商標における指定商品・指定役務のうち、

両者において、現に使用し、又は、使用する予定の商

品・役務との間において判断されることとなります。

上記の「混同を生じるおそれ」は、後行商標の使用

により先行登録商標の商標権者の出所であると誤認す

る場合（狭義の混同）だけでなく、両者の間に経済的・

組織的に何らかの関係があると誤認する場合（広義の

混同）を含むとされ、また、登録査定の査定時だけ

でなく、将来にわたってもこのおそれが生じないこと

が必要であるとされています。

また、「混同を生じるおそれ」の判断にあたっては、

両商標の類似性の程度、周知性等の外に、「商標の

使用態様その他取引の実情」も考慮されることとされ

ており、その具体例としては、常に社名・社表等の他

の商標と併用していること、商標を付す商品について

の価格帯、販売方法、販売地域が両者で異なること、

両者で合意された混同の生じるおそれを認めた際の混

同の防止解消の具体的な措置があること等があげられ

ています。

加えて、「混同を生じるおそれ」が将来にわたっても

生じないことを肯定する方向に考慮できる事情として、

出願時に前提とされた事情（常に社名を併用する、商

品の市場を異にする等）が、将来にわたって変更しな

いことが合意されている場合や、証拠からこのことが

認められる場合があげられています。

上記のより具体的な運用等については、改正法の施

行に併せて改正された「商標審査基準」及び「商標審

査便覧」をご参照ください。

なお、現時点では、特に「混同を生じるおそれ」の

判断に関し、「商標審査基準」等の記載内容を参酌

せざるを得ませんが、将来的には、インターネットで

産業財産権情報の検索・閲覧が無料でできるサービス

「J-PlatPat」において、法 4 条 4 項の適用により登録

された商標も検索可能になる予定とされていますので、

かかる機能の実装後は、該当する商標を分析・検討す

ることで、判断基準等について精緻化されていくもの

と思われます。

４　コンセント制度導入に伴う他の改正

本改正法では、上記のコンセント制度導入に伴い、

先行登録商標の商標権者と当該制度により登録された

後行商標の商標権者との関係において、一方が他方

から利益を害されるおそれが生じた場合に一方の商標

権者が他方の商標権者に対して混同防止表示請求を

行うこと（法 24 条の 4 第１号及び第２号）ができるこ

ととされ、また、一方が登録商標を不正競争の目的で

混同を生じさせる使用をした場合は、誰でもその商標

登録に対する不正使用取消審判請求を行うこと（法 52

条の 2 第 1 項）ができることとされました。

 

（同上）

また、不正競争防止法においても、先行登録商標

とコンセント制度により登録された後行商標との関係

において、いずれかの商標が周知又は著名となった場

合であっても、当該商標の権利者が不正の目的でなく、

その商標を使用する行為については、不正競争行為に

該当しないこととする旨の改正が行われています（不

正競争防止法 19 条１項 3 号、同条 2 項 2 号）。

５　最後に

本改正法によるコンセント制度の導入は、今後の商

標の出願戦略においても、大きな影響を与えるものと

考えられますので、その動向には引き続き注意が必要

です。

弊所では、商標の出願戦略に関するアドバイスを含

む知的財産対応について、所内の知財チームにおいて

対応を行っていますので、コンセント制度を含む、知

的財産に関するお困りごとがありましたら、いつでもお

気軽にご相談下さい。

１　はじめに

令和５年６月７日成立の改正商標法（令和５年６月

14 日公布、以下「本改正法」）において新たに導入さ

れた「コンセント制度」が、令和６年４月１日より施行

されました。

本稿では、この「コンセント制度」について、その

概要を解説します。

２　改正の経緯

商標法では、登録を受けようとする商標（以下「後

行商標」）について、「当該商標登録出願の日前の商

標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似す

る商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しく

は指定役務…又はこれらに類似する商品若しくは役務

について使用をする」場合、すなわち、後行商標につ

いて、これと同一又は類似する出願日以前の他人の登

録商標（以下「先行登録商標」）が存在する場合、後

行商標は、商標登録を受けることができないとされて

います（商標法（以下「法」）４条１項 11 号。先行する

商標出願が存在する場合については、法８条１項。）。

これまで、この理由により後行出願の登録が拒絶さ

れる場合の対応の一つとして、先行登録商標の商標

権者に、後行商標を商標登録してもらった後で、その

譲渡を受けるという、いわゆる「アサインバック」によ

る方法が取られていました。

他方で、海外においては、先行登録商標の商標権

者の同意がある場合には、これと同一又は類似する後

行商標についても商標登録を認めるコンセント制度を

導入している国が存在していました。

上記のアサインバックによる方法では、権利の一時

的な移転によるリスクや、金銭的・手続的負担があ

り、また、海外との取引においてアサインバックによる

方法の説明が困難であるといった事情から、日本にお

いても、コンセント制度の導入が求められていたところ、

本改正法により、法 4 条 4 項が追加され、かかるコン

セント制度が導入されることとなりました。

３　コンセント制度の概要

⑴　概要

法 4 条 4 項では、後行商標について、これと類似す

る先行登録商標が存在する場合（４条１項 11 号）に

該当する場合であっても、「その商標登録出願人が、

商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得

ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と

同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権

者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との

間で混同を生ずるおそれがない」場合、すなわち、①

出願人が先行登録商標の商標権者（以下、併せて「両

者」）からの承諾を得ており、かつ、②先行登録商標

と後行商標との間で混同を生じるおそれがないときに

は、同条1項11号の適用を排除すると規定されています。

 

（ 経 済 産 業 省 HP よ り 引 用〔https://www.jpo.go.jp/
system/trademark/gaiyo/consent/index.html））

⑵「混同を生じるおそれ」について

要件のうちの「混同を生じるおそれ」は、先行登録
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成
年
後
見
制
度
と
は
？

内
閣
府
が
公
表
し
て
い
る
平
成
29
年
度
高
齢
者
白
書
に

よ
る
と
、
２
０
１
２
年
は
認
知
症
患
者
数
が
462
万
人
、

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
約
7
人
に
1
人
で
し
た
が
、

２
０
２
５
年
に
は
約
5
人
に
1
人
が
認
知
症
に
な
る
と
い

う
推
計
も
あ
り
ま
す
。
認
知
症
の
一
番
の
要
因
は
加
齢
に

あ
る
た
め
、超
高
齢
社
会
で
暮
ら
す
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、

避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
で
す
。

例
え
ば
、
認
知
症
に
罹
患
し
て
判
断
能
力
が
低
下
し
た

場
合
、
預
貯
金
を
管
理
す
る
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
入

所
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
、
遺
産
分
割
協
議
を
行
う

な
ど
の
行
為
を
十
分
に
理
解
し
て
行
う
こ
と
が
難
し
く
な

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
を
保
護

し
、
生
活
全
般
に
か
か
る
必
要
な
意
思
決
定
を
代
理
・
支

援
す
る
制
度
の
こ
と
を
成
年
後
見
制
度
と
い
い
ま
す
。

今
回
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
て
、
後
見
制
度
に

つ
い
て
ご
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
は
、
高
齢
で
す
が
、
今
は
ま
だ
元
気
に
生
活
し
て
い

ま
す
。
も
っ
と
も
、
将
来
的
に
認
知
症
に
罹
患
し
て
し

ま
う
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
の
う
ち
に
備
え
て

お
く
こ
と
は
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

将
来
、
自
身
が
認
知
症
や
精
神
障
害
等
で
判
断
能
力
が

不
十
分
に
な
っ
た
と
き
に
備
え
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
が
任
意
後
見
制
度
で
す
。
任
意
後
見
制
度
を
利
用
す

る
場
合
、あ
ら
か
じ
め
委
任
者
本
人
と
受
任
者
と
の
間
で
、

公
正
証
書
に
よ
っ
て
、
任
意
後
見
契
約
を
締
結
す
る
こ
と

が
出
発
点
と
な
り
ま
す
。

受
任
者
に
は
、
未
成
年
者
や
本
人
に
対
し
て
訴
訟
を
し

て
い
る
者
な
ど
法
律
上
の
除
外
事
由
に
該
当
し
な
い
限
り

は
、
誰
で
も
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
家
族
の
ほ

か
、
ご
友
人
を
任
意
後
見
人
に
選
任
し
て
お
く
こ
と
も
可

能
で
す
。
ま
た
、
身
近
に
任
意
後
見
人
に
な
っ
て
く
れ
そ

う
な
方
が
い
な
い
場
合
、
市
民
後
見
人
の
利
用
や
市
民
後

見
人
型
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
の
法
人
に
任
意
後
見
人
に

な
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

任
意
後
見
人
の
主
た
る
仕
事
は
、
自
宅
の
不
動
産
・
預

貯
金
の
管
理
な
ど
の
財
産
の
管
理
と
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
提

供
機
関
と
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
契
約
の
締
結
、
医
療
契

約
の
締
結
、
入
院
の
手
続
、
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
居
契
約

の
締
結
な
ど
の
介
護
や
生
活
面
の
手
配
に
な
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、ど
の
範
囲
で
権
限
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
は
、

あ
く
ま
で
任
意
後
見
契
約
が
「
契
約
」
で
あ
る
以
上
、
自

由
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
こ
の
点
が
、
後
述
す

る
法
定
後
見
制
度
と
は
異
な
り
ま
す
。）。

上
記
の
任
意
後
見
契
約
を
締
結
し
た
後
、
実
際
に
判
断

能
力
が
低
下
し
て
き
た
段
階
で
、
家
庭
裁
判
所
に
任
意
後

見
監
督
人
の
選
任
申
立
を
行
う
こ
と
で
、
効
力
が
発
動
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

私
に
は
兄
が
い
ま
す
。
母
は
既
に
亡
く
な
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
度
、
父
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
父
に
は
、

不
動
産
、
預
金
等
の
遺
産
が
あ
り
ま
す
が
、
遺
言
書

は
作
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

今
後
、
兄
と
の
間
で
遺
産
分
割
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
兄
は
重
度
の
認
知
症
に
罹
患
を
し
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
意
思
疎
通
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。 

遺
産
分
割
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
で
し
ょ
う
か
。

遺
産
分
割
を
行
う
た
め
に
は
、
自
身
の
行
為
が
法
的
に

ど
の
よ
う
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
の
か
を
理
解
で
き
る
意

思
能
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
前
記
の
兄
は
既
に
こ
の

よ
う
な
能
力
を
有
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
場
合
に
は
、
法
定
後
見
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が

可
能
で
す
。

法
定
後
見
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
本
人
、
配
偶

者
、
４
親
等
内
の
親
族
、
市
町
村
長
、
検
察
官
な
ど
が
申

立
人
と
な
り
、
家
庭
裁
判
所
に
申
立
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

裁
判
所
は
、
申
立
を
さ
れ
た
本
人
の
状
態
等
を
踏
ま
え

て
、
制
度
利
用
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
成
年
後

連
載

見
人
、
保
佐
人
、
補
助
人
の
い
ず
れ
か
を
選
任
し
ま
す
。

な
お
、
成
年
後
見
、
保
佐
、
補
助
の
い
ず
れ
を
利
用
す
る

か
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
判
断
能
力
の
程
度
に
よ
っ
て
決

ま
り
ま
す
。
令
和
5
年
度
の
申
立
件
数
は
約
4
万
件
で
あ

る
と
こ
ろ
、
そ
の
う
ち
約
７
割
が
成
年
後
見
の
申
立
と

な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
令
和
５
年
12
月
末
時
点
の
利
用

者
数
は
、
上
記
３
類
型
の
総
数
で
約
25
万
人
と
な
っ
て
い

ま
す
。

前
記
の
兄
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
意
思
疎
通
が
で
き
な

い
状
況
に
あ
る
場
合
、
多
く
は
成
年
後
見
人
を
選
任
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
成
年
後
見
人
は
、
毎
月
の
本
人
に
必

要
な
支
出
の
計
画
と
収
入
の
管
理
、
預
貯
金
の
管
理
・
支

出
、
年
金
・
保
険
契
約
・
自
宅
不
動
産
の
管
理
等
の
財
産

管
理
と
、
福
利
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
利
用
選
択
と
契

約
締
結
、
住
居
や
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
確
保
、
生
活
保

護
や
年
金
、
各
種
減
免
の
利
用
な
ど
所
得
の
確
保
に
関
す

る
身
上
監
護
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
成
年
後
見
人
は
、
広
範
な
代
理
権
を
有

し
て
い
る
た
め
、
不
適
切
な
行
為
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か

確
認
す
る
た
め
に
、
定
期
的
な
裁
判
所
へ
の
報
告
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
居
住
用
不
動
産
の
処
分
な
ど
、
一
定
の
行

為
を
行
う
場
合
に
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

（
前
記
事
例
に
続
け
て
）
兄
の
成
年
後
見
人
に
は
、
私

が
な
る
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。　

本
件
の
よ
う
な
事
案
の
場
合
、
遺
産
分
割
協
議
を
行
う

に
あ
た
っ
て
は
、
兄
の
取
り
分
が
増
え
れ
ば
弟
の
取
り
分

が
減
る
、
兄
の
取
り
分
が
減
れ
ば
弟
の
取
り
分
が
増
え
る

と
い
う
関
係
性
に
あ
り
、
兄
弟
間
で
利
益
相
反
が
生
じ
て

い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
弟
が
兄
の

成
年
後
見
人
に
な
る
こ
と
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
他
の
親
族
や
弁
護
士
・
司
法
書

士
・
社
会
福
祉
士
な
ど
の
専
門
家
が
成
年
後
見
人
に
選
任

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
な
お
、
令
和
5
年
度
に
申
し

立
て
ら
れ
た
成
年
後
見
に
つ
い
て
、
親
族
が
選
任
さ
れ
た

ケ
ー
ス
が
約
18
％
、
親
族
以
外
の
専
門
家
が
選
任
さ
れ
た

ケ
ー
ス
が
約
82
％
と
圧
倒
的
に
上
回
っ
て
お
り
、
特
に
遺

産
分
割
の
よ
う
な
法
的
手
続
が
予
定
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

で
は
、
弁
護
士
が
選
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
と
思
い
ま

す
。
私
も
、
こ
れ
ま
で
、
遺
産
分
割
が
予
定
さ
れ
て
い
る
、

多
額
の
負
債
を
抱
え
て
い
る
た
め
負
債
の
整
理
が
必
要
で

あ
る
、
親
族
に
よ
る
経
済
的
虐
待
が
あ
る
と
い
っ
た
ケ
ー

ス
で
、
成
年
後
見
人
に
選
任
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
が
運
営
す
る
施
設
に
入
所
し
て
い
た
身
寄
り
の
な
い

方
に
成
年
後
見
人
が
付
い
て
い
ま
し
た
が
、
突
然
本
人

が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
施
設
の
費
用
は
、
今
ま
で
ど

お
り
、成
年
後
見
人
に
請
求
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

本
人
が
死
亡
し
た
場
合
、
成
年
後
見
人
の
任
務
は
そ
の

時
点
で
当
然
に
終
了
し
、
成
年
後
見
人
の
権
限
は
消
滅
し

ま
す
。
そ
の
後
の
事
務
は
、
親
族
や
相
続
人
に
お
い
て
対

応
し
て
も
ら
う
の
が
原
則
で
す
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う

な
対
応
を
し
て
く
れ
る
親
族
や
相
続
人
が
存
在
し
な
い
場

合
に
、
成
年
後
見
人
の
立
場
と
し
て
、
実
際
上
、
施
設
の

利
用
料
や
入
院
し
て
い
た
場
合
の
医
療
費
等
の
支
払
い
を

行
わ
な
い
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
が
実
情
か
と
思

い
ま
す
。

そ
こ
で
、
成
年
後
見
人
は
、
成
年
被
後
見
人
が
死
亡
し

た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
成
年
被
後
見

人
の
相
続
人
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
を

除
き
、
相
続
人
が
相
続
財
産
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る

に
至
る
ま
で
、
一
定
の
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
相
続
財
産
に
属
す
る
建
物
に
雨
漏
り
が

あ
る
場
合
に
こ
れ
を
修
繕
す
る
行
為
な
ど
の
「
相
続
財
産

に
属
す
る
特
定
の
財
産
の
保
存
に
必
要
な
行
為
」
や
入
院

し
て
い
た
際
の
医
療
費
や
施
設
の
利
用
料
な
ど
の
「
相
続

財
産
に
属
す
る
債
務
の
弁
済
」
に
つ
い
て
、
家
庭
裁
判
所

の
許
可
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
費
用
の
支
出
を
手
元
現
金
で
は
な
く
、
預
貯
金
か
ら
払

戻
し
を
受
け
て
行
う
場
合
に
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
が

必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
本
人
の
生

前
中
に
、
あ
ら
か
じ
め
死
後
事
務
に
必
要
な
費
用
分
を
預

貯
金
か
ら
引
き
出
し
て
お
く
必
要
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
遺
体
の
引
取
り
や
火
葬
等
を
行
う
た
め
に
葬
儀

業
者
と
契
約
す
る
場
合
や
納
骨
に
関
す
る
契
約
を
行
う
場

合
に
つ
い
て
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
成
年
後
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1．はじめに
会場準備の遅れも気になるところでありますが、いよい

よ来年２０２５年４月に大阪関西万博が開催されます。そこ
で今回は大阪府の地価について考察したいと思います。

国土交通省は２０２４年の地価公示結果（価格時点：１
月１日）を３月27日に発表しました。

大阪府の地価は、２０２３年１月１日からの１年間で、住
宅地は平均変動率がプラス1.6％と３年連続の上昇となり
ました。また、商業地はプラス6.0％と２年連続の上昇となり
ました。

　≪公示価格≫大阪府の地価動向（対前年平均変動率） （単位：％）

２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年

住宅地 ０．０ ０．０ ０．１ ０．２ ０．４ △0.5 ０．１ ０．７ １．６

商業地 ４．２ ５．０ ４．９ ６．５ ７．７ △2.1 △0.2 ２．５ ６．０

コロナ前からの地価の動きをみると、コロナの影響で地価
が下落したときを除き、住宅地はほぼ横ばい、商業地で上
昇が続いています。もちろん、地域によって、動きに大きな
違いがあります。コロナ禍からの経済活動の正常化が進
み、都市部を中心にオフィスや店舗の需要が回復し、働き
方の変化もあり、郊外での住宅需要が拡大しています。

２０２４年の全国の地価は、景気が緩やかに回復してい
る中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏・地
方圏ともに上昇が継続するとともに、三大都市圏では上
昇率が拡大し、地方圏でも上昇率が拡大傾向となるなど、
上昇基調を強めています。

２．最新の大阪エリアの地価
２０２４年の公示地価では、大阪市は住宅地・商業地と

もに上昇しています。
≪住宅地≫　大阪市、堺市、北大阪・東部大阪地域の

一部地域など交通の利便性等に優れる住宅地の地価は
上昇幅が拡大しています。特に、２０２４年３月に北大阪急
行が延伸開業した新御堂筋沿線の箕面市の一部地域
では、上昇幅が大きくなっています。「箕面市船場西1-２０
-9」が住宅地の上昇変動率「8.7％」と大阪府全域で最高
となりました。

≪商業地≫　インバウンド需要の影響により飲食店が
集積する大阪市中心部の商業地では、国内消費の回
復もあり、地価は大幅に上昇しました。また、マンション開

発の期待が見込める商業地を中心に、ホテル需要の増
加に伴う立地の良い商業地や路線商業地などでも上昇
幅が拡大しています。大阪の公示価格の最高額はグラン
フロント大阪のある「北区大深町207番外」の１㎡当たり
23,600,000円（変動率5.4％）です。

　≪公示価格≫２０２４年地域別対前年平均変動率 （単位：％）

府全域 大阪市 北大阪 東大阪 南大阪

住宅地 １．６ ３．７ ２．０ １．２ ０．６

商業地 ６．０ ９．４ ４．０ ２．６ ２．５

商業地の地価の上昇は、外国人観光客の回復によるホ
テル需要と、マンション開発によるものと考えられています。
また、住宅地では交通の利便性等に優れる地域の地価
は上昇率が大きいようです。

　
３．大阪の再開発

大阪都心エリアは年々再開発により進化してきました。
大阪・梅田の北ヤードでは「うめきた」駅が２０２３年３月に
開業しました。大阪を南北に貫く鉄道新線「なにわ筋線」
が２０３１年の開通を目指しています。湾岸エリアではIRの
計画もあります。さらに、２０３７年にはリニアの延伸も計画さ
れており、大規模な再開発と併せて、大阪エリアが大きく
変貌する可能性があります。再開発により、地価が今後さ
らに上昇することも考えられます。地価が上昇しているエリ
アは、商業地は店舗やオフィスなど法人の需要が多く、就
業人口も増加する傾向にあります。また、そのエリアに行き
やすい沿線なども住宅需要の増加が予測されます。地価
の動向はそのエリアの発展の指標ともなるようです。地価
動向については、今後も続けて注目していきたいと思って
います。

「大阪府地価だより 」は地価公示結果（価格時点：１
月１日）と地価調査結果（価格時点：７月１日）を公表してい
ます。ご興味のある方はHPでご覧ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/yochi/chika/tayori.html

日本経営ウィル税理士法人 税理士　座間昭男

税理士
に 

聴く

大阪府地価だより

日本経営グループ　日本経営ウィル税理士法人
TEL 06 − 6868 − 1069（担当：座間）

事業承継、信託、組織再編税制、国際税務、
企業再生、不動産活用、M ＆ A、IPO 支援　など

隣接士業紹介
弁理士法人あーく事務所は、1973 年に倉内特許事

務所として設立され、2023 年に創立 50 周年を迎えま
した。この長い歴史は、多くのクライアントの皆様か
ら厚い信頼を得てきたことの証しであると自負していま
す。
「あーく」とは、円弧やアーチを表しており、円満で

スムーズな業務、及び事務所とクライアントを繋ぐ懸け
橋を目指していることに由来しています。

特許・商標などの知的財産を有効に活用すること
は、企業活動において大変重要です。また、近年の
経済のグローバル化に伴い、知的財産のグローバルな
保護・活用が強く求められます。 

ご依頼いただいた技術案件を特許として捉えるだけ
ではなく、意匠や商標等をも考慮して各案件を多角的
に検討し、広くて強い権利創設や活用を図るべく各分
野の実務に習熟した専門家を有しております。

弁理士が９名（うち中国弁理士が１名）、技術、事務、
図面、翻訳担当の各スタッフをあわせて総勢約 40 名
が所属しています。

グローバル対応に関しましては、各国の代理人と直
接面談して良好な関係を築いており、実際に案件を処
理する担当者と連携を図りながら進めています。

特にアジア地域につきまして、創業者の倉内に引き
続いて弁理士の宇治が、アジアにおける知的所有権
に関する代理人の国際団体であるアジア弁理士協会
（APAA）の活動に参加しており、アジア地域の情報
を獲得しやすい環境にあります。

　
ところで、新商品や知的財産と言えば「特許」とい

う印象を受けられる方が多いかと思いますが、弊所で
は、「特許」のみならず、「商標」についても力を入れ
ています。

弊所では、創業当時から国内外における商標登録
に関する手続きの代理をさせて頂いており、この 50
年間で出願を代理した国は、120 カ国以上に及びます。
近況としましては、数年前まで増加の一途をたどって
いた中国の商標出願数が、昨年辺りから、やや鈍化し
ており、弊所のクライアントにおいても、中国以外の
諸外国への出願のご依頼が増加しています。

また、国内商標に関する今年のトピックとしまして
は、商標法改正による「コンセント制度」の導入です。
これまでは、商標を出願した際に、既に類似する商標
が登録を受けている場合、その商標出願は登録を受
けることができなかったのですが、この度の改正によ
り、そのような出願でも、先に登録を受けている商標
を保有する商標権者の同意を得た上で、一定の条件を

充足する場合には、商標登録を受けられるようになり
ました。

過去に出願したものの、類似する商標が既に登録さ
れていたために商標登録を断念された方にも、登録の
途が開けましたので、是非とも再出願をご検討くださ
い。

このように弊所では、日々新しいことに挑戦してお
り、従来からの信頼感と新たな試みを融合して最適な
業務遂行を目標に努めております。

梅ヶ枝中央法律事務所とは、創業者である山田先生
と弊所の創業者倉内が昔から懇意にさせていただいて
おり、相談業務や手続きなどの実務をはじめ、勉強会
や情報交換においても相互に協力関係を築かせてい
ただいています。これに対し、心より感謝申し上げます。 
今後とも、この協力関係をさらに発展させるために努
力してまいる所存です。

弁理士法人　あーく事務所
所長　　弁理士　倉内 義朗
副所長　弁理士　宇治 美知子（特許担当）
副所長　弁理士　浅田 瑠衣　 （商標担当）
副所長　弁理士　國富 豪　   （特許担当）

弁理士法人 あーく事務所　　　 
大 阪 市 北 区 西 天 満 4-4-13 三 共 ビ ル 梅 新 10 階    
〒 530-0047
TEL 06(6364)8128 ㈹　     
FAX 06(6361)6903
URL : http://www.arcpat.net
e-mail：arcpatent@arcpat.net
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使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに
当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと
解される。上記事実関係等によれば、上告人（注：Ｘ）
と被上告人（注：Ｙ）との間には、上告人の職種及び
業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件
合意があったというのであるから、被上告人は、上告
人に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担
当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していな
かったものというほかない。」

４．解説

⑴　配転命令とは
配転命令とは、使用者の労働者に対する職務内容を
変更する命令のことをいいます。配転命令に関し、会
社の就業規則においては、「業務上の都合により配転
を命じることができる」旨の定めが設けられているこ
とが通常と思われるところ、同定めは、配転が労働者
の幅広い能力の開発や雇用の柔軟性の確保等の役割に
鑑み、一般的に、合理的な定めと解釈されています。
したがって、上記定めを含む就業規則が周知されて
いることを前提に、上記定めは、使用者と労働者との
間の労働契約の内容となります（労働契約法第７条本
文）。

⑵　配転命令の限界
しかしながら、かかる就業規則の定めが存在しても、
使用者に無制限に配転命令が認められるものではあり
ません。

ア　職種限定合意がある場合
配転命令が制限（違法・無効と）される場合として、
労働者と使用者との間で、労働者の職種を限定する明
示又は黙示の合意、すなわち、職種限定合意がある場
合が挙げられます。当該合意は、「就業規則の内容と
異なる労働条件を合意していた」（労働契約法第7条
但書）ときにあたり、当該合意が労働契約の内容とな
り、使用者と労働者を拘束するためです。
過去の裁判例からすると、職務限定合意は諸事情を
総合考慮して判断されています。また、労働者が特定
の業務に長期間従事している事実のみでは職務限定合
意が肯定されず、労働者が特殊な資格や技能を用いた
り、高度な専門性を有する業務に従事している場合に、
職種限定合意が認められやすいと一般的に考えられて
います。
なお、職種限定合意が認められた場合でも、例外的

に配転命令が適法・有効とされる場合があるとする
裁判例（東京地方平成19年 3月 26日判決 ･ 判タ
1238号 130頁）も存在します。
以上のとおり、これまでの裁判例からすると、職種
限定合意が認められるか否かは諸事情を総合考慮して
判断され、また、職種限定合意があっても配転命令が
適法有効とされる場合もあり、予測可能性が図られて
いない状況にありました。

イ　配転命令が権利の濫用に当たる場合
また、上記アの職種限定合意が認められるか否かに
かかわらず、配転命令が権利の濫用に当たる場合には、
当該配転命令が違法・無効となります（労働契約法第
3条第5項）。
具体的に、配転命令に業務上の必要性が存在しない
場合、又は、業務上の必要性が存在する場合でも、配
転命令に他の不当な動機・目的をもってなされたもの
であるとき、若しくは、労働者に通常甘受すべき程度
を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、
特段の事情が存在する場合のこととされています（最
高裁判所昭和61年 7月 14日第二小法廷判決・民
集148号 281頁）。

⑶　本判決の意義
上記2⑴及び⑵のとおり、第一審判決及び控訴審
判決においては、ＸとＹとの間において職種限定合意
が認められるか、職種限定合意が認められる場合でも
本件配転命令が権利の濫用に当たらないか、という判
断がなされていました。したがって、上記4⑵アの
東京地方平成19年 3月 26日判決のように、二段
階の判断がなされていたことになります。
しかしながら、本判決では、上記3のとおりＸと
Ｙとの間において職種限定合意が認められるかのみ判
断されており、本件配転命令が権利の濫用に当たらな
いかは判断されていません。したがって、最高裁とし
て新たな判断を示したものといえ、実務上、重要な意
義を有すると思われます。

職種や業務内容を特定のものに限定する合
意がある場合の配置転換命令に関する判断
最高裁判所令和６年４月26日第二小法廷判決

１．ポイント

労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内
容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、
使用者は、当該労働者に対し、その同意なしに当該合
意に反する配置転換を命ずる権限を有しない。

２．事案の概要

労働者Ｘは、使用者Ｙとの労働契約に基づき、Ｙが
運営する事業場にて、技術職の職種として、福祉用具
の改造・製作、技術の開発などの業務（以下、「本件業務」
といいます。）に従事していました。その後、Ｙの総
務担当者が欠員状態となったこと等から、ＹはＸに、
Ｙの総務課の施設管理担当への配置転換を命じました
（以下、「本件配転命令」といいます。）。
本件は、これに対してＸが、本件配転命令は、Ｘと
Ｙとの間でなされたＸの職種及び業務内容を限定する
旨の合意に反するなどとして、Ｙに対し、労働契約上
の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求を
行った事案です（本事案では、ＸはＹに対し、その他
の事情を理由に、別の損害賠償請求等も行っています
が、今回は、事案の簡略化のため、省略しています。）。

⑴　第一審判決（京都地方裁判所令和 4 年 4 月 27 日
判決）
第一審判決は、ＸとＹとの間では、Ｘの職種を技術
者に限るとの書面による合意はないものの、Ｘが技術
系の資格を数多く有していること、ＸはＹの技術職の
募集に応じて採用されたこと、技術者としての業務を
18年間にわたって継続していたこと、さらに、Ｙに
おいては本件業務の外部委託は想定されていないとこ
ろ、当該18年間においてＸは溶接ができる唯一の技
術者であったことからすれば、Ｘを技術者以外の職種
に就かせることはＹも想定していなかったはずである
として、ＸとＹとの間に、ＹはＸを、本件業務を行わ
せる技術者として就労させるとの黙示の職種限定合意

があったと認定しました。
しかしながら、同判決は、①福祉用具の改造に対す
る需要の激減により、Ｙは、本件配転命令のころに
は、福祉用具の改造・製造をやめることを決定したも
のであるが、年間数件程度の改造需要のために、Ｘを
専属として配置することに経営上の合理性はないとの
判断に至るのもやむを得ないから、Ｙのかかる決定は
不当とはいえず、また、Ｙの総務担当者が欠員状態と
なったところ、福祉用具の改造・製作をやめたことに
伴ってＸを解雇するという事態を回避するため、Ｘを
総務課の施設管理担当に配転する本件配転命令には業
務上の必要性があること、②Ｘの総務課の施設管理担
当の業務内容が特別な知識や経験を必要とせず、負荷
も大きくないため、本件配転命令は甘受すべき程度を
超える不利益をＸにもたらすとまでは認められないこ
と、③本件配転命令に不当な動機や目的があると認め
る証拠はないことから、本件配転命令は権利濫用とい
うことができず、違法無効ということもできないとし
て、Ｘの損害賠償請求を棄却しました。

⑵　控訴審判決（大阪高等裁判所令和 4 年 11 月 24
日判決）
控訴審判決は、本件配転命令は、Ｘの解雇もありう
る状況の下、これを回避するためのものであり、また、
総務課が欠員状態となっていたことや、Ｘがそれまで
も見学者対応等の業務を行っていたことによれば、配
転先が総務課であることについても合理的な理由があ
るといえ、本件配転命令に不当目的があると言い難く、
違法無効とはいえないとして、第一審判決に対するＸ
の控訴を棄却しました。

３．判旨

Ｘの上告受理申立に対し、本判決は、以下の通り判
断し、原判決を破棄し、大阪高等裁判所に差し戻しま
した。
「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務
内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、

弁護士　森 田 啓 正
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◆顧問先様用Eメール相談
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事務局／〒530-0047  大阪市北区西天満４丁目３番２５号  梅田プラザビル２階　公益財団法人　きずな育英基金
TEL 06－6364－2802　https://kizuna-ikuei.or.jp/

□ 三菱ＵＦＪ銀行 大阪中央支店 普通預金 ０１７５７５６ 財）きずな育英基金　ざい）きずないくえいききん
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公益財団法人  きずな育英基金

題  字：藤尾  政弘
表紙写真撮影者：山田  庸男
表紙写真撮影場所：鳥取県大山

当事務所では個人情報保護法の趣旨に則り、皆様の個人情報の適
正な管理・保護に努めております。今後、本誌の配送を希望されない
場合には、お手数ですが当事務所までご連絡をお願い致します。速
やかにご対応をさせて頂きます。宜しくお願い申し上げます。

□ 大阪事務所／大阪市北区西天満4丁目3番25号
　 〒530-0047   　　梅田プラザビル４階
 TEL 06（6364）2764　FAX 06（6311）1074
　
□ 東京事務所／東京都港区西新橋3丁目6番10号
　 〒105-0003 　　マストライフ西新橋ビル302
 TEL 03（5408）6737　FAX 03（5408）6738
　
□ 京都事務所／京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480番地
　 〒600-8491 　　オフィスワン四条烏丸1002号室
 TEL 075（353）5375　FAX 075（353）5374
　
　 e-mail：office@umegae.gr.jp

今回は、年をとると気になる認知症について概説したいと思います。
認知症は早期に診断して、進行を遅らせること、予防などが大切で

すが、老化による物忘れとの鑑別はやや難しいです。老化による物忘
れの場合は、人の名前が出てこない、昨日、食べたものが何であるか
出てこないことはあっても、食べたこと自体は覚えています。それに対
し認知症による物忘れは、食べたこと自体を忘れるなど、一連の出来
事の記憶がなく、日常生活に支障が生じるようになります。
認知症の症状には認知機能である記憶の障害（物忘れ）だけではな

く、時間、場所、人が判らなくなる見当識の障害などがあります。また、
金銭の管理、服薬や注射の管理ができないなどの症状もあります。そ
の他、徘徊、妄想、抑うつ、暴言などの周辺症状もあります。認知症は
徐々に進行し、衣服の着脱、入浴、排せつなどに介助を要するようにな
り、自発性や意欲が低下し、寝たきりになります。
認知症が疑われた場合、ミニメンタルステート検査（MMSE）や長谷
川式など認知機能のスクリーニング検査、生活機能質問票（DASC-8）

などを行います。また、血液検査により、認知症のリスク因子（糖尿病、
脂質異常症、アルコール肝障害など）のチェックもしますが、これらは
かかりつけ医でもしています。脳の画像検査（CT・MRIなど）により、脳
動脈硬化症の有無や海馬の萎縮などのチェックも行います。
治療法に確立されたものは少なく、発症・進行予防が大切であり、例

えば、生活習慣病（糖尿病、高血圧、脂質異常症など）の治療により、動
脈硬化症を防ぐことが必要です。また、適度な運動、禁煙、節酒、バラン
スの良い食事など、日常の生活が大事となります。
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