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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

2
0
2
5
年
が
明
け
ま
し
た
が
、
昨
年
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
長
期
戦
と
な
り
い
ま
だ
終

息
の
兆
し
が
な
く
、
さ
ら
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ハマ

ス
へ
の
執
拗
な
攻
撃
が
飛
び
火
し
て
、
イ
ラ
ン

を
巻
き
込
ん
で
の一
触
即
発
の
緊
迫
し
た
状
態

に
あ
り
、
中
東
情
勢
が
極
め
て
不
安
定
な
ま

ま
新
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
唯
一

の
被
爆
国
と
し
て
何
も
で
き
な
い
こ
と
が
憤
り

を
覚
え
て
い
ま
す
。

他
方
、
国
内
の
政
界
も
激
動
の
時
期
と
な

り
ま
し
た
。
も
と
も
と
支
持
率
の
低
下
で
あ

え
い
で
い
た
岸
田
首
相
が
、
自
民
党
の
政
治
と

金
の
問
題
を
国
民
の
納
得
の
い
く
対
応
が
で
き

ず
突
然
辞
職
し
、
総
裁
選
で
は
９
名
も
の
候

補
者
の
中
か
ら
党
内
で
は
非
主
流
派
の
石
破

茂
氏
が
当
選
し
、
総
理
大
臣
に
就
任
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
総
裁
選
で
抱
負
と
し
て
述
べ
て

い
た
こ
と
が
首
相
就
任
早
々
次
々
と
手
の
ひ
ら

返
し
さ
れ
て
お
り
、
石
破
政
権
に
対
し
て
は

早
く
も
多
方
面
か
ら
批
判
が
噴
出
し
て
い
ま

す
。
自
民
党
の
派
閥
政
治
の
岩
盤
を
崩
す
の

は
容
易
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
ま
た
首
相
就

任
後
わ
ず
か
９
日
間
と
い
う
歴
史
的
な
短
期

間
で
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
、
総
選
挙
が
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
自
民
党
は
大
き

く
議
席
を
減
ら
し
、
自
公
で
も
過
半
数
を
割

り
込
む
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
国
民
の
政
治

不
信
を
見
誤
り
、
政
局
の
み
を
見
据
え
て
早

期
総
選
挙
に
踏
み
切
っ
た
の
が
裏
目
に
出
た
形

と
な
り
ま
し
た
。
今
後
我
が
国
の
政
治
は
不

安
定
な
状
態
が
続
く
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
少

し
で
も
国
民
の
た
め
の
政
治
が
行
わ
れ
る
こ
と

を
願
う
ば
か
り
で
す
。

ス
ポ
ー
ツ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ

で
大
谷
翔
平
選
手
が
１
シ
ー
ズ
ン
で
ホ
ー
ム
ラ

ン
54
本
、
盗
塁
59
個
と
い
う
成
績
で
、
前
人

未
到
の
50
―
50
（
フ
ィ
フ
テ
ィ
フ
ィ
フ
テ
ィ
）
を

達
成
し
、
日
米
双
方
で
大
谷
フ
ィ
ー
バ
ー
と
な
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
昨
年
は
パ
リ
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
パ
ラ
リ

ン
ピッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
の
お
家
芸
と
も
い
う
べ
き
体
操
、
レ
ス

リ
ン
グ
、
柔
道
に
つい
て
は
も
ち
ろ
ん
、
最
近
に

な
っ
て
競
技
に
追
加
さ
れ
た
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド

や
ブ
レ
イ
ク
ダ
ン
ス
で
も
金
メ
ダ
ル
を
取
り
ま
し

た
。
そ
し
て
北
口
榛
花
選
手
が
古
代
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
か
ら
競
技
と
さ
れ
て
い
る
や
り
投
げ
で

見
事
金
メ
ダ
ル
を
取
り
ま
し
た
。
今
回
、
特

に
注
目
し
た
の
は
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
す
。
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
い
て
も
テ
ニ
ス
の
小
田
凱
人
選

手
が
男
子
シ
ン
グ
ル
ス
で
金
メ
ダ
ル
を
取
る
な
ど

日
本
勢
も
活
躍
し
ま
し
た
。
当
事
務
所
は
、

重
度
脳
性
麻
痺
者
も
し
く
は
同
程
度
の
四
肢

重
度
機
能
障
が
い
者
の
た
め
に
ヨ
ー
ロッ
パ
で
考

案
さ
れ
た
球
技
で
あ
る
「
ボ
ッ
チ
ャ
」
の
進
行

と
普
及
を
図
る
一
般
社
団
法
人
日
本
ボ
ッ
チ
ャ

協
会
の
顧
問
を
務
め
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ボ
ッ

チ
ャ
で
も
銅
メ
ダ
ル
２
つ
の
ほ
か
、
８
位
以
内
入

賞
が
５
つ
と
好
成
績
を
残
し
ま
し
た
。
嬉
し
い

限
り
で
す
。

政
治
や
経
済
な
ど
で
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
ば
か
り

で
、
日
本
人
が
す
っ
か
り
自
信
を
失
っ
て
い
る

な
か
で
、
こ
の
よ
う
に
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
で
日
本

人
が
活
躍
し
て
い
る
の
を
見
る
と
本
当
に
勇
気

づ
け
ら
れ
ま
す
。
特
に
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、

障
が
い
が
あ
っ
て
も
そ
れ
に
負
け
ず
に
鍛
錬
し

た
結
果
こ
こ
ま
で
の
技
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
、
人
間
の
無
限
の
可

能
性
を
感
じ
、
深
い
感
動
を
覚
え
ま
す
。

「
健
全
な
肉
体
に
は
健
全
な
精
神
が
宿

る
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
私
が
子
ど
も
の

頃
は
、「
健
全
な
精
神
は
健
全
な
肉
体
に
宿
る

の
だ
か
ら
、
よ
く
運
動
し
な
さ
い
」
と
教
え
ら

れ
た
の
で
す
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
お
か
し

な
言
葉
で
す
。
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
見
て
も
よ

く
わ
か
る
よ
う
に
、
障
が
い
を
持
っ
て
い
て
も

立
派
な
精
神
を
持
っ
た
人
々
は
た
く
さ
ん
い
る

で
し
ょ
う
し
、
逆
に
身
体
は
健
康
で
も
、
不

健
全
な
人
達
は
た
く
さ
ん
い
る
か
ら
で
す
。
こ

の
言
葉
は
、
健
康
で
な
い
人
に
対
す
る
差
別
と

も
取
ら
れ
か
ね
な
い
言
葉
だ
と
思
わ
れ
、
実
際

こ
の
言
葉
は
放
送
禁
止
用
語
に
な
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。

し
か
し
、
実
は
こ
れ
は
全
く
の
誤
訳
だ
そ
う

で
す
。
こ
れ
は
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
デ
キ
ム
ス
・

ユニ
ウ
ス
・
ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
の
著
作
『
風
刺
詩
集
』

に
登
場
す
る
一
節
ら
し
い
の
で
す
が
、
文
脈
か

ら
す
る
と
、「
神
に
祈
る
べ
き
こ
と
は
せ
い
ぜ
い

心
身
と
も
に
健
康
で
あ
る
こ
と
ぐ
ら
い
に
留
め

て
お
け
」
と
い
う
意
味
と
の
こ
と
で
す
。
ユ
ウ
ェ

ナ
リ
ス
は
弁
護
士
だ
っ
た
そ
う
で
、
多
く
の
人

が
自
分
勝
手
に
欲
ば
か
り
を
追
い
求
め
て
い
る

こ
と
を
嘆
き
、
こ
の
言
葉
に
よ
り
、
大
欲
を

抱
く
こ
と
を
戒
め
、
謙
虚
に
生
き
る
べ
き
こ
と

を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
述
べ
た
こ
と
と
も
関
連
し
ま
す
が
、

我
が
国
の
政
治
家
の
方
々
に
も
、
大
欲
を
捨
て

て
、
ぜ
ひ
と
も
国
民
の
た
め
の
政
治
を
し
て
も

ら
い
た
い
と
強
く
思
い
ま
す
。

当
事
務
所
も
謙
虚
さ
を
忘
れ
ず
、
油
断
す

る
こ
と
な
く
緊
張
感
の
あ
る
事
務
所
で
あ
り

た
い
と
願
って
い
ま
す
。

「
共
生
」
の
社
会
を
め
ざ
し
て

私
は
、
自
分
の
出
自
に
も
深
く
か
か
わ
る

の
で
す
が
、「
競
争
」
よ
り
「
共
生
」
の
社

会
を
と
か
、「
奪
い
合
い
」
よ
り
「
助
け
合

い
」
を
と
考
え
て
、
ひ
と
り
親
の
子
ど
も
た

ち
へ
の
支
援
を
始
め
て
13
年
目
を
迎
え
ま
し

た
。
現
在
も
、
毎
年
80
名
を
超
え
る
支
援
を

し
て
い
ま
す
が
、
中
高
生
は
い
ず
れ
も
向
学

心
や
競
争
心
が
旺
盛
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
を

追
い
続
け
、
み
ん
な
目
が
キ
ラ
キ
ラ
輝
い
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
他
方
で
、
毎
月
例
会
と

し
て
山
田
き
ず
な
ビ
ル
で
開
催
さ
れ
る
保
護

者
会
で
の
会
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
困
窮
状

態
の
中
で
必
死
に
子
育
て
を
し
な
が
ら
日
々

の
生
活
を
支
え
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
、
特

に
最
近
は
身
体
的
・
精
神
的
不
調
を
訴
え
労

働
も
ま
ま
な
ら
な
い
ひ
と
り
親
も
目
立
つ
よ

う
に
な
り
、
不
安
定
な
非
正
規
労
働
者
と
し

て
奮
闘
す
る
な
か
で
、
職
場
等
で
疲
弊
し
罹

病
す
る
ケ
ー
ス
も
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
現
場
で
の
ひ
と
り
親
の
奮
闘
ぶ
り
を

聞
か
さ
れ
る
と
、
改
め
て
日
本
の
政
治
の
貧

困
ぶ
り
が
実
感
さ
れ
ま
す
。
一
体
こ
れ
か
ら

日
本
は
ど
う
な
る
の
か
愚
痴
ら
ず
に
は
い
ら

れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
少
し
前
の
報
道
で
す
が
、

「
世
界
人
助
け
指
数
」
が
発
表
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
人
助
け
指
数
と
い
う
言
葉
自
体

新
鮮
で
興
味
を
抱
い
て
読
ん
で
み
る
と
、

２
０
２
０
年
に
行
っ
た
114
の
国
の
調
査
で
日

本
は
最
下
位
の
114
位
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

「
世
界
人
助
け
指
数
」
と
い
う
の
は
、
世
界

の
国
・
地
域
の
人
を
対
象
に
、
過
去
１
ヶ

月
の
間
に
、「
見
知
ら
ぬ
人
を
助
け
た
か
」

「
寄
付
を
し
た
か
」「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た

か
」
な
ど
を
聞
き
取
り
集
計
し
た
も
の
だ
そ

う
で
す
。
貧
困
率
の
高
い
国
や
経
済
格
差
が

大
き
い
社
会
で
は
、
一
般
的
信
頼
度
が
低
く

な
る
、
要
す
る
に
日
本
人
が
人
を
頼
ら
な

い
、
人
助
け
を
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
背
景
に
、
経
済
格

差
が
大
き
く
な
り
固
定
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と

が
多
分
に
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に

子
ど
も
に

目
を
向
け

る
と
「
子

ど
も
の
幸

福
度
」
に

関
す
る
ユ

ニ
セ
フ
の

２
０
２
０

年
の
調
査

結
果
で

は
、
38
か

国
中
20
位
の
結
果
だ
そ
う
で
す
。「
子
ど
も

の
幸
福
度
」
は
精
神
的
健
康
、
身
体
的
健
康

と
ス
キ
ル
か
ら
判
断
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、

日
本
は
経
済
的
に
は
一
流
の
先
進
国
と
評
さ

れ
な
が
ら
、
子
ど
も
の
幸
福
度
も
中
位
で
、

「
人
助
け
」
精
神
も
脆
弱
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
統
計
上
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
ま

さ
に
私
た
ち
が
、
薄
れ
た
人
情
を
嘆
い
て
い

る
よ
う
に
、
日
常
的
に
体
感
し
て
い
る
こ
と

の
正
し
さ
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
は
、
ひ
と
り
親
の
家
庭
に
生
ま
れ
経
済

的
に
恵
ま
れ
な
い
環
境
で
育
ち
ま
し
た
が
、

地
域
、
学
校
で
は
「
人
助
け
」
精
神
に
溢
れ

「
共
生
」
の
社
会
で
育
っ
た
お
陰
で
今
日
を

迎
え
て
い
ま
す
。
他
方
、
現
在
の
格
差
社
会

で
は
、
肝
心
の
子
ど
も
た
ち
が
「
ど
う
せ
、

頑
張
っ
て
も
」
と
い
う
あ
き
ら
め
か
ら
有
為

な
能
力
を
自
ら
放
棄
し
て
い
る
よ
う
な
傾
向

も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
本
基
金
の
目
標
は
、

学
習
塾
の
費
用
や
ス
ポ
ー
ツ
、
音
楽
等
で
の

諸
費
用
を
支
援
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
高
い

学
力
を
身
に
付
け
る
な
ど
潜
在
的
能
力
を
顕

在
化
さ
せ
る
機
会
を
平
等
に
与
え
る
と
共

に
、
人
間
力
を
養
う
た
め
の
体
験
学
習
の
機

会
を
与
え
、
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍

す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

本
基
金
の
活
動
に
共
鳴
し
、
支
援
し
て
い
た

だ
い
た
受
取
寄
付
金
は
、
約
２
億
６
０
０
０
万

円
と
な
り
ま
し
た
。
大
学
等
へ
の
進
学
者
も

200
名
を
数
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

子
ど
も
た
ち
が
社
会
に
旅
立
ち
、「
共
生
」
の

精
神
に
溢
れ
て
大
き
く
活
躍
す
る
こ
と
を
願

う
ば
か
り
で
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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学
時
代
の
知
己
や
実
務
修
習
中
に
ご
指
導
い
た
だ
い

た
先
輩
方
と
接
す
る
う
ち
に
、
自
分
が
目
指
し
て
い

た
も
の
と
は
、
少
し
で
も
社
会
に
役
立
ち
世
の
中
の

た
め
に
な
る
よ
う
な
仕
事
が
し
た
い
と
い
う
素
朴
な

思
い
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
の
で
し
た
。

今
で
も
そ
の
頃
の
自
分
の
心
向
き
、
志
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か
振
り
返
る
こ
と
も
な
い
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
そ
の
よ
う
な
素
朴
な
思
い
を
こ
れ
か
ら
も
忘

れ
ず
に
生
き
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

三　
「
無
所
属
の
時
間
で
生
き
る
」
と
い
う
こ
と

山
田
先
生
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
自
由
な
立
場
で
弁

護
士
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
、

本
当
に
有
り
難
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

裁
判
官
を
退
官
し
た
際
、
改
め
て
「
無
所
属
の
時

間
で
生
き
る
」（
城
山
三
郎
）
と
い
う
こ
と
を
考
え

て
み
ま
し
た
。
特
に
秀
で
た
資
質
を
持
ち
合
わ
せ
て

も
い
な
い
自
分
に
と
っ
て
、
せ
い
ぜ
い
無
所
属
の
時

間
を
漫
然
と
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う

自
ら
を
戒
め
、
残
さ
れ
た
人
生
の
中
で
自
分
が
法
曹

と
し
て
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
で
き
る
か
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
地
道
に
取
り
組
み
践

み
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

微
力
な
が
ら
、
多
様
な
問
題
や
悩
み
を
抱
え
て

困
っ
て
い
る
方
々
の
少
し
で
も
お
役
に
立
て
る
よ
う

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ど
う
か
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

虎
に
翼
―
森
さ
ん
の
こ
と
―

私
が
初
め
て
森
さ
ん
に
お
会
い
し
た
の
は
、
平
成
11

年
４
月
、
私
が
支
部
長
を
し
て
い
た
Ｓ
支
部
に
森
さ
ん

が
赴
任
し
て
来
ら
れ
た
と
き
だ
っ
た
。

当
時
、
Ｓ
支
部
は
、
民
事
で
は
、
執
行
・
破
産
事
件

の
処
理
の
遅
れ
か
ら
事
件
が
大
量
に
滞
留
し
当
事
者
に

迷
惑
を
か
け
て
い
た
こ
と
や
、
刑
事
で
は
、
凶
悪
・
困

難
な
合
議
事
件
が
多
数
係
属
す
る
と
と
も
に
、
毎
月
尋

常
で
な
い
数
の
事
件
が
起
訴
さ
れ
る
た
め
事
件
が
滞
留

し
が
ち
で
あ
る
な
ど
の
課
題
を
抱
え
て
い
た
。
本
庁
か

ら
応
援
し
て
も
ら
っ
て
い
た
も
の
の
、
と
て
も
間
に
合

う
よ
う
な
状
態
で
は
な
く
、
思
い
切
っ
た
処
理
体
制
の

構
築
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
に
、
経
験
豊
富
な

前
任
者
か
ら
20
年
も
若
い
、
判
事
２
年
目
の
彼
を
迎
え

て
、私
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
思
っ
て
も
い
た
。

刑
事
で
は
、
合
議
事
件
の
一
部
本
庁
へ
の
回
付
、
検

察
庁
・
弁
護
士
会
と
交
渉
し
て
新
し
い
合
議
事
件
は
全

て
本
庁
に
起
訴
し
て
も
ら
う
等
の
緊
急
措
置
を
採
っ
た

が
、
週
３
開
廷
で
単
独
事
件
を
担
当
す
る
彼
の
も
と
に

は
１
か
月
に
100
件
も
の
新
受
事
件
が
き
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
彼
も
び
っ
く
り
し
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、
日
頃
刑
事

裁
判
の
理
想
を
熱
く
語
る
彼
が
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る

か
興
味
津
々
で
も
あ
っ
た
。
詳
し
い
こ
と
は
忘
れ
て
し

ま
っ
た
が
、
彼
は
、
刑
事
部
の
Ｆ
部
総
括
判
事
、
書
記

官
や
事
務
官
の
協
力
を
得
て
、
週
４
開
廷
と
し
、
様
々

な
工
夫
に
よ
り
事
件
の
審
理
を
停
滞
さ
せ
ず
見
事
に
対

処
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
彼
は
合
議
事
件
に
も
関
与
さ

れ
、
同
じ
日
に
死
刑
と
無
罪
の
判
決
に
関
与
す
る
と
い

う
離
れ
業
?
を
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
聞
い
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
超
多
忙
の
中
、
酒
の
好
き
な
彼
は
退

庁
後
同
僚
や
職
員
と
良
く
飲
み
に
も
行
っ
て
お
ら
れ

た
。
酒
が
入
る
と
彼
は
熱
弁
と
な
り
、
刑
事
裁
判
の
あ

り
方
、
刑
事
裁
判
官
と
し
て
の
理
想
を
熱
く
語
る
の
が

常
で
あ
っ
た
。
私
も
良
く
付
き
合
っ
た
が
、
そ
の
た

め
、
終
電
車
に
乗
り
そ
こ
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

懐
か
し
い
思
い
出
で
あ
る
。
あ
の
よ
う
な
超
多
忙
の

中
、
弱
音
を
吐
く
こ
と
な
く
、
疾
風
怒
濤
の
Ｓ
支
部
を

立
て
直
す
の
に
尽
力
さ
れ
た
彼
に
は
今
で
も
感
謝
し
て

い
る
。
テ
レ
ビ
の
朝
ド
ラ
「
虎
に
翼
」
で
司
法
に
対
す

る
国
民
の
関
心
が
高
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
Ｓ

支
部
時
代
の
彼
は
ま
さ
に
翼
を
得
た
虎
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
び
、
当
事
務
所
の
客
員
弁
護
士
で
あ
る
林
醇

先
生
の
ご
紹
介
に
よ
り
、
山
田
庸
男
先
生
の
ご
厚
意
を

賜
り
、
当
事
務
所
に
客
員
弁
護
士
と
し
て
勤
務
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
従
前
か
ら
当
事
務
所

の
「
轍
」
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た

が
、
そ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
こ
れ
ま
で
の
経
歴
等
を

も
交
え
て
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

一　

こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
得
た
も
の

私
は
、
司
法
修
習
（
四
〇
期
）
を
終
え
た
後
、
東

京
で
弁
護
士
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
事

務
所
の
所
長
弁
護
士
の
薫
陶
の
も
と
、
多
く
の
先
輩

弁
護
士
の
ご
指
導
を
受
け
、
忙
し
い
な
が
ら
も
充
実

し
た
日
々
を
送
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
ま
ま
弁
護

士
と
し
て
が
ん
ば
っ
て
成
長
し
よ
う
と
考
え
る
一
方

で
、
従
前
か
ら
思
う
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た
、
司
法

修
習
時
代
か
ら
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
の
勧
め
も

あ
っ
て
、
事
務
所
の
所
長
弁
護
士
に
も
快
く
送
り
出

し
て
い
た
だ
き
、
平
成
元
年
四
月
に
裁
判
官
に
任
官

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
こ
れ
ま
で
主
に
刑
事
事
件
や
少
年
事
件
に
携

わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
刑
事
事
件
に
お
き
ま
し

て
は
、
被
告
人
の
た
め
に
尽
力
し
適
正
な
判
断
を
き

ち
ん
と
求
め
る
先
生
方
の
訴
訟
活
動
は
本
当
に
有
り

難
く
、
法
曹
と
し
て
尊
崇
の
念
を
抱
い
て
お
り
ま
し

た
。
ま
た
、
少
年
事
件
に
お
き
ま
し
て
も
、
真
に
少

年
の
更
生
を
願
い
、
試
験
観
察
等
も
含
め
家
裁
調
査

官
等
と
も
良
く
連
携
し
た
付
添
人
活
動
に
は
心
か
ら

感
謝
の
気
持
ち
を
抱
い
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
、
民

事
事
件
や
家
事
事
件
に
お
き
ま
し
て
も
、
代
理
人
の

先
生
方
が
、
紛
争
関
係
の
真
の
争
点
、
要
と
な
る
事

実
関
係
を
き
ち
ん
と
把
握
し
た
上
で
、
い
わ
ゆ
る
事

件
の
落
と
し
ど
こ
ろ
を
見
据
え
て
ご
努
力
い
た
だ

き
、
当
事
者
の
納
得
の
も
と
和
解
や
調
停
が
成
立
し

た
と
き
に
は
、
快
感
と
も
表
す
べ
き
喜
び
を
感
じ
た

も
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
三
五
年
余
り
裁
判
の
仕
事
に
携

わ
っ
て
き
た
中
で
、
尊
敬
で
き
る
多
く
の
法
曹
と
一

緒
に
仕
事
が
で
き
た
こ
と
は
本
当
に
幸
せ
で
あ
り
、

素
敵
な
法
律
家
と
の
出
会
い
が
私
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
財
産
に
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
出
会
い
を
重
ね
る
中
で
、
法
曹
と
し
て

大
事
な
資
質
を
一
つ
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
物
事

に
対
す
る
謙
虚
な
姿
勢
で
あ
る
と
常
々
考
え
て
お
り

ま
し
た
。
物
事
、
と
り
わ
け
人
に
対
す
る
謙
虚
さ
が

な
け
れ
ば
、
人
と
い
う
も
の
の
本
質
、
そ
の
人
の
気

や
容
、
人
が
人
と
向
き
合
っ
て
い
る
関
わ
り
の
有
り

様
が
見
え
て
こ
な
い
よ
う
に
思
う
か
ら
で
す
。
こ
の

こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
得
た
わ
き
ま
え
と

し
て
こ
れ
か
ら
も
常
に
自
戒
す
べ
き
も
の
と
肝
に
銘

じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

二　

心
向
き
あ
る
い
は
志

私
は
高
校
を
卒
業
す
る
ま
で
越
後
の
片
田
舎
で
過

ご
し
て
お
り
ま
し
た
。
出
身
中
学
の
後
輩
に
バ
ス

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
日
本
代
表
の
キ
ャ
プ
テ
ン
を
務
め
た

富
樫
選
手
が
お
り
ま
す
が
、
彼
が
言
う
よ
う
に
「
山

と
田
ん
ぼ
し
か
な
い
と
こ
ろ
」
で
長
閑
な
生
活
を

送
っ
て
お
り
ま
し
た
。
確
た
る
展
望
を
抱
く
こ
と
も

な
く
、
石
橋
湛
山
や
大
宅
壮
一
等
に
単
な
る
憧
れ
を

抱
き
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
目
指
し
て
田
舎
か
ら
上

京
し
ま
し
た
が
、
漫
然
と
大
学
生
活
を
送
る
う
ち

に
、
当
初
の
目
標
か
ら
徐
々
に
逸
れ
、
偶
々
法
律
を

学
ぶ
機
会
を
得
て
漠
然
と
司
法
試
験
を
目
指
す
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

法
律
は
ほ
と
ん
ど
独
学
で
し
た
が
、
何
と
か
司
法

試
験
に
合
格
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
だ
、
今

振
り
返
れ
ば
司
法
修
習
中
も
自
分
が
進
む
べ
き
道
に

迷
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
時
も
、
大

い
ま
だ
法
曹
と
し
て

弁
護
士

森
　
浩
史

雪に閉ざされた長い冬が終わりますと、桜の開花とと
もに一斉に草花が咲き誇ります。ちなみにチューリッ
プは新潟県の県花です。

2019年ラグビーワールドカップ日本大会。私はラグビー日本代表を応援しております。

弁
護
士

林 
 

醇
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京
都
事
務
所
だ
よ
り
　
～
京
の
冬
の
風
物
詩
～

冬
と
い
え
ば
鍋
、
京
都
の
冬
の
鍋
と
し
て
有
名
な
も

の
に「
湯
豆
腐
」が
あ
り
ま
す
。
鍋
な
の
に
豆
腐
だ
け
？

と
思
わ
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、“S

im
ple is 

B
est

”　

豆
腐
と
水
と
昆
布
だ
け
で
成
立
す
る
実
に
味

わ
い
深
い
鍋
で
す
。

確
た
る
資
料
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
で
す

が
、
京
都
の
南
禅
寺
の

禅
僧
が
精
進
料
理
と
し

て
食
し
た
の
が
始
ま
り

ら
し
く
、
今
で
も
こ
の

辺
り
に
は
有
名
な
湯
豆

腐
専
門
店
が
数
件
あ
り

ま
す
。
肉
も
魚
も
食
し

な
い
僧
侶
が
タ
ン
パ
ク

質
を
摂
る
た
め
に
豆
か

ら
作
る
豆
腐
を
食
べ

た
わ
け
で
す
が
、
京

都
の
地
下
水
は
ミ
ネ

ラ
ル
の
少
な
い
軟
水

の
た
め
に
、
こ
の
水

で
豆
腐
を
作
る
と
柔

ら
か
な
仕
上
が
り
に

な
る
そ
う
で
す
（
ミ

ネ
ラ
ル
が
多
い
水
だ

と
に
が
り
成
分
に
な

る
た
め
豆
腐
が
固

く
な
る
ら
し
い
で

す
）。
ま
た
、
僧
侶
の
料
理
で
あ
る
た
め
に
か
つ
お
節

な
ど
の
魚
介
類
で
は
な
く
昆
布
で
出
汁
を
と
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
さ
に
湯
豆
腐
は
、
僧
侶
と
軟
水
の
地
下

水
と
い
う
京
都
の
土
地
が
磨
き
上
げ
た
料
理
と
い
え
そ

う
で
す
。

湯
豆
腐
を
お
い
し
く
食
べ
る
コ
ツ
で
す
が
、
普
通
の

鍋
の
よ
う
に
豆
腐
を
（
高
温
で
）
炊
き
す
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
鍋
の
お
湯
（
出
汁
）
が
少
し
く
ら
く
ら

と
沸
い
て
き
た
頃
が
食
べ
ご
ろ
で
す
。
土
鍋
の
下
に
昆

布
を
敷
く
の
も
豆
腐
を
高
温
で
炊
き
す
ぎ
な
い
た
め
の

工
夫
ら
し
い
で
す
。　

さ
て
、
次
に
お
正
月
を
飾
る
お
雑
煮
で
す
が
、
伝
統

的
な
京
都
の
お
雑
煮
は
白
味
噌
に
丸
餅
、
あ
と
は
頭
芋

（
里
芋
の
親
芋
）
や
海
老
芋
、
大
根
、
金
時
人
参
な
ど

が
具
材
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
。

白
味
噌
を
使
う
の
は
京
都
独
特
で
す
が
、
通
常
の
味

噌
と
違
い
米
を
贅
沢
に
使
う
味
噌
で
あ
る
た
め
、
平
安

時
代
に
宮
中
の
貴
族
な
ど
が
食
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

で
す
の
で
、
縁
起
の
良
い
白
い
味
噌
が
用
い
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。
白
味
噌
は
発
酵
期
間
が
1
週
間
か
ら
10

日
程
度
と
短
い
た
め
、
長
期
保
存
を
前
提
と
し
た
普
通

の
味
噌
と
は
違
い
甘
み
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
丸
い
餅
は
円
満
や
長
寿
を
願
い
、
具
材
の
頭

芋
は
子
孫
繁
栄
、
金
時
人
参
は
赤
で
魔
よ
け
の
意
味
が

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
年
に
一
度
新
し
い
年
に
白

味
噌
の
お
雑
煮
を
食
べ
る
と
、
年
が
改
ま
っ
た
気
分
が

一
層
盛
り
上
が
り
ま
す
。

OW
EN

活
動
記
　
～
大
阪
府
女
性
経
営
者
有
識
者
交
流
研
究
会
に
つ
い
て
～

弁
護
士
に
な
っ
て
16
年
を
迎
え
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
仕
事
を
す
る
中
で
、
ご
依
頼
者
も
含
め

様
々
な
人
と
ご
縁
を
い
た
だ
き
、
そ
の
繋
が
り
の
中
で

多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

弁
護
士
10
年
目
を
過
ぎ
、
人
と
の
繋
が
り
を
さ
ら
に

広
げ
て
い
き
た
い
と
の
思
い
が
強
く
な
っ
た
頃
、
懇
意

に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
大
ベ
テ
ラ
ン
の
女
性
税
理

士
の
先
生
か
ら
「
大
阪
府
女
性
経
営
者
有
識
者
交
流
研

究
会
（
略
称　

O
W

E
N

）」
に
お
誘
い
い
た
だ
き
入
会

い
た
し
ま
し
た
。

当
会
は
、
昭
和
60
年
１
月
設
立
で
、
女
性
の
、
経
営

者
、
管
理
職
、
有
資
格
者
等
、
多
種
多
様
な
会
員
が
在

籍
し
て
お
り
、
職
種
、
年
齢
を
超
え
て
自
由
な
雰
囲
気

で
活
動
し
て
い
ま
す
。

毎
月
の
例
会
で
は
、
会
員
相
互
で
ビ
ジ
ネ
ス
ワ
ー
ク

を
行
っ
た
り
、
外
部
講
師
を
招
い
て
のC

hatG
P

T

の

使
い
方
等
の
仕
事
に
役
立
つ
勉
強
会
、
有
名
美
容
家
に

よ
る
メ
イ
ク
講
座
等
の
美
容
と
健
康
の
た
め
の
講
習
会

等
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
秋
の

ハ
イ
キ
ン
グ
、
望
年
会
（
当
会
で
は
験
担
ぎ
で
こ
の
よ

う
に
称
し
て
い
ま
す
）
等
は
恒
例
行
事
で
、
皆
で
ワ
イ

ワ
イ
し
て
い
ま
す
。

令
和
５
年
度
か
ら
は
、
会
長
職
を
拝
命
し
（
重

責
！
）、
役
職
者
と
し
て
例
会
の
企
画
、
準
備
を
行
い
、

会
の
運
営
に
も
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
日
々
の
業
務
と
の

兼
ね
合
い
で
決
し
て
楽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
チ
ー
ム

で
何
か
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
や
り
が
い
が
あ
り
、
何

よ
り
、
会
メ
ン
バ
ー
と
仲
良
く
な
れ
た
こ
と
、
絆
が
深

ま
っ
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
本
誌
を
読
ま

れ
て
い
る
女
性
の
経
営
者
、
管
理
職
、
有
資
格
者
の
み

な
さ
ま
、
当
会
に
ご
興
味
お
あ
り
で
し
た
ら
、
ぜ
ひ
ご

一
報
く
だ
さ
い
。
例
会
へ
の
ゲ
ス
ト
参
加
も
大
歓
迎
で

す
。さ

て
、
当
会
は
２
０
２
５
年
１
月
で
創
立
40
周
年
を

迎
え
る
に
あ
た
り
、
２
月
に
周
年
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し

て
い
ま
す
。
豊
中
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
勝
部
麗
子
さ
ん
を
お
招
き

し
「
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
を
つ
く
ら
な
い
～
全
て
の
人
に
居

場
所
と
役
割
を
～
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご
講
話
い
た
だ

く
予
定
で
す
。
多
数
の
テ
レ
ビ
番
組
へ
ご
出
演
も
さ

れ
、
ご
存
じ
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
大

変
社
会
的
意
義
の
あ
る
活
動
で
す
が
、
愛
と
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
溢
れ
る
取
組
み
姿
勢
か
ら
の
ご
経
験
談
は
必
聴
で

す
。
こ
ち
ら
の
イ
ベ
ン
ト
は
皆
様
ご
参
加
で
き
ま
す
の

で
、
ご
参
加
希
望
、
ご
興
味
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

司
法
修
習
生

突
然
で
は
あ
り
ま
す
が
、「
司
法
修
習
生
」
の
細
谷
謙

さ
ん
が
、
２
０
２
４
年
９
月
27
日
か
ら
、
東
京
事
務
所

に
お
い
て
、「
司
法
修
習
」の
一
環
と
し
て「
弁
護
修
習
」

を
開
始
し
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、「
司
法
修
習
生
」、「
司
法
修
習
」、「
弁

護
修
習
」
と
い
う
言
葉
い
ず
れ
も
、
あ
ま
り
聞
き
な
じ

み
の
な
い
言
葉
か
と
思
い
ま
す
。「
司
法
修
習
」と
は
、

司
法
試
験
に
合
格
し
た
者
が
、
そ
の
後
約
１
年
間
、
法

曹
三
者
で
あ
る
裁
判
官
・
弁
護
士
・
検
察
官
そ
れ
ぞ
れ

か
ら
、
実
際
の
事
件
を
通
じ
て
個
別
具
体
的
な
指
導
を

受
け
、
法
律
実
務
に
関
す
る
知
識
や
技
能
を
培
う
研
修

制
度
の
こ
と
を
い
い
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
研
修
を
受

け
る
者
の
こ
と
を
「
司
法
修
習
生
」
と
い
い
ま
す
。
そ

し
て
、
司
法
修
習
生
が
、
弁
護
士
事
務
所
に
お
い
て
、

具
体
的
な
弁
護
士
業
務
に
関
す
る
知
識
等
を
培
う
の

が
、「
弁
護
修
習
」
で
す
。

今
回
、
細
谷
さ
ん
の
弁
護
修
習
の
指
導
担
当
と
し

て
、
東
京
事
務
所
の
細
川
弁
護
士
が
選
ば
れ
た
た
め
、

東
京
事
務
所
に
お
い
て
弁
護
修
習
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

細
谷
さ
ん
は
、
弁
護
修
習
が
始
ま
っ
た
当
初
か
ら
、

依
頼
者
の
皆
様
と
の
打
合
せ
や
裁
判
期
日
へ
の
同
席
、

交
渉
相
手
と
の
間
の
和
解
案
の
検
討
、
裁
判
所
に
提

出
す
る
陳
述
書
案
や
訴
状
案
の
作
成
、
契
約
書
の
レ

ビ
ュ
ー
と
い
っ
た
様
々
な
弁
護
士
業
務
に
対
し
、
熱
心

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
現
役
の
司
法
修

習
生
の
姿
勢
を
間
近
で
見
る
こ
と
で
、
私
自
身
、
改
め

て
背
筋
が
伸
び
る
よ
う
な
思
い
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
私
も
、
細
川
弁
護
士
と
私
が
一
緒
に
担
当
し

て
い
る
事
件
に
関
し
、
質
問
を
受
け
た
り
、
事
件
の
協

議
を
す
る
な
ど
、
細
谷
さ
ん
と
直
接
会
話
を
す
る
機
会

が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
や
り
取
り
を
通
じ

て
、
私
の
約
２
年
の
弁
護
士
生
活
で
培
わ
れ
た
知
識
や

考
え
方
に
つ
い
て
も
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
新
鮮

で
良
い
刺
激
を
受
け
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、私
が
司
法
修
習
生
で
あ
っ
た
時
か
ら
、あ
っ

と
い
う
間
に
約
２
年
の
時
間
が
経
っ
た
こ
と
に
も
非
常

に
驚
い
て
い
ま
す
。
こ
の
約
２
年
は
、
私
に
と
っ
て
充

実
し
た
弁
護
士
生
活
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

す
が
、
現
状
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
依
頼
者
の
皆
様

の
お
力
と
な
れ
る
よ
う
、
気
を
引
き
締
め
て
精
進
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

弁
護
士

中
世
古 
裕
之

弁
護
士

松
嶋
依
子

弁
護
士

森
田
啓
正

無料写真素材より

農林水産省「うちの郷土料理」より
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メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
等
の
労
働
者
に
対

し
て
行
う
べ
き
安
全
衛
生
対
策

第
１　

は
じ
め
に

雇
用
契
約
は
、
労
働
者
が
労
働
を
提
供
し
、
事
業
者
が
そ

の
対
価
と
し
て
給
与
を
支
払
う
こ
と
が
本
質
と
さ
れ
て
い
ま

す
。し

か
し
、
事
業
者
は
た
だ
給
与
を
支
払
う
だ
け
で
よ
い
と

い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
労
働
契
約
法
第
５
条
に
お
い

て
、「
使
用
者
は
、
労
働
契
約
に
伴
い
、
労
働
者
が
そ
の
生

命
、
身
体
等
の
安
全
を
確
保
し
つ
つ
労
働
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
必
要
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
事
業
者
に
は
安
全
配
慮
義
務
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
を
行
政
法
規
と
し
て
具
体
化
し
た
も
の
が
、

１
９
７
２
年
に
制
定
さ
れ
た
労
働
安
全
衛
生
法
で
す
。
さ
ら

に
、
現
代
に
お
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
就
労
者
の
増
加
に

伴
い
、工
場
等
の
現
場
に
よ
る
物
理
的
な
安
全
だ
け
で
な
く
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
平
成
18
年
３

月
31
日
に
は
、「
労
働
者
の
心
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め

の
指
針
」
が
厚
生
労
働
省
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
稿
で
は
、
事
業
者
が
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
安
全
衛
生
法
の
概
要
と
上
記
の
指
針
に
よ
る
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
対
策
に
お
い
て
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
説
明
を
し
ま
す
。

第
２　

安
全
衛
生
法
に
よ
り
対
応
す
べ
き
措
置
の
概
要

１　
安
全
衛
生
に
関
す
る
管
理
者
・
推
進
者
等
や
委
員
会
の
設
置

事
業
者
は
、
規
模
や
業
種
に
応
じ
て
、
事
業
者
は
総
括
安

全
衛
生
管
理
者
、
安
全
管
理
者
、
衛
生
管
理
者
、
安
全
衛
生

推
進
者
、
衛
生
推
進
者
の
選
任
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

（
安
全
衛
生
法
10
～
12
条
）。
こ
れ
ら
の
管
理
者
・
推
進
者
は

労
働
者
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
常
時

10
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
、
安
全

衛
生
推
進
者
か
衛
生
推
進
者
を
選
任
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
一
定
の
業
種
、
規
模
の
事
業
所
で
は
安
全
に
関
す

る
事
項
を
審
議
す
る
安
全
委
員
会
の
設
置
が
、
さ
ら
に
、
常

時
50
人
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
所
で
は
衛
生
委
員
会
を

設
置
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
同
法
17
条
、

18
条
）。
こ
れ
ら
の
委
員
会
は
毎
月
１
回
以
上
開
催
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
中
心
の
事
業
者
で
も
、

一
定
規
模
に
な
れ
ば
、
衛
生
委
員
会
を
設
置
し
て
開
催
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
お
ろ
そ
か
に
な
り
が
ち

な
の
で
ご
注
意
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

２　
産
業
医
の
設
置
と
健
康
診
断
・
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施

常
時
50
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
で
は
、
労

働
者
の
健
康
管
理
の
た
め
産
業
医
を
選
任
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
１
０
０
０
人
以
上
の
労
働
者
を
常
時
使
用
す

る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
専
任
の
産
業
医
を
選
任
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
（
同
法
13
条
）。
こ
の
産
業
医
に
つ
い
て
は

原
則
と
し
て
毎
月
１
回
の
作
業
場
訪
問
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
労
働
者
の
健
康
を
管
理
す
る
た
め
に
産
業
医
の
設

置
だ
け
で
な
く
、
事
業
者
に
は
健
康
診
断
及
び
心
理
的
な
負

担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査（
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
）

を
実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
同
法
66
条

以
下
）。

こ
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
常
時
使
用
す
る

労
働
者
に
対
し
、
１
年
以
内
ご
と
に
１
回
、
定
期
的
に
、

①
職
場
に
お
け
る
当
該
労
働
者
の
心
理
的
な
負
担
に
関
す
る

項
目
、
②
当
該
労
働
者
の
心
理
的
な
負
担
に
よ
る
心
身
の
自

覚
症
状
に
関
す
る
項
目
③
職
場
に
お
け
る
他
の
労
働
者
に
よ

る
当
該
労
働
者
へ
の
支
援
に
関
す
る
項
目
に
つ
い
て
、
医
師

等
に
よ
る
検
査
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
（
労
働
安
全

衛
生
規
則
52
条
の
９
）。
そ
し
て
、
検
査
を
実
施
し
た
医
師

等
が
「
心
理
的
な
負
担
の
程
度
が
高
く
医
師
に
よ
る
面
接
指

導
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
」
と
認
め
た
労
働
者
が
面
接
指
導

を
受
け
る
こ
と
を
企
業
に
申
し
出
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く

面
接
指
導
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
面
接
指
導
を
踏
ま

え
た
医
師
の
意
見
を
踏
ま
え
て
就
業
場
所
の
変
更
等
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
（
同
法
66
条
の
８
）。

３　

そ
の
他
の
措
置

以
上
、
労
働
安
全
衛
生
に
関
す
る
管
理
者
・
推
進
者
等
の

選
任
や
委
員
会
の
設
置
、産
業
医
の
設
置
お
よ
び
健
康
診
断
・

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。
た

だ
し
、
労
働
安
全
衛
生
法
が
事
業
者
に
求
め
て
い
る
対
応
は

こ
れ
に
限
ら
ず
、
特
に
、
工
事
現
場
等
に
お
け
る
定
め
に
つ

い
て
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
よ
り
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
注
意
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

第
３　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
た
め
の
指
針

１　

労
働
安
全
衛
生
法
上
の
位
置
付
け

労
働
安
全
衛
生
法
は
、
事
業
者
に
対
し
、「
労
働
者
に
対

す
る
健
康
教
育
及
び
健
康
相
談
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

持
増
進
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
継
続
的
か
つ
計
画
的
に

講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
69
条
１
項
）

と
し
、
こ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
に
指
針
の

１
つ
が
冒
頭
で
紹
介
し
た
「
労
働
者
の
心
の
健
康
の
保
持
増

進
の
た
め
の
指
針
」（
以
下
「
指
針
」
と
い
い
ま
す
。）
で
す
。

指
針
に
関
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
事
業
者
に
対
し
指
導

等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
ま
す

が
（
安
全
衛
生
法
69
条
１
項
）、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
と

し
て
有
用
に
な
る
の
で
参
考
に
す
べ
き
で
あ
り
、
以
下
、
こ

の
指
針
の
概
要
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

２　

指
針
の
内
容

⑴
４
つ
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
推
進

指
針
に
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
考
え
方
の
ほ
か
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
推
進
の
た
め
に
４
つ
の
ケ
ア
が
継

続
か
つ
計
画
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

こ
の
４
つ
の
ケ
ア
と
は
、
①
セ
ル
フ
ケ
ア
（
労
働
者
自
身

が
ス
ト
レ
ス
に
気
づ
い
て
対
策
を
す
る
こ
と
）
②
ラ
イ
ン
に

よ
る
ケ
ア
（
管
理
監
督
者
が
部
下
の
状
況
を
把
握
し
て
お
り

ス
ト
レ
ス
要
因
を
把
握
し
て
改
善
す
る
こ
と
）
③
事
業
内
保

健
ス
タ
ッ
フ
等
に
よ
る
ケ
ア
（
産
業
医
等
の
知
見
の
あ
る
ス

タ
ッ
フ
が
労
働
者
及
び
管
理
監
督
者
に
よ
る
ケ
ア
に
対
す
る

支
援
を
実
施
す
る
こ
と
）④
事
業
場
外
資
源
に
よ
る
ケ
ア（
事

業
場
外
の
医
療
機
関
及
び
地
域
保
健
機
関
な
ど
の
支
援
も
活

用
す
る
こ
と
）
で
す
。

⑵
４
つ
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
実
施

そ
し
て
、
指
針
に
お
い
て
は
、
４
つ
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

ケ
ア
の
実
施
内
容
と
し
て
①
教
育
研
修
・
情
報
提
供
、
②
労

働
環
境
等
の
把
握
と
改
善
、
③
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
へ
の

気
づ
き
と
対
応
、
④
職
場
復
帰
に
お
け
る
支
援
が
挙
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
①
教
育
研
修
・
情
報
提
供
と
し
て
、
事
業

者
は
、
労
働
者
や
管
理
監
督
者
な
ど
に
対
し
て
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
に
関
す
る
方
針
、
ス
ト
レ
ス
の
基
礎
知
識
、
セ
ル
フ

ケ
ア
の
重
要
性
や
相
談
先
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
教
育
研

修
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
セ
ル

フ
ケ
ア
の
促
進
と
し
て
、
全
て
の
労
働
者
に
ス
ト
レ
ス
の
予

防
や
対
処
方
法
、
適
切
な
相
談
体
制
を
案
内
し
、
管
理
監
督

者
に
は
、
部
下
の
相
談
対
応
方
法
や
職
場
復
帰
支
援
に
関
す

る
指
導
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
②
労
働
環
境
等
の
把
握
と
改
善
と
し
て
、
事
業
者

は
職
場
内
の
ス
ト
レ
ス
要
因
を
把
握
し
、
改
善
に
努
め
る
た

め
に
、
日
常
の
職
場
管
理
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
結
果
の
分

析
、
労
働
者
か
ら
の
意
見
聴
取
を
通
じ
た
問
題
の
特
定
を
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
産
業
医
等
の
知
見
の

ス
タ
ッ
フ
が
評
価
と
改
善
を
主
導
し
、
管
理
監
督
者
と
協
力

し
て
職
場
環
境
の
改
善
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
③
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
へ
の
気
づ
き
と
対
応
と

し
て
、
事
業
者
は
、
労
働
者
が
自
身
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不

調
に
気
づ
き
、
適
切
に
対
処
で
き
る
よ
う
、
相
談
窓
口
や
ス

ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
管
理
監
督
者
は
、
日
常
的
に
労
働
者
の
健
康
状

態
を
観
察
し
、
必
要
に
応
じ
て
個
別
の
配
慮
や
産
業
医
と
の

連
携
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
家
族
か
ら
の
相
談
に
対
応
す
る

体
制
も
整
え
、
必
要
な
支
援
を
迅
速
に
行
う
仕
組
み
の
構
築

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

④
の
職
場
復
帰
に
お
け
る
支
援
と
し
て
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
不
調
で
休
業
し
た
労
働
者
が
ス
ム
ー
ズ
に
復
帰
で
き
る

よ
う
、
復
帰
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
休
業
開
始
か
ら
通
常
業

務
へ
の
復
帰
ま
で
の
流
れ
と
支
援
手
順
が
定
め
ら
れ
、
産
業

医
や
管
理
監
督
者
が
労
働
者
の
復
帰
を
支
援
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

第
４　

最
後
に

以
上
、
労
働
安
全
衛
生
の
観
点
か
ら
、
法
的
に
事
業
者
が

対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

ケ
ア
と
し
て
指
針
に
お
い
て
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
説
明
を
い
た
し
ま
し
た
。
特
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
つ

い
て
は
、「
大
変
な
仕
事
を
割
り
振
っ
て
あ
と
は
関
与
し
な

い
。
こ
な
せ
な
い
の
は
労
働
者
の
問
題
。」と
い
う
方
針
は
、

事
業
者
と
し
て
も
上
司
と
し
て
も
と
っ
て
は
い
け
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
け
ば
と
思
い
ま
す
。

健
康
増
進
法
と
「
分
煙
」

１　

は
じ
め
に

２
０
２
０
年
4
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
健
康
増
進
法
に
よ

り
、
施
設
屋
内
で
の
喫
煙
が
原
則
禁
止
と
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
例
外
的
に
屋
内
で
の
喫
煙
を
許
容
す
る
場
合
に
は
喫
煙

室
の
設
置
が
必
要
と
な
り
、
喫
煙
室
を
設
置
し
た
場
合
に
は

指
定
さ
れ
た
標
識
の
掲
示
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。さ
ら
に
、

20
歳
未
満
の
喫
煙
エ
リ
ア
へ
の
立
ち
入
り
は
禁
止
さ
れ
、
各

種
規
制
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
規
定
も
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

２　

施
設
屋
内
で
の
喫
煙
禁
止

改
正
健
康
増
進
法
で
は
、
対
象
施
設
ご
と
に
適
用
さ
れ
る

ル
ー
ル
が
異
な
り
ま
す
。

8
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ま
ず
、「
第
1
種
施
設
」と
さ
れ
る
学
校
や
児
童
福
祉
施
設
、

病
院
や
診
療
所
、
行
政
機
関
な
ど
の
公
共
性
が
高
い
施
設
は

敷
地
内
禁
煙
で
、
屋
内
に
喫
煙
等
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

次
に
「
第
2
種
施
設
」
に
は
、
第
1
種
施
設
以
外
の
多
数

の
人
が
集
ま
る
施
設
や
オ
フ
ィ
ス
、
工
場
、
宿
泊
施
設
、
飲

食
店
な
ど
が
該
当
し
、
原
則
と
し
て
屋
内
は
禁
煙
で
す
。

そ
の
他
、
公
衆
喫
煙
所
、
喫
煙
を
主
目
的
と
す
る
バ
ー
、

ス
ナ
ッ
ク
等
、
店
内
で
喫
煙
可
能
な
た
ば
こ
販
売
店
な
ど
の

「
喫
煙
目
的
施
設
」
は
、
施
設
内
で
の
喫
煙
が
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
も
喫
煙
目
的
室
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

３　

喫
煙
室
の
種
類

喫
煙
室
に
は
、
①
喫
煙
専
用
室
（
飲
食
不
可
、
施
設
の
一

部
に
設
置
可
）、②
加
熱
式
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
（
飲
食
可
、

施
設
の
一
部
に
設
置
可
）、
③
喫
煙
専
用
室
（
主
食
を
除
く

飲
食
可
、
施
設
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
設
置
可
）、
④
喫
煙

可
能
室
（
飲
食
可
、
施
設
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
設
置
可
）

が
あ
り
ま
す
。

第
2
種
施
設
で
は
原
則
屋
内
禁
煙
で
す
が
、
上
記
①
②
の

喫
煙
室
を
設
置
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

ま
た
、
喫
煙
目
的
室
で
は
、
上
記
③
の
喫
煙
室
を
設
置
す

る
こ
と
が
可
能
で
す
。

さ
ら
に
、
２
０
２
０
年
4
月
1
日
時
点
で
既
存
の
経
営
規

模
の
小
さ
な
飲
食
店
（
資
本
金
５
０
０
０
万
円
以
下
、
客
席

面
積
100
㎡
以
下
）
に
つ
い
て
は
、
事
業
継
続
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
経
過
措
置
と
し
て
上
記
④
の

設
置
を
可
能
と
し
て
い
ま
す
。

４　

喫
煙
室
の
要
件

喫
煙
室
の
要
件
と
し
て
は
、
①
出
入
口
に
お
い
て
室
外
か

ら
室
内
に
流
入
す
る
空
気
の
気
流
が
0.2
ｍ
毎
秒
以
上
で
あ
る

こ
と
、
②
た
ば
こ
の
煙
が
室
内
か
ら
室
外
に
流
出
し
な
い
よ

う
、
壁
、
天
井
等
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
た

ば
こ
の
煙
が
屋
外
又
は
外
部
に
排
気
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
の

３
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

５　
標
識
の
表
示
と
20
歳
未
満
の
喫
煙
エ
リ
ア
へ
の
立
ち
入
り
禁
止

改
正
法
で
は
、
喫
煙
可
能
な
設
備
を
持
っ
た
施
設
に
は
必

ず
、指
定
さ
れ
た
標
識
の
掲
示
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
紛
ら
わ
し
い
標
識
の
掲
示
、
標
識
の
汚
損
等
に
つ
い

て
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
20
歳
未
満
の
方
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
喫
煙
を

目
的
と
し
な
い
場
合
（
従
業
員
と
し
て
業
務
の
た
め
入
る
場

合
や
、
誰
か
の
付
き
添
い
で
入
る
場
合
等
）
で
あ
っ
て
も
、

喫
煙
エ
リ
ア
へ
の
立
ち
入
り
は
禁
止
と
な
り
ま
す
。万
が
一
、

20
歳
未
満
の
方
を
喫
煙
室
に
立
ち
入
ら
せ
た
場
合
、
施
設
の

管
理
権
限
者
等
は
行
政
に
よ
る
指
導
・
助
言
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

６　

罰
則

改
正
健
康
増
進
法
に
よ
る
規
制
に
は
種
々
の
罰
則
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
全
て
の
者
（
す
な
わ
ち
個
人
に
も
）
に
つ
い
て
、

喫
煙
禁
止
場
所
に
よ
る
喫
煙
を
し
た
場
合
に
は
最
大
で
30
万

円
の
過
料
に
科
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
他
、
紛
ら

わ
し
い
標
識
を
掲
示
し
た
場
合
、
標
識
の
汚
損
し
た
場
合
等

に
、
最
大
で
50
万
円
の
過
料
に
科
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。そ

の
他
、
施
設
管
理
者
等
に
つ
い
て
、
喫
煙
室
が
基
準
に

適
合
し
て
い
な
い
場
合
や
、
施
設
標
識
の
標
示
義
務
に
反
し

た
場
合
等
に
は
最
大
で
50
万
円
の
過
料
に
課
せ
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

７　

最
後
に

健
康
増
進
法
の
改
正
を
踏
ま
え
て
、
施
設
管
理
者
に
お
い

て
は
、
ど
の
よ
う
な
分
煙
方
法
を
と
る
の
か
、
施
設
の
種
類

や
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
対
応
す
る
必
要
が
生
じ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
上
記
法
改
正
で
は
個
人
へ
の
罰
則
も
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
社
会
全
体
と
し
て
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る

た
め
の
分
煙
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と

い
え
ま
す
。

健
康
食
品
と
表
示
規
制

１　

は
じ
め
に

近
時
、
大
手
製
薬
メ
ー
カ
ー
の
販
売
し
た
サ
プ
リ
メ
ン
ト

で
大
変
な
健
康
被
害
が
生
じ
、
大
き
く
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

被
害
に
あ
わ
れ
た
方
々
に
は
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
。
本
日
は
、
こ
の
よ
う
な
健
康
食
品
に
関
す
る
法
規
制
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

２　

そ
も
そ
も
健
康
食
品
と
は
何
か

健
康
食
品
と
い
う
語
に
、
法
律
上
の
厳
密
な
定
義
は
あ
り

ま
せ
ん
。
消
費
者
庁
の
解
説
で
は
、
以
下
の
図
の
と
お
り
分

類
さ
れ
て
お
り
、健
康
食
品
と
は
、「
医
薬
品
」
で
は
な
い
（
食

品
の
話
な
の
だ
か
ら
当
然
に
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
点
は

後
述
し
ま
す
。）
食
品
一
般
の
う
ち
、
法
律
で
定
め
ら
れ
て

い
る
「
保
健
機
能
食
品
」
と
、
そ
の
他
の
サ
プ
リ
メ
ン
ト
、

健
康
補
助
食
品
類
を
い
い
ま
す
。

３　

健
康
食
品
に
関
す
る
「
表
示
」

上
記
の
分
類
は
、
健
康
商
品
に
つ
い
て
の
表
示
規
制
と
関

わ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、昨
今
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
、

様
々
な
効
果
が
標
ぼ
う
さ
れ
た
健
康
食
品
が
多
数
販
売
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
中
に
は
広
告
内
容
に
つ
い
て
科
学
的
な
実
証

が
不
十
分
と
疑
わ
れ
る
も
の
も
存
在
し
ま
す
。
し
か
し
、
健

康
を
気
に
す
る
消
費
者
に
と
っ
て
、
健
康
の
維
持
は
文
字
通

り
死
活
問
題
で
あ
り
、
冷
静
な
判
断
が
で
き
な
い
ま
ま
宣
伝

文
句
（
表
示
）
を
鵜
呑
み
に
し
て
大
量
購
入
し
て
し
ま
う
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
法
律
は
こ
の
よ
う
な
表
示
を
規
制
し
て
お
り
、

例
え
ば
、
薬
機
法
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
）
で
は
、
疾
病
の

治
療
又
は
予
防
の
効
果
（
例
：「
糖
尿
病
、
高
血
圧
、
動
脈

硬
化
が
治
る
！
」、「
生
活
習
慣
病
の
予
防
に
」）
や
身
体
の

組
織
機
能
の
一
般
的
増
強
の
効
果
（
例
：「
疲
労
回
復
」、「
免

疫
機
能
の
向
上
」）
を
、
広
告
で
標
ぼ
う
す
る
商
品
を
「
医

薬
品
」
と
み
な
し
て
、
同
法
に
基
づ
く
薬
事
承
認
を
得
な
い

商
品
の
広
告
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。「
み
な
し
て
」
と
い
う

の
は
、実
際
に
効
果
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
よ
う
な
強
力
な
効
果
が
標
ぼ
う
さ
れ
る
商
品
は
、
食
品

で
は
な
く
「
医
薬
品
」
と
し
て
同
法
の
規
制
が
及
ぶ
と
い
う

こ
と
で
す
。

ま
た
、
健
康
増
進
法
で
は
、
上
記
の
医
薬
品
と
み
な
さ
れ

る
効
果
の
他
に
も
、
そ
こ
ま
で
強
い
効
果
で
な
く
と
も
、
健

康
維
持
に
資
す
る
効
果
（
例
：「
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
吸
収

を
抑
え
る
」、「
食
後
の
血
中
中
性
脂
肪
の
上
昇
を
お
だ
や
か

に
す
る
」）
や
、
栄
養
成
分
の
効
果
（
例
：「
カ
ル
シ
ウ
ム
は

骨
や
歯
の
形
成
に
必
要
な
栄
養
素
で
す
」）
等
を
標
ぼ
う
し

て
、消
費
者
を
著
し
く
誤
認
さ
せ
る
広
告
を
禁
止
し
て
お
り
、

上
記
の
薬
機
法
や
健
康
増
進
法
の
規
制
の
違
反
に
は
、
刑
事

罰
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
食
品
に
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
景
表
法
（
不
当
景
品

類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
）
で
も
、
商
品
の
品
質
、
内
容
、

価
格
等
を
偽
っ
て
表
示
す
る
誇
大
広
告
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。

４　

保
健
機
能
食
品
の
分
類
に
つ
い
て

上
記
の
分
類
に
話
を
戻
し
ま
す
。
保
健
機
能
食
品
と
は
、

国
が
定
め
た
安
全
性
と
効
果
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
、
商

品
の
機
能
性
を
表
示
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
食
品
で

す
。ま

ず
、特
定
保
健
用
食
品
（
い
わ
ゆ
る
「
ト
ク
ホ
」）
と
は
、

健
康
増
進
法
に
基
づ
き
、
国
が
審
査
し
、
健
康
増
進
に
役
立

つ
効
果
が
あ
る
こ
と
を
標
ぼ
う
す
る
こ
と
の
許
可
を
得
て
い

る
商
品
で
す
。
次
に
、
栄
養
機
能
食
品
と
は
、
効
果
の
科
学

的
根
拠
が
認
め
ら
れ
て
い
る
栄
養
成
分
（
ビ
タ
ミ
ン
、
ミ
ネ

ラ
ル
等
）
を
一
定
の
基
準
量
含
む
食
品
で
、
国
が
定
め
た
栄

養
機
能
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
機
能
性
表

示
食
品
と
は
、
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
、
科
学
的
根
拠
に

基
づ
く
安
全
性
や
機
能
性
を
販
売
前
に
消
費
者
庁
に
届
け
出

て
、
そ
の
機
能
性
を
表
示
す
る
こ
と
と
し
た
食
品
で
す
。
後

２
者
は
、
食
品
表
示
法
に
基
づ
く
食
品
表
示
基
準
に
則
っ
て

表
示
さ
れ
ま
す
が
、
ト
ク
ホ
と
は
異
な
り
、
国
の
審
査
を
経

て
い
な
い
の
で
そ
の
旨
を
示
す
マ
ー
ク
が
な
い
と
い
う
違
い

が
あ
り
ま
す
。

他
方
、健
康
食
品
の
う
ち
保
健
機
能
食
品
以
外
の
も
の
は
、

上
記
の
よ
う
な
表
示
は
基
本
的
に
許
さ
れ
ず
、
ト
ク
ホ
の
よ

う
な
健
康
増
進
効
果
が
あ
る
と
標
ぼ
う
す
る
と
、
健
康
増
進

法
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

５　

最
後
に

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
「
付
加
価
値
」
が
重
要
視
さ
れ
る
昨

今
、
食
品
に
も
何
ら
か
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
効
果
を
持
た
せ
た
い

と
の
ニ
ー
ズ
は
多
い
と
こ
ろ
で
す
。
た
だ
、
こ
こ
ま
で
お
読

み
い
た
だ
い
て
お
わ
か
り
の
と
お
り
、
そ
の
規
制
内
容
は
大

変
複
雑
で
す
の
で
、
ご
検
討
に
あ
た
っ
て
は
ぜ
ひ
当
職
ら
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

弁
護
士

戀
田
　
剛

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety_portal/radioactive_substance/
assets/consumer_safety_cms203_240701_05.pdf

図 1　健康食品の分類
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Ｐ
Ｈ
Ｒ
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
活
用
に
つ
い
て

１　

Ｐ
Ｈ
Ｒ
（Personal H

ealth Record

）
と
は
、
一
般

的
に
、
個
人
の
健
康
診
断
結
果
や
服
薬
履
歴
等
の
健
康
等

情
報
を
電
子
記
録
と
し
て
本
人
や
家
族
が
正
確
に
把
握
す

る
た
め
の
仕
組
み
を
指
し
ま
す
。
そ
し
て
、
２
０
２
５
年

日
本
国
際
博
覧
会
（
大
阪
・
関
西
万
博
）
の
大
阪
ヘ
ル
ス

ケ
ア
パ
ビ
リ
オ
ン
で
は
、
Ｐ
Ｈ
Ｒ
を
用
い
た
未
来
の
自
分

の
姿
や
未
来
フ
ー
ド
を
提
供
等
の
Ｐ
Ｈ
Ｒ
の
利
活
用
が
注

目
を
集
め
て
い
ま
す
。

政
府
は
、
Ｐ
Ｈ
Ｒ
が
個
人
の
健
康
管
理
、
病
気
の
予
防

対
策
に
も
資
す
る
こ
と
か
ら
、
Ｐ
Ｈ
Ｒ
サ
ー
ビ
ス
の
更
な

る
推
進
を
図
る
た
め
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
て
診
療
・
薬

剤
情
報
等
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
拡
充
す
る
だ
け
で
な

く
、
民
間
の
事
業
者
に
適
切
に
Ｐ
Ｈ
Ｒ
サ
ー
ビ
ス
を
運
用

し
て
も
ら
う
た
め
に
、
令
和
３
年
４
月
に
は
「
民
間
Ｐ
Ｈ

Ｒ
事
業
者
に
よ
る
健
診
等
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
基
本

的
指
針
」
公
表
し
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
Ｐ
Ｈ
Ｒ
サ
ー
ビ
ス
で
取
り
扱
う
情
報
に
は
、
健

康
診
断
結
果
等
の
情
報
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
個
人

情
報
保
護
法
（
以
下
「
個
情
報
」
と
い
い
ま
す
。）
上
の

個
人
情
報
に
該
当
す
る
だ
け
で
な
く
要
配
慮
個
人
情
報
に

も
該
当
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
Ｐ
Ｈ
Ｒ
民

間
事
業
者
は
、
上
記
基
本
的
指
針
だ
け
で
な
く
、
個
情
法

の
規
制
（
要
配
慮
個
人
情
報
は
通
常
の
個
人
情
報
と
異
な

り
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
に
よ
る
第
三
者
提
供
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。）
に
も
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
当
該
規

制
の
下
で
、
現
在
の
医
療
機
関
等
が
要
配
慮
個
人
情
報
を

ど
の
よ
う
に
利
活
用
し
て
い
る
の
か
、ま
た
、Ｐ
Ｈ
Ｒ
サ
ー

ビ
ス
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
利
活
用
が
目
指
さ
れ
て
い
る

の
か
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑴　
医
療
機
関
等
に
よ
る
要
配
慮
個
人
情
報
の
利
活
用
に
つ
い
て

匿
名
加
工
情
報
と
は
、
①
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
②
元
に
な
っ
た
情
報
を
復
元
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
に
し
た
情
報
を
指
し
ま
す
。
そ
し
て
、
要

配
慮
個
人
情
報
も
匿
名
加
工
情
報
と
し
て
個
情
法
の
基
準

に
基
づ
い
て
加
工
を
す
れ
ば
、
本
人
の
同
意
な
く
、
第
三

者
に
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

実
際
に
、
匿
名
加
工
情
報
の
利
活
用
と
し
て
は
、
医
療

機
関
が
患
者
か
ら
取
得
し
た
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
や
医
療
情

報
を
基
に
匿
名
加
工
情
報
を
作
成
し
、
当
該
情
報
を
医
療

Ｄ
Ｂ
事
業
者
に
提
供
し
て
、
そ
こ
で
分
析
を
行
い
、
薬
剤

の
効
用
や
副
作
用
の
分
析
結
果
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
ま

す
。
そ
し
て
、
当
該
レ
ポ
ー
ト
を
製
薬
企
業
が
受
け
取
る

こ
と
に
よ
っ
て
薬
品
の
開
発
や
改
良
に
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
（
株
式
会
社
野
村
総
合
研
究
所
作
成
の
「
パ
ー
ソ
ナ
ル

デ
ー
タ
の
適
正
な
利
活
用
の
在
り
方
に
関
す
る
実
態
調
査

（
令
和
元
年
度
）
報
告
書
」
参
照
）。

⑵　

Ｐ
Ｈ
Ｒ
サ
ー
ビ
ス
の
利
活
用

Ｐ
Ｈ
Ｒ
サ
ー
ビ
ス
は
個
人
の
健
康
・
医
療
な
ど
に
関
す

る
記
録
を
個
人
が
理
解
し
や
す
く
一
元
化
す
る
だ
け
で
な

く
、
自
ら
の
健
康
管
理
・
予
防
行
動
に
つ
な
げ
ら
れ
る
と

と
も
に
、
本
人
の
希
望
に
よ
っ
て
は
医
師
に
提
供
し
、
診

療
等
に
も
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、現
在
、

個
人
の
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
は
薬
剤
情
報
や
特
定
健
診
情

報
等
情
報
（
以
下
「
医
療
保
険
情
報
」
と
い
い
ま
す
。）

が
保
管
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
人
の
同
意
が
得
ら
れ
れ

ば
、
Ｐ
Ｈ
Ｒ
民
間
事
業
者
が
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
つ
な
が

る
こ
と
で
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
医
療
保
険
情
報
を
取
得

し
、
同
情
報
を
用
い
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
可
能
と
な
り
ま

す
。
現
在
で
も
既
に
、
京
都
大
学
と
株
式
会
社
ヘ
ル
ス

テ
ッ
ク
研
究
所
が
共
同
開
発
し
た
「
健
康
日
記
」
で
は
歩

数
や
体
重
、
血
圧
な
ど
の
ラ
イ
フ
ロ
グ
管
理
機
能
に
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
取
得
し
た
こ
れ
ら
の
情
報
を
加
え
て
健

康
記
録
を
一
元
管
理
す
る
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ

て
い
ま
す
。

２　

今
後
は
、
Ｐ
Ｈ
Ｒ
民
間
事
業
者
が
医
療
機
関
等
と
同
様

に
自
ら
所
有
し
て
い
る
要
配
慮
個
人
情
報
を
匿
名
加
工
情

報
に
加
工
す
る
等
し
て
、
医
療
保
険
情
報
と
日
常
の
生
活

情
報
が
結
び
つ
い
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
が
で
き
れ

ば
、
よ
り
多
く
の
情
報
に
基
づ
い
た
研
究
が
可
能
に
な
り

ま
す
。
た
だ
、
日
本
で
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
よ
る
情

報
の
利
活
用
に
つ
い
て
十
分
に
認
知
さ
れ
な
い
ま
ま
、
Ｐ

Ｈ
Ｒ
サ
ー
ビ
ス
の
環
境
が
整
え
ら
れ
て
い
る
実
態
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
、
国
民
全
体
が
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
に
よ
る
情
報
提
供
の
事
実
や
Ｐ
Ｈ
Ｒ
サ
ー
ビ
ス
の
存

在
を
認
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
民
全
体
が

Ｐ
Ｈ
Ｒ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
個
人
の

管
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
上
記
の
と
お
り
、
従
来
よ
り
も
多

く
情
報
に
基
づ
い
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
構
築
さ
れ
、
よ
り

質
の
高
い
医
療
の
提
供
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま

す
。

1. はじめに
地方創生を謳って平成２０年度にスタートしたふるさ

と納税は、制度開始から１６年が経過しました。ふるさと納
税の仕組みは様々な変化を遂げながら、令和５年度には
金額ベースで約1兆1,175億円、件数ベースで約5,894
万件に達しており、今後も増加傾向にあることが見込まれ
ています。他方、ふるさと納税の制度については、様々な
議論があり、批判的な意見も少なくありません。

2. ふるさと納税の仕組み
国民（ふるさと納税者）は、自治体に寄付した場合、寄

付額のうち2,000円を超える額について、一定の上限ま
で、所得税と住民税から控除される制度となっています。さ
らに返礼品もついてくるので、多くの人が利用しています。

ふるさと納税制度は、都会で暮らす人が増えると、税収
は都会に集中するため、地方への税収移転を本来の目的
としていました。これは、非居住自治体が寄附を受ける一
方で、居住自治体はその市町村民税控除額によって、歳
入を失うことを意味します。

3. ふるさと納税に関する現況調査結果（令和６年度実施）

令和６年８月の総務省のHPからふるさと納税の現況を
見ていきたいと思います。
⑴令和5年度におけるふるさと納税受入額の多い団体

（単位：百万円、件）

１００億円を超える自治体が１０あります。
返礼品として人気の一次産品（肉、海産物、米、果物など）

を用意できる自治体が受入額上位の常連となっています。
⑵ふるさと納税に係る住民税控除の多い団体

（単位：百万円、人）

市町村民税控除額の適用は、単純に税収減（他自治
体への流失）を示しています。

住民が行うふるさと納税の多い自治体、つまり、他自治
体に流出する額が大きな自治体はほぼ都市部に固定化
しています。

⑶ふるさと納税の募集に要した費用
ふるさと納税の人気から、自治体間での返礼品競争がく

り広げられたことにより、令和元年6月以降、返礼品を「寄
付額の3割以下の地場産品」に法制化されました。

また、令和5年10月からは、返礼品と送料や事務費を合
計した「募集に関する費用」が寄付額の5割以下でなけ
ればならないというルールも設けられました。

４. ふるさと納税制度改正（総務省の新方針）
総務省は令和６年６月に、ふるさと納税に関する新しい

ガイドラインを発表しました。
自治体の経費削減やポイント目的の寄付を減らすた

め、また本来の制度の趣旨の見直しを目的としているとい
われています。

①令和6年10月から
ふるさと納税のポータルサイトなどにおいて、返礼品

を強調する宣伝広告が禁止されます。
また、地域との関連性が希薄な利用権等として、1人1

泊5万円を超える宿泊券を返礼品にする場合、同一県内
にある宿泊施設に限定されます。

②令和7年10月から
寄附に伴いポイント等の付与をするポータルサイ

ト事業者を通じて自治体が寄付を募ることが禁止されま
す（これまで、利用者は自治体からの返礼品に加え、ポイ
ント付与によるメリットも享受していました）。

※クレジットカード決済で得られる通常のポイントは
付与されます。

5. 最後に
ふるさと納税の改正は地方自治体と寄付者、関連企業

に影響を与えます。
新たなガイドラインによって、ふるさと納税がより健全な

形で運営され、地方創生に貢献することが期待されます。
私たち寄付者は変更点を理解して、より賢く活用したい

ものです。

税理士法人日本経営 税理士　座間昭男

ふるさと納税のルール
の見直し

団体名 受入額 受入件数

宮崎県　　都城市 19,384 1,012,796

北海道　　紋別市 19,213 1,243,201

大阪府　泉佐野市 17,514 1,174,877

団体名 市町村民税控除額 控除適用者数

神奈川県　横浜市 30,467 439,２67

愛知県　名古屋市 17,654 255,163

大阪府　　大阪市 16,655 279,922

弁
護
士

久
井
大
輝

ヘルスケアと法

日本経営グループ　税理士法人日本経営
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

税理士
に 

聴く
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プ
ロ
責
法
か
ら
情
プ
ラ
法
へ

１　
は
じ
め
に

令
和
6
年
5
月
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償

責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
（
い
わ

ゆ
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
（
プ
ロ
責
法
））
の
改
正
法
が

公
布
さ
れ
、
名
称
が
「
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に

よ
っ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
」（
通

称
「
情
報
流
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
対
処
法
」（
情
プ
ラ
法
））

に
変
わ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
施
行
は
公
布
か
ら
1
年
以

内
）、
本
稿
で
は
そ
も
そ
も
の
プ
ロ
責
法
の
内
容
や
、
改
正
の

背
景
・
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

２　
プ
ロ
責
法
と
は
、

プ
ロ
責
法
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
（
3

条
、
4
条
）、
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
（
5
条
～
7
条
）
及

び
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
に
関
す
る
裁
判
手
続
（
8
条
～

18
条
）
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
で
す
。
な
お
、
同
法
は
、
情
報

の
削
除
請
求
権
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
プ
ロ
バ
イ

ダ
に
削
除
を
義
務
付
け
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

⑴
　
プ
ロ
バ
イ
ダ
と
は
、

プ
ロ
責
法
で
は
、
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
、「
特
定
電

気
通
信
役
務
提
供
者
」
と
呼
称
し
て
い
ま
す
（
2
条
3
号
）。

「
特
定
電
気
通
信
役
務
」と
は
、「
特
定
電
気
通
信
設
備
」（
ウ
ェ

ブ
サ
ー
バ
や
ス
ト
リ
ー
ム
サ
ー
バ
等
）
を
用
い
て
提
供
す
る

電
気
通
信
役
務
を
い
い
ま
す
が
（
同
号
）、「
特
定
電
気
通
信

役
務
提
供
者
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
ウ
ェ
ブ
ホ
ス
テ
ィ
ン

グ
を
行
う
者
、SN

S

の
運
営
者
、
電
子
掲
示
板
の
管
理
者

な
ど
を
指
し
ま
す
。
日
常
会
話
で
用
い
る
「
プ
ロ
バ
イ
ダ
」

よ
り
広
い
概
念
で
あ
り
、
例
え
ば
、
個
人
的
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
開
設
す
る
者
も
プ
ロ
バ
イ
ダ
（
＝
特
定
電
気
通
信
役
務

提
供
者
）
に
当
た
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑵
　
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
「
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
」
と
は
、

ア　

権
利
を
侵
害
さ
れ
た
「
他
人
」
と
の
関
係
（
3
条
1
項
）

同
項
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
、
自
ら
提
供
す
る
特
定
電
気
通

信
に
よ
る
「
他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
情
報
」
の
送
信
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
、
当
該

情
報
の
流
通
に
よ
り
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
「
他
人
」

と
の
関
係
で
の
不
法
行
為
責
任
が
生
じ
な
い
場
合
を
可
能
な

範
囲
で
明
確
に
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
プ
ロ

バ
イ
ダ
が
不
作
為
責
任
を
負
い
得
る
場
合
が
一
定
の
範
囲
で

明
確
に
な
り
、
問
題
と
さ
れ
る
情
報
に
対
し
て
プ
ロ
バ
イ
ダ

に
よ
る
適
切
な
対
応
が
促
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
逆
に
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
、
問
題
と
さ
れ
る
情
報

の
送
信
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
な
い
こ
と
に
よ
り
不
作
為

責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
あ
ま
り
、
過
度
に
送
信

を
防
止
す
る
措
置
を
行
っ
て
発
信
者
の
表
現
の
自
由
を
不
当

に
侵
害
す
る
こ
と
を
抑
止
す
る
効
果
も
持
つ
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
な
お
、
同
項
は
、
原
則
と
し
て
、
措
置
を
講
じ
な
か
っ

た
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
責
任
を
免
責
し
、
例
外
的
に
損
害
賠
償
義

務
が
生
じ
る
と
し
て
い
ま
す
。

イ　
「
発
信
者
」
と
の
関
係
（
3
条

2
項
）

同
項
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
、

自
ら
提
供
す
る
特
定
電
気
通
信

に
よ
り
流
通
す
る
情
報
の
送
信

を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
た
こ

と
に
関
し
、
当
該
情
報
の
発
信

者
と
の
関
係
で
損
害
賠
償
責
任

を
負
い
得
る
場
合
に
つ
い
て
規

定
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
一
定
の

要
件
に
該
当
す
る
場
合
で
な
け

れ
ば
発
信
者
と
の
関
係
で
責
任

を
負
わ
な
い
こ
と
が
明
確
と
な

り
、
発
信
者
の
権
利
を
侵
害
す

る
情
報
の
送
信
を
防
止
す
る
措

置
を
講
ず
る
こ
と
を
過
度
に
躊

躇
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
判

断
で
適
切
な
対
応
を
と
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

同
項
の
場
合
、
原
則
と
し
て
、

措
置
を
講
じ
た
プ
ロ
バ
イ
ダ
の

責
任
免
責
と
せ
ず
、
免
責
さ
れ

る
場
合
を
例
外
と
し
て
定
め
て

い
ま
す
。

⑶
　
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
と
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
書
込
み
に
よ
り
自
己
の
権
利
を
侵
害

さ
れ
、
発
信
者
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
は
、
発
信

者
の
氏
名
等
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
匿
名
に
よ
る

書
込
み
（
投
稿
）
の
発
信
者
の
特
定
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
プ
ロ
責
法
で
は
、
一
定
の
要
件
の
下
、
プ
ロ
バ

イ
ダ
に
対
し
、「
発
信
者
情
報
」
の
開
示
を
義
務
付
け
て
い
ま

す
（
5
条
1
項
2
項
）。

請
求
の
相
手
方
は
、
サ
ー
バ
提
供
者
、
電
子
掲
示
板
の
管
理

者
（
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
）、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ

ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
（ISP

）、
経
由
プ
ロ
バ
イ
ダ
（N

T
T

ド
コ
モ
、

ソ
ネ
ッ
ト
、O

CN

、BIGLO
BE

な
ど
）
が
代
表
的
な
も
の
で

す
。
開
示
対
象
と
な
る
「
発
信
者
情
報
」
は
総
務
省
令
で
規
定

さ
れ
ま
す
が
、例
え
ば
、発
信
者
の
氏
名
（
名
称
）、住
所
、メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
、
通
信
に
用
い
ら
れ
たIP

ア
ド
レ
ス
、
送
信
時

刻
（
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

⑷
　
発
信
者
情
報
開
示
命
令
と
は
、

令
和
3
年
改
正
前
、
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
は
、

発
信
者
の
情
報
を
保
有
す
る
経
由
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
特
定
す

る
た
め
に
必
要
と
な
るIP

ア
ド
レ
ス
等
が
コ
ン
テ
ン
ツ
プ

ロ
バ
イ
ダ
（
電
子
掲
示
板
の
管
理
者
やSN
S

事
業
者
な
ど
）

か
ら
開
示
さ
れ
な
い
と
、
経
由
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
特
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
一
般
に
、
①
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ

バ
イ
ダ
に
対
す
る
発
信
者
情
報
開
示
仮
処
分
の
決
定
を
得
る

こ
と
に
よ
りIP

ア
ド
レ
ス
等
の
開
示
を
受
け
た
後
、
②
経

由
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
発
信
者
情
報
開
示
請
求
訴
訟
を
提

起
す
る
と
い
う
煩
瑣
な
手
続
き
が
必
要
で
し
た
。

そ
こ
で
、
令
和
3
年
改
正
法
で
は
、
発
信
者
情
報
開
示
命

令
の
申
立
て
を
受
け
た
裁
判
所
が
、
開
示
命
令
よ
り
緩
や
か

な
要
件
に
よ
り
、
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
、（
当

該
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
自
ら
の
保
有
す
るIP

ア
ド

レ
ス
等
に
よ
り
特
定
し
た
）
経
由
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
名
称
等
を

申
立
人
に
提
供
す
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
（
提
供
命
令
）
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
（
8
条
）。
こ
れ
に
よ
り
、
提

供
命
令
の
申
立
人
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る

開
示
命
令
の
発
令
を
待
た
ず
、
経
由
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る

開
示
命
令
の
申
立
て
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
提
供
命
令

の
申
立
人
が
、
提
供

命
令
に
よ
り
そ
の
名

称
等
が
提
供
さ
れ
た

経
由
プ
ロ
バ
イ
ダ
に

対
す
る
発
信
者
情
報

開
示
命
令
の
申
立
て

を
行
っ
た
場
合
、
既

に
裁
判
所
に
係
属
し

て
い
る
コ
ン
テ
ン
ツ

プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す

る
開
示
命
令
事
件
の

手
続
と
、
新
た
に
申

立
て
を
し
た
経
由
プ

ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る

開
示
命
令
事
件
の
手

続
を
一
体
的
に
審
理

す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
ま
し
た
。

⑸
　
侵
害
情
報
の
削
除
請
求

前
述
の
と
お
り
、
プ
ロ
責
法
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情

報
の
削
除
請
求
に
関
す
る
規
定
は
な
く
、
一
般
的
に
は
、
人

格
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
侵
害
に
対
す
る
差
止
請
求
と
構

成
さ
れ
ま
す
。

具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
投
稿
者
本
人
や
サ
イ
ト
管
理

者
に
対
し
メ
ー
ル
や
フ
ォ
ー
ム
等
で
削
除
を
依
頼
す
る
方

法
、
い
わ
ゆ
るw

hois

検
索
に
よ
り
サ
ー
バ
管
理
者
を
特

定
し
、
当
該
管
理
者
に
削
除
を
請
求
す
る
方
法
が
一
般
的
で

す
。
投
稿
者
や
サ
イ
ト
管
理
者
が
削
除
請
求
に
応
じ
な
い
場

合
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
削
除
の
仮
処
分
命
令
を
申
し
立
て

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

３　
現
行
法
の
問
題
点
と
改
正
内
容

プ
ロ
責
法
の
制
定
以
降
、
侵
害
情
報
の
削
除
と
発
信
者
情
報

の
開
示
に
つ
い
て
累
次
の
対
応
が
取
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
依

然
と
し
て
削
除
請
求
に
つ
い
て
は
、
①
削
除
申
請
窓
口
が
分
か

り
づ
ら
く
利
用
し
に
く
い
、
②
侵
害
情
報
の
迅
速
な
削
除
が
な

さ
れ
な
い
、
③
削
除
申
請
に
対
す
る
通
知
が
な
く
削
除
さ
れ
た

か
分
か
ら
な
い
場
合
が
あ
る
、
④
事
業
者
の
削
除
指
針
の
内
容

が
抽
象
的
で
あ
る
と
い
っ
た
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
改
正
法
で
は
、「
大
規
模
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事

業
者
」
に
対
し
、
以
下
の
措
置
を
取
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

⑴　

侵
害
情
報
に
対
す
る
対
応
の
迅
速
化

　

・
削
除
申
出
窓
口
・
手
続
の
整
備
・
公
表

　

・
削
除
申
出
へ
の
対
応
体
制
の
整
備

　

・
削
除
申
出
に
対
す
る
判
断
・
通
知

⑵　

運
用
状
況
の
透
明
化

　

・
削
除
基
準
の
策
定
・
公
表

　

・
削
除
し
た
場
合
の
発
信
者
へ
の
通
知

  ４　
最
後
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
侵
害
情
報
は
、
短
時
間
に
広
範
囲
に

伝
播
し
、
被
害
回
復
が
容
易
で
は
な
く
、
加
害
者
の
特
定
が
困

難
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
迅
速
な
対
応
が
必
要
で

あ
る
た
め
、
万
一
、
被
害
に
遭
わ
れ
た
場
合
は
、
早
急
に
弁
護

士
等
の
専
門
家
に
相
談
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

弁
護
士

才
木
晴
幹

ⅰ総務省「プロバイダ責任制限法の逐条解説」（2023.3）

ⅱ侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高い
と認められるもの（「大規模特定電気通信役務」）を提供する特定電気通信役務提供者（情プラ法 20 条 1 項）
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一昨年成立・公布したフリーランス保護新法 ( 特定受
託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 ) が 2024
年 11 月1日に施行されました。

フリーランス保護新法については、2024 年夏の轍（47
号）において、法の概要を下請法と比較しながらご説明
させていただきましたが、その時点ではまだ政令なども
できておらず、具体像が見えておりませんでした。

その後、政令などが整備され、パブリックコメントも
実施され、その全容が見えてまいりました。この原稿は、
施行日前に執筆しておりますので、フリーランス保護新法
の執行状況はわからないところではありますが、政令や
パブリックコメントを踏まえながら、フリーランス保護新
法の概要や同法に関し良く受ける質問等をご説明させて
いただきます。

１　概要

フリーランス保護新法は、発注事業者である「特定業
務委託事業者」と、フリーランスである「特定受託事業者」
との間における「業務委託」を対象としています。

フリーランス保護新法では、取引の適正化の観点から
発注事業者に対し、2 つの義務を定め、かつ、7 つの禁
止行為（但し、委託期間が 1ヶ月以上の場合に限定）を
定めています（図 1）。

なお、委託期間が 6 ヶ月以上となる場合は、発注事
業者は、就業環境の整備の観点からさらに 4 つの義務
を負います（図 2）。

２　適用される「業務委託」について

フリーランス保護新法の適用を受ける「業務委託」とは、
物品の製造・加工委託や情報成果物の作成委託、役務
の提供委託が含まれます。

下請法では建設工事は対象外となっていますが、フ
リーランス保護新法では業種・業界の限定がないため、

建設工事も「業務委託」の対象となります。また、下請
法では親事業者が自ら用いる役務の委託は下請法の対
象外となっていますが、フリーランス保護新法ではそのよ
うな制限はなく、発注事業者自らが用いる役務をフリー
ランスに委託する場合も対象となります。さらに、フリー
ランス保護新法は、発注事業者がフリーランスである場
合にも適用される点にも注意が必要です。

なお、株式会社と取締役等の契約関係や、委任型執
行役員との契約関係は、当該会社の内部関係に過ぎず、

「他の事業者」とは言えないので、フリーランス保護新法
が適用される「業務委託」には該当しません（パブコメ
No.１-２-29）。

３　フリーランスであることの確認方法

フリーランス保護新法における「特定受託事業者」とは、
以下のいずれかに該当するものをいうとされています。

①　個人であって、従業員を使用しないもの
②　法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、

　　　かつ、従業員を使用しないもの
ここでいう「従業員を使用」とは、1 週間の所定労働

時間が 20 時間以上であり、かつ、継続して 31日以上雇
用されることが見込まれる労働者を雇用すること（派遣先
として同要件を満たす派遣労働者を受け入れる場合を含
む）をいい、同居親族はここでいう「従業員」には該当
しないとされています。

当該要件は資本金のように客観的に確認できるもの
ではないことから、どのように確認すればよいか、その
確認方法について多くのご質問を受けました。この点に
ついてパブリックコメントでは、発注事業者及び受注事
業者にとって過度な負担とならず、かつ、記録が残る方
法（メールやＳＮＳ）による確認が望まれるとし、さらに、
定期的な確認義務はないものの、業務委託をする時点の
他、給付の受領・報酬の支払い・契約の更新等のタイミ
ングで適宜確認することが望まれるとの回答がなされま
した（パブコメNo.１-２-16 ～ 18）。

また、受託事業者が事実に反して「従業員を使用して
いる」などの虚偽の申告をした場合はどうなるのか、と
いう点については、受託事業者の申告が事実と異なる結
果、発注事業者がフリーランス保護新法に違反すること
となった場合は、是正の必要から指導・助言を行うこと
はあるものの勧告や行政処分（命令）を直ちに行うもの
ではないとのことです（パブコメNo.１-２-19 ～ No.１-２-22）。

４　「1ヶ月」の計算方法

上述のとおり、フリーランスに対する業務委託のうち、
1ヶ月以上の期間行われる業務委託について、発注事業
者は、7 つの禁止行為を遵守することが求められます（フ

図2　【就業環境整備の観点から】　4つの義務

図1　【取引の適正化の観点から】2つの義務と7つの禁止行為

リーランス保護新法施行令第 1 条）。
この 1ヶ月の始期と終期の考え方について、令和 6 年

5 月 31日に公表された「特定受託事業者に係る取引の適
正化等に関する法律の考え方」（以下「解釈ガイドライン」）
に、以下のとおり示されております。

【始期】次の日のいずれか早い方の日
①　業務委託にかかる契約を締結した日
②　基本契約を締結する場合には、基本契約を締結

した日
【終期】次の日のいずれか遅い方の日

①　3 条通知に明示する受領日
②　別途当該業務委託に係る契約終了日を定めた場

合は、同日
③　基本契約を締結する場合は、当該基本契約が終

了する日
もっとも、フリーランスに対する業務委託の場合、基

本契約を結ばずに単一の業務委託を継続して行っている
というケースも多くあると思われます。そのような場合に
ついて、解釈ガイドラインによれば、契約更新により継続
して行う場合は、最初の業務委託等の「始期」から、最
後の業務委託等の「終期」までとなり、「契約の更新によ
り継続して行うこととなる場合」とは、業務委託にかか
る前後の契約が、❶契約の当事者が同一であり、その
給付または役務の提供の内容が少なくとも一定程度の同
一性を有し、❷前の業務委託に係る契約又は基本契約
が終了した日の翌日から、次の業務委託に係る契約又は
基本契約を締結した日の前日までの期間の日数が 1ヶ月
未満であるものをいう、とされております。

５　発注時の書面の交付（３条通知）

フリーランス保護新法では、下請法と同様に、発注の
時点で直ちに発注内容を書面または電磁的方法により明
示しなければなりません。下請法で親事業者が交付を義
務付けられている発注書面のことを一般的に「3 条書面」
と呼びますが、フリーランス保護新法にて業務委託事業
者が交付を義務付けられている発注書面のことは「3 条
通知」と呼ばれます。

フリーランス保護新法における発注書面（3 条通知）
の必要的記載事項と、下請法における発注書面（3 条書
面）の必要的記載事項は、それぞれ図 3 及び図 4 記載
のとおりです。3 条通知の⑨は、3 条書面の⑨から⑪と
同じです。

両者は重複部分も多いですので、実務的には、フリー
ランス保護新法と下請法の双方の必要的記載事項を網羅
した発注書面の雛形を作成しておくのが望ましいと考え
ます。フリーランス保護新法では、「支払期日」について、
原則、給付を受領した日から 60 日以内に支払期日を定

めなければならないとしておりこの点は下請法と同じ規制
内容ですが、再委託の場合は、例外として、元委託支
払期日から起算して 30 日以内に支払期日を定めることが
できるとされています。そのため、支払期日について再
委託の例外を用いる場合は、発注書面（3 条通知）には

「再委託である旨」「元委託者の商号等」「元委託業務の
対価の支払期日」を併せて記載しなければなりませんの
で、ご注意ください。

なお、下請法の場合は、発注書面をメール等で交付
する場合には事前の書面合意が必要ですが、フリーラン
ス保護新法ではメール等の電磁的方法による取引条件
の明示が認められていますので、当事者間での事前の合
意がなくてもメール・ショートメッセージ・SNS 等受領者
を特定して送信する方法で取引条件を明示することがで
きますが、特定受託事業者が書面交付を求めた場合は、
遅滞なく、書面を交付しなければなりませんのでご留意
ください。

６　フリーランス保護新法違反にかかる公正取引委員会の対応

フリーランス保護新法第 3 条ないし 5 条の規定（取引
の適正化に関する規定）に違反した場合、当該違反行為
者は、公正取引委員会より、当該違反行為の是正・特定
受託事業者が被った不利益の原状回復措置を講じるよう
勧告（第 8 条）や指導・助言等（第 22 条）を受けること
となります。違反事業者が正当な理由なく勧告に従わな
かった場合は、公正取引委員会より、措置命令（第 9 条）
を受けることとなります。

公正取引委員会は、勧告または措置命令の場合、事
業者名・違反事実の概要・勧告の概要等を公表するとし
ております。そのため、違反事業者としては、指導・助
言等にとどまるのか、それとも勧告を受けるに至るのか
という点が重要になってきます。まずは違反行為を行わ
ないことが大切ですが、公正取引委員会等の調査を受
けた場合には、事案によっては、公正取引委員会等の調
査への対応実績のある弁護士の助力を受けることが重要
になります。

７　まとめ

この記事が皆様のお目に触れているときには、フリー
ランス保護新法は施行されています。公正取引委員会に
おいては、法施行前に実態調査を行いその結果を公表す
るなど、重点的に取り組んでいることが窺われます。下
請法とは似ているものの、似ているからこそ、相違点に
注意が必要とも言えます。ぜひ細かい点も含めご相談い
ただければと存じます。

独 禁
コーナー フリーランス保護新法が施行されました！

弁護士　越知覚子



知 財コーナー ＡＩ時代における知的財産権

1819

になると考えられます。
なお、ＡＩ生成物についての意匠法による保護につ

いては、自然人がＡＩを道具として用いて意匠の創作
に実質的に関与をしたと認められる場合には、保護さ
れ得るとの見解が示されています。

４　商標権との関係

商標とは、自己の取り扱う商品・サービスを他人の
ものと区別するために使用するネーミングやマークのこ
とをいいます。

他人の登録商標又はそれと類似する商標が含まれ
るデータをＡＩに学習させる行為は、商標権の効力が
及ぶ指定商品・役務についての使用に該当しないため、
商標権の効力が及びません。また、ＡＩ生成物に他人
の登録商標が含まれ、それを利用する行為については、
従来の侵害判断と同じく、商品・役務の同一・類似性
及び商標の同一・類似性により判断されます。

なお、ＡＩ生成物についての商標法による保護につ
いては、商標法はそもそも自然人の創作物の保護を目
的としていないことから、商標法所定の要件を充足す
れば、商標登録を受けることは可能となります。

５　不正競争防止法との関係

（１）商品等表示に関する不正競争行為
不正競争防止法には、商品等表示に関する不正競

争行為が規定されています。他人の商品等表示として
需要者の間で広く認識されているものと同一・類似の
商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生
じさせる行為や他人の著名な商品等表示と同一・類似
の商品等表示を使用する行為がこれに該当します。

他人の商品等表示が含まれるデータをＡＩに学習さ
せる行為は、周知な商品等表示について「混同」を生
じさせるものではなく、また、著名な商品等表示を自
己の商品・営業の表示として使用する行為ともいえない
ため、不正競争行為には該当しません。また、ＡＩ生
成物に他人の商品等表示が含まれ、それを利用する
行為は、他人の周知な商品等表示と同一・類似のもの
を使用等することにより、他人の商品・営業と混同を
生じさせるか否か、自己の商品等表示として他人の著
名な商品等表示と同一・類似のものを使用等する行為
か否かによって判断されます。
（２）商品形態模倣に関する不正競争行為
不正競争防止法には、商品形態模倣に関する不正

競争行為が規定されています。

他人の商品の形態が含まれるデータをＡＩに学習さ
せる行為について、学習用データとしての利用は、他
人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等に該当しない
ため、不正競争行為には該当しません。また、ＡＩ生
成物に他人の商品の形態が含まれ、それを利用する行
為については、実質的に同一の形態の商品といえるか
どうかによって判断されます。

６　声の保護

昨今、声優をはじめとする人の声を学習させ、本人
類似の音声を生成できるＡＩが無断で開発されウェブ
サイト上で販売され、これを購入した者が生成した音
声をウェブサイト上にアップロードするなどの事例が見
られ、「中間とりまとめ」では、声の保護についても検
討がなされています。

個人の肖像等がもつ商品の販売等を促進する顧客
吸引力を排他的に利用する権利を、パブリシティ権
といいます。「声」は「肖像」そのものではありま
せんが、パブリシティ権の対象となる「肖像等」は、
あくまで本人の人物識別情報を指していますので、

「声」も含まれ得るとされています。そして、例示
ではありますが、①声自体を独立して鑑賞の対象と
なる商品等として使用する場合、②商品等の差別化
のために声を商品等に付している場合、③声を商品
等の広告として使用している場合などには、「声」
についてパブリシティ権に基づく保護が可能と考え
られます。

なお、「声」が肖像権として保護され得るのかという
観点も検討はされていますが、肖像権は、自己の「容
ぼう」及び「姿態」をみだりに撮影されない権利と判
例上定義されていますので、ここに「声」まで含める
のは困難であるとの見解が示されています。

７　最後に

「中間とりまとめ」は法的な拘束力を持つものではな
いとされていますが、生成ＡＩと知的財産権全般に関
する関係について、一定の方向性を示すもので、いわ
ばガイドラインとしての役割を果たすものになると考え
られます。

ＡＩ技術は、加速度的に発展し続けており、私た
ちの生活において、非常に便利で有意なものではあり
ますが、様 な々法的問題を孕むものでもありますので、
今後も、国の動向などについては、引き続き注視が必
要かと思います。

１　はじめに

これまで「轍」でも何度かＡＩに関するテーマを取り
上げましたが、国におけるＡＩに関する議論も活発と
なっています。

令和６年３月には、文化審議会著作権分科会法制
度小委員会が「ＡＩと著作権に関する考え方について」
を公表し、生成ＡＩと著作権に関する各種論点につい
ての考え方が整理されています。また、同年４月には、
総務省及び経済産業省が「ＡＩ事業者ガイドライン（第
１．０版）」を公表し、ＡＩを活用する事業者の行動指
針が示されています。

さらに、同年５月に、政府の「ＡＩ時代の知的財産
権検討会」が「ＡＩ時代の知的財産権検討会　中間
とりまとめ」（以下「中間とりまとめ」といいます。）を
公表しました。「中間とりまとめ」は、著作権に限らず、
幅広くＡＩと知的財産権等との関係をめぐる課題への
対応について、一定の考え方が示されています。今回
は、「中間とりまとめ」で整理された、これまであまり
活発な議論がされていなかった著作権以外の知的財
産権等とAI の関係について、ご紹介します。

２　生成ＡＩとは

「中間とりまとめ」では、生成ＡＩと知的財産権に
関する法的ルールが検討されています。生成ＡＩとは、

「コンテンツやモノについてデータから学習し、それを
使用して創造的かつ現実的な、まったく新しいアウト
プットを生み出す機械学習手法」を指します。もっとも、
近時では、機械学習手法それ自体にとどまらず、機械
学習をするソフトウェアやプログラム、これを搭載する
サービスやツールをも含めた広義の意味で用いられて
います。

生成ＡＩは、大きく学習段階と生成・利用段階に分
けて整理がされます。

（「中間とりまとめ」より）

この図からもわかるとおり、学習段階では、生デー
タを収集して学習用データとし、学習用のプログラム

（ＡＩのプログラム）に学習させることで、学習済みモ
デルが生成されます。また、生成・利用段階では、学
習済みモデルに対して、利用者が生成したい内容など
を表示する文字列等を入力する生成指示を行い、当
該指示に基づき生成ＡＩが画像、文章及び音声等のコ
ンテンツを出力し、その出力された生成物を販売等の
方法で利用することとなります。この学習段階及び生
成・利用段階において、それぞれ知的財産権との関係
が問題となります。

３　意匠権との関係

意匠とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこ
れらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせる
もの」と定義され、物の外観、デザインのことをいい
ます。また、令和２年改正により、一定の画像につい
ても、意匠の保護対象となっています。

学習段階において、他人の登録意匠又はそれと類似
する意匠が含まれるデータをＡＩに学習させる行為につ
いては、「意匠に係る画像」の作成や使用等には当た
らず、意匠法２条２項に定める「実施」に該当しない
ことから、意匠権の効力は及びません。また、ＡＩ生
成物に他人の登録意匠等が含まれ、それを利用する
行為については、従来の意匠における侵害判断と同じ
く、登録意匠とＡＩ生成物との比較を行い、物品の用
途及び機能の共通性を基準として物品が同一又は類似
と評価でき、かつ、取引者・需要者の注意を最も惹き
やすい部分において構成態様を共通にしており、形態
が同一又は類似と評価できるか否かで判断を行うこと

弁護士

犬 飼 一 博
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以
上
の
後
期
高
齢
者
で
も
11.4
パ
ー
セ

ン
ト
が
就
業
し
て
い
ま
す
。
統
計
か
ら
見
る
と
、
70
歳
ま

で
働
く
人
が
過
半
数
を
占
め
る
と
い
う
の
が
現
状
と
な
り

ま
す
。２

高
年
齢
者
安
定
雇
用
法

厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
は
制
度
発
足
当
初
は
55
歳

で
し
た
が
、
厚
生
年
金
法
の
数
次
の
改
正
を
経
て
、
現
在

は
男
女
と
も
65
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
（
国
民
年
金

の
は
支
給
開
始
年
齢
は
、制
度
発
足
当
初
か
ら
65
歳
で
す
）。

厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
と
定
年
年
齢

の
引
き
上
げ
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
に
呼

応
し
て
定
年
の
最
低
年
齢
も
引
き
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

定
年
制
を
規
律
し
て
い
る
の
は
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用

の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
高
年
齢
者
安
定
雇
用
法
）
に

な
り
ま
す
。
現
行
の
高
年
齢
者
安
定
雇
用
法
は
、
定
年
制

を
設
け
る
場
合
、
60
歳
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
高
年
齢
者
安
定
雇
用
法
の
２
０
１
３

年
改
正
に
よ
っ
て
、
65
歳
未
満
の
定
年
制
度
を
採
用
し
て

い
る
全
て
の
事
業
主
は
、
２
０
２
５
年
４
月
ま
で
に
、
①

定
年
年
齢
の
引
き
上
げ
、
②
現
に
雇
用
し
て
い
る
高
年
齢

者
が
希
望
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
定
年
後
も
引
き
続
い

て
雇
用
す
る
雇
用
継
続
制
度
、
③
定
年
制
の
廃
止
の
い
ず

れ
か
の
措
置
を
導
入
し
て
、
65
歳
ま
で
雇
用
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
義
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
高
年
齢
者
安
定

雇
用
法
の
２
０
２
１
年
改
正
に
よ
っ
て
、
70
歳
ま
で
安
定

し
た
雇
用
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
70
歳
ま
で
の
雇
用
の
確
保
に
つ
い
て

は
、
①
定
年
年
齢
の
引
き
上
げ
、
②
雇
用
継
続
制
度
、
③

定
年
制
の
廃
止
の
ほ
か
に
、④
継
続
的
な
業
務
委
託
契
約
、

⑤
事
業
主
が
行
う
（
又
は
委
託
等
を
し
て
い
る
）
社
会
貢

献
事
業
へ
の
継
続
的
な
従
事
と
い
っ
た
方
法
も
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
な
お
、
創
業
支
援
等
措
置
と
い
わ
れ
る
④
と

⑤
に
つ
い
て
は
、
導
入
に
際
し
て
、
過
半
数
組
合
又
は
過

半
数
代
表
者
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
定
年
後
再
雇
用
に
お
け
る
法
的
な
問
題

65
歳
ま
で
の
雇
用
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
が
、
多
く
の
事
業
主
は
、
定
年
年
齢
と
し
て
は
60
歳

を
維
持
し
、
雇
用
継
続
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

対
応
し
て
い
ま
す
。
雇
用
継
続
制
度
と
し
て
は
、
１
年
の

期
間
雇
用
契
約
を
更
新
す
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
事
業

主
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
い
く
つ
か
の
法
的
問
題
が
生
じ
て
き
ま
す
。

⑴　

同
一
労
働
同
一
賃
金

一
つ
は
、
定
年
後
の
再
雇
用
に
際
し
て
賃
金
を
引
き
下

げ
る
事
業
主
が
散
見
さ
れ
ま
す
が
、
均
等
待
遇
原
則
（
同

一
労
働
同
一
賃
金
）
に
反
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

結
論
と
し
て
は
、
定
年
退
職
前
と
再
雇
用
後
を
比
較
し

連
載

て
不
合
理
な
待
遇
差
を
設
け
る
こ
と
は
、
短
時
間
労
働
者

及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る

法
律
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
）
８
条
に
違

反
す
る
も
の
と
な
り
ま
す
。定
年
退
職
前
と
再
雇
用
後
で
、

賃
金
な
ど
の
待
遇
に
差
が
生
じ
る
こ
と
自
体
は
許
容
さ
れ

る
と
し
て
も
、
業
務
内
容
が
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
基
本
給
や
手
当
な
ど
に
待
遇
差
を
設
け
、
そ
れ
が
不

合
理
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
再
雇
用
後
の
契
約
内

容
が
無
効
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ど
の
程
度
の
待
遇
差
が
生
じ
る
と
不
合
理
と
判
断
さ
れ

る
の
か
は
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
定
年
退
職
後
の
再

雇
用
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
考
慮
し
て
不
合
理
で
あ
る
か

ど
う
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
定
年
退
職
前
の
賃

金
が
勤
続
年
数
に
応
じ
て
増
加
す
る
年
功
的
性
格
の
要
素

が
強
い
場
合
、
業
務
内
容
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
一
定
の
賃

金
の
減
額
は
不
合
理
と
は
い
え
な
い
と
判
断
さ
れ
る
傾
向

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。現
在
の
と
こ
ろ
、

定
年
後
の
再
雇
用
に
お
け
る
待
遇
差
が
ど
の
程
度
ま
で
許

容
さ
れ
る
の
か
明
確
な
判
断
基
準
が
定
ま
っ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
点
は
事
例
の
集

積
を
待
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑵　

無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換

有
期
労
働
契
約
が
繰
り
返
し
更
新
さ
れ
て
通
算
５
年
を

超
え
た
と
き
は
、
労
働
者
の
申
込
み
に
よ
り
、
期
間
の
定

め
の
な
い
労
働
契
約
（
無
期
労
働
契
約
）
に
転
換
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
（
労
働
契
約
法
18
条
）、
定
年

後
の
再
雇
用
の
場
合
も
５
年
を
超
え
る
と
無
期
労
働
契
約

に
転
換
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

結
論
と
し
て
は
、
定
年
後
の
再
雇
用
に
も
労
働
契
約
法

18
条
は
適
用
さ
れ
ま
す
。

も
っ
と
も
、
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働

者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
有
期
雇
用
特
別
措
置
法
）

に
よ
り
、
事
業
主
が
適
切
な
雇
用
管
理
に
関
す
る
計
画
を

作
成
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
か
ら
そ
の
計
画
が
適
当
で

あ
る
こ
と
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
定
年
後
の
再
雇

用
の
期
間
に
つ
い
て
は
無
期
労
働
契
約
に
転
換
す
る
た
め

の
期
間
と
し
て
算
入
し
な
い
と
す
る
特
例
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
都
道
府
県
労
働
局
長
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に

よ
り
、
定
年
後
の
再
雇
用
期
間
が
５
年
を
超
え
た
と
し
て

も
無
期
労
働
契
約
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
こ

の
問
題
は
解
決
さ
れ
ま
す
。

注
意
す
べ
き
は
、
60
歳
前
か
ら
有
期
雇
用
さ
れ
て
い
る

労
働
者
や
、
60
歳
を
超
え
て
か
ら
新
た
に
有
期
雇
用
さ
れ

た
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
定
年
に
達
し
た
後
も
引
き
続
き

雇
用
さ
れ
る
有
期
雇
用
労
働
者
と
は
い
え
ま
せ
ん
の
で
、

有
期
特
措
法
の
特
例
の
対
象
外
と
な
り
、
都
道
府
県
労
働

局
長
の
認
定
を
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、
無
期
転
換
申
込

権
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
問
題
に
対
応
す

る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
契
約
更
新
の
上
限
を
５
年
と

す
る
定
め
を
す
る
か
、
無
期
転
換
と
な
っ
た
場
合
の
第
２

定
年
（
60
歳
を
超
え
て
無
期
労
働
契
約
と
な
っ
た
場
合
は

65
歳
で
定
年
と
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
制
度
）
を
定
め
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑶　

年
次
有
給
休
暇
の
計
算

労
働
契
約
法
39
条
は
、
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
６

か
月
間
継
続
勤
務
し
全
労
働
日
の
８
割
以
上
出
勤
し
た
労

働
者
に
対
し
所
定
の
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
定
め
て
い
ま
す
が
、
定
年
後
の
再
雇
用
の
場

合
、
再
雇
用
前
の
勤
続
年
数
も
通
算
し
て
年
次
有
給
休
暇

の
付
与
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

結
論
と
し
て
は
、
勤
続
年
数
を
通
算
し
て
年
次
有
給
休

暇
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
り
、
定
年
後
の
再
雇
用
の
と
き

か
ら
６
か
月
間
継
続
勤
務
し
て
初
め
て
年
次
有
給
休
暇
を

付
与
す
る
と
い
う
扱
い
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

４
お
わ
り
に

現
在
の
と
こ
ろ
、
70
歳
を
超
え
て
働
く
高
年
齢
者
は
少

数
派
で
す
が
、
そ
れ
で
も
３
人
に
１
人
は
就
業
し
て
い
る

の
が
現
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
将
来
的
に
は
75
歳

ま
で
安
定
し
た
雇
用
を
確
保
す
る
よ
う
努
力
義
務
が
定
め

ら
れ
る
時
代
が
到
来
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
方
、
多
種
多
様
な
業
種
に
お
い
て
生
成
Ａ
Ｉ
が
導
入

さ
れ
る
日
が
そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
訪
れ
る
可
能
性
は
高

く
、
そ
う
な
る
と
人
手
不
足
は
解
消
さ
れ
、
高
年
齢
者
の

就
労
機
会
が
減
少
し
、
高
年
齢
者
を
安
定
し
て
雇
用
す
る

こ
と
そ
の
も
の
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ど
の
よ
う
な
未
来
が
訪
れ
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

い
つ
ま
で
も
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
送
り
た
い
も
の
で

す
。

弁
護
士

西
村
勇
作
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てその基礎となる法律関係を確定しておくべき必要性
は見いだし難い。」
「以上によれば、特定事業について支給された労災

保険給付のうち客観的に支給要件を満たさないものの
額は、当該特定事業の事業主の納付すべき労働保険料
の額を決定する際の基礎とはならないものと解するの
が相当である。そうすると、特定事業についてされた
労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に上記
の決定に影響を及ぼすものではないから、特定事業の
事業主は、その特定事業についてされた労災支給処分
により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵
害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当た
るということはできない。」
「したがって、特定事業の事業主は、上記労災支給

処分の取消訴訟の原告適格を有しないというべきであ
る。」
「以上のように解したとしても、特定事業の事業主

は、自己に対する保険料認定処分についての不服申立
て又はその取消訴訟において、当該保険料認定処分自
体の違法事由として、客観的に支給要件を満たさない
労災保険給付の額が基礎とされたことにより労働保険
料が増額されたことを主張することができるから、上
記事業主の手続保障に欠けるところはない。」

４．解説

原告適格とは、行政訴訟を提起する原告としての適
格（資格）のことであり、原告適格を有さないと判断
されれば、処分の違法性といった中身について判断さ
れることなく、訴え却下（いわゆる門前払い）となり
ます。ここでの問題は、ある行政処分がなされた場合
において、処分の名宛人となった者ではない第三者（本
件ではＸ社）に処分の取消しを求める訴え（取消訴訟）
の原告適格が認められるか否かということであり、行
政訴訟ではしばしば問題となります。例えば、高速増
殖炉原子炉「もんじゅ」の設置許可処分について、原
子炉から一定の範囲内の地域に居住している周辺住民
に原告適格を認めた裁判例（最三小判平成 4 年 9 月
22 日民集 46 巻 6 号 1090 頁）などがあります。

取消訴訟においては、「当該処分・・・の取消しを
求めるにつき法律上の利益を有する者」に限って原告
適格を有するとされており（行訴法 9 条 1 項）、「法
律上の利益を有する者」とは、「当該処分により自己

の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は
必然的に侵害されるおそれのある者」をいうとされて
います（最三小判昭和 53 年 3 月 14 日民集 32 巻
2 号 211 頁）。

本件においては、「当該処分により自己の権利若し
くは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵
害されるおそれのある者」に当たるか、より具体的に
は、労災支給処分に基づく労災保険給付の額が特定事
業の事業主の納付すべき労働保険料の額の決定に影響
を及ぼすか否かが問題となりました。

これについて、最高裁は、労災保険給付のうち客観
的に支給要件を満たさないものの額は、当該特定事業
の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の
基礎とはならないことを理由として、影響を及ぼすも
のではないと判示しました。

したがって、事業主としては、客観的に支給要件を
満たさない労災保険給付の額が基礎とされたことによ
り労働保険料が増額されたことを主張する場合には、
支給決定の取消訴訟ではなく、自己に対する保険料認
定処分に対する不服申立て又はその取消訴訟において
主張していくこととなります。

労働者災害補償保険法（労災保険法）に基づき労働者に支
給された療養補償給付及び休業補償給付の各支給処分の
取り消し訴訟について、事業主の原告適格が否定された例
最高裁判所令和6年7月4日第一小法廷判決

１．ポイント

労働者災害補償保険法（労災保険法）に基づき支給
された療養補償給付及び休業補償給付の各支給処分に
関し、特定事業主は当該支給処分の取消訴訟の原告適
格を有しないと判断されました。

２．事案の概要

X 社は、中小企業における特定保険業等を営む一般
財団法人であり、労働保険の保険料の徴収等に関する
法律（徴収法）12 条 3 項に基づくいわゆるメリット
制の適用を受ける事業の事業主（「特定事業主」）でした。

札幌中央労働基準監督署長は、X 社の支局に勤務し
ていた従業員Ａが精神疾患を発症したとして、労災保
険法に基づき、A に対して療養補償給付及び休業補償
給付の各支給処分をしました。

これに対して、X 社が本件各処分の取消しを求めて
提訴しました。X 社の主張は、次のようなものになり
ます。すなわち、特定事業主は、自らの事業について
業務災害保険給付等に係る支給処分（業務災害支給処
分）がされた場合、同処分の法的効果により労働保険
の保険料の納付義務の範囲が増大して直接具体的な不
利益を被るおそれがあり、同処分の取消しを求めるに
つき、「法律上の利益を有する者」（行政事件訴訟法（行
訴法）9 条 1 項）に当たるというものです。

第１審（東京地判令和 4 年 4 月 15 日労判 1285
号 39 頁）では、特定事業主である X 社は、業務災
害支給処分の法的効果により直接具体的な不利益を被
る者とは言えないため、原告適格を有しないと判断さ
れました。

これに対し、控訴審（東京高判令和 4 年 11 月
29 日労判 1285 号 30 頁）では、特定事業主が自
らの事業に係る業務災害支給処分により直接具体的な
不利益を被るおそれがあることから、原告適格を有す
ると判断されました。

３．判旨

「労災保険法は、労災保険給付の支給又は不支給の
判断を、その請求をした被災労働者等に対する行政処
分をもって行うこととしている（12 条の 8 第 2 項
参照）。これは、被災労働者等の迅速かつ公正な保護
という労災保険の目的（1 条参照）に照らし、労災保
険給付に係る多数の法律関係を早期に確定するととも
に、専門の不服審査機関による特別の不服申立ての制
度を用意すること（38 条 1 項）によって、被災労
働者等の権利利益の実効的な救済を図る趣旨に出たも
のであって、特定事業の事業主の納付すべき労働保険
料の額を決定する際の基礎となる法律関係まで早期に
確定しようとするものとは解されない。仮に、労災支
給処分によって上記法律関係まで確定されるとすれば、
当該特定事業の事業主にはこれを争う機会が与えられ
るべきものと解されるが、それでは、労災保険給付に
係る法律関係を早期に確定するといった労災保険法の
趣旨が損なわれることとなる。」
「また、徴収法は、労災保険率について、将来にわたっ

て、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことがで
きるものでなければならないものとした上で、特定事
業の労災保険率については、基準労災保険率を基礎と
しつつ、特定事業ごとの労災保険給付の額に応じ、メ
リット収支率を介して増減し得るものとしている。こ
れは、上記財政の均衡を保つことができる範囲内にお
いて、事業主間の公平を図るとともに、事業主による
災害防止の努力を促進する趣旨のものであるところ、
客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額を特
定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定す
る際の基礎とすることは、上記趣旨に反するし、客観
的に支給要件を満たすものの額のみを基礎としたから
といって、上記財政の均衡を欠く事態に至るとは考え
られない。」
「労働保険料の額は、申告又は保険料認定処分の時

に決定することができれば足り、労災支給処分によっ

弁 護 士 柴 田 大 樹
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今回は、多くの方が関係ある「高血圧症」を取り上げたいと思いま
す。
血圧の正常値は、収縮期：120ｍｍHg未満、かつ拡張期；80ｍｍ

Hg未満ですが、状況により大きく変化しやすく、起床時（排尿・排便
後、食事前）と就寝前（入浴後1時間以上経過）の決まった時間に測
定することが大切です。心臓と同じ高さ、正しい姿勢で、カフは素肌
もしくは薄手の下着の状態で巻き、腕の力を抜き測ります。血圧は
変動しやすいので、何度か測定することが必要です。収縮期140ｍ
ｍHg以上、あるいは拡張期90ｍｍHg以上であれば高血圧ですが、
繰り返し測り、繰り返し高い場合は「高血圧症」となります。
家庭で測定することも大事で、自己測定が勧められます。血圧計

（手首式、上腕式）は、1万円前後で市販されていますが、動脈硬化の
ある方は上腕式がお勧めです。家庭での血圧は、病院よりも５ｍｍ
Hg低いことが多く、治療基準値もー５ｍｍHgです。例えば、140/90
以下の目標が、135/85以下となります。
目標値は、年齢（75歳未満か、75歳以上か）、合併している他疾病

（冠動脈・脳血管疾患、糖尿病、腎臓病など）の状態などによって定め
られます。血圧を下げるためには、日常生活の改善が基本で、以下に

留意点を列挙します。
1） 減塩すること。1日６g未満を目標にしますが、大抵は取りすぎです。
2） 肥満を避ける。20歳頃の体重を目指しますが、徐々に減量が望まし
いです。

3） 喫煙は避ける。タバコは、血管を収縮させ血圧を上げ、動脈硬化症
を促進します。

4） 飲酒を控える。適量（缶ビールなら1缶、日本酒なら1合程度）を守る
こと。

5） 十分な睡眠と休養を取るように。夜更かしは禁物です。
6） 寒さに気をつける。温度差が5度以上にならない
ように気を付ける（脱衣の時など）。

7） 入浴時の温度変化（血圧変化）にも気をつける。入
浴直後（とくに熱い時）は血圧が上がり、入浴中に
血圧が徐々に下がるので、入浴後の起立性低血圧
に注意。

8） 軽い運動は勧められますが、動脈硬化症のある方
は、主治医に相談ください。


