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シンポジウム

両
阿
川
口競

争
秩
序
の
実
現
に
お
け
る
私
法
の
論
理

|
|
交
渉
力
濫
用
規
制
を
素
材
と
し
て
|
|

曲
日

野

裕

夫

は
じ
め
に

私
は
「
競
争
秩
序
の
実
現
に
お
け
る
私
法
の
論
理
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
も
す
で
に
言
及
の
あ
っ
た
田
中
英
夫
先
生
と
竹
内
昭
夫
先
生
の
『
法
の
実
現
に
お
け
る
私
人
の
役
割
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

七
年
、
[
初
出
、
)
九
七
二
牛
1
一
九
七
二
年
〕
)
を
若
干
も
じ
っ
た
つ
も
り
の
タ
イ
ト
ル
で
ご
ざ
い
ま
す
。
競
争
秩
序
の
実
現
に
お
い
て
私

法
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
、
結
論
を
簡
単
に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
と
、
競
争
秩
序
を
私
法
で
論
ず
る
場
合
に
、
経
済
法
の
論
理
に
引
っ
張
ら
れ
る
必

要
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
法
は
、
私
法
独
自
の
論
理
で
も
っ
て
、
競
争
秩
序
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
が
、
一
番
言
い
た
い
こ
と
で
す
。
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そ
の
点
を
主
張
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て
、
本
報
告
が
扱
う
の
は
、
競
争
秩
序
が
問
題
と
な
る
場
面
の
中
で
も
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」

の
問
題
、
そ
れ
も
、
契
約
関
係
が
す
で
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
再
交
渉
が
な
さ
れ
て
い
る
場
面
に
お
い
て
交
渉
力
が
濫
用
さ
れ
た
場
合
に
、

そ
の
再
交
渉
に
よ
る
合
意
の
効
力
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
「
契
約
再
交
渉
に
お
け
る
交
渉
力
濫
用
規
制
」
の
問
題
で
す
。

具
体
的
事
案
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
念
頭
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
東
洋
電
装
事
件
(
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
七
月
六

日
判
時
二
二
O
九
号
一

O
九
頁
)
と
い
う
、
下
請
法
違
反
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
を
ベ

l
ス
と
し
た
事
案
で
す
。

自
動
車
メ
ー
カ
ー

A
に
部
品
を
製
造
し
て
納
入
し
て
い
た
下
請
事
業
者

B
が
い
ま
す
。

B
は
そ
の
生
産
設
備
の
大
部
分
を

A
杜
向
け
部
品

の
生
産
用
に
仕
様
を
統
一
し
て
い
ま
す
。
そ
の
売
上
高
の
八
割
が

A
か
ら
の
受
注
に
よ
る
も
の
で
す
。
従
っ
て
、

B
は
A
と
の
取
引
に
ロ
ッ

ク
イ
ン
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
メ
ー
カ
ー

A
が
下
請
事
業
者

B
に
対
し
て
部
品
の
単
価

の
引
き
下
げ
を
打
診
し
て
き
た
と
い
う
場
面
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
場
面
に
つ
き
ま
し
て
、
日
本
で
は
、
ま
ず
行
政
規
制
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
独
占
禁
止
法
が
不
公
正
な
取
引
方
法
の
中
の
「
優

競争秩序への多元的アプローチ(1)

越
的
地
位
の
濫
用
」
(
一
般
指
定
一
四
項
)
と
し
て
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
ま
ず
一
つ
目

の
行
政
規
制
で
、
公
正
取
引
委
員
会
が
こ
れ
を
運
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
二
つ
目
は
、
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
、
い
わ

ゆ
る
下
請
法
で
、
独
禁
法
の
補
助
立
法
で
す
が
、
親
事
業
者
が
下
請
の
事
業
者
に
対
し
て
「
値
引
き
」
や
「
買
い
叩
き
」
を
す
る
こ
と
を
禁

止
す
る
規
制
が
下
請
法
の
四
条
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
公
正
取
引
委
員
会
が
運
用
す
る
法
律
で
す
。

こ
の
よ
う
な
行
政
規
制
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
不
当
な
値
引
き
要
請
で
あ
る
と
か
買
い
叩
き
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
下
請
事

業
者
が
応
じ
た
場
合
に
は
、
つ
ま
り
契
約
の
再
交
渉
が
な
さ
れ
て
契
約
が
改
訂
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
改
訂
さ
れ
た
契
約
の
効
力
は
ど
う
な

る
の
か
と
い
う
点
に
関
す
る
規
定
は
、
独
禁
法
に
も
下
請
法
に
も
存
在
し
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
交
渉
力
濫
用
に
対
し
て
私
法
の
側
で
対
応
す
る
必
要
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
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が
問
題
と
な
り
ま
す
。
東
洋
電
装
事
件
で
は
、
下
請
事
業
者
B
は
、
裁
判
所
の
認
定
で
は
価
格
の
引
き
下
げ
に
応
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
安
い
値
段
で
部
品
を
納
入
し
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
の
ち
に
経
営
が
行
き
詰
ま
り
、
下
請
法
違
反
を
根
拠
に
契

約
改
訂
の
無
効
を
主
張
し
て
、
親
事
業
者
に
対
し
て
も
と
も
と
の
原
価
格
と
改
訂
さ
れ
た
価
格
の
差
額
の
支
払
い
を
請
求
し
て
い
ま
す
。

東
京
地
裁
は
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
問
題
を
「
取
締
法
規
違
反
行
為
の
私
法
上
の
効
力
論
」
の
枠
組
み
で
扱
い
、
「
下
請
法
に
抵
触
す
る

と
い
う
だ
け
で
合
意
が
無
効
に
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
下
請
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
不
当
性
の
高
い
場
合
に
は
合
意
が
公
序
良
俗
に
違
反
し

て
無
効
に
な
る
場
合
が
あ
り
う
る
」
と
い
う
一
般
論
を
示
し
た
う
え
で
、
結
論
と
し
て
は
、
本
件
で
は
高
い
不
当
性
は
な
い
と
し
て
契
約
の

効
力
を
維
持
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
差
額
の
支
払
請
求
は
棄
却
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
下
請
法
違
反
行
為
の
私
法
上
の
効
力
が
問
題
と
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な
っ
た
事
件
と
し
て
は
、
判
例
集
未
登
載
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
高
周
波
事
件
(
富
山
地
裁
高
岡
支
判
昭
和
六
二
年
一

O
月
一
五
日
)
と
い

う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
『
独
禁
法
百
選
』
の
四
版
と
六
版
で
は
な
ぜ
か
東
洋
電
装
事
件
で
は
な
く
て
こ
ち
ら
が
載
っ
て
い
ま
す
。
基
本
的
に

は
東
洋
電
装
事
件
と
同
じ
よ
う
な
判
示
を
し
て
い
る
判
決
で
す
。

東
洋
電
装
事
件
の
判
決
の
論
理
で
は
、
公
序
良
俗
違
反
に
よ
っ
て
、
そ
の
契
約
が
無
効
に
な
る
場
合
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
「
下
請
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
」
無
効
の
判
断
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
「
下
請
法
の
趣

旨
に
照
ら
し
て
」
と
い
う
文
言
を
ど
こ
ま
で
深
刻
に
受
け
止
め
る
べ
き
か
と
い
う
の
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
を
文
字
通
り
に
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
契
約
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
、
公
序
良
俗
違
反
に
な
る
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
下
請

法
の
趣
旨
か
ら
し
て
無
効
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
私
法
の
独
自
性
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま

す。
し
か
し
、
こ
の
事
件
の
よ
う
に
、
当
事
者
が
関
係
特
殊
的
な
投
資
を
し
て
容
易
に
ほ
か
の
取
引
相
手
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
よ
う
な
ロ
ッ
ク
イ
ン
状
況
下
で
は
、
相
手
方
の
機
会
主
義
的
な
交
渉
力
濫
用
に
対
し
て
、
そ
の
当
事
者
、
こ
の
事
件
で
い
う
と

B
は
、
非



常
に

gzm『
善
】
白
な
地
位
に
置
か
れ
ま
す
が
、
下
請
法
あ
る
い
は
独
禁
法
と
は
無
関
係
に
私
法
独
自
の
論
理
に
基
づ
い
て
契
約
の
効
力
を
否

定
し
て
、
そ
の
当
事
者
を
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
下
請
法
と
独
禁
法
を
、
こ
の
当
事
者
を
救
う
場

合
の
法
律
論
の
挺
子
と
し
て
使
う
必
然
性
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
必
ず
し
も
使
う
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
け
る
《
既
存
義
務
の
準
則
》

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
、
以
下
で
は
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
け
る
《
既
存
義
務
の
準
則
》
(
℃
B
B
E
E
-
a
E
q
豆
町
)
に
注
目
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
少
し
正
直
に
言
い
ま
す
と
、
本
来
は
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
け
る
《
既
存
義
務
の
準
則
》
の
形
成
過
程
を
中
心
に

こ
こ
で
報
告
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
ど
う
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
と
は
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
、
ご
く
一
部
だ
け
触

り
の
部
分
だ
け
を
取
り
上
げ
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
(
な
お
、
川
元
主
税
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
経
済
的
強

迫
」
九
大
法
学
七
七
号
三
五
頁
(
一
九
九
九
年
)
は
、
他
の
関
連
法
理
と
あ
わ
せ
て
《
既
存
義
務
の
準
則
》
を
検
討
す
る
す
ぐ
れ
た
文
献
で

競争秩序への多元的アプローチ(1)

あ
る
)
。

コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
き
ま
し
て
は
交
渉
力
濫
用
の
問
題
を
伝
統
的
に
私
法
に
よ
っ
て
処
理
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
一
端
が

《
既
存
義
務
の
準
則
》
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
民
事
規
制
で
す
。

こ
れ
が
ど
う
い
う
法
理
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
前
に
、
契
約
再
交
渉
に
お
け
る
交
渉
力
濫
用
と
い
う
問
題
が
成
立
す
る
前
提

が
一
つ
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
、
特
に
大
陸
法
の
世
界

で
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
契
約
の
改
訂
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
英
米
法
に
お
き
ま
し
て
は
、
契
約
の
改
訂

は
自
由
で
は
な
く
、
改
訂
し
た
契
約
の
拘
束
力
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
約
因
法
理
が
そ
こ
で
影
響
し
て
き
て
い
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
英
米
契
約
法
に
お
き
ま
し
て
は
、
約
因

(ncロ凹片山
O
E
5ロ
)
が
備
わ
っ
て
い
な
い
契
約
は
拘
束
力
を
有
し
ま
せ
ん
。
約
因
概
念

を
正
確
に
説
明
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
有
償
契
約
で
な
い
と
拘
束
力
を
持
た
な
い
と
い
う
こ

北法56(1-267) 267 
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と
で
す
。
交
換
的
取
引
で
な
い
と
拘
束
力
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
取
り
あ
え
ず
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

契
約
の
改
訂
も
一
つ
の
契
約
、
新
し
い
合
意
で
す
の
で
、
そ
れ
が
拘
束
力
を
有
す
る
た
め
に
は
約
因
が
必
要
で
す
。
契
約
の
改
訂
で
一
方

的
に
価
格
の
引
き
下
げ
を
す
る
と
い
う
場
合
、
こ
れ
は
交
換
取
引
で
は
な
く
、
一
方
だ
け
が
損
を
し
て
い
る
契
約
で
す
の
で
、
約
因
を
欠
き

拘
束
力
が
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
売
買
契
約
で
価
格
が
値
下
げ
改
訂
さ
れ
る
と
、
買
主
は
も
と
も
と
負
っ
て
い
た
義
務
を
軽

減
さ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
売
主
の
方
は
、
も
と
も
と
負
っ
て
い
た
の
と
変
わ
ら
な
い
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、

北法56(1. 268) 268 

相
対
的
に
負
担
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
す
る
新
し
い
約
因
は
あ
り
ま
せ
ん
。
買
主
は
も
と
も
と
代
金
を
支
払
う
義
務
を
負
っ
て
い

た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
既
存
の
義
務
を
履
行
す
る
と
い
う
約
束
は
、
価
格
引
下
げ
の
見
返
り
に
な
ら
な
い
と
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
が
《
既
存
義
務
の
準
則
》
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

こ
の
準
則
を
東
洋
電
装
事
件
の
事
案
に
当
て
は
め
ま
す
と
、
価
格
の
引
き
下
げ
合
意
に
は
約
因
が
な
い
の
で
、
《
既
存
義
務
の
準
則
》
に

よ
っ
て
契
約
の
価
格
改
訂
は
拘
束
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

《
既
存
義
務
の
準
則
》
は
、
こ
の
よ
う
に
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
契
約
改
訂
の
効
力
を
否
定
す
る
と
い
う
法
理
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
契
約
改
訂
に
お
け
る
交
渉
力
濫
用
の
問
題
を
一
括
し
て
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
、
優
れ
た
ル

l
ル
で
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
し
か
し
や
は
り
過
剰
な
ル

l
ル
で
は
あ
り
ま
す
。
現
実
の
商
取
引
に
と
っ
て
は
大
き
な
障
害
に
な
る
ル

l
ル
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま

し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
き
ま
し
で
も
ア
メ
リ
カ
に
お
き
ま
し
で
も
現
在
で
は
こ
の
《
既
存
義
務
の
準
則
》
を
制
約
な
い
し
廃
棄
す
る
と
い
う

方
向
で
の
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
一
定
の
成
果
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。
《
既
存
義
務
の
準
則
》
と
い
う
の
は
、
す
こ
ぶ
る
評
判
の
悪
い
法

理
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
申
し
上
げ
た
い
の
は
次
の
点
で
す
。
《
既
存
義
務
の
準
則
》
は
、
「
約
因
法
理
」
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け

で
す
が
、
も
と
も
と
は
「
約
因
法
理
」
と
し
て
登
場
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
沿
革
を
持
つ
法
理
が
最
終
的
に
「
約
因
法
理
」
に



一
本
化
さ
れ
た
と
い
う
形
成
過
程
を
持
ち
ま
す
。
多
様
な
沿
革
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
今
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
「
公

序
」
論
拠
の
系
譜
と
呼
べ
る
も
の
、
つ
ま
り
公
序
を
論
拠
に
契
約
改
訂
の
拘
束
力
を
否
定
す
る
と
い
う
裁
判
例
の
系
譜
が
あ
り
ま
し
た
。

公
序
論
拠
の
系
譜
が
問
題
と
し
た
の
は
次
の
よ
う
な
事
案
で
す
。

一
七
九
一
年
の
司
ミ
三
戸
建

S
S
(
P
E
r
m
-
O
N・
コ
。
関
口

m
m
m勺
・
ま

コ
主
)
)
で
す
が
、
航
海
中
に
船
舶
が
危
険
に
陥
っ
た
た
め
に
船
長
は
船
員
達
に
当
初
の
予
定
以
上
の
仕
事
を
さ
せ
る
必
要
が
出
て
き

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
報
酬
の
上
乗
せ
(
追
加
支
払
)
を
約
束
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
航
海
が
終
了
し
た
後
に
、
船
員
達
が
そ
の
支
払
を
求
め

た
と
い
う
事
件
で
あ
り
ま
す
。
船
長
と
し
て
は
、
航
海
の
最
中
の
こ
と
で
す
か
ら
代
わ
り
の
船
員
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
わ
け

(
国
内
回
・

ロ
ッ
ク
イ
ン
状
況
下
に
お
い
て
契
約
改
訂
が
な
さ
れ
た
事
案
で
す
。

こ
の
事
件
に
お
い
て
船
員
達
の
請
求
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
判
旨
は
、
こ
の
支
払
請
求
を
認

め
れ
ば
船
員
達
が
恋
意
的
に
報
酬
の
値
上
げ
を
迫
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
こ
れ
は
公
序
に
反
す
る
の
だ
と
述
べ
ま
し
た
。
ロ
ッ

ク
イ
ン
状
況
下
で
こ
の
よ
う
な
値
上
げ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
れ
は
公
序
に
反
す
る
と
し
た
わ
け
で
す
。

で
す
。
ま
さ
し
く
、

競争秩序への多元的アプローチ(1)

一
八
年
後
の
笠
尽
て
・
ミ
Y3.
込
(

M

(

リ富岡田
y
凶
-
斗
唱
コ
。
肘
ロ

m-F℃
・
ニ
ふ
∞
(
-
∞
宅
)
)
と
い
う
事
件
で
は
裁
判
所
の
判
断
に
変
化
が
み

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
民
ミ
号
て
苛
む
な
き
に
非
常
に
よ
く
似
た
事
案
で
あ
り
ま
す
。
航
海
の
途
中
で
船
員
二
人
が
離
船
し
て
い
な
く
な
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
途
中
の
寄
港
地
で
代
わ
り
の
船
員
を
探
し
ま
し
た
が
結
局
見
つ
か
ら
ず
、
仕
方
な
く
残
り
の
船
員
に
、
離
船
し
た
二
名
分

と
こ
ろ
が
、

の
仕
事
も
肩
代
わ
り
さ
せ
る
必
要
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
際
、
そ
の
二
名
分
の
報
酬
を
上
乗
せ
し
て
支
払
う
と
い
う
こ
と
を
船
員
達
に
約

こ
れ
は
基
本
的
に
は
、
町
ミ
号
て
・
ぞ
む
な
き
と
同
じ
よ
う
な
事
件
で
す
が
、
裁
判
所
は
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
は
公
序
論
拠
を
明
示
的
に
排

除
し
た
上
で
、
契
約
の
改
訂
に
約
因
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
契
約
の
改
訂
の
拘
束
力
を
否
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
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束
し
た
わ
け
で
す
。
後
日
、
船
員
が
報
酬
の
上
乗
せ
分
の
支
払
い
を
請
求
し
ま
し
た
。

E
F
〈
・
冨
豆
島
判
決
に
よ
っ
て
、
公
序
論
拠
を
使
っ
て
再
交
渉
に
お
け
る
交
渉
力
濫
用
を
規
制
し
て
い
た
裁
判
例
が
、
約
因
法
理
に
基
づ
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く
《
既
存
義
務
の
準
則
》
に
取
り
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

従
い
ま
し
て
、
現
在
で
は
非
常
に
否
定
的
な
評
価
が
さ
れ
る
〈
既
存
義
務
の
準
則
》
で
す
が
、
そ
の
前
身
に
お
い
て
は
交
渉
力
の
濫
用
を

防
ぐ
法
理
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
現
在
で
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
限
り
に
お
い
て
で
す
が
、

正
当
性
を
有
す
る
法
理
だ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
だ
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
法
や
イ
ギ
リ
ス
法
も
そ
う
で
す
が
、

動
向
と
し
て
は
、
交
渉
力
濫
用
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
的
強
迫
」

(
m
g
S
E
R
E
B回
目
)
と
い
う
法
理
で
対
応
す
る
方
向
に
議
論
が
動

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
法
理
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
報
告
と
の
関
連
で
以
上
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
は
、
交
渉
力
濫
用
規
制
の
問
題
は
私
法
が
独
自
に
公
序
違
反
と
い
う
こ
と
を
論
拠
に
し
て

規
制
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
公
序
論
拠
を
用
い
る

h
h
q
S
て
・
宅
b
H
h
S

判
決
で
は
、
別
に
独
禁
法
の
干
渉
が
出

て
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
私
法
独
自
の
論
理
で
交
渉
力
濫
用
規
制
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対

し
て
日
本
で
は
、
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
競
争
秩
序
違
反
、
例
え
ば
優
越
的
地
位
の
濫
用
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も

議
論
が
行
政
規
制
、
独
禁
法
や
下
請
法
等
々
が
あ
る
た
め
に
、
そ
ち
ら
に
引
き
ず
ら
れ
る
形
に
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
私
法
独
自
の
競
争
秩
序
と
そ
れ
以
外
の
競
争
秩
序
実
現
に
向
け
た
法
令
と
の
関
係
を
整
理
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

複
数
の
〈
競
争
秩
序
〉

私
法
に
お
け
る
競
争
秩
序
と
い
う
の
は
、
実
は
二
通
り
の
現
れ
方
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
整
理
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
一
つ
が
、
「
競
争
秩
序
の
間
接
的
実
現
」
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
場
合
、
も
う
一
つ
が
「
競
争
秩
序
の
直
接
的
実
現
」
と
い
う

形
で
現
れ
る
場
合
で
あ
り
ま
す
。
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「
競
争
秩
序
の
間
接
的
実
現
」
の
方
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
独
禁
法
を
は
じ
め
と
す
る
競
争
秩
序
を
保
護
す
る
法
令
が
あ

る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
契
約
の
効
力
判
断
に
お
い
て
否
定
的
に
作
用
す
る
と
い
う
場
面
で
す
。
つ
ま
り
競

争
秩
序
違
反
を
直
接
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
独
禁
法
に
違
反
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
下
請
法
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
形
で
法
令

違
反
が
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
入
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
で
す
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
競
争
秩
序
違
反
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

ほ
か
の
法
令
に
お
い
て
違
法
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
契
約
に
私
法
が
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
「
評
価
矛
盾
」
に
な
る
の
で
は
な
い

む
し
ろ
、

か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
「
評
価
矛
盾
」
を
回
避
す
る
と
い
う
要
請
と
、
私
的
な
利
益
(
例
え
ば
取
引
安
全

の
保
護
)
の
保
護
の
要
請
の
衡
量
が
行
わ
れ
て
、
結
果
的
に
競
争
秩
序
が
優
先
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
劣
後
す
る
場
合
も
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
競
争
秩
序
の
間
接
的
実
現
」
に
お
け
る
、
「
私
益
保
護
」
の
考
慮
は
、
独
禁
法
等
に
存
在
し

競争秩序への多元的アプローチ(1)

な
い
、
私
法
独
自
の
考
慮
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。

次
に
、
「
競
争
秩
序
の
直
接
的
実
現
」
と
言
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は
、
競
争
秩
序
そ
れ
自
体
が
公
序
で
あ
る
と
し
て
、

他
の
法
令
違
反
の
判
断
を
介
さ
ず
に
民
法
上
の
公
序
違
反
そ
の
も
の
を
理
由
に
契
約
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
場
合
で
す
。
こ
れ
は

ま
っ
た
く
私
法
独
自
の
作
用
だ
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
「
競
争
秩
序
の
直
接
的
実
現
」
に
つ
い
て
も
従
来
か
ら
議
論
が
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
例
え
ば
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
森
平
先
生
や
吉
田
先
生
の
議
論
の
中
で
も
出
て
き
ま
し
た
が
二
重
譲
渡
の
話
と
か
労
働

者
の
引
き
抜
き
に
よ
る
債
権
侵
害
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
「
競
争
秩
序
の
直
接
的
実
現
」

の
話
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で

す
そ
の
ほ
か
、
「
独
禁
法
違
反
行
為
の
効
力
論
」
の
問
題
も
、
少
な
く
と
も
従
来
の
裁
判
例
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
範
囲
内
で
は
、
実
は
こ
れ

は
私
は
直
接
的
実
現
の
話
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
点
は
ま
た
後
で
話
す
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
下
、
こ
の
「
競

争
秩
序
の
間
接
的
実
現
」
と
「
直
接
的
実
現
」
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ま
ず
、
「
競
争
秩
序
の
間
接
的
実
現
に
お
け
る
私
法
の
論
理
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
ラ
ル
フ
・
ロ
ー
レ
ン
事

件
最
高
裁
判
決
(
最
判
平
成
一
三
年
六
月
一
一
日
判
時
一
七
五
七
号
六
二
頁
)
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
件
で
は
、
不
正
競

争
防
止
法
お
よ
び
商
標
法
に
違
反
し
た
契
約
、
具
体
的
に
は
偽
ブ
ラ
ン
ド
品
の
売
買
な
の
で
す
が
、
そ
の
契
約
の
効
力
が
問
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
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不
正
競
争
防
止
法
も
商
標
法
も
、
明
ら
か
に
競
争
秩
序
維
持
を
目
的
と
し
た
法
令
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
判
決
は
基
本
的

に
は
契
約
の
効
力
を
否
定
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
不
競
法
や
商
標
法
違
反
の
事
実
だ
け
を
も
っ
て
契
約
の
効
力
を
否
定
し
た
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
不
競
法
や
商
標
法
に
違
反
し
て
い
る
か
ら
契
約
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
形
で
評
価
矛
盾
を
回
避
す
る
た

め
に
効
力
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
不
競
法
違
反
・
商
標
法
違
反
と
い
う
事
実
に
加
え
て
、
当
事
者
が
、
そ
の
反
社
会
性
の
高
さ
を
認
識

し
て
そ
の
行
為
を
し
て
き
た
、
し
か
も
そ
れ
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い
た
と
い
う
点
を
強
調
し
て
契
約
の
効
力
を
否
定
し
た
も
の
で
す
。
そ
う

し
ま
す
と
、
こ
れ
は
、
「
競
争
秩
序
の
間
接
的
実
現
」
の
事
案
に
お
い
て
、
私
法
独
自
の
判
断
で
、
つ
ま
り
反
社
会
性
の
認
識
と
い
う
点
を

強
調
す
る
形
で
私
法
独
自
の
論
理
で
こ
の
契
約
の
効
力
を
否
定
し
た
事
件
、
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
ラ
ル
フ
・
ロ
ー
レ
ン
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
不
競
法
や
商
標
法
違
反
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
反
社
会
性
の

認
識
と
い
う
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
が
あ
っ
て
契
約
が
無
効
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
岐
阜
商
工
信
用
組

合
事
件
の
最
高
裁
判
決
(
最
判
昭
和
五
二
年
六
月
二

O
日
民
集
コ
二
巻
四
号
四
四
九
頁
)
が
採
っ
て
い
る
論
理
と
基
本
的
に
は
同
じ
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

岐
阜
信
組
事
件
は
、
独
禁
法
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
が
な
い
と
契
約
は
無
効
に
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
述
べ
た
判
例
で
あ
り
、
森
田
修
先
生
な
ど
は
、
要
件
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
を
「
付
加
要
件
説
」
と
い
う
ふ
う
に

呼
ん
で
い
ま
す
。



こ
の
「
付
加
要
件
説
」
に
つ
い
て
、
森
田
修
先
生
は
批
判
的
と
い
い
ま
す
か
、
実
際
に
は
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い

ま
す
(
た
と
え
ば
、
森
田
修
「
『
独
禁
法
違
反
行
為
の
私
法
上
の
効
力
論
』
試
論
」
経
済
法
学
会
年
報
一
九
号
(
一
九
九
八
年
)
、
同
「
市
場

に
お
け
る
公
正
と
公
序
良
俗
」
金
子
晃
ほ
か
編
『
企
業
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
』
(
信
山
社
、
二
0
0
0
年
)
な
ど
)
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

言
い
ま
す
と
、
も
し
、
「
付
加
要
件
説
」
が
機
能
し
て
い
る
と
す
る
と
、
独
禁
法
違
反
だ
か
ら
と
い
っ
て
イ
コ
ー
ル
公
序
違
反
と
い
う
ふ
う

に
は
直
結
し
な
い
は
ず
で
、
独
禁
法
違
反
だ
け
れ
ど
も
公
序
違
反
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
独
禁
法
に
は
適
合
し
て
い
る
け
れ
ど
も
公
序
違
反

で
あ
る
と
い
う
ケ
l
ス
が
出
て
く
る
は
ず
で
す
が
、
実
際
に
岐
阜
信
組
判
決
以
降
の
下
級
審
裁
判
例
を
見
る
と
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
独
禁
法

違
反
か
っ
公
序
良
俗
違
反
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
独
禁
法
に
適
合
し
か
っ
公
序
良
俗
に
も
適
合
し
て
い
る
と
い
う
判
断
を
し
て
い
る
裁
判
例

ば
か
り
で
あ
り
、
独
禁
法
違
反
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
と
公
序
良
俗
違
反
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
が
常
に
一
致
し
て
い
ま
す
。
森
田
先
生
は

こ
の
点
を
指
摘
し
て
、
こ
の
「
付
加
要
件
説
」
は
実
際
に
は
機
能
し
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
機
能
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
独
禁
法
違
反
の
判
断
に
私
法
上
の
効
力
の
判
断
が
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
私
法
独
自
の
論
理
は

競争秩序への多元的アプローチ(1 ) 

そ
こ
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
森
田
先
生
の
指
摘
に
対
し
て
は
若
干
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
だ
け
理
由
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で

独
禁
法
違
反
行
為
の
効
力
が
争
点
と
な
っ
た
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
独
禁
法
の
直
接
的
実
現
の
事
案
、
す
な
わ
ち
後
述
す
る
「
独
禁
法
E
」

違
反
の
事
案
で
あ
っ
て
、
「
付
加
要
件
説
」
が
そ
も
そ
も
機
能
す
べ
き
事
案
で
は
な
い
か
ら
で
す
(
岐
阜
信
組
事
件
も
、
本
来
、
「
付
加
要
件

説
」
を
打
ち
立
て
る
べ
き
事
案
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
)
0

〔
こ
の
点
の
詳
論
は
、
い
ず
れ
公
表
す
る
別
稿
に
譲
る
。
〕

次
に
、
「
競
争
秩
序
の
直
接
的
実
現
に
お
け
る
私
法
の
論
理
」
で
す
が
、
「
独
禁
法
違
反
行
為
の
私
法
上
の
効
力
論
」
と
い
う
こ
と
が
論
じ

ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
「
独
禁
法
違
反
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
は
、
実
は
二
つ
の
側
面
、
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
区
別
し
て
議
論
す
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べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
こ
れ
を
「
独
禁
法
I
」
違
反
と
「
独
禁
法
E
」
違
反
と
い
う
概
念
で
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
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(
詳
細
は
、
曽
野
裕
夫
「
「
独
禁
法
違
反
行
為
の
私
法
上
の
効
力
論
』
覚
書
」
金
沢
法
学
三
八
巻
一
・
二
号
二
六
三
頁
(
一
九
九
六
年
)
参

照
)
。
こ
れ
は
白
石
忠
志
先
生
の
考
え
方
(
白
石
忠
志
「
研
究
開
発
成
果
の
排
他
的
利
用
に
関
す
る
競
争
の
観
点
か
ら
の
規
整
川
」
法
学
協

会
雑
誌
一

O
八
巻
八
号
一
二
三
一
二
頁
(
一
九
九
一
年
)
)
を
、
私
と
し
て
は
敷
~
約
し
た
つ
も
り
の
議
論
で
あ
り
ま
す
が
、
独
禁
法
は
、
原
則

と
し
て
公
正
取
引
委
員
会
が
運
用
す
る
法
令
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
と
、
裁
判
所
が
独
禁
法
違
反
を
論
じ
て
契
約
の
効
力
を
否
定
す
る

と
い
う
場
合
で
も
、
そ
れ
は
独
禁
法
を
適
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
独
禁
法
を
運
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
も

説
明
道
具
と
し
て
独
禁
法
を
用
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
裁
判
所
が
説
明
道
具
と
し
て
使
っ
て
い
る
独
禁
法
の
こ

と
を
「
独
禁
法
H
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
独
禁
法
I
」
が
本
来
の
独
禁
法
で
あ
り
、
公
正
取
引
委
員
会
が
運
用
す
る
適
用
法
規

と
し
て
の
独
禁
法
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

公
正
取
引
委
員
会
が
「
独
禁
法
I
」
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
行
為
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
「
独
禁
法
I
」
違
反
を
根
拠
に
契
約
の
効
力

を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
ほ
ど
説
明
し
た
「
競
争
秩
序
の
間
接
的
実
現
」
の
話
で
あ
り
、
裁
判
所
が
独
自
に
「
独
禁
法
H
」
違
反
を

論
ず
る
の
が
、
「
競
争
秩
序
の
直
接
的
実
現
」
に
当
た
る
と
い
う
ふ
う
に
一
言
尽
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
独
禁
法
は
あ
く
ま
で
も
説
明

道
具
と
し
て
借
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
り
、
判
断
は
私
法
独
自
の
論
理
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

そ
し
て
実
際
に
裁
判
例
に
現
れ
て
い
る
独
禁
法
違
反
行
為
の
私
法
上
の
効
力
が
問
題
に
な
っ
た
裁
判
例
は
、
ど
れ
も
公
正
取
引
委
員
会
が
独

禁
法
違
反
だ
と
判
断
し
た
行
為
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
そ
の
効
力
を
判
断
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
公
正
取
引
委
員
会
の
動
き
は
何
も
な

い
時
点
で
裁
判
所
が
独
自
に
独
禁
法
違
反
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
す
の
で
、
す
べ
て
「
独
禁
法
E
」
違
反
に
関
す
る
事
案
ば
か
り
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だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

従
っ
て
、
岐
阜
商
工
信
用
組
合
事
件
も
こ
れ
は
「
独
禁
法
E
」
違
反
行
為
の
効
力
に
関
す
る
事
件
、
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
独
禁
法
の
タ
ー
ム
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
不
正
手
段
に
よ
る
公
正
競
争
阻
害
性
」
を
と
ら
え
て
規
制
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ



で
は
対
市
場
効
果
は
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
「
不
正
手
段
に
よ
る
公
正
競
争
阻
害
性
」
は
、
行
為
態
様
の
悪
性
に

対
す
る
規
制
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
私
法
の
論
理
と
親
和
的
な
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
独
禁
法
E
」
違
反
の

議
論
は
、
ま
さ
し
く
公
序
良
俗
論
の
議
論
、
私
法
固
有
の
議
論
だ
と
い
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
「
競
争
秩
序
の
直
接
的
実
現
」
に
お
い
て
行
為
態
様
の
悪
性
に
基
づ
い
て
規
制
を
加
え
る
と
い
う
の
は
伝
統
的
私
法
の
手

法
で
す
か
ら
、
特
に
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
私
法
が
対
市
場
効
果
の
悪
性
を
と
ら
え
て
契
約
の
私
法
上
の
効
力
を
否
定
し
て
よ
い
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
森
田
修
先
生
は
、
そ
れ
を
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
ま
す
。
わ
た
し
も
、
対
市
場
効
果
の
悪
性
を
公
序
に

取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
を
否
定
す
べ
き
理
由
は
原
理
的
に
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
政
策
論

に
な
り
ま
す
が
、
対
市
場
効
果
を
訴
訟
で
扱
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
非
常
に
大
き
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
こ
を
ど
う
す

る
か
と
い
う
問
題
は
残
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

競争秩序への多元的アプローチ(1)

な
お
、
平
成
一
二
年
の
独
禁
法
改
正
で
、
「
不
公
正
な
取
引
方
法
」
に
つ
い
て
独
禁
法
違
反
に
基
づ
く
差
止
請
求
を
認
め
る
規
定
が
お
か

れ
ま
し
た
(
二
四
条
)
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
独
禁
法
は
公
正
取
引
委
員
会
が
運
用
す
る
法
令
で
あ
る
と
、
先
ほ
ど
私
が
言
っ
た
前
提
は
崩

れ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
従
っ
て
「
独
禁
法

I
」
、
「
独
禁
法
E
」
と
い
う
区
別
は
も
は
や
成
り
立
た
な
い
と
い
う
批
判
を
さ
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
に
速
断
は
で
き
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
時
間
も
す
で
に
超
過
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
部
分
は
別

稿
に
譲
り
、
本
日
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

四

ま
と
め

最
後
の
ま
と
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
法
か
ら
見
た
場
合
の
競
争
秩
序
を
広
中
先
生
の
「
外
郭
秩
序
」
論
と
接
合

す
る
形
で
議
論
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
広
中
理
論
に
お
け
る
「
競
争
秩
序
」
と
い
う
の
は
「
財
貨
帰
属
秩
序
」
と
「
財
貨
移
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転
秩
序
」
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
外
郭
秩
序
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
(
広
中
俊
雄
『
民
法
綱
要
第
一
巻
総
論
上
』
(
創
文
社
、

九
八
九
年
)
八
頁
以
下
)
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
財
貨
秩
序
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
外
郭
秩
序
」
が
本
当
に
狭
い
意
味
で
の
「
競
争
」
、
先
ほ

ど
の
吉
田
先
生
の
ご
報
告
の
中
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
な
、
独
禁
法
二
条
四
項
が
定
義
す
る
よ
う
な
競
争
に
尽
き
て
い
る
と
す
る
の
は
疑
問
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

財
貨
秩
序
、
特
に
「
財
貨
移
転
秩
序
」
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
外
郭
秩
序
と
い
う
こ
と
で
は
、
当
事
者
に
よ
る
実
質
的
な
私
的
自
治
を
可
能
に

す
る
よ
う
な
環
境
を
整
備
す
る
、
そ
う
い
っ
た
問
題
も
当
然
入
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
従
っ
て
、
「
外
郭
秩
序
」
と
し
て
競
争
秩
序
だ
け
を

挙
げ
る
の
は
、
私
が
広
中
理
論
を
誤
解
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
や
や
狭
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
む
し
ろ
競
争

秩
序
を
含
む
と
こ
ろ
の
、
私
的
自
治
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
法
的
環
境
な
い
し
法
的
秩
序
を
、
広
く
外
郭
秩
序
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
独
禁
法
で
扱
う
伝
統
的
な
意
味
で
の
競
争
秩
序
と
は
別
の
、
私
法
独
自
の
論
理
が

強
く
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
以
上
で
す
。
(
拍
手
)
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