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１
、
財
団
法
人
を
設
立
し
て
早
く
も
６
年
目

を
迎
え
、
今
春
、
４
期
生
の
卒
業
生
を
20

名
送
り
出
し
ま
し
た
。
１
期
生
か
ら
の
卒

業
生
を
含
め
る
と
合
計
62
名
が
大
学
等
に

進
学
し
、
来
年
に
は
第
１
期
生
が
社
会
人

と
し
て
巣
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

卒
業
生
は
、
国
公
立
を
中
心
に
大
学
へ

進
学
す
る
者
も
多
く
、
そ
の
能
力
と
意
欲

に
改
め
て
感
動
を
覚
え
ま
す
。
進
学
分
野

も
文
系
、理
系
、医
療
系
と
多
岐
に
わ
た
っ

て
お
り
、
こ
れ
か
ら
社
会
人
と
し
て
有
為

な
人
材
と
し
て
育
つ
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
。

今
年
も
、
新
た
に
17
名
を
採
用
し
、
58

名
の
中
高
生
に
毎
年
２
３
０
０
万
円
前
後

の
支
援
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

２
、
し
か
し
、
日
本
の
み
な
ら
ず
地
球
規
模

で
貧
困
が
拡
大
し
、
今
や
世
界
の
金
持
ち

10
人
の
総
所
得
と
、
全
人
口
の
半
数
を
下

半
分
か
ら
数
え
た
低
所
得
層
の
総
所
得
と

が
匹
敵
す
る
と
い
う
の
が
驚
き
で
、
依
然

と
し
て
格
差
は
拡
大
し
、
益
々
固
定
化
し

つ
つ
あ
り
ま
す
。

日
本
も
同
様
の
社
会
状
況
に
あ
り
、
強

い
も
の
は
さ
ら
に
強
く
と
い
う
の
は
資
本

主
義
経
済
の
原
則
で
す
か
ら
、
ピ
ケ
ッ

テ
ィ
の
「
資
本
論
」
で
書
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
政
治
が
富
裕
層
か
ら
多
額
の
税
を

徴
収
し
、
所
得
の
再
分
配
機
能
を
有
効
に

働
か
せ
な
い
と
益
々
格
差
が
拡
大
し
、
貧

困
の
連
鎖
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
り
ま

す
。
何
よ
り
も
、
子
ど
も
達
に
学
び
の
機

会
を
平
等
に
与
え
る
施
策
が
１
日
も
早
く

実
現
す
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
が
、

そ
の
意
味
で
は
、
ま
ず
は
政
治
へ
の
無
関

心
は
困
り
ま
す
。

３
、
さ
て
、
き
ず
な
基
金
も
今
春
の
４
期
生

を
含
め
総
勢
62
名
の
卒
業
生
と
な
り
ま
し

た
が
、
こ
の
卒
業
生
た
ち
同
士
の
交
流
も

始
ま
り
ま
し
た
。

去
る
５
月
19
日
土
曜
日
の
夕
方
に
、
初

め
て
「
卒
業
生
の
会
」
が
開
催
さ
れ
、
16

名
の
大
学
生
達
が
集
ま
り
、
卒
業
生
の
会

の
組
織
化
や
支
援
対
象
の
中
高
生
へ
の
支

援
の
在
り
方
な
ど
幅
広
く
自
由
に
語
ら

れ
、
後
は
食
事
を
し
な
が
ら
の
懇
親
会
と

な
り
ま
し
た
。
大
変
盛
り
上
が
っ
て
い
ま

し
た
の
で
、今
後
も
定
期
的
に
開
催
さ
れ
、

多
彩
な
活
動
力
の
源
泉
と
な
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
６
月
２
日
に
は
中
高
生
を
中

心
に
、
サ
ポ
ー
ト
す
る
大
学
生
や
事
務
局

の
弁
護
士
達
が
引
率
し
て
奥
水
間
ア
ス
レ

チ
ッ
ク
ス
ポ
ー
ツ
で
総
勢
19
名
の
キ
ャ
ン

プ
を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
ち
ら
も
大
成

功
で
、
感
動
的
な

場
面
に
い
く
つ
も

出
会
い
ま
し
た
。

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や

星
空
体
験
、
花
火

大
会
は
子
ど
も
達

に
と
っ
て
素
晴
ら

し
い
体
験
に
な
っ

た
と
思
い
ま
す
。

私
自
身
は
、
６
年
間
の
活
動
を
通
じ
て

多
く
の
人
達
の
善
意
を
改
め
て
感
じ
る
と

共
に
、
こ
の
基
金
の
活
動
が
さ
ら
に
幅
広

く
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
今
後
も
力
を
傾

け
た
い
の
で
す
が
、
そ
の
活
動
の
展
開
と

は
、
支
援
す
る
中
高
生
を
増
や
す
こ
と
な

の
か
、
経
済
的
支
援
の
額
を
増
や
す
こ
と

な
の
か
、
そ
れ
と
も
学
習
支
援
だ
け
で
は

な
く
、
子
ど
も
達
が
持
っ
て
い
る
「
自
分

ら
し
く
社
会
で
生
き
抜
く
力
」
を
気
付
か

せ
、
引
き
出
す
た
め
の
教
育
の
機
会
を
与

え
る
こ
と
な
の
か
、
正
直
悩
ん
で
い
ま

す
。
私
は
、
今
回
の
キ
ャ
ン
プ
の
経
験
を

踏
ま
え
、
中
高
生
に
研
修
の
た
め
の
合
宿

等
の
企
画
を
で
き
れ
ば
や
っ
て
み
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
中
高
生
た
ち
に
掛
け

る
夢
は
尽
き
ま
せ
ん
し
、
卒
業
生
た
ち
が

社
会
の
一
員
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に

も
期
待
と
夢
を
抱
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
も
、
こ
の
基
金
の
活
動
に
ご
理
解
を
頂

け
れ
ば
と
て
も
嬉
し
い
こ
と
で
す
。

今
年
も
早
く
も
前
半
も
過
ぎ
ま
し
た
が
、
何

と
言
っ
て
も
国
内
で
の
最
近
の
話
題
と
言
え

ば
「
モ
リ
カ
ケ
」
問
題
を
巡
る
公
文
書
の
隠
匿
、

ね
つ
造
と
日
本
大
学
の
危
険
な
タ
ッ
ク
ル
と
そ

れ
に
ま
つ
わ
る
日
本
大
学
の
対
応
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

日
大
タ
ッ
ク
ル
問
題
で
は
、
こ
れ
が
日
本
大

学
の
監
督
や
コ
ー
チ
の
指
示
に
よ
る
も
の
か
ど

う
か
が
問
題
と
な
り
、
日
本
大
学
は
、
弁
護
士

で
構
成
さ
れ
る
第
三
者
委
員
会
を
設
置
し
て
、

調
査
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の

間
、
日
本
大
学
側
に
対
外
的
な
対
応
に
世
間
の

批
判
が
集
ま
る
一
方
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、

加
害
者
の
学
生
の
記
者
会
見
に
つ
い
て
は
概
ね

好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
ま
し
た
。

不
祥
事
の
発
生
を
い
か
に
避
け
る
か
は
、
危

機
管
理
の
第
一
歩
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
不
祥

事
が
生
じ
た
場
合
の
対
応
を
誤
る
と
、
企
業
の

存
続
す
ら
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
深
刻
な
事
態
に

陥
る
こ
と
が
あ
り
、
迅
速
か
つ
慎
重
な
対
応
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で

は
、
わ
れ
わ
れ
弁
護
士
が
入
っ
た
社
内
調
査
委

員
会
を
設
置
し
て
調
査
に
あ
た
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
様
々
な
状
況
か
ら
事
案
を
解
明
す
る
の

は
、
法
律
問
題
で
は
な
い
も
の
の
、
事
実
認
定

の
訓
練
を
受
け
て
い
る
弁
護
士
の
得
意
と
す
る

と
こ
ろ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
第
三
者
委
員
会
を

設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

が
、
社
内
調
査
委
員
会
で
の
調
査
結
果
の
公
表

な
ど
で
対
応
で
き
る
こ
と
も
相
当
数
あ
る
と
思

い
ま
す
。
不
祥
事
な
ど
発
生
し
な
い
こ
と
が
第

一
で
す
が
、
万
一
生
じ
て
し
ま
っ
た
場
合
の
対

応
は
よ
り
必
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
回
の
日

大
の
対
応
は
、
世
論
に
逆
ら
い
火
に
油
を
注
い

だ
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
き
な
危
機
管
理

の
教
訓
だ
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
私
の
母
校
で
あ
る
京
都
大
学
法
学
部

の
卒
業
生
等
の
親
睦
団
体
の
会
報
に
、
日
本
電

産
の
創
業
者
で
最
高
経
営
責
任
者
の
永
守
重
信

氏
の
講
演
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
私
が
特
に
感
銘
を
受
け
た
箇
所
を

い
く
つ
か
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

起
業
す
る
際
に
母
親
か
ら
「
お
前
は
人
の
倍

働
く
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
や
め
て
お
け
」
と

言
わ
れ
た
。
い
ま
で
も
早
く
帰
ろ
う
と
す
る
と
、

母
親
の
お
墓
の
方
向
か
ら
「
お
い
、
も
う
帰
る

の
か
」
と
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

私
は
民
間
企
業
で
の
勤
務
を
経
て
弁
護
士
に

な
っ
た
の
で
す
が
、
弁
護
士
に
な
る
際
、「
自

分
は
同
世
代
の
弁
護
士
よ
り
も
キ
ャ
リ
ア
で
は

出
遅
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
懸
命
に
働
い
て
、

他
人
が
５
年
で
や
る
こ
と
を
３
年
で
や
ろ
う
、

10
年
で
や
る
こ
と
を
５
年
で
や
ろ
う
、
20
年
で

や
る
こ
と
を
10
年
で
や
ろ
う
。」
と
い
う
目
標

を
立
て
ま
し
た
。
弁
護
士
３
年
目
こ
ろ
か
ら
数

年
間
は
、
週
３
日
は
徹
夜
の
た
め
家
に
帰
れ
な

い
日
が
続
き
ま
し
た
。
辛
い
と
思
い
か
け
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
弁
護

士
に
な
る
際
に
立
て
た
目
標
を
思
い
出
し
、
自

分
を
奮
い
立
た
せ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
は

他
の
誰
よ
り
も
負
け
な
い
く
ら
い
仕
事
を
し
た

と
い
う
自
負
が
あ
り
、
今
の
自
分
が
あ
る
の
も

こ
の
こ
ろ
頑
張
っ
た
お
か
げ
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。「

で
き
ま
せ
ん
」
で
は
な
く
「
で
き
ま
す
」

と
い
え
。

依
頼
者
の
方
か
ら
、「
こ
う
い
っ
た
こ
と
を

し
た
い
が
法
律
的
に
可
能
か
」
と
聞
か
れ
る
こ

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
な
か
に
は
、
お
話
を
聞

く
限
り
、
そ
の
方
法
で
は
難
し
い
と
い
う
も
の

も
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
そ
こ
で
、「
無
理
で

す
」「
あ
き
ら
め
て
く
だ
さ
い
」
だ
け
で
終
わ

ら
せ
て
い
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
方
法
で
は
ど
う
か
、
あ
ん
な
方
法
で
は

ど
う
か
と
依
頼
者
の
ご
希
望
を
実
現
す
る
に
は

ど
う
す
べ
き
か
、
依
頼
者
の
方
と
と
も
に
悩

み
、
解
決
の
糸
口
を
探
す
こ
と
が
大
切
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
な
か
に

は
ど
う
や
っ
て
も
難
し
い
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
。
先
日
、
顧
問
先
の
方
か
ら
の
ご
相
談

で
、
い
ろ
い
ろ
考
え
た
も
の
の
や
は
り
難
し
い

の
で
、
そ
の
旨
伝
え
た
と
こ
ろ
、「
い
つ
も
い

ろ
い
ろ
考
え
て
提
案
し
て
く
れ
る
先
生
が
ダ
メ

だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
本
当
に
ダ
メ
な
ん
で
す

ね
。
わ
か
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
案
件
は
実
現
で
き
ず
申
し
訳
な
い

と
思
い
つ
つ
も
、
ご
信
頼
い
た
だ
い
て
い
る
こ

と
に
弁
護
士
と
し
て
大
き
な
喜
び
を
覚
え
ま
し

た
。良

い
弁
護
士
が
い
な
い
、
少
し
は
い
る
が
忙

し
す
ぎ
る
。
ダ
メ
な
弁
護
士
は
闘
争
心
が
な
く

す
ぐ
に
和
解
を
す
す
め
て
く
る
。
ど
こ
か
に
闘

う
弁
護
士
は
い
な
い
の
か
。

私
も
若
い
こ
ろ
、
裁
判
所
や
相
手
方
か
ら
提

示
さ
れ
た
和
解
案
を
示
し
て
、
依
頼
者
の
方
に

和
解
を
す
す
め
た
と
こ
ろ
、
依
頼
者
の
方
か
ら

「
ど
ち
ら
の
味
方
な
の
か
」「
伝
書
鳩
み
た
い
な

弁
護
士
は
い
ら
な
い
」
な
ど
と
お
叱
り
を
受
け

る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
学
ん
だ
こ
と

は
、
依
頼
者
は
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
、
自
分

の
思
い
を
酌
ん
で
と
も
に
闘
っ
て
く
れ
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
い

ま
で
は
、
リ
ス
ク
は
き
ち
ん
と
お
伝
え
し
つ
つ

も
、
徹
底
的
に
戦
う
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
こ
こ

ろ
が
け
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
弁
護
士
は
い
つ
も
戦
場
の
真
っ
た
だ

中
に
あ
る
こ
と
を
実
感
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら

も
法
的
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
全
員
で
ま
い
進
し

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

設
立
し
て
６
年
目
を
迎
え
て

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

公益財団法人
梅ヶ枝中央きずな基金

　代表理事
　山 田 庸 男

代表社員弁護士

大 森 　 剛

讀賣新聞（平成30年５月６日）

巻　頭　言
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皆
様
、
は
じ
め
ま
し
て
。

　

本
年
１
月
に
当
事
務
所
の
一
員
に
加
わ

り
ま
し
た
福
竹
亮
（
ふ
く
た
け
り
ょ
う
）

と
申
し
ま
す
。

　

私
は
、
大
阪
府
豊
中
市
で
生
ま
れ
、
追

手
門
学
院
小
学
校
を
卒
業
後
、
関
西
学
院

中
学
部
に
入
学
し
、
大
学
卒
業
ま
で
約
10

年
間
を
関
西
学
院
で
過
ご
し
ま
し
た
。

２
０
０
８
年
に
公
認
会
計
士
試
験
に
合
格

し
、
大
学
卒
業
後
は
、
監
査
法
人
に
入
所

し
、
３
年
間
監
査
業
務
に
従
事
致
し
ま
し

た
。

　

主
な
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
金
融
機
関
、

一
般
事
業
会
社
で
、
法
定
監
査
や
内
部
統

制
監
査
の
業
務
に
携
わ
っ
て
お
り
ま
し

た
。

　

監
査
業
務
に
従
事
す
る
中
で
、
企
業
の

内
部
統
制
の
仕
組
み
な
ど
、
外
部
か
ら
で

は
わ
か
ら
な
い
企
業
の
姿
を
見
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
様
々
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

特
に
記
憶
に
残
っ
て

い
る
の
は
、
企
業
内

部
に
お
け
る
内
部
統
制

が
緻
密
に
設
計
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
し

た
。

　

上
場
企
業
で
は
、
金

融
商
品
取
引
法
の
改
正

に
よ
り
、
平
成
20
年
４

月
か
ら
内
部
統
制
報
告

制
度
が
開
始
さ
れ
ま
し

た
。

　

金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く
内
部
統
制

報
告
制
度
と
は
、
財
務
報
告
の
信
頼
性
を

確
保
す
る
た
め
の
内
部
統
制
を
評
価
及
び

報
告
す
る
こ
と
を
い
い
、
財
務
諸
表
の
適

切
性
を
、
内
部
統
制
を
適
切
に
構
築
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
確
保
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
、
上
場
企
業
だ

け
で
必
要
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
全
て

の
企
業
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
必
要
と
さ

れ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

訴
訟
に
な
る
よ
う
な
案
件
の
中
に
は
、

内
部
統
制
を
構
築
し
て
い
れ
ば
防
止
で
き

る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
内
部
統
制
を
緻

密
に
設
計
す
る
こ
と
は
と
て
も
有
意
義
な

こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

話
は
少
し
戻
り
ま
す
が
、
関
西
学
院

の
ス
ク
ー
ル
モ
ッ
ト
ー
は
、
ご
存
じ
の

方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

「M
astery For S

ervice

」
で
す
。

　
「M

astery For S
ervice

」
の
意
味
は
、

「
奉
仕
の
た
め
の
練
達
」と
訳
さ
れ
、隣
人
・

社
会
・
世
界
に
仕
え
る
た
め
、
自
ら
を
鍛

え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
い
つ
の
日
か
隣
人
・
社
会
・

世
界
に
仕
え
る
と
い
う
時
の
た
め
に
、
い

つ
何
時
で
も
努
力
を
惜
し
ま
ず
に
、
そ
の

時
の
た
め
に
、
自
分
を
鍛
え
、
い
つ
で
も

対
応
で
き
る
よ
う
に
自
分
を
律
し
て
い
な

さ
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
言
葉
は
、
専
門
職
に
就
い
た
私
に

と
っ
て
、と
て
も
心
に
残
る
言
葉
で
あ
り
、

そ
の
言
葉
の
意
味
を
社
会
人
に
な
っ
て
か

ら
特
に
身
に
染
み
て
わ
か
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

監
査
法
人
を
退
職
し
た
後
は
、
弁
護
士

を
目
指
す
た
め
に
、
京
都
大
学
法
科
大
学

院
に
入
学
し
ま
し
た
。

　

今
話
題
の
京
大
の
立
て
看
板
は
、
３
年

間
し
か
在
学
し
て
い
な
い
私
に
と
っ
て

も
、
京
大
の
印
象
的
な
風
景
で
あ
っ
た
た

め
、
な
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
少
し
寂

し
い
気
も
し
て
い
ま
す
。

　

私
が
、
弁
護
士
を
志
し
た
理
由
は
、
直

接
的
に
人
の
た
め
に
な
る
仕
事
が
し
た
い

と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

会
計
監
査
も
大
局
的
に
み
れ
ば
、
株
式

市
場
の
投
資
家
の
た
め
に
適
正
な
財
務
情

報
を
提
供
す
る
と
い
う
仕
事
で
す
が
、
投

資
家
と
い
う
多
数
の
人
を
相
手
と
す
る
仕

事
で
あ
る
た
め
、
人
の
顔
が
わ
か
ら
な
い

と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
弁
護
士
は
、
人
と
人
と
の
関
係

で
仕
事
を
す
る
た
め
、
直
接
的
に
依
頼
者

の
話
を
聞
き
、
自
分
の
し
た
仕
事
の
結
果

が
、
依
頼
者
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

る
の
か
に
つ
い
て
、
直
接
的
に
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
が
と
て
も
や
り
が
い
に
な
る

と
同
時
に
、
責
任
の
重
い
仕
事
で
あ
る
と

感
じ
、
人
と
人
と
の
直
接
的
な
関
わ
り
合

い
を
す
る
仕
事
が
し
た
い
と
思
い
、
弁
護

士
を
志
し
ま
し
た
。

　

弁
護
士
と
し
て
の
将
来
像
と
し
て
、
法

律
と
会
計
の
一
体
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が

で
き
る
弁
護
士
に
な
る
と
い
う
の
が
、
私

の
目
標
で
す
。

　

企
業
や
個
人
に
関
わ
ら
ず
、
会
計
や
税

務
と
い
う
問
題
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い

関
係
に
あ
り
ま
す
。

　

会
計
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
法

律
と
い
う
も
の
が
な
く
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
と
い
う
機
関
が
会
計
基
準
を
公
表

し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
税
務
に
つ
い
て
い
え
ば
、
国
税

庁
の
通
達
に
そ
っ
て
実
務
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
律
そ
の
も
の
で
は
な

い
会
計
基
準
や
通
達
に
基
づ
い
て
実
務
が

行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
改
正
が
頻
繁
に
行

わ
れ
て
お
り
、
改
正
を
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ

す
る
こ
と
が
専
門
家
と
し
て
最
低
限
要
求

さ
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

様
々
な
改
正
が
あ
り
、
そ
の
す
べ
て

が
必
要
に
な
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
の
「M

astery For 
S

ervice

」
の
精
神
を
こ
の
先
忘
れ
る
こ

と
な
く
、
法
律
だ
け
で
な
く
会
計
基
準
や

税
務
通
達
な
ど
幅
広
い
分
野
で
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
で
き
る
弁
護
士
に
な
れ
る
よ
う
に

こ
れ
か
ら
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
私
は
、

高
校
生
の
と
き
に
ゴ
ル
フ
部
に
所
属
し
て

い
ま
し
た
。当
時
は
、毎
日
ク
ラ
ブ
を
握
っ

て
お
り
、
ゴ
ル
フ
漬
の
毎
日
で
し
た
。

　

今
も
月
に
１
、２
回
は
ゴ
ル
フ
に
行
っ

て
お
り
ま
す
。

　

先
日
、
ア
メ
リ
カ
の
メ
ジ
ャ
ー
ト
ー
ナ

メ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
マ
ス
タ
ー
ズ
の
創

設
者
で
あ
る
ボ
ビ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
に

つ
い
て
の
お
話
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。

　

彼
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
り
な
が
ら
、

当
時
の
世
界
４
大
タ
イ
ト
ル（
全
英
ア
マ
、

全
英
オ
ー
プ
ン
、
全
米
オ
ー
プ
ン
、
全
米

ア
マ
）
に
優
勝
し
、
年
間
グ
ラ
ン
ド
ス
ラ

ム
を
達
成
し
、
引
退
後
は
、
弁
護
士
と
し

て
業
務
を
す
る
傍
ら
で
、
マ
ス
タ
ー
ズ
の

創
設
や
、
マ
ス
タ
ー
ズ
が
開
催
さ
れ
る

オ
ー
ガ
ス
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ

の
コ
ー
ス
設
計
に
も
携
わ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
お
話
を
聞
い
て
、
ゴ
ル
フ

と
弁
護
士
を
共
に
両
立
さ
せ
た
ゴ
ル
フ
界

の
レ
ジ
ェ
ン
ド
が
い
た
こ
と
を
初
め
て
知

る
と
同
時
に
、
ゴ
ル
フ
と
弁
護
士
を
両
立

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ゴ
ル
フ
ァ
ー
も
い

た
と
い
う
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

　

私
も
ボ
ビ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
を
目
標

に
、
弁
護
士
と
ゴ
ル
フ
を
両
立
で
き
る
よ

う
に
、
今
後
も
練
習
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
方
と
も
、
仕
事
だ
け
で
は
な
く
、

ゴ
ル
フ
を
通
じ
て
も
交
流
を
図
れ
ば
と

思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
誘
い
い

だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

　

ま
た
、ゴ
ル
フ
場
開
拓
も
好
き
な
の
で
、

こ
れ
か
ら
色
々
な
ゴ
ル
フ
場
に
い
く
こ
と

が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
私
の
座
右
の
銘

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

そ
れ
は
「
意
志
あ
る
と
こ
ろ
に
道
は
あ

る
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

　

こ
の
言
葉
は
、
女
子
プ
ロ
ゴ
ル
フ
ァ
ー

で
あ
る
宮
里
藍
選
手
が
、
ご
自
身
の
座
右

の
銘
と
し
て
お
話
し
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
、
知
っ
た
言
葉
で
も
あ
り
ま

す
。

　

仕
事
で
も
ス
ポ
ー
ツ
で
も
な
ん
で
も
、

目
標
と
す
る
姿
が
あ
り
、
そ
こ
を
目
指
し

た
い
と
い
う
意
志
の
強
さ
に
よ
っ
て
、
目

標
を
実
現
で
き
る
か
否
か
が
変
わ
っ
て
く

る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
さ
に
、意
志
の
も
つ
強
さ
に
よ
っ
て
、

目
標
に
つ
な
が
る
道
が
で
き
て
く
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　

私
も
、
弁
護
士
と
し
て
は
ま
だ
ま
だ
駆

け
出
し
で
、
未
熟
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、

意
志
を
も
っ
て
、
自
ら
の
目
指
す
べ
き
道

を
見
つ
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

加
え
て
、
依
頼
者
の
皆
様
が
意
志
を
強

く
持
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
に
と
っ
て
良

い
道
が
見
つ
か
る
よ
う
な
親
身
で
的
確
な

法
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
な
弁

護
士
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
今
後
と
も
、
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
の
程
、

何
卒
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

意
志
あ
る
と
こ
ろ
に
道
は
あ
る

弁
護
士
　
福
竹
亮

新

人

紹

介
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１　

生
ま
れ
と
育
ち

私
は
、
北
海
道
の
別
海
町
で
生
ま
れ
ま

し
た
。

お
そ
ら
く
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
ピ
ン

と
来
な
い
町
名
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

が
、
釧
路
市
よ
り
東
に
あ
る
、
田
舎
も
田

舎
と
い
う
町
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
「
だ
そ

う
」
と
い
う
の
は
、
私
が
生
ま
れ
て
１
年

も
た
た
な
い
う
ち
に
、
家
族
そ
ろ
っ
て

埼
玉
県
に
引
っ
越
し
た
た
め
、
別
海
町
の

記
憶
が
全
く
な
い
か
ら
な
の
で
す
が
、
父

方
の
親
族
が
十
勝
地
方
に
住
ん
で
い
る
こ

と
も
あ
り
、
北
海
道
に
は
何
度
も
遊
び
に

行
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
影
響
か
ら
か
、
私
も
た
ま
に
北

海
道
弁
が
出
て
い
る
こ
と
が
あ
る
よ
う

で
す
。
今
冬
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
話
題
に

な
っ
た
カ
ー
リ
ン
グ
女
子
選
手
達
の
「
そ

だ
ね
ー
」
も
、
方
言
で
あ
る
と
は
思
っ
て

お
ら
ず
、
私
も
た
ま
に
口
に
し
て
い
ま
し

た
（
彼
女
た
ち
の
よ
う
に
可
愛
く
言
え
ま

せ
ん
が
）。

私
が
育
っ
た
埼
玉
県
は
、
よ
く
、「
埼

玉
っ
て
何
が
あ
る
の
？
」
と
聞
か
れ
る
く

ら
い
、
特
徴
が
な
い
県
と
言
わ
れ
る
の
で

す
が
、
都
内
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
よ
く
、
適

度
に
田
舎
で
、
住
み
や
す
い
街
で
す
。
埼

玉
県
で
の
び
の
び
育
っ
た
結
果
、
今
の
私

が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

２　

サ
ッ
カ
ー

ス
ポ
ー
ツ
は
見
る
の
も
す
る
の
も
全
般

的
に
好
き
で
す
が
、
な
か
で
も
サ
ッ
カ
ー

は
特
別
で
す
。

私
は
、
小
学
１
年
生
の
と
き
に
地
元
の

チ
ー
ム
で
サ
ッ
カ
ー
を
始
め
、
中
学
・
高

校
と
サ
ッ
カ
ー
部
に
入
り
、
約
10
年
間
、

全
力
で
ボ
ー
ル
を
追
い
か
け
て
き
ま
し
た
。

私
は
、
特
に
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
こ
だ
わ
り

は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
総
じ
て
守
備
的

な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
多
く
務
め
ま
し
た
。
心

配
性
な
性
格
な
の
か
、
つ
い
つ
い
後
ろ
を

気
に
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
デ
ィ
フ
ェ
ン

ス
向
き
と
判
断
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
デ
ィ
フ
ェ

ン
ス
は
、
自
分
の
ミ
ス
が
失
点
に
直
結
す

る
た
め
、
責
任
が
大
き
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で

す
し
、
後
ろ
か
ら
全
体
に
指
示
を
出
す
こ

と
も
で
き
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
す
。
私
は
、

中
学
校
の
サ
ッ
カ
ー
部
で
部
長
を
務
め
た

り
、
大
学
の
サ
ー
ク
ル
で
キ
ャ
プ
テ
ン
を

任
さ
れ
た
り
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
意
味

で
も
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
向
き
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

今
で
は
、
50
歳
代
の
方
を
中
心
と
し

た
地
元
の
大
人
た
ち
の
チ
ー
ム
に
混
ざ
っ

て
、
土
日
の
朝
に
サ
ッ
カ
ー
を
し
て
い
ま

す
。
朝
７
時
半
頃
に
私
が
あ
く
び
を
し
な

が
ら
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
到
着
し
た
と
き
に
は
、

お
じ
さ
ん
た
ち
は
す
で
に
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ

ア
ッ
プ
を
済
ま
せ
て
お
り
、
お
じ
さ
ん
た

ち
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
に
は
い
つ
も
圧
倒

さ
れ
て
い
ま
す
。
私
も
10
年
後
、
20
年
後
、

今
一
緒
に
サ
ッ
カ
ー
し
て
い
る
お
じ
さ
ん

た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、グ
ラ
ウ
ン
ド
を
走
っ

て
い
ら
れ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

３　

理
系
→
弁
護
士

私
は
、
埼
玉
県
立
大
宮
高
校
の
理
数
科

に
入
学
し
、
高
校
３
年
間
は
理
系
ク
ラ
ス

で
、
ほ
ぼ
毎
日
数
学
や
化
学
・
物
理
の
授

業
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
大
宮
高
校
に
は

普
通
科
も
あ
り
ま
し
た
が
、
理
数
科
目
は

得
意
で
し
た
の
で
、
入
学
試
験
の
内
容
と

し
て
理
科
と
数
学
が
占
め
る
割
合
が
大
き

い
理
数
科
の
方
が
、
合
格
す
る
可
能
性
が

高
い
と
い
う
安
易
な
理
由
で
、
理
数
科
を

選
び
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
受
験
の
際
に
提
出
す
る
書

類
に
志
望
動
機
を
記
載
す
る
欄
が
あ
っ
た

の
で
す
が
、
特
に
書
く
こ
と
が
な
か
っ
た

の
で
、
友
達
が
「
薬
剤
師
っ
て
時
給
が
高

い
ら
し
い
。」
と
言
っ
て
い
た
の
を
聞
い

て
、「
将
来
、
薬
剤
師
に
な
り
た
い
の
で
、

理
数
科
を
志
望
し
ま
す
。」
と
書
い
て
提

出
し
ま
し
た
。
案
の
定
、
全
く
本
音
で
は

な
い
志
望
動
機
で
し
た
の
で
、
面
接
の
際

は
緊
張
し
て
そ
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
こ

と
を
忘
れ
て
、「
将
来
の
夢
は
医
者
に
な

る
こ
と
で
す
。」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
い
、

面
接
官
に
怪
訝
な
顔
を
さ
れ
た
の
を
覚
え

て
い
ま
す
。
面
接
の
途
中
で
間
違
い
に
気

づ
い
て
か
ら
、
強
引
に
リ
カ
バ
リ
ー
し
た

の
で
す
が
、
そ
の
後
は
全
く
面
接
に
集
中

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
我
な
が
ら
、
そ
の

よ
う
な
面
接
で
よ
く
受
か
っ
た
な
と
今
で

も
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
経
緯
で
入
学
し
た
高
校
で

し
た
が
、
そ
の
後
も
特
に
数
学
は
好
き
で

し
た
し
、
得
意
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
や
は
り
理
系
の
職
業
に
興

味
が
わ
か
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
進
路

に
つ
い
て
悩
み
始
め
た
頃
、
再
放
送
さ
れ

て
い
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
「H

E
R

O

」
を

観
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
法
律
に
興
味

を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

正
直
、
そ
れ
ま
で
は
、
法
律
に
携
わ
る

職
業
と
言
え
ば
弁
護
士
で
あ
り
、
弁
護
士

と
言
え
ば
悪
い
犯
罪
者
の
味
方
を
す
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ド

ラ
マ
を
観
て
、
検
察
官
の
カ
ッ
コ
よ
さ
に

魅
了
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
理
数

科
に
い
な
が
ら
文
系
科
目
の
勉
強
も
頑

張
っ
て
、
上
智
大
学
法
学
部
に
入
学
し
ま

し
た
。

そ
の
た
め
、
当
初
は
検
察
官
志
望
で
あ

り
、
あ
ま
り
弁
護
士
に
興
味
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
大
学
の
民
法
の
授

業
を
受
け
て
、
私
人
同
士
の
ト
ラ
ブ
ル
を

民
法
の
基
本
的
な
規
定
を
用
い
て
解
決
し

て
い
く
方
法
を
学
び
、「
弁
護
士
っ
て
こ

ん
な
と
こ
ろ
で
も
活
躍
で
き
る
ん
だ
」
と

知
っ
て
か
ら
は
、
弁
護
士
に
も
興
味
が
わ

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
弁

護
士
・
検
察
官
・
裁
判
官
の
ど
れ
に
な
る

か
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
体
験
し
て
か
ら

決
め
よ
う
と
思
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

司
法
修
習
ま
で
決
断
を
先
延
ば
し
に
し
て

い
ま
し
た
。
最
終
的
に
、
検
察
官
で
は
な

く
弁
護
士
と
裁
判
官
で
か
な
り
迷
う
こ
と

に
な
る
と
は
、
法
律
に
興
味
を
も
ち
始
め

た
頃
の
私
に
は
想
像
で
き
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。

４　

筋
ト
レ

遺
伝
的
な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

私
は
、
も
と
も
と
、
筋
肉
も
脂
肪
も
つ
き

に
く
い
体
質
な
の
か
、
か
な
り
痩
せ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
高
校
の
サ
ッ
カ
ー
部

の
最
後
の
大
会
前
に
、「
筋
ト
レ
し
て
フ
ィ

ジ
カ
ル
を
強
化
し
た
方
が
後
悔
し
な
い
の

で
は
な
い
か
」
と
何
と
な
く
思
っ
て
筋
ト

レ
を
始
め
ま
し
た
。

そ
し
て
、
大
会
で
敗
退
し
て
部
活
を
引

退
し
た
あ
と
は
、
大
学
受
験
の
勉
強
で
太

る
の
が
怖
い
と
思
っ
て
筋
ト
レ
を
続
け
、

大
学
受
験
後
は
、
当
時
の
交
際
相
手
に

も
っ
と
体
重
を
増
や
し
て
ほ
し
い
と
言
わ

れ
て
さ
ら
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
強
度
を
上

げ
、
気
づ
け
ば
、
筋
ト
レ
を
続
け
て
も
う

す
ぐ
10
年
に
な
り
ま
す
。
始
め
た
き
っ
か

け
も
、
継
続
す
る
動
機
も
、
か
な
り
安
易

な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
結
果
と
し
て

こ
こ
ま
で
続
け
て
き
た
こ
と
は
一
つ
の
自

慢
で
す
（
た
だ
、
や
め
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を

見
失
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。）。

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
強
度
も
、
始
め
た

こ
ろ
に
比
べ
る
と
、
段
違
い
に
上
が
り
ま

し
た
。
私
は
、
例
え
ば
、「
今
日
腕
立
て

伏
せ
を
１
０
０
回
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
分
の
筋
肉
が
つ
い
た
は
ず
で
あ
り
、
明

日
以
降
99
回
し
か
や
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば

退
化
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
思
っ
て
し
ま

う
タ
イ
プ
で
す
。
そ
の
た
め
、
い
っ
た
ん

そ
の
日
の
気
分
で
何
と
な
く
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
量
を
増
や
し
て
し
ま
う
と
、
翌
日

以
降
そ
れ
が
最
低
ラ
イ
ン
と
な
っ
て
し
ま

い
、
自
分
の
首
を

絞
め
続
け
て
き
ま

し
た
。
も
と
も
と
、

腹
筋
し
て
い
る
最

中
に
擦
れ
て
背
中

か
ら
出
血
し
た
り

（
見
か
ね
て
母
親
が

マ
ッ
ト
を
買
っ
て

く
れ
ま
し
た
。）、

手
首
を
ね
ん
ざ
し

た
日
に
も
腕
立
て

伏
せ
を
し
て
余
計

に
悪
化
さ
せ
た
り

と
、
筋
ト
レ
に
関

し
て
は
間
違
っ
た
ス
ト
イ
ッ
ク
さ
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
連
続
出

場
記
録
で
は
な
い
で
す
が
、
続
け
る
こ
と

自
体
に
も
一
つ
の
価
値
が
あ
る
と
思
い
ま

す
し
、
誰
か
に
強
制
さ
れ
る
わ
け
で
も
な

く
、
自
分
に
厳
し
く
な
け
れ
ば
続
け
ら
れ

な
い
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど

こ
ま
で
い
け
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ま

だ
し
ば
ら
く
は
続
け
て
み
よ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

５　

最
後
に

「
精
神
一
到
」
と
は
、
朱
子
語
類
に
出

て
く
る
、「
精
神
一
到
何
事
か
成
ら
ざ
ら

ん
」
か
ら
来
た
熟
語
で
、
精
神
を
集
中
し

て
事
に
あ
た
れ
ば
、
ど
ん
な
難
し
い
こ
と

で
も
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
と

い
う
意
味
で
す
。
私
は
、
社
会
人
と
な
っ

て
ま
だ
数
か
月
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
い
く

つ
も
の
難
題
に
ぶ
つ
か
る
は
ず
で
す
。
し

か
し
、
無
理
だ
と
思
え
る
こ
と
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
す
ぐ
に
諦
め
ず
、
集
中
し
て

わ
ず
か
な
可
能
性
を
探
し
出
し
、
乗
り
越

え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
東
京
事
務
所
で
勤
務
し
て
お
り

ま
す
。
主
に
関
東
の
皆
さ
ま
に
お
世
話
に

な
る
こ
と
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
一

日
で
も
早
く
皆
さ
ま
の
お
力
に
な
れ
る
よ

う
、
日
々
精
進
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
何

卒
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

精
神
一
到

弁
護
士
　
松
久
僚
成

新

人

紹

介



89

１ 

社
外
取
締
役
制
度
を
取
り
巻
く
環
境

我
が
国
に
お
け
る
近
年
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ

ナ
ン
ス
強
化
の
動
き
か
ら
、
社
外
取
締
役
を
選
任

す
る
企
業
は
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

平
成
26
年
会
社
法
改
正
に
お
い
て
社
外
取
締
役

の
義
務
化
は
見
送
ら
れ
ま
し
た
が
、
今
後
、
社
外

取
締
役
の
義
務
化
の
再
検
討
が
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
（
会
社
法
附
則
（
平
成
26
年
６
月
27
日
法
律
第

90
号
）
25
条
参
照
）。
ま
た
、
指
名
委
員
会
等
設

置
会
社
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
で
は
、
少
な

く
と
も
２
名
の
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
必
要

と
さ
れ
て
い
ま
す
（
会
社
法
３
３
１
条
６
項
）。

加
え
て
、
上
場
規
則
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
コ
ー
ド
（
以
下
、「
Ｃ
Ｇ
Ｃ
」
と
い
い
ま
す
）

で
は
、
社
外
取
締
役
を
少
な
く
と
も
２
名
以
上
選

任
す
べ
き
と
さ
れ
て
お
り
、
特
に
、
本
年
６
月
１

日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
Ｃ
Ｇ
Ｃ
に
お
い
て
は
、
取

締
役
会
に
お
け
る
客
観
性
・
適
時
性
・
透
明
性
の

確
保
が
明
記
さ
れ
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
補
充
原
則
４-

２
、

４-

３
）、
上
場
会
社
に
お
け
る
独
立
社
外
取
締

役
の
人
数
に
つ
い
て
、「
２
名
以
上
」
と
し
つ
つ
、

「
業
種
・
規
模
・
事
業
特
性
・
機
関
設
計
・
会
社

を
取
り
巻
く
環
境
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
少
な

く
と
も
３
分
の
１
以
上
の
独
立
社
外
取
締
役
を
選

任
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
上
場
会
社
は
、・・・

十
分
な
人
数
の
独
立
社
外
取
締
役
を
選
任
す
べ

き
」
と
し
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
原
則
４-

８
）、
よ
り
積
極

的
な
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
を
促
し
て
い
ま

す
。

２ 

社
外
取
締
役
の
要
件

社
外
取
締
役
の
資
格
は
、
以
下
の
要
件
を
全
て

満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
（
会
社
法
２
条
15
号
）。

①
当
該
株
式
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
業
務
執
行

取
締
役
（
株
式
会
社
の
会
社
法
３
６
３
条
１
項

各
号
に
掲
げ
る
取
締
役
及
び
当
該
株
式
会
社

の
業
務
を
執
行
し
た
そ
の
他
の
取
締
役
を
い

う
。）
若
し
く
は
執
行
役
又
は
支
配
人
そ
の
他

の
使
用
人
（
以
下
「
業
務
執
行
取
締
役
等
」
と

い
う
。）
で
な
く
、
か
つ
、
そ
の
就
任
の
前
10

年
間
当
該
株
式
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
業

務
執
行
取
締
役
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
な
い
こ

と
。

②
そ
の
就
任
の
前
10
年
内
の
い
ず
れ
か
の
時
に
お

い
て
当
該
株
式
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
取

締
役
、
会
計
参
与
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
）
又
は

監
査
役
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
者
（
業
務
執
行

取
締
役
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
を
除

く
。）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
取
締
役
、
会
計
参

与
又
は
監
査
役
へ
の
就
任
の
前
10
年
間
当
該

株
式
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
業
務
執
行
取

締
役
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

③
当
該
株
式
会
社
の
親
会
社
等
（
自
然
人
で
あ
る

も
の
に
限
る
。）
又
は
親
会
社
等
の
取
締
役
若

し
く
は
執
行
役
若
し
く
は
支
配
人
そ
の
他
の

使
用
人
で
な
い
こ
と
。

④
当
該
株
式
会
社
の
親
会
社
等
の
子
会
社
等
（
当

該
株
式
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
を
除
く
。）
の

業
務
執
行
取
締
役
等
で
な
い
こ
と
。

⑤
当
該
株
式
会
社
の
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若

し
く
は
支
配
人
そ
の
他
の
重
要
な
使
用
人
又

は
親
会
社
等
（
自
然
人
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

の
配
偶
者
又
は
２
親
等
内
の
親
族
で
な
い
こ

と
。

な
お
、
社
外
取
締
役
も
取
締
役
で
あ
る
た
め
、

会
社
法
や
そ
の
他
各
種
業
法
（
銀
行
法
・
保
険
法

等
）
で
定
め
る
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
も

必
要
で
す
。

３ 

社
外
取
締
役
を
選
任
し
な
い
場
合

金
融
商
品
取
引
法
の
適
用
会
社
（
以
下
「
金
商

法
適
用
会
社
」）
が
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て

社
外
取
締
役
を
お
い
て
い
な
い
場
合
に
は
、
取
締

役
は
、
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
社
外
取
締
役
を

置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
を
説
明
し
（
会
社

法
３
２
７
条
の
２
）、
当
該
理
由
を
事
業
報
告
の

内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
会
社
法
施
行

規
則
１
２
４
条
２
項
、
３
項
）。

ま
た
、
株
主
総
会
に
お
い
て
当
該
会
社
が
社
外

取
締
役
候
補
者
の
取
締
役
選
任
議
案
を
提
出
し
な

い
場
合
に
は
、
株
主
総
会
参
考
資
料
に
社
外
取
締

役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
り
ま
せ
ん
（
会
社
法
施
行
規
則
74

条
の
２
）。

こ
の
よ
う
に
、
上
場
会
社
を
含
む
金
商
法
適
用

会
社
は
、
社
外
取
締
役
の
選
任
を
強
く
勧
奨
さ
れ

て
お
り
、
社
外
取
締
役
を
選
任
し
な
い
場
合
に
は

そ
の
理
由
を
対
外
的
に
説
明
し
公
表
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
４ 

社
外
取
締
役
に
期
待
さ
れ
る
役
割
・
責
務

社
外
取
締
役
に
期
待
さ
れ
る
役
割
・
責
務
は
以

下
の
４
点
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ

原
則
４-

７
）。

①
経
営
の
方
針
や
経
営
改
善
に
つ
い
て
、
自
ら
の

知
見
に
基
づ
き
、
会
社
の
持
続
的
な
成
長
を
促

し
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
を
図
る
、
と

の
観
点
か
ら
の
助
言
を
行
う
こ
と

②
経
営
陣
幹
部
の
選
解
任
そ
の
他
の
取
締
役
会
の

重
要
な
意
思
決
定
を
通
じ
、
経
営
の
監
督
を
行

う
こ
と

③
会
社
と
経
営
陣
・
支
配
株
主
等
と
の
間
の
利
益

相
反
を
監
督
す
る
こ
と

④
経
営
陣
・
支
配
株
主
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
、

少
数
株
主
を
は
じ
め
と
す
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
の
意
見
を
取
締
役
会
に
適
切
に
反
映
さ

せ
る
こ
と

５ 

最
後
に

上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
も
は
や
社
外
取
締
役

が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
む
し

ろ
取
締
役
会
に
占
め
る
社
外
取
締
役
の
割
合
や
社

外
取
締
役
の
経
歴
・
人
物
像
が
重
視
さ
れ
る
段
階

に
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。

改
正
さ
れ
た
Ｃ
Ｇ
Ｃ
で
は
、
取
締
役
会
の
多
様

性
が
よ
り
具
体
的
に
求
め
ら
れ
て
お
り
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ

原
則
４-

11
）、
か
か
る
「
取
締
役
会
の
多
様
性
」

を
確
保
す
る
観
点
か
ら
も
、
社
外
取
締
役
の
必
要

性
は
今
後
も
高
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

１ 

は
じ
め
に

２
０
１
５
年
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
が
適
用
開
始
か
ら
３
年
が
経
過
し
ま

す
。
２
０
１
７
年
７
月
26
日
付
の
株
式
会
社
東

京
証
券
取
引
所
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
２
名
以
上

の
独
立
社
外
取
締
役
を
選
任
す
る
上
場
企
業
の

比
率
は
市
場
第
一
部
で
は
88
％
、
Ｊ
Ｐ
Ｘ
日
経

４
０
０
で
は
96
％
に
も
達
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

私
自
身
も
独
立
社
外
取
締
役
に
就
任
さ
せ
て
頂

い
て
お
り
、
そ
の
経
験
を
通
し
て
独
立
社
外
取

締
役
と
し
て
の
責
務
や
特
に
弁
護
士
が
独
立
社

外
取
締
役
と
し
て
果
た
せ
る
役
割
に
つ
い
て
考

え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

２ 

独
立
社
外
取
締
役
の
役
割
と
責
務

前
記
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

に
よ
る
と
「
独
立
社
外
取
締
役
は
会
社
の
持
続

的
な
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
に

寄
与
す
る
よ
う
に
役
割
・
責
務
を
果
た
す
べ
き
」

と
さ
れ
て
お
り
、
次
の
４
つ
の
役
割
・
責
務
を

果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
ま

す
。「
①
経
営
の
方
針
や
経
営
改
善
に
つ
い
て
、

自
ら
の
知
見
に
基
づ
き
、
会
社
の
持
続
的
な
成

長
を
促
し
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
を
図

る
、
と
の
観
点
か
ら
助
言
を
行
う
こ
と
、
②
経

営
陣
幹
部
の
選
解
任
を
そ
の
他
の
取
締
役
会
の

重
要
な
意
思
決
定
を
通
じ
、
経
営
の
監
督
を
行

う
こ
と
、
③
会
社
と
経
営
陣
・
支
配
株
主
等
と

の
利
益
相
反
を
監
督
す
る
こ
と
、
④
経
営
陣
・

支
配
株
主
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
、
少
数
株
主

を
は
じ
め
と
す
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
意
見

を
取
締
役
会
に
適
切
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
よ
う
す
る
に
、
企
業
価

値
の
増
大
の
た
め
に
経
営
に
つ
い
て
の
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
及
び
、
経
営
に
対
す
る
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
う
こ
と
、
の
２
つ
に
集
約
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

社
外
取
締
役
は
、
社
内
取
締
役
と
く
ら
べ
得

ら
れ
る
情
報
量
に
差
が
あ
り
、
時
間
的
な
制
約

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
の
業
務
執
行
へ
の
参

加
を
行
う
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
く
、
容
易
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
他
方
、
経
営
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
と
は
、
ま
さ
に
経
営
者
の
「
監
督
」
で
あ
り
、

株
主
全
体
の
利
益
を
代
表
し
て
経
営
者
に
経
営

を
委
ね
る
こ
と
の
是
非
を
判
断
す
る
こ
と
で
、

社
外
役
員
の
持
つ
知
識
と
経
験
に
基
づ
き
中
長

期
的
な
助
言
を
行
う
こ
と
が
そ
の
役
割
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
な
お
、
実
際
に
社
外
取
締
役
が

会
社
の
業
務
に
費
や
す
時
間
は
社
内
取
締
役
と

比
べ
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
社
内

の
事
象
に
つ
い
て
い
け
る
よ
う
な
仕
組
み
作
り
、

ま
た
、
独
立
社
外
取
締
役
間
の
連
携
が
上
手
く

と
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
作
り
が
必
要
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。

３ 

弁
護
士
を
独
立
社
外
取
締
役
に
起
用
す
る
意
味

金
融
商
品
取
引
法
の
適
用
会
社
（
以
下
「
金

商
弁
護
士
は
経
営
に
つ
い
て
は
素
人
で
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
独
立
社
外
取
締
役
の
役
割
と
し

て
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
経
営
の
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
で
あ
る
場
合
、
究
極
的
に
は
経
営
者
に

経
営
を
委
ね
る
こ
と
の
是
非
を
判
断
す
る
の
で

す
か
ら
、
ま
ず
は
、
会
社
運
営
の
た
め
の
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
か
、
例

え
ば
、
意
思
決
定
を
行
う
為
に
は
ど
の
よ
う
な

決
済
手
順
を
経
る
べ
き
か
等
の
会
社
運
営
の
基

本
と
な
る
事
項
を
十
分
に
熟
知
し
、
裁
判
例
等

を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
場
合
に
不
祥
事
等
の
問

題
が
発
生
し
て
い
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
弁
護

士
で
あ
れ
ば
、
よ
り
的
確
な
助
言
を
期
待
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
社
外
・
社
内
を
問
わ
ず
、
取
締
役
が

責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
会
社
に
対
す
る
任
務
懈

怠
が
あ
っ
た
場
合
で
す
が
、
そ
も
そ
も
、
普
通

の
会
社
に
お
い
て
取
締
役
の
責
任
を
法
的
に
追

及
す
る
場
面
は
そ
う
そ
う
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

実
際
に
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
会

社
に
相
当
の
損
失
が
発
生
し
て
い
る
場
合
が
多

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い

て
も
、
株
主
代
表
訴
訟
等
の
取
締
役
の
責
任
追

及
に
携
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る
弁
護
士
で
あ
れ
ば
、

問
題
が
発
生
・
拡
大
す
る
前
に
事
象
を
発
見
し

て
対
策
を
打
つ
こ
と
が
で
き
、
ト
ラ
ブ
ル
を
未

然
に
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
副
次
的
な
も
の
と
し
て
、
労
務
問

題
や
賠
償
責
任
問
題
、
戦
略
的
な
投
資
と
し
て

の
Ｍ
＆
Ａ
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
に
際
し
、

取
締
役
会
で
疑
問
と
し
て
生
じ
る
細
か
な
法
的

な
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の
場
で
解
決
で
き
た

り
、
ま
た
は
、
解
決
の
道
筋
を
検
討
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
法
的
知
識
要
素
を
取

締
役
会
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り

よ
い
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
つ
く
り
つ
つ

も
、
中
長
期
的
な
経
営
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
す
な

わ
ち
よ
り
戦
略
的
な
意
思
決
定
の
お
手
伝
い
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　４ 

ま
と
め

私
も
経
験
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
中
で
、
上
記

の
よ
う
な
独
立
社
外
取
締
役
と
し
て
の
責
務
だ

け
で
な
く
、
弁
護
士
で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
き
る

役
割
も
担
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
、
日
々

切
磋
琢
磨
し
て
知
識
経
験
を
高
め
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
会
社
に
は
複
数
の

社
外
独
立
取
締
役
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
も

多
く
、
弁
護
士
だ
け
で
な
く
、
会
計
士
、
税
理

士
等
の
専
門
家
も
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
企
業
経
営
を
長
年
見
て
き
た
経
験
に
基
づ
き
、

専
門
家
と
し
て
の
役
割
分
担
が
で
き
れ
ば
、
独

立
社
外
取
締
役
と
し
て
の
役
割
を
最
大
限
に
発

揮
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

社
外
取
締
役
制
度
の
概
要

独
立
社
外
取
締
役
と
弁
護
士

弁
護
士

越
知
覚
子

弁
護
士
・

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
弁
護
士

河
合
順
子



と
、
こ
こ
ま
で
説
明
す
る
と
、
確
か
に

商
標
の
重
要
性
は
わ
か
っ
た
が
、
よ
く
考

え
る
と
、
上
記
の
機
能
は
継
続
的
な
営
業

努
力
の
賜
物
で
あ
り
、「
商
標
権
」
を
持
っ

て
い
る
か
否
か
は
重
要
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

し
か
し
、
商
標
権
の
真
骨
頂
は
、
営
業

努
力
を
続
け
て
い
っ
た
と
き
に
こ
そ
発
揮

さ
れ
る
の
で
す
。

先
ほ
ど
の
例
で
、
話
を
続
け
ま
す
。

私
は
「
わ
だ
ち
ベ
ー
カ
リ
ー
」
と
い
う

商
標
を
掲
げ
て
商
売
を
し
な
が
ら
も
、
そ

の
商
標
出
願
を
後
回
し
に
し
た
ま
ま
、
せ
っ

せ
と
パ
ン
作
り
に
打
ち
込
み
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、「
わ
だ
ち
ベ
ー
カ
リ
ー
」
は

一
定
の
知
名
度
を
獲
得
し
ま
し
た
。
す
る

と
、
巷
で
人
気
の
「
わ
だ
ち
ベ
ー
カ
リ
ー
」

に
便
乗
し
よ
う
と
、
誰
か
が
「
ワ
ダ
チ
ベ
ー

カ
リ
ー
」
の
名
で
商
売
を
始
め
ま
し
た
。

最
近
流
行
り
の
「
わ
だ
ち
ベ
ー
カ
リ
ー
」

と
誤
解
し
た
消
費
者
は
、「
ワ
ダ
チ
ベ
ー
カ

リ
ー
」
の
パ
ン
を
、「
わ
だ
ち
ベ
ー
カ
リ
ー
」

の
パ
ン
で
あ
る
と
勘
違
い
し
て
購
入
し
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
本
来
で
あ
れ
ば
「
わ

だ
ち
ベ
ー
カ
リ
ー
」
の
売
上
げ
に
な
っ
て

い
た
は
ず
の
パ
ン
の
売
上
げ
が
、
ど
ん
ど

ん
「
ワ
ダ
チ
ベ
ー
カ
リ
ー
」
に
奪
わ
れ
ま

し
た
。

本
家
本
元
の
私
と
し
て
は
、
偽
物
を
排

除
し
た
い
と
思
う
も
の
の
、
そ
の
術
を
持

た
ぬ
ま
ま
時
間
が
過
ぎ
て
い
く
う
ち
に
ジ

リ
貧
と
な
り
、
か
た
や
「
ワ
ダ
チ
ベ
ー
カ

リ
ー
」
は
安
定
し
て
規
模
を
拡
大
し
て
い

き
、
す
っ
か
り
追
い
抜
か
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
…
（
乗
っ
取
ら
れ
型
）。

あ
る
い
は
、「
ワ
ダ
チ
ベ
ー
カ
リ
ー
」
は

名
前
こ
そ
似
せ
て
い
る
も
の
の
、
品
質
は

似
て
も
似
つ
か
ぬ
劣
悪
な
も
の
だ
っ
た
と

い
う
場
合
、
双
方
の
商
品
を
取
り
違
え
た

消
費
者
か
ら
「
わ
だ
ち
ベ
ー
カ
リ
ー
は
不

味
い
！
」
と
い
う
言
わ
れ
も
な
い
風
評
を

流
さ
れ
て
し
ま
い
、
一
時
期
の
繁
盛
と
は

う
っ
て
変
わ
っ
て
、
す
っ
か
り
売
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
…
（
汚
染
型
）、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、乗
っ
取
ら
れ
型
の
場
合
、先
に
「
ワ

ダ
チ
ベ
ー
カ
リ
ー
」
の
方
が
商
標
登
録
さ

れ
て
し
ま
う
と
、
逆
に
私
の
方
が
先
方
か

ら
「
名
前
を
真
似
ら
れ
た
」
な
ど
と
し
て

商
標
権
侵
害
を
主
張
さ
れ
る
と
い
う
、
輪

を
か
け
て
悲
惨
な
展
開
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
悲
惨
な
例
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
い
く
ら
地
道
に
良
い
商
品
を
提

供
し
続
け
よ
う
と
も
、
そ
の
築
き
上
げ
た

信
用
を
搾
取
し
よ
う
と
す
る
者
を
排
除
で

き
な
け
れ
ば
、
い
い
「
カ
モ
」
に
さ
れ
て

し
ま
う
危
険
が
高
い
の
で
す
。

継
続
的
な
営
業
努
力
と
、
商
標
権
に
よ

る
ブ
ラ
ン
ド
保
護
は
、
い
わ
ば
車
の
両
輪

で
あ
り
、
両
方
が
揃
っ
て
こ
そ
ブ
ラ
ン
ド

を
大
き
く
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

以
上
、
こ
れ
か
ら
事
業
を
始
め
よ
う
と

考
え
て
い
る
段
階
で
、
看
過
し
て
は
な
ら

な
い
問
題
と
し
て
、
商
標
権
の
重
要
性
に

つ
い
て
ご
説
明
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

実
際
に
紛
争
に
至
っ
た
事
案
を
見
ま
す

と
、
商
標
登
録
し
て
い
れ
ば
様
々
な
対
策

が
で
き
た
の
に
、
登
録
し
て
い
な
か
っ
た

ば
か
り
に
、
口
惜
し
い
思
い
を
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
案
が
し
ば
し
ば

ご
ざ
い
ま
す
。

当
事
務
所
で
は
、
知
財
事
件
を
専
門
と

す
る
弁
護
士
が
４
名
お
り
、
弁
理
士
と
も

提
携
し
て
知
財
事
件
を
取
り
扱
っ
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
か
ら
事
業
を
始
め
る
方
も
、

今
ま
で
あ
ま
り
商
標
に
つ
い
て
意
識
し
て

こ
ら
れ
な
か
っ
た
方
も
、
お
気
軽
に
ご
相

談
頂
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

「
知
財
」
す
な
わ
ち
知
的
財
産
権
と
い
う

言
葉
か
ら
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た

れ
る
で
し
ょ
う
か
。

革
新
的
な
発
明
に
関
す
る「
特
許
権
」や
、

漫
画
や
映
像
に
関
す
る
「
著
作
権
」
等
を

ま
ず
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
方
が
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
、
そ
う
い
っ

た
事
件
も
知
財
の
重
要
な
領
域
で
は
あ
り

ま
す
が
、
私
が
実
際
に
事
件
を
取
り
扱
っ

て
き
た
中
で
、
特
に
重
要
性
を
感
じ
た
の

は
「
商
標
権
」
で
す
。

こ
れ
か
ら
事
業
を
始
め
よ
う
と
考
え
る

場
合
、
商
標
権
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て

い
く
の
か
は
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
る
も
の

と
思
い
ま
す
の
で
、
以
下
、
ご
説
明
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。

商
標
と
は
、
典
型
的
に
は
、
商
品
の
包

装
や
広
告
に
記
さ
れ
る
商
品
名
や
ロ
ゴ
等

で
あ
り
、
特
許
庁
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
商
標
権
で
保
護
さ
れ
る
登
録
商
標

と
な
り
ま
す
。

商
標
権
は
、
こ
の
登
録
商
標
を
商
標
権

者
が
独
占
的
に
使
用
す
る
権
利
の
こ
と
で

あ
り
、
商
標
権
者
は
、
商
標
権
者
で
は
な

い
者
が
当
該
商
標
と
同
一
又
は
類
似
し
た

商
標
を
使
用
す
る
の
を
差
し
止
め
た
り
、

勝
手
に
使
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た

損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。商

標
の
重
要
な
機
能
と
し
て
は
、
そ
の

商
標
が
商
品
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

自
己
の
商
品
と
他
人
の
商
品
と
を
識
別
す

る
機
能
（
自
他
商
品
・
役
務
識
別
機
能
）

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
だ
け
の
説
明
で
は
や
や
わ
か
り
に

く
い
の
で
、
以
下
の
よ
う
な
例
を
考
え
れ

ば
、
そ
の
重
要
性
を
ご
理
解
頂
け
る
と
思

い
ま
す
。

例
え
ば
、
私
が
一
念
発
起
し
て
、「
わ
だ

ち
ベ
ー
カ
リ
ー
」
と
い
う
パ
ン
会
社
を
始

め
る
と
し
ま
す
。

知
名
度
こ
そ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
寝
る
間

も
惜
し
ん
で
製
パ
ン
技
術
を
磨
い
た
甲
斐

が
あ
っ
て
、
ど
こ
よ
り
も
美
味
し
い
自
信

作
が
揃
い
ま
し
た
。

夢
が
叶
い
、
ま
さ
に
今
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
の
売
場
に
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

他
方
、
そ
の
隣
に
は
、
誰
も
が
知
っ
て

い
る
「
Ｙ
の
マ
ー
ク
」
で
お
馴
染
み
の
「
Ｙ

製
パ
ン
」
の
パ
ン
が
陳
列
さ
れ
て
い
る
と

し
ま
す
。
も
し
も
皆
様
が
過
去
に
ど
ち
ら

の
商
品
も
購
入
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と

す
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
商
品
を
購
入
し
よ
う

と
思
う
で
し
ょ
う
か
。

お
そ
ら
く
多
く
の
方
は
、
知
名
度
の
高

い
「
Ｙ
製
パ
ン
」
の
商
品
な
ら
間
違
い
は

な
い
だ
ろ
う
と
考
え
、
Ｙ
製
パ
ン
の
方
を

選
ぶ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
ま
で

に
聞
い
た
こ
と
の
な
い
メ
ー
カ
ー
の
商
品

を
買
う
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
勇
気
が

要
る
と
思
い
ま
す
。

「
わ
だ
ち
ベ
ー
カ
リ
ー
」
の
製
品
が
客
観

的
に
は
非
常
に
良
い
商
品
だ
っ
た
と
し
て

も
、
初
め
て
接
す
る
消
費
者
に
は
品
質
の

良
さ
は
な
か
な
か
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
う

な
る
と
、
同
種
品
が
市
場
に
氾
濫
す
る
状

況
で
は
、
消
費
者
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の

商
品
に
つ
い
て
、
品
質
の
優
劣
を
判
断
す

る
こ
と
は
困
難
で
す
。

そ
う
な
れ
ば
、
知
名
度
で
他
の
商
品
よ

り
も
優
位
に
立
つ
Ｙ
製
パ
ン
が
、
消
費
者

か
ら
「
Ｙ
の
マ
ー
ク
が
付
い
た
Ｙ
製
パ
ン

の
商
品
な
ら
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
い

う
発
想
で
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
優
位
性
が
、
ま
さ
に
自
他
商
品
・

役
務
識
別
機
能
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

消
費
者
が
着
目
し
た
「
Ｙ
の
マ
ー
ク
」

に
は
、「
Ｙ
製
パ
ン
」
が
長
年
の
販
売
実
績

等
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
た
業
務
上
の
信
用

（
こ
れ
は
「
ブ
ラ
ン
ド
」
と
表
現
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
）
が
宿
っ
て
お
り
、
商
品
を

購
入
し
た
こ
と
も
な
い
消
費
者
に
対
し
て

も
、
他
の
商
品
よ
り
優
先
し
て
購
入
を
意

欲
さ
せ
る
と
い
う
絶
大
な
効
果
を
持
ち
ま

す
。

弁
護
士
　
戀
田
　
剛

事
業
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て

           

～
商
標
の
落
と
し
穴
～

１

は
じ
め
に

４

ま
と
め

２

商
標
の
機
能
と
は

３

ブ
ラ
ン
ド
を

　
　
　
育
て
る
た
め
に
は

商標の「き」「ほ」「ん」　~ これだけは押さえておきたい３点～

【基本の「き」】
商標とは次の２点を満たすものを指します。

（１）事業者が使用するマーク
（２）自己の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するために
　　 使用するマーク

【基本の「ほ」】
商標権＝「マーク」＋「使用する商品・サービス」
のセットで登録される。

【基本の「ん」】
商標権を取る主なメリットは２つあります。

（１）商標権を取得しておくことによって、自分の商標として使い続けるこ
　　 とができる。

（２）自分の登録商標もしくはそれと似た商標を使っている人に「使うな！」
　　 と言える。 （指定商品・指定役務について独占することができる。）

第12 類】自動車 においては、
ぱてまる社の商標

【第 43 類】宿泊施設の提供 において
は、○×社の商標

【第12 類】自動車 【第 43 類】宿泊施設の提供

※マークだけを登録
　しているわけでは
　ない。

特許庁ＨＰ（https://www.jpo.go.jp/seido/shohyo/hajimete/index.html）から引用
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１　はじめに
現在、我が国の農林資産物は高品質化、すなわち「ブランド化」

が進んでおり、国内のみならず、海外への輸出が増加していま

す。他方で、「ブランド化」を支える生産技術・ノウハウや品種

の流出、海外における偽日本ブランドの販売といった問題も急

増しています。

このような状況に鑑み、農林水産省は平成２７年５月２８日付

「農林水産省知的財産戦略２０２０」を策定し、その中で「技

術流出対策・ブランドマネジメント」、「伝統や地域ブランドの活

用」といった８つの具体的な対応方向を打ち出しました。

ただ、まだまだ農林水産知財の知名度は低い状況にあると

思われます。

そこで本稿では、梅農家の方から栽培している「梅」に関す

る法的保護についての相談を受けたという事例を想定し、我

が国における農林水産知財について、その外観をお伝えしたい

と思います。

２　ある日の相談
相談者Ａさん

私は、梅ヶ枝村という農村地帯で、先祖代々梅の栽培をして

おります。この地域では、古くから梅の栽培をしている農家が

多く、この地域の梅は「梅ヶ枝梅」として、全国的に好評を頂

いております。また、私のところでは、先代が、うちの農家で

栽培した梅を使った商品を販売する会社を立ち上げ、現在、私

が二代目社長になります。実は、当社で販売する梅について、

ご相談したく本日はお伺いしました。

弁護士Ｘ　　「梅ヶ枝梅」のことは、私も存じております。メディ

アで取り上げられて有名になり、最近では品薄な状

況が続いているとお聞きしています。

Ａ さ ん　　幸いなことに、海外からも注文が殺到し、売れ行

きは上々です。しかし、国内外で、梅ヶ枝村以外で

栽培された梅を「梅ヶ枝梅」として販売する業者が

出ており非常に困っています。粗悪な梅が「梅ヶ枝梅」

として販売されてしまいますと、ここまで築いた「梅ヶ

枝梅」のブランドが劣化してしまい、売上にも影響

が出かねませんので、何とか対策を取りたいのですが。

弁護士Ｘ　　なるほど。そうしますと、まず、「梅ヶ枝梅」の名

称を梅ヶ枝村で栽培された梅以外に使用されない

ようにする必要がありますね。これを実現するた

めには、①地域団体商標、又は、②地理的表示

（Geographic Indications;GI）の制度を活用する方

法が考えられます。

Ａ さ ん　　それはどのような制度なのでしょうか。

弁護士Ｘ　　地域団体商標とは、地域名と商品（サービス）名

からなる「地域の名物」の名称を、地域の農業協

同組合等を主体として商標登録ができる制度です。

具体的な活用事例として有名なのは、静岡県茶商

工業協同組合等が主体となって取得された「静岡茶」

や、長崎県菓子工業組合が主体となって取得された

「長崎カステラ」等があります。

Ａ さ ん　　当社でも、過去に「梅ヶ枝梅」を商標登録しよう

としたことがありましたが、登録に至らなかったと記

憶していますが。

弁護士Ｘ　　通常、地域の名称と商品等の名称からなる名称

については、そのような名称が他者の名称と区別で

きる程の特徴を有しないとして、商標登録すること

が難しいとされています。しかし、地域団体商標に

ついては、この要件が緩和されており、登録を求め

る名称が、その名称に含まれる地域と密接に関連

した商品等に使用されており、かつ、一定の地域で

ある程度有名であれば、従来型の商標よりもその

登録が認められる可能性が高くなります。

Ａ さ ん　　なるほど。そうすると、「梅ヶ枝梅」の名称を梅ヶ

枝村で作られる「梅」や「梅の加工品」に使ってい

るのであれば、地域団体商標として登録できる見込

みがあるということですね。

弁護士Ｘ　　そうなります。但し、地域団体商標は、主体となっ

た農業協同組合等の構成員に当該商標の使用を認

めなければならず、また、通常の商標と違って譲渡

ができない等の制約がありますので、この点につい

ては注意が必要です。

Ａ さ ん　　よくわかりました。

弁護士Ｘ　　次に、地理的表示とは、「特定農林水産物等の

名称の保護に関する法律」（地理的表示法）に基

づき、２０１５年に導入された比較的新しい制度で

す。伝統と特性を有する農林水産物や食品等のう

ち、品質等の特性が産地と結び付いており、その

結びつきを特定できるような名称が付されている場

合、その名称を地理的表示として国に登録すること

ができるという制度です。その名称が地理的表示と

して登録されると、登録された基準を満たす生産

者だけが、その地理的表示を使用することができ、

また、その地理的表示の使用にあたって「ＧＩマーク」

の表示が義務付けられる結果、この地理的表示を

使用し、かつ、ＧＩマークを付けていることが、そ

のまま、消費者に対する品質保証となります。現在

は、「神戸ビーフ」、「三輪素麺」等の６２製品が地

理的表示として登録されています（※平成３０年４

月２９日現在）。」

Ａ さ ん　　地理的表示の登録については、誰が登録を行え

ばいいのですか。

弁護士Ｘ　　ブランド協議会のような生産・加工業者の組織

する団体が主体となって、登録申請を行うことにな

ります。その際には、当該地域で話し合いを行い、

登録すべき品質基準を決めることになります。

Ａ さ ん　　制度の概要はよく分かりました。今後、「梅ヶ枝梅」

を地域団体商標若しくは地理的表示に登録できた

として、どのようにして、偽「梅ヶ枝梅」を排除する

ことができるのですか。

弁護士Ｘ　　まず、地域団体商標の登録後に、その登録商標

を使って商品の販売等を行う業者の存在が発覚し

た場合には、当該商標権に基づき、そのような業

者の商品の販売行為に対し、差し止めを求めること

ができます。また、地理的表示の登録ができれば、

登録された基準を満たさずにその地理的表示を付

けて販売を行う業者を行政に通報することで、行政

による取り締まりを求めることができます。

Ａ さ ん　　なるほど。地域団体商標の登録により、登録商

標の勝手な使用ができなくなるとともに、地理的表

示の登録により、一定の品質以下の商品を市場か

ら排除することができるのですね。

弁護士Ｘ　　そのとおりです。地理的表示制度により、特定の

名称を付して商品を販売するにあたって一定の水準

を設けることで、その名称が付された商品のブラン

ドを確固たるものにするとともに、地域団体商標と

しての登録により、生産者が主体的にそのブランド

を守っていくことが可能になります」

Ａ さ ん　　少し話は変わりますが、当社では、梅の品種改

良も行っており、最近、より酸味が増すとともに、

害虫にも強い梅を開発することに成功しました。し

かし、この梅が、我々が意図しない形で広がってし

まうと、開発までに投下した資本を回収することも

できないため、どうしたらいいのかと悩んでいるとこ

ろなのです。

弁護士Ｘ　　それであれば、種苗法に基づく育成者権の取得

を検討されてはいかがでしょうか。」

Ａ さ ん　　種苗法？育成者権？それではどのような制度ですか？

弁護士Ｘ　　種苗法に基づく育成者権は、特許の種苗版と理

解していただいてよいと思います。新品種を開発し

た際に、一定の条件を満たすことで、農林水産省

に品種登録を行うことができ、これにより当該育成

者に育成者権が付与されることになります。育成者

権が付与されますと、当該登録品種を業として独占

的に利用することができるようになります。

Ａ さ ん　　新品種の流出で一番怖いのは、海外に新品種が

持ち出され、増殖された上、安価な製品が日本に

逆輸入されてしまうようなケースなのですが、これを

防ぐことはできますか。

弁護士Ｘ　　例えば、その新品種が海外から逆輸入されている

ことを発見した際に、輸入業者に対して、育成者権

に基づき、輸入の差し止めを求めることができます。

また、国は、「品種保護Ｇメン」を国内に配置しており、

この「品種保護Ｇメン」が、このような逆輸入を認

知した場合には、情報提供等の支援を受けること

ができます。

Ａ さ ん　　種苗法に基づく育成者権を取得できれば、海外

流出についても対策できるのですね。こちらについ

ても、早速社内で検討してみます。ありがとうござ

いました。

知 財コーナー

弁護士・弁理士

甲 斐 一 真

これからの攻めの
農林水産知財について
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事業承継税制の拡充について
（１０年の集中的な取組）

中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、深刻な
事業承継問題に対処するために、平成３０年度税制改正におい
て、これまでの措置（「一般措置」といいます）に加え、１０年間
の特例措置（「特例措置」といいます）として、事業承継税制
が抜本的に拡充されました。

新事業承継税制は、具体的には、今後５年以内に承継計画
を提出し、１０年以内に実際に承継を行う経営者を対象に、納税
を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・
相続税の納付が免除される制度です（一部業種を除きます）。

平成３０年度の改正は、①要件の緩和　②承継後の負担軽
減　③承継パターンの拡大から構成されています。

１．入口要件の緩和
納税猶予の対象とされるのは、一般措置では相続・贈与さ

れる非上場株式の３分の２まで、かつ、非上場株式分の税額の
８０％（贈与は１００％）ですので、実際に猶予されるのは２／３×
８０％＝５３％でした。

特例措置では経営者が保有する全株式まで拡大され、猶予
割合を１００％にすることで税額の金銭負担がなくなります。

２．雇用要件の見直し
一般措置では、後継者が会社を承継した後、５年間は平均８

割の雇用を維持しなければならないとされています（税制適用の
認定を取消）。

特例措置では人手不足を踏まえ、雇用確保要件を満たさない
場合でも、一定の書類を提出することにより猶予は継続されます。

３．継承後の負担の軽減
一般措置では、特例適用後に会社を譲渡・解散した場合には、

猶予された相続 ･ 贈与税額の全額を納付しなければならないこと
とされています（経営環境変化によらず承継時の株価を元に税
額を計算）。

特例措置では、経営環境変化により、会社を自主解散、親
族以外の者に会社を譲渡（M＆A 等）する際には、解散・譲
渡時の株価を元に相続税額を再計算し、これまでの全額納付に
比べて税負担が減少する仕組みが導入されました。

４．承継パターンの拡大
一般措置では、適用を受けられるのは、原則として、１人の先

代経営者から１人の後継者への事業承継が対象です。
特例措置では、原則的な１対１のタイプに加えて、「複数人か

らの事業承継」「複数人（最大 3 人）への事業承継」という幅
広い事業承継が特例適用の対象となりました。

５．適用関係
特例措置は平成３０年１月１日から平成３９年１２月３１日までの間

の贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について
適用されます。ただし、これらの適用を受けるためには、後継者・
経営見通し等に関する承継計画を作成し、都道府県に提出し確
認を受ける必要があります。

６．最後に
他の事業承継対策のように株価対策などのために利益を圧縮

するなどの必要がないことや、この特例措置が期間限定であるた
めに、後継者が先代経営者に事業承継を促しやすいのではない
でしょうか？

詳細については専門家にお尋ねいただき、事業承継について
考えていただければ幸いです。

１　株主間協定とは
株主間協定とは、株主間契約ともいいますが、株式会社

の株主間で当該会社の運営や管理等に関して取り決めた
合意のことです。

株主間協定の当事者は株主自身であり、当該会社ではあ
りませんから、株主間協定の内容が自動的に会社を拘束す
ることはありません。例えば、株式会社Ａの大株主甲が乙と
の間で、「甲を代表取締役に選任する」という株主間協定
を締結しても、甲は、Ａ社に対して、自己を代表取締役に
選任しろと請求することはできません。代表取締役の選任は
取締役会により行われるものだからです。ただ、甲は、乙に
対し、株主間協定に基づき、甲が代表取締役に選任される
よう協力することを求めることができるのです。

２　株主間協定が締結される場面
このような株主間協定が締結されるのは、概ね次のような

場合です。
まず、ベンチャー企業立ち上げ等で創業者が資金のある

企業からの出資を得たり、複数の企業や個人が共同で出
資するケースです。

また、既存の会社が、新規事業の開発資金等を目的に
他の企業からの出資を得ることによって、創業者以外に大
株主が参入する場合もあります。

このほか、従業員や取締役に株式を割当てたり譲渡する
等して、意図的に少数派株主を作出する場合があります。

このような場合、あらかじめ、出資者や既存株主との間で
会社の運営や管理等について取り決めたり、多数派株主に
よる将来の買取や議決権行使等を定めるため、株主間協
定が締結されます。

３　株主間協定で定められる条項
株主間協定では、通常、次のような条項が定められる場

合が多いです。
・　出資割合…各株主の出資割合を定めたり、株式保

有割合を維持するために新株等の引受権等を認める条項
・　役員の選任・解任等…特定の役員または各株主が

選任・解任できる役員の人数または割合を定める条項
・　会社の重要事項に関する承認・拒否権…会社の運

営等に関する重要事項について事前承認権または拒否権
を定める条項
・　株式譲渡…譲渡制限に関する条項。第三者への株

式譲渡に先立ち自己への譲渡を要求する権利（先買権）、
一定の事由が生じた場合に相手方の株式の譲渡を請求す

る権利（コール・オプション）や逆に自己の株式の買取を請
求する権利（プット・オプション）等に関する条項
・　配当…剰余金の配当方法等に関する条項 
・　デッドロック…各株主間で意見の相違がある場合の決

着方法に関する条項
・　その他…競業避止義務、秘密保持、契約の終了、

会社の解散等に関する条項
 
４　参考判例：大阪地方裁判所平成２８年２月１９日判決

株主間協定の効力が問題となった裁判例として次の事案
をご紹介します。

ＸはＺ社の創業者兼代表取締役でした。Ｚ社は、Ｘが研
究開発した新製品の製造販売を目的として業界大手のＹ社
に協力を求め、Ｙ社と基本協定を締結しました。Ｙ社はＺ社
に資本参加し、ＸとＹ社との間で、当該新製品に関する事
業への協力等を内容とする株主間協定が締結され、Ｙ社は
Ｚ社の株式の過半数を保有し、Z 社の親会社となりました。

その後、Ｙ社は株主総会決議を通じてＸを取締役から
解任し、自社の執行役を新たな代表取締役に選任しました。
Ｚ社は、Ｘが研究開発した新製品に関する本件新規事業
に関する権利義務を、新設するＰ社に全て承継させる旨の
会社分割を実施し、会社分割でＺ社が取得したＰ社の株式
全部をＹ社に譲渡しました。こうして、本件新規事業はＰ社
に移転する結果となり、Ｚ社は同社の取締役会決議に基づ
き、自己破産が申し立てられました。

そこでＸらは、Ｙ社らに対し、Ｙ社による一連の行為がＸと
の間の株主間協定に違反する等の理由で、不法行為に基
づく損害賠償等を求めて裁判を起こしました。

しかし、大阪地方裁判所はＸらの請求を棄却しました。
同裁判所は、本件株主間協定の目的が「本件新規事

業の推進や拡大を図るために協力関係を構築すること」と
規定されていることについて、これは「当事者の事業協力
を一般的にうたうものにとどまり、具体的な法的義務を負わ
せたものとまでは解することはできない」と判断しました。また、
本件では、Ｙ社がＺ社の過半数株主となることが予定されて
いたにもかかわらず、本件株主間協定にはその後もＸらが
Ｚ社の経営に関与することを保証する条項も存在せず、Ｙ
社主導による一連の手続きも会社法を遵守して行われており、
新会社の株式譲渡の対価も適正であることなどからすれば、
これらの行為は不法行為に該当しないと判断しました。

この裁判例は、株主間協定の場面一般に適用されるもの
ではありませんが、株主間協定の締結時において留意すべ
き点等について参考になる事案であると思われます。

日本経営ウィル税理士法人 　座間昭男

税理士
に 

聴く

日本経営グループ　日本経営ウィル税理士法人　TEL 06 − 6868 − 1351（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

新・事業承継税制（平成 30 年度改正）について

参考：特例措置と一般措置の比較

特例措置 一般措置

事前の計画策定等 5年以内の特例承継計画の提出（Ｈ30.4.1 ～Ｈ 35.3.31） 不要

適用期限 10年以内の贈与・相続（Ｈ30.1.1 ～Ｈ 39.12.31） なし

対象株数 全株式 総株式の最大3分の2まで

納税猶予割合 100％ 贈与：100％　　相続：80％

承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 先代経営者から1人の後継者

雇用確保要件 弾力化 (要件を満たせない場合、理由を記載した書類を都道府県に提出 ) 承継後5年間　　平均8割の雇用維持が必要

事業の継続が困難な事由が
生じた場合の免除 あり なし

相続時精算課税の適用 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人 . 孫への贈与

株主間協定について
弁護士

二 宮 誠 行
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第１　仮想通貨の概要（前回のまとめ）
前回は仮想通貨の仕組みについて、ビットコインを中

心にみてきました。
前回の内容を整理すると、仮想通貨とは、取引記録

を、暗号技術を用いて１本の鎖のように連結させ、特定
の取引について改ざんを行うためには、それより新しい
取引について全て改ざんしていく必要があるという仕組
みを取り入れるものでした。また、その中でもビットコインは、
オープンなＰ２Ｐによる分散型台帳を採用したうえで、マ
イニングに成功したマイナーに対する報酬を支払うことで
マイニングのインセンティブを与え、取引記録の正確性
を担保しているというものでした。

このような仕組みによって、仮想通貨そのものに直接
働きかけて取引記録が改竄されるというリスクはかなり低
いといえますが、仮想通貨の取引上のリスクはこのよう
な場面に限られません。

２０１８年１月、日本の仮想通貨取引所大手のコイン
チェックが外部からの不正アクセスにより顧客から預かっ
た約５８０億円分の仮想通貨ＮＥＭが流出するという事
件が起きました（被害者数約２６万人）。この事件は、
２０１４年に発生したマウントゴックス事件を超える過去最
大の被害額であったといわれますが、その原因は、コイ
ンチェックの甘い管理体制にあり、ネットワークに常時接
続した「ホットウォレット」で仮想通貨を管理していたこと
や、仮想通貨での暗証コードである秘密鍵を外部から
のハッキングや盗難から守るのに必要な「マルチシグ」
を採用していなかったなどの点が指摘されています。

第２　資金決済に関する法律
（１）資金決済に関する法律による規制

上記事件のように、仮想通貨を取り扱う仮想通貨取
引所のシステム管理体制が不十分であれば、サイバー
攻撃等の手段によって顧客の通貨が流出しかねませ
ん。また、財務体制が脆弱な場合は顧客に返金する
ことができなくなり、不可逆的な被害が生じかねません。

このような事態を防ぐため、資金決済に関する法律
（以下「資金決済法」といいます）は、仮想通貨を
業として取り扱う者に対し、一定の要件充足を前提と
した内閣総理大臣の登録を求め、一定の行為規制を

課すことによって、利用者である顧客の保護を図って
います。

（２）資金決済法の概要
ア　仮想通貨に関する定め

資金決済法は、もともと資金決済に関するサービス
の適切な実施を確保し、利用者等を保護するとともに、
サービス提供の促進を図るため、資金決済システムの
安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目
的に制定された法律です。

近年ビットコインをはじめとする仮想通貨が急激に
世間に浸透したところ、ビットコインも資金決済手段で
すので、資金決済法の改正によって条項が新設され、
２０１７年４月から施行されています。

イ　仮想通貨の定義
資金決済法第２条第５項は、仮想通貨を次のように

定義しています。

つまり、資金決済法上の仮想通貨に該当するのは、
（ア）電子的方法により物に記録されているものであっ
て、（イ）不特定多数の者に対して代金決済手段とし
て、かつ売買の対象となるもののうち、（ウ）法定通貨
や通貨建資産でないものをいいます。なお、通貨建
資産とは、国債や地方債、債券などのことをいいます。

ウ　仮想通貨交換業
資金決済法では、上記イの仮想通貨に該当するも

のを以下の①～③の態様で業として取り扱う場合に仮
想通貨交換業に該当するとして、内閣総理大臣の登
録を求めています（資金決済法第２条第７項）。「業と
して」取り扱うとは、「反復継続して行う意思をもって
行われること」をいいます。

仮想通貨を用いた取引のうち、仮想通貨の現物の
受け渡しを行わず、反対売買等を行うことにより、金銭
または決済手段としての仮想通貨の授受のみで決済
できるもの（いわゆる差金決済取引）は、上記のいず
れにも該当しないとされており、資金決済法の規制の
対象外です。このように、仮想通貨を取り扱っている
からといって、常に仮想通貨交換業者の登録を要す
るというわけではないことには注意が必要です。

エ　仮想通貨交換業者の登録要件
仮想通貨交換業者としての登録を受けるには一定

の要件が求められています（資金決済法第６３条の５）。

オ　仮想通貨交換業者の行為規制
また、仮想通貨交換業者に対して求められる、主な

行為規制としては次のとおりです（資金決済法第６３
条の８～１２）。

エ　仮想通貨交換業者に対する監督
仮想通貨交換業者は内閣総理大臣の監督を受け、

事業年度ごとの報告書の提出義務を負います（資金
決済法第６３条の１４）。また、場合によっては立入検
査等を受け入れざるを得ず、業務改善命令、事業停
止命令、取消命令に服さなければならないこともありま
す（同法６３条の１５～１７）。

オ　小括
以上のように、仮想通貨交換業者に対しては、登

録要件と一定の行為義務が課せられることで利用者
保護の実現を目指しています。もっとも、仮想通貨の
種類は千差万別であり、技術も日進月歩であることか
ら、優れた管理体制を基準化することが難しく、今後

もそのあり方は問われ続けていくと思われます。
なお、２０１７年４月以前に仮想通貨取引所として事

業を開始していた仮想通貨交換業者については、同
年９月末までに登録申請することで「みなし仮想通貨
交換業者」として審査結果が出るまでの間、営業が
継続できるものとされ、コインチェックはこの「みなし仮
想通貨交換業者」であって登録業者ではありません
でした。そのため、前記事件の発生をもって、ただちに、
現行の資金決済法が仮想通貨交換業者に求める規
制内容が不十分であるとまではいえないと解されます。

第３　ＩＣＯの問題
近時、発行体企業が独自のトークン（デジタル権利証）

を発行して、投資家がそのトークンを購入するという事
例、つまり、仮想通貨を用いた資金調達ＩＣＯ（Initial 
Coin Offering）の例が急増しています。

その大まかな仕組みは、①発行者が将来の提供を
予定しているサービスを利用できるトークンを販売し、②
購入者が仮想通貨でトークンを購入すると、③発行者
は受け取った仮想通貨を取引所で売却し、当該売却
代金をサービスの開発資金に充て、トークンが上場され
た時点で購入者は取引所を通じてこれを売却するなど
して利益を得るというものです。

その目的 や 手 法は、まさにＩＰＯ（Initial Public 
Offering）と類似するものであり、同様のリスクがありな
がら、法整備が追い付いていないのが現状です。

例えば、ＩＣＯでは、ＩＰＯで求められるような証券会社
や証券取引所の審査は不要で、ＩＰＯでは金融商品取
引法上、提出が求められる目論見書の作成も不要です。
ＩＣＯは出資者に対する配当や利払いも不要であって、

株式のような議決権も観念できないことから、資金調達
をする発行者側の利用に対するインセンティブは非常に
高いものといえます。

しかし、ＩＣＯは容易に詐欺に用いられる可能性が高く、
韓国と中国は既にＩＣＯを禁止するに至っており、世界的
にも許容すべきか否かで意見が分かれています。

日本での法律上の整理としては、発行されるトークン
の個々の事例ごとに考えていく必要はありますが、上記
第２で述べた仮想通貨の定義等に該当する限り、資金
決済法に基づく仮想通貨交換業に該当し、同法の規
制が適用されることになろうかと存じます。

もっとも、ＩＰＯと比較すると、ＩＣＯの募集の際の情報
公開の程度や規制・監督という意味では、資金決済法
の定めだけではいささか不十分であると解され、今後も
過熱化するようなら、金融商品取引法の規制に服する
有価証券として解釈するか、新たな法律を定めるなど
の対応は必須と考えられます。

弁護士

森 　 瑛 史

仮想通貨の仕組み

一　物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける
場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用す
ることができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を
行うことができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法
により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに
通貨建資産を除く。）であって、電子情報処理組織を用いて移転で
きるもの
二　不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を
行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用い
て移転することができるもの

ⅰ）株式会社または外国仮想通貨交換業者であること
ⅱ）仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認

められる基準に適合する財産的基礎を有すること（資本金が
１０００万円以上であって、純資産の値が負でないこと（債
務超過でないこと））

ⅲ）仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備を行う
こと

ⅳ）資金決済法第３章の２を遵守するために必要な体制の整備を
行うこと

ⅴ）ほかに行う事業が公益に反しないこと
ⅵ）その他役員等に欠格事由がないこと　

a) 情報の安全管理義務
b) 委託先に対する指導監督措置義務
c) 利用者保護に関する措置
d) 利用者財産の管理義務　※外部監査を受ける必要があります。
e) 金融ＡＤＲ措置義務
※　なお、仮想通貨交換業者は、犯罪による収益の移転防止に関

する法律における特定事業者に指定されており、顧客の取引
時確認義務や、確認記録・取引記録の作成義務、疑わしい取
引の届出や社内体制の整備が課せられています。

① 仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
② 仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換の媒介、取次ぎ、

または代理
③ ①や②のために利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること

後　
編
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・　本判決独自の内容
さらに、親会社のコンプライアンス相談窓口に付

きまとい行為について通報がされたが、その通報の
際、Ｘが要望したＸへの事実確認の対応をしなかっ
たことについて、親会社自体の債務不履行責任を構
成するか否かを検討し、これを否定しました。

最高裁はこの点に関し、このグループ会社におけ
る一般論として、「本件グループ会社の事業場内で
就労する者から法令等の遵守に関する相談を受ける
本件相談窓口（引用者注：コンプライアンス相談窓
口）制度を設け、上記の者に対し、本件相談窓口制
度を周知してその利用を促し、現に本件相談窓口に
おける相談への対応を行っていたものである。その
趣旨は、本件グループ『会社から成る企業集団の業
務の適正の確保』（括弧は引用者）等を目的として、
本件相談窓口における相談への対応を通じて、本件
グループ会社の業務に関して生じる可能性のある法
令等に違反する行為を予防し、又は現に生じた法令
等違反行為に対処することにあると解される。」と
して、Ｘとの関係で「上記申出の具体的状況いかん
によっては、当該申出をした者に対し、当該申出を
受け、体制として整備された仕組みの内容、当該申
出に係る相談の内容等に応じて適切に対応すべき信
義則上の義務を負う場合があると解される。」とし
ています。

判決文中の括弧部分の文言は、株式会社の取締役
会において決定すべき事項を定める会社法３６２条
４項６号が引用する会社法施行規則１００条１項５
号の文言をほぼそのまま使用しており、コンプライ
アンス相談窓口の設置及び運営も含めて、会社の業
務体制の整備に関する義務は、会社法上のものとし
て取締役の善管注意義務を構成するが、それはあく
まで株主に対する義務に過ぎず、直接には、従業員、
しかも雇用契約もない子会社の従業員に対する義務
として行われているものではないという当然の前提
を意識しているものと考えられます。

他方で、信義誠実の原則（信義則）は、「一般に
社会生活上一定の状況の下において相手方のもつで
あろう正当な期待に沿うように一方の行為者が行
動することを意味する」（有斐閣法律学小辞典第５
版７１９頁）ところ、株主に対する会社法上の義務
の履行の一環であったとしても、グループ従業員に
対し、コンプライアンス相談窓口への利用を促進し、
現に申告があれば一定の対応を行っているという場
合は、申告者が同窓口へ申告することで、自身に不
利益を及ぼす法令違反等の行為に対して親会社にお
いても何らかの対応をしてくれるはずとの期待を持

つことは想定でき、その期待について一定の限度で
法的な保護に値するということを明示したものとも
言えます。

内部通報の申告者については会社のコンプライア
ンスに資する情報の無償の提供者ではなく、内部通
報制度に対する合理的な期待については保護される
べき利益を有しているとされ、内部通報者の要望等
にも一定の配慮が必要であることを法的に確認した
ことにこの判例の意義があります。

この最高裁判例は、取締役の善管注意義務に関す
るものではなく、グループ会社（企業集団）におけ
る内部通報制度やコンプライアンス体制について、
あるべき姿を示すものではありません。また、穿っ
た見方をすれば、グループ企業の従業員等を対象と
するコンプライアンス相談窓口を設けても、申告者
の要望に対して何ら拘束されないことを告知し、こ
れに従って運用を行えば、申告者に何らの期待も生
じず、申告者との関係で法的義務を負わないという
こともできるかもしれません。ただ、このような申
告者に何の期待もいただかせないようなコンプライ
アンス相談窓口については、申告・利用が低調とな
り、本来の趣旨も達成できずに会社法上の義務の不
履行が生じ得る危険性が指摘できます。

４ 補足・セクハラ行為の認定について
セクハラ行為、付きまとい行為の有無については、

上述の通り、一審判決はセクハラ行為等を否定しまし
た。

他方、二審判決では、Ｘの供述に見られた記憶の欠
落について、「性暴力被害者や DV 被害者等の心理と
して普遍的なもの」である「心理的喚起状態での慢性
ストレス状況下における無意識の防衛反応としての意
識狭窄」、「嫌なことは忘れ去りたいという抑圧に基づ
く記憶の欠落（一種の PTSD の回避症状）」として説
明でき、記憶の欠落を考慮してもＸの供述は信用でき
るとしています。

職場におけるセクハラ行為は、紋切り型で個人間の
交際の問題に過ぎない、被害者側の同意があったはず
である等として片づけることができない問題です。セ
クハラ行為について、部下から相談を受けたり、内部
通報があったりした場合には、まずは、一応申告内容
が正しいものとして対応しなければ、セクハラ行為を
行った従業員をかばっている等として矛先が本件のよ
うに会社に向かってくることになります。

弊所では、セクハラ行為防止に向けたセミナーや個
別事案について、対応経験のある弁護士が相談等に応
じておりますので、ぜひ、ご活用ください。

内部通報制度
（最高裁平成３０年２月１５日判決。出展：裁判所ホームページ） 弁護士　

稲吉　大輔

１. ポイント
①　親会社においてグループ内の全従業員に対する内

部通報制度を整備している場合、直接の雇用関係
のない子会社の従業員との関係でも、一定の場合
には、内部通報に関して一定の措置を講ずべき義
務を負うこと 

②　①の場合においてこれを怠った場合には損害賠償
義務を負うこと

２. 事案の概要
・　事案の概要

工場で働いていた女性の元契約社員（Ｘ）が、発
注会社（勤務先会社と親会社が同じグループ会社）
の課長職として同じ事業所で勤務していた男性従業
員（Ｙ）からセクハラ行為、付きまとい行為を受け、
退職を余儀なくされたとして、①Ｙ本人、②Ｘの当
時の勤務先会社、③Ｙが当時勤務していた発注会社、
④上記工場の事業所を設置し、勤務先会社と発注会
社の共通の親会社に対して、精神的苦痛に対する慰
謝料３００万円及び弁護士費用３０万円の支払いを
求めた事案です。

・　一審判決（岐阜地裁大垣支部平成２７年８月１８日）
一審では、ＸがＹと一時期親密な関係にあったこ

とを重視して、セクハラ行為、付きまとい行為があっ
たとするＸの供述は信用できないものとして、Ｙや
会社側の責任をすべて否定しました。

・　二審判決（名古屋高裁平成２８年７月２０日）
二審（最高裁の原審）では、一審とは一転して、

Ｘの供述が信用できるものとしてセクハラ行為及
び付きまとい行為を認定し、上記①～④のそれぞ
れ相手方に対して慰謝料２００万円及び弁護士費用
２０万円の合計２２０万円の支払いを認めました。

それぞれの責任については、以下のとおりとされ
ています。
①　Ｙ本人：セクハラ行為、付きまとい行為の不法

行為責任
②　Ｘと雇用契約を締結していた勤務先会社：セク

ハラ行為等に関するＸからの訴えに真摯に向き
合わなかったとして雇用契約上の安全配慮義務
違反ないし雇用機会均等法上の職場においてセ
クハラ行為等を防止すべき措置義務違反を内容

とする債務不履行責任
③　Ｙの勤務先である発注会社：使用者責任
④　親会社：勤務先会社の不十分な対応、及び、親

会社自体のコンプライアンス相談窓口に申告が
あり対応を求められたにもかかわらず、これを
怠ったことについてグループ企業に属する全従
業員に対して宣明したコンプライアンスに従っ
た解決を行わなかった債務不履行責任

・　最高裁
最高裁では、①～④からの上告等について、④親

会社に関する部分についてのみ上告が受理され、名
古屋高裁判決が覆され、④親会社に対する請求を棄
却する内容の判決がされました。

３. 最高裁の判断の要旨
・　従前の裁判例等の延長線上にあるもの

名古屋高裁の判決は、親会社に対する責任に関し、
親会社とＸとの間で雇用関係を含めた契約関係がな
いにもかかわらず、契約関係を前提とする債務不履
行責任を負うとする根拠・理論が不明確であったと
指摘できます。

この点、最高裁はまず、Ｘの勤務先会社の不十分
な対応（安全配慮義務等違反）が、親会社からみれ
ば子会社の従業員の問題であり、親会社との契約関
係がないＸとの関係で、親会社の債務不履行責任と
なる根拠の有無やその理論について検討しました。

最高裁が検討したのは、親会社とＸとの間に直接
の契約関係があったと同視すべき場合に用いられる
法人格否認の法理と、勤務先会社がＸに対して履行
すべき雇用契約上の付随義務（安全配慮義務等）を
親会社が引き受けていたという債務引受けの２つの
構成でした。しかし、親会社がＸを指揮監督したり、
Ｘから労務提供を受けたりしていなかった実態（法
人格否認の法理の関連）や、付随義務について親会
社が履行したり、親会社の指揮監督の下で勤務先会
社が履行するものとみるべき事情はない（債務引受
けの関連）という本件の事情に照らし、いずれもそ
の適用を否定しました。このうち法人格否認の法理
の適用については、親会社に直接退職金の支払いを
求める場合等においてこれを適用した従前の裁判例
や学説の延長線上にあるものです。



軽い運動をしても息切れですか？咳や痰も少ないの
に？初めはそれだけで済んでいても、だんだんと痰が増え
て来て、咳をしても力が入らず痰が出にくくなりますよ。
タバコは吸われるのですか、今も吸っていますか？止

めた方がよろしいよ。あなたは20年以上もタバコは吸っ
ていたが、もうやめて10年以上ですか？それなのに吸っ
ている人と同じ症状では困りますね。病院で診察しても
らって治療を受けるほうが良いですよ。
多分この病気はCOPD（慢性閉塞性肺疾患）という病

気だと思いますよ。対策は禁煙するのが一番です。軽い
風邪をひいても呼吸困難で入院する人もあります。原因
は肺の呼吸をする面積が、普通は小学校の運動場位もあ
るのに、教室一つ分位しかなくなっているからです。肺

活量を測定すると肺活量も減っていますが、1秒間に吐
き出せる空気の量が70％以上も残ってしまうのです。
現在は錠剤や吸入薬など病気の進行を遅らせる薬はあ

るものの、最終的には酸素吸入をする生活になるでしょ
う。長年お金を払ってタバコを吸ってこれでは引き合い
ませんよね。タバコは早く止めるに
越したことはありませんね。

橋 本 聰 一「 少し動くと息切れがするのですか？ 」 橋本クリニック院長
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