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Ⅱ
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び
法
的
性
質
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実
の
表
示
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を
招
く
取
引
行
為

　

�
公
の
告
知
ま
た
は
よ
り
多
く
の
人
的
範
囲
に
対
す
る
通
知

　

�
事
例
の
検
討

　

�
不
公
正
取
引
慣
行
指
令

Ⅲ
�
お
わ
り
に

　　　
　
　
　
　
　

Ⅰ
�
は
し
が
き

　　

こ
こ
数
年
来
、
企
業
に
よ
る
食
品
等
の
偽
装
や
不
当
表
示
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が
頻
繁
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に

対
し
て
わ
が
国
で
は
ど
の
よ
う
な
法
律
が
こ
れ
に
対
処
し
て
い
る
か
に
関
し
て
、
す
で
に
以
前
別
稿
で
紹
介
し 
た 
。
し
か
し
、
偽
装
問

（
１
）
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題
は
何
も
わ
が
国
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
豪
華
な
食
事
付
き
旅
行
と
謳
っ
て
お
き
な
が
ら
、
実
は
粗
末
な
食
事
し
か
提
供
し
な
か
っ

た
い
わ
ゆ
る
招
待
バ
ス
ツ
ア
ー
（K

affeefahrt

）
事 
件 
な
ど
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
不
当
表
示
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
九
〇
年

（
２
）

代
初
頭
に
は
、
そ
の
腐
敗
ぶ
り
が
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
さ
な
い
日
は
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ 
る 
。
事
件
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
３
）

　
【
事
案
】
被
告
人
Ｋ
は
、
彼
の
顧
客
に
、「
大
当
た
り
―
○
○
さ
ん
へ
の
商
品
引
換
券
」
と
い
う
見
出
し
で
、
参
加
費
一
九
�
九
マ
ル

ク
の
日
帰
り
買
い
物
バ
ス
ツ
ア
ー
に
関
す
る
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
一
回
の
ツ
ア
ー
に
つ
き
最
低
一
五
〇
〇
通
発
送
し
た
。
そ
の
際
、

そ
の
文
面
に
は
、
真
実
に
反
し
て
、「
抽
選
で
ト
ッ
プ
賞
当
選
」「
大
当
た
り
！
五
〇
〇
マ
ル
ク
獲
得
」「
お
い
し
く
て
ボ
リ
ュ
ー
ム
た
っ

ぷ
り
の
昼
食
」「
商
品
は
日
帰
り
旅
行
の
際
に
贈
呈
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
広
告
文
に
つ
ら
れ
て
少
な
か
ら
ぬ
者
が
バ
ス
ツ
ア
ー

に
参
加
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
抽
選
は
行
わ
れ
ず
、
旅
行
参
加
者
全
員
に
、
被
告
人
の
会
社
で
外
国
旅
行
を
予
約
し
た
場
合
だ

け
現
金
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
五
〇
〇
マ
ル
ク
の
旅
行
ク
ー
ポ
ン
が
手
渡
さ
れ
た
。
ま
た
、
料
理
に
関
し
て
も
、
実
際
に
提
供
さ
れ
た

の
は
エ
ン
ド
ウ
豆
ス
ー
プ
の
缶
詰
で
あ
っ
た
。
な
お
、
バ
ス
旅
行
自
体
の
費
用
は
、
価
格
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
わ
が
国
と
同
様
不
正
競
争
防
止
法
（G

esetz
gegen

den
unlauteren

W
ettbew

erb

）

が
存
在
し
、
そ
の
旧
四
条
に
は
刑
事
罰
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
独
自
に
対
処
し
て
い
た
。
も
と
も
と
、
競
争
法
は
民
事
法
に
よ
っ
て
発

展
し
て
き
た
た
め
、
不
正
競
争
防
止
法
に
お
け
る
刑
罰
規
定
は
、
不
法
行
為
法
形
態
の
例 
外 
で
あ
り
、
一
般
予
防
お
よ
び
特
別
予
防
か

（
４
）

ら
刑
事
処
罰
を
必
要
と
す
る
特
に
危
険
な
行
為
態
様
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。
損
害
賠
償
の
よ
う
に
、
民
事
的
な
制
裁
の
み
で
対
処

す
る
の
で
は
な
く
、
刑
事
罰
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
に
お
け
る
競
争
違
反
行
為
に
よ
り
よ
く
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
、
ド
イ
ツ
国
内
で
行
わ
れ
た
不
正
な
競
争
行
為
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
国
内
の
法
の
み
を
考
慮
す
れ

ば
足
り
、
他
国
の
法
律
に
目
を
向
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
内
で
法
規
定
が
異
な
る
場
合
、
越
境
し
て
経
済
活

動
を
行
う
際
、
同
じ
不
正
競
争
行
為
で
あ
り
な
が
ら
国
に
よ
っ
て
消
費
者
が
保
護
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
と
い
っ
た
事
態
が
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発
生
し
て
し
ま
う
た
め
、
域
内
全
域
で
の
広
告
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
域
内
で
の
障
壁
な
き
自

由
な
競
争
は
お
ぼ
つ
か
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
Ｅ
Ｕ
統
合
の
流
れ
は
法
律
分
野
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
、
Ｅ
Ｕ
は
自

由
な
域
内
市
場
の
創
設
を
目
的
と
し
て
お
り
、
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
前
文
（
な
ら
び
に
、
リ
ス
ボ
ン
条 
約 
に
よ
っ
て
欧
州
共
同
体
設

（
５
）

立
条
約
を
抜
本
的
に
改
定
し
た
「
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
」
前
文
）
に
「
公
正
な
競
争
を
保
証
す
る
」
と
謳
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
ロ
ー
マ
条
約
締
結
後
す
ぐ
に
、
競
争
法
を
加
盟
国
間
で
調
和
す
る
作
業
が
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
不
正
競
争
に
対
す
る

独
自
の
法
を
も
た
な
い
一
部
の
国
が
調
和
化
に
否
定
的
態
度
を
と
っ
た
た
め
、
作
業
が
な
か
な
か
進
展
せ
ず
、
加
盟
国
間
の
ば
ら
つ
き

が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
解
消
す
る
た
め
、
特
に
、
域
内
経
済
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
競
争
法
を
Ｅ

Ｕ
諸
国
内
で
調
整
す
る
必
要
性
の
高
ま
り
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
は
、「
誤
解
を
招
く
広
告
に
関
す
る
加
盟
国
の
法
規
定
お
よ
び
行
政
規

定
の
統
一
に
つ
い
て
の
一
九
八
四
年
九
月
一
〇
日
の
理
事
会
指
令
八
四
/
四
五
〇
/
E
W
G
」（
そ
の
後
、
一
九
九
七
年
に
許
さ
れ
る

比
較
広
告
の
範
囲
を
明
示
す
べ
く
本
指
令
が
改
正
さ
れ
、
名
称
も
「
誤
解
招
来
広
告
お
よ
び
比
較
広
告
指
令
」
と
改
め
ら
れ
た
。
し
か

し
そ
れ
以
降
も
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
指
令
を
誤
解
招
来
広
告
指
令
と
呼
ん
で
い
る
た
め
、
以
下
で
は
こ
の
ド
イ
ツ
の
呼
称
に
従
い
本
指
令

を
「
誤
解
招
来
広
告
指
令
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
を
公
布
し
た
。
一
方
、
旧
不
正
競
争
防
止
法
は
公
正
な
競
争
の
確
保
を
目
的
と
し

て
い
た
た
め
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
高
ま
っ
た
消
費
者
保
護
の
視
点
が
そ
こ
に
は
欠
如
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
二
〇
〇
四
年
、
一
九

〇
九
年
以
降
妥
当
し
て
い
た
不
正
競
争
防
止
法
が
改
正
さ
れ
、
現
代
化
、
自
由
化
な
ら
び
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
と

な
っ
た
。
い
ま
や
、
競
争
の
公
正
性
は
、
ド
イ
ツ
国
内
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
機
能
的
な
域
内
市
場
の
前
提
で
も
あ

る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
統
合
に
も
言
及
し
つ
つ
、
可
罰
的
広
告
と
い
う
、
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止

法
に
お
い
て
処
罰
さ
れ
て
い
る
不
正
競
争
行
為
を
検
討
し
て
い
く
。

　

な
お
、
後
に
本
文
中
で
言
及
す
る
が
、
二
〇
〇
四
年
に
新
不
正
競
争
防
止
法
が
成
立
し
て
以
降
、
本
法
は
二
〇
〇
九
年
に
一
部
改
正
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さ
れ
て
お
り
、
旧
法
と
区
別
す
る
た
め
、
新
法
成
立
後
に
改
正
さ
れ
た
箇
所
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
「
修
正
前
」
と
い
う
文
言

を
付
記
す
る
。

　
　
　
　
　
　

Ⅱ
�
可
罰
的
広
告

　
�
保
護
目
的
お
よ
び
法
的
性
質

　

現
行
の
不
正
競
争
防
止
法
は
、
そ
の
第
一
条
で
「
こ
の
法
律
は
、
不
正
な
取
引
行
為
か
ら
競
争
者
、
消
費
者
お
よ
び
そ
の
他
の
市
場

関
係
者
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
不
正
の
な
い
競
争
に
関
す
る
公
衆
の
利
益
を
保
護
す
る
」
と
規
定
し
、

消
費
者
保
護
を
も
目
的
と
し
て
い 
る 
点
で
、
公
正
な
競
争
の
確
保
の
み
を
目
的
と
し
て
い
た
旧
法
と
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で

（
６
）

に
判
例
・
学
説
に
お
い
て
は
旧
法
時
代
か
ら
消
費
者
保
護
も
考
慮
に
入
れ
て
い
た
た
め
、
実
質
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　

ま
た
、
可
罰
的
広
告
を
処
罰
し
て
い
る
一
六
条
一
項
は
、「
特
に
有
利
な
申
し
出
の
よ
う
な
印
象
を
生
じ
さ
せ
る
意
図
で
、
公
の
広

告
ま
た
は
多
く
の
人
的
範
囲
に
対
す
る
告
知
に
お
い
て
、
不
実
の
表
示
に
よ
っ
て
誤
解
を
招
く
よ
う
な
宣
伝
を
し
た
者
は
」
処
罰
さ
れ

る
と
規
定
し
、
現
実
に
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
な
い
た
め
、
処
罰
規
定
で
あ
っ
た
旧
四
条
と
同
様
、
抽
象
的
危
険
犯

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
定
の
欺
罔
手
段
を
講
じ
た
こ
と
を
処
罰
す
る
点
で
詐
欺
罪
と
共
通
す
る
も
の
の
、
消
費
者
の
側

で
実
際
に
欺
か
れ
た
と
か
財
産
被
害
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。
具
体
的
な
財
産
損
害
を
放
棄
す
る
方
が
、
不
正
競
争

を
で
き
る
限
り
効
果
的
に
抑
圧
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
一
六
条
一
項
は
、
詐
欺
罪
の
先
行
領
域

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
望
ま
し
く
な
い
行
為
態
様
ば
か
り
で
な
く
、
詐
欺
罪
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
を
も
処
罰
す
る
。

も
っ
と
も
、
利
潤
追
求
を
目
的
と
す
る
企
業
が
自
社
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
多
少
の
誇
大
広
告
を
行
う
こ
と
は
、
通
常
の
経
済

活
動
の
一
部
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
処
罰
規
定
は
、
競
争
違
反
の
著
し
く
危
険
な
現
象
形
態
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
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で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
態
様
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
く
。

�
不
実
の
表
示

�
表
示

　

表
示
と
は
、
潜
在
的
顧
客
の
購
買
決
定
に
と
っ
て
本
質
的
な
あ
ら
ゆ
る
事
実
の
主
張
で
あ 
り 
、
広
く
公
衆
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い

（
７
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
実
際
の
種
類
に
関
す
る
内
容
的
に
検
証
可
能
な
命
題
で
あ 
る 
と
説
明
さ
れ
、
純
粋
な
価
値
判
断
と
は
異
な

（
８
）

る
。
そ
こ
か
ら
逆
に
、
広
告
者
と
の
個
人
的
会
話
は
基
本
的
に
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
。
表
示
方
法
は
明
示
で
も
黙
示
で
も
い
い
。

こ
こ
で
は
、
理
性
的
に
行
動
す
る
消
費
者
が
そ
の
表
示
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
従
来
、
消

費
者
像
に
「
愚
か
な
」
消
費
者
を
も
含
め
て
事
物
を
検
討
し
て
い
た
た
め
、
注
意
深
く
検
討
す
れ
ば
欺
罔
が
認
識
で
き
た
と
い
う
こ
と

は
問
題
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
、
保
護
水
準
は
被
害
者
に
非
常
に
有
利
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
誤
解
招
来
広
告
指

令
や
指
令
を
含
め
た
Ｅ
Ｕ
法
の
定
義
に
関
し
て
独
占
的
に
解
釈
で
き
る
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
判
例
の
影
響
を
受
け
、
平
均
的
に
情
報
を
与
え

ら
れ
た
注
意
深
い
理
性
的
な
消
費
者
が
基
礎
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
消
費
者
が
購
買
を
決
定
す
る
際
に
重
要
で
あ
る

も
の
の
み
が
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
表
示
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

旧
四
条
に
よ
れ
ば
、
表
示
は
必
ず
業
務
と
関
係
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ 
た 
。
従
っ
て
、
広
告
さ
れ
た
製
品
や
企
業
の
業
務
と

（
９
）

関
係
な
い
、
全
く
の
個
人
的
属
性
や
関
係
に
か
か
わ
る
事
情
は
刑
罰
規
定
に
よ
っ
て
捕
捉
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
、

業
務
と
関
係
す
る
不
実
の
表
示
が
常
に
当
罰
的
不
法
と
な
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
バ
ケ
ツ
や
た
わ
し
と
い
っ
た
日
用
品
の

場
合
、
企
業
の
規
模
や
生
産
地
に
関
す
る
表
示
は
重
要
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
行
一
六
条
一
項
は
こ
の
業
務
関
係
性
要
件
を
放
棄
し

た
。
そ
の
た
め
、
結
果
と
し
て
客
観
的
構
成
要
件
の
拡
張
を
伴
う
こ
と
と
な
り
、
個
人
的
生
活
状
況
も
構
成
要
件
に
該
当
す
る
の
で
は

5 ――ドイツ不正競争防止法における刑事規制



と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
客
観
的
構
成
要
件
に
は
該
当
す
る
も
の
の
、
主
観
的
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
い
う
見

解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
は
、
一
六
条
一
項
は
、
有
利
な
申
し
出
の
よ
う
な
印
象
を
生
じ
さ
せ
る
意
図
で
不
実
の
表
示

が
な
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
お
り
、
申
し
出
が
有
利
で
あ
る
か
否
か
は
品
質
や
産
地
と
い
っ
た
経
済
的
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
う
る

た
め
、
個
人
的
状
況
に
関
す
る
偽
り
は
そ
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
く
表
示
で
は
な
い
と
主
張
す
�
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、

行
為
者
が
「
江
戸
時
代
創
業
」
と
い
う
偽
り
の
看
板
を
出
し
て
い
た
場
合
、
個
人
の
経
歴
の
よ
う
な
全
く
の
個
人
的
事
情
を
偽
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
主
観
的
構
成
要
件
が
肯
定
さ
れ
、
刑
罰
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
商
品
が
消
費
者
の
期
待
に
沿
う
も
の
で

あ
る
限
り
、
通
常
、
創
業
年
次
は
消
費
者
に
と
っ
て
は
重
要
で
な
い
偽
装
表
示
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
主
観
的
構
成
要
件
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
明
確
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
客
観
的
構
成
要
件
に
よ
っ
て
制
限
す
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
、
五
条
一
項
に
は
、
広
告
が

誤
解
を
招
く
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な
点
の
表
示
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
リ
ス
ト
を
広
く
解
釈
し
た
場
合
、
本
来
当
罰
的
で
な
い
行
為
ま
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
ま
た
逆
に
、
リ
ス
ト
を
狭

く
解
釈
し
た
場
合
、
処
罰
の
間
隙
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
旧
四
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
「
業
務
関
係
」
概
念
を
取
り
入
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
構
成
要
件
の
拡
張
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
旧
法
の
業
務
関
係
概
念
は
非
常
に
広
く

解
釈
さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
独
自
の
経
済
活
動
を
意
味
し
て
い
た
た
め
、
純
粋
に
私
的
な
意
思
表
示
し
か
こ
の
規
範
の
適
用
領
域
か

ら
排
除
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
概
念
で
は
十
分
な
制
限
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
一
方
で
、
消
費
者
の
購

入
決
定
に
と
っ
て
本
質
的
な
事
情
の
み
が
広
告
表
示
の
基
準
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
保
障
し
、
他
方
で
、
広
告
表
示
の
対

象
と
な
っ
た
全
て
の
事
情
が
消
費
者
決
定
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
っ
た
と
き
可
罰
的
広
告
の
適
用
領
域
に
該
当
し
う
る
「
本
質
性
要
素
」

を
構
成
要
件
に
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
�
。
こ
れ
に
よ
り
、
契
約
締
結
に
と
っ
て
本
質
的
な
全
て
の
表
示
が
規
範
の
適
用

領
域
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
挙
げ
た
創
業
年
次
の
場
合
、
確
か
に
通
常
、
い
つ
会
社
が
設
立
さ
れ
た
か
は
消
費
者
に
と
っ
て
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関
心
の
な
い
表
示
で
あ
る
。
し
か
し
、
消
費
者
は
歴
史
の
長
さ
に
惹
か
れ
て
商
品
を
購
入
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
創
業
年
次

は
こ
の
消
費
者
の
購
入
決
定
に
と
っ
て
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
見
解
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

�
不
実
性

　

可
罰
的
広
告
の
構
成
要
件
は
、
さ
ら
に
、
広
告
表
示
の
不
実
性
を
要
求
す
る
。
不
正
競
争
防
止
法
を
改
正
す
る
際
、
不
実
の
表
示
要

素
を
削
除
し
、
可
罰
性
を
誤
解
を
招
く
広
告
の
み
と
結
び
付
け
、
そ
の
結
果
、
客
観
的
に
真
実
の
表
示
も
規
範
の
適
用
領
域
に
該
当
さ

せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
し
ば
し
ば
あ
っ
�
。
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
誤
っ
た
観
念
を
故
意
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
罰
的
広
告
に
お
け
る

不
法
の
核
心
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
不
法
内
容
に
お
い
て
、
客
観
的
に
不
実
の
広
告
は
客
観
的
に
真
実
で
あ
る
が
誤
解
を
招
く
よ
う
な
広

告
に
匹
敵
し
う
る
。
可
罰
性
は
も
っ
ぱ
ら
誤
解
を
招
く
の
に
適
し
て
い
た
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
広
告
表
示
に
よ
っ
て
公
衆
が
抱
い
た

観
念
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
客
観
的
に
真
実
の
表
示
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
広
告
名
宛
人
に
よ
っ

て
誤
解
さ
れ
る
限
り
、
可
罰
性
が
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
不
実
性
要
素
を
排
除
し
、「
誤
解
を
招
く
に
適
し
た
表
示
」

の
み
で
可
罰
性
を
認
め
る
こ
の
見
解
に
対
し
て
、
多
く
の
者
は
、
処
罰
の
拡
大
化
傾
向
に
対
し
て
懸
念
を
表
明
し
た
ほ
か
、
処
罰
が
消

費
者
の
全
く
異
な
る
混
乱
率
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
の
明
確
性
原
則
に
反
す
る
と
批
判
し
�
。
広

告
表
示
が
誤
解
を
招
く
か
否
か
の
判
断
は
、
常
に
取
引
し
て
い
る
者
の
理
解
力
や
情
報
状
態
に
左
右
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
部
の
消
費

者
の
見
解
が
行
為
を
犯
罪
行
為
と
位
置
付
け
る
と
す
る
の
は
、
適
切
な
基
準
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
規
範
の
文
言
か
ら
許
さ
れ
た

行
為
と
許
さ
れ
ざ
る
行
為
と
の
限
界
を
看
取
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
は
要
求
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
広
告
が
誤
解
を
招
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
広
告
主
が
商
工
会
議
所
等
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
規
範
の
明
確
性
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
全
て
の
規
範
名
宛
人
は
、
ど
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
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か
を
予
見
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
、
実
務
的
観
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
問
合
せ
等
に
よ
る
情
報
収
集
を
行
え
ば
、
そ
の
分

コ
ス
ト
が
か
か
る
ば
か
り
で
な
く
、
広
告
の
柔
軟
性
や
自
発
性
を
減
少
さ
せ
、
ひ
い
て
は
経
済
活
動
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
�
。
こ
の

よ
う
な
批
判
か
ら
、
現
行
法
で
は
、
旧
法
と
同
様
、
不
実
性
要
件
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

で
は
、
不
実
性
と
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
旧
法
時
代
か
ら
非
常
に
争
わ
れ
て
い
る
。
旧
判
�

お
よ
び
旧
通
�
は
、
広
告
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
た
消
費
者
お
よ
び
彼
の
理
解
と
い
う
主
観
的
観
点
か
ら
判
断
し
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
不
実
性
の
確
定
は
、
書
か
れ
ざ
る
構
成
要
件
要
素
と
し
て
の
社
会
生
活
上
の
理
解
力
か
ら
判
断
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、

後
述
す
る
誤
解
を
招
く
広
告
を
判
断
す
る
場
合
と
同
じ
基
準
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
不
実
の
表
示
は
基
本
的
に
誤

解
を
招
く
の
に
適
し
て
い
る
た
め
、
法
律
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
散
見
さ
れ
る
「
不
実
な
」
と
「
誤
解
を
招
く
よ
う
な
」
は
同
じ
こ
と
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
�
。
誤
解
招
来
要
件
が
社
会
生
活
上
の
理
解
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
義
の

不
実
性
要
件
も
同
じ
基
準
で
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
、
二
つ
の
異
な
る
概
念
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
じ

意
味
内
容
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
方
は
不
必
要
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
当
然
生
じ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
見
解
の
支
持
者
は
、「
誤
解
を
招

く
」
と
い
う
の
は
広
告
名
宛
人
の
「
全
く
取
る
に
足
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
人
達
の
観
念
像
に
基
づ
く
の
に
対
し
て
、「
不
実
性
」

は
社
会
生
活
領
域
の
広
い
コ
ン
セ
ン
サ
ス
、
す
な
わ
ち
、
広
告
名
宛
人
の
「
平
均
的
理
解
力
」
に
基
づ
く
と
主
張
し
、
両
者
の
間
に
量

的
な
差
を
認
め
る
。
ま
た
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
は
、
基
本
的
に
こ
の
見
解
に
立
脚
し
つ
つ
、
広
告
表
示
の
決
定
的
な
意
味
内
容
の
確
定

と
そ
の
真
実
性
内
容
の
確
定
と
を
区
別
し
、
前
者
は
情
報
を
提
供
さ
れ
た
注
意
深
い
理
性
的
な
平
均
的
消
費
者
が
ど
の
よ
う
に
理
解
す

る
か
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
、
後
者
は
客
観
的
観
点
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
二
段
階
構
造
を
主
張
す
�
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
客
観
的
理
解
を
基
礎
と
し
、
広
告
表
示
と
現
実
と
の
客
観
的
抽
象
的
相
違
を
不
実
と
理
解
す
る
見
解
が
現
在
で
は

支
配
的
で
あ
�
。
本
説
は
、
旧
判
例
・
通
説
に
対
し
て
、
表
示
の
不
実
性
と
誤
解
の
招
来
を
同
じ
基
準
で
確
定
す
れ
ば
一
方
は
不
必
要
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と
な
る
と
い
う
先
の
問
題
点
の
他
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
四
条
一
項
一
号
、
四
号
に
お
け
る
「
不
当
表
示
」
と
い
う
概
念
は
客
観

的
意
味
内
容
を
基
礎
と
し
て
い
�
、
正
し
く
表
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
消
費
者
が
誤
解
し
た
場
合
に
構
成
要
件
に
該
当
し
て
し
ま
う
、

な
ど
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
ル
ー
ス
は
、
刑
罰
と
い
う
強
力
な
制
裁
を
科
す
以
上
、
処
罰
さ
れ
る
行
為
の
要
件
は
個
々
人
に
と
っ
て
で

き
る
限
り
明
確
で
予
見
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
社
会
生
活
領
域
の
観
点
か
ら
の
み
で
広
告
表
示
の
可
罰
性
を
決
定
す
る
の

は
明
確
性
の
原
則
に
反
す
る
と
批
判
す
�
。
さ
ら
に
、
旧
通
説
は
、
誤
解
を
招
く
場
合
と
不
実
性
を
判
断
す
る
際
に
、
広
告
の
名
宛
人

に
関
し
て
量
的
差
異
を
設
け
て
い
る
が
、
誤
解
招
来
広
告
指
令
を
受
け
て
成
立
し
た
現
行
不
正
競
争
防
止
法
は
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
判
例

に
従
い
、
そ
の
消
費
者
像
を
、
従
来
の
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
せ
っ
か
ち
な
消
費
者
か
ら
、
情
報
を
提
供
さ
れ
、
理
性
的
で
注
意
深
い
消

費
者
へ
と
転
換
し
、
そ
の
結
果
、
旧
通
説
の
基
礎
に
あ
っ
た
消
費
者
像
は
現
行
法
と
相
い
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
客
観
説
は
、

客
観
的
な
不
当
表
示
は
基
本
的
に
誤
解
を
招
く
た
め
に
、
後
者
の
要
素
に
独
自
の
意
味
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な

い
。
客
観
的
に
不
当
な
表
示
が
行
わ
れ
て
も
、
例
え
ば
商
人
間
で
の
取
引
の
場
合
、
彼
ら
は
商
慣
習
に
基
づ
い
て
表
示
を
正
し
く
理
解

す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
場
合
、
誤
解
は
生
じ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
今
や
、
自
ら
の
消
費
経
験
や
独
自
の
製
品
調
査
に
よ
っ
て

得
た
情
報
に
基
づ
い
て
、
し
ば
し
ば
、
何
が
広
告
表
示
の
背
後
の
潜
ん
で
い
る
か
を
知
っ
て
い
る
理
性
的
消
費
者
の
理
解
が
基
礎
と
さ

れ
て
い
る
だ
け
に
、
一
層
妥
当
す
る
。
そ
も
そ
も
、
誤
解
を
招
く
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
、
広
告
表
示
の
真
実
性
自
体
を
保
護

し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
消
費
者
の
購
買
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
欺
罔
か
ら
彼
を
保
護
す
る
こ
と
、
詐
欺
的
広
告
表
示
に
よ
る
競
争

の
歪
曲
か
ら
競
争
者
を
保
護
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
る
競
争
侵
害
か
ら
公
衆
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
不
実
性
は
そ
れ
だ

け
み
れ
ば
可
罰
性
を
根
拠
付
け
な
い
。
不
実
の
表
示
は
、
そ
れ
が
消
費
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
う
る
と
き
初
め
て
、
法
的
に
重
要
と
な

る
。
誤
解
を
招
く
広
告
と
い
う
要
素
は
、
規
範
の
適
用
領
域
を
制
限
す
る
主
観
的
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
�
。

　

思
う
に
、「
不
実
の
」「
誤
解
を
招
く
」
と
い
う
語
が
と
も
に
使
わ
れ
て
い
る
う
え
、「
不
実
性
」
要
件
の
削
除
が
検
討
さ
れ
た
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、
結
局
削
除
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
両
者
の
概
念
に
量
的
な
差
を
設
け
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
相
対
的
に
す
ぎ
な
い
、
誤

解
招
来
広
告
指
令
に
基
づ
い
て
す
で
に
「
平
均
的
に
情
報
を
提
供
さ
れ
た
理
性
的
消
費
者
」
像
が
確
立
し
て
い
る
等
に
鑑
み
る
と
、
基

本
的
に
、
客
観
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
不
実
と
は
、
事
実
を
偽
る
場
合
以
外
に
も
、
広
告
の
意
味
内
容
を
偽
る
場
合
も
あ
り

う
る
。
冒
頭
の
事
例
の
よ
う
に
、
お
い
し
い
食
事
を
提
供
す
る
と
表
示
し
て
お
き
な
が
ら
、
実
際
に
は
缶
詰
だ
っ
た
場
合
、
純
客
観
的

に
判
断
し
た
場
合
、
一
応
、
食
事
は
提
供
さ
れ
て
い
る
た
め
、
不
実
と
は
い
え
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
を
必
要
と
す
る
場
合
、

裁
判
官
に
よ
る
評
価
と
い
う
の
は
適
切
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
不
正
競
争
防
止
法
が
消
費
者
保
護
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

評
価
主
体
は
広
告
の
名
宛
人
で
あ
る
消
費
者
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
本
法
律
の
消
費
者
像
は
従
来
の
見
解
か
ら
誤
解
招
来

広
告
指
令
に
基
づ
い
た
「
情
報
を
提
供
さ
れ
た
注
意
深
い
理
性
的
消
費
者
」
へ
と
変
遷
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
消
費
者
に
よ
る
評
価
を

基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
先
述
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
よ
う
に
、
二
段
階
構
造
を
と
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

主
観
説
を
基
調
と
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
と
異
な
り
、
第
一
段
階
と
し
て
事
実
的
な
内
容
の
確
定
、
そ
し
て
解
釈
を
必
要
と
す
る
場
合

に
は
さ
ら
に
第
二
段
階
と
し
て
意
味
内
容
の
確
定
の
順
番
で
行
う
べ
き
で
あ
る
。
事
物
は
客
観
か
ら
主
観
へ
と
判
断
す
べ
き
方
が
合
理

的
で
あ
る
。

�
誤
解
を
招
く
取
引
行
為

　

一
六
条
一
項
の
構
成
要
件
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
、
広
告
が
誤
解
を
招
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本

条
項
に
は
誤
解
を
招
く
広
告
が
定
義
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
の
国
内
法
化
以
前
の
不
正
競
争
防
止
法
五
条
に

誤
解
を
招
く
広
告
を
し
た
者
は
三
条
の
意
味
に
お
い
て
不
正
に
行
為
し
た
も
の
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
�
。
そ
の
た
め
、

誤
解
を
招
く
広
告
と
い
う
要
素
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
修
正
前
五
�
が
援
用
さ
れ
る
。
事
実
、
不
正
競
争
防
止
法
改
正
法
理
由
書
は
、
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修
正
前
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
誤
解
招
来
の
禁
止
を
、
一
六
条
一
項
を
充
足
す
る
「
基
本
的
前
提
」
と
述
べ
て
い
�
。
し
か
し
、
修

正
前
五
条
が
修
正
前
三
�
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
六
条
一
項
も
旧
三
条
の
構
成
要
件
的
前
提
を
規
定
の
中
に
取
り
入
れ
て
い

る
の
か
否
か
は
争
わ
れ
て
い
る
。

�
競
争
行
為

　

不
正
競
争
防
止
法
修
正
前
五
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
誤
解
を
招
く
広
告
を
し
た
者
は
、
修
正
前
三
条
の
意
味
に
お
け
る
不
正
に
行
為
し

た
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
修
正
前
三
条
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
条
の
不
正
競
争
行
為
が
問
題
と
な
る
場
合
に
の
み
、
修
正

前
五
条
の
誤
解
招
来
の
禁
止
も
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
誤
解
を
招
く
広
告
を
し
た
こ
と
は
、
修
正
前
三
条
に
規
定
さ
れ
た
不
正
競
争

行
為
の
一
つ
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
一
六
条
一
項
と
修
正
前
五
条
は
「
誤
解
を
招
く
広
告
を
し
た
」
と
い
う
同
じ
文
言
を
使
用
し
て

い
る
。
そ
こ
で
、
一
部
の
者
は
、
一
六
条
一
項
は
修
正
前
五
条
を
引
き
合
い
に
出
し
、
修
正
前
五
条
が
修
正
前
三
条
を
参
照
し
て
い
る

点
を
捉
え
て
、
一
六
条
一
項
の
可
罰
的
広
告
に
と
っ
て
も
修
正
前
三
条
の
競
争
行
為
（
競
争
行
為
自
体
の
定
義
は
修
正
前
二
条
一
項
一

号
に
規
定
さ
れ
て
い
た
）
が
問
題
で
あ
る
と
主
張
す
�
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
一
六
条
一
項
は
、
修
正
前
五
条
と
は
異
な
り
、
修
正
前
三
条
を
参
照
し
て
い
な
い
た
め
、
修
正
前
三
条
を
前
提
と

す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
�
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
修
正
前
五
条
は
修
正
前
三
条
の
不
正
性
と
の
み
関
連
し
て
お

り
、
修
正
前
三
条
に
規
範
化
さ
れ
た
不
正
競
争
が
許
さ
れ
な
い
そ
の
他
の
要
件
と
は
関
連
し
な
い
。
同
じ
こ
と
は
一
六
条
一
項
を
解
釈

す
る
際
に
も
妥
当
す
る
。
一
六
条
一
項
は
修
正
前
五
条
一
項
の
「
誤
解
を
招
く
広
告
」
に
よ
る
不
正
性
と
の
み
結
び
付
い
て
お
り
、
修

正
前
三
条
に
の
み
規
定
さ
て
い
る
そ
の
他
の
構
成
要
件
要
素
と
は
結
び
付
い
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
六
条
一
項
は
「
誤
解
を
招
く

広
告
」
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
修
正
前
五
条
と
結
び
付
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
修
正
前
三
条
は
不
正
競
争
行
為
を
許
さ
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な
い
要
件
を
規
範
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
見
解
は
、
広
告
の
可
罰
性
を
修
正
前
三
条
の
競
争
行
為
の
存
在
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
は
、

目
的
論
的
観
点
か
ら
も
好
ま
し
く
な
い
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
、
製
品
の
独
占
供
給
者
が
誤
解
を
招
く
よ
う
な
広
告
を
し

て
も
、
同
条
の
成
立
要
件
で
あ
る
競
争
侵
害
が
こ
こ
に
は
存
在
し
な
い
以
上
、
一
六
条
一
項
の
他
の
全
て
の
要
件
を
充
足
し
て
い
た
と

し
て
も
、
彼
は
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
消
費
者
団
体
や
実
験
機
関
に
対
し
て
も
あ
て
は
ま
る
。

彼
ら
が
製
品
に
関
し
て
故
意
に
誤
っ
た
判
断
を
公
表
し
て
も
、
競
争
行
為
が
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
れ
は
可
罰
的
広
告
の
適
用
領
域
か

ら
除
外
さ
れ
、
処
罰
の
間
隙
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
説
に
よ
る
と
、
消
費
者
の
購
入
決
定
に
と
っ
て
重
要
で
な

い
非
本
質
的
事
情
の
偽
装
表
示
を
一
六
条
一
項
か
ら
排
除
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
は
、
修
正
前
三
条
は
取
る
に

足
ら
な
い
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
程
度
に
競
争
を
侵
害
す
る
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
一
方
、
一
六
条
一
項
は
修
正
前
三
条
の
競
争
行
為

を
前
提
と
し
な
い
場
合
、
取
る
に
足
ら
な
い
競
争
の
侵
害
に
も
一
六
条
一
項
の
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
立
法
者
の
観
点
か
ら
も
目
的
論
的
観
点
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
刑
罰
と
い
う
強
力
な
制
裁
を
科
す
こ
と
が
望
ま

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
犯
罪
構
成
要
件
の
拡
大
を
制
限
す
る
た
め
に
修
正
前
三
条
を
援
用
す
べ
き

と
い
う
考
え
に
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
対
し
て
ル
ー
ス
は
、
二
つ
の
点
か
ら
反
論
す
る
。
ま
ず
、

消
費
者
の
購
入
決
定
に
と
っ
て
重
要
で
な
い
事
情
の
不
当
表
示
は
、
不
正
競
争
防
止
法
の
保
護
目
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
も
の
で

は
な
く
、
社
会
的
有
害
性
を
示
し
て
い
な
い
た
め
、
刑
罰
を
科
す
ほ
ど
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
一
六
条
一
項
の
適
用
範
囲
を

制
限
す
る
た
め
、
文
言
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
修
正
前
三
条
の
本
質
性
要
件
を
本
条
項
自
体
に
も
取
り
入
れ
る
べ
き
と
主
張
す

る
。
ま
た
、
彼
は
、
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
を
考
慮
し
て
、
規
範
の
文
言
が
刑
罰
規
範
の
最
も
外
側
の
限
度
で
あ
り
、
立
法
者
は
で
き

る
限
り
正
確
で
明
確
に
犯
罪
構
成
要
件
を
公
式
化
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
、
修
正
前
五
条
お
よ
び
修
正
前
三
条
と
結
び
付
い
た
一

六
条
一
項
に
関
し
て
、
こ
れ
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
か
否
か
は
疑
わ
し
い
と
す
�
。
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そ
も
そ
も
、
一
六
条
一
項
は
、
不
実
の
表
示
に
よ
っ
て
誤
解
を
招
く
広
告
を
し
た
者
を
処
罰
す
る
規
定
で
あ
る
。
通
常
、
他
社
製
品

で
は
な
く
自
社
製
品
を
購
入
し
て
も
ら
い
が
た
め
、
企
業
は
不
当
表
示
を
行
う
。
確
か
に
そ
こ
に
は
、
企
業
間
で
の
競
争
行
為
が
背
景

に
あ
る
。
し
か
し
、
一
社
に
よ
る
独
占
販
売
の
よ
う
な
場
合
、
そ
こ
に
競
争
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
会
社
が
不
実
の
表
示
を
行
い
、

そ
れ
が
消
費
者
の
購
買
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
場
合
、
競
争
行
為
が
存
在
し
な
い
か
ら
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
、
不
正
競
争
防
止
法
は
、
第
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
通
り
、
不
正
競
争
か
ら
競
争
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
も
目
的

と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
競
争
行
為
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
一
律
に
競
争
行
為
を
前
提
と
し
て
い
る
か
否
か
と
考
え
る
よ
り
は
、

一
社
独
占
販
売
か
そ
う
で
な
い
か
に
よ
っ
て
区
別
す
る
の
が
合
理
的
と
い
え
よ
う
。
前
者
の
場
合
は
競
争
行
為
を
前
提
と
せ
ず
、
後
者

の
場
合
は
前
提
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、
競
争
行
為
を
前
提
と
し
な
い
場
合
、
取
る
に
足
ら
な
い
競
争
侵
害
行
為
ま
で
処
罰

の
対
象
と
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
上
述
の
本
質
性
の
視
点
か
ら
反
論
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
消
費
者
に
と
っ
て
本
質

的
で
な
い
事
情
に
不
実
の
表
示
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
消
費
者
の
購
買
決
定
は
左
右
さ
れ
な
い
。
消
費
者
を
保
護
す
る
こ
と
も

本
法
の
保
護
目
的
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
非
本
質
的
事
情
に
よ
っ
て
は
消
費
者
は
危
殆
化
さ
れ
な
い
た
め
、
最
初
か

ら
可
罰
的
広
告
の
適
用
範
囲
外
に
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
〇
〇
九
年
の
改
正
に
際
し
て
、
五
条
一
項
一
号
に
、
修
正
前
に
は

な
か
っ
た
「
本
質
的
」
と
い
う
要
素
が
新
た
に
加
わ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
考
え
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

�
取
引
行
為

　

一
六
条
一
項
の
「
誤
解
を
招
く
広
告
を
す
る
」
と
い
う
要
素
の
解
釈
は
、
修
正
前
五
条
を
志
向
し
て
お
り
、
そ
の
修
正
前
五
条
は
二

項
か
ら
五
号
ま
で
誤
解
を
招
く
広
告
の
要
件
を
詳
細
に
具
体
化
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
立
法
者
は
、
こ
の
条
文
を
公
式
化
す
る
際
、
不
公

正
な
取
引
行
為
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
の
文
言
に
準
拠
し
た
。
現
五
条
も
、
若
干
の
追
加
や
削
除
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
な
点
で
は
変
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更
な
い
。
そ
こ
で
、
現
五
条
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
一
項
は
、
誤
解
を
招
く
取
引
行
為
を
行
っ
た
者
が
不
正
に
行
為
し
た

者
で
あ
り
、
取
引
行
為
が
不
実
の
表
示
を
含
む
か
、
一
号
か
ら
七
号
ま
で
の
事
情
に
関
し
て
欺
罔
に
適
し
た
そ
の
他
の
表
示
を
含
む
と

き
、
そ
の
行
為
が
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
具
体
的
に
は
、
製
造
日
や
量
、
産
地
等
の
よ
う
な
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
関

す
る
本
質
的
要
素
に
関
す
る
事
情
（
一
号
）、
特
別
価
格
の
存
在
の
よ
う
な
販
売
の
き
っ
か
け
ま
た
は
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

条
件
に
関
す
る
事
情
（
二
号
）、
企
業
家
の
人
物
や
性
質
、
権
利
に
関
す
る
事
情
（
三
号
）、
表
現
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
関
す
る
事
情
（
四

号
）、
交
換
や
修
理
等
の
必
要
性
に
関
す
る
事
情
（
五
号
）、
行
動
基
準
の
遵
守
に
関
す
る
事
情
（
六
号
）、
供
給
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

の
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
事
情
（
七
号
）
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
二
項
は
競
争
者
の
商
品
や
マ
ー
ク
等
と
取
り
違
え
る
危
険
を
惹
き

起
こ
す
取
引
行
為
を
誤
解
を
招
く
も
の
と
規
定
す
る
。
三
項
は
比
較
広
告
の
他
、
例
え
ば
工
場
や
ワ
イ
ン
畑
の
光
景
と
い
っ
た
具
象
的

描
写
も
、
表
示
の
取
り
違
い
を
目
的
と
し
か
つ
そ
れ
に
適
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
項
二
文
の
表
示
と
同
様
の
効
果
を
表
す
と
述
べ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
四
項
は
価
格
引
下
げ
広
告
の
立
証
責
任
の
転
換
を
規
定
す
る
。
ま
た
、
従
来
、
五
条
二
項
二
文
に
規
定
さ
れ
て
い
た

不
作
為
形
態
は
、
Ｅ
Ｕ
指
令
を
国
内
法
化
す
る
際
に
新
設
さ
れ
た
五
条
a
で
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
消
費
者
の
決
定

に
影
響
を
及
ぼ
す
本
質
的
事
情
の
不
告
知
も
不
正
な
行
為
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
回
の
改
正
に
際
し
て
、
企
業
側
に
情
報

提
供
義
務
こ
そ
課
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
現
代
社
会
に
お
け
る
情
報
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
情
報
の
不
告
知
を
新
た
に
追
加
し
た
も

の
と
い
え
よ
う
。

　

不
正
競
争
防
止
法
は
誤
解
招
来
広
告
指
令
を
下
敷
き
に
し
て
作
成
さ
れ
た
た
め
、
五
条
も
Ｅ
Ｕ
の
基
準
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
そ
の
た
め
、
誤
解
招
来
広
告
指
令
に
よ
っ
て
誤
解
を
招
く
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
広
告
は
、
不
正
競
争
防
止
法
に

よ
っ
て
も
も
は
や
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
逆
に
い
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
全
て
許
さ
れ
る
。
ま

た
、
広
告
概
念
が
不
正
競
争
防
止
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
よ
う
に
、
五
条
の
個
々
の
内
容
に
関
し
て
解
釈
が
不
明
確
な
場
合
、
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本
法
の
基
礎
と
な
っ
た
誤
解
招
来
広
告
指
令
の
規
定
を
直
接
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
誤
解
を
招
く
広

告
か
ら
消
費
者
を
保
護
す
る
た
め
、
誤
解
招
来
広
告
指
令
七
条
一
項
は
、「
こ
の
指
令
は
、
誤
解
を
招
く
広
告
の
場
合
、
生
業
を
営
む

者
お
よ
び
競
争
者
の
十
分
な
保
護
を
意
図
す
る
規
定
を
加
盟
国
が
保
持
ま
た
は
公
布
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
Ｅ

Ｕ
水
準
よ
り
厳
格
な
国
内
法
の
制
定
を
認
め
て
い
�
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
者
は
不
正
競
争
防
止
法
の
改
正
に
際
し
て
こ
れ

を
行
わ
ず
、
Ｅ
Ｕ
水
準
を
法
的
保
護
の
上
限
と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
、
幅
広
い
消
費
者
保
護
を
認
め
て
き
た
ド
イ
ツ
法

の
水
準
が
、
Ｅ
Ｕ
の
基
準
で
あ
る
理
性
的
な
消
費
者
へ
と
消
費
者
像
を
転
換
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
む
し
ろ
消
費
者

保
護
が
後
退
し
た
こ
と
に
な
る
。

�
広
告

　

不
正
競
争
防
止
法
一
六
条
一
項
は
、
修
正
前
五
条
と
同
様
、
広
告
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
、
現
行
法
も
修
正
前
の
法
律
や

旧
法
に
も
広
告
概
念
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
現
行
法
の
基
礎
と
な
っ
た
誤
解
招
来
広
告
指
令
二
条
一
号
が
参
照
さ
れ
る
。

誤
解
招
来
広
告
指
令
二
条
一
号
に
は
広
告
の
構
成
要
件
要
素
が
定
義
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
広
告
と
は
、「
不
動
産
、
権
利

お
よ
び
義
務
を
も
含
め
た
商
品
の
売
れ
行
き
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
促
進
す
る
目
的
で
、
商
業
、
産
業
、
手
工
業
ま
た
は
自
由
業

を
営
む
際
の
あ
ら
ゆ
る
意
思
表
示
」
で
あ
る
。
意
思
表
示
は
純
粋
な
価
値
判
断
で
は
な
く
、
客
観
的
に
検
証
可
能
な
事
実
的
核
心
を
含

む
主
張
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
場
合
、
誤
解
招
来
広
告
指
令
に
関
し
て
、
そ
れ
は
単
に
最
低
基
準
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
Ｅ
Ｕ
法
の
保

護
水
準
を
引
き
受
け
る
義
務
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
、
Ｅ
Ｕ
と
国
内
と
の
保
護
水
準
の
相
違
を
是
正
す
る
た
め
、
指
令
に
合
致
し
た

解
釈
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
改
正
立
法
者
は
Ｅ
Ｕ
法
に
合
致
し
た
新
立
法
を
意
図
し
て
い
た
の
で
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あ
り
、
さ
ら
に
、
修
正
前
五
条
二
項
（
現
五
条
一
項
）
は
誤
解
招
来
広
告
指
令
三
条
の
文
言
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る

こ
と
か
ら
、
立
法
者
は
Ｅ
Ｕ
法
的
な
解
釈
を
志
向
し
て
い
る
。

　

誤
解
招
来
広
告
指
令
に
基
づ
き
、
広
告
概
念
は
広
く
解
釈
さ
れ
、
そ
の
全
て
の
現
象
形
態
に
及
ぶ
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
不
特
定
多
数

の
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
個
人
的
会
話
の
中
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
文
書
や
口
頭
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
ま
た
は
明
示
で

あ
れ
黙
示
で
あ
れ
、
広
告
表
示
は
ど
の
よ
う
な
形
で
も
い
い
。
こ
の
誤
解
招
来
広
告
指
令
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
商
業
、
産
業
、
手
工
業

ま
た
は
自
由
業
を
営
む
際
に
意
思
表
示
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
企
業
活
動
と
の
機
能
的
連
関
が
要
求
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
企
業
家
自
ら
が
活
動
す
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
彼
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
た
第
三
者
の
活
動
も
こ
の
定
義
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
要
件
か
ら
、
純
粋
に
私
的
な
表
示
や
純
粋
に
公
的
な
表
示
に
す
ぎ
な
い
も
の
は
構
成
要
件
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
誤
解
招

来
広
告
指
令
二
条
一
号
に
よ
れ
ば
、
意
思
表
示
は
売
上
促
進
の
た
め
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
経
済
的
な
目
的
を
も
っ
た

活
動
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
検
討
し
て
い
る
消
費
者
団
体
や
第
三
者
機
関
等
が
、
内
容
の
検
査
結

果
を
偽
り
、
そ
れ
を
信
じ
た
消
費
者
が
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
団
体
等
は
売
上
促
進
を
目
的
と
し
て

い
な
い
た
め
、
彼
ら
の
検
査
結
果
公
表
行
為
は
そ
も
そ
も
広
告
と
は
い
え
な
い
。

�
誤
解
招
来

　

不
正
競
争
防
止
法
一
六
条
一
項
は
、
修
正
前
五
条
一
項
と
同
様
、
そ
の
行
為
と
し
て
「
誤
解
を
招
く
広
告
を
す
る
」
と
規
定
し
て
い

�
。
旧
四
条
と
若
干
文
言
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
誤
解
招
来
の
禁
止
に
は
欺
罔
の
適
性
で
十
分
と
し
て
い
る
政
府
草
案
理
由
�
や
、

誤
解
を
招
く
広
告
を
「
何
ら
か
の
方
法
で
…
広
告
が
向
け
ら
れ
た
者
ま
た
は
広
告
の
届
い
た
者
を
欺
く
ま
た
は
欺
く
の
に
適
し
、
か
つ
、

そ
の
者
に
内
在
す
る
欺
罔
の
結
果
、
そ
の
者
の
経
済
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
…
あ
ら
ゆ
る
広
告
」
と
定
義
し
て
い
る
誤
解
招
来
広

（　
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告
指
令
二
条
二
号
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
旧
法
と
同
様
、
広
告
表
示
は
誤
解
を
招
く
可
能
性
が
あ
れ
ば
十
分
と
し
て
お
り
、
消
費
者

に
実
際
に
誤
解
が
生
じ
た
か
否
か
は
重
要
で
な
い
。
む
し
ろ
、
表
示
が
誤
解
を
招
く
の
に
適
し
て
い
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
一
六
条
一
項
は
、
旧
四
条
と
同
様
、
抽
象
的
危
険
犯
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
誤
解
を
招
く
と
い
う
の
は
、
表
示
の
客

観
的
語
彙
や
広
告
者
自
身
の
主
観
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
広
告
が
向
け
ら
れ
て
い
る
社
会
生
活
領
域
の
理
解
力
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
�
。

　

ド
イ
ツ
の
法
実
務
は
、
伝
統
的
に
、
誤
解
招
来
要
素
の
記
述
的
方
向
性
に
準
拠
し
て
い
る
た
め
、
誤
解
招
来
の
危
険
性
の
存
在
を
社

会
的
経
験
的
に
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
旧
不
正
競
争
防
止
法
四
条
の
誤
解
招
来
は
、
広
告
名
宛
人
に
生
じ
た
意
味

観
念
と
現
実
と
の
相
違
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
も
っ
ぱ
ら
、
広
告
表
示
に
よ
っ
て
名
宛
人
が
ど
の
よ
う
に
観
念

し
た
の
か
、
ま
た
は
こ
の
印
象
が
広
告
商
品
と
一
致
し
て
い
た
の
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
誤
っ
た
観
念
を
肯

定
す
る
の
に
、
実
際
の
社
会
生
活
上
の
理
解
力
、
す
な
わ
ち
広
告
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
た
社
会
生
活
領
域
の
理
解
力
が
決
定
的
と

な
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
社
会
生
活
領
域
の
理
解
力
と
は
、
広
告
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
人
物
が
基
準
と
な
る
た
め
、
日
用
品
の
場

合
は
一
般
的
な
公
衆
、
専
門
品
の
場
合
は
専
門
家
が
基
礎
と
さ
れ
る
。
で
は
、
社
会
生
活
の
理
解
力
と
は
具
体
的
に
ど
の
程
度
の
消
費

者
を
想
定
し
て
い
る
の
か
が
、
次
に
問
題
と
な
る
。

①
消
費
者
像

　

九
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
連
邦
通
常
裁
判
�
と
一
部
の
学
�
は
、「
お
ざ
な
り
な
」、「
い
い
加
減
な
」
あ
る
い
は
「
せ
っ
か
ち
で
批
判

的
で
な
い
」
平
均
的
消
費
者
像
を
基
礎
と
し
て
い
た
。
そ
の
根
底
に
は
、
様
々
な
会
社
の
多
量
の
広
告
文
に
注
意
深
く
批
判
的
に
目
を

通
す
ほ
ど
、
消
費
者
は
時
間
も
動
機
も
な
か
っ
た
り
、
と
り
わ
け
日
用
品
の
場
合
、
公
衆
に
向
け
ら
れ
た
広
告
文
は
し
ば
し
ば
習
慣
的

に
さ
ら
っ
と
目
を
通
さ
れ
る
だ
け
と
い
う
経
験
的
事
実
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
例
の
見
解
に
対
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
「
軽

愚
（D

ebit�t

）
と
境
を
接
し
て
い
る
、
未
成
年
の
、
広
く
世
話
を
必
要
と
す
る
、
無
力
な
、
広
告
に
よ
る
誤
解
招
来
の
最
小
の
危
険
に

（　
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対
し
て
す
ら
も
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
消
費
�
」
像
を
志
向
し
て
い
る
と
か
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
消
費
者
像
は
「
知
能
ス
ペ

ク
ト
ル
（Intelligenzspektrum

）
の
最
底
辺
に
い
る
哀
れ
な
人
�
」
で
あ
る
な
ど
、
多
く
の
者
が
批
判
し
て
き
�
。
こ
の
よ
う
な
批

判
な
ら
び
に
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
判
�
の
影
響
に
よ
り
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
も
は
や
せ
っ
か
ち
な
平
均
的
消
費
者
と
い
う
像
に
固
執
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
見
解
の
変
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
判
決
に
よ
っ
て
規
範
的
に
形
成
さ
れ
た
消
費
者
像
へ
と
自
ら

の
立
場
を
近
付
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
七
一
年
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
事
実
に
反
し
て
「
世
界
で
最
も
売
れ
た

電
気
カ
ミ
ソ
リ
」
と
宣
伝
し
て
い
た
事
件
に
お
い
て
、
取
る
に
足
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
公
衆
は
、
こ
の
電
気
カ
ミ
ソ
リ
が
ド
イ
ツ
に

お
い
て
最
も
売
れ
て
い
た
と
考
え
る
た
め
、
こ
の
広
告
は
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
�
。
そ
の
二
五
年
後
、
確
か
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
最
も
売
れ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
番
で
は
な
か
っ
た
製
品
に
対
し
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
売
れ

た
電
気
カ
ミ
ソ
リ
」
と
い
う
広
告
を
付
け
て
販
売
し
た
と
い
う
、
先
程
の
事
件
と
類
似
の
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
に
対
し
て
、

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
こ
の
間
に
域
内
市
場
で
始
ま
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
の
展
開
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
社
会
生
活
上
の
理
解
の
変
化

も
取
り
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
部
分
の
者
は
そ
の
広
告
を
文
字
通
り
と
っ
た
の
で
は
な
く
誇
張
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
た
と

述
べ
、
こ
の
広
告
は
誤
解
を
招
く
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
�
。
そ
し
て
、
一
九
九
九
年
の「
東
洋
絨
毯
模
様（O

rient-T
eppichm

uster

）」

判
決
で
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
判
例
を
は
っ
き
り
と
関
連
付
け
る
こ
と
も
判
例
変
更
を
告
知
す
る
こ
と
も
な
く
、
初
め
て
は
っ
き
り
と
、
平
均

的
に
情
報
を
提
供
さ
れ
た
注
意
深
い
理
性
的
な
消
費
者
と
い
う
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
消
費
者
像
を
基
礎
に
お
い
た
。
事
案
の
概
要
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

　
【
事
案
】
被
告
は
絨
毯
を
取
り
扱
う
小
売
商
を
営
ん
で
い
た
。
あ
る
日
の
新
聞
の
折
り
込
み
広
告
と
し
て
、
被
告
は
「
中
国
製
絨
毯

多
数
あ
り
」
と
名
を
打
っ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
頒
布
し
た
。
最
初
の
三
頁
は
も
っ
ぱ
ら
手
編
み
の
絨
毯
が
宣
伝
さ
れ
て
い
た
。
四
頁
目
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に
は
「
断
然
お
買
い
得
」
と
い
う
見
出
し
の
下
も
っ
ぱ
ら
機
械
で
製
造
さ
れ
た
ペ
ル
シ
ャ
模
様
の
絨
毯
が
載
っ
て
い
た
が
、
そ
の
際
、

製
造
方
法
の
違
い
は
は
っ
き
り
と
指
摘
さ
れ
て
お
ら
ず
、
イ
ラ
ス
ト
の
下
に
小
さ
く
印
字
さ
れ
た
説
明
文
の
中
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

原
告
は
、
四
頁
目
の
広
告
に
は
機
械
製
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
広
告
の
順
番
や

そ
の
形
態
か
ら
、
読
者
に
四
頁
目
の
絨
毯
も
手
製
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

こ
の
事
案
に
対
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
社
会
生
活
上
の
理
解
を
確
定
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
通
り
い
っ
ぺ
ん
の
消
費
者
を

引
き
合
い
に
出
し
た
原
審
の
見
解
を
退
け
た
う
え
で
、
情
報
を
提
供
さ
れ
た
理
性
的
な
平
均
的
消
費
者
は
騙
さ
れ
な
い
と
主
張
し
、
不

正
競
争
防
止
法
の
誤
解
招
来
を
否
定
し
�
。

　

し
か
し
、
そ
の
際
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
平
均
的
消
費
者
に
必
要
な
注
意
深
さ
の
程
度
を
一
律
に
決
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼

が
広
告
に
接
し
た
状
況
に
応
じ
て
区
別
し
て
い
る
。
例
え
ば
車
や
投
資
の
よ
う
に
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
や
耐
用
期
間
が
大
き
け

れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
理
性
的
消
費
者
は
一
層
の
注
意
を
広
告
に
注
ぐ
。
逆
に
、
日
用
品
の
よ
う
に
あ
ま
り
価
値
の
高
く
な
い
場
合
や
、

信
頼
性
の
あ
る
新
聞
の
広
告
に
目
を
通
し
た
だ
け
の
よ
う
な
場
合
、
理
性
的
消
費
者
と
い
え
ど
も
商
品
に
対
し
て
お
ざ
な
り
な
注
意
し

か
向
け
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
消
費
者
が
被
害
に
あ
っ
て
も
連
邦
通
常
裁
判
所
は
彼
を
保
護
し
よ
う
と
す
�
。
こ
の
よ
う
な

方
法
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
が
採
っ
た
消
費
者
類
型
と
適
合
す
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
せ
っ
か
ち
な
消
費
者
像
か

ら
完
全
に
決
別
し
た
わ
け
で
も
、
せ
っ
か
ち
な
消
費
者
と
理
性
的
な
消
費
者
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
考
え
方
に
依
拠
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
�
。

　

判
例
・
学
�
に
よ
る
こ
の
消
費
者
像
に
対
し
て
、
一
部
の
者
は
、
①
生
活
形
態
の
一
定
の
領
域
で
不
注
意
で
あ
っ
た
り
せ
っ
か
ち
で

あ
っ
た
り
す
る
の
は
、
全
て
の
者
の
当
然
の
権
利
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
消
費
者
全
体
の
不
利
益
や
一
部
の
者
の
利
益
は
推
論
さ
れ
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な
�
、
②
広
告
業
界
が
広
告
戦
略
を
展
開
し
て
い
る
現
在
、
消
費
者
が
広
告
の
情
報
量
を
効
果
的
に
処
理
で
き
る
か
疑
問
で
あ
�
、
③

Ｅ
Ｕ
裁
判
所
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
理
性
的
消
費
者
と
い
う
概
念
は
、
競
争
法
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
を
基
礎
と
し

て
い
る
な
ど
と
批
判
す
�
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
は
実
体
的
競
争
法
の
基
準
を
な
お
ざ
り
に
し
た
代
わ
り
に
、
法
の
統
一
や
法
の

調
和
に
専
念
し
、
広
告
者
の
利
益
を
一
方
的
に
考
慮
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
で
き
る
限
り
問
題
な
く
実
施
可
能
な
解
決
策
を
探
求
し

た
だ
け
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
①
の
批
判
に
対
し
て
ル
ー
ス
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
状
況
に
応
じ
た
注
意
深
い
消
費
者
像
を

志
向
し
て
お
り
、
せ
っ
か
ち
な
消
費
者
保
護
も
図
っ
て
い
る
と
反
論
す
る
。
ま
た
、
②
の
批
判
に
対
し
て
は
、
消
費
者
が
十
分
な
情
報

を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
機
能
的
広
告
に
対
す
る
基
本
的
前
提
で
あ
り
、
消
費
者
の
注
意
、
情
報
、
理
性
に
立
て
ら
れ
る
要
求
は
、
広
告

に
関
す
る
消
費
者
の
高
い
情
報
水
準
の
裏
面
で
あ
り
、
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
そ
し
て
③
の
批
判
に
対
し
て
ル
ー
ス
は
、

確
か
に
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
は
、
統
一
的
域
内
市
場
の
た
め
に
、
競
争
法
の
事
例
と
し
て
判
決
を
下
し
た
の
で
は
な
く
、
商
品
流
通
の
自
由

と
い
う
基
準
か
ら
国
内
競
争
法
の
個
々
の
領
域
を
検
討
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
の
消
費
者
像
は
今
日
の
消
費

社
会
の
現
実
を
志
向
し
て
お
り
、
今
日
の
批
判
的
な
消
費
者
の
保
護
を
計
算
に
入
れ
て
い
る
た
め
、
競
争
法
原
則
を
考
慮
し
て
い
る
と

反
論
す
�
。

　

こ
の
よ
う
に
、
消
費
者
像
が
争
わ
れ
て
い
る
中
、
二
〇
〇
九
年
に
改
正
さ
れ
た
不
正
競
争
防
止
法
は
、
そ
の
三
条
二
項
で
「
平
均
的

消
費
者
」
が
基
準
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
立
法
的
に
解
決
が
図
ら
れ
た
。

②
欺
罔
定
足
数
お
よ
び
混
乱
率

　

ド
イ
ツ
の
判
�
・
通
�
は
、
構
成
要
件
該
当
の
誤
解
招
来
適
性
を
確
定
す
る
基
準
と
し
て
、
不
正
競
争
防
止
法
改
正
以
前
か
ら
今
日

に
至
る
ま
で
、
上
述
の
質
的
な
評
価
要
素
の
ほ
か
に
、
量
的
な
要
素
も
要
求
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ご
く
少
数
で
も
全
員
で
も
な
く
、

取
る
に
足
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
数
の
名
宛
人
が
広
告
に
よ
っ
て
だ
ま
さ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
論
点
に
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つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
法
は
最
低
欺
罔
率
に
関
す
る
準
則
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
国
内
裁
判
所
に
そ
の
確
定
を
委
ね
て
い
る
。
一
部
の
�
は
こ
の

欺
罔
定
足
数
を
否
定
し
、
広
告
文
が
平
均
的
名
宛
人
を
欺
罔
し
た
か
否
か
に
よ
っ
て
誤
解
の
適
性
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
。
平
均
的
消

費
者
が
表
示
を
真
実
と
み
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
欺
罔
さ
れ
う
る
場
合
、
す
で
に
そ
の
表
示
が
「
誤
解
を
招
く
」
と
い
う
構
成
要
件
に

該
当
す
る
た
め
、
あ
ら
た
め
て
定
足
数
に
言
及
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
見
解
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の

近
年
の
消
費
者
像
に
も
適
合
す
る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
根
拠
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
純
粋
に
規
範
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
通
説
側
か
ら
、

構
成
要
件
該
当
不
法
は
集
団
に
錯
誤
を
惹
起
さ
せ
る
と
い
う
形
で
広
告
名
宛
人
に
危
険
状
態
を
創
出
す
る
こ
と
に
あ
�
と
か
、
判
例
の

消
費
者
像
は
規
範
的
要
素
ば
か
り
で
な
く
事
実
的
要
素
も
示
し
て
い
�
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
通
説
は
、
広
告
が
取
る
に
足

ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
数
の
消
費
者
に
誤
っ
た
考
え
を
生
じ
さ
せ
う
る
と
き
の
み
誤
解
招
来
の
適
性
を
認
め
、
そ
れ
が
取
る
に
足
ら
な

い
数
の
場
合
は
旧
不
正
競
争
防
止
法
四
条
に
該
当
し
な
い
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
連
邦
通
常
裁
判
所
も
、
表
示
が
客
観
的
に
真
実
で
あ

る
場
合
の
事
件
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
四
年
に
下
し
た
判
決
の
中
で
、
呼
び
か
け
ら
れ
た
名
宛
人
の
一
五
〜
二
〇
％
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ

る
だ
け
で
は
不
十
分
と
述
�
、
状
況
に
応
じ
て
注
意
深
い
理
性
的
平
均
的
消
費
者
へ
と
消
費
者
像
を
変
化
さ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
混

乱
率
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
に
言
及
し
た
少
数
説
は
判
例
の
見
解
と
一
致
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

旧
不
正
競
争
防
止
法
三
条
の
適
用
領
域
に
お
い
て
、「
取
る
に
足
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
数
」
に
関
し
て
、
判
例
は
、
混
乱
率
は
個
々

の
事
例
状
況
、
と
り
わ
け
、
製
品
の
種
類
や
表
示
内
容
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
正
確
な
数
値
を
確
定
し
て
こ
な

か
っ
た
�
、
過
去
に
は
、
一
般
的
に
は
一
〇
％
か
ら
一
五
％
の
間
で
混
乱
率
を
認
�
、
生
命
や
健
康
に
関
係
す
る
表
示
の
よ
う
に
消
費

者
の
保
護
が
特
に
必
要
な
分
野
で
は
特
に
厳
格
な
基
準
を
基
礎
と
し
、
一
〇
％
以
下
の
混
乱
率
で
十
分
と
み
な
し
�
。
さ
ら
に
、
連
邦

通
常
裁
判
所
は
、
客
観
的
に
真
実
な
広
告
表
示
の
場
合
と
客
観
的
に
不
実
な
広
告
表
示
の
場
合
と
を
区
別
し
、
前
者
か
ら
生
じ
る
混
乱

率
は
後
者
よ
り
基
本
的
に
高
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
�
。
そ
こ
で
、
刑
法
上
の
錯
誤
招
来
要
素
を
解
釈
す
る
際
、
旧
三
条
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に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
こ
の
解
釈
基
準
を
参
照
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
�
。
し
か
し
、
錯
誤
率
を
事
例
ご
と
に
常
に
新
し
く
決
め
ら
れ

う
る
変
数
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
の
明
確
性
の
原
則
に
反
す
る
批
判
さ
�
、
全
て
の
者
に
と
っ
て
予
見
可
能

な
よ
う
に
、
数
的
に
正
確
な
最
低
欺
罔
率
を
定
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
数
値
を
一
〇
〜
一
五
％
に
設
定
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
と
い
う
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

③
誤
解
招
来
危
険
の
重
要
性

　

誤
解
を
招
く
広
告
表
示
が
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
同
時
に
広
告
に
お
け
る
真
実
性
を
侵
害
し
、
競
争
機
能
を
危
険
に
さ
ら
す
。
そ

れ
故
、
競
争
上
重
要
な
誤
解
招
来
は
禁
止
さ
れ
る
。
法
律
の
文
言
に
直
接
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
�
も
の
の
、
ド
イ
ツ
の
判
例

も
こ
の
重
要
性
要
件
を
承
認
し
て
い
る
。
当
初
は
、
購
入
の
楽
し
み
が
影
響
さ
れ
た
と
か
、
購
入
希
望
者
が
不
実
の
表
示
に
よ
っ
て
お

び
き
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
に
、
重
要
性
要
件
を
広
く
解
釈
し
て
い
た
�
、
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
判
例
は
、
広
告
表
示
が
消
費
者

に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
う
る
ば
か
り
で
な
く
、
消
費
者
の
購
買
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
場
合
に
初
め
て
、
構
成
要
件
的
誤
解
招
来
の

危
険
が
存
在
す
�
と
い
う
よ
う
に
、
若
干
狭
く
解
釈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
広
告
名
宛
人
が
不
実
の
表
示
に
基
づ
い
て
契
約
を
締
結
さ

せ
ら
れ
た
と
き
、
経
済
的
な
決
定
の
自
由
が
影
響
を
及
ぼ
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
、
実
際
の
影
響
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
自
ら
の

決
定
に
お
い
て
、
広
告
表
示
に
基
づ
い
て
惹
起
さ
れ
た
誤
解
に
よ
っ
て
消
費
者
が
商
品
に
お
び
き
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
不
実
の
表
示
に
よ
っ
て
消
費
者
を
お
び
き
寄
せ
た
場
合
、
た
と
え
顧
客
が
契
約
締
結
前
に
適
宜
真
実
の
説
明
を
受
け
た
と

し
て
も
、
お
び
き
寄
せ
る
こ
と
は
誤
解
を
招
く
広
告
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
競
争
の
機
能
性
に
対
す
る
危
険
を
示
さ
な
い
錯
誤
は
、

そ
れ
が
消
費
者
の
市
場
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
、
こ
の
重
要
性
要
件
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
。
ま
た
、
た
と
え
消
費
者
に
誤

解
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
広
告
表
示
が
市
場
決
定
に
と
っ
て
全
く
瑣
末
な
事
柄
に
関
係
し
て
い
る
な
ら
ば
、
誤
解
招
来
の
重
要
性
が
欠

如
す
る
。
判
例
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
た
こ
の
重
要
性
要
件
は
、
こ
れ
に
関
す
る
誤
解
招
来
広
告
指
令
二
条
二
号
と
広
く
一
致
し
て
い
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る
。
そ
こ
で
は
、
広
告
は
人
を
欺
罔
し
う
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
経
済
的
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
と
定
義
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
錯
誤
に
基
づ
い
て
契
約
締
結
が
行
わ
れ
う
る
広
告
の
み
が
、
指
令
の
意
味
に
お
け
る
誤
解
招
来
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
公
衆
の
注
意
を
喚
起
す
る
に
す
ぎ
な
い
広
告
は
、
た
と
え
そ
の
広
告
が
誤
解
を
招
く
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

後
に
そ
の
誤
解
に
基
づ
い
た
契
約
締
結
と
い
う
事
態
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
禁
止
の
対
象
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
重
要
性
要
件
は
、
ド

イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
消
費
者
の
購
入
決
定
に
そ
の
基
準
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
誤
解
招
来
広
告
指
令
で
は
「
欺
罔
が
人
の

経
済
的
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
か
、
競
争
者
に
損
害
を
与
え
た
ま
た
は
損
害
を
与
え
う
る
」
と
い
う
よ
う
に
択
一
性
で
十
分
と
し

て
い
る
点
で
、
両
者
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
ル
ー
ス
は
、
広
告
が
競
争
者
に
損
害
を
与
え
う
る
場
合
は
、
通
常
、
広
告
名

宛
人
の
経
済
活
動
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
た
め
、
競
争
者
へ
の
損
害
要
素
に
独
自
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
主
張
す
�
。

④
利
益
衡
量

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
近
年
、
消
費
者
保
護
が
強
く
叫
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
不
正
競
争
防
止
法
は
消
費
者
保
護
の
み
を
目
的

と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
不
正
競
争
か
ら
の
競
争
者
お
よ
び
そ
の
他
の
市
場
関
係
者
の
保
護
と
同
時
に
、
不
正
の
な
い
競
争
に
関

す
る
公
衆
の
利
益
を
も
保
護
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
各
利
益
間
で
対
立
の
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
を
衡
量
す
る
こ

と
で
、
こ
れ
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
誤
解
招
来
の
重
要
性
、
危
険
性
、
強
さ
、
影
響
ば
か
り
で
な
く
、
競
争
者
、
消
費

者
、
そ
の
他
市
場
関
係
者
、
公
衆
、
広
告
者
各
自
の
利
益
の
重
要
性
が
利
益
衡
量
に
含
ま
れ
る
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
表
示
を

使
用
し
続
け
る
こ
と
に
十
分
な
利
益
が
あ
り
、
し
か
も
公
衆
や
競
争
者
の
利
益
が
事
後
的
に
侵
害
さ
れ
な
い
と
�
な
ど
、
消
費
者
の
誤

解
は
保
護
に
値
し
な
く
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
広
告
表
示
が
誤
解
の
危
険
を
招
来
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
例
外
的
に
甘
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
初
判
例
は
明
文
に
規
定
の
な
い
こ
の
利
益
衡
量
を
、
広
告
が
正
し
く
表
示

さ
れ
た
場
合
に
の
み
行
っ
て
い
た
が
、
後
に
態
度
を
修
正
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
誤
解
を
招
く
表
示
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
利
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益
衡
量
に
基
づ
き
、
そ
の
表
示
を
こ
れ
以
上
使
用
し
な
い
と
い
う
の
は
あ
ま
り
釣
り
合
い
が
と
れ
て
（verh

�ltnism
��

ig

）
い
な
い
と

判
示
�
、
客
観
的
に
不
実
の
表
示
の
場
合
に
も
利
益
衡
量
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
加
え
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
こ
の
判
例
は
、
利

益
衡
量
を
比
例
性
の
原
則
（V

erh
�ltnism

��
igkeitsgrundsatz

）
の
表
れ
と
み
な
す
こ
と
で
、
利
益
衡
量
の
必
要
性
に
対
す
る
新
た

な
根
拠
付
け
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
供
し
た
。

　

不
正
競
争
防
止
法
が
比
例
性
原
則
に
従
っ
て
利
益
衡
量
を
行
う
場
合
、
誤
解
招
来
広
告
指
令
に
利
益
衡
量
と
い
う
要
素
に
関
す
る
記

述
が
な
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
指
令
を
参
考
に
し
て
い
る
ド
イ
ツ
が
独
自
に
利
益
衡
量
を
行
う
場
合
、
両
者
に
矛
盾
が
生
じ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
条
約
が
そ
の
五
条
四
項
で
比
例
性
を
指
導
的
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
利

益
衡
量
に
関
し
て
も
不
正
競
争
防
止
法
は
Ｅ
Ｕ
指
令
と
矛
盾
し
な
い
と
い
え
よ
う
。

⑤
不
作
為
に
よ
る
誤
解
招
来

　

製
品
に
関
す
る
不
利
益
な
性
質
を
秘
匿
し
て
お
く
こ
と
が
誤
解
を
招
く
広
告
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
旧
不
正
競

争
防
止
法
時
代
に
は
明
文
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
�
。
確
か
に
、
広
告
で
全
て
を
包
み
隠
さ
ず
さ
ら
け
出
し
た
場
合
、
広
告
は
そ
の
衝

撃
力
や
本
質
を
失
う
で
あ
ろ
う
う
え
に
、
予
定
さ
れ
た
契
約
が
自
分
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
の
は
原
則
と
し
て
消
費

者
自
身
の
任
務
で
あ
�
こ
と
か
ら
、
広
告
表
示
は
基
本
的
に
完
全
な
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
広
告
主
の
正
当
な
利
益
も
考
慮
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
否
定
的
な
性
質
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
は
、
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
�
。
し
か
し
、

例
え
ば
、「
お
買
い
得
住
宅
」
と
広
告
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
住
宅
を
購
入
す
る
に
は
仲
介
者
た
る
家
具
商
人
の
と
こ
ろ
で
家
具
を

新
た
に
購
入
す
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
に
そ
の
旨
を
表
示
し
て
い
な
か
っ
た
場
�
の
よ
う
に
、
取
引
に
と
っ
て
本
質
的
な
点

を
秘
匿
し
た
場
合
、
消
費
者
の
購
買
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
ず
、
ひ
い
て
は
消
費
者
保
護
が
十
分
に
図
れ
な
い
。
ま
た
、
旧
法
時

代
、
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
、
広
告
の
方
法
と
し
て
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
た
め
、
広
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告
名
宛
人
の
購
買
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
本
質
的
な
事
実
の
秘
匿
は
旧
不
正
競
争
防
止
法
四
条
の
意
味
に
お
け
る
表
示
と
み
な
さ
れ
て

い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
現
行
法
は
、
五
条
a 
第
一
項
（
修
正
前
五
条
二
項
二
文
）
に
お
い
て
、「
事
実
の
秘
匿
が
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ

る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
特
に
、
社
会
生
活
上
の
見
解
に
よ
り
、
取
引
決
定
に
と
っ
て
の
事
実
の
重
要
性
、
な
ら
び
に
、

秘
匿
が
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
適
性
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
事
実
の
秘
匿
が
不
作
�
に
よ
る
誤
解
を
招
く
表

示
で
あ
る
こ
と
を
条
文
化
し
た
。
こ
の
条
文
に
は
二
つ
の
観
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
社
会
生
活
上
の
見
解
に
よ
る
決
定
に
対
す
る
秘

匿
事
実
の
重
要
性
と
秘
匿
に
よ
る
こ
の
決
定
へ
の
影
響
の
適
性
で
あ
る
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
る
消
費
者
像

の
変
化
か
ら
、
情
報
を
提
供
さ
れ
た
注
意
深
い
理
性
的
平
均
的
消
費
者
が
基
礎
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
の
点
か
ら
、
購
入
決
定
に
影

響
を
及
ぼ
し
え
な
い
非
本
質
的
事
実
に
関
し
て
は
、
通
常
、
説
明
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
条
文
に
と
っ
て
特
徴
的
な
こ

と
は
、
上
記
二
つ
の
観
点
の
み
が
、
不
作
為
に
よ
る
誤
解
招
来
を
決
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
特
に
」

と
い
う
文
言
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
観
点
以
外
に
も
、
誤
解
招
来
の
禁
止
と
い
う
保
護
目
的
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
限

り
、
そ
の
他
の
事
情
も
重
要
で
あ
�
。
ま
た
、
不
作
為
に
よ
る
誤
解
招
来
は
、
秘
匿
事
実
に
関
し
て
、
広
告
主
に
説
明
義
務
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
こ
の
説
明
義
務
は
、
旧
法
時
代
と
同
様
、
通
常
の
売
買
契
約
や
あ
ら
ゆ
る
事
実
に
関
係
し
て
い
る
必

要
は
な
く
、
消
費
者
の
購
入
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
事
実
に
関
し
て
の
み
課
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
不
正
競
争
防
止
法
は
、
誤
解
招

来
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
広
告
主
に
説
明
を
命
じ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
フ
ェ
ツ
ァ
ー
は
、
現
行
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
、

消
費
者
の
関
心
あ
る
情
報
を
知
ら
せ
な
か
っ
た
場
合
、
不
正
競
争
行
為
を
認
め
よ
う
と
提
案
し
�
が
、
不
正
競
争
防
止
法
改
正
草
案
理

由
書
は
、
公
衆
は
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
自
分
に
有
利
と
な
ら
な
い
性
質
の
公
開
を
あ
ま
り
望
ん
で
い
な
い
と
述
�
、
フ
ェ
ツ
ァ
ー

の
見
解
に
与
せ
ず
、
判
例
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
た
基
準
を
条
文
化
し
た
。
確
か
に
、
企
業
側
が
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
提
供
し
、
消
費
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者
側
が
こ
れ
を
取
捨
選
択
し
、
製
品
を
購
入
す
る
こ
と
が
理
想
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
々
多
く
の
製
品
が
世
の
中
に

出
回
っ
て
い
る
中
、
事
細
か
に
情
報
を
提
供
さ
れ
れ
ば
情
報
過
多
と
な
り
、
か
え
っ
て
消
費
者
は
混
乱
し
、
消
費
者
保
護
と
逆
の
事
態

に
陥
り
か
ね
な
い
。
重
要
と
な
る
情
報
、
す
な
わ
ち
、
消
費
者
の
購
入
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
本
質
的
情
報
に
つ
い
て
の
み
、
販
売
者

側
に
説
明
義
務
な
ら
び
に
情
報
提
供
義
務
を
課
す
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
義
務
か
ら
自
動
的
に
刑
法
上
の
保

障
人
的
義
務
が
生
じ
る
か
は
異
な
る
問
題
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
立
法
者
も
Ｅ
Ｕ
の
立
法
者
も
、
情
報
提
供
義
務
か
ら
保
障
人
的
義
務
を

根
拠
づ
け
、
一
六
条
一
項
の
射
程
を
著
し
く
拡
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

�
公
の
告
知
ま
た
は
よ
り
多
く
の
人
的
範
囲
に
対
す
る
通
知

　

旧
不
正
競
争
防
止
法
と
同
様
、
新
法
も
、「
公
の
告
知
ま
た
は
よ
り
多
く
の
人
的
範
囲
に
対
す
る
通
知
」
と
い
う
よ
う
に
、
広
告
の

名
宛
人
の
範
囲
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
要
素
の
背
後
に
は
、
広
告
は
そ
の
性
質
上
国
民
の
信
頼
を
著
し
く
動
揺
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
に
の
み
、
刑
事
非
難
は
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
考
慮
が
あ
る
。
こ
こ
で
、「
公
の
告
知
」
と
は
、
不
特
定
多
数
の
者
、
す
な
わ

ち
全
て
の
者
を
対
象
と
す
る
文
書
ま
た
は
口
頭
に
よ
る
通
知
で
あ
る
。
こ
の
者
が
実
際
に
こ
の
通
知
を
認
識
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
の

可
能
性
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
新
聞
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
等
、
通
知
方
法
は
問
わ
な
い
。
一
方
、「
よ
り
多
く
の
人
的
範
囲
に
対
す
る

通
知
」
は
、
広
く
公
衆
一
般
に
で
は
な
く
、
例
え
ば
価
格
表
や
メ
ニ
ュ
ー
の
よ
う
に
、
数
と
人
格
に
お
い
て
一
部
で
あ
る
が
、
あ
ら
か

じ
め
範
囲
が
は
っ
き
り
と
定
め
ら
れ
て
い
な
い
不
特
定
多
数
の
公
衆
に
向
け
ら
れ
る
場
合
を
指
す
。
公
の
告
知
の
場
合
と
同
様
、
広
告

の
受
け
手
が
こ
の
告
知
を
認
識
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
特
定
少
数
の
者
に
対
す
る
通
知
で
あ
っ
て
も
、
セ
ー
ル
ス
マ
ン
の
よ
う
に
、

結
果
と
し
て
多
く
の
者
に
同
じ
内
容
の
こ
と
を
告
げ
る
場
合
、
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
�
。
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�
事
例
の
検
討

　

以
上
の
説
明
を
も
と
に
、
冒
頭
で
挙
げ
た
事
案
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、「
お
い
し
く
て
ボ
リ
ュ
ー
ム
た
っ
ぷ
り
の
昼
食
」
と
表
示
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
提
供
さ
れ
た
の
は
エ
ン
ド
ウ
豆
の
缶
詰
ス
ー
プ
で
あ
っ
た
点
に
関
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、「
当

然
、
故
意
に
不
実
で
、
誤
解
を
招
く
に
適
し
た
表
示
」
と
判
示
し
た
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
に
言
及
す
る
だ
け
で
、
何
ら
詳
細
な
根
拠
付

け
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
客
観
的
な
観
点
か
ら
不
実
性
を
判
断
し
た
場
合
、
実
際
に
は
粗
末
な
が
ら
も
食
事
が
提
供
さ
れ
て
い

る
た
め
、
事
実
の
点
で
は
不
実
の
表
示
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。「
お
い
し
く
て
ボ
リ
ュ
ー
ム
た
っ
ぷ
り
」
か
否
か
は
主
観
的
な
問

題
だ
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、「
お
い
し
く
て
ボ
リ
ュ
ー
ム
た
っ
ぷ
り
」
と
い
う
の
は
開
か
れ
た
概
念
で
あ
り
、
解
釈
が
必
要
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
を
必
要
と
す
る
表
示
の
場
合
、
事
実
的
な
点
で
の
不
実
性
と
は
異
な
る
判
断
基
準
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
概
念
を
評
価
す
る
者
と
し
て
、「
情
報
を
提
供
さ
れ
た
注
意
深
い
理
性
的
消
費
者
」
に
よ
る
判
断
が
必
要
と
な

る
。
こ
の
概
念
は
、
通
常
、
温
か
い
食
事
と
か
調
理
さ
れ
た
食
事
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
概
念
を
い
か
に
拡
大
し
て
も
、

先
の
消
費
者
の
観
点
か
ら
も
缶
詰
は
観
念
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
表
示
は
不
実
の
表
示
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
商
品
引
換
券
」
と
い
う
表
示
は
不
実
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
被
告
人
は
、
旅
行
参
加
者
に
五
〇
〇
マ
ル
ク
の

旅
行
証
券
を
引
き
渡
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
証
券
は
、
被
告
人
の
会
社
で
外
国
旅
行
を
予
約
し
た
場
合
に
の
み
現
金
化
さ
れ
る
。「
商

品
引
換
券
」
と
い
う
概
念
は
、
そ
の
所
有
者
が
新
た
な
料
金
を
加
算
さ
れ
る
こ
と
な
く
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
要
求
で
き
る
証
券
を
い
う
。

従
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す
る
た
め
に
参
加
者
に
さ
ら
な
る
財
政
的
負
担
を
強
い
る
こ
の
表
示
は
不
実
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、「
抽

選
で
ト
ッ
プ
賞
当
選
」
と
い
う
表
示
も
、
実
際
に
抽
選
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
以
上
、
不
実
の
表
示
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ケ
ム

プ
フ
・
シ
リ
ン
グ
は
、
不
実
の
表
示
は
顧
客
が
獲
得
し
よ
う
と
し
た
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
関
係
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
本
事
案
の
場
合
、
商
品
引
換
券
の
約
束
と
い
う
広
告
「
手
段
」
と
関
係
し
て
お
り
、
刑
事
責
任
の
懸
念
す
べ
き
拡
張
が
確
認
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さ
れ
る
と
批
判
す
�
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
ケ
ム
プ
フ
・
シ
リ
ン
グ
は
、「
お
い
し
く
て
ボ
リ
ュ
ー
ム
た
っ
ぷ
り
の
昼
食
」
と
い

う
表
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
提
供
さ
れ
た
の
は
缶
詰
で
あ
っ
た
場
合
を
不
正
競
争
防
止
法
一
六
条
に
お
け
る
古
典
的
状
況
と
述
べ

て
お
り
、
商
品
引
換
券
の
場
合
と
区
別
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、「
お
い
し
く
て
ボ
リ
ュ
ー
ム
た
っ
ぷ
り
の
昼
食
」
と
い
う
表
示
も
、

顧
客
獲
得
の
た
め
の
「
手
段
」
で
あ
る
。
両
者
を
区
別
す
る
意
味
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
一
連
の
不
実
の
表
示
に
よ
っ
て
誤
解
が
招
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
現
在
の
不
正
競
争
防
止
法
上
の
消

費
者
像
で
あ
る
理
性
的
消
費
者
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
事
案
で
は
、
広
告
を
呼
び
か
け
ら
れ
た
者
の
う
ち
、
少

な
か
ら
ぬ
者
が
欺
罔
さ
れ
、
バ
ス
ツ
ア
ー
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
の
広
告
は
誤
解
を
招
く
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
被
告
人
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
一
回
の
ツ
ア
ー
に
つ
き
最
低
で
も
一
五
〇
〇
通
発
送
し
て
い
る
点
で
、「
多
く
の
人

的
範
囲
」
に
対
し
て
告
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
ツ
ア
ー
参
加
者
は
、
商
品
や
食
事
を
重
要
な
要
素
と
み
な
し
て
バ
ス
旅
行
に
参
加
し
た

の
で
あ
り
、
表
示
を
特
に
有
利
と
評
価
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
最
初
か
ら
そ
の
気
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
販
売
活
動
を
促
進
す
る

た
め
に
ツ
ア
ー
参
加
者
に
の
み
賞
品
を
引
き
渡
す
と
偽
装
表
示
し
て
い
る
点
で
、「
特
に
有
利
な
申
し
出
の
よ
う
な
印
象
を
生
じ
さ
せ

る
意
�
」
が
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
価
格
相
当
の
バ
ス
ツ
ア
ー
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
被
告
人
の
行
為
は
不
正
競
争
防
止
法
に

お
け
る
可
罰
的
広
告
に
該
当
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

�
不
公
正
取
引
慣
行
指
令

　

Ｅ
Ｕ
の
理
事
会
お
よ
び
委
員
会
に
よ
る
立
法
に
は
、
規
則
、
指
令
、
命
令
、
決
定
、
勧
告
の
五
種
類
が
存
在
す
る
。
そ
の
内
、
指
令

は
、
基
本
的
に
、
加
盟
国
を
名
宛
人
と
し
、
こ
れ
ら
の
国
家
に
よ
っ
て
国
内
法
化
さ
れ
て
初
め
て
効
力
を
有
す
る
。
従
っ
て
、
誤
解
招

来
広
告
指
令
は
規
範
適
用
者
に
対
し
て
直
接
的
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
誤
解
招
来
広
告
指
令
は
最
低
基
準
を
提
示
し
て
い
る
だ

（　

）
77る

（　

）
78図

第22巻３・４号―― 28



け
で
あ
り
、
加
盟
国
内
の
消
費
者
保
護
や
自
由
な
商
品
流
通
を
保
障
す
る
国
内
規
範
の
制
定
は
、
各
国
の
立
法
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
、
国
内
法
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
の
原
則
か
ら
、
指
令
が
国
内
法
化
さ
れ
る
以
前
で
あ
っ
て
も
、
各
国
の
裁
判
所
は
必
然

的
に
指
令
に
合
致
し
た
解
釈
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
�
。
そ
の
た
め
、
指
令
の
定
義
は
実
質
的
に
拘
束
力
を
有
し
て
い
と
い
え
る
が
、
そ

れ
は
指
令
に
合
致
し
た
解
釈
の
結
果
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
従
来
、
競
争
法
の
分
野
で
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
間
で
法
の
調
和
が
部
分
的
に
図
ら
れ
て
き
�
に
す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、
国
家

に
よ
っ
て
法
規
定
が
異
な
る
場
合
、
国
境
を
越
え
た
商
取
引
の
困
難
さ
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
不
公
正
な
取
引
慣
行
に

対
し
て
ど
の
国
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
不
確
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
広
く
競
争
法
の
分
野
に
お
い
て
加
盟
国
の
法
を
統
一

し
よ
う
と
す
る
重
要
な
一
歩
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
誤
解
招
来
広
告
指
令
の
考
慮
事
由
（E

rw
�gungsgr�nde

）
に
お
い
て
、
誤
解

招
来
広
告
に
対
す
る
保
護
に
関
す
る
各
加
盟
国
の
規
定
を
統
一
す
る
こ
と
は
「
第
一
段
階
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
効

果
は
全
体
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
事
態
を
解
消
す
る
た
め
、
包
括
的
で
統
一
性
の
あ
る

法
の
枠
組
み
を
創
設
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
「
企
業
と
消
費
者
間
の
域
内
市
場
取
引
に
お
け
る
不
公
正
な
取
引
慣
行

に
関
す
る
、
お
よ
び
、
理
事
会
指
令
八
四
/
四
五
〇
/
E
W
G
、
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令
九
七
/
七
/
E
G
、
九
八
/
二
七
/

E
G
、
二
〇
〇
二
/
六
五
/
E
G
、
な
ら
び
に
、
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
規
則
（
E
G
）　

二
〇
〇
六
/
二
〇
〇
四
の
修
正
に
つ
い

Nr.

て
の
二
〇
〇
五
年
五
月
一
一
日
の
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令
二
〇
〇
五
/
二
九
/
E
G
」（
以
下
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
）
が

可
決
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
不
公
正
な
取
引
慣
�
に
関
す
る
他
の
特
別
規
定
が
存
在
し
な
い
限
�
と
い
う
制
限
は
あ

る
も
の
の
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
誤
解
招
来
か
ら
の
保
護
は
、
各
加
盟
国
の
国
内
保
護
水
準
を
拘
束
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
不

公
正
な
取
引
慣
行
か
ら
消
費
者
を
保
護
す
る
限
り
で
、
国
内
規
定
は
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
の
基
準
を
上
回
っ
て
も
下
回
っ
て
も
な
ら

な
く
な
り
、
誤
解
招
来
広
告
指
令
の
よ
う
に
最
低
基
準
を
提
示
し
て
い
る
だ
け
と
い
う
立
場
か
ら
決
別
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
企
業
が
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国
境
を
越
え
、
域
内
市
場
で
自
由
に
活
動
す
る
際
に
か
か
る
市
場
参
入
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
消
費
者
の
権

利
を
確
実
な
も
の
に
し
、
域
内
市
場
へ
の
彼
ら
の
信
頼
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
の
目
的
は
、「
消
費
者
の
経
済
的
利
益
を
侵
害
す
る
不
公
正
な
取
引
慣
行
に
関
す
る
加
盟
国
間
の
法
規

定
お
よ
び
行
政
規
定
を
統
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
域
内
市
場
の
円
滑
な
機
能
化
と
高
い
消
費
者
水
準
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
」（
一

条
）
で
あ
る
。
こ
の
規
定
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
競
争
者
や
公
衆
保
護
で
は
な
く
、
消
費
者
の
保
護
を
直
接
の
目
的
と
す
�
。
ま
た
、

三
条
一
項
か
ら
、
不
公
正
な
取
引
慣
行
は
、
取
引
締
結
の
時
点
を
問
わ
ず
、
企
業
家
と
消
費
者
と
の
取
引
活
動
（
い
わ
ゆ
る
Ｂ
２
Ｃ

〔B
usiness

to
C
onsum

er-T
ransaktionen

〕）
に
限
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
主
に
企
業
家
の
経
済
的
利
益
を
侵
害
し
た
り
、
企
業
家

間
の
活
動
に
関
係
す
る
よ
う
な
取
引
行
為
は
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
で
は
な
く
、
企
業
家
の
保
護
は
依
然
と
し
て
各
国
の
国
内
法
お
よ

び
誤
解
招
来
広
告
指
令
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
�
。
そ
れ
故
、
規
範
の
名
宛
人
は
、
自
然
人
で
あ
れ
法
人
で
あ
れ
、
業
務
と
し
て
取
引
活

動
を
行
っ
て
い
る
企
業
家
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五
条
に
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
の
中
心
規
範
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
項
は
一
般
条

項
と
し
て
不
公
正
な
取
引
慣
行
を
一
般
的
に
禁
止
し
、
二
項
は
、
業
務
上
の
注
意
要
件
に
反
し
、
か
つ
、
平
均
的
消
費
者
の
経
済
的
行

為
に
本
質
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
及
ぼ
し
う
る
取
引
慣
行
を
不
公
正
と
み
な
し
て
い
る
。
不
公
正
判
断
を
根
拠
づ
け
る
た
め
、
両
要
素

は
常
に
重
畳
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
四
項
ａ 
は
特
に
誤
解
を
招
く
取
引
慣
行
を
禁
止
し
、
そ
の
要
件
を
具
体
化
す

る
も
の
と
し
て
六
条
で
誤
解
を
招
く
作
為
、
七
条
で
誤
解
を
招
く
不
作
為
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
六
条
と
七
条
を
具
体
化
す
る
形

で
、
補
遺
Ⅰ
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
誤
解
を
招
く
取
引
慣
行
の
具
体
的
な
構
成
要
件
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
補
遺
Ⅰ
に
該
当

し
な
い
誤
解
を
招
く
取
引
慣
行
は
六
条
や
七
条
に
該
当
し
、
そ
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
は
五
条
が
捕
捉
す
る
こ
と
に
な
�
。

�
誤
解
を
招
く
作
為

（　

）
83る

（　

）
84る

（　

）
85る
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六
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
取
引
慣
行
は
、
①
誤
っ
た
表
示
を
含
む
、
す
な
わ
ち
不
実
で
あ
る
か
、
正
当
な
表
示
を
含
め
て
何
ら
か
の
方

法
で
、
一
項
ａ 
号
か
ら
ｇ 
号
ま
で
に
挙
げ
ら
れ
た
一
つ
以
上
の
点
に
関
し
て
平
均
的
消
費
者
を
欺
罔
し
た
か
欺
罔
に
適
し
た
と
き
、
か

つ
、
②
本
来
な
ら
下
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
取
引
決
定
を
彼
に
実
際
に
ま
た
は
お
そ
ら
く
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
と
き
、
誤
解
を
招
く
も
の

と
み
な
さ
れ
る
。

　

①
の
点
に
お
い
て
、
客
観
的
に
不
実
の
表
示
を
含
む
取
引
慣
行
と
、
平
均
的
消
費
者
を
欺
罔
し
た
か
欺
罔
し
え
た
取
引
慣
行
と
を
区

別
す
る
。
単
な
る
欺
罔
の
適
性
で
も
十
分
で
あ
る
た
め
、
消
費
者
が
実
際
に
欺
罔
さ
れ
た
か
否
か
は
重
要
で
な
い
。
両
取
引
慣
行
が
区

別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
表
示
が
客
観
的
に
不
実
で
あ
る
場
合
、
欺
罔
の
適
性
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
表
示
が
正
し
い
か
、

多
義
的
で
あ
る
と
き
、
欺
罔
適
性
が
平
均
的
消
費
者
の
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
第
一
の
構
成
要
件
要
素
の
中
に
は
、
処

分
可
能
性
や
リ
ス
ク
の
よ
う
な
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
本
質
的
要
素
等
、
欺
罔
の
対
象
と
な
る
も
の
が
ａ 
号
か
ら
ｇ 
号
ま
で
列
挙
さ
れ
て

い
る
。
誤
解
招
来
広
告
指
令
三
条
が
、「
特
に
」
ａ 
号
か
ら
ｃ 
号
に
関
す
る
表
示
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
と
の
対
比
上
、
こ
の
よ
う
な

文
言
の
な
い
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
六
条
一
項
各
号
は
完
結
し
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
欺
罔
の
対
象
と
な
る
事
情
を
全

て
網
羅
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
本
指
令
を
受
け
て
改
正
さ
れ
た
不
正
競
争
防
止
法
五
条
一
項
が
、
修
正
前
と
比
べ
て
、「
リ
ス

ク
」「
付
属
品
」「
苦
情
手
続
」
等
の
要
件
を
新
た
に
追
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
現
時
点
で
は
予
測
で
き
な
い

事
情
に
関
す
る
欺
罔
表
示
が
将
来
登
場
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
不
公
正
取
引
慣
行
六
条
一
項
ｂ
（
不
正
競
争
防
止
法
五
条
一
項

一
号
も
同
様
）
は
、「
処
分
可
能
性
…
『
の
よ
う
な
』
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
本
質
的
要
素
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
条
文
に
具
体
的
に

明
記
さ
れ
た
事
情
の
み
が
欺
罔
の
対
象
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
個
々
の
事
情
で
は
な
く
、「
本
質
的
要
素
」
に
関
す
る
欺
罔
が
重
要

で
あ
る
。
確
か
に
、
六
条
一
項
は
ｇ 
号
で
完
結
し
て
い
る
が
、
各
号
を
解
釈
す
る
こ
と
で
、
法
の
不
備
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
の
点
に
お
い
て
は
、
取
引
慣
行
が
平
均
的
消
費
者
に
、
本
来
な
ら
下
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
決
定
を
実
際
に
下
し
た
か
ま
た
は
下
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し
た
も
し
れ
な
い
か
否
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
要
件
は
、
消
費
者
行
為
に
対
す
る
取
引
慣
行
の
重
要
性
要
件
を
書
き
換
え
た
も
�
で
あ

り
、
第
一
の
構
成
要
件
要
素
に
お
い
て
言
及
し
た
二
つ
の
取
引
慣
行
に
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
消
費
者
が
実
際
に
決
定
を
下
し
た
場
合

ば
か
り
で
な
く
、
誤
解
を
招
く
表
示
に
よ
っ
て
消
費
者
が
惹
き
つ
け
ら
れ
る
危
険
性
が
あ
れ
ば
、
重
要
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

六
条
二
項
は
、
作
為
に
よ
る
誤
解
招
来
の
そ
の
他
の
特
別
な
場
合
を
規
定
す
る
。
ａ 
号
は
、
例
え
ば
、
他
社
の
商
品
名
と
混
同
さ
せ

る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
製
品
供
給
を
誤
解
を
招
く
も
の
と
す
る
。
ｂ
号
は
、
生
業
を
営
む
者
が
行
動
基
準
の
範
囲
内
で
負
っ
た
義

務
の
不
遵
守
を
誤
解
を
招
く
も
の
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
前
者
は
不
正
競
争
防
止
法
五
条
二
項
、
後
者
は
同
条
一
項
六
号
に
相
当
す
る
。

�
誤
解
を
招
く
不
作
為

　

不
公
正
な
取
引
慣
行
は
、
作
為
に
よ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
不
作
為
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
う
る
。
七
条
一
項
は
、
平
均
的
消
費
者
が

取
引
決
定
を
下
す
た
め
に
必
要
な
本
質
的
情
報
を
知
ら
さ
れ
ず
、
か
つ
、
そ
れ
に
よ
り
彼
が
本
来
な
ら
下
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
決
定

を
下
し
た
、
ま
た
は
下
し
た
か
も
し
れ
な
い
取
引
慣
行
を
誤
解
を
招
く
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
取
引
慣
行
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
媒
体
が
場
所
的
・
時
間
的
に
制
約
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
制
約
は
、
情
報
が
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
か
否
か
の
決
定

に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
（
七
条
三
項
）。
七
条
二
項
は
、
生
業
を
営
む
者
が
①
本
質
的
情
報
を
秘
密
に
す
る
、
ま
た
は
、
不
明
確
、
理

解
で
き
な
い
、
二
通
り
に
解
釈
で
き
る
方
法
で
用
意
す
る
、
も
し
く
は
、
適
宜
用
意
し
な
か
っ
た
と
き
、
②
諸
事
情
か
ら
取
引
慣
行
の

商
業
的
目
的
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
か
っ
た
と
き
も
誤
解
を
招
く
不
作
為
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
①
②

の
場
合
と
も
、
こ
れ
に
よ
り
平
均
的
消
費
者
が
、
本
来
な
ら
下
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
決
定
を
下
し
た
、
ま
た
は
、
下
し
た
か
も
し
れ

な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
七
条
四
項
は
、
購
入
勧
誘
が
行
わ
れ
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
情
報
が
本
質
的
で
あ
る
か
を
明
示
し
、

五
項
は
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
い
る
情
報
要
件
も
本
質
的
で
あ
る
と
規
定
す
る
。

（　

）
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不
正
競
争
防
止
法
と
比
較
し
た
場
合
、
同
法
五
条
ａ
一
項
は
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
七
条
一
項
二
項
、
同
法
二
項
は
同
指
令
三
項
に

相
当
す
る
が
、
同
法
の
同
条
文
は
、
同
指
令
の
同
条
文
よ
り
も
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
一
般
人
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
文
言

へ
と
国
内
法
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

�
補
遺
Ⅰ

　

こ
こ
に
は
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
五
条
五
項
を
受
け
て
、
い
か
な
る
場
合
に
も
不
公
正
と
み
な
さ
れ
る
三
一
の
具
体
的
な
取
引
慣

行
（
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
�
」）
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
の
一
号
か
ら
二
三
号
ま
で
が
誤
解
を
招
く
取
引
慣
行
と
関
係

す
る
。
補
遺
Ⅰ
に
お
い
て
は
、
列
挙
さ
れ
た
取
引
慣
行
に
単
に
該
当
す
る
だ
け
で
不
公
正
性
が
判
断
さ
れ
、「
五
条
か
ら
九
条
ま
で
の

規
定
を
も
と
に
し
て
個
別
事
例
を
判
断
す
る
こ
と
な
く
不
公
正
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
取
引
慣
行
が
問
題
で
あ
�
」
た
め
、
六
条
お

よ
び
七
条
の
欺
罔
要
件
の
存
在
や
平
均
的
消
費
者
の
決
定
へ
の
影
響
が
証
明
さ
れ
る
必
要
は
な
�
。
従
っ
て
、
補
遺
Ⅰ
の
構
成
要
件
は

「
一
定
の
行
為
態
様
に
対
す
る
そ
れ
自
体
の
禁
止
」
と
も
呼
ば
れ
、
消
費
者
の
経
済
行
為
に
本
質
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
か
否
か
を

検
討
す
る
必
要
は
な
い
。

　

も
と
も
と
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
自
体
が
、
加
盟
国
間
の
法
の
統
一
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
補
遺
Ⅰ
も
不
公
正
な
取
引
慣
行

に
関
す
る
加
盟
国
間
の
異
な
る
評
価
を
な
く
し
、
そ
れ
に
よ
り
法
の
安
定
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
生
業
を
営
む
者
に
も
消
費
者
に
も

ど
の
よ
う
な
行
為
が
不
公
正
と
み
な
さ
れ
る
か
を
示
し
て
お
り
、
法
の
明
確
性
に
も
役
立
つ
。
し
か
し
、
補
遺
Ⅰ
の
機
能
は
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
、
伝
統
的
に
一
般
条
項
を
も
た
な
い
国
は
、
法
の
中
に
そ
の
よ
う
な
条
項
を
取
り
入
れ
る
こ

と
に
対
し
て
不
慣
れ
で
あ
る
た
め
、
一
般
規
定
を
具
体
化
す
る
個
別
構
成
要
件
の
規
範
化
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
政
治

的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
目
的
の
一
つ
で
あ
�
。

（　

）
87ト
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不
正
競
争
防
止
法
は
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
を
受
け
て
一
部
改
正
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
補
遺
Ⅰ
に
関
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
の
形

で
は
導
入
し
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
補
遺
Ⅰ
一
四
号
の
ね
ず
み
講
の
禁
止
は
不
正
競
争
防
止
法
一
六
条
二
項
に
、
補
遺
Ⅰ
一
三
号
の
産

地
偽
装
が
同
法
五
条
や
四
条
九
号
に
相
当
す
る
よ
う
に
、
補
遺
Ⅰ
の
個
々
の
事
例
は
文
体
を
変
え
た
形
で
す
で
に
不
正
競
争
防
止
法
に

反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
�
。

�
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
と
誤
解
招
来
広
告
指
令
と
の
相
違

　

こ
の
よ
う
に
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
は
加
盟
国
に
指
令
か
ら
の
逸
脱
を
認
め
ず
、
加
盟
国
間
に
存
在
す
る
異
な
る
一
般
条
項
や
法

原
則
を
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
の
一
般
条
項
と
取
り
換
え
る
こ
と
で
、
法
の
完
全
な
調
和
を
達
成
し
、
域
内
市
場
に
対
す
る
障
害
を
除

去
し
よ
う
と
す
る
。
法
の
調
和
を
図
る
こ
と
で
、
競
争
分
野
に
お
い
て
刑
法
上
許
さ
れ
た
危
険
が
統
一
的
に
確
定
さ
れ
、
高
い
法
的
安

定
性
が
創
出
さ
れ
る
と
い
う
利
点
が
生
ま
れ
る
。

　

し
か
し
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
一
九
条
は
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
二
日
ま
で
に
こ
の
指
令
を
国
内
法
化
す
る
こ
と
を
定
め
、
そ
れ

に
よ
っ
て
域
内
に
お
け
る
公
正
法
の
完
全
調
和
化
を
図
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
立
法
者
に
不
正
競
争
法
の
改
正
、
と
り
わ
け

概
念
や
内
容
の
改
正
を
強
い
る
か
否
か
、
ど
の
程
度
強
い
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
二
〇
〇
四
年
に
成
立

し
た
不
正
競
争
防
止
法
は
競
争
行
為
を
前
提
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
は
取
引
慣
行
を
要
素
と
し
、
製
品
の

売
り
上
げ
と
の
直
接
の
関
係
性
を
要
求
し
て
い
る
た
め
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
の
方
が
、
そ
の
適
応
範
囲
が
本
質
的
に
狭
か
っ
た
。

し
か
し
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
の
国
内
法
化
に
伴
い
、
不
正
競
争
防
止
法
三
条
は
不
正
競
争
の
禁
止
か
ら
不
公
正
な
取
引
行
為
の
禁

止
へ
と
そ
の
文
言
を
変
え
、
同
時
に
、
そ
れ
に
関
す
る
二
条
一
項
一
号
の
定
義
か
ら
、
売
上
促
進
の
点
も
加
味
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
と
不
正
競
争
防
止
法
と
の
間
の
適
応
領
域
間
に
相
違
は
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
誤
解
を
招
く
行
為

（　

）
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に
関
し
て
も
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
六
条
お
よ
び
七
条
は
誤
解
を
招
く
取
引
慣
行
を
列
挙
し
て
禁
止
し
、
五
条
五
項
を
受
け
た
補
遺

Ⅰ
で
い
か
な
る
場
合
に
も
不
公
正
と
み
な
さ
れ
る
一
定
の
行
為
態
様
を
列
挙
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
不
正
競
争
防
止
法
五
条
お
よ
び

五
条
ａ
は
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
補
遺
Ⅰ
の
よ
う
な
、
い
か
な
る
場
合
に
も
不
公
正
と
み
な
さ
れ
る
状
況
を
示
し
て
い
な
い
が
、
誤

解
を
招
く
取
引
行
為
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
関
す
る
表
示
の
欺
罔
か
を
列
挙
し
て
お
り
、
内
容
の
点
に
お
い
て
相
違
は
な
い
。
し

か
し
そ
の
一
方
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
と
不
正
競
争
防
止
法
と
の
間
に
依
然
と
し
て
相
違
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
保
護
目
的
に
関

し
て
で
あ
る
。
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
は
消
費
者
保
護
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
不
正
競
争
防
止
法
は
消
費
者
ば
か
り

で
な
く
、
競
争
者
や
市
場
関
係
者
、
公
衆
の
保
護
も
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
指
令
は
加
盟
国
に
一
定
の
取
引
慣
行
の
禁
止
を
義

務
付
け
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
義
務
を
Ｂ
２
Ｃ
方
法
で
遵
守
す
る
か
、
Ｂ
２
Ｂ
（B

usiness
to

B
usiness

）
と
Ｂ
２
Ｃ
を
併
用
し
た
形

で
遵
守
す
る
か
を
各
加
盟
国
の
立
法
者
に
委
ね
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
企
業
間
の
公
正
競
争
に
関
す
る
規
定
は
、
依
然
と
し
て

各
加
盟
国
の
国
内
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
を
国
内
法
化
し
て
も
競
争
者
等
の
保
護
が
な
い
が
し
ろ
に
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
こ
の
指
令
を
受
け
て
改
正
さ
れ
た
不
正
競
争
防
止
法
一
条
に
は
、
修
正
前
一
条
と
同
様
、
競
争
者
等
の

保
護
も
謳
わ
れ
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
と
不
正
競
争
防
止
法
と
は
一
部
相
違
点
は
あ
る
も
の
の
、
本
質
的
に
は
一
致
し
う
る
も
の
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
は
各
加
盟
国
に
指
令
の

国
内
法
化
を
義
務
付
け
て
い
る
も
の
の
、
処
罰
に
関
し
て
は
各
加
盟
国
に
委
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
一
三
条
）。
そ
れ
故
、
不
公
正

取
引
慣
行
指
令
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
不
公
正
な
取
引
慣
行
が
国
内
法
上
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
刑
罰
権
は

そ
の
国
の
主
権
や
刑
法
体
系
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
国
の
法
の
伝
統
や
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
た

め
、
こ
の
分
野
で
の
統
一
化
は
図
れ
な
い
か
ら
で
あ
�
。
Ｅ
Ｕ
は
各
加
盟
国
に
刑
罰
規
範
の
創
設
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
す

（　

）
92る
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ぎ
ず
、
独
自
に
刑
事
立
法
を
行
う
権
限
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　

Ⅲ
�
お
わ
り
に

　　

第
二
次
世
界
大
戦
中
、
国
家
統
制
経
済
の
も
と
、
ド
イ
ツ
や
日
本
で
は
自
由
な
経
済
活
動
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
戦
後
、
自

由
主
義
経
済
の
発
達
に
伴
い
、
経
済
活
動
が
ま
す
ま
す
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
企
業
は
自
社
製
品
を
販
売
す
る
際
、
新

聞
・
テ
レ
ビ
広
告
に
よ
っ
て
大
々
的
に
宣
伝
を
行
い
、
消
費
者
の
購
買
意
欲
を
掻
き
立
て
て
き
た
。
し
か
し
、
と
き
と
し
て
、
売
り
上

げ
を
伸
ば
し
た
い
が
た
め
、
不
当
表
示
や
誇
大
広
告
を
行
い
、
消
費
者
の
判
断
を
惑
わ
せ
て
き
た
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
。
競
争

の
公
正
性
が
保
た
れ
な
け
れ
ば
、
公
正
に
活
動
し
て
い
る
競
争
者
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
に
よ
っ
て
消
費
者
が
多

大
な
被
害
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
わ
が
国
で
は
、
独
占
禁
止
法
や
景
品
表
示
法
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
等
の
各
種
業
法
に
よ
っ
て
こ
れ

を
取
り
締
ま
っ
て
き
た
。

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
す
で
に
一
九
〇
九
年
に
不
正
競
争
防
止
法
が
制
定
さ
れ
た
も
の
の
、
立
法
当
初
は
産
業
界
の
保
護
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
判
例
お
よ
び
学
説
に
お
い
て
は
、
産
業
界
ば
か
り
で
な
く
、
消
費
者
を
も
保
護
の
対
象
に
含
め
て
本

法
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
四
年
に
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
が
改
正
さ
れ
、
消
費
者
保
護
が
明
文
で
謳
わ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
競
争
の
公
正
性
が
一
層
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
自
由
競
争
の
公
正
性
重
視
と
い
う
考
え
は
刑
法
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
、
一
九
九
七
年
の
刑
法
改
正
に
際
し
て
、「
競
争
に
対
す
る
罪
」
が
新
た
な
章
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
二
九
八
条
（
入
札
談
合
罪
）

が
制
度
と
し
て
の
競
争
を
、
二
九
九
条
（
取
引
行
為
に
お
け
る
汚
職
の
罪
）
が
競
争
の
公
正
性
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
点
で
相
違
は
あ

る
も
の
の
、
こ
れ
に
よ
り
、
競
争
の
保
護
は
国
家
の
重
要
な
任
務
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
�
、
生
命
、
身
体
、
自
由
、
財
産
の
よ

う
な
伝
統
的
法
益
を
保
護
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
由
競
争
と
い
う
超
個
人
的
な
法
益
も
刑
法
が
保
護
す
る
対
象
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

（　

）
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に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
競
争
の
公
正
性
、
ひ
い
て
は
消
費
者
保
護
を
侵
害
す
る
場
合
を
、
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
に
関
し
て
事
例
を

交
え
な
が
ら
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
展
開
し
て
き
た
私
見
を
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
ば
、「
消
費
者
の
購
入
決
定
に
と
っ
て
本
質
的

で
、
客
観
的
真
実
に
反
し
た
広
告
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
報
を
提
供
さ
れ
た
注
意
深
い
理
性
的
平
均
的
消
費
者
に
誤
解
を
生
じ
さ

せ
え
た
者
」
が
、
不
正
競
争
防
止
法
一
六
条
一
項
に
該
当
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
在
こ
の
問
題
は
ド
イ
ツ
国
内
だ
け
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
間
で
の
評
価
の
相
違
に
よ
っ
て
、
あ
る
国

で
は
許
さ
れ
て
い
た
行
為
が
、
他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
、
人
々
は
何
を
基
準
に
行
動
す
れ
ば
い
い
か
不

明
確
と
な
り
、
域
内
で
の
自
由
な
商
品
流
通
は
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
の
動
き
は
、
統
一
経
済
圏
の

創
設
と
い
う
経
済
の
分
野
だ
け
で
は
な
く
、
法
律
の
分
野
に
も
及
ん
で
い
る
。
Ｅ
Ｕ
は
規
則
・
指
令
・
決
定
と
い
う
法
的
拘
束
力
の
あ

る
法
形
態
を
も
つ
が
、
競
争
法
の
分
野
に
お
い
て
は
指
令
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
、
中
で
も
誤
解
招
来
広
告
指
令
に
よ
っ
て
本
格
的

に
法
の
統
一
に
着
手
し
た
。
し
か
し
こ
の
指
令
は
あ
く
ま
で
最
低
基
準
を
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
た
め
、
依
然
、
加
盟
国
間
の
不

均
衡
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
Ｅ
Ｕ
は
各
種
の
指
令
を
公
布
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
食
品
や
医
薬
品
な
ど
特
定
分
野
に
お

い
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
続
い
た
後
、
企
業
と
消
費
者
と
の
取
引
活
動
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
、
競
争
法
全
般
に
わ
た
る
法
の
完
全
統
一
を
目
指
す
べ
く
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
が
公
布
さ
れ
、
加
盟
国
は
二
〇
〇
七
年
六
月
一

二
日
ま
で
に
こ
の
指
令
を
国
内
法
化
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
指
令
の
基
準
を
上
回
っ
て
も
下
回
っ
て
も
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
間
で
法
が
統
一
さ
れ
て
い
れ
ば
、
国
境
を
越
え
て
活
動
す
る
企
業
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
禁
止
さ
れ

る
か
予
見
可
能
と
な
る
た
め
、
罪
刑
法
定
主
義
の
見
地
か
ら
も
望
ま
し
い
。
ま
た
、
公
正
な
競
争
が
行
わ
れ
れ
ば
、
安
価
で
良
質
な
製

品
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
必
然
的
に
そ
れ
は
消
費
者
の
利
益
に
も
な
る
。
し
か
し
、
企
業
と
一
般
消
費
者
と
の
情
報
格
差
が
大
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き
い
現
代
に
お
い
て
、
市
場
経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
任
せ
て
い
た
だ
け
で
は
十
分
な
消
費
者
保
護
は
図
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
格
差

を
埋
め
る
べ
く
、
国
家
が
積
極
的
に
介
入
す
る
必
要
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。
法
律
に
よ
る
悪
質
業
者
の
規
制
や
欠
陥
の
証
明
を
消
費

者
で
は
な
く
企
業
に
負
わ
せ
る
法
律
（
Ｐ
Ｌ
法
）
の
制
定
な
ど
、
国
家
の
果
た
す
役
割
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

我
々
の
社
会
は
自
由
主
義
経
済
を
標
榜
す
る
以
上
、
消
費
者
側
も
自
ら
情
報
を
入
手
す
る
な
ど
、
自
分
を
高
め
、
賢
く
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
以
前
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
採
用
し
て
い
た
、「
愚
か
な
消
費
者
」
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
が
主
張
し

て
い
た
「
情
報
を
提
供
さ
れ
た
理
性
的
消
費
者
」
と
い
う
の
が
、
消
費
者
像
と
し
て
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
消
費
者
は
単
な
る
保
護
の
客

体
か
ら
、
積
極
的
な
経
済
活
動
主
体
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
企
業
側
が
必
要
な
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
そ

の
前
提
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
消
費
者
は
適
切
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
賢
く
な
れ
と
い
う
よ
う
に
、
消
費

者
側
に
だ
け
高
い
要
求
が
な
さ
れ
る
の
は
不
均
衡
で
あ
る
。
確
か
に
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
な
ら
び
に
不
正
競
争
防
止
法
は
、
企
業

に
情
報
提
供
義
務
を
課
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
不
正
競
争
防
止
法
は
、
消
費
者
の
購
入
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
事
実
を
開
示

し
な
か
っ
た
場
合
を
、
不
作
為
に
よ
る
誤
解
招
来
と
し
て
禁
止
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
は
公
正

な
競
争
の
前
提
で
あ
る
。
消
費
者
の
商
品
購
入
に
と
っ
て
重
要
な
情
報
は
積
極
的
に
開
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
自
由
市
場
経
済
社
会

に
お
い
て
は
、
社
会
の
発
展
は
も
ち
ろ
ん
、
個
人
の
人
格
の
発
展
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
企
業
側
に
は
、
情
報
開
示
以
外
に
も
、
不
公
正
な
取
引
を
行
わ
な
い
よ
う
に
従
業
員
を
教
育
し
た
り
、
検
査
監
督
す
る
シ
ス

テ
ム
を
構
築
す
る
な
ど
し
て
、
社
会
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
数
年
の
わ
が
国
の
様
子
を
み
て
み
る
と
、
不
当
表

示
を
行
っ
た
企
業
は
大
幅
な
減
収
と
な
っ
た
り
、
事
業
を
縮
小
し
た
り
、
中
に
は
そ
の
事
業
か
ら
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
こ
ろ
も

あ
る
。
目
先
の
利
益
を
追
求
す
る
だ
け
で
は
、
か
え
っ
て
大
き
な
損
失
を
被
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
は
、
国
家
の
側
に
も
、
先
述
の
よ
う
な
法
律
に
よ
っ
て
規
制
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
消
費
者
を
啓
蒙
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ

第22巻３・４号―― 38



ろ
う
。
啓
蒙
の
重
要
性
を
示
す
一
例
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
義
務
が
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
、
道
路
交

通
法
が
改
正
さ
れ
、
運
転
席
と
助
手
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
が
義
務
化
さ
れ
た
。
罰
則
付
き
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
理
由
で
は
あ
る

が
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
未
着
用
の
危
険
性
を
国
民
に
繰
り
返
し
示
す
こ
と
で
、
平
成
二
〇
年
に
は
着
用
率
が
九
一
・
三
％
に
達
し
�
。
法

律
制
定
や
罰
則
強
化
の
み
で
は
な
く
、
国
民
の
意
識
を
高
め
、
敏
感
に
す
る
こ
と
が
ド
ラ
イ
バ
ー
の
死
傷
者
数
減
少
に
大
き
く
作
用
し

た
の
で
あ
る
。
経
済
違
反
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
経
済
政
策
や
経
済
法
に
よ
っ
て
事
態
を
抑
制
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
国
民
の
意
識
を
高
め
、
厳
し
い
目
を
も
っ
た
消
費
者
へ
と
育
て
る
こ
と
が
、
不
正
競
争
の
防
止
や
よ
り
一
層
の
消
費
者
保

護
へ
と
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
） 

拙
稿
「
不
当
表
示
の
規
制
―
刑
法
的
視
点
も
加
味
し
て
―
」
奈
良
法
学
会
雑
誌
二
〇
巻
三
・
四
号
一
七
三
頁
以
下
、
同
「
欠
陥
商
品
・
不
当

表
示
を
め
ぐ
る
犯
罪
」（
神
山
敏
雄
・
斉
藤
豊
治
・
浅
田
和
茂
・
松
宮
孝
明
編
著
）『
新
経
済
刑
法
入
門
』（
二
〇
〇
八
年
）
二
六
五
頁
以
下
。

（
２
） 

B
G
H

N
JW

2002,3415.

（
３
） 

A
ch

en
b
ach

,
Strafrechtlicher

Schutz
des

W
ettbew

erbs?,2009,S.23.

（
４
） 

刑
罰
規
範
は
競
争
法
的
誤
解
招
来
禁
止
の
「
補
足
」（D

rey
er,

in
:H

arte-B
av

en
d
am

m
/
H
en

n
in
g
-B

od
ew

ig
,G

esetz
g
eg

en
d
en

unlauteren
W

ettbew
erb

〔U
W

G

〕 ,K
om

m
entar,2004,§

16
R
n.3; L

ettl,
D
er

lauterkeitsrechtliche
Schutz

vor
irref�hrender

W
erbung

in
E
uropa,2004,S.345

）
と
表
示
さ
れ
る
。

（
５
） 

正
式
名
称
は
「
欧
州
連
合
条
約
お
よ
び
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
を
改
定
す
る
リ
ス
ボ
ン
条
約
」（T

reaty
of

L
isbon

am
ending

the
T
reaty

on
E
uropean

U
nion

and
the

T
reaty

establishing
the

E
uropean

C
om

m
unity

）
で
あ
る
。
そ
の
名
称
が
示
す
通
り
、
こ
の
条
約
は
Ｅ

Ｕ
の
諸
条
約
を
改
定
す
る
た
め
の
条
約
で
あ
り
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
日
に
発
効
し
た
。
な
お
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
関
し
て
、
鷲
江
義
勝
編

著
『
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
欧
州
統
合
の
新
展
開
』（
二
〇
〇
九
年
）、
小
林
勝
訳
『
リ
ス
ボ
ン
条
約
』（
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
６
） 

法
改
正
以
前
に
は
、
競
争
な
ら
び
に
制
度
と
し
て
の
経
済
秩
序
の
み
が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
見
解
も
存
在
し
た
。G

rib
k
ow

sk
y
,
Strafbare

W
erbung

(§
4
U
W

G
),1989,S.36ff.; O

tto,
in:G

ro�
kom

m
entar

U
W

G
,1992,§

4
R
n.3,4.

な
お
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

（　

）
94た
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例
え
ば G

reb
in
g
,
S
trafrech

t
u
n
d
u
n
lau

terer
W

ettb
ew

erb
－

zu
r
R
eform

d
es

§
4
U
W

G
,w

istra
1982,83; F

ezer,
A
llg

em
ein

e

E
in
f�h

ru
n
g
in

d
as

R
ech

t
g
eg

en
u
n
lau

teren
W

ettb
ew

erb
,in

:A
m
an

n
(H

rsg
.),R

ech
tsfrag

en
in

W
ettb

ew
erb

u
n
d
W

erb
u
n
g
,

1983,K
apitel3,R

n.91ff.

参
照
。

（
７
） 

S
osn

itza,
in:P

iper
/
O
hly

/
Sosnitza,U

W
G
,G

esetz
gegen

den
unlauteren

W
ettbew

erb,5.A
ufl.,2009,§

16
R
n.6.

（
８
） 

N
ill,

D
er

strafrechtliche
T
�uschungsschutz

gegen
irref�hrende

W
erbung,2002,S.98; L

ettl,
a.a.O

.(F
n.4),S.169,172; T

iller,

G
ew
�hrleistung

und
Irref�hrung,2005,S.16; R

u
h
s,

Strafbare
W

erbung,2006,S.185; S
osn

itza,
in:P

iper
/
O
hly

/
Sosnitza,

U
W

G
,§

5,R
n.87. B

orn
k
am

m
,
in:K

�hler
/
B
ornkam

m
,G

esetz
gegn

d
en

un
lauteren

W
ettbew

erb,28.A
ufl.,2010,§

16
R
n.

8.

（
９
） 

不
正
競
争
防
止
法
旧
四
条：

「
特
に
有
利
な
申
し
出
の
よ
う
な
印
象
を
生
じ
さ
せ
る
意
図
で
、
公
の
広
告
ま
た
は
多
く
の
人
的
範
囲
に
対
す
る

告
知
に
お
い
て
、
業
務
関
係
に
関
し
て
…
、
故
意
に
不
実
の
か
つ
誤
解
を
招
く
よ
う
な
表
示
を
し
た
者
は
…
」。

（　

） A
lex

an
d
er,

D
ie

strafbare
W

erbung
in

der
U
W

G
-R

eform
,W

R
P

2004,414,416.

10
（　

） 

G
rib

k
ow

sk
y
,
a.a.O

.(F
n.6),S.98; H

�rle,
N
eues

W
erberecht

durch
U
W

G
-N

ovelle,A
fP

1972,217; A
lb
rech

t,
Z
us�tzliche

Straf-

11

und
B
u�

geldtatbest�nde
im

W
erberecht?,W

R
P

1974,658; W
ilts,

�
berlegungen

zur
B
ek
�m

pfung
der

W
irtschaftskrim

inalit�t

m
it

gesetzgeberischen
M

itteln,W
R
P

1975,284; K
lu
g
,
Z
ur

Strafbarkeit
irref�hrender

W
erbeangaben

-Schlu�
,G

R
U
R

1975,

296;  
林
幹
人
『
刑
法
の
現
代
的
課
題
』（
一
九
九
一
年
）
一
七
〇
頁
、
同
「
詐
欺
罪
の
現
状
」
判
タ
一
二
七
二
号
六
五
頁
。

（　

） 

例
え
ば
、
一
九
七
二
年
草
案
（B

T
-D

rs.Ⅵ
/3250,A

rt.124
S.470f.

）
や
二
〇
〇
三
年
報
告
者
草
案
（G

R
U
R

2003,298ff.

）
な
ど
。

12
（　

） 

N
ill,

a.a.O
.(F

n
.8),S

.108f.; H
�rle,

A
fP

1972,216; D
eu

tsh
e

V
erein

ig
u
n
g

f�
r

g
ew

erb
lich

en
R
ech

tssch
u
tz

u
n
d

13

U
rh

eb
errech

t,
E
in
g
ab

e
b
etr.

E
n
tw

u
rf

ein
es

E
in
f�h

ru
n
g
sg

esetzes
zu

m
S
trafg

esetzb
u
ch

(E
G
S
tG

B
)
(B

T
-D

ru
ck

s.7/550),

G
R
U
R

1974,653; A
lb

rech
t,

W
R
P

1974,657; d
ers.,

Z
u
r
g
ep

lan
ten

R
eform

d
es

§
4
U
W

G
,W

R
P

1976,279; T
ied

em
an

n
,

N
eb

en
strafrech

t
ein

sch
lie�

lich
O
rd

n
u
n
g
sw

id
rig

k
eiten

rech
t,Z

S
tW

86
(1974),1023f.; K

lu
g
,
Z
u
r
S
trafb

ark
eit

irref�h
ren

d
er

W
erb

ean
g
ab

en
T
eilⅠ

,G
R
U
R

1975,218ff.; S
ch

rick
er,

M
�g

lich
k
eiten

zu
r
V
erb

esseru
n
g
d
es

S
ch

u
tzes

d
er

V
erb

rau
ch

er

u
n
d

d
es

fu
n
k
tion

sf�h
ig

en
W

ettb
ew

erb
s

im
R
ech

t
d
es

u
n
lau

teren
W

ettb
ew

erb
s,

Z
H
R

139
(1975),

228;
d
e
rs.,

R
ech

tsv
erg

leich
en

d
e
B
em

erk
u
n
g
en

zu
m

strafrech
tlich

en
S
ch

u
tz

g
eg

en
u
n
lau

teren
W

ettb
ew

erb
,G

R
U
R

In
t.1975,
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42; Z
en

tralau
ssch

u
ss

d
er

W
erb

ew
irtsch

aft
(Z

A
W

),
Stellungnahm

e
zum

E
ntw

urf
einer

U
W

G
-N

ovelle,W
R
P

1978,256.

（　

） 

K
lu
g
,
G
R
U
R

1975,222.

14
（　

） 
B
G
H
St

2,139.
15

（　

） 
T
ied

em
an

n
,
W

ettb
ew

erb
u
n
d
S
trafrech

t,1976,S
.35; d

ers.,
W

irtsch
aftsstrafrech

t
u
n
d
W

irtsch
aftsk

rim
in
alit�t

B
d
.Ⅱ

,
16

1976,S
.35; L

am
p
e,

S
trafrech

tlich
er

S
ch

u
tz

g
eg

en
irref�h

ren
d
e
W

erb
u
n
g
(§

4
U
W

G
),F

S
-L

an
g
e,1976,S

.461; B
au

m
b
ach

/

H
eferm

eh
l,

W
ettbew

erbsrecht,22.A
ufl.,2001,§

4
R
n.8; A

lt,
U
W

G
-N

ovelle
und

k
�nftige

W
erbepraxis,N

JW
1987,27; O

tto,

D
ie

R
eform

des
strafrechtlichen

Schutzes
gegen

irref�hrende
W

erbung,G
R
U
R

1982,280; S
ch

aefer,
V
ertragsl�sung

w
egen

irref�hrender
W

erbung,Z
IP

1987,557.

（　

） 

そ
の
た
め
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
不
実
性
要
件
に
は
独
自
の
意
味
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
、
通
説
は
、
不
正
競
争
防
止
法
旧
四
条

17

の
「
不
実
の
」
と
一
九
六
九
年
改
正
以
前
の
旧
三
条
の
「
不
当
の
」
は
同
義
で
あ
る
と
解
釈
し
、「
不
当
の
」
と
一
九
六
九
年
改
正
後
の
旧
三
条

の
「
誤
解
を
招
く
」
は
、
文
言
こ
そ
修
正
さ
れ
た
も
の
の
、
判
例
・
通
説
は
同
義
だ
と
解
釈
し
た
。
そ
こ
か
ら
、「
不
実
の
」
と
「
誤
解
を
招
く
」

は
同
義
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
論
拠
の
一
つ
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
拠
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、L

am
p
e,

a.a.O
.(F

n.16),S.460f.;

O
tto,

D
ie

strafrechtliche
B
ek
�m

pfung
unseri�ser

G
esch
�ftst�tigkeit,1990,S.106; d

ers.,
in:G

ro�
kom

m
entar

U
W

G
,§

4
R
n.

27; G
am

m
,
G
esetz

g
eg

en
d
en

u
n
lau

teren
W

ettb
ew

erb
,3.A

u
fl.,1993,§

3
R
n
.12,§

4
R
n
.2; B

au
m

b
ach

/
H
eferm

eh
l,

W
ettbew

erbsrecht,§
3
R
n.21,§

4
R
n.8.

（　

） 

A
lex

an
d
er,

W
R
P

2004,414f.

18
（　

） 

G
rib

k
ow

sk
y
,
a.a.O

.(F
n.6),S.48f.; P

feiffer,
Strafbare

W
erbung

(§
4
U
W

G
),in:F

S-L
ieberknecht,1997,S.210; H

ern
�n

d
ez,

19

Strafrechtlicher
V
erm
�gensschutz

vor
irref�hrender

W
erbung

-§
4
U
W

G
,1999,S.182; N

ill,
a.a.O

.(F
n.8),S.113;

R
u
h
s,

a.a.

O
.(F

n
.8),S

.61f.,191f.; D
rey

er,
in
:H

arte-B
av

en
d
am

m
/
H
en

n
in
g
-B

od
ew

ig
,U

W
G
,§

16
R
n
.5; D

iem
er,

in
:E

rb
s
/
K
oh

lh
aas,

S
trafrech

tlich
e
N
eb

en
g
esetze,B

d
.IV

,2009,U
43

§
16

R
n
.16; S

osn
itza,

in
:P

ip
er

/
O
h
ly

/
S
osn

itza,U
W

G
,§

16
R
n
.9;

B
orn

k
am

m
,
in:K

�hler
/
B
ornkam

m
,§

16
R
n.11; K

lu
g
,
G
R
U
R

1975,219; L
ettl,

D
as

neue
U
W

G
,2004,S.318; T

�b
b
en

s,
D
ie

S
traftaten

n
ach

d
em

G
esetz

g
eg

en
d
en

u
n
lau

teren
W

ettb
ew

erb
(§

§
16－

19
U
W

G
),W

R
P

2005,553; R
u
h
s,

a.a.O
.(F

n
.8),S

.

61; K
em

p
f
/
S
ch

illin
g
,
N
epper,Schlepper,B

auernf�nger
－

zum
T
atbestand

strafbarer
W

erbung
(§

16
A
bs.1

U
W

G
),w

istra
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2007,43.  
な
お
、
レ
ン
ギ
ア
は
、
基
本
的
に
本
説
を
支
持
し
な
が
ら
、
理
性
的
平
均
的
消
費
者
の
観
点
も
加
味
す
る
、
い
わ
ば
折
衷
説
を
主
張

し
て
い
る
（R

en
g
ier,

in:F
ezer,U

W
G
,L

auterkeitsrecht,2005,§
16

R
n.63,65

）。

（　

） 

例
え
ば S

ch
�n

k
e

/
S
ch

r�d
er

/
L
en

ck
n
er

/
P
erron

,
StG

B
,27.A

ufl.,2006,§
264

R
n.44; F

isch
er,

StG
B
,56.A

ufl.,2009,§
264

20
R
n.23

参
照
。

（　

） 

R
u
h
s,

a.a.O
.(F

n.8),S.191.  
同
旨 A

lex
an

d
er,

W
R
P

2004,414; K
em

p
f
/
S
ch

illin
g
,
w
istra

2007,43.

21
（　

） 

R
u
h
s,

a.a.O
.(F

n.8),S.84.

こ
れ
に
対
し
て
、
不
実
性
は
客
観
的
に
処
罰
を
根
拠
づ
け
る
機
能
を
有
す
る
（S.84

）。

22
（　

） 

現
五
条
に
こ
の
よ
う
な
参
照
指
示
は
な
く
、
し
か
も
、「
誤
解
を
招
く
取
引
行
為
」
と
そ
の
文
言
も
修
正
さ
れ
て
い
る
。
不
正
競
争
防
止
法
を

23

不
公
正
取
引
慣
行
指
令
と
で
き
る
限
り
接
近
さ
せ
る
た
め
、
文
言
も
指
令
に
合
わ
せ
た
結
果
で
あ
る
（B

T
-D

rs.345/08

〔B
eschluss

〕 ,S.1

）。

（　

） 

不
正
競
争
防
止
法
修
正
前
五
条：

「
�
誤
解
を
招
く
広
告
を
し
た
者
は
、
三
条
の
意
味
に
お
け
る
不
正
に
行
為
し
た
者
で
あ
る
。

24

 

�
広
告
が
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
全
て
の
構
成
要
素
、
と
り
わ
け
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る

 

１
�
商
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
特
徴
、
な
ら
び
に
、
処
分
可
能
性
、
性
質
、
型
、
成
分
、
製
造
ま
た
は
調
達
の
過
程
ま
た
は
時
点
、
目
的
有

効
性
、
使
用
可
能
性
、
量
、
品
質
、
地
理
的
ま
た
は
営
業
的
出
所
、
使
用
に
よ
っ
て
予
期
さ
れ
う
る
結
果
、
ま
た
は
商
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の

検
査
の
結
果
お
よ
び
本
質
的
要
素

 

２
�
販
売
の
き
っ
か
け
お
よ
び
価
格
ま
た
は
予
期
さ
れ
る
方
法
、
お
よ
び
商
品
が
供
給
さ
れ
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
条
件

 

３
�
業
務
関
係
、
と
り
わ
け
広
告
者
の
性
質
、
資
格
お
よ
び
権
利
、
な
ら
び
に
、
彼
の
身
元
お
よ
び
財
産
、
著
作
権
、
技
能
ま
た
は
彼
の
賞

お
よ
び
表
彰

 

に
関
す
る
表
示
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

事
実
の
秘
匿
が
誤
解
を
招
く
か
否
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
特
に
、
社
会
生
活
上
の
理
解
力
に
よ
り
、
取
引
決
定
に
と
っ
て
の
事
実
の

重
要
性
、
な
ら
び
に
、
秘
匿
が
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
適
性
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

�
第
二
項
の
意
味
に
お
け
る
表
示
は
、
比
較
広
告
の
範
囲
で
の
表
示
、
具
象
的
描
写
、
お
よ
び
、
そ
の
よ
う
な
表
示
に
代
わ
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
そ
れ
に
適
し
た
そ
の
他
の
行
い
で
も
あ
る
。

 

�
引
下
げ
価
格
が
ご
く
短
期
間
だ
っ
た
場
合
、
そ
の
価
格
引
下
げ
広
告
が
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
価
格
で
あ
っ

た
か
否
か
お
よ
び
ど
の
程
度
の
期
間
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
が
争
わ
れ
る
場
合
、
立
証
責
任
は
価
格
引
下
げ
広
告
を
行
っ
た
者
が
負
う
。
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�
商
品
の
性
質
な
ら
び
に
広
告
の
様
式
お
よ
び
伝
播
か
ら
考
え
て
、
予
想
さ
れ
う
る
需
要
を
満
足
さ
せ
る
の
に
相
応
な
量
を
用
意
し
て
い
な

い
商
品
の
広
告
を
行
う
こ
と
は
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
る
。
通
常
、
二
日
間
の
在
庫
で
相
応
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
経
営
者
が
、
在
庫
が
少
な

い
こ
と
を
正
当
化
す
る
理
由
を
証
明
し
た
と
き
は
別
で
あ
る
。
第
一
文
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
広
告
に
対
し
て
も
準
用
さ
れ
る
」。

（　

） 
B
T
-D

rs.15/1487,S.26.
25

（　

） 

不
正
競
争
防
止
法
修
正
前
三
条：

「
競
争
者
、
消
費
者
ま
た
は
市
場
関
係
者
の
不
利
益
と
な
る
よ
う
、
取
る
に
足
ら
な
い
と
い
う
ほ
ど
で
は
な

26

い
程
度
に
競
争
を
侵
害
す
る
の
に
適
し
た
不
正
競
争
は
、
許
さ
れ
な
い
」。

（　

） 

R
en

g
ier,

in:F
ezer,U

W
G
,§

16
R
n.11,76; A

lex
an

d
er,

W
R
P

2004,413.

27
（　

） 

D
rey

er,
in:H

arte-B
auvendam

m
/
H
ennig-B

odew
ig,U

W
G

§
16

R
n.9; L

ettl,
a.a.O

.(F
n.19),S.318; R

u
h
s,

a.a.O
.(F

n.8),S.151;

28

E
b
ert-W

eid
en

feller,
in:A

chenbach
/
R
ansiek,H

andbuch
W

irtschaftsstrafrecht,2008,S.130,133.

（　

） 

R
u
h
s,

a.a.O
.(F

n.8),S.152.

も
っ
と
も
、
ル
ー
ス
は
、
一
六
条
一
項
の
目
的
論
的
解
釈
か
ら
同
条
項
の
適
用
範
囲
を
た
だ
ち
に
制
限
す
る
こ

29

と
は
相
当
な
方
法
で
は
な
く
、
他
に
方
法
が
な
い
場
合
だ
け
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
も
主
張
す
る
（S.152f.

）。

（　

） 

こ
れ
ま
で
、
誤
解
を
招
く
広
告
を
刑
法
上
抑
止
す
る
こ
と
を
国
内
の
立
法
者
に
義
務
づ
け
る
E
U
法
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
対
応
は
各
国
の
国

30

内
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
域
内
に
お
け
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
な
流
通
と
い
う
E
U
の
原
則
か
ら
、
こ
の
原
則
に
違
反
す

る
規
範
の
制
定
や
運
用
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
結
果
と
し
て
、
指
令
は
国
内
立
法
者
に
と
っ
て
拘
束
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（　

） 

こ
の
点
で
、
本
条
項
は
、
詐
欺
罪
と
同
様
、
欺
罔
行
為
を
要
件
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
詐
欺
罪
と
は
異
な
り
、
本
条
項
は
財
産
的
損
害
の
発

31

生
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
た
め
、
詐
欺
罪
の
先
行
構
成
要
件
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば L

am
p
e,

a.a.O
.(F

n.16),S.463; G
rib

k
ow

sk
y
,

a.a.O
.(F

n.6),S.60ff.; P
feiffer,

a.a.O
.(F

n.19),S.208f.; H
eck

er,
Strafbare

P
roduktw

erbung
im

L
ichte

des
G
em

einschaftsrechts,

2001,S.242; H
ellm

an
n

/
B
eck

em
p
er,

W
irtschaftsstrafrecht,2004,S.153; D

iem
er,

in:E
rbs

/
K
ohlhaas,§

16
R
n.28; G

reb
in
g
,

w
istra

1982,85; A
lex

an
d
er,

W
R
P

2004,410; T
�b

b
en

s,
W

R
P

2005,553;  
斉
藤
豊
治
「
消
費
者
保
護
と
経
済
刑
法
」
現
代
刑
事
法
三
〇

号
二
九
頁
。

（　

） 

B
T
-D

rs.15/1487
S.19.

32
（　

） 
 

不
公
正
な
取
引
行
為
の
禁
止
の
問
題
で
あ
る
が
、
三
条
二
項
三
文
に
は
こ
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

33
（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

1957,491;B
G
H

G
R
U
R

1959,365;B
G
H

G
R
U
R

1969,415;B
G
H

G
R
U
R

1970,425;B
G
H

G
R
U
R

1982,564;B
G
H

G
R
U
R

34
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1992,450;B
G
H

G
R
U
R

1993,127;B
G
H

G
R
U
R

1995,57.

（　

） 

L
in
d
ach

er,
G
K
-U

W
G
,2006,§

3
R
n
.150; D

oep
n
er,

V
erb

rau
ch

erleitb
ild

er
zu

r
A
u
sleg

u
n
g
d
es

w
ettb

ew
erb

srech
tlich

en

35
Irref�h

ru
n
g
sv

erb
ots

－
A
n
m
erk

u
n
g
en

zu
m

D
isk

u
ssion

sstan
d
,in

:F
S
-L

ieb
erk

n
ech

t,S
.175; d

ers.,
V
erb

rau
ch

erleitb
ild

er

zur
A
uslegung

des
w
ettbew

erbsrechtlichen
Irref�hrungsverbots,W

R
P

1997,1001; T
ilm

an
n
,
D
er
� verst�ndige

V
erbraucher�,

in:F
S-P

iper,1996,S.491; P
ip
er,

in:K
�hler

/
P
iper,G

esetz
gegen

den
unlauteren

W
ettbew

erb,3.A
ufl.,2002,§

3
R
n.56; P

au
ly
,

Z
u
r

P
rob

lem
atik

d
er

A
llein

stellu
n
g
sw

erb
u
n
g

u
n
ter

b
eson

d
erer

B
er�ck

sich
tig

u
n
g

v
on

B
G
H

W
R
P

1996,729
－

D
er

m
eistv

erk
au

fte
E
u
rop

as,W
R
P

1997,695; S
ack

,
D
ie

P
r�zisieru

n
g
d
es

V
erb

ru
ch

erleitsb
ild

es
d
u
rch

d
en

E
u
G
H
,W

R
P

1999,

401; d
ers.,

D
ie

A
u
sw

irk
u
n
g
en

d
es

eu
rop
�isch

en
R
ech

ts
au

f
d
as

V
erb

ot
irref�

h
ren

d
er

W
erb

u
n
g
,in

:S
ch

w
arze

(H
rsg

.),

W
erbung

und
W

erbeverbote
im

L
ichte

des
europ

�ischen
G
em

einschaftsrechts,1999,S.126f.  
同
旨
京
藤
哲
久
「
経
済
刑
法
に
お

け
る
詐
欺
罪
―
悪
徳
商
法
の
刑
法
的
規
制
と
詐
欺
罪
の
限
界
―
」
刑
雑
三
四
巻
二
号
三
二
六
、
三
三
一
頁
。
も
っ
と
も
、
京
藤
教
授
は
、
詐
欺

罪
の
場
合
は
注
意
深
い
人
を
基
準
と
さ
れ
て
い
る
（
三
二
五
頁
）。

（　

） 

E
m

m
erich

,
W

ettb
ew

erb
sb

esch
r�n

k
u
n
g
en

d
u
rch

d
ie

R
ech

tsp
rech

u
n
g
,
F
S
-G

ern
h
u
b
er,

1993,S
.870.  

同
旨 S

osn
itza,

36

W
ettbew

erbsbeschr�nkungen
durch

die
R
echtsprechung,1995,S.201; S

ch
�n

em
an

n
,
M
�ndigkeit

versus
Schutzbed

�rftigkeit,

F
S
-B

ran
d
n
er,1996,S

.293; M
artin

-E
h
lers,

D
ie

Irref�h
ru

n
g
sv

erb
ote

d
es

U
W

G
im

S
p
an

n
u
n
g
sfeld

d
es

freien
eu

rop
�isch

en

W
arenverkehrs,1996,S.74; D

reh
er,

D
er

V
erbraucher

－
D
as

P
hantom

in
der

opera
des

europ
�ischen

und
deutschen

R
echts?,

JZ
1997,174; D

au
ses,

Inform
ation

der
V
erbraucher

in
der

R
ehtsprechung

des
E
uG

H
,R

IW
1998,750f.

（　

） 

M
�llerin

g
,
D
as

R
echt

des
unlauteren

W
ettbew

erbs
in

E
uropa,W

R
P

1990,10.

37
（　

） 

J�n
ich

,
�
berh

�hte
V
erbotsstandards

im
U
W

G
?,1993,S.108; R

eese,
G
renz�berschreitende

W
erbung

in
der

E
urop

�ischen

38

G
em

einschaft,1994,S.107f.; W
ild

e,
E
urop

�isches
und

nationales
R
echt

des
unlauteren

W
ettbew

erbs,F
S-R

othoeft,1994,S.

209; E
n
g
ler,

Z
ur

L
ib
eralisieru

n
g
d
es

W
ettb

ew
erb

srech
ts,F

S
-P

ip
er,S

.199; K
r�

g
er,

D
ie

Z
u
l�ssig

k
eit

v
erg

leich
en

d
er

W
erb

u
n
g
au

fg
ru

n
d
g
em

ein
sch

aftsrech
tlich

er
V
org

ab
en

,1996,S
.119f.; N

ill,
a.a.O

.(F
n
.8),S

.137; L
eisn

er,
D
er

m
�
n
d
ig
e

V
erbraucher

in
der

R
echtsprechung

des
E
uG

H
,E

uZ
W

1991,502f.; H
oh

m
an

n
,
E
inw

irkungen
des

G
em

einschaftsrechts
auf

die
A
uslegung

von
§

3
U
W

G
unter

besonderer
B
er�cksichtigung

des
� becel�-U

rteils
des

B
V
erw

G
,W

R
P

1993,230; V
eelk

en
,
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G
em

ein
sch

aftsrech
tlich

e
E
in
w
irk

u
n
g
en

im
R
ech

t
d
es

u
n
lau

teren
W

ettb
ew

erb
s,E

W
S
1993,385; F

ezer,
E
u
rop
�isieru

n
g

d
es

W
ettb

ew
erb

srech
ts,

JZ
1994,

326;
S
tre

in
z
,
W

erb
u
n
g

f�
r

L
eb

en
sm

ittel－
V
erh
�ltn

is
L
eb

en
sm

ittel-u
n
d

W
ettb

ew
erb

srech
t,G

R
U
R

1996,30; M
ey

er,
B
em

erk
u
n
g
en

zu
r
� M

ars�-E
n
tsch

eid
u
n
g
d
es

E
u
G
H
,G

R
U
R

In
t.1996,101f.;

S
tein

b
eck

,
Z
u
r
E
u
rop

arech
tsk

on
form

en
A
u
sleg

u
n
g
d
es

Irref�h
ru

n
g
sv

erb
ots

n
ach

§
3
U
W

G
,E

W
S
1996,237f.; B

�
ttn

er,

D
ie

Irref�hrungsquote
im

W
andel,G

R
U
R

1996,534; L
eib

le,
K
fz-P

arallelim
porte

und
deutsches

Irref�hrungsverbot,W
R
P

1997,519; A
lb
rech

t,
E
urop

�isches
W

erberecht
und

seine
A
usw

irkungen
auf

das
deutsche

W
ettbew

erbsrecht,W
R
P

1997,

927.

（　

） 

Ｅ
Ｕ
裁
判
所
は
、
す
で
に
七
〇
年
代
末
以
降
消
費
者
重
視
を
打
ち
出
し
、
特
に
九
〇
年
代
以
降
、
情
報
を
提
供
さ
れ
た
注
意
深
い
理
性
的
な

39

平
均
的
消
費
者
が
広
告
表
示
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
基
礎
と
し
た
。
例
え
ば
、E

uG
H

Slg.1995,Ⅰ
－

1923;E
uG

H
Slg.1998,Ⅰ

－
4657;

E
uG

H
Slg.1999,Ⅰ

－
513;E

uG
H

Slg.2000,Ⅰ
－

117;E
uG

H
Slg.2000,Ⅰ

－
2297.   

従
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
は
供
給
者
に
よ
っ
て
提
供
さ

れ
た
情
報
を
認
識
し
な
か
っ
た
消
費
者
を
基
本
的
に
保
護
す
る
必
要
は
な
い
と
み
な
し
て
い
る
。
消
費
者
に
も
一
定
程
度
の
自
己
責
任
を
課
し

て
い
る
。

（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

1972,129.

40
（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

1996,910.

41
（　

） 

B
G
H

JZ
2000,1011.

結
論
に
お
い
て
判
例
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て L

ettl,
a.a.O

.(F
n.4),S.324.

42

 

こ
の
判
決
以
降
、
平
均
的
に
情
報
を
提
供
さ
れ
た
注
意
深
い
理
性
的
消
費
者
像
を
明
言
し
た
も
の
と
し
て
、B

G
H

G
R
U
R

2000,820;B
G
H

G
R
U
R

2000,1106;B
G
H

G
R
U
R

2001,1061;B
G
H

G
R
U
R

2002,81;B
G
H

W
R
P

2002,81;B
G
H

G
R
U
R

2002,160;B
G
H

G
R
U
R

2002,

182;B
G
H

G
R
U
R

2002,715;B
G
H

W
R
P

2002,1141;B
G
H

G
R
U
R

2003,163;B
G
H

G
R
U
R

2003,249;B
G
H

G
R
U
R

2003,361;B
G
H

G
R
U
R

2003,538;B
G
H

G
R
U
R

2003,626;B
G
H

G
R
U
R

2004,162;B
G
H

G
R
U
R

2004,244;B
G
H

G
R
U
R

2004,249;B
G
H

G
R
U
R

2004,

344;B
G
H

G
R
U
R

2004,435;B
G
H

W
R
P

2004,1024;B
G
H

G
R
U
R

2005,1061.

（　

） 

B
G
H

JZ
2000,1011;B

G
H

G
R
U
R

2002,81;B
G
H

G
R
U
R

2002,715;B
G
H

G
R
U
R

2004,244;B
G
H

W
R
P
,2004,735.  

こ
れ
に
対
し

43

て
ル
ー
ス
は
、
長
く
も
た
な
い
商
品
（
彼
は
こ
れ
を
経
験
財
〔E

rfahrungsg
�ter

〕
と
呼
ん
で
い
る
）
と
価
値
の
高
い
財
と
の
区
別
自
体
に
は

賛
成
し
て
い
る
も
の
の
、
前
者
の
広
告
に
偽
り
が
あ
っ
た
場
合
、
お
ざ
な
り
な
消
費
者
を
法
に
よ
っ
て
保
護
す
る
必
要
は
な
い
と
主
張
す
る
。
経
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験
財
の
場
合
、
消
費
者
は
自
ら
の
経
験
に
基
づ
い
て
商
品
の
品
質
や
広
告
内
容
の
真
実
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
偽
装
表

示
を
し
た
場
合
、
競
争
者
が
自
ら
損
害
を
被
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
経
験
財
に
対
す
る
誤
解
を
招
く
広
告
に
対
し
て
は
、
法
に
よ
る
規
制

よ
り
も
市
場
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
委
ね
た
方
が
は
る
か
に
効
果
的
に
除
去
で
き
る
と
す
る
（R

u
h
s,

a.a.O
.

〔F
n.8

〕 ,S.178f.

同
旨 B

eater,
D
ie

stillen
W

an
d
lu
n
g
en

d
es

W
ettb

ew
erb

srech
ts,JZ

2000,978

）。
な
お
、
大
阪
地
判
昭
和
三
五
年
三
月
三
〇
日
判
時
二
二
三
号
三
〇
頁
も

参
照
。

（　

） 

連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
解
に
賛
成
す
る
も
の
と
し
て B

orn
k
am

m
,
W

ettbew
erbs-und

K
artellrechtsprechung

zw
ischen

nationalem

44

u
n
d

eu
rop
�isch

em
R
ech

t,
in

:
G
ei�

/
N
eh

m
/
B
ran

d
n
er

/
H
ag

en
(H

rsg
.),

F
S
-B

G
H
,

2000,
S
.361;

T
ep

litzk
y
,

W
ettb

ew
erb

srech
tlich

e
A
n
sp

r�
ch

e
u
n
d
V
erfah

ren
,9.A

u
fl.,2007,S

.325; R
eich

,
B
u
ch

b
esp

rech
u
n
g
zu

N
iem
�ller

:S
tefan

,

D
as

V
erb

rau
ch

erleitb
ild

in
d
er

d
eu

tsch
en

u
n
d
eu

rop
�isch

en
R
ech

tsp
rech

u
n
g
,Z

H
R

164
(2000),438; B

eater,
JZ

2000,977f.;

N
ord

em
an

n
,
W

ie
sich

d
ie

Z
eiten

�n
d
ern

,W
R
P

2000,979; K
em

p
er

/
R
osen

ow
,
D
er

Irref�
h
ru

n
g
sb

eg
riff

au
f
d
em

W
eg

nach
E
uropa,W

R
P

2001,378.  
な
お
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
判
決
の
中
に
も
、
こ
の
見
解
に
親
近
性
を
示
す
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば E

uG
H

G
R
U
R

Int.,2005,44：

「
普
通
に
情
報
を
提
供
さ
れ
、
相
応
に

�

�

�

注
意
深
く
理
性
的
な
平
均
的
消
費
者
」（
傍
点
著
者
）。

（　

） 

R
u
h
s,

a.a.O
.(F

n.8),S.181; T
iller,

a.a.O
.(F

n.8),S.106; S
osn

itza,
in:P

iper
/
O
hly

/
Sosnitza,U

W
G
,§

5
R
n.120.

45
（　

） 

S
p
�tg

en
s,

Irref�hrende
W

erbung
－

V
erbraucherleitbild

－
M

arktforschung,W
R
P

2000,1026.

46
（　

） 

R
oth

,
Z
ur

T
ragw

eite
der

H
arm

onisierung
im

R
echt

des
unlauteren

W
ettbew

erbs,in:F
S-M

estm
�cker,1996,S.729.

47
（　

） 

B
eater,

Z
um

V
erh
�ltnis

von
europ

�ischem
und

nationalem
W

ettbew
erbsrecht,G

R
U
R

Int.2000,973.

48
（　

） 

R
u
h
s,

a.a.O
.(F

n.8),S.172,173,176f.

49
（　

） 

B
G
H
Z

13,244;B
G
H

G
R
U
R

1955,37;B
G
H

G
R
U
R

1983,512;B
G
H

G
R
U
R

1987,171;B
G
H

G
R
U
R

1993,920;B
G
H

W
R
P

1996,

50

729.

（　

） 

G
rib

k
ow

sk
y
,
a.a.O

.(F
n
.6),S

.91; L
in

d
ach

er,
G
K
-U

W
G
,§

3
R
n
.98; G

ru
h
l,

in
:M
�
ller-G

u
g
en

b
erg

er
/
B
ien

eck
(H

rsg
.),

51

W
irtsch

aftsstrafrech
t,4.A

u
fl.,2006,S

.1838; R
u
h
s,

a.a.O
.(F

n
.8),S

.116; B
orn

k
am

m
,
in
:K
�h

ler
/
B
orn

k
am

m
,§

5
R
n
.2.102;

T
ilm

an
n

/
O
h
d
e,

D
ie

M
indestirref�hrungsquote

im
W

ettbew
erbsrecht

und
im

G
esundheitsrecht

－
2.T

eil,G
R
U
R

1989,

301ff.; B
�
ttn

er,
G
R
U
R

1996,534.  
E
U
裁
判
所
に
よ
る
消
費
者
像
を
踏
ま
え
つ
つ
定
足
数
を
高
め
る
べ
き
と
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば 
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L
eib

le,
A
nm

.zu
E
uG

H
,U

rteilvom
16.7.1998

－
R
s.C

-210/96,E
uZ

W
1998,529; F

ezer,
M

odernisierung
des

deutschen
R
e

ch
ts

g
eg

en
d
en

u
n
lau

teren
W

ettb
ew

erb
au

f
d
er

G
ru

n
d
lag

e
ein

er
E
u
rop
�isieru

n
g
d
es

W
ettb

ew
erb

srech
t,W

R
P

2001,989,

992.

こ
れ
に
対
し
て
高
め
る
必
要
は
な
い
と
す
る
も
の
と
し
てS

ack
,
D
ie

A
u
sw

irk
un

gen,in:Schw
arze

(H
rsg.),a.a.O

.(F
n.35),S

.129.

一
方
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
も
の
を
確
定
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て L

ettl,
a.a.O

.(F
n.4),S.107.

（　

） 

O
tto,

in
:G

ro�
k
om

m
en

tar
U
W

G
,§

4
R
n
.34; H

ern
�n

d
ez,

a.a.O
.(F

n
.19),S

.188ff.; L
ettl,

a.a.O
.(F

n
.4),S

.184; d
ers.,

D
ie

52

w
ettbew

erbsw
idrige

A
d
hoc-M

itteilung,Z
G
R

2003,866; S
ch

erer,
D
ivergenz

und
K
ongruenz

der
R
echtsprechung

des
E
uG

H

u
n
d

d
es

B
G
H

zu
r

V
erb

rau
ch

erw
erb

u
n
g
,
W

R
P

1999,
994;

d
ies.,

N
orm

ativ
e

B
estim

m
u
n
g

v
on

V
erw

ech
slu

n
g
-u

n
d

Irref�hrungsgefahr
im

M
arkenrecht,G

R
U
R

2000,274f.,277.

（　

） 

H
eck

er,
a.a.O

.(F
n.31),S.314.

53
（　

） 

R
u
h
s,

a.a.O
.(F

n.8),S.182.

54
（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

2004,162.

55
（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

1966,445;B
G
H

G
R
U
R

1971,313;B
G
H

G
R
U
R

1987,171;B
G
H

G
R
U
R

1992,66;B
G
H

G
R
U
R

1992,70;B
G
H

W
R
P

56

1996,729.

こ
れ
に
賛
成
す
る
も
の
と
し
て B

au
m
b
ach

/
H
eferm

eh
l,

W
ettbew

erbsrecht,§
3
R
n.27f.; G

am
m
,
W

ettbew
erbsrecht,

B
d.1,5.A

ufl.,1987,S.681; B
�
ttn

er,
G
R
U
R

1996,540.  
も
っ
と
も
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
六
％
は
取
る
に
足
ら
な
い
数
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
（B

G
H

G
R
U
R

1991,680

）。

（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

1979,716;B
G
H

G
R
U
R

1981,71;B
G
H

G
R
U
R

1992,66.

57
（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

1980,797;B
G
H

G
R
U
R

1991,546.

58
（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

1987,171;B
G
H

G
R
U
R

1991,852;B
G
H

G
R
U
R

1992,66;B
G
H

G
R
U
R

1992,70;B
G
H

W
R
P

1993,239;B
G
H

G
R
U
R

59

1995,60;B
G
H

W
R
P

1996,729;B
G
H

G
R
U
R

1996,910;B
G
H

G
R
U
R

2004,162.

こ
の
最
後
の
判
決
で
連
邦
通
常
裁
判
所
は
一
五
％
か
ら

二
〇
％
の
混
乱
率
で
は
不
十
分
と
述
べ
て
い
る
。

（　

） 

F
u
h
rm

an
n
,
in:E

rbs
/
K
ohlhaas,Strafrechtliche

N
ebengesetze,U

W
G
,B

d.IV
,1997,§

4
R
n.17.

60
（　

） 

H
eck

er,
a.a.O

.(F
n.31),S.319f.

同
旨 R

u
h
s,

a.a.O
.(F

n.8),S.183.  
な
お
、T

ied
em

an
n
,
a.a.O

.(F
n.16),S.34; S

ch
rick

er,
Z
H
R

139

61

(1975),229; T
ilm

an
n

/
O
h
d
e,

G
R
U
R

1989,309

も
参
照
。
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（　

） 

重
要
性
要
件
を
支
持
す
る
者
は
、
そ
の
根
拠
を
、
不
正
競
争
防
止
法
五
条
a
の
不
作
為
に
よ
る
誤
解
招
来
規
定
に
求
め
る
。

62
（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

1960,563;B
G
H

G
R
U
R

1981,71;B
G
H

N
JW

-R
R

1991,1392.

63
（　

） 
B
G
H

G
R
U
R

1995,610;B
G
H

N
JW

1995,873;B
G
H

W
R
P

1996,1102;B
G
H

G
R
U
R

1998,949;B
G
H

G
R
U
R

1998,1043;B
G
H

G
R
U
R

64
1999,1011;B

G
H

N
JW

2000,1417;B
G
H

G
R
U
R

2003,446;B
G
H

W
R
P

2003,747.  
な
お
、
佐
久
間
修
「
最
近
の
判
例
に
お
け
る
窃
盗
罪

と
詐
欺
罪
の
限
界
―
電
子
マ
ネ
ー
の
不
正
取
得
と
自
動
機
械
か
ら
の
窃
取
を
素
材
と
し
て
―
」
曹
時
六
〇
巻
一
〇
号
一
四
頁
参
照
。

（　

） 

R
u
h
s,

a.a.O
.(F

n.8),S.183.

65
（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

1996,985.

66
（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

2003,631.

67
（　

） 

な
お
、
不
作
為
の
問
題
に
関
し
、
旧
四
条
二
項
は
、
企
業
所
有
者
の
了
解
を
得
て
従
業
員
が
可
罰
的
広
告
を
行
っ
た
と
き
、
企
業
所
有
者
は

68

正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
、
と
規
定
し
て
い
た
。
現
行
法
の
理
由
書
は
本
条
項
を
単
に
削
除
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
以

前
に
も
削
除
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
と
き
の
理
由
書
に
よ
る
と
、
企
業
の
所
有
者
ま
た
は
執
行
部
の
責
任
は
「
今
日
の
刑
法
の
原
則
と
一

致
し
え
な
い
責
任
推
定
を
含
ん
で
い
る
…
将
来
、
所
有
者
は
一
般
的
関
与
規
定
に
よ
っ
て
の
み
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
自
ら
の

企
業
に
よ
っ
て
誤
解
を
招
く
広
告
表
示
が
行
わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
保
障
人
的
義
務
が
企
業
の
所
有
者
ま
た
は
執
行
部
に
課
せ
ら

れ
る
…
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（B

T
-D

rs.8/2145,S.11f.

）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
参
考
と
な
ろ
う
。

（　

） 

B
G
H

N
JW

1989,763;B
G
H

W
R
P

1997,429.

69
（　

） 

B
G
H

G
R
U
R

1957,491;B
G
H

G
R
U
R

1999,1122
;B

G
H

G
R
U
R

1999,1125;B
G
H

G
R
U
R

2000,616; R
ich

ter,
S
trafb

are
W

erb
u

70

ng
beim

V
ertrieb

von
K
apitalanlagen,w

istra
1987,119; R

en
g
ier,

Strafbare
W

erbung
durch

U
nterlassen,in:F

S-O
tto,2007,

S.732.

（　

） 

K
G

JR
1973,428.

71
（　

） 

ボ
ル
ン
カ
ム
は
、
本
質
的
事
情
の
省
略
に
よ
っ
て
不
実
の
表
示
を
し
た
者
は
、
通
常
、
作
為
に
よ
っ
て
行
為
し
て
い
る
と
主
張
し
（B

orn
k
am

m
,

72

in:K
�hler

/
B
ornkam

m
,§

16
R
n.12

）、
こ
れ
を
作
為
の
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
レ
ン
ギ
ア
は
、
作
為
と
い
う
た

め
に
は
、
積
極
的
に
「
広
告
す
る
」
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
積
極
的
に
「
誤
解
を
招
く
よ
う
」
広
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
よ
り
詳
し

く
言
う
と
積
極
的
に
不
実
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
批
判
す
る
。（R

en
g
ier,

a.a.o.

〔F
n.70

〕 ,S.734

）。
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（　

） 

R
u
h
s,

a.a.O
.(F

n.8),S.188.

73
（　

） 

F
ezer,

D
as

w
ettbew

erbsrechtliche
V
ertragsaufl�sungsrecht

in
der

U
W

G
-R

eform
,W

R
P

2003,142.  

74
（　

） 
B
T
-D

rs.15/1487,S.19.
75

（　

） 
T
ied

em
an

n
,
a.a.O

.(F
n
.16),S

.37; B
orn

k
am

m
,
in
:K
�h

ler
/
B
orn

k
am

m
,§

16
R
n
.14; O

tto,
S
trafrech

tlich
e
A
sp

ek
te

d
er

76

A
nlageberatung,W

M
1988,735.B

G
H
St

24,272

以
来
、
判
例
も
こ
の
立
場
に
立
つ
。

（　

） 

K
em

p
f
/
S
ch

illin
g
,
w
istra

2007,46.

77
（　

） 

ケ
ム
プ
フ
・
シ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
要
素
は
客
観
的
構
成
要
件
が
受
け
入
れ
な
い
も
の
に
対
す
る
容
器
と
な
る
危
険
を
冒
し
て
い
る
た
め
不
要

78

で
あ
る
、
と
主
張
す
る
（K

em
p
f
/
S
ch

illin
g
,
w
istra

2007,44

）。

（　

） 

例
え
ば
「
オ
イ
ヤ
ー
」
事
件
が
あ
る
（E

uG
H
,U

rteilvom
22-09-1983

R
s
271/82,N

JW
1984,2022

）。

79

 

【
事
案
】
オ
イ
ヤ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ザ
ス
で
獣
医
と
し
て
開
業
し
て
い
た
が
、
彼
が
取
得
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
で
は
な
く
、
イ
タ
リ
ア

の
獣
医
師
免
許
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
国
内
免
許
な
き
開
業
は
処
罰
さ
れ
て
い
た
。
指
令
は
Ｅ
Ｕ
内
で
取
得
さ
れ
た
免
許
は
Ｅ
Ｕ
諸
国

内
で
は
全
て
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
指
令
を
ま
だ
国
内
法
化
し
て
い
な
か
っ
た
。

 

こ
の
事
件
に
対
し
て
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
刑
罰
法
規
は
Ｅ
Ｕ
法
優
位
の
ゆ
え
に
適
用
で
き
な
い
と
確
定
し
た
。

（　

） 

な
お
、
食
品
や
医
薬
品
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
内
で
の
完
全
調
和
化
が
目
指
さ
れ
て
い
る
た
め
、
各
加
盟
国
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ

80

指
令
よ
り
厳
格
な
国
内
規
定
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

（　

） 

不
公
正
な
取
引
慣
行
と
は
「
売
上
促
進
、
消
費
者
へ
の
商
品
の
販
売
ま
た
は
供
給
と
直
接
関
係
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
作
為
、
不
作
為
、
行
為
態

81

様
や
説
明
、
広
告
を
含
む
商
業
的
告
知
お
よ
び
生
業
を
営
む
者
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
で
あ
る
（
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
二
条
ｄ
）。
従
っ
て
、

こ
の
概
念
は
誤
解
招
来
広
告
指
令
の
「
広
告
」
概
念
を
含
む
。

（　

） 

特
別
規
定
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
規
定
が
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
た
め
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
は
補
充
規
定
に
す
ぎ
な
い
（
三
条
四
項
）。

82

そ
の
た
め
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
も
、
ば
ら
ば
ら
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
公
正
法
を
一
元
的
に
支
配
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
す

る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、B

�
llesb

ach
,
A
u
sleg

u
n
g
d
er

irref�
h
ren

d
en

G
esch

�ftsp
rak

tik
en

d
es

A
n
h
an

g
s
Ⅰ

d
er

R
ich

tlin
ie

2005/29/E
G
�ber

unlautere
G
esch
�ftspraktiken,2008,S.11.

（　

） 

不
公
正
取
引
慣
行
指
令
に
よ
り
、
誤
解
招
来
広
告
指
令
が
改
正
さ
れ
、
本
指
令
の
目
的
か
ら
消
費
者
保
護
が
削
除
さ
れ
た
。
今
後
消
費
者
保

83

49 ――ドイツ不正競争防止法における刑事規制



護
は
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
が
捕
捉
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（　

） 

一
方
、
こ
の
よ
う
に
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
が
そ
れ
に
よ
る
保
護
を
消
費
者
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
競
争
者
保
護
と
消
費
者

84

保
護
と
を
厳
格
に
区
別
す
る
こ
と
は
多
く
の
加
盟
国
の
法
規
定
と
反
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
態
に
即
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。

競
争
者
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
競
争
の
機
能
化
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
消
費
者
の
利
益
に
も
な
る
た
め
、
間
接
的
に
消
費
者
保
護
に
も
役
立
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、L

ettl,
a.a.O

.(F
n.4),S.27,30; d

ers.,
G
em

einschaftsrecht

und
neues

U
W

G
,
W

R
P

2004,
1088;

G
l�ck

n
er,

in:
H
arte-B

avendam
m

/
H
enning-B

odew
ig,

U
W

G
,
E
inl

B
R
n.176f.;

d
ers.,

R
ich

tlin
ien

v
orsch

lag
�
b
er

u
n
lau

tere
G
esch

�ftsp
rak

tik
en

,
d
eu

tsch
es

U
W

G
od

er
d
ie

sch
w
ierig

e
U
m

setzu
n
g
v
on

europarechtlichen
G
eneralklauseln,W

R
P

2004,938; G
eis,

D
as

L
auterkeitsrecht

in
der

rechtspolitischen
D
iskussion,in:F

S-

T
ilm

an
n
,2003,S

.127; R
u
h
s,

a.a.O
.(F

n
.8),S

.132; B
u
rm

eister,
B
el�stig

u
n
g
als

W
ettb

ew
erb

sv
ersto�

,2006,S
.31; D

eu
tsch

e

V
erein

ig
u
n
g

f�
r

g
ew

erb
lich

en
R
ech

tssch
u
tz

u
n
d

U
rh

eb
errech

t,
S
tellu

n
g
n
ah

m
e

zu
m
� G

r�
n
d
b
u
ch

zu
m

V
erbraucherschutz

in
der

E
urop

�ischen
U
nion
�,G

R
U
R

2002,408; M
ick

litz
/
K
e�

ler,
E
urop

�isches
L
auterkeitsrecht,G

R
U
R

Int.2002,895; K
�h

ler
/
B
orn

k
am

m
/
H
en

n
in
g
-B

od
ew

ig
,
V
orschlag

f�r
eine

R
ichtlinie

zum
L
auterkeitsrecht

und
eine

U
W

G
-

R
eform

,W
R
P

2002,1324; G
am

erith
,
N
eue

H
erausforderungen

f�r
eine

europ
�isches

L
auterkeitsrecht,W

R
P

2003,162; d
ers.,

D
er

R
ichtlinienvorschlag

�ber
unlautere

G
esch
�ftspraktiken

－
M
�glichkeiten

einer
harm

onischen
U
m
setzung,W

R
P

2005,

413; S
osn

itza,
D
as

K
oordinatensystem

des
R
echts

des
unlauteren

W
ettbew

erbs
im

Spannungsfeld
zw

ischen
E
uropa

und

D
eutschland,G

R
U
R

2003,741; H
en

n
in
g
-B

od
ew

ig
,
Stellungnahm

e
des

M
ax-P

lanck-Instituts
zum

V
orschlag

einer
R
ichtlinie

�ber
unlautere

G
esch
�ftspraktiken

vom
18.6.2003

und
einer

V
erordnung

�ber
die

Z
usam

m
enarbeit

im
V
erbraucherschutz

vom
18.7.2003,G

R
U
R

Int.2003,926f.; d
ies.,

R
ichtlinienvorschlag

�ber
unlautere

G
esch
�ftspraktiken

und
U
W

G
-R

eform
,G

R
U
R

In
t.2004,189; K

�h
ler

/
L
ettl,

D
as

g
elten

d
e
eu

rop
�isch

e
L
au

terk
eitsrech

t,d
er

V
orsch

lag
f�

r
ein

e
E
G
-R

ich
tlin

ie
�
b
er

unlautere
G
esch
�ftspraktiken

und
die

U
W

G
-R

eform
,W

R
P

2003,1033; S
eich

ter,
D
er

U
m
setzungsbedarf

der
R
ichtlinie

�ber

unlautere
G
esch
�ftspraktiken,W

R
P

2005,1088.   
ま
た
、
最
近
、
ビ
ュ
レ
ス
バ
ッ
ハ
は
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
を
B
２
C
に
限
定
す
る

こ
と
に
対
し
て
、
上
記
問
題
点
以
外
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
枠
組
み
の
断
片
化
に
つ
な
が
る
と
し
て
こ
れ
を
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
誤
解
を

招
く
広
告
か
ら
競
争
者
を
保
護
す
る
の
は
依
然
と
し
て
誤
解
招
来
広
告
指
令
で
あ
る
が
、
こ
の
指
令
は
あ
く
ま
で
最
低
基
準
で
あ
る
た
め
、
消
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費
者
保
護
の
基
準
に
関
し
て
加
盟
国
を
拘
束
す
る
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
と
の
間
に
基
準
差
が
生
じ
か
ね
な
い
と
す
る
（B

�
llesb

ach
,
a.a.O

.

〔F
n
.82

〕 ,S
.16f.

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
公
正
取
引
慣
行
指
令
の
考
慮
事
由
六
号
と
八
号
に
お
い
て
、
消
費
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
間
接
的
に

競
争
者
の
保
護
に
つ
な
が
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
消
費
者
保
護
以
外
に
規
範
の
適
用
範
囲
を
拡
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
、

加
盟
国
間
に
政
治
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、G

l�ck
n
er,

W
R
P

2004,937f.

参
照
。

（　

） 

も
っ
と
も
、
委
員
会
は
、
六
条
、
七
条
お
よ
び
補
遺
Ⅰ
に
よ
っ
て
誤
解
を
招
く
取
引
慣
行
の
ほ
と
ん
ど
を
補
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

85

五
条
の
一
般
条
項
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
ま
れ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（K

O
M

〔2003

〕356
endg

�ltig,S.14
R
n.52

）。

（　

） 

B
�
llesb

ach
,
a.a.O

.(F
n.82),S.25; K

�h
ler

/
L
ettl,

W
R
P

2003,1040f.

86
（　

） 

Ｅ
Ｕ
法
に
は
こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
対
し
て
、
ル
ー
ス
は
、

87

こ
れ
で
は
消
費
者
を
過
度
に
保
護
す
る
こ
と
と
な
り
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
基
礎
に
あ
る
情
報
を
提
供
さ
れ
た
理
性
的
消
費
者
像
と
調
和
し
な
い
う

え
に
、
取
引
慣
行
が
不
公
正
か
否
か
は
個
々
の
事
例
ご
と
に
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
（R

u
h
s,

a.a.O
.

〔F
n.

8

〕 ,S.135

）。

（　

） 

不
公
正
取
引
慣
行
指
令
考
慮
事
由
一
七
号
。

88
（　

） 

そ
の
た
め
、「
反
論
で
き
な
い
推
測
」（B

orn
k
am

m
,
in:K

�hler
/
B
ornkam

m
,§

5
R
n.1.27

）
と
か
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」（G

l�ck
n
er

89

/
H
en

n
in
g
-B

od
ew

ig
,
E
G
-R

ich
tlin

ie
�b

er
u
n
lau

tere
G
esch

�ftsp
rak

tik
en

:W
as

w
ird

au
s
d
em
� n

eu
en
�
U
W

G
?,W

R
P

2005,13

23; B
�
llesb

ach
,
a.a.O

.

〔F
n.82

〕 ,S.32

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（　

） 

こ
れ
に
関
し
て V

eelk
en

,
K
undenfang

gegen
�ber

V
erbraucher,W

R
P

2004,17f.

参
照
。

90
（　

） 

K
�h

ler,
Z
ur

U
m
setzung

der
R
ichtlinie

�ber
unlautere

G
esch
�ftspraktiken,G

R
U
R

2005,797; G
old

m
an

n
,
F
achausschuss

91

f�r
W

ettbew
erbs-und

M
arkenrecht,G

R
U
R

2005,1019f.; S
eich

ter,
W

R
P

2005,1095.

（　

） 

林
眞
琴
「
国
際
化
と
刑
事
法
―
国
際
犯
罪
対
策
と
の
関
連
に
お
い
て
」
ジ
ュ
リ
一
三
七
〇
号
一
三
五
頁
、O

eh
ler,

D
er

eu
rop
�isch

e

92

B
innenm

arkt
und

sein
w
irtschaftsstrafrechtlicher

Schutz,in:F
S-B

aum
ann,1992,S.561; A

ch
en

b
ach

,
a.a.O

.(F
n.3),S.188; R

�ter,

H
arm

onie
trotz

D
issonanz,Z

StW
105

(1993),39; W
eig

en
d
,
Strafrecht

durch
internationale

V
ereinbarungen

－
V
erlust

an

n
ation

aler
S
trafrech

tsk
u
ltu

r,Z
S
tW

105
(1993),785; O

tto,
D
as

C
orp

u
s
Ju

ris
d
er

strafrech
tlich

en
R
eg

elu
n
g
en

zu
m

S
ch

u
tz

der
finanziellen

Interessen
der

E
urop

�ischen
U
nion,Jura

2000,98; T
ied

em
an

n
,
G
egenw

art
und

Z
ukunft

des
E
urop

�ischen
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S
trafrech

ts,Z
S
tW

116
(2004),947; D

an
n
eck

er,
D
as

m
aterielle

S
trafrech

t
im

S
p
an

n
u
n
g
sfeld

d
es

R
ech

ts
d
er

E
u
rop
�isch

en

U
nion

(T
eilⅠ

),Jura
2006,95; R

osen
au

,
Z
ur

E
urop

�isierung
im

Strafrecht,Z
IS

2008,19

参
照
。

（　

） 

例
え
ば T

ied
em

an
n
,
W

ettbew
erb

als
R
echtsgut

des
Strafrechts,in:F

S-M
�ller-D

ietz,2001,S.905; d
ers.,

L
K
,12.A

ufl.,2008,
93

V
or

§
298

R
n
.2,§

298
R
n
.6,§

299
R
n
.1; M

itsch
,
S
trafrech

t
B
T

T
eil.2,2001,S

.257,269; G
r�

tzn
er,

D
ie

S
an

k
tion

ieru
n
g
v
on

Subm
issionsabsprachen,2003,S.457ff.; S

ch
�n

k
e

/
S
ch

r�d
er

/
H
ein

e,
StG

B
,V

or
§

298ff.R
n.2; L

ack
n
er

/
K
�
h
l,

StG
B
,26.

A
u
fl.,2007,§

298
R
n
.1,§

299
R
n
.1; D

an
n
eck

er,
D
er

strafrech
tlich

e
S
ch

u
tz

d
es

W
ettb

ew
erb

s,in
:F

S
-T

ied
em

an
n
,2008,S

.

794f.; A
rzt

/
W

eb
er

/
H
ein

rich
/
H
ilg

en
d
orf,

S
trafrech

t
B
T
,2.A

u
fl.,2009,S

.661,1253; F
isch

er,
S
tG

B
,V

or
§

298
R
n
.6;

K
orte,

B
ek
�m

pfung
der

K
orruption

und
Schutz

des
freien

W
ettbew

erbs
m
it

den
M

itteln
des

Strafrechts,N
StZ

1997,516;

O
tto,

W
ettbew

erbsbeschr�nkende
A
bsprachen

beiA
usschreibungen,§

298
StG

B
,w

istra
1999,42;  

小
林
敬
和
「
ド
イ
ツ
刑
法

二
九
八
条
（
入
札
談
合
罪
）
新
規
定
の
問
題
点
」
高
岡
法
学
一
一
巻
二
号
四
三
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
由
競
争
は
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

る
べ
き
法
益
で
は
な
い
と
主
張
す
る
者
と
し
て
、
例
え
ば O

ld
ig
s,

M
�g

lich
k
eiten

u
n
d
G
ren

zen
d
er

strafrech
tlich

en
B
ek
�m

p
fu

n
g

von
Subm

issionsabsprachen,1998,S.128; d
ers.,

D
ie

Strafbarkeit
von

Subm
issionsabsprachen

nach
dem

neuen
§

298
StG

B
,

w
istra

1998,294; L
�
d
erssen

,
E
ntkrim

inalisierung
des

W
irtschaftsrechts,1998,S.193f.; d

ers.,
Strafrechtliche

Interventionen

im
S
y
stem

d
es

W
ettb

ew
erb

s,in
:D

ah
s
(H

rsg
.),K

rim
in
elle

K
artelle?,1998,S

.55; d
ers.,

D
ie

S
y
m
b
iose

v
on

M
ark

t
u
n
d
S
taat

－
auseinanderdividiert

durch
Strafrecht?,StV

1997,320; M
au

rach
/
S
ch

roed
er

/
M

aiw
ald

,
Strafrecht

B
T

T
eil.2,9.A

ufl.,

2005,S.238f.; P
rag

al,
D
ie

K
orruption

innerhalb
des

privaten
Sektors

und
ihre

strafrechtliche
K
ontrolle

durch
§

299
StG

B
,

2006,S.134; A
ch

en
b
ach

,
a.a.O

.(F
n.3),S.104ff.,245.

（　

） 

平
成
二
一
年
版
警
察
白
書
一
三
九
頁
。

94
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