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通
信
販
売
で
、
広
告
を
見
て
試
供
品
だ

と
思
っ
て
申
し
込
ん
だ
ら
、
定
期
的
に
商

品
を
購
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

相
談
事
例

　

新
聞
広
告
を
見
て
、
１
回
６
０
０
円
で

お
試
し
の
健
康
食
品
を
電
話
で
注
文
し
た

ら
、
数
日
後
代
引
き
で
届
き
、
代
金
を
支

払
い
受
け
取
っ
た
。
１
か
月
後
に
同
じ
商

品
が
届
い
た
が
、
請
求
書
も
な
か
っ
た
の

で
無
料
だ
と
思
い
飲
ん
で
し
ま
っ
た
。
さ

ら
に
１
か
月
後
、
６
千
円
の
振
込
用
紙
と

と
も
に
ま
た
健
康
食
品
が
送
ら
れ
て
き
た

た
め
、
業
者
に
連
絡
し
た
と
こ
ろ
「
期
日

ま
で
に
断
り
の
電
話
が
な
か
っ
た
の
で
、

定
期
購
入
に
な
っ
て
い
る
。
」
と
言
わ
れ

た
。ア

ド
バ
イ
ス

　

通
信
販
売
を
利
用
す
る
場
合
は
、
商
品

の
特
徴
や
価
格
だ
け
で
な
く
、
購
入
や
返

品
の
条
件
、
送
ら
れ
て
き
た
商
品
に
同
封

さ
れ
た
書
類
な
ど
に
つ
い
て
も
し
っ
か
り

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

消
費
者
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
１
８
８
番
の

案
内
開
始
に
つ
い
て

　

消
費
生
活
相
談
窓
口
等
を
案
内
す
る

「
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
が
、
７
月
１

日
か
ら
、
３
桁
の
電
話
番
号
「
１
８
８
」

（
嫌い
や

や
！
）
に
な
り
ま
し
た
。

　

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
は
、
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
等
の
連
絡
先
を
ご
存
知
で
な
い

消
費
者
の
方
に
、
お
近
く
の
消
費
生
活
相

談
窓
口
を
ご
案
内
し
ま
す
。

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
電
話
番
号
が
お

分
か
り
に
な
る
方
は
、
今
ま
で
ど
お
り
、

直
接
、
最
寄
り
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ

お
か
け
く
だ
さ
い
。

覚
え
て
く
だ
さ
い 

　
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

 

☎
１イ

８ヤ
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（
嫌
や
！
泣
き
寝
入
り
）

お
問
い
合
わ
せ

　

佐
渡
市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
佐
和
田
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
内
）

　
（
平
日
）
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　

☎
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「
試
供
品
」の
は
ず
が
定
期
購
入
に
？

― 

通
信
販
売
の
思
わ
ぬ
落
と
し
穴
に
ご
注
意
く
だ
さ
い 

―

金
の
道
「相あ

い

川か
わ

街か
い

道ど
う

」
①

　

江
戸
時
代
に
、佐
渡
は
幕
府
が
直
轄
す
る

天
領（
幕
府
領
）に
な
り
ま
し
た
。

　

相
川
が
佐
渡
の
行
政
の
中
心
地
と
な
り
、

佐
渡
陣
屋（
佐
渡
奉
行
所
）が
拠
点
と
な
っ

て
佐
渡
の
隅
々
ま
で
管
轄
す
る
体
制
が
整

え
ら
れ
た
の
で
す
。こ
の
大
き
な
目
的
は
、皆

さ
ん
が
ご
存
知
の
通
り
、近
世（
安
土
桃
山

か
ら
江
戸
時
代
）初
頭
に
相
川
の
山
中
に

金
銀
山
が
開
発
さ
れ
、

そ
れ
を
管
理
す
る
こ

と
で
し
た
。

　

鉱
山
か
ら
産
出
さ

れ
た
上
納
金
銀（
御

用
金
）を
幕
府
に
送
る

道
。
佐
渡
支
配
の
役

人
達
が
江
戸
と
相
川
を
往
復
す
る
道
。幕
府

か
ら
の
御
用
状（
公
文
書
）を
運
ぶ
道
。さ
ら

に
は
、鉱
山
で
働
く
水
替
無
宿
人
を
運
ぶ
道
。

鉱
山
で
使
う
様
々
な
資
材
、物
資
を
運
ぶ
道
。

　

そ
し
て
、５
万
人
と
も
６
万
人
と
も
い
わ

れ
る
大
都
市
・
相
川
に
暮
ら
す
人
達
の
食
料
、

や
生
活
用
品
な
ど
を
運
ん
だ
道
。商
業
の
取

引
や
、遊
山（
観
光
）、学
問
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
目
的
を
持
っ
て
相
川
を
訪
れ
る
人
達
が

楽
し
み
な
が
ら
、あ
る
い
は
苦
し
み
な
が
ら

歩
い
た
道
。ま
さ
に
今
の
国
道
と
同
じ
使
命

と
価
値
を
も
っ
た
道
が
こ
こ
で
言
う「
相
川

街
道
」で
す
。

　

３
回
と
い
う
わ
ず
か
な
予
定
で
す
が
、近

世
か
ら
近
代
初
頭
ま
で
の
道
を
辿
り
な
が

ら
、佐
渡
の
産
業
、社
会
生
活
な
ど
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

相
川
街
道
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、江
戸
時

代
に
は「
街
道
」と
い
う
呼
び
方
は
出
て
き

ま
せ
ん
。そ
の
頃
の
言
い
方
は
、例
え
ば「
相

川
道
中
」「
相
川
往
還
」「
相
川
道
」と
い
う

言
い
方
を
し
て
い
ま
し
た
。明
治
政
府
が
発

行
し
た「
皇
国
地
誌
」と
い
う
報
告
書
に「
街

道
」と
い
う
言
い
方
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

同
じ
道
で
も
呼
び
方
が
違
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。相
川
か
ら
小
木
へ
行
く
場
合
は
、

豊
田
ま
で
は
相
川
道
で
、そ
の
先
は
小
木
道

と
な
り
ま
す
。小
木
か
ら
相
川
へ
向
か
う
と

き
は
、ず
っ
と
相
川
道
で
す
。ま
た
、古
い
道

と
い
う
と
一
里
塚
を

思
い
出
す
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
。
佐
渡

で
の
一
里
塚
築
造
は

遅
か
っ
た
よ
う
で
、大

久
保
長
安
入
国
以
来

お
よ
そ
50
年
後
に
な

り
ま
す
。相
川
札
の
辻
を
基
点
に
し
て
小
木

道
中
で
は
九
里
八
町
の
間
に
９
か
所
作
ら

れ
ま
し
た
。こ
の
う
ち
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形

を
残
し
て
い
る
の
は
、羽
茂
地
区
村
山
に
あ

り
ま
す
。ほ
か
に
は
崩
れ
て
は
い
る
が
形
が

残
っ
て
い
る
も
の
が
３
か
所
あ
る
の
み
で
、あ

と
は
消
滅
し
て
い
ま
す
。

◆
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

佐
渡
学
セ
ン
タ
ー（
佐
渡
博
物
館
内
）
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復原された佐渡奉行所

中山の一里塚


