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悪
質
通
販
サ
イ
ト
を
巡
る

ト
ラ
ブ
ル
に
ご
注
意

消
費
者
力

ア
ッ
プ
通
信

相
談
窓
口　
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
☎
１い

や

や
８
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平
日
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分
は
商
工
観
光
課
内

消
費
生
活
相
談
窓
口
に
、
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の

10
時
～
12
時
、13
時
～
16
時
は
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

 

社
会
教
育
課　
☎
（
９
６
２
）
５
９
５
２

問

　

通
販
サ
イ
ト
で
ウ
イ
ス
キ
ー
の
注
文
を

行
な
っ
た
。
商
品
は
、代
金
支
払
い
後
に
、発
送

す
る
と
メ
ー
ル
で
連
絡
が
あ
り
、
７
，
０
０
０

円
を
事
業
者
か
ら
指
定
さ
れ
た
個
人
名
義
の
銀

行
口
座
に
振
り
込
ん
だ
。
そ
の
後
、
連
絡
が
な

い
た
め
発
送
状
況
を
尋
ね
る
メ
ー
ル
を
３
回

送
っ
た
が
返
信
が
な
い
。
商
品
が
届
か
な
い
の

で
全
額
返
金
し
て
ほ
し
い
。

●
�

購
入
前
に
悪
質
通
販
サ
イ
ト
で
は
な
い
か
、

よ
く
確
認
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
特
定

商
取
引
法
に
基
づ
く
表
示
の
「
会
社
概
要
」

な
ど
の
ペ
ー
ジ
を
チ
ェッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

●
�

銀
行
振
込
の
際
に
は
、サ
イ
ト
運
営
者
と
口
座

名
義
人
が
同
一
で
あ
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

●

プ
リ
ペ
イ
ド
型
電
子
マ
ネ
ー
を
コ
ン
ビ
ニ
で
購

入
し
、そ
の
情
報
を
メ
ー
ル
等
で
伝
え
る
よ
う

求
め
ら
れ
た
場
合
は
応
じ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

●
�

ト
ラ
ブ
ル
に
あ
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、す
ぐ

に
決
済
関
連
事
業
者
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

相談事例アドバイス

夜よ
た
か
そ
ば

鷹
蕎
麦
平
ら
げ
さ
ら
に
更
け
に
け
り	

大
西
　
一
教

自
分
の
事
「
僕
」
か
ら
「
俺
」
に
春
兆
す	

相
原
　
憲
子

息そ
く
さ
い災
を
祈
る
七な
な
く
さ草
浅あ
さ
み
ど
り
緑	

篠
崎
　
伶
子

先
づ
見
上
げ
磴
五
十
段
初
詣	

長
曽
我
部
弓
子

大
根
を
一
本
抜
い
て
夕
支
度	

中
岡
セ
ツ
コ

踏
む
た
び
に
リ
ズ
ム
の
生
ま
れ
霜し
も
ば
し
ら

柱	
長
戸
ふ
じ
子

夜
鷹
蕎
麦
ひ
っ
そ
り
曳ひ

い
て
帰
り
け
り	
野
村
タ
カ
子

枝
々
に
声
散
ら
し
ゆ
く
初は
つ
す
ず
め
雀	

葊
末
　
榮
子

茸き
の
こ
や
ま山め

ざ
す
こ
の
道
獣け
も
の
み
ち径	

福
岡
い
つ
子

歓
楽
の
街
更
け
て
ゆ
き
夜
鷹
蕎
麦	

竹
内
　
成
美

笛
の
音
の
長
く
弾
き
ず
る
夜
鷹
蕎
麦	

松
林
　
静
子

年
金
の
中
よ
り
少
し
お
年
玉	

宮
田
　
弘
道

年
明
け
や
自
杖
歩
き
を
許
さ
れ
て	

向
井
　
章
子

二ふ
つ
か日
は
や
土
新
し
き
土も
ぐ
ら
づ
か

竜
塚	

向
井
　
初
子

き
れ
ぎ
れ
に
笛
の
聞
こ
え
り
夜よ
な
き
そ
ば

鳴
蕎
麦	

森
　
　
安
子

珠た
ま

を
移
動
さ
せ
、
計
算
を
す
る
道
具
で
す
。

古
代
中
国
で
は
竹
の
棒
（
算さ
ん
ぎ木
）
な
ど
を
使
っ

て
計
算
し
て
い
ま
し
た
が
、
14
世
紀
ご
ろ
に
そ
ろ

ば
ん
が
普
及
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
に
は
、
中
国
か
ら
貿
易
商
に
よ
っ
て
持
ち

込
ま
れ
、室
町
時
代
後
半
に
商
人
を
中
心
に
広
ま
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
庶
民
の

間
で
も
寺
子
屋
や
私
塾
な
ど
で
教
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

明
治
時
代
に
入
る
と
、
学
校
教
育
で
そ
ろ
ば
ん
の

授
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
、

珠
の
数
は
５
珠
１
つ
、
１
珠
５
つ
で
し
た
が
、
昭
和

時
代
に
入
り
、
現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
る
４
つ
珠
そ

ろ
ば
ん
（
５
珠
が
１
個
、
１
珠
が
４
個
）
が
主
流
に

な
り
ま
し
た
。

電
卓
や
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
の
普
及
に
よ
り
、

そ
ろ
ば
ん
は
一
時
衰
退

し
ま
し
た
が
、
近
年
で

は
右
脳
が
鍛
え
ら
れ
る

と
い
っ
た
効
果
が
期
待

さ
れ
る
な
ど
、
再
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
ろ
ば
ん
む
か
し
の
道
具

（
砥
部
む
か
し
の
く
ら
し
館
所
蔵
）

夜よ
た
か
そ
ば

鷹
蕎
麦（
夜よ
な
き
そ
ば

鳴
蕎
麦
）…
江
戸
時
代
の
風
物
の

ひ
と
つ
で
、
夜
に
売
り
歩
く
屋
台
の
蕎
麦
屋
。

三
冬
（
10
月
・
11
月
・
12
月
）
の
季
語
。

初は
つ
す
ず
め
雀
…
元
日
の
雀
。

二ふ
つ
か日

…
正
月
二
日
の
こ
と
。

今
回
の
主
な
季
語


