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政
党
の
除
名
処
分
と
司
法
審
査

昭
和
六
〇
年
㈹
第
四
号
家
屋
明
渡
等
請
求
事
件
・
最
高
裁
第
三
小
法

廷
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
〇
日
判
決
（
上
告
棄
却
）
・
判
例
時
報
一

三
〇
七
号
一
二
三
頁

【
事
実
の
概
要
】

　
長
年
政
党
X
に
貢
献
し
て
き
た
X
幹
部
党
員
Y
の
活
動
の
便
宜
を
計
る

た
め
に
、
X
は
X
所
有
の
建
物
を
Y
に
使
用
さ
せ
て
き
た
。
そ
の
後
X
と

Y
の
間
の
対
立
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
X
は
Y
を
党
幹
部
か
ら
解
任
し
、

続
い
て
党
か
ら
除
名
し
た
。
そ
し
て
X
は
Y
に
対
し
そ
れ
ま
で
使
用
さ
せ

て
い
た
X
所
有
の
建
物
の
明
渡
を
求
め
た
が
、
Y
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
た

め
、
X
が
建
物
の
明
渡
及
び
賃
料
相
当
損
害
金
の
支
払
を
求
め
出
訴
し
た
。

　
争
点
は
、
①
本
件
建
物
の
X
Y
間
の
使
用
関
係
と
政
党
X
の
処
分
と
の

関
わ
り
、
②
政
党
X
の
な
し
た
党
員
Y
に
対
す
る
処
分
が
司
法
審
査
の
対

象
と
な
る
か
否
か
、
ま
た
そ
の
場
合
の
審
査
規
準
、
の
二
つ
で
あ
っ
た
。

　
一
審
東
京
地
裁
（
東
京
地
裁
八
王
子
支
部
民
事
三
部
昭
和
五
八
年
五
月
三
〇
日
判
決
・
判
例
時
報
｝
○
八
五
号
七
七
頁
）
、
二
審
東
京
高
裁

（
東
京
高
裁
民
事
二
部
昭
和
五
九
年
九
月
二
五
日
判
決
・
判
例
時
報
一
ご
二
四
号
八
七
頁
）
共
に
、
①
に
つ
い
て
は
、
Y
の
X
に
対

す
る
功
績
と
幹
部
と
し
て
の
地
位
を
前
提
と
し
た
相
応
の
処
遇
及
び
Y
の

任
務
遂
行
を
保
障
す
る
目
的
に
基
づ
く
、
X
施
設
の
特
別
使
用
関
係
で
あ

り
、
Y
が
X
内
部
に
お
け
る
地
位
を
失
っ
た
場
合
に
は
X
の
求
め
に
応
じ

て
建
物
を
明
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
②
に
つ
い

て
は
、
一
・
二
審
共
に
、
政
党
の
自
律
性
と
公
共
性
を
指
摘
し
、
政
党
の

処
分
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
審
査
が
、
政
党
所
定
手
続
と
の
適
合
性
と

当
該
手
続
自
体
の
「
公
正
さ
」
の
是
非
の
審
査
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
も
の

と
し
た
。
ま
た
二
審
は
、
こ
れ
に
加
え
制
裁
権
の
濫
用
の
有
無
に
関
し
て

も
審
査
の
対
象
と
な
る
と
し
た
。
そ
し
て
一
・
二
審
共
に
、
X
の
除
名
処

分
を
有
効
と
認
め
、
X
の
請
求
を
認
容
し
た
。
こ
れ
に
対
し
Y
が
上
告
し

た
。

【
判
旨
】

　
上
告
棄
却
。

　
　
「
政
党
は
、
政
治
上
の
信
条
、
意
見
等
を
共
通
に
す
る
者
が
任
意
に
結

成
す
る
政
治
結
社
で
あ
っ
て
、
内
部
的
に
は
、
通
常
、
自
律
的
規
範
を
有

し
、
そ
の
成
員
で
あ
る
党
員
に
対
し
て
政
治
的
忠
誠
を
要
求
し
た
り
、
一

定
の
統
制
を
施
す
な
ど
の
自
治
権
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
民
が
そ

の
政
治
的
意
思
を
国
政
に
反
映
さ
せ
実
現
さ
せ
る
た
め
の
最
も
有
効
な
媒

．
体
で
あ
っ
て
、
議
会
制
民
主
主
義
を
支
え
る
上
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要

な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
人
に
対
し
て
、

政
党
を
結
成
し
、
又
は
政
党
に
加
入
し
、
も
し
く
は
そ
れ
か
ら
脱
退
す
る

自
由
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
政
党
に
対
し
て
は
、
高
度
の
自
主
性
と
自
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律
性
を
与
え
て
自
主
的
に
組
織
運
営
を
な
し
う
る
自
由
を
保
障
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
右
の
よ
う
な
政
党
の
性
質
、
目
的
か
ら
す
る
と
、

自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
政
党
を
結
成
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
加
入
し
た
以

上
、
党
員
が
政
党
の
存
立
及
び
組
織
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
、
目
己
の
権

利
や
自
由
に
一
定
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
の
も
ま
た
当
然
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
政
党
の
結
社
と
し
て
の
自
主
性
に
か
ん
が
み
る
と
、
政
党
の

内
部
的
自
律
権
に
属
す
る
行
為
は
、
法
律
に
特
別
の
定
め
の
な
い
限
り
尊

重
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
政
党
が
組
織
内
の
自
律
的
運
営
と
し
て
党
員
に

対
し
て
し
た
除
名
そ
の
他
の
処
分
の
当
否
に
つ
卦
て
は
、
原
則
と
し
て
自

律
的
な
解
決
に
委
ね
る
の
を
相
当
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
政
党
が
党
員
に

、
対
し
て
し
た
．
処
分
が
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
内
部

的
な
問
題
に
ど
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
裁
判
所
の
審
判
権
は
及
ば
な
い
と
い
う

べ
き
で
あ
り
、
他
方
、
右
処
分
が
一
般
市
民
と
し
て
の
権
利
利
益
を
侵
害

す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
右
処
分
の
当
否
は
、
当
該
政
党
の
自
律
的
に
定

め
た
規
範
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
右

規
範
に
照
ら
し
、
右
規
範
を
有
し
な
い
と
き
は
条
理
に
基
づ
き
、
適
正
な
・

手
続
に
則
っ
て
な
さ
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
審

理
も
右
の
点
に
限
ら
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
－

　
本
件
記
録
に
よ
れ
ば
、
被
上
告
人
は
前
記
説
示
に
係
わ
る
政
党
と
い
う

こ
と
が
で
き
、
本
訴
請
求
は
、
要
す
る
に
、
被
上
告
人
と
上
告
人
と
の
間

9
で
、
－
上
告
人
が
党
幹
部
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

そ
の
任
務
の
遂
行
を
保
障
す
る
目
的
で
上
告
人
に
党
施
設
と
し
て
の
本
件

建
物
を
使
用
収
益
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
が
、

上
告
人
が
被
上
告
人
か
ら
除
名
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
本
件
建
物

の
明
渡
及
び
賃
料
相
当
損
害
金
の
支
払
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

右
請
求
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
他
方
、

右
請
求
の
原
因
と
し
て
の
除
名
処
分
は
、
本
来
、
政
党
の
内
部
規
律
と
し

て
そ
の
自
治
的
措
置
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
当
否

に
つ
い
て
は
、
適
正
な
手
続
を
履
践
し
た
か
否
か
の
観
点
か
ら
審
理
判
断

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
所
論
の
点
に
関
す
る
原
審
の
認
定
は
、

原
判
決
挙
示
の
証
拠
関
係
に
照
ら
し
正
当
と
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
右

事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
被
上
告
人
は
、
自
律
的
規
範
と
し
て
党
規
約
を
有

し
、
本
件
除
名
処
分
は
右
規
範
に
則
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
、
右
規
約
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
特
段
の
事
情
の
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
主
張
立
証
も
な
い
本
件
に
お
い
て
は
、
そ
の
手
続
に
は
何
ら
の
違
法

も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
右
除
名
処
分
は
有
効
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
。

【
評
釈
】

　
一
　
日
本
国
憲
法
は
政
党
に
つ
い
て
何
ら
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、

そ
の
存
在
は
、
従
前
よ
り
最
高
裁
に
よ
っ
て
、
「
議
会
制
民
主
主
義
を
支

え
る
不
可
欠
の
要
素
」
且
つ
「
国
民
の
政
治
的
意
思
を
形
成
す
る
最
も
有

力
な
媒
体
」
と
し
て
「
当
然
に
予
定
」
さ
れ
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
て

い
た
（
最
高
裁
大
法
廷
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
判
決
・
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
）
。
但
し
、
そ
こ
で
は
政
党
の
存
在
の
承

認
が
実
定
法
遅
い
か
な
る
効
果
を
有
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
明
ら
か
で

は
な
か
っ
た
。
本
件
は
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
問
題
の
一
つ
た
る
政
党
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の
内
部
自
治
1
1
内
部
紛
争
解
決
の
自
律
性
及
び
そ
こ
へ
の
司
法
権
介
入
の

限
界
に
つ
き
、
わ
が
国
最
高
裁
が
判
断
を
下
し
た
初
の
事
例
で
あ
る
。

　
二
　
新
堂
教
授
の
示
す
い
わ
ゆ
る
「
二
段
審
理
」
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、

本
件
の
よ
う
な
団
体
内
部
の
紛
争
が
問
題
と
な
る
事
例
に
お
い
て
は
、
第

一
段
審
理
と
し
て
、
訴
訟
物
自
体
に
つ
い
て
「
法
律
上
の
争
訟
性
」
が
認
め

ら
れ
る
か
否
か
が
審
理
さ
れ
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、
第
二
段
審

理
と
し
て
、
処
分
の
効
力
の
有
無
の
審
査
が
一
定
の
無
効
原
因
の
み
の
審

査
に
限
定
し
て
行
な
わ
れ
る
（
籍
堂
幸
司
「
審
判
権
の
限
界
1
一
団
体
の
自
治
の
尊
重
と
切
関
係
か
ら
」
「
講
座
民
事
訴
訟
②
訴
の
提
起
」
　
（
一
九
八
四
年
二
二
頁
）
。

そ
こ
で
、
第
一
に
、
政
党
の
内
部
紛
争
解
決
手
段
た
る
処
分
が
司
法
権
に

よ
っ
て
審
理
・
裁
断
さ
れ
得
る
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

　
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
は
、
第
一
に
、
当
事
者
間
の
具
体
的
法
律
関
係

乃
至
権
利
義
務
関
係
に
関
す
る
争
い
で
あ
っ
て
、
且
つ
第
二
に
、
そ
れ
が

法
令
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
も
の
で
あ
る
（
醐
執
耀
収
舵

音
脚
雪
雲
穂
獅
験
録
雌
叢
一
欝
、
）
。
従
っ
て
、
政
党
の
内
部
紛
争
が
、
具
体
的

法
律
関
係
或
い
は
権
利
義
務
関
係
に
関
わ
ら
ず
、
単
に
政
党
内
部
の
党
員

の
地
位
乃
至
役
職
の
み
に
関
わ
る
紛
争
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
司
法
審
査

の
対
象
た
る
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
は
な
ら
な
い
。
政
党
法
に
よ
っ
て
政

党
と
そ
の
党
員
と
の
間
の
関
係
に
つ
き
、
そ
の
権
利
義
務
関
係
か
ら
紛
争

解
決
手
続
に
至
る
ま
で
規
定
す
る
西
ド
イ
ツ
（
篇
鮎
…
％
巨
船
画
聖
跨
”
解
鳶
鴫

讐
騨
蝿
刈
N
）
と
異
な
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
政
党
内
部
の
役
職
．
地

位
の
み
に
関
わ
る
よ
う
な
政
党
の
純
然
た
る
内
部
紛
争
自
体
は
何
ら
実
定

法
上
の
要
件
事
実
を
構
成
せ
ず
、
「
法
律
上
の
争
訟
」
の
第
｝
の
要
件
で

あ
る
「
当
事
者
間
の
具
体
的
法
律
関
係
乃
至
権
利
義
務
関
係
に
関
す
る
争

い
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
司
法
権
に
よ
っ
て
審
理
・
裁
断
さ
れ
得
る

「
法
律
上
の
争
訟
」
を
構
成
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
名

古
屋
地
裁
の
決
定
が
、
「
政
党
の
自
律
権
は
で
き
る
だ
け
尊
重
す
べ
き
で

あ
り
、
党
員
に
対
し
政
党
が
し
た
処
分
の
当
否
に
つ
い
て
は
当
該
党
員
と

し
て
で
は
な
く
、
一
般
市
民
と
し
て
有
す
る
権
利
（
以
下
「
市
民
的
権

利
」
と
い
う
）
を
侵
害
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
、
司
法
審
査

の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、

政
党
の
行
な
っ
た
処
分
の
う
ち
、
「
除
名
処
分
お
よ
び
点
在
党
員
措
置
決

定
［
…
…
］
は
、
そ
の
処
分
の
性
質
自
体
に
照
ら
し
党
員
の
市
民
的
権
利

を
侵
害
す
る
余
地
は
な
い
か
ら
、
政
党
の
有
す
る
自
律
権
の
範
囲
に
属
し

こ
れ
ら
処
分
の
当
否
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
」
（
名
古
歴
地
裁
民
事
｝
部
昭
和
五
三
年
一
…
月
二
〇
日
決
定
・
判
例
時
報
九
二
七
号
二
五
…
頁
）
と
し
た
。
「
政
党
の
内
部

的
自
律
権
に
属
す
る
行
為
は
、
法
律
に
特
別
の
定
め
の
な
い
限
り
尊
重
す

べ
き
で
あ
る
か
ら
、
政
党
が
組
織
内
の
自
律
的
運
営
と
し
て
党
員
に
対
し

て
し
た
除
名
そ
の
他
の
処
分
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
自
律
的

な
解
決
に
委
ね
る
の
を
相
当
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
政
党
が
党
員
に
対
し

て
し
た
処
分
が
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
内
部
的
な

問
題
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
裁
判
所
の
審
判
権
は
及
ば
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
る
」
と
す
る
本
判
決
も
こ
れ
と
同
じ
立
場
で
あ
り
、
一
・
二
審
判
決

よ
り
も
明
確
な
判
断
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
「
第
一
段
審
理
」
に
お
い
て
、
次
の
問
題
と
な
る
の
が
、

政
党
の
内
部
紛
争
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
市
民
法
秩
序
」
と
関
係
を
有
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す
る
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
し
て
、
裁
判
所
の
審
査
の
対
象
と
な
る
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
は
「
法
律
上
の
争
訟
」
を
構
成
せ
ぬ
政
党

の
処
分
が
「
法
律
上
の
争
訟
」
の
前
提
問
題
と
し
て
裁
判
所
の
審
理
の
前

に
持
ち
出
さ
れ
る
か
否
か
は
、
「
市
民
法
秩
序
」
上
の
訴
訟
物
と
政
党
の

処
分
1
1
党
内
の
地
位
変
動
と
の
間
の
繋
が
り
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ

の
点
、
政
党
に
よ
る
除
名
処
分
及
び
点
在
党
員
決
定
は
司
法
審
査
の
対
象

外
と
し
た
、
先
の
名
古
屋
地
裁
決
定
が
、
そ
こ
で
の
原
告
が
就
い
て
い
た

県
勤
務
員
の
地
位
解
任
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
司
法
審
査
の
対
象
と
し
た

点
が
想
起
さ
れ
る
。
即
ち
、
そ
こ
で
は
、
「
県
勤
務
員
は
、
給
与
名
下
に
金

員
が
支
給
ざ
れ
、
有
償
で
あ
る
点
に
お
い
て
市
民
的
権
利
に
つ
ら
な
る
側

面
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
お

い
て
政
党
の
自
律
権
は
制
約
を
受
け
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
本
件
解
任
処

分
の
当
否
は
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」

（
判
例
時
報
九
二
七
号
二
五
二
頁
）
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
本
件
一
・
二
審
判
決
は
、
本
件
建
物
の
利
用
関
係
に
つ
き
、

Y
の
入
居
の
経
緯
・
目
的
か
ら
、
建
物
使
用
料
の
徴
収
状
況
と
そ
の
使
用

料
の
低
廉
性
に
至
る
ま
で
の
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
そ
れ
を
単
な
る

党
内
施
設
の
利
用
関
係
で
も
な
く
、
ま
た
一
般
の
賃
貸
関
係
で
も
な
い
と

し
、
そ
れ
を
Y
の
党
内
に
お
け
る
地
位
の
存
続
に
基
づ
く
「
党
内
施
設
の

特
別
の
使
用
関
係
」
と
解
し
、
Y
の
党
内
の
地
位
変
動
臆
そ
れ
を
喪
失
さ

せ
る
政
党
の
処
分
と
訴
訟
物
と
の
繋
が
り
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
（
甥
騰

轍
｛
。
訳
一
華
か
輌
翌
旦
）
。
本
判
決
も
こ
れ
と
判
断
を
同
じ
く
す
る
。
要
す
る

に
、
政
党
の
処
分
は
、
「
市
民
法
秩
序
」
上
の
権
利
義
務
関
係
変
動
に
繋
が

り
の
あ
る
前
提
条
件
と
さ
れ
た
場
合
に
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
本
判
決
は
こ
の
繋
が
り
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
鑑

み
れ
ば
、
逆
に
、
本
件
の
建
物
利
用
関
係
が
一
般
の
賃
借
契
約
に
基
づ
く

等
、
そ
れ
自
体
政
党
内
部
の
地
位
と
繋
が
り
を
持
た
ぬ
場
合
、
裁
判
所
は

政
党
の
処
分
に
関
し
て
は
審
査
を
な
し
得
な
い
と
言
え
よ
う
。

　
三
　
問
題
な
の
は
、
「
法
律
上
の
争
訟
」
の
第
｝
の
要
件
は
満
た
す
も
、

第
二
の
要
件
を
満
た
さ
ぬ
場
合
で
あ
る
。
宗
教
団
体
の
内
部
紛
争
が
問
題

と
な
っ
た
事
件
に
つ
い
て
の
判
決
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
紛
争
が
具
体

的
な
権
利
義
務
乃
至
法
律
関
係
に
関
す
る
紛
争
の
形
式
を
と
り
、
そ
の
結

果
信
仰
の
対
象
の
価
値
又
は
宗
教
上
の
教
義
に
関
す
る
判
断
は
請
求
の
当

否
を
決
す
る
に
つ
い
て
の
前
提
問
題
だ
と
し
て
も
、
係
争
が
実
質
的
に
宗

教
上
の
教
義
の
解
釈
を
巡
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
、
信
教
の
自
由
の
観
点

か
ら
、
こ
れ
を
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
非
ず
と
し
た
（
一
瞥
漿
重
奏
融
縫
目
賄

醸
既
ヨ
賂
肥
鴨
）
。
こ
れ
と
同
じ
扱
い
が
政
党
に
関
し
て
も
妥
当
す
る
の
か
と

い
う
問
題
は
本
件
で
は
提
起
さ
れ
て
い
な
い
。

　
四
　
紛
争
が
「
第
一
段
審
理
」
を
ク
リ
ア
ー
し
、
「
法
律
上
の
争
訟
」
と

し
て
裁
判
所
の
前
に
持
ち
出
さ
れ
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
第
二
段
審
理
」

に
お
い
て
、
政
党
の
自
治
の
範
囲
が
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
政
党
に

よ
る
党
員
の
除
名
処
分
に
対
す
る
司
法
審
査
の
規
準
が
問
題
と
な
る
。

　
い
わ
ゆ
る
「
二
段
審
理
」
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
第
一
に
、

団
体
の
自
律
的
決
定
の
存
否
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
団
体
の

所
定
機
関
が
所
定
の
手
続
に
従
っ
て
一
定
の
決
定
を
行
な
っ
た
と
い
う
一

連
の
外
形
的
事
実
、
ま
た
か
か
る
所
定
手
続
が
な
い
場
合
に
は
、
処
分
が
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団
体
の
意
思
決
定
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
に
足
る
外
形
的
事

実
を
団
体
側
で
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
団
体
所
定
手

続
上
の
処
分
の
適
式
さ
、
処
分
の
内
容
と
そ
の
処
分
自
由
と
の
間
の
著
し

い
不
均
衡
の
有
無
等
が
問
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
処
分
の
効
力
を
争
う
側

に
、
処
分
の
効
力
を
否
定
す
る
よ
う
な
重
大
な
自
由
の
存
在
に
つ
い
て
の

主
張
・
立
証
の
責
任
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
主
張
・
立
証
が
尽
く
さ
れ
な

い
と
き
に
は
、
処
分
の
効
力
を
否
定
す
る
理
由
な
し
と
し
て
、
処
分
は
有

効
と
判
断
さ
れ
る
（
新
堂
幸
司
・
前
掲
二
二
・
三
頁
）
。

　
こ
の
定
式
は
一
般
的
に
は
肯
定
さ
れ
る
が
、
実
際
の
具
体
的
な
適
用
に

お
け
る
裁
判
所
の
審
査
の
積
極
性
乃
至
消
極
性
は
、
政
党
の
内
部
自
治
の

性
格
と
範
囲
、
根
本
的
に
は
政
党
の
憲
法
上
の
地
位
の
理
解
如
何
に
よ
る

と
言
え
る
。
本
判
決
の
述
べ
る
よ
う
に
、
政
党
は
一
方
に
お
い
て
自
主
的

な
政
治
結
社
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
が
、
他
方
そ
れ
と
同
時
に
国
民
の
政

治
的
意
思
形
成
に
仕
え
る
べ
き
高
度
の
公
共
性
を
有
す
る
。
一
・
二
審
が

政
党
の
公
共
性
か
ら
政
党
の
内
部
自
治
に
対
す
る
民
主
制
原
理
を
通
じ
て

の
一
定
の
制
約
及
び
そ
こ
へ
の
司
法
審
査
の
比
較
的
積
極
的
な
介
入
を
要

求
す
る
の
と
は
反
対
に
、
最
高
裁
は
そ
の
よ
う
な
公
共
性
の
側
面
に
は
積

極
的
な
介
入
の
根
拠
を
見
出
さ
ぬ
限
定
的
な
審
査
の
態
度
を
示
す
。

　
一
審
判
決
に
よ
れ
ば
、
「
政
党
と
い
え
ど
も
憲
法
上
認
め
ら
れ
た
団
体

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
政
府
機
構
に
よ
る
支
配
的
地
位
を
獲
得
し
、
或

い
は
こ
れ
を
維
持
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政

党
の
組
織
や
運
営
が
民
主
主
義
の
原
理
に
則
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
憲
法
上
当
然
の
要
請
で
あ
り
、
問
題
と
す
る
余
地
の
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
結
社
の
自
由
に
属
す
る
政
党
内
部
の
制
裁
処

分
も
公
正
な
手
続
に
よ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
か
ら
、
当
該
処
分
の

手
続
自
体
が
著
し
く
不
公
正
で
あ
っ
た
り
、
当
該
処
分
が
政
党
内
部
の
手

続
規
定
に
違
背
し
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
司
法
審
査

の
対
象
と
し
、
そ
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
」
（
判
例
時
報
一
〇
八
五
号
八
四
頁
）
。
ま
た
二
審
判
決
は
、
民
主
主
義
に
則
っ

た
「
公
正
な
手
続
」
の
要
請
に
つ
き
、
こ
れ
と
同
旨
の
見
解
を
示
し
た
う

え
で
、
更
に
、
「
構
成
員
の
権
利
利
益
へ
の
配
慮
」
の
要
請
を
挙
げ
、
ヨ
リ

具
体
的
・
積
極
的
に
審
査
権
の
範
囲
に
つ
い
て
示
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

政
党
の
処
分
は
、
そ
れ
が
個
人
の
権
利
・
利
益
の
侵
害
を
も
た
ら
す
場
合
、

当
該
処
分
の
手
続
自
体
が
著
し
く
不
公
正
で
あ
っ
た
り
、
当
該
処
分
が
政

党
内
部
の
手
続
規
定
に
違
背
し
て
な
さ
れ
た
等
の
手
続
的
な
問
題
に
つ
い

て
は
、
裁
判
所
が
そ
の
適
否
を
判
断
で
き
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
当
該
処

分
を
課
す
べ
き
理
由
の
有
無
、
又
は
当
該
処
分
選
択
の
相
当
性
等
の
実
体

的
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
政
党
の
内
部
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
、

そ
の
適
否
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
ず
、
「
た
だ
、
当
該
処
分
の
理
由

の
有
無
の
認
定
が
著
し
く
恣
意
に
わ
た
り
又
そ
の
処
分
の
選
択
が
不
法
な

動
機
に
基
づ
き
あ
る
い
は
制
裁
の
目
的
を
著
し
く
逸
脱
す
る
等
の
制
裁
権

の
濫
用
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
み
司
法
審
査
の
対
象
と
な
り
得
る
と

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
（
懸
盤
鱒
盤
…
伽
読
遡
鋸
押
鯛
牌
撫
獲
弘
灘
罎
雛
償
議
ρ

鱒
麟
轍
盤
陀
磐
石
欄
）
。

　
こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
は
、
司
法
審
査
の
及
ぶ
範
囲
を
ヨ
リ
限
定
的
に

解
し
て
い
る
。
曰
く
、
政
党
の
「
処
分
が
一
般
市
民
と
し
て
の
権
利
利
益
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を
侵
害
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
右
処
分
の
当
否
は
、
当
該
政
党
の
自
律

的
に
定
め
た
規
範
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
か

ぎ
り
右
規
範
に
照
ら
し
、
右
規
範
を
有
し
な
い
と
き
は
条
理
に
基
づ
き
、

適
正
な
手
続
に
則
っ
て
な
さ
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
審
査
も
右
の
点
に
限
ら
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

そ
し
て
、
「
除
名
処
分
は
、
本
来
、
政
党
の
内
部
規
律
と
し
て
そ
の
自
治
的

措
置
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
は
、

適
正
な
手
続
を
履
践
し
た
か
否
か
の
観
点
か
ら
審
理
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
（
伽
髭
類
縫
羅
舗
欝
．
幼
務
粒
娚
郡
輩
齪
熱
二
黒
刑
罪

堅
雪
蘇
勲
望
潮
薄
墨
騨
璽
鐘
盤
蟻
3
蕉
婁
・
奪
訳
）
。

　
五
　
さ
て
、
最
高
裁
の
立
場
に
対
し
て
は
既
に
幾
つ
か
の
批
判
的
吟
味

が
な
さ
れ
て
い
る
。
大
沢
教
授
は
、
本
判
決
に
従
え
ば
結
社
の
自
由
と
し

て
保
障
さ
れ
る
政
党
の
内
部
的
規
律
権
は
、
原
則
的
に
司
法
権
の
介
入
を

許
さ
な
い
が
、
「
結
社
の
自
由
も
一
定
の
内
在
的
制
約
に
服
す
る
は
ず
で

あ
る
か
ら
、
政
党
の
内
部
処
分
に
対
す
る
司
法
権
の
介
入
が
ま
っ
た
く
あ

り
え
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
問
題
は
介
入
の
範
囲
、
限
界
と
い
う
こ
と
に

な
る
」
（
大
沢
秀
介
「
政
党
内
部
の
自
治
と
司
法
権
」
法
学
教
室
一
〇
五
号
（
一
九
八
九
年
）
八
九
頁
）
と
言
い
、
日
本
国
憲
法
が
、
西

ド
イ
ツ
基
本
法
一
＝
条
一
項
三
文
の
よ
う
な
、
政
党
の
内
部
秩
序
を
民
主

制
の
諸
原
則
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
を
要
請
す
る
憲
法
上
の
規
定
を
欠
い
て

い
る
点
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
「
本
判
決
の
述
べ
る
よ
う
に
、
政
党
が
国
民

と
国
政
と
の
媒
介
機
構
で
あ
り
、
議
会
制
民
主
主
義
の
重
要
な
担
い
手
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
政
党
は
高
度
の
公
共
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の

組
織
や
運
営
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
民
主
化
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
党
内
部
の
制
裁
処
分
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
が
公
正
な
手
続
に
し
た
が
っ
た
か
否
か
が
司
法
審
査
の
対
象
に
な
る

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
（
大
沢
秀
介
・
前
掲
八
九
頁
）
と
し
、
政
党

の
制
裁
処
分
手
続
の
「
公
正
さ
」
の
審
査
を
求
め
る
（
融
臥
繕
言
履
賊
体
選

評
欝
憾
の
の
講
論
霧
情
事
艦
肋
秘
挙
々
騰
講
こ
の
講
黒
眉
諺
講
婿
拗
胴
寄

居
騨
墨
客
黒
血
ダ
↑
）
。
ま
た
藤
井
教
授
も
、
「
一
般
論
と
し
て
、
全
く

手
続
的
側
面
の
審
査
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
か
は
疑
問
で
あ
る
」
（
講
麟
蘇
撮

物
螂
六
野
辻
認
燗
バ
鑓
ヨ
無
恥
）
と
述
べ
、
ヨ
リ
踏
み
込
ん
だ
審
査
権
の
行
使
を

認
め
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
政
党
の
機
能
の
重
要
さ
ゆ
え
に
司
法
権
の
ヨ
リ
積
極
的

な
介
入
を
求
め
る
立
場
が
あ
る
一
方
で
、
本
件
一
・
二
審
判
決
に
対
す
る

評
釈
に
お
い
て
、
自
由
主
義
的
民
主
主
義
の
徹
底
と
い
う
観
点
か
ら
、
司

法
権
の
介
入
を
最
低
限
に
押
さ
え
る
見
解
も
み
ら
れ
た
点
が
銘
記
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
落
合
助
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
日
本
国
憲
法
は
自
由
主
義
的

民
主
主
義
、
と
り
わ
け
そ
の
中
核
た
る
政
治
的
思
想
の
自
由
競
争
を
思
想

的
基
盤
と
七
て
い
る
。
従
っ
て
、
違
憲
の
反
体
制
政
党
も
憲
法
秩
序
内
に

包
摂
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
反
民
主
主
義
政
党
に
対

し
て
、
党
内
民
主
主
義
を
憲
法
上
要
請
し
、
公
権
力
を
伴
う
形
で
そ
れ
を

貫
徹
し
う
る
と
解
す
る
こ
ど
は
論
理
矛
盾
と
い
え
よ
う
。
政
党
の
内
部
秩

序
が
民
主
的
原
則
に
適
合
す
べ
き
こ
と
を
、
な
ん
ら
か
の
法
的
強
制
力
を

伴
う
形
で
要
求
す
る
こ
と
は
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
よ
う
」
（
下
船

黙
灘
醐
下
振
喩
話
盛
書
庫
権
虻
臥
）
。

　
六
　
思
う
に
、
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
公
正
さ
」
と
い
う
一
元
的
観
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点
で
は
な
く
、
処
分
が
政
党
の
「
正
式
な
」
処
分
と
し
て
成
立
し
た
か
と

い
う
政
党
所
定
規
範
上
の
処
分
の
「
論
式
さ
」
と
そ
の
国
家
法
上
の
規
範

的
理
非
の
峻
別
と
い
う
二
元
的
観
点
に
従
っ
て
裁
判
所
の
審
査
権
の
範
囲

を
規
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
当
該
訴
訟
物
の
前
提
問
題
と
し
て
審

理
さ
れ
る
政
党
内
部
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
こ
れ
を
国
家
法
上

の
規
範
的
理
非
の
面
か
ら
審
理
す
る
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
一
般
市

民
法
」
上
の
権
利
義
務
関
係
に
変
動
を
及
ぼ
す
前
提
条
件
た
る
処
分
の
存

否
及
び
政
党
所
定
規
範
上
の
「
適
式
さ
」
に
お
い
て
の
み
審
理
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
処
分
決
定
の
在
り
方
に
つ
き
1
手
続
面
に
せ
よ

実
体
面
に
せ
よ
1
公
権
力
の
眼
か
ら
求
め
ら
れ
る
特
別
の
規
範
的
正
当

性
を
要
求
す
る
に
は
、
実
定
法
上
の
根
拠
を
要
す
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
、

い
わ
ゆ
る
「
公
正
さ
」
と
政
党
規
約
上
の
「
適
式
さ
」
を
一
元
的
に
捉
え

た
一
・
二
審
判
決
と
異
な
り
、
両
者
を
区
別
す
る
本
判
決
は
適
切
で
あ
る
。

　
成
程
、
そ
の
よ
う
な
二
元
的
観
点
を
採
っ
た
う
え
で
も
、
一
・
二
審
判

決
の
言
う
よ
う
な
、
政
党
の
機
能
の
重
要
性
ゆ
え
の
公
共
性
に
介
入
根
拠

を
見
出
す
見
解
も
あ
り
得
る
。
確
か
に
、
現
実
の
政
治
的
意
思
形
成
過
程

に
お
け
る
政
党
の
機
能
（
徴
葦
手
甲
形
星
羅
灘
駅
緻
田
圃
国
難
4
熾
籏
筋
瀬
誰
郡

租）

ﾌ
、
他
の
団
体
・
結
社
一
般
と
は
区
別
さ
れ
得
る
高
度
の
公
共
性
は
、

そ
の
言
葉
こ
そ
違
え
本
判
決
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
公
共
性
は
、

国
家
権
力
に
よ
る
政
党
内
部
秩
序
の
統
制
を
「
憲
法
上
当
然
の
要
請
」
と

し
て
論
理
必
然
的
に
は
要
請
し
な
い
（
に
御
嚇
臥
雲
鶴
難
論
磁
瞠
ゆ
欄
噺
線
簸
饒

姻
○
）
。
民
主
制
の
「
礎
石
」
と
t
て
の
政
党
の
内
部
秩
序
、
特
に
党
員
の

除
名
処
分
に
関
し
、
手
続
的
な
「
公
正
」
が
政
党
法
に
よ
っ
て
最
低
限
確

保
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
政
党
内
民
主
制
の
最
低
限
が
確
保
さ
れ
て
い
る

西
ド
イ
ツ
と
異
な
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
法
制
上
の
最
低

限
の
規
制
が
な
く
、
こ
れ
を
司
法
権
の
積
極
的
な
介
入
に
よ
っ
て
補
お
う

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
か
の
地
西
ド
イ
ツ
の

制
度
は
、
わ
が
国
と
異
な
る
民
主
制
の
根
本
哲
学
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
と
同
様
の
目
標
を
追
求
せ
ん
と
す
る
の
は
妥
当
と
は
言
い
難
い

（
西
ド
イ
ツ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
≦
臨
7
臣
ヨ
置
0
5
昇
9
0
P
息
r
o
り
．
凸
O
跨
．
）
。
既
に
憲
法
上
政
党
の
内
部
秩
序
に
対
す

る
公
権
力
の
介
入
が
認
め
ら
れ
て
い
る
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
政
党
の

除
名
処
分
に
対
す
る
司
法
審
査
が
手
続
面
の
み
か
実
体
面
も
含
む
の
か
と

い
う
議
論
が
成
立
し
得
る
が
、
そ
れ
は
、
「
政
党
内
部
秩
序
の
民
主
制
」
と

い
う
、
憲
法
上
の
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
を
巡
る
争
い
で
あ
る
（
栖
御
町

諜
筆
　
家
声
罷
叢
．
難
課
戸
（
鋸
．
漿
娼
）
。
．
」
の
点
わ
が
国
で

は
そ
の
よ
う
な
目
的
自
体
が
前
提
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
政
党
の
内
部
秩

序
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
憲
法
は
西
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
同
一
の
公
権
的
統

制
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
政
党
の
内
部
秩
序
に

対
す
る
規
制
の
不
存
在
は
、
決
し
て
制
度
上
の
不
十
分
さ
を
示
す
も
の
で

は
な
く
、
わ
が
国
の
徹
頭
徹
尾
自
由
主
義
的
な
民
主
制
の
基
本
原
理
と
い

う
前
提
の
帰
結
で
も
あ
る
。
政
党
が
国
政
の
中
で
果
た
す
役
割
の
重
要
さ

に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
内
部
秩
序
の
「
公
正
さ
」
が
そ
の
党
員
の
た
め
に
の

み
な
ら
ず
、
広
く
国
民
の
側
か
ら
も
望
ま
れ
よ
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
確

保
は
決
し
て
公
権
力
の
介
入
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
主
権
者
た
る
国
民
の

不
断
の
監
視
の
下
、
政
治
的
な
実
践
に
お
い
て
な
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
も
の

で
あ
る
（
参
照
、
阿
部
照
哉
「
政
党
」
芦
部
信
喜
他
編
『
基
本
法
学
ニ
ー
団
体
」
（
一
九
八
三
年
）
】
七
〇
頁
、
手
島
孝
「
憲
法
学
の
開
拓
線
1
一
政
党
一
行
政
国
家
の
法
理
を
求
め
て
！
」
四
一
頁
．
）
か
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ら
、
こ
こ
で
、
公
権
力
た
る
司
法
権
の
介
入
を
「
憲
法
上
当
然
の
要
請
」

と
し
て
無
批
判
に
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
従
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
、
政
党
内
部

の
紛
争
処
理
の
民
主
的
「
公
正
さ
」
を
保
障
す
べ
き
任
務
も
権
限
も
持
た

ず
、
そ
の
審
査
権
の
行
使
は
限
定
的
た
る
べ
き
で
あ
る
。
政
党
の
処
分
が

　
「
適
正
に
な
さ
れ
た
か
否
か
」
の
判
断
は
、
処
分
の
理
非
を
、
司
法
権
、

従
っ
て
公
権
力
の
眼
に
よ
っ
て
計
る
も
の
で
な
く
、
当
該
政
党
の
規
範
体

系
に
従
っ
た
適
正
さ
を
計
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
政
党
規
約
上
の

手
続
も
し
く
は
「
条
理
」
に
照
ら
し
た
審
査
は
、
そ
の
処
分
が
「
正
式
」

－
な
も
の
か
否
か
を
計
る
に
と
ど
ま
る
と
言
え
よ
う
。
裁
判
所
に
と
っ
て
は
へ

訴
訟
物
の
前
提
問
題
た
る
政
党
の
処
分
は
、
そ
の
政
党
所
定
規
範
上
の

　
「
影
干
さ
」
の
み
が
訴
訟
物
の
裁
断
に
と
っ
て
必
要
な
判
断
材
料
で
あ
り
、

そ
の
「
公
正
さ
」
と
い
う
国
家
法
規
範
上
の
理
非
の
判
断
は
任
務
外
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
一
・
二
審
判
決
と
異
な
り
、
「
民
主
主
義
の
原
理
」

に
基
づ
く
「
公
正
な
手
続
」
の
中
に
、
政
党
の
処
分
の
理
非
の
審
査
規
準

を
「
憲
法
上
当
然
の
要
請
」
と
し
て
見
出
さ
な
い
本
判
決
の
立
場
は
、
そ

の
限
り
に
お
い
て
適
切
で
あ
る
。

　
他
方
、
本
判
決
で
は
、
党
規
約
が
「
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
の
特
段

の
事
情
」
が
審
査
規
準
と
し
て
示
さ
れ
る
。
こ
れ
が
一
・
二
審
判
決
の
示

す
「
民
主
主
義
の
原
理
」
に
基
づ
く
「
公
正
な
手
続
」
の
要
請
と
同
義
の

規
準
を
示
す
の
か
、
或
い
は
別
の
規
準
を
意
図
す
る
も
の
な
の
か
、
と
い
、

う
問
い
へ
の
回
答
如
何
に
よ
っ
て
は
、
政
党
の
内
部
秩
序
に
対
す
る
司
法

権
介
入
の
幅
広
い
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
点
、
本
判
決
は
新
た
な

問
題
を
提
起
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
具
体
的
意

味
内
容
に
つ
い
て
の
本
判
決
の
意
図
は
明
確
で
は
な
く
、
し
か
も
政
党
X

の
「
規
約
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
特
段
の
事
情
の
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
主
張
立
証
も
な
い
」
本
件
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
問
題
は
答
え
ら
れ
て
も

お
ら
ず
、
暖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
（
鷹
詳
解
甜
を
揃
塑
早
口
佛
弦
耳
垂
窃
篤
舩
鰐
膿
硲
騨

麓
鹸
響
）
。

　
七
　
総
括
す
れ
ば
、
本
判
決
は
、
政
党
の
処
分
と
「
法
律
上
の
争
訟
」

と
の
関
連
性
の
定
式
を
一
・
二
審
判
決
よ
り
明
確
に
示
し
て
お
り
、
そ
の

点
評
価
し
得
る
。
ま
た
、
政
党
の
処
分
の
審
査
規
準
と
し
て
、
「
民
主
主
義

の
原
理
」
に
基
づ
く
「
公
正
な
手
続
」
の
要
請
を
明
示
せ
ず
、
そ
れ
を
通

し
た
公
権
力
の
介
入
を
求
め
て
い
な
い
点
で
、
一
・
二
審
判
決
よ
り
も
積

極
的
に
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
党
規
約
所
定
手
続
が
「
公
序
良

俗
に
反
す
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
」
と
い
う
文
言
は
、
一
・
二
審
判
決
と

別
の
角
度
か
ら
の
司
法
権
介
入
の
途
を
開
ぐ
可
能
性
を
持
つ
こ
と
も
否
定

し
得
ず
、
そ
の
点
、
手
放
し
で
は
肯
定
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
苗
村
辰
弥
）
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