
国
税
徴
収
法
第
三
四
条
の
清
算
人
等
の
 
 
 

第
二
次
納
税
義
務
に
お
け
る
借
用
概
念
の
解
釈
 
 
 

一
 
哉
判
例
を
中
心
と
し
て
 
ー
 
 

浅
 
田
 
久
治
郎
 
 
 

（
語
猷
張
）
 
 
 



三
 
分
・
∵
蔚
T
：
 
 
 
 
 
＝
 
 

二
 
残
余
財
産
 
 

一
序
 
 

H
 
 

肖
 
 

国
 
 

H
 
問
題
の
掟
起
 
 

日
 
間
題
の
提
起
 
 

甲
 
裁
判
例
 
 

国
 
検
 
 
討
 
 

国
 
検
 
 
討
 
 

国
 
裁
判
例
 
 

凹
 
解
散
時
期
と
の
関
係
 
 

三
 
分
配
額
の
基
準
と
の
関
係
 
 

川
 
解
散
後
の
処
分
で
あ
る
こ
と
の
安
否
 
 

目
 
 

検
討
の
対
象
と
す
る
裁
判
例
 
 

徴
収
法
第
三
四
条
の
趣
旨
と
借
用
概
念
 
 

本
稿
の
目
的
 
 

・
至
 
 
 

霊
 
 

宝
 
 

霊
 
 

票
 
 

霊
 
 

宝
 
 

宍
 
 

宍
 
 

完
 
 

莞
 
 

六
〇
 
 
 

六
〇
 
 
 

六
一
 
 
 

六
ニ
 
 



五
 
ま
と
 
め
 
 

3
 
 

A
－
 
 

5
 
 

6
 
 
 

四
 
解
 
 
 

日
 
 
 

田
 
 
 

崗
 
 1

 
 

2
 
 

制
 
事
実
上
の
解
散
と
徴
収
法
第
三
四
条
の
解
散
 
 

裁
判
例
 
 

検
 
 
討
 
 

問
題
の
所
在
 
 

徴
収
法
第
三
四
条
の
分
配
 
 

解
散
原
因
の
存
否
不
明
と
解
散
の
推
認
 
 

分
配
額
の
基
準
に
従
っ
た
処
分
で
あ
る
こ
と
の
要
否
 
 

残
余
財
産
の
処
分
で
あ
る
こ
と
の
要
否
 
 

裁
判
例
の
検
討
 
 

分
配
を
原
因
と
す
る
処
分
で
あ
る
こ
と
の
要
否
 
 

帰
属
権
利
者
へ
の
処
分
で
あ
る
こ
と
の
要
否
 
 

五   
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日
 
本
稿
の
目
的
 
 

（
注
1
）
 
 
租
税
法
に
お
い
て
私
法
と
同
一
の
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
用
語
の
意
義
－
い
わ
ゆ
る
「
借
用
概
念
」
の
意
義
－
－
1
毅
 
 

（
注
2
）
 
私
法
に
お
け
る
そ
れ
と
同
一
に
解
す
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
立
場
と
し
て
同
一
に
解
す
べ
き
だ
 
 

と
の
見
解
を
採
っ
た
と
し
て
も
、
常
に
、
全
く
同
一
に
解
釈
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
租
税
法
の
趣
旨
目
的
な
ど
か
ら
私
法
上
の
そ
れ
と
は
 
 

異
な
る
解
釈
を
す
べ
き
例
外
の
場
合
が
あ
る
。
償
っ
て
、
問
題
の
焦
点
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
、
、
私
法
上
の
そ
れ
を
修
正
 
 

し
て
解
釈
で
き
る
か
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

本
稿
は
、
国
税
徴
収
法
（
以
下
「
徴
収
法
」
と
い
う
。
）
軍
二
四
条
の
清
算
人
専
の
第
二
次
納
税
義
務
に
お
け
る
借
用
概
念
に
つ
い
て
、
 
 

裁
判
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
を
考
察
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

国
 
徴
収
法
夢
二
四
条
の
趣
旨
と
借
用
概
念
 
 

（
注
2
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
4
）
 
一
般
に
、
違
法
な
残
余
財
産
の
分
配
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
受
益
者
が
返
還
義
務
を
負
う
ほ
か
、
清
算
人
も
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。
徴
収
 
 

法
第
三
四
条
は
、
こ
の
趣
旨
を
と
り
入
れ
て
、
受
益
者
及
び
清
算
人
に
第
二
次
納
税
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
税
徴
収
の
迅
速
・
 
 

（
注
5
）
 
適
切
な
確
保
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
 
 
 

具
体
的
に
は
、
①
法
人
が
解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
、
②
そ
の
法
人
の
国
税
を
納
付
し
な
い
で
残
余
財
産
の
分
配
（
又
は
引
渡
し
）
を
し
 
 

た
と
き
は
、
③
そ
の
法
人
に
対
し
て
滞
納
処
分
を
し
て
も
徴
収
す
べ
き
国
税
に
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
濫
限
り
、
④
清
算
人
及
び
残
 
 

五
五
 
 
 

一
 
序
 
 



五
六
 
 

余
財
産
の
分
配
人
又
は
引
渡
し
）
を
受
け
．
た
者
に
対
t
て
ー
一
定
の
限
度
に
お
い
て
ー
第
二
次
納
税
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て
 
 

い
る
。
 
 

（
注
6
）
 
 
 

本
稿
で
は
、
こ
の
第
二
次
納
税
義
務
に
お
け
る
「
残
余
財
産
」
、
「
分
配
」
及
び
「
解
散
」
の
≡
つ
の
借
用
概
念
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
 
 
 

肖
 
検
討
の
対
象
と
す
る
裁
判
例
 
 
 

本
稿
で
検
討
す
る
裁
判
例
は
、
次
の
五
つ
で
あ
る
。
 
 

）
 
〔
裁
判
例
Ⅰ
〕
 
広
島
高
裁
（
松
江
支
部
）
昭
和
三
三
・
八
・
二
〇
判
決
＜
昭
和
三
二
年
、
三
二
〇
号
仮
差
押
異
議
控
訴
・
同
附
帯
控
訴
事
 
′
一
．
＼
 
 
 

件
＞
（
国
税
庁
編
・
第
二
次
納
税
義
務
関
係
判
例
集
三
八
頁
）
 
 

）
 
〔
裁
判
例
且
 
広
島
地
裁
昭
和
四
五
・
二
二
面
判
決
＜
昭
和
四
二
年
抒
二
二
号
第
二
次
納
税
義
務
者
と
し
て
の
法
人
税
賦
課
処
分
取
 
 

消
請
求
事
件
＞
（
国
税
庁
編
・
前
掲
書
三
五
三
頁
）
 
 

＼
，
ノ
）
 
 

（
 
 

取
消
等
（
併
合
）
・
請
求
事
件
＞
（
国
税
庁
編
・
前
掲
書
四
七
一
頁
、
訟
務
月
報
一
七
巻
七
号
「
一
七
四
頁
）
 
 

）
 
〔
裁
判
例
Ⅳ
〕
 
広
島
高
裁
周
潮
四
七
・
七
二
八
判
決
＞
昭
和
四
五
年
行
コ
三
号
第
二
次
納
税
義
務
者
と
し
て
の
法
人
税
賦
課
処
分
取
消
 
（
 
 

請
求
控
訴
事
件
＞
（
国
税
庁
編
・
前
掲
書
五
三
八
頁
）
〉
 
本
判
決
は
」
裁
判
例
Ⅱ
の
控
訴
啓
判
決
で
あ
る
。
 
 

）
 
〔
儀
判
例
Ⅴ
〕
、
東
京
地
裁
昭
和
四
七
・
九
二
八
判
決
＜
昭
和
四
五
年
行
り
七
六
号
第
二
次
納
税
義
務
告
知
処
分
取
消
請
求
事
件
＞
（
国
 
′
／
■
－
1
1
＼
 
 
 

税
庁
編
・
前
掲
書
五
五
六
頁
、
訟
務
月
報
一
八
巻
一
二
号
一
九
〇
八
頁
）
 
 
 

（
注
1
）
、
新
井
堅
「
実
質
課
税
の
原
則
と
そ
の
限
界
－
固
有
概
念
と
借
用
概
念
」
租
税
法
詭
座
第
一
巻
三
〇
三
貢
で
は
、
「
広
義
に
租
税
法
転
お
け
る
 
 

『
借
用
概
念
』
と
は
、
租
税
法
以
外
の
法
の
分
野
に
お
い
て
、
既
に
国
定
性
を
有
し
て
い
る
概
念
を
、
実
定
租
税
法
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
 
 
 



日
 
間
題
の
提
起
 

る
場
合
の
概
念
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
注
2
）
 
借
用
概
念
の
解
釈
は
い
わ
ゆ
る
課
税
法
規
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
が
、
第
二
次
納
税
義
務
の
漆
調
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
．
こ
の
点
を
指
 
 

摘
す
る
も
の
に
、
西
沢
博
「
第
t
茨
納
艶
義
務
制
度
に
お
け
る
私
法
の
借
用
概
念
」
国
税
速
報
二
六
七
〇
号
四
頁
が
あ
る
。
 
 

（
注
3
）
 
例
え
ば
、
商
法
亮
一
三
一
条
違
反
の
分
配
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
「
会
社
は
分
配
を
受
け
た
各
社
員
k
対
し
そ
の
取
戻
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
 
 

る
」
 
（
漣
釈
会
社
法
m
四
八
七
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
注
4
）
 
例
え
ば
、
商
法
第
三
四
条
ソ
ニ
で
ほ
、
清
算
人
が
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と
き
は
会
社
に
対
し
て
損
堂
炭
俵
責
任
を
負
う
ほ
か
、
」
悪
意
又
は
 
 

重
過
失
が
あ
る
と
き
は
ー
ー
第
三
者
に
対
し
て
も
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
旨
規
定
し
て
い
る
。
 
 

（
注
5
）
 
吉
国
二
郎
ほ
か
共
編
・
国
税
徴
収
法
精
解
∧
昭
和
四
九
年
改
訂
＞
四
二
六
頁
で
は
、
徴
収
瞥
第
三
四
条
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
述
べ
 
 

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
違
法
は
残
余
財
産
の
分
配
に
つ
き
清
算
人
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
旨
の
嬰
疋
（
商
彗
三
四
条
ノ
二
等
）
の
あ
る
こ
と
を
 
 

述
べ
た
う
え
で
、
「
租
税
債
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
趣
旨
と
そ
の
特
殊
性
か
ら
、
こ
れ
を
納
付
せ
ず
に
分
配
等
が
行
れ
た
場
合
に
は
、
 
 

浄
算
入
又
は
残
余
財
産
の
分
配
等
を
受
け
た
老
は
、
そ
の
悪
意
等
を
要
件
と
せ
ず
、
そ
の
法
人
の
納
税
義
務
に
つ
い
て
、
法
律
上
当
然
に
、
直
接
、
 
 

第
二
次
納
税
義
務
を
負
う
こ
と
と
し
て
、
租
税
債
権
の
迅
速
か
つ
適
切
な
確
保
に
資
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
清
算
人
の
費
 
 

伝
を
強
調
し
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
り
、
受
益
者
に
対
す
る
措
置
を
も
含
め
て
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
壇
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
注
6
）
 
徴
収
法
第
三
四
条
で
は
「
分
配
又
は
引
渡
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
分
配
だ
け
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
、
分
配
も
引
渡
し
も
共
に
残
余
 
 

財
産
の
処
分
で
あ
る
が
、
そ
の
用
語
の
使
い
分
け
の
基
準
は
明
ら
か
で
な
い
（
拙
稿
「
清
算
人
等
の
第
二
次
納
税
義
務
」
国
税
速
報
二
七
二
六
号
 
 

四
頁
参
照
）
。
 
 

二
 
残
 
余
 
財
 
産
 
 
 



五
入
 
 
 

残
余
財
産
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
に
は
、
解
散
し
た
法
人
が
そ
の
債
務
を
完
済
し
た
後
に
残
存
す
る
積
極
財
産
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
て
 
 

（
達
1
）
 
 

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
徴
収
法
第
三
四
条
は
「
国
税
を
納
付
し
な
い
で
残
余
財
産
の
分
配
」
を
し
た
場
合
に
第
二
次
納
税
義
務
を
負
う
旨
規
定
 
 

し
て
お
り
、
こ
の
「
残
余
財
産
」
を
一
般
と
同
義
に
ー
ー
一
億
務
完
済
後
の
も
の
と
1
解
す
る
と
す
れ
ば
「
国
税
を
納
付
し
な
い
で
」
と
の
 
 

（
注
2
）
 
 

文
言
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
同
条
の
残
余
財
産
ほ
一
般
の
定
義
と
は
異
な
っ
た
解
釈
が
必
要
で
は
な
い
か
、
と
い
 
 

う
の
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。
 
 

⇔
 
裁
判
例
 
 
 

残
余
財
産
と
い
う
用
語
の
定
義
づ
け
を
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
次
の
二
つ
が
あ
る
。
 
 

〔
裁
判
例
Ⅳ
〕
 
「
一
般
に
法
人
解
散
の
場
合
の
残
余
財
産
と
は
、
現
務
の
結
了
、
債
権
の
取
立
及
び
債
務
の
弁
済
を
終
っ
た
後
に
残
存
し
 
 
 

た
積
極
財
産
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
国
税
徴
収
法
三
四
条
に
い
う
残
余
財
産
に
つ
い
七
は
、
同
条
の
目
的
趣
旨
か
ら
し
て
法
人
が
国
税
を
 
 
 

完
納
し
な
い
で
、
そ
の
所
有
す
る
財
産
の
分
配
等
を
し
た
と
き
の
そ
の
頓
極
財
産
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
 
 

〔
裁
判
例
Ⅴ
〕
 
「
同
条
（
筆
者
注
。
徴
収
法
三
四
条
）
に
定
め
る
『
残
余
財
産
』
と
ほ
、
一
般
的
用
法
の
よ
う
に
、
法
人
解
散
の
場
合
の
 
 
 

現
務
の
終
了
、
債
権
の
取
立
て
お
よ
び
債
務
の
弁
済
を
し
た
後
に
残
っ
た
積
極
財
産
を
い
う
も
の
で
は
な
く
、
規
定
の
趣
旨
に
鑑
み
、
法
 
 
 

人
が
、
納
付
す
べ
き
国
税
を
売
約
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
有
す
る
財
産
の
分
配
尊
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
積
極
財
産
を
い
う
も
の
と
 
 
 

解
す
べ
き
で
あ
る
」
 
 
 

崗
 
検
 
 
討
 
 
 

徴
収
法
第
三
四
条
に
い
う
残
余
財
産
に
つ
い
て
私
法
転
お
け
る
一
般
的
な
意
義
と
同
一
に
解
し
得
な
い
こ
と
は
、
そ
の
規
定
自
体
か
ら
も
 
 

明
ら
か
で
あ
り
、
右
二
つ
の
裁
判
例
の
判
示
す
る
よ
う
に
、
①
国
税
を
完
納
し
な
い
で
、
②
分
配
を
し
た
と
き
の
、
③
そ
の
積
極
財
産
を
い
 
 
 



日
 
間
題
の
提
起
 
 
 

徴
収
法
筆
二
四
条
に
い
う
「
分
配
」
が
一
般
的
な
も
の
と
異
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
同
条
が
い
わ
ば
違
法
な
分
配
に
対
応
す
る
措
置
で
 
 

あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
に
推
察
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
般
的
な
分
配
と
の
比
較
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
た
も
の
を
 
 

徴
収
法
第
三
四
条
の
「
分
配
」
と
い
い
得
る
の
か
、
を
こ
こ
で
の
問
題
と
し
た
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
分
配
に
つ
い
て
一
般
的
な
定
義
づ
け
を
し
た
も
の
ほ
見
当
ら
な
い
の
で
、
分
配
！
1
正
当
な
分
配
・
－
の
要
素
を
分
解
し
 
 

五
九
 
 
 

ぅ
、
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
残
余
財
産
の
定
義
づ
け
の
う
ち
、
「
国
税
を
納
付
し
な
い
で
」
及
び
「
分
配
を
し
た
と
き
」
の
二
点
 
 

（
右
①
及
び
②
）
に
つ
い
て
は
徴
収
法
第
三
四
条
に
明
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
意
味
を
持
つ
の
は
「
積
極
財
産
を
 
 

い
う
」
と
の
点
（
右
③
）
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
徴
収
法
第
三
四
条
の
「
残
余
財
産
」
ほ
、
単
に
「
積
極
財
産
」
と
い
っ
て
も
同
じ
結
果
 
 

に
な
る
。
 
 
 

（
注
1
）
 
例
え
ば
、
商
法
三
四
条
一
項
三
号
の
残
余
財
産
と
は
「
会
社
が
債
務
を
完
済
し
た
後
に
な
お
残
存
す
る
積
極
財
産
で
あ
る
」
 
（
注
釈
会
社
法
Ⅲ
 
 

四
六
六
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

（
注
2
）
 
も
っ
と
も
、
国
税
を
納
付
し
な
い
で
財
産
を
分
配
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
法
人
の
債
務
に
つ
き
争
い
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
 
 

債
務
弁
済
に
必
要
な
財
産
を
留
保
し
て
残
余
の
財
産
を
分
配
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
商
披
二
三
一
条
た
だ
し
書
等
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
 
 

し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
第
二
次
納
税
義
務
追
及
の
問
題
を
生
じ
な
い
1
－
法
人
の
財
産
で
は
国
税
の
徴
収
不
足
を
生
じ
る
と
き
に
始
め
て
第
 
 

二
次
納
税
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
要
件
に
欠
け
る
 
－
 
か
ら
、
本
稿
の
問
題
外
で
あ
る
。
 
 

三
 
分
 
 



六
〇
 
 

て
、
①
解
散
後
の
処
分
で
あ
る
こ
と
、
②
残
余
財
産
の
処
分
で
あ
る
こ
と
、
⑨
帰
属
権
利
者
へ
の
処
分
で
あ
る
こ
と
、
⑥
分
配
を
原
因
と
す
 
 

る
処
分
で
あ
る
こ
と
、
⑤
分
配
額
の
基
準
に
従
っ
た
処
分
で
あ
る
こ
と
、
の
五
つ
と
し
、
ど
の
要
素
が
徴
収
法
第
三
四
条
の
「
分
配
」
に
不
 
 

可
欠
の
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

肖
 
裁
判
例
 
 
 

分
配
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
は
、
解
散
時
期
と
の
関
係
（
右
①
）
及
び
分
配
額
の
基
準
と
の
関
係
（
右
⑥
）
に
つ
い
て
の
も
の
が
あ
る
 
 

だ
け
で
、
他
の
要
素
に
関
す
る
も
の
は
な
い
。
 
 
 

m
 
解
傲
周
期
と
の
関
係
 
解
散
と
処
分
（
分
配
）
と
の
時
期
の
前
後
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
次
の
二
つ
が
あ
る
。
 
 

〔
裁
判
例
Ⅰ
〕
 
こ
の
事
件
は
、
国
が
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
の
提
起
を
予
定
し
、
受
益
者
の
財
産
の
仮
差
押
え
を
し
た
と
こ
ろ
、
受
益
者
が
 
 
 

詐
善
行
為
に
該
当
し
な
い
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
仮
差
押
え
の
取
消
し
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
受
益
者
の
主
張
の
う
ち
、
徴
収
法
第
 
（
注
1
）
 
 
 

三
四
条
に
相
当
す
る
旧
徴
収
法
第
四
条
ノ
四
の
適
用
に
よ
っ
て
第
二
次
納
税
義
務
者
か
ら
国
税
を
徴
収
で
き
る
の
で
詐
苦
行
為
に
な
ら
な
 
 
 

い
旨
の
主
張
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
判
示
し
て
い
る
。
 
 
 

「
被
控
訴
代
理
人
ほ
訴
外
会
社
（
筆
者
注
。
納
税
者
）
の
前
記
資
産
分
配
に
つ
い
て
は
国
税
徴
収
法
第
四
条
の
四
の
適
用
が
あ
り
各
社
 
 
 

員
は
連
帯
し
て
納
税
義
務
（
筆
者
注
。
第
二
次
納
税
義
務
）
を
負
担
す
る
の
で
差
押
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
よ
っ
て
右
譲
渡
は
詐
 
 

害
行
為
と
な
ら
な
い
旨
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
会
社
の
解
散
前
に
会
社
財
産
を
処
分
し
そ
の
後
に
解
散
決
議
を
し
た
本
件
の
場
合
に
は
そ
 
 
 

の
適
用
が
な
い
も
の
と
解
す
べ
 
（
き
で
あ
る
）
」
 
 

〔
裁
判
例
Ⅴ
〕
 
こ
の
事
件
で
は
、
ま
ず
「
A
取
合
（
筆
者
注
。
納
税
者
で
あ
る
協
同
組
合
）
は
、
同
年
五
月
一
七
日
に
臨
時
総
会
を
開
催
 
 

し
、
近
く
組
合
を
解
散
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
各
組
合
員
の
持
分
を
払
い
戻
す
た
め
、
同
組
合
の
竺
の
財
産
で
あ
る
本
件
土
地
を
売
 
 
 



却
す
る
こ
と
」
奪
を
決
議
し
た
と
認
定
し
た
う
え
で
、
次
の
と
お
り
判
示
し
て
い
る
〕
 
 
 

「
前
記
認
定
の
と
お
り
、
A
組
合
は
、
昭
和
三
九
年
五
月
一
七
日
の
総
会
の
決
議
に
基
づ
き
解
散
を
予
定
し
な
が
ら
、
そ
の
解
散
前
に
 
 

法
人
税
を
完
納
す
る
こ
と
な
く
、
同
年
七
月
≡
日
竺
の
財
産
で
あ
る
本
件
土
地
を
売
却
し
、
右
代
金
を
原
告
ら
を
含
む
組
合
員
転
分
 
 

配
し
、
同
年
九
月
二
≡
日
こ
ろ
総
会
に
お
い
て
解
散
の
決
議
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
ら
に
対
す
る
右
代
金
の
分
配
は
、
解
散
決
議
 
 

前
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
A
取
合
の
解
散
に
伴
う
『
残
余
財
産
の
分
配
』
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
 
 

㈹
 
分
配
額
の
基
準
と
の
関
係
 
こ
の
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
裁
判
例
は
な
い
が
、
次
の
も
の
が
参
考
に
な
る
。
 

裁
判
例
且
 
こ
の
事
件
の
事
実
関
係
は
次
の
と
お
り
認
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
有
限
会
社
A
商
店
ほ
「
資
本
金
（
五
〇
万
 
 

円
）
は
ほ
と
ん
ど
B
が
出
資
し
て
い
た
」
会
社
で
あ
る
こ
と
、
②
A
商
会
は
、
昭
和
三
六
年
七
月
二
日
解
散
し
、
そ
の
日
現
在
に
お
け
る
 
 

分
配
可
能
な
残
余
財
産
と
し
て
預
金
、
商
品
、
什
器
及
び
選
抜
具
が
あ
っ
た
こ
と
、
③
B
は
、
A
商
会
の
代
表
清
算
人
で
あ
っ
‘
た
が
、
A
 

商
会
の
解
散
後
、
個
人
事
業
と
し
て
A
商
会
と
同
一
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
、
を
認
定
し
た
う
え
で
、
A
商
会
の
残
余
財
産
が
B
に
 
 

分
配
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
争
い
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
判
示
し
て
い
る
。
 
 
 

‥
 
 

「
残
余
財
産
と
し
て
の
預
金
、
商
品
、
什
器
及
び
運
搬
具
に
つ
い
て
、
B
に
お
い
て
個
人
営
業
の
た
め
引
き
つ
ぎ
利
用
し
た
事
実
は
、
 
 

証
拠
上
動
か
し
難
く
、
そ
の
よ
う
な
残
余
財
産
の
処
分
に
つ
き
書
類
上
の
取
り
極
め
は
無
い
と
し
て
も
、
右
の
よ
う
な
事
実
行
為
を
と
ら
 
 

ぇ
、
国
税
徴
収
法
第
三
四
条
に
い
わ
ゆ
る
分
配
が
あ
っ
た
と
す
る
被
告
（
筆
者
注
。
国
税
局
良
）
の
見
解
に
誤
り
は
な
い
」
 
 
 

有
限
会
社
法
第
七
三
条
に
よ
れ
ば
残
余
財
産
は
原
則
と
し
て
出
資
の
口
数
に
応
じ
て
分
配
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
件
判
決
は
、
 
 

（
注
2
）
 
－
B
の
ほ
か
に
も
出
資
者
が
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
1
残
余
財
産
の
全
部
が
B
に
分
配
さ
れ
た
と
認
め
な
が
ら
、
そ
の
点
を
問
題
に
し
 
 

て
い
な
い
。
従
っ
て
、
結
果
と
し
て
有
限
会
社
法
第
七
三
粂
の
基
準
に
そ
わ
な
い
も
の
を
「
分
配
」
と
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
 
 

六
一
 
 
 



六
二
 
 

〔
裁
判
例
Ⅳ
〕
 
こ
れ
は
、
右
裁
判
例
Ⅱ
の
控
訴
審
判
決
で
あ
っ
て
、
「
B
は
控
訴
人
の
了
承
の
下
に
A
商
会
の
前
記
認
定
に
か
か
る
分
配
 
 
 

可
能
残
余
財
産
の
分
配
を
受
け
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
原
審
判
決
を
支
持
し
て
い
る
。
 
 
 

国
 
検
 
 
討
 
 
 

∽
 
解
散
後
の
処
分
で
あ
る
こ
と
の
要
否
 
 
こ
の
点
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
右
に
み
た
と
お
り
消
極
・
横
板
に
分
れ
て
い
る
。
消
極
説
 
 

を
採
る
裁
判
例
Ⅰ
は
、
事
件
の
争
点
か
ら
み
る
と
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
論
が
一
般
論
と
し
て
妥
当
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
疑
 
 

わ
し
い
。
積
極
説
を
採
る
裁
判
例
Ⅴ
は
、
そ
の
事
件
の
解
決
と
し
て
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
づ
け
は
十
分
と
ほ
い
え
な
い
。
 
 

解
散
を
予
定
し
な
が
ら
解
散
前
に
し
た
財
産
処
分
が
、
判
決
理
由
に
述
べ
る
と
お
り
「
残
余
財
産
の
分
配
の
性
質
を
有
す
る
」
と
し
て
も
、
 
 

解
散
前
の
時
点
に
お
い
て
は
正
当
な
分
配
で
は
な
い
し
、
将
来
も
必
ず
分
配
と
し
て
処
理
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

解
散
前
に
さ
れ
た
財
産
処
分
が
分
配
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
が
解
散
後
も
「
分
配
」
と
観
念
さ
れ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
 
 

か
、
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
解
散
を
予
定
し
な
が
ら
さ
れ
た
違
法
分
配
に
つ
い
て
そ
の
取
も
ど
 
 

し
の
た
め
の
措
置
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
「
分
配
」
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
解
散
後
も
当
事
者
が
分
配
と
し
て
処
理
し
て
い
る
と
き
 
 

は
 
－
 
分
配
の
前
渡
し
が
あ
っ
た
と
み
る
か
、
違
法
分
配
を
正
当
な
分
配
と
し
て
追
認
し
た
と
み
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
 
ー
 
「
分
配
」
 
 

が
あ
つ
た
と
い
い
得
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
分
配
の
事
実
行
為
が
解
散
の
前
で
あ
る
か
後
で
あ
る
か
は
、
「
分
配
」
の
本
質
的
 
 

な
要
素
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
 
 
 

∽
 
残
余
財
産
の
処
分
で
あ
る
こ
と
の
安
否
 
徴
収
法
夢
二
四
条
に
い
う
「
残
余
財
産
」
を
法
人
の
「
積
極
財
産
」
と
い
っ
て
も
同
じ
 
 

結
果
に
な
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
っ
て
 
（
二
参
照
）
、
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
財
産
が
法
人
債
務
完
済
後
紅
残
存
す
る
積
極
財
産
 
 

で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
「
分
配
」
か
ど
う
か
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 



糾
 
帰
属
権
利
者
へ
の
処
分
で
あ
る
こ
と
▲
の
要
否
 
残
食
財
産
の
分
配
ほ
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ち
に
従
い
株
主
、
社
員
等
の
一
定
の
 
 

者
－
本
稿
に
い
う
「
帰
属
権
利
者
」
 
－
 
に
対
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
参
る
（
商
法
二
二
二
条
、
四
二
五
条
等
）
。
元
来
、
法
人
の
 
 

清
算
手
続
そ
の
も
の
が
こ
の
帰
属
権
利
者
に
対
す
る
残
余
財
産
分
配
を
目
的
と
し
て
進
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
帰
 
 

属
権
利
者
に
対
す
る
財
産
処
分
で
あ
る
こ
と
ほ
、
・
「
分
配
」
の
重
要
な
要
素
と
解
さ
れ
る
。
 
 
 

㈲
 
分
配
を
原
因
と
す
る
処
分
で
漆
る
ナ
宣
の
要
否
 
ポ
一
巌
に
財
産
の
移
転
原
因
に
は
い
く
つ
か
の
も
の
が
あ
る
が
、
残
余
財
産
の
処
 
 

分
が
贈
与
な
ど
の
分
配
以
外
の
原
因
に
基
づ
く
と
き
は
、
そ
れ
を
「
分
配
」
と
い
い
得
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
分
配
で
あ
る
た
め
に
 
 

「
分
配
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
左
右
す
る
要
素
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
基
準
濫
従
わ
な
い
分
配
も
、
違
法
で
あ
る
に
止
ま
り
、
〉
無
 
∴
 
 

ほ
、
財
産
の
移
転
が
分
配
の
根
拠
法
親
紅
基
づ
い
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
分
配
を
原
因
と
す
る
財
産
 
 

処
分
で
虜
る
郁
ど
う
か
は
、
「
分
配
」
の
最
も
重
要
な
要
素
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
 

何
 
分
配
額
の
基
準
に
従
っ
た
処
分
で
あ
る
こ
と
の
安
否
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
記
裁
判
例
も
問
題
と
し
て
い
な
い
よ
う
に
、
 
 

効
と
は
解
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

㈹
 
徴
収
法
第
三
四
条
の
分
配
 
以
上
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
徴
収
法
第
三
四
条
に
い
う
「
分
配
」
を
定
義
づ
け
る
と
、
①
解
散
法
人
 
 

の
積
極
財
産
を
、
②
分
配
の
根
拠
法
規
転
基
づ
い
て
、
③
そ
の
帰
属
権
利
者
へ
移
転
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
 
 

て
、
そ
の
臥
産
移
転
が
、
解
散
前
に
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
分
配
額
の
基
準
に
合
致
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
、
「
分
配
」
の
判
定
に
は
影
響
を
 
 

及
ぼ
さ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
を
一
言
で
い
え
ば
、
徴
収
法
第
三
四
条
は
一
正
当
に
行
わ
れ
た
分
配
で
は
な
く
ー
ー
違
法
な
分
配
 
 

を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
立
法
趣
旨
が
そ
の
よ
う
な
場
合
の
国
税
徴
収
の
確
保
に
あ
る
（
前
述
一
の
肖
参
照
）
こ
と
に
由
来
す
る
、
と
 
 

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 

六
三
 
 
 



H
 
問
題
の
所
在
 
 

一
般
に
解
散
と
ほ
、
法
人
の
解
散
原
因
が
発
生
し
、
解
散
の
効
果
が
生
じ
た
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
徴
収
法
第
三
 
 

四
条
の
「
解
散
」
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
の
解
散
の
ほ
か
、
事
実
上
の
解
散
を
含
む
と
解
さ
な
け
れ
ば
実
効
性
が
少
な
く
な
る
と
の
意
見
が
 
 

（
注
1
）
 
 

聞
か
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
事
実
上
の
解
散
が
問
題
に
な
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
を
考
察
し
、
徴
収
法
第
≡
四
条
の
 
「
解
 
 

散
」
に
事
実
上
の
解
散
を
含
む
と
解
す
べ
き
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

国
 
裁
判
例
 
 

（
注
2
）
 
 
 

こ
の
間
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
裁
判
例
ほ
な
い
が
、
関
連
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
裁
判
例
が
あ
る
。
 
 

〔
裁
判
例
Ⅱ
〕
 
タ
ク
シ
ー
事
業
を
営
む
会
社
の
解
散
決
議
に
つ
い
て
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
が
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
（
道
路
 
 
 

運
送
法
四
二
条
一
項
）
が
、
①
納
税
者
で
あ
る
有
限
会
社
（
以
下
「
原
告
有
限
会
社
」
と
い
う
。
）
 
が
解
散
の
決
議
を
し
、
②
そ
の
後
に
 
 
 

原
告
有
限
会
社
の
財
産
を
あ
る
株
式
会
社
（
以
下
「
原
告
株
式
会
社
」
 
と
い
う
。
）
 
に
譲
渡
し
、
⑨
次
い
で
、
解
散
決
議
に
つ
き
運
輸
大
 
 
 

臣
の
認
可
を
得
た
、
と
い
う
事
件
に
お
け
る
解
散
の
時
期
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
判
示
し
て
い
る
。
 
 
 

六
四
 
 

（
注
1
）
 
明
治
三
〇
年
法
律
第
二
一
号
「
国
税
徴
収
法
」
を
い
う
。
 
 

（
注
2
）
 
残
余
財
産
の
全
部
か
ど
う
か
は
右
判
示
か
ら
ほ
必
ず
し
も
明
経
で
な
い
が
、
他
の
部
分
で
も
「
B
が
事
実
上
会
社
財
産
を
独
占
取
得
し
て
い
る
」
 
 

と
判
示
し
て
い
る
。
 
 

四
 
解
 
 



「
原
告
有
限
会
社
は
、
昭
和
三
六
年
三
月
二
七
日
社
員
総
会
に
お
い
て
、
経
営
不
振
等
を
理
由
に
、
ま
ず
、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
全
部
を
 
 
 

廃
止
す
る
旨
決
議
し
、
つ
い
で
、
解
散
決
議
を
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
原
告
ら
は
…
…
解
散
し
た
の
は
、
昭
和
三
六
年
一
二
月
一
日
 
 
 

で
あ
る
旨
主
張
し
、
右
主
張
に
副
う
（
証
拠
省
略
）
が
あ
る
が
、
前
掲
（
証
拠
省
略
）
に
よ
れ
ば
、
原
告
有
限
会
社
は
、
前
記
事
業
廃
止
 
 
 

決
議
及
び
解
散
決
議
の
の
ち
、
同
年
四
月
一
日
付
を
も
っ
て
、
H
陸
運
局
長
に
対
し
、
道
路
運
送
法
第
四
二
条
第
一
項
及
び
同
法
施
行
規
 
 
 

則
第
二
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
記
解
散
決
議
の
認
可
申
請
を
行
な
い
、
同
月
二
八
日
右
認
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
ま
 
 
 

た
、
後
記
説
示
す
る
よ
う
に
、
右
原
告
会
社
は
、
同
年
三
月
二
七
日
な
い
し
二
九
日
の
間
に
営
業
権
並
び
に
営
業
用
財
産
の
全
て
を
原
告
 
 
 

株
式
会
社
に
引
き
渡
し
て
い
る
事
実
か
ら
考
え
る
と
、
前
記
解
散
決
議
以
降
、
原
告
有
限
会
社
ほ
、
タ
ク
シ
ー
事
業
を
継
続
す
る
意
思
を
 
 
 

も
た
ず
、
も
っ
ぱ
ら
、
解
散
に
と
も
な
う
清
算
手
続
の
た
め
に
存
続
し
た
も
の
と
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
右
原
告
会
社
の
解
散
 
 
 

は
、
前
記
解
散
決
議
が
な
さ
れ
た
昭
和
三
六
年
三
月
二
七
日
で
あ
る
と
す
る
の
が
真
実
に
合
致
し
原
告
ら
の
主
張
す
る
解
散
日
時
は
、
単
 
 
 

な
る
登
記
手
続
上
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
」
 
 
 

こ
の
裁
判
例
で
ほ
、
右
の
と
お
り
、
解
散
決
議
の
効
力
が
生
じ
て
い
な
い
時
点
－
従
っ
て
、
法
律
上
は
解
散
の
効
果
が
発
生
し
て
い
 
 
 

な
い
時
点
 
－
 
を
も
っ
て
解
散
と
認
め
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
事
実
上
の
解
散
」
を
是
認
し
た
と
も
評
価
で
き
よ
う
。
 
 
 

肖
 
検
 
 
討
 
 
 

∽
 
裁
判
例
の
検
討
 
裁
判
例
Ⅱ
は
、
解
散
の
日
時
に
つ
い
て
右
の
と
お
り
判
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
判
示
に
関
連
の
あ
る
争
点
は
残
 
 

余
財
産
の
分
配
の
有
無
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
原
告
ら
は
、
昭
和
三
六
年
一
二
月
一
日
に
解
散
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
ほ
残
余
財
 
 

産
は
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
分
配
も
な
か
っ
た
と
主
張
し
、
被
告
ら
ほ
、
昭
和
三
六
年
≡
月
二
七
日
に
解
散
決
議
を
し
、
同
日
資
産
の
譲
渡
が
 
 

あ
っ
た
が
、
そ
れ
ほ
解
散
決
議
の
認
可
前
で
あ
る
け
れ
ど
も
「
国
税
徴
収
法
第
三
四
条
の
適
用
上
、
本
件
係
争
資
産
は
残
余
財
産
で
あ
（
る
）
」
 
 

六
五
 
 
 



六
六
 
 

（
残
余
財
産
の
分
配
で
あ
る
、
と
の
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
）
 
と
の
趣
旨
の
主
張
を
じ
・
一
て
い
た
の
、
で
あ
る
。
表
面
上
は
解
散
の
日
時
 
 

（
注
3
）
 
 

も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
」
焦
点
は
残
余
財
産
の
分
配
の
有
無
で
あ
る
か
ら
、
僻
散
の
日
周
自
体
を
特
に
問
題
と
す
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
 
 

（
注
4
）
 
七
、
判
示
の
よ
う
に
解
す
べ
き
合
理
的
な
理
由
 

る
か
ど
う
か
を
検
討
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ち
、
結
果
と
し
て
法
律
上
の
解
散
が
あ
っ
た
事
案
転
関
す
る
右
裁
判
例
は
参
考
虹
な
ら
 
 

存
否
が
不
明
確
な
場
合
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
処
理
が
さ
斬
る
か
を
傾
討
し
て
お
き
た
小
川
 
 

（
注
5
）
 
 
 

イ
 
法
人
の
解
散
原
層
は
、
法
人
の
種
塀
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
共
通
の
も
の
と
し
て
、
①
存
立
時
期
の
満
了
そ
の
他
 
 

定
款
に
定
め
た
事
由
の
発
生
、
⑦
総
会
の
決
議
、
③
合
併
、
④
破
産
、
⑤
解
散
を
命
ず
る
裁
判
（
又
ほ
命
令
）
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
、
⑥
構
 
 

成
員
が
一
人
と
な
っ
た
こ
と
を
解
散
原
因
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
解
散
原
因
の
う
ち
そ
の
事
実
の
発
生
が
不
明
確
な
も
の
は
、
総
会
の
決
議
に
よ
る
解
散
だ
け
と
い
っ
て
よ
い
。
他
の
解
散
原
因
 
 

の
発
生
 

な
ー
違
法
な
分
配
を
す
る
よ
う
 

∴
1
U
 
 

月
 
解
散
決
議
の
存
否
が
不
明
確
な
場
合
に
は
、
他
の
諸
事
実
を
総
合
的
に
判
斬
し
て
そ
の
存
否
を
決
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
最
も
影
響
 
 

力
の
濁
る
の
は
残
余
財
産
の
骨
髄
七
い
う
事
実
の
有
無
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
残
余
財
産
の
分
配
が
な
け
れ
ば
徴
収
法
第
三
四
条
の
適
用
は
 
 

な
い
か
ら
、
そ
の
分
配
が
あ
っ
た
場
合
に
 

な
い
と
も
い
え
る
。
 
 
 

甲
l
解
散
摩
周
の
存
否
不
明
と
解
散
の
推
罪
 
 

事
実
上
の
解
散
の
問
題
に
入
る
前
に
－
－
－
そ
れ
と
混
同
さ
れ
が
ち
な
 
ー
 
解
散
原
因
の
 
 



あ
ろ
う
か
ら
、
分
配
が
あ
れ
ば
解
散
決
議
の
存
在
を
認
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

し
か
し
、
実
際
上
は
分
配
の
事
実
も
不
明
確
な
場
合
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
法
人
財
産
の
移
転
の
事
実
ば
あ
る
が
、
そ
れ
が
分
配
を
原
因
 
 

と
す
る
も
の
か
ど
う
か
が
不
明
確
で
、
し
か
も
解
散
決
議
の
存
否
も
不
明
確
な
場
合
が
問
題
に
な
る
。
r
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
法
人
財
産
 
 

（
注
6
）
 

（
注
7
）
 
 

の
移
転
が
分
配
以
外
の
原
因
（
例
え
ば
、
贈
与
、
売
買
等
）
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
廃
業
の
状
態
に
あ
る
こ
と
等
の
事
情
を
明
ら
か
 
 

（
注
8
）
 
 

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
散
の
事
実
を
推
認
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
ぐ
 
 
 

倒
′
事
実
上
の
解
散
と
徴
収
法
第
一
二
四
条
の
解
散
 
イ
 
事
実
上
の
廓
散
と
償
、
瀧
枠
上
の
解
散
原
因
が
存
在
し
な
い
Ⅵ
風
解
散
と
同
 
 

様
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
が
徴
収
法
第
≡
四
条
と
の
関
係
で
問
題
と
さ
れ
る
の
ほ
、
他
に
残
余
財
産
の
分
配
と
い
う
事
 
 

実
が
存
在
す
る
と
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
分
配
の
事
実
が
あ
る
の
に
解
散
の
事
実
が
な
い
場
合
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
 
 

が
、
果
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
か
で
あ
ろ
う
か
。
法
人
財
産
の
移
転
の
原
因
が
分
配
で
は
な
く
て
贈
与
等
の
他
の
原
因
で
あ
れ
は
 
 

事
実
上
の
解
散
の
問
題
で
は
な
い
（
前
掲
注
6
参
腰
）
ん
、
ま
た
、
法
人
財
産
の
移
転
が
他
の
原
因
に
よ
る
も
め
で
な
い
と
き
は
1
前
述
 
 

佃
で
述
べ
た
と
同
様
に
－
－
解
散
の
事
実
を
推
課
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、
事
穿
上
の
解
散
の
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 

。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
事
実
上
の
解
散
が
徴
収
法
第
三
四
条
の
適
用
面
で
問
題
に
な
 

の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
1
1
解
散
の
推
認
も
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
を
一
徹
収
法
第
三
四
条
の
「
解
散
」
に
含
む
と
 
 

解
す
ぺ
き
必
要
性
も
合
理
性
も
な
い
。
従
っ
て
、
同
条
の
「
解
散
」
と
は
、
法
律
上
解
散
の
効
果
が
生
じ
た
と
き
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

ハ
 
な
お
、
右
の
解
散
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
残
余
財
産
の
分
配
時
と
の
関
係
を
考
慮
す
か
必
要
の
な
い
こ
と
は
前
述
の
と
掛
り
で
あ
る
 
 

（
三
の
肖
の
∽
参
照
）
′
か
ち
、
儲
二
次
納
税
義
務
の
告
知
処
分
の
時
ま
で
に
法
律
上
の
解
散
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ
る
。
 
 

六
七
 
 
 



六
八
 
 

（
注
1
）
 
例
え
ば
、
吉
良
実
「
わ
が
国
の
第
二
次
納
税
義
務
制
度
」
税
法
学
論
文
集
「
〇
六
頁
で
は
、
1
－
徴
収
法
第
三
四
条
だ
け
を
問
題
と
し
て
い
る
わ
 
 

け
で
は
な
い
が
 
－
 
「
事
実
上
の
解
散
を
含
ま
（
な
い
）
」
等
の
結
論
を
採
っ
た
場
合
に
は
「
第
二
次
納
税
義
務
制
度
の
有
用
性
・
実
効
性
と
い
う
 
 

よ
う
な
も
の
ほ
半
減
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
お
り
（
も
っ
と
も
、
同
書
一
〇
九
頁
で
は
、
事
実
上
の
解
散
を
含
め
る
こ
と
等
は
「
立
法
論
的
な
 
 

解
決
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
、
解
釈
論
で
は
賄
な
い
得
な
い
問
題
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
J
、
実
務
家
か
ら
も
同
旨
の
声
が
聞
か
れ
る
。
 
 

（
注
2
）
 
実
務
上
ほ
、
古
く
か
ら
「
事
実
上
の
解
散
を
含
ま
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
－
旧
徴
収
法
当
時
、
昭
和
三
〇
年
一
二
月
二
八
日
徴
微
一
－
一
六
〇
 
 

ほ
か
国
税
庁
長
官
通
達
「
国
税
徴
収
法
遂
条
通
達
」
第
四
条
ノ
四
関
係
二
で
同
趣
旨
を
定
め
て
以
来
、
現
行
法
転
つ
い
て
の
昭
和
四
一
年
八
月
t
≡
 
 

日
徴
徴
四
－
一
三
ほ
か
国
税
庁
長
官
通
達
「
国
税
徴
収
法
基
本
通
達
」
第
三
四
条
関
係
一
ま
で
、
そ
の
考
え
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
 
－
 
こ
と
が
原
 
 

因
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
注
3
）
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
被
告
ら
の
主
張
虹
よ
る
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
被
告
ら
は
、
解
散
決
議
の
効
力
発
生
前
に
は
「
残
余
 
 

財
産
」
と
称
す
べ
き
も
の
は
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
か
等
の
疑
問
を
自
ら
提
起
し
た
う
え
で
そ
れ
を
否
定
し
、
「
国
税
徴
収
法
の
適
用
上
、
本
件
係
 
 

争
資
産
は
残
余
財
産
で
あ
り
…
…
資
産
の
前
記
黙
示
的
譲
渡
が
原
告
有
限
会
社
の
右
解
散
決
議
の
さ
れ
た
同
三
六
年
三
月
二
七
日
の
前
で
あ
る
か
否
 
 

か
、
あ
る
い
は
右
解
散
決
議
が
認
可
さ
れ
た
同
年
四
月
二
八
日
の
前
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
本
件
係
争
資
産
が
残
余
財
産
で
あ
る
か
否
か
を
決
 
 

す
る
の
ほ
、
形
式
論
に
過
ぎ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
質
課
税
の
原
則
を
と
る
税
法
上
の
要
諦
に
鑑
み
、
事
柄
を
実
質
的
、
目
的
的
に
観
察
し
て
、
右
の
 
 

よ
う
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
 
 

（
注
4
）
 
な
お
、
本
稿
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
ほ
か
に
も
疑
問
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
解
散
決
議
前
で
あ
る
昭
和
三
六
年
三
月
一
一
日
に
、
原
告
 
 

有
限
会
社
の
社
員
全
員
の
持
分
を
原
告
株
式
会
社
が
謀
り
受
け
、
同
社
が
「
原
告
有
限
会
社
の
唯
一
の
社
員
と
な
（
っ
た
）
」
旨
を
判
示
し
て
お
 
 

り
、
従
っ
て
、
原
告
有
限
会
社
は
当
然
に
解
散
し
た
こ
と
に
な
る
（
有
限
会
社
法
六
九
条
一
項
五
号
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
点
に
は
な
ん
ら
ふ
れ
 
 

る
こ
と
な
く
、
前
記
の
と
お
り
判
示
し
て
い
る
点
に
も
疑
問
が
あ
る
。
 
 

（
注
5
）
 
商
法
第
九
四
条
、
第
四
〇
四
条
、
有
限
会
社
法
第
六
九
条
第
一
項
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
六
二
条
第
一
項
、
民
法
第
六
八
条
等
参
照
。
 
 

（
注
6
）
 
も
し
、
法
人
財
産
の
移
転
原
因
が
分
配
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
た
措
置
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
 
 

贈
与
で
あ
れ
ば
徴
収
法
第
三
九
条
の
無
償
譲
受
人
等
の
第
二
次
納
税
義
務
の
適
用
の
有
無
を
検
討
す
る
と
か
、
売
買
で
あ
れ
ば
詐
苦
行
為
取
消
訴
訟
 
 

の
可
否
を
考
え
る
と
か
、
で
あ
る
。
 
 
 



以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
と
お
り
に
な
る
。
徴
収
法
第
三
四
条
に
い
う
「
残
余
財
産
」
は
単
に
積
橿
財
産
と
い
う
の
と
 
 

同
様
で
あ
り
、
「
分
配
」
は
そ
の
積
極
財
産
を
分
配
の
根
拠
法
現
に
基
づ
い
て
帰
属
権
利
者
へ
移
転
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
、
 
 

私
法
上
の
通
常
の
意
義
と
は
異
な
る
と
の
結
論
を
得
た
。
こ
れ
は
、
違
法
な
残
余
財
産
の
分
配
が
あ
っ
た
場
合
に
国
税
徴
収
の
迅
速
・
適
切
 
 

な
確
保
を
図
ろ
う
と
す
る
法
律
の
趣
旨
・
目
的
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
「
解
散
」
に
つ
い
て
は
、
私
法
上
の
そ
れ
と
同
様
に
、
法
律
上
解
散
の
効
果
が
生
じ
た
こ
と
を
い
う
と
の
結
論
を
得
た
。
そ
し
て
、
 
 

事
実
上
の
解
散
に
つ
い
て
は
、
他
の
事
情
 
－
 
特
に
「
分
配
」
の
事
実
 
－
 
と
の
関
係
か
ら
解
散
事
実
の
推
認
の
可
能
な
こ
と
が
多
い
で
あ
 
 

ろ
う
し
、
そ
の
推
語
の
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
ま
で
徴
収
法
第
三
四
条
を
適
用
す
べ
き
必
要
性
・
合
理
性
が
な
い
と
考
え
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
、
考
案
の
便
宜
上
「
残
余
財
産
」
、
「
分
配
」
及
び
「
解
散
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
 
 

検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
検
討
過
程
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
そ
れ
ら
は
互
に
相
関
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
 
 

六
九
 
 
 

（
注
7
）
 
こ
こ
に
「
等
」
を
加
え
た
の
は
、
債
権
の
取
立
て
、
債
務
の
弁
済
な
ど
、
通
常
解
散
に
伴
っ
て
行
わ
れ
る
手
続
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
解
散
の
推
 
 

認
が
よ
り
容
易
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

（
注
8
）
 
こ
の
推
認
の
手
法
は
、
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
商
法
第
二
六
条
（
商
号
統
用
の
営
業
譲
受
人
の
責
任
）
を
適
用
す
る
た
め
の
 
 

要
件
で
あ
る
営
業
譲
渡
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
諸
事
実
か
ら
営
業
惑
渡
を
推
認
し
た
い
く
つ
か
の
裁
判
例
が
あ
る
（
商
事
判
例
研
究
昭
和
 
 

四
三
年
度
第
一
三
回
・
沢
野
直
紀
＜
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
七
五
号
一
七
〇
頁
＞
及
び
そ
こ
に
引
用
の
判
決
参
照
）
．
 
 

五
 
ま
 
 
と
 
 



七
〇
 
 

ら
を
合
せ
て
「
法
人
が
解
散
し
た
場
合
匿
お
い
て
、
…
…
国
税
を
納
付
し
な
い
で
残
余
財
産
の
分
配
又
ほ
引
渡
を
し
た
と
き
」
の
解
釈
を
問
 
 

題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
①
法
人
が
国
税
を
完
納
し
な
い
で
、
②
積
極
財
産
を
、
′
分
配
（
又
は
引
渡
し
）
を
原
因
と
し
 
 

て
そ
の
帰
属
権
利
者
へ
痕
乾
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
③
解
散
の
効
果
が
生
じ
て
い
る
と
き
、
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
▲
。
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