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は
じ
め
に

江
戸
川
区
は
、
人
口
68
万
人
（
東
京
23
区
で
上
位

か
ら
４
番
目
）、
財
政
規
模
は
平
成
23
年
度
一
般
会

計
予
算
で
２
２
２
９
億
円
で
あ
る
。

本
区
は
、
東
京
都
の
東
部
に
位
置
し
、
南
は
東
京

湾
に
面
し
、
東
は
千
葉
県
と
境
を
接
し
て
い
る
。
区

名
の
由
来
と
も
な
っ
て
い
る
江
戸
川
の
ほ
か
、荒
川
、

中
川
な
ど
５
本
の
河
川
が
区
内
を
流
れ
、
全
国
で
初

め
て
「
親
水
公
園
」
を
創
造
し
た
豊
か
な
水
と
緑
が

共
生
し
て
い
る
ま
ち
で
あ
る
。
昔
な
が
ら
の
下
町
情

緒
が
残
る
商
店
街
が
あ
り
、
も
の
づ
く
り
を
支
え
る

中
小
の
町
工
場
も
多
く
、
都
市
農
業
や
花
卉
栽
培
な

ど
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
区
内
に
は
５

本
の
鉄
道
・
地
下
鉄
が
横
断
し
、
都
心
に
は
15
分
程

度
で
行
け
る
東
京
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
い
う
側
面
も

併
せ
持
つ
多
様
性
に
富
ん
だ
都
市
で
も
あ
る
。

「
江
戸
川
区
の
私
債
権
の
管
理
に
関
す
る
条

例
」
制
定
の
背
景

１　

行
財
政
改
革
の
推
進
と
債
権
管
理
の
現
状

本
区
に
お
い
て
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
激
変
す
る

社
会
経
済
状
況
の
中
に
あ
っ
た
平
成
13
年
に
「
健
全

財
政
推
進
本
部
」
を
設
置
し
、
厳
し
い
財
政
状
況
を

乗
り
切
る
た
め
の
抜
本
的
な
行
財
政
改
革
を
行
っ
て

き
た
こ
と
に
よ
り
財
政
状
況
は
著
し
く
改
善
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
都
区
財
政
制
度
の
改
正
、
国
の
三

位
一
体
改
革
に
よ
る
補
助
金
等
の
見
直
し
や
様
々
な

税
制
改
正
、
少
子
高
齢
化
に
と
も
な
う
行
政
需
要
の

増
大
等
に
よ
り
今
後
の
財
政
状
況
の
先
行
き
は
決
し

て
楽
観
視
で
き
る
も
の
で
は
な
く
よ
り
一
層
の
財
政

健
全
化
に
向
け
た
努
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
平
成
16
年
２
月
、
本
区
監
査
委

員
に
よ
り
「
平
成
15
年
度
事
務
事
業
監
査
」
の
結
果

が
報
告
さ
れ
た
。
同
監
査
結
果
は
、
監
査
の
着
眼
点

の
一
つ
と
し
て
、
歳
入
の
確
保
、
滞
納
整
理
、
債
権

の
不
能
欠
損
処
理
等
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
特
に
区

の
各
種
貸
付
金
等
の
私
債
権
の
管
理
に
関
す
る
現
状

と
問
題
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
が
行
わ
れ

た
。

①
税
外
債
権
の
収
入
未
済
が
著
し
く
増
大
し
て
お

り
、
平
成
14
年
度
は
20
億
円
を
超
え
、
平
成
10
年

度
の
２
倍
強
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
も
そ
の
増
加

傾
向
が
続
く
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

②
昭
和
50
年
前
後
に
収
入
調
定
さ
れ
た
も
の
が
あ
る

が
、
現
在
も
未
処
理
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
等
、

古
い
債
権
が
少
な
か
ら
ず
滞
留
し
て
い
る
こ
と
。

③
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
る
も
の
が
数

千
万
円
規
模
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
、
未
だ
適
正
な

処
理
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
未
処
理
の
ま
ま
と
な
っ

て
い
る
こ
と
。

④
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
く
、
担
保
権
の
実
行
、
訴

訟
の
提
起
、
強
制
執
行
等
の
手
続
き
が
こ
れ
ま
で

行
わ
れ
た
実
績
が
な
い
こ
と
。

ま
た
、
監
査
委
員
の
総
括
意
見
と
し
て
、
債
権
の

【条例制定の事例】

江戸川区
「江戸川区の私債権の管理に関する条例」の 
意義と特徴について

江戸川区総務部納税課特別整理係　淡路　公機
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東京・江戸川区では債権の適正な管理と徴収の強化を図るため、平成16年に「江戸
川区収納対策委員会」を発足させた。そして従来、各課が担当する債権について、そ
れぞれに独自の条例を定めてきたが、同区の私債権を包括的に管理することを目的と
して平成18年3月に新たな条例を制定した。
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管
理
に
つ
い
て
全
庁
的
な
共
通
認
識
を
図
り
収
入
確

保
に
向
け
た
努
力
と
責
任
を
明
確
に
す
る
よ
う
付
記

さ
れ
て
い
た
。

２　

債
権
管
理
の
適
正
化
に
向
け
た
取
り
組
み

こ
う
し
た
「
監
査
結
果
」
の
報
告
を
受
け
、
区
に

お
け
る
債
権
の
適
正
な
管
理
と
徴
収
の
強
化
を
図
っ

て
い
く
た
め
に
、
平
成
16
年
12
月
「
江
戸
川
区
収
納

対
策
委
員
会
」（
以
下
、「
対
策
委
員
会
」
と
い
う
。）

が
発
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
総
務
部
長
を
座
長
と

し
、構
成
メ
ン
バ
ー
は
債
権
を
管
理
す
る
担
当
課
長
、

同
係
長
級
職
員
が
作
業
部
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
配

置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。（
ち
な
み
に
筆
者
は
当

時
同
対
策
委
員
会
の
事
務
局
を
担
当
し
て
い
た
。）

対
策
委
員
会
に
お
い
て
は
、
区
が
管
理
の
対
象
と

し
て
い
る
公
債
権
、
私
債
権
を
含
む
多
様
な
債
権
に

つ
い
て
、
そ
の
管
理
の
あ
り
方
や
徴
収
方
法
を
含
め

多
く
の
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
そ
の
主
要
な
対
象

と
な
っ
た
の
は
、「
監
査
結
果
」
の
指
摘
に
あ
っ
た

私
債
権
の
管
理
の
適
正
化
と
徴
収
の
強
化
を
い
か
に

図
っ
て
い
く
の
か
に
あ
っ
た
。
本
区
に
お
け
る
各
種

貸
付
金
等
の
私
債
権
は
15
課
24
係
25
種
類
ほ
ど
に

な
っ
て
い
る
が
、
当
該
債
権
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の

条
例
を
定
め
て
お
り
行
政
目
的
も
異
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
も
特
に
統
一
的
な

ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
そ
の
運
用
は

各
主
管
課
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

対
策
委
員
会
の
議
論
の
内
容
と
し
て
も
、
収
入
未
済

が
増
大
し
て
い
る
原
因
は
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
お

け
る
個
別
的
な
要
因
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
す

る
意
見
も
多
数
出
さ
れ
た
が
、
①
貸
付
金
等
に
つ
い

て
は
、
貸
付
が
主
た
る
業
務
で
あ
り
そ
の
回
収
ま
で

に
手
が
回
ら
な
い
こ
と
、
②
債
権
管
理
に
関
す
る
法

律
上
の
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
少
な
い
こ
と
、
③
貸
付

を
行
っ
た
後
の
債
権
管
理
、
特
に
「
債
務
不
履
行
」

が
発
生
し
た
後
の
対
応
に
十
分
な
対
策
が
と
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
等
が
共
通
し
た
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ

れ
た
。

対
策
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
克
服
し

て
い
く
た
め
に
、
債
権
管
理
に
関
し
て
全
庁
的
に
統

一
し
た
対
応
が
と
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
区
民
に

対
す
る
「
公
平
性
」
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と

し
て
、
具
体
的
に
は
次
の
三
点
を
当
面
の
対
応
策
と

し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

①
私
債
権
の
管
理
及
び
徴
収
に
関
す
る「
職
員
研
修
」

を
実
施
す
る
。

②
総
務
部
納
税
課
に
「
私
債
権
担
当
部
門
」
を
設
置

し
、
訴
訟
・
強
制
執
行
案
件
等
の
受
託
、
各
担
当

課
と
の
連
絡
・
調
整
を
行
う
。

③
江
戸
川
区
の
私
債
権
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
以

下
、「
債
権
管
理
条
例
」
と
い
う
。）
の
制
定
及
び

「
債
権
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
策
定
を
行
う
。

債
権
管
理
条
例
制
定
の
意
義
と
特
徴
に
つ
い
て

１　

条
例
制
定
の
必
要
性
に
つ
い
て

前
述
の
よ
う
に
、
本
区
に
お
け
る
債
権
管
理
の
適

正
化
に
向
け
た
取
り
組
み
は
、
職
員
研
修
の
実
施
、

専
担
組
織
の
設
置
、
債
権
管
理
条
例
の
制
定
及
び
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
を
三
つ
の
基
本
的
な
柱
と
し
て
実

施
し
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
連
性
の
強
い
も

の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
従
い
債
権
管
理
条

例
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
意
義
と
特
徴
に
つ
い
て
述

べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

自
治
法
上
、
自
治
体
が
管
理
す
る
債
権
は
、
金
銭

債
権
だ
け
で
あ
り
公
法
上
の
理
由
に
基
づ
い
て
発
生

す
る
債
権
（
以
下
、「
公
債
権
」
と
い
う
。）
と
私
法

上
の
原
因
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
債
権
（
以
下
、「
私

債
権
」
と
い
う
。）
と
を
問
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

公
債
権
は
、
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
強
制

徴
収
で
き
る
も
の（
自
治
法
２
３
１
条
の
３
第
３
項
。

以
下
、「
強
制
徴
収
公
債
権
」
と
い
う
。）
と
、
滞
納

処
分
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
、

「
非
強
制
徴
収
公
債
権
」
と
い
う
。）
に
区
分
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
治
体
が
管
理
す
る

債
権
は
、
①
強
制
徴
収
公
債
権
、
②
非
強
制
徴
収
公

債
権
、
③
私
債
権
の
三
つ
に
区
分
で
き
る
が
、
自
治

法
及
び
同
施
行
令
は
こ
れ
ら
法
的
性
格
の
異
な
る
３

種
類
の
債
権
を
同
一
の
規
律
の
も
と
に
お
い
て
い
る

た
め
に
そ
の
適
用
関
係
が
非
常
に
複
雑
な
も
の
に

な
っ
て
い
る
。（
別
表
参
照
。）

ま
た
、
同
法
、
同
施
行
令
は
、
督
促
、
訴
訟
、
強

制
執
行
等
の
法
的
手
続
き
の
実
行
に
よ
る
迅
速
か
つ

的
確
な
債
権
回
収
を
求
め
る
一
方
、
徴
収
停
止
、
履

行
延
期
の
特
約
、
債
務
免
除
等
の
徴
収
緩
和
措
置
に

つ
い
て
は
そ
の
要
件
を
厳
格
に
規
定
し
て
い
る
。
そ
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の
た
め
に
現
実
に
即
し
た
柔
軟
な
対
応
が
と
り
に
く

く
、
実
際
に
は
回
収
で
き
る
見
込
み
の
な
い
債
務
者

に
対
し
て
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
催
告
を
続
け
る
な

ど
し
て
債
権
管
理
を
継
続
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実

情
で
あ
る
。
し
か
も
、
私
債
権
に
お
い
て
は
債
務
者

が
時
効
の
援
用
を
し
な
い
限
り
債
権
は
消
滅
し
な

い
。
多
額
の
私
債
権
が
未
処
理
の
ま
ま
長
期
間
滞
留

せ
ざ
る
を
得
な
い
要
因
の
一
つ
が
こ
う
し
た
点
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
問
題
点
を
解
消
し
、
債
権
管
理
の
効
率
化

を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
自
治
法
、
同
施
行
令
の

不
十
分
な
点
を
補
い
、
職
務
を
執
行
す
る
上
で
現
実

に
即
し
た
使
い
や
す
い
規
定
を
盛
り
込
ん
だ
新
た
な

債
権
管
理
条
例
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し

た
。
本
条
例
は
、
関
係
各
機
関
の
協
力
を
得
て
平
成

18
年
３
月
に
制
定
さ
れ
、
同
年
４
月
に
施
行
と
な
っ

た
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
条
例
全
文
（
江
戸
川
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。）
に
つ
い
て
の
解
説
は
こ
こ

で
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
以
下
に
そ
の

特
徴
点
を
要
約
し
て
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

２　

債
権
管
理
条
例
の
特
徴
に
つ
い
て

本
区
に
お
け
る
債
権
管
理
条
例
の
特
徴
は
、
大
別

す
る
と
次
の
３
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
は
、
本
条
例
の
対
象
と
な
る
債
権
を
「
私
法
上
の

原
因
に
よ
っ
て
発
生
す
る
債
権
」に
限
定
し
た
こ
と
、

第
二
は
、
訴
訟
の
提
起
及
び
和
解
に
あ
た
っ
て
は

５
０
０
万
円
以
下
の
債
権
は
「
長
の
専
決
処
分
」
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
規
定
を
盛
り
込
ん
だ
こ

と
、
第
三
は
、「
債
権
放
棄
」
の
規
定
を
新
設
し
そ

の
基
準
を
明
確
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

（
１
）
条
例
の
適
用
対
象
債
権
を
「
私
法
上
の
原
因

に
基
づ
く
債
権
」
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て

前
述
し
た
よ
う
に
、
債
権
管
理
に
関
す
る
自
治
法

の
規
定
は
、「
公
債
権
」
と
「
私
債
権
」
を
同
一
の

規
律
の
も
と
に
お
い
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
適
用
関

係
が
複
雑
で
分
か
り
に
く
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
別
表
に
も
示
し
て
あ
る
よ
う
に
「
督
促
」

と
い
う
規
定
が
法
２
３
１
条
の
３
第
１
項
と
施
行
令

１
７
１
条
の
双
方
に
あ
る
こ
と
、、
法
２
３
６
条
第

１
項
は
債
権
の
消
滅
時
効
の
期
間
を
５
年
と
定
め
、

同
条
第
２
項
に
お
い
て
援
用
を
不
要
と
し
時
効
の
利

益
も
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
定
め
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
私
債
権
に
は
適
用
が
な
い
こ
と
、
ま

た
、
同
条
４
項
に
お
い
て
は
時
効
中
断
の
効
力
に
つ

い
て
民
法
１
５
３
条
の
適
用
を
排
し
公
債
権
、
私
債

権
の
双
方
に
適
用
が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
等
で
あ

る
。
こ
う
し
た
法
令
の
適
用
関
係
の
複
雑
さ
を
解
消

し
条
例
を
シ
ン
プ
ル
で
使
い
や
す
い
も
の
に
す
る
た

め
に
、
そ
の
適
用
範
囲
を
私
債
権
に
限
定
す
る
こ
と

と
し
た
。
強
制
徴
収
公
債
権
は
、
地
方
税
の
滞
納
処

分
の
例
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で

こ
と
さ
ら
条
例
に
盛
り
込
む
必
要
は
な
い
。
ま
た
、

非
強
制
徴
収
公
債
権
は
、
現
行
の
規
定
で
対
応
す
る

こ
と
と
し
、
仮
に
未
済
債
権
が
滞
留
す
る
事
情
が
生

じ
た
と
し
て
も
同
債
権
は
５
年
で
絶
対
的
に
消
滅
す

る
。
以
上
が
、
本
条
例
の
規
定
対
象
を
私
債
権
に
限

定
し
た
理
由
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
場
合
、
何
が
公

債
権
で
あ
る
か
私
債
権
で
あ
る
か
の
区
分
が
非
常
に

重
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
条
例

制
定
の
後
に
策
定
し
た
「
債
権
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

の
中
で
明
示
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
２
）
訴
訟
の
提
起
、和
解
等
に
関
す
る
「
専
決
処
分
」

強制徴収公債権 非強制徴収公債権 私債権
納入の通知 法231 法231 法231
督促 法231の3Ⅰ 法231の3Ⅰ 令171
手数料・延滞金 法231の3Ⅱ 法231の3Ⅱ 民法
送達・公示送達 法231の3Ⅳ 法231の3Ⅳ 民法
徴収停止 地方税法等 令171の5 令171の5
履行延期 地方税法等 令171の6Ⅰ 令171の6Ⅰ
免除 地方税法等 令171の7Ⅰ 令171の7Ⅰ
強制執行等 地方税法等 令171の2 令171の2
履行延期の繰り上げ 地方税法等 令171の3 令171の3
債権の申し出等 地方税法等 令171の4 令171の4
時効期間の特則 法236Ⅰ 法236Ⅰ 民法
時効援用・放棄 法236Ⅱ 法236Ⅱ 民法
時効中断の絶対効 法236Ⅳ 法236Ⅳ 法236Ⅳ
（出所）　筆者作成
法：地方自治法　　令：地方自治法施行令

（別表）自治法、施行令、民法の適用関係
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に
つ
い
て

自
治
法
、
同
施
行
令
の
債
権
管
理
規
定
を
的
確
に

運
用
し
て
い
く
と
、履
行
期
限
の
特
約
、和
解
、調
停
、

訴
訟
提
起
等
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
自

治
体
を
当
事
者
と
す
る
訴
え
の
提
起
、
和
解
、
調
停

を
行
う
に
は
議
会
の
議
決
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

（
自
治
法
96
条
１
項
12
号
）。
し
か
し
、
本
区
に
お
け

る
貸
付
金
等
の
私
債
権
は
25
種
類
を
数
え
そ
の
件
数

も
数
千
件
を
超
え
る
膨
大
な
数
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、

こ
れ
を
そ
の
つ
ど
議
会
に
諮
る
と
な
る
と
効
率
的
な

事
務
処
理
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
本
区

に
お
い
て
は
法
務
事
務
の
迅
速
化
と
債
権
管
理
の
効

率
化
に
資
す
る
主
旨
で
平
成
16
年
３
月
、
訴
え
の
提

起
、
和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
関
し
、
そ
の

目
的
物
の
価
額
が
５
０
０
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
「
専

決
処
分
」
で
き
る
旨
の
規
定
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の

内
容
を
条
例
に
盛
り
込
み
債
権
管
理
に
関
す
る
重
要

な
規
定
を
総
覧
で
き
る
形
に
整
え
る
こ
と
に
し
た
。

（
３
）「
債
権
放
棄
」
に
つ
い
て

債
権
を
消
滅
さ
せ
る
方
法
と
し
て
は
、
施
行
令

１
７
１
条
の
７
に
定
め
る
「
免
除
」
の
規
定
が
あ
る

が
、
同
条
は
、
債
務
者
が
無
資
力
又
は
こ
れ
に
近
い

状
態
に
あ
る
た
め
履
行
延
期
の
特
約
又
は
処
分
を
し

た
債
権
に
つ
い
て
、
当
初
の
履
行
期
限
か
ら
10
年
を

経
過
し
て
も
な
お
無
資
力
状
態
が
継
続
し
弁
済
の
見

込
み
が
な
い
時
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
条
項

は
要
件
が
非
常
に
厳
し
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、
該
当

す
る
債
権
は
限
定
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、

少
な
く
と
も
本
区
に
お
い
て
適
用
で
き
る
債
権
は
殆

ど
な
い
。
債
権
を
消
滅
さ
せ
る
も
う
一
つ
の
方
法
と

し
て
、
議
会
の
議
決
を
経
て
行
う
権
利
の
放
棄
が
あ

る
（
自
治
法
96
条
１
項
10
号
）。
放
棄
の
議
決
を
す

る
た
め
に
特
別
の
要
件
が
定
め
ら
れ
て
は
い
な
い

が
、議
会
が
常
時
開
催
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

「
専
決
処
分
」
の
項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
大
量
の
債

権
を
そ
の
つ
ど
議
会
に
諮
る
と
な
る
と
事
務
の
効
率

性
と
い
う
面
か
ら
も
問
題
が
多
い
。
他
に
、
時
効
に

よ
る
債
権
の
消
滅
が
あ
る
が
私
債
権
に
つ
い
て
は
自

治
法
２
３
６
条
の
適
用
が
な
く
、
債
務
者
が
時
効
の

援
用
を
し
な
い
限
り
債
権
は
消
滅
し
な
い
。
以
上
の

よ
う
に
、
現
行
の
自
治
法
及
び
施
行
令
の
規
定
は
、

債
権
の
消
滅
と
そ
れ
に
基
づ
く
欠
損
処
理
を
行
う
上

で
の
制
約
が
き
わ
め
て
多
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
区
に
お
い
て
収
入
未
済
と
な
っ
て

い
る
債
権
の
中
に
は
、
す
で
に
「
破
産
・
免
責
」
と

な
っ
て
い
る
も
の
、
著
し
い
生
活
困
窮
に
陥
っ
て
い

る
も
の
、
時
効
期
間
が
過
ぎ
行
方
不
明
と
な
っ
て
い

る
も
の
等
が
多
数
存
在
し
て
お
り
債
権
の
整
理
を
行

う
上
で
大
き
な
困
難
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
現
実

が
あ
る
。
そ
こ
で
、
債
権
の
欠
損
処
理
等
を
効
率
的

に
行
う
た
め
に「
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
」

に
は
議
会
の
議
決
を
要
し
な
い
と
し
て
い
る
自
治
法

96
条
１
項
10
号
を
活
用
し
「
債
権
放
棄
」
の
項
目
を

新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
、「
債
権
の
放
棄
」

は
自
治
体
の
財
産
を
減
じ
る
行
為
で
あ
り
、「
公
平

性
」
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
社
会
通
念

上
妥
当
と
思
わ
れ
る
①
著
し
い
生
活
困
窮
、②
破
産
・

免
責
、
③
時
効
完
成
を
主
た
る
要
件
と
し
て
限
定
的

に
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

条
例
制
定
に
よ
る
効
果
と
今
後
の
課
題
に
つ

い
て

（
１
）
条
例
制
定
に
よ
る
効
果

条
例
制
定
に
よ
る
効
果
は
、
債
権
管
理
の
効
率
化

を
図
っ
て
い
く
上
で
の
実
務
に
関
す
る
法
令
上
の
整

備
が
図
ら
れ
、
全
庁
的
に
統
一
し
た
ル
ー
ル
が
確
立

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
各
担
当
課
に
滞
留

し
て
い
た
未
済
債
権
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
く

の
か
に
つ
い
て
一
定
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
と
い
う

点
に
あ
る
。
ま
た
、
条
例
の
制
定
と
前
後
し
て
実
施

し
た
債
権
管
理
に
関
す
る
「
職
員
研
修
」
や
実
務
上

の
指
針
と
し
て
策
定
し
た「
債
権
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

等
事
務
の
効
率
化
の
た
め
の
条
件
整
備
を
図
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
以
上
に
速
や
か
な
債
権
処
理
が

可
能
と
な
っ
た
。
各
担
当
課
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
滞
留
し
て
い
た
債
権
の
総
点
検
を
行
い
、
徴
収
不

能
と
認
め
ら
れ
る
債
権
の
整
理
と
徴
収
可
能
な
債
権

の
訴
訟
提
起
等
を
行
っ
て
い
る
が
、
平
成
23
年
６
月

第
２
回
区
議
会
定
例
会
ま
で
に
議
会
報
告
を
行
っ
た

案
件
は
過
去
４
年
間
の
総
合
計
で
、
訴
訟
提
起

１
０
９
７
件
（
３
億
２
０
０
０
万
円
）、
和
解

３
２
０
件
（
１
億
２
０
０
０
万
円
）、
債
権
放
棄

７
２
２
件
（
８
億
９
０
０
０
万
円
）
と
な
り
、
金
額

ベ
ー
ス
で
は
13
億
３
０
０
０
万
円
と
な
っ
た
。
こ
れ
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は
、
本
区
の
一
般
会
計
上
の
税
外
債
権
の
収
入
未
済

額
合
計
48
億
円
（
平
成
22
年
度
決
算
。）
の
27
％
に

あ
た
る
金
額
で
あ
る
。
各
個
別
債
権
ご
と
の
徴
収
効

果
等
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
こ
こ
で
そ
の

詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も

債
権
管
理
条
例
制
定
以
前
の
状
況
と
比
し
て
全
体
的

に
大
き
な
進
展
を
み
た
こ
と
は
前
記
数
値
の
示
す
と

お
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
本
区
に
お
け

る
債
権
管
理
に
関
す
る
取
り
組
み
は
、「
東
京
弁
護

士
会
・
業
務
改
革
委
員
会
（
委
員
長
・
須
田
徹
弁
護

士（
当
時
）」の
協
力
を
得
て
実
現
し
た
も
の
が
多
い
。

本
区
の
職
員
に
と
っ
て
債
権
管
理
に
関
す
る
民
事
関

係
の
法
律
は
比
較
的
な
じ
み
が
薄
く
、
そ
の
知
識
や

ノ
ウ
ハ
ウ
を
習
得
す
る
機
会
も
少
な
い
。
そ
う
し
た

中
で
、
条
例
の
制
定
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
、
債
権

管
理
の
実
務
と
し
て
の
訴
訟
提
起
、
強
制
執
行
等
に

つ
い
て
弁
護
士
か
ら
種
々
の
助
言
・
協
力
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
は
、
極
め
て
意
義
深
い
も
の
が
多

く
大
い
に
参
考
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
契
機

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
債
権
管
理
の
あ
り
方
を
抜
本

的
に
見
直
し
て
い
こ
う
と
す
る
機
運
が
生
ま
れ
、
債

権
管
理
に
関
す
る
職
員
の
意
識
改
革
が
図
ら
れ
つ
つ

あ
る
と
い
う
こ
と
が
実
は
最
も
大
き
な
成
果
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
今
後
の
課
題
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
区
に
お
け
る

債
権
管
理
の
取
り
組
み
は
、
条
例
の
制
定
を
始
め
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
等
種
々
の
条
件
整
備
を
図
る
こ
と

に
相
当
の
時
間
と
労
力
を
費
や
し
、
ほ
ぼ
３
年
有
余

の
準
備
期
間
を
経
て
今
日
一
定
の
軌
道
に
乗
り
始
め

る
段
階
に
い
た
っ
た
。
こ
の
過
程
の
中
で
は
、
多
く

の
議
論
が
交
わ
さ
れ
い
ろ
い
ろ
な
試
行
錯
誤
を
繰
り

返
し
、
い
ま
だ
未
解
決
の
課
題
や
問
題
点
も
残
さ
れ

て
い
る
。

そ
の
第
一
は
、
条
例
の
解
釈
・
運
用
上
の
問
題
で

あ
る
。
具
体
的
に
数
例
を
上
げ
る
と
、
①
公
債
権
か

私
債
権
か
の
分
類
に
つ
い
て
見
解
が
統
一
で
き
て
い

な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
、
②
専
決
処
分
に
お
け
る

５
０
０
万
円
と
い
う
金
額
に
は
、
利
息
、
延
滞
金
が

含
ま
れ
る
の
か
否
か
、
③
和
解
に
は
、
債
権
の
一
部

放
棄
が
含
ま
れ
る
の
か
否
か
、
ま
た
、
債
権
放
棄
の

要
件
で
あ
る
生
活
困
窮
あ
る
い
は
行
方
不
明
者
と
い

う
判
断
基
準
を
ど
こ
に
お
く
の
か
と
い
う
こ
と
等
も

早
急
に
結
論
を
出
す
べ
き
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て

い
る
。

第
二
は
、
実
務
上
・
組
織
上
の
課
題
で
あ
る
。
本

区
に
お
け
る
貸
付
金
等
の
私
債
権
を
担
当
し
て
い
る

部
署
は
15
課
16
係
で
あ
る
が
、
債
権
の
管
理
方
法
は

各
担
当
課
に
任
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
各
種
債

権
は
行
政
目
的
が
違
う
と
は
い
え
、
区
と
住
民
の
間

に
金
銭
の
債
権
債
務
関
係
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と

に
お
い
て
差
異
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
申
請
書
や

契
約
書
の
様
式
、
台
帳
、
フ
ァ
イ
ル
の
管
理
方
法
、

保
証
人
や
物
的
担
保
の
有
無
、
債
務
不
履
行
に
陥
っ

た
と
き
の
措
置
等
、
債
権
管
理
に
関
す
る
基
本
事
項

は
あ
る
程
度
統
一
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
ま
た
、
組
織
的
に
は
集
中
管
理
方
式
と
す

る
か
個
別
管
理
方
式
と
す
る
か
、
専
門
的
な
知
識
や

ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
の
か
等

問
題
は
山
積
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
平
成
23
年
３
月
３
日
付
「
生
活
困
窮

対
策
等
に
お
け
る
税
務
情
報
の
活
用
に
つ
い
て
」
と

題
す
る
「
総
務
省
通
知
」
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

税
務
情
報
の
活
用
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
の
国
の
見
解

と
趣
を
異
に
し
た
大
変
示
唆
に
富
ん
だ
内
容
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
が
、
自
治
体
に
お
け
る
債
権
の
情
報

管
理
の
あ
り
方
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
本
区
に
お
い
て
も
、
債
権
管
理
の
効

率
化
を
考
え
る
上
で
情
報
管
理
は
極
め
て
重
要
な
課

題
で
あ
り
、
税
務
情
報
と
そ
の
他
の
債
権
関
係
情
報

の
管
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
元
化
・
共
有
化
が
可

能
か
否
か
等
を
含
め
新
た
な
課
題
と
し
て
検
討
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
区
に
お
け
る
債
権
管
理
に
関
す
る
基

本
的
な
考
え
方
は
、
住
民
の
生
活
の
現
状
に
即
し
て

強
制
執
行
や
徴
収
緩
和
措
置
を
適
切
に
行
使
し
徴
収

の
強
化
と
公
平
性
の
確
保
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
職
員
自
身
の
よ
り
一
層
の
事

務
能
力
の
向
上
を
図
り
、
全
庁
的
な
協
働
体
制
を
作

り
上
げ
、
自
立
し
た
債
権
管
理
業
務
を
進
め
て
い
け

る
よ
う
努
力
し
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
な
こ

と
と
考
え
て
い
る
。


