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１ 

は
じ
め
に

本
年
１
月
30
日
に
、
世
界
保
健
機
構
（
Ｗ

Ｈ
Ｏ
）
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界

で
感
染
拡
大
し
て
い
る
事
を
公
表
し
、
警

告
を
発
し
ま
し
た
。
今
で
は
、
世
界
で

６
０
６
万
５
６
２
４
人
が
感
染
し
、
死
亡
者
も

36
万
９
２
７
４
人
と
な
り
（
本
年
５
月
末
日
時

点
）、
１
９
１
８
年
に
死
亡
者
約
５
０
０
０
万

人
を
出
し
大
流
行
し
た

ス
ペ
イ
ン
風
邪
以
来
の

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
状
態
と

な
っ
て
い
ま
す
。
我
が
国

で
も
、
４
月
16
日
に
緊
急

事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
、

密
閉
、
密
集
、
密
接
の
三

密
を
避
け
て
自
粛
す
る

こ
と
を
要
請
し
、
外
出
を

８
割
減
ら
し
、
テ
レ
ワ
ー

ク
を
推
奨
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
自
粛

効
果
も
あ
り
、
今
で
は
緊

急
事
態
宣
言
が
解
除
さ

れ
順
次
普
段
の
生
活
を

取
り
戻
し
つ
つ
あ
り
ま

す
が
、
有
効
な
治
療
薬
や

ワ
ク
チ
ン
の
開
発
に
は

ま
だ
相
当
の
期
間
が
要
す
る
こ
と
か
ら「
三
密
」

生
活
は
避
け
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
と
共
存
す
る
「
ウ
イ
ズ
コ
ロ
ナ
」
の
時

代
が
当
分
続
き
そ
う
で
す
。

２ 

き
ず
な
基
金
へ
の
影
響

本
基
金
は
、
今
春
高
校
生
の
卒
業
生
を
20

名
送
り
出
し
、
新
規
応
募
者
28
名
の
な
か
か
ら

書
類
審
査
や
面
接
を
経

て
13
名
を
採
用
し
、
今
年

度
は
計
55
名
の
中
高
生

を
支
援
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
総

勢
１
０
５
名
の
大
学
生

を
送
り
出
す
と
こ
ろ
ま

で
活
動
は
定
着
し
て
い

ま
す
。
昨
年
度
は
、
恒

例
の
年
２
回
の
交
流
会

の
ほ
か
、
能
勢
で
の
キ
ャ

ン
プ
や
初
め
て
の
試
み

の
餅
つ
き
大
会
を
開
催

し
ま
し
た
。
昨
年
12
月
29

日
に
奈
良
県
生
駒
市
の

古
民
家
で
実
施
し
た
餅

つ
き
大
会
に
は
、
多
く
の

中
高
生
と
保
護
者
そ
れ

に
卒
業
生
達
総
勢
70
余
名
が
集
ま
り
、
と
て
も

感
動
的
な
行
事
と
な
り
ま
し
た
。

本
年
度
は
、
昨
年
の
活
動
を
さ
ら
に
充
実

さ
せ
る
べ
く
企
画
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
春
に

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
深
刻
と
な

り
、
こ
れ
ま
で
予
定
し
て
い
た
交
流
会
も
中
止

と
な
り
、
今
後
の
企
画
も
実
施
困
難
な
状
況
に

あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
私
達
の
活
動
は
、密
接
、

密
集
し
て
友
好
、
支
援
の
輪
を
拡
げ
る
こ
と
に

目
的
が
あ
る
た
め
、
残
念
な
が
ら
現
在
の
状
況

で
は
す
べ
て
の
企
画
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
ず
、

秋
の
交
流
会
も
実
施
で
き
る
か
不
透
明
で
す
。

こ
の
よ
う
に
例
年
の
恒
例
行
事
が
大
き
く

成
約
を
受
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
塾
代
等
を
経

済
支
援
し
て
い
る
子
ど
も
達
に
と
っ
て
、
肝
心

の
塾
の
大
半
が
閉
鎖
と
な
り
、
学
校
も
休
校
の

た
め
に
自
宅
で
の
学
習
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
卒
業
し
た
大
学
生
達
も
、
そ
の

大
半
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
生
活
費
を
捻
出

し
、
学
生
生
活
を
維
持
し
る
た
め
、
バ
イ
ト
先

が
閉
鎖
、
休
業
と
な
り
、
生
活
費
の
捻
出
に
苦

慮
す
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

最
近
の
報
道
で
は
、
５
人
に
１
人
が
休
学
、

退
学
を
検
討
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
危
機
感
を
覚
え
、
本

基
金
で
は
、
本
年
度
に
限
り
、
子
ど
も
達
に
支

援
し
て
い
る
塾
代
等
を
生
活
費
に
充
当
す
る

こ
と
を
認
め
、
ま
た
卒
業
し
た
大
学
生
、
大

学
院
生
に
は
一
律
10
万
円
を
支
給
す
る
こ
と

を
決
め
、
急
遽
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
書

面
で
の
賛
同
を
得
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
対
象
学
生
75
名
の
う
ち
57

名
に
緊
急
支
援
を
行
い
ま
し
た
。

こ
う
い
っ
た
救
済
措
置
は
、
本
来
で
あ
れ

ば
行
政
が
対
応
す
る
べ
き
と
思
い
ま
す
が
、
議

論
倒
れ
で
対
応
が
遅
く
、
改
め
て
行
政
の
脆

弱
さ
を
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

３ 

コ
ロ
ナ
騒
ぎ
の
中
で

こ
の
よ
う
な
事
態
の
中
で
、
あ
る
卒
業
生

か
ら
、
当
基
金
の
支
援
対
象
中
高
生
の
悩
み
相

談
に
乗
る
た
め
に
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
活
用
し
た

「
き
ず
な
相
談
室
」
を
設
置
し
た
い
と
い
う
嬉

し
い
提
案
が
あ
り
、
早
速
子
ど
も
達
全
員
に

案
内
し
た
と
こ
ろ
、
33
名
の
子
ど
も
達
が
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
＠
に
登
録
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

卒
業
生
約
20
名
が
回
答
者
と
し
て
登
録
し
て

く
れ
て
い
ま
す
。
既
に
何
件
か
の
悩
み
相
談

や
助
言
を
求
め
る
相
談
が
届
い
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
と
い
う
難
事
に
あ
っ
て

も
、
ま
た
新
た
な
き
ず
な
の
輪
が
拡
が
っ
て

い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

  

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
中
で
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　 山 田 庸 男

中
国
に
端
を
発
し
た
と
さ
れ
る
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
が
、
全
世
界
に
お
い
て
猛
威
を

振
る
い
、
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
法
的
な

拘
束
力
を
持
つ
外
出
禁
止
令
が
な
さ
れ
、
理

由
も
な
く
外
出
し
て
い
る
と
拘
束
さ
れ
る
国

も
あ
り
ま
し
た
。

日
本
で
も
、
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で

「
自
粛
要
請
」
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た

要
請
に
は
、
法
的
な
強
制
力
は
な
い
も
の
の
、

日
本
国
民
の
「
正
義
感
」
の
お
か
げ
な
の
か
、

「
同
調
圧
力
」
の
せ
い
な
の
か
、
人
々
の
行
動

が
実
質
的
に
制
限
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
原
稿
執
筆
時
点
に
お
い
て
は
、
国
内

で
は
１
日
の
感
染
者
数
が
減
少
傾
向
と
な
る

な
ど
、
事
態
は
一
応
の
落
ち
着
き
を
見
せ
つ

つ
あ
り
、
徐
々
に
自
粛
要
請
が
緩
和
さ
れ
て

き
て
い
ま
す
が
、
こ
の
秋
や
冬
に
は
流
行
の

第
二
波
、
第
三
波
が
や
っ
て
く
る
と
も
い
わ

れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が
元
ど
お
り

に
な
る
に
は
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
す
。

こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
は
経

済
に
も
深
刻
な
打
撃
を
与
え
て
い
ま
す
。

「
三
密
を
避
け
る
必
要
」
が
あ
る
と
の
こ
と

で
、
飲
食
店
や
娯
楽
施
設
な
ど
が
営
業
自
粛

を
要
請
さ
れ
、
企
業
に
お
い
て
も
テ
レ
ワ
ー

ク
や
交
替
勤
務
な
ど
、
通
勤
中
や
勤
務
中
の

混
雑
を
緩
和
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
事
業
活
動
が
停
滞
し
、
倒
産
に

至
っ
た
り
業
績
が
悪
化
し
た
り
し
た
事
業
主

や
企
業
が
相
当
数
現
れ
た
ば
か
り
か
、
そ
れ

に
伴
い
、
雇
用
不
安
も
広
ま
り
、
家
計
に
大

き
な
打
撃
を
受
け
た
人
達
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。

政
府
も
、
世
帯
に
対
す
る
定
額
給
付
金
や
、

企
業
に
対
す
る
緊
急
融
資
な
ど
、
様
々
施
策

を
講
じ
て
い
ま
す
が
、「
巧
遅
は
拙
速
に
如
か

ず
」
と
は
い
え
、
あ
ま
り
に
も
お
粗
末
な
対

応
も
多
々
あ
り
、
国
民
の
批
判
の
的
に
な
っ

て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

社
会
混
乱
の
な
か
、
東
京
高
検
検
事
長
の
定

年
延
長
の
閣
議
決
定
や
、
検
察
官
の
定
年
延

長
の
た
め
の
検
察
庁
法
の
改
正
法
案
が
、
国

民
の
関
心
を
集
め
ま
し
た
。
大
多
数
の
マ
ス

コ
ミ
が
こ
ぞ
っ
て
反
対
し
、
S
N
S
で
こ
れ

に
反
対
す
る
意
見
が
多
数
集
ま
っ
た
な
ど
と

報
道
さ
れ
、
改
正
法
案
の
今
回
の
成
立
は
見

送
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
検

事
長
の
定
年
延
長
の
閣
議
決
定
問
題
に
つ
い

て
は
、
当
の
本
人
が
賭
け
麻
雀
を
し
て
い
た

と
し
て
自
ら
辞
任
す
る
と
い
う
、
あ
っ
け
な

い
幕
切
れ
と
な
り
ま
し
た
。
賭
け
麻
雀
の
相

手
が
新
聞
社
の
記
者
や
社
員
と
い
う
皮
肉
な

オ
マ
ケ
ま
で
つ
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
昨
今
の
出
来
事
に
関
し
、
私
は
、

テ
レ
ビ
の
報
道
態
度
（
特
に
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
）

が
非
常
に
気
に
な
り
ま
し
た
。

既
存
の
権
力
を
厳
し
く
監
視
す
る
の
も
マ

ス
コ
ミ
の
役
割
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、

ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
に
は
編
集
の
自
由
が
あ
る

一
方
で
、
テ
レ
ビ
局
な
ど
の
放
送
事
業
者
に

適
用
さ
れ
る
放
送
法
に
お
い
て
は
、
放
送
番

組
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
、「
政
治
的
に
公
平

で
あ
る
こ
と
」、「
意
見
が
対
立
し
て
い
る
問

題
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
角
度

か
ら
論
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
沿
っ

た
番
組
も
あ
る
の
で
す
が
、
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
番
組
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

国
民
の
一
時
的
な
感
情
だ
け
に
訴
え
る
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
理
性
的
に
判
断
で
き
る

た
め
の
素
材
や
視
点
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
が

マ
ス
コ
ミ
の
役
割
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
S
N
S
で
の
意
見
が
あ
た
か
も
民

意
を
反
映
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
論
調
も
気

に
な
り
ま
し
た
。

S
N
S
は
、
誰
で
も
自
分
の
意
見
を
自
由

に
発
信
で
き
る
ツ
ー
ル
で
、
表
現
の
自
由
の

保
障
の
観
点
か
ら
は
、
と
て
も
有
意
義
な
も

の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
一
方
で
、
手
軽
に
匿

名
で
意
見
を
発
信
で
き
、
か
つ
簡
単
に
拡
散

す
る
こ
と
が
可
能
な
た
め
、
と
も
す
れ
ば
煽

動
的
に
作
用
す
る
懸
念
も
あ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

S
N
S
で
政
治
的
意
見
を
発
信
す
る
人
と

い
う
の
は
ま
だ
少
数
で
あ
り
、
こ
れ
を
民
意

と
同
視
す
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
現
時
点
で

は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
民
意
を
問
う
手
段
と
言
う
の
は

あ
く
ま
で
選
挙
で
あ
り
、
こ
れ
が
民
主
主
義

の
根
幹
を
な
し
て
い
る
点
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
最
近
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
な
る
も
の
を

よ
く
目
に
し
ま
す
が
、
こ
れ
も
一
定
の
立
場

に
立
っ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
ー
ク
が
多
い
よ
う

な
気
が
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
読
む
わ
れ
わ

れ
も
、
情
報
を
取
捨
選
択
す
る
目
を
養
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
法
曹
の
世
界
で
は
、
裁
判
期
日

が
全
国
的
に
取
り
消
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
あ

り
ま
し
た
が
、
次
第
に
再
開
さ
れ
、
平
常
に

戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
騒
動
に
関
し
て
は
、依
頼
者
の
方
々

か
ら
様
々
な
法
律
的
な
質
問
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
本
号
で
は
、
こ
れ
ら
の
経
験
を
踏
ま

え
て
「
災
害
と
法
」
に
つ
い
て
の
特
集
を
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

ま
だ
ま
だ
、
先
が
完
全
に
は
見
通
せ
な
い

情
勢
で
す
が
、
当
事
務
所
と
し
ま
し
て
は
、

す
こ
し
で
も
皆
様
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
体

制
を
整
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

代表社員弁護士

大 森 　 剛

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す

言
頭 

巻
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新人紹介

新 
　
人
　 

紹
　 

介

た
り
ま
し
た
。大
阪
で
も
府
市
と
連
携
し
て
、

大
阪
駅
の
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
に
啓
発
動

画
を
流
し
た
り
し
ま
し
た
の
で
、
も
し
、
見

た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
方
が
お
ら
れ
た
ら
、

う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
在
職
中

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
侵
害
や
名
誉
毀
損
な
ど
の
問
題
に
対
処

す
る
業
務
に
も
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ト
ラ
ブ
ル
は
昨
今
増
加
傾

向
に
あ
り
、今
後
、弁
護
士
と
し
て
も
携
わ
っ

て
い
き
た
い
分
野
で
も
あ
り
ま
す
。
人
権
擁

護
局
は
、
国
民
の
権
利
擁
護
を
所
掌
事
務
と

し
て
い
ま
す
の
で
、
弁
護
士
の
仕
事
に
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
公
務
員
時
代
の
経
験
を

弁
護
士
業
務
に
生
か
し
て
い
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

３ 

公
務
員
か
ら
弁
護
士
へ

前
述
の
と
お
り
、
公
務
員
の
仕
事
は
い
ず

れ
も
社
会
的
影
響
が
大
き
く
、
重
い
責
任
が

伴
う
も
の
ば
か
り
で
し
た
の
で
、
大
変
な
が

ら
も
充
実
し
た
日
々
を
送
ら
せ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
組
織
で
仕
事
を
す
る
以

上
、
自
分
の
判
断
で
決
定
で
き
る
こ
と
に
は

制
約
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
異
動
も
頻
繁

に
あ
る
た
め
、
特
定
の
分
野
で
専
門
性
を
高

め
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、
必
ず
し
も
自

身
の
異
動
希
望
が
叶
え
ら
れ
る
わ
け
で
も
な

い
た
め
、
自
身
の
望
む
キ
ャ
リ
ア
の
形
成
と

い
う
点
で
限
界
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

よ
う
な
中
、
業
務
の
中
で
弁
護
士
の
仕
事
に

つ
い
て
知
る
よ
う
に
な
り
、
自
ら
選
択
し
た

分
野
で
経
験
や
専
門
性
を
磨
き
、
依
頼
者
が

抱
え
る
問
題
を
解
決
に
導
く
弁
護
士
の
仕
事

に
魅
力
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら

司
法
試
験
受
験
を
決
意
し
ま
し
た
。
働
き
な

が
ら
の
試
験
勉
強
は
予
想
以
上
に
困
難
を
伴

い
ま
し
た
が
、
弁
護
士
と
し
て
働
く
自
分
を

イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
な
ん
と
か
耐
え
抜
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

４ 

趣
味
、
挑
戦
し
た
い
こ
と

昔
か
ら
熱
中
す
る
よ
う
な
趣
味
が
あ
ま
り

な
く
、
い
ざ
始
め
て
も
す
ぐ
に
や
め
て
し
ま

う
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
で

も
比
較
的
長
く
続
け
て
い
る
の
が
テ
ニ
ス

で
す
。
た
だ
し
、
学
生
の
時
か
ら
や
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら

運
動
不
足
と
ス
ト
レ
ス
の
解
消
を
目
的
に
始

め
ま
し
た
。
仕
事
帰
り
や
休
日
に
、
週
に
１

回
程
度
テ
ニ
ス
ス
ク
ー
ル
に
通
い
、
他
の
ス

ク
ー
ル
生
と
と
も
に
コ
ー
チ
の
教
え
を
乞
う

と
い
う
、
緩
い
ス
タ
イ
ル
が
合
っ
て
い
た
の

か
、続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
は
１
年
間
、

岡
山
県
で
司
法
修
習
を
受
け
て
い
た
の
で
す

が
、
そ
の
間
も
同
期
の
司
法
修
習
生
や
岡
山

の
弁
護
士
の
先
生
方
と
も
テ
ニ
ス
を
楽
し
ん

で
い
ま
し
た
。
一
方
、期
間
が
長
い
だ
け
で
、

あ
ま
り
上
達
し
て
い
る
感
じ
が
し
な
い
、
と

い
う
か
非
常
に
伸
び
悩
ん
で
い
る
の
が
悲
し

い
と
こ
ろ
で
す
が
、
大
阪
で
も
早
く
い
い
テ

ニ
ス
ス
ク
ー
ル
を
見
つ
け
、
テ
ニ
ス
ラ
イ
フ

を
再
開
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
趣
味
と
い
う
の
か
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
昔
か
ら
旅
行
が
好
き
で
す
。
社
会
人
時

代
に
は
時
間
が
な
く
、国
内
中
心
で
し
た
が
、

司
法
修
習
が
終
わ
っ
た
昨
年
12
月
に
は
、
ド

イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
を
10
日
ほ
ど
観
光
し
ま
し

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ
た
の
は
そ
れ
が
初

め
て
で
し
た
の
で
、
現
地
の
景
色
や
食
事
を

存
分
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
弁
護

士
と
し
て
勤
務
を
始
め
ま
し
た
の
で
、
な
か

な
か
時
間
を
作
っ
て
海
外
に
、
と
は
い
か
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
で
き
れ
ば
近
場
で

も
い
い
の
で
、
年
に
１
回
海
外
旅
行
に
出
か

け
ら
れ
た
ら
な
ど
と
企
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
他
に
も
、
昔
か
ら
や
り
た
い
と
思
い

な
が
ら
１
回
も
し
た
こ
と
が
な
い
釣
り
（
出

来
れ
ば
海
釣
り
）も
や
っ
て
み
た
い
で
す
し
、

英
会
話
も
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

弁
護
士
業
務
に
つ
い
て
み
て
も
、
今
ま
で

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
分
野
に
果
敢
に
挑
戦

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
が
、
私
生
活
の

面
で
も
、
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
を
継

続
す
る
と
同
時
に
、
新
し
い
こ
と
に
も
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
た
い
も
の
で
す
。

５ 

最
後
に

ま
だ
弁
護
士
に
な
っ
て
か
ら
日
の
浅
い
未

熟
者
で
す
の
で
、分
か
ら
な
い
こ
と
も
多
く
、

日
々
、
自
分
の
実
力
不
足
を
痛
感
し
て
い
ま

す
。
幸
い
、
弊
所
に
は
様
々
な
分
野
で
経
験

豊
富
な
弁
護
士
が
多
数
在
籍
し
て
お
り
ま
す

の
で
、周
囲
か
ら
多
く
の
知
識
を
得
な
が
ら
、

一
日
で
も
早
く
、
一
人
前
の
弁
護
士
に
な
る

べ
く
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私

は
、
大
阪
事
務
所
勤
務
で
す
の
で
、
大
阪
を

は
じ
め
関
西
の
皆
様
の
お
世
話
に
な
る
こ
と

が
多
い
か
と
存
じ
ま
す
が
、
何
卒
ご
指
導
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

１ 

生
い
立
ち

皆
様
、
は
じ
め
ま
し
て
、
本
年
１
月
よ
り

当
事
務
所
大
阪
事
務
所
で
勤
務
し
て
お
り
ま

す
、
弁
護
士
の
才
木

晴
幹
と
申
し
ま
す
。

こ
の
場
を
借
り
て
、

皆
様
に
自
己
紹
介
を

さ
せ
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

出
身
は
島
根
県
出

雲
市
で
す
。
と
い
っ

て
も
、
し
ば
ら
く
前

に
市
町
村
合
併
に
よ

り
出
雲
市
に
編
入
さ

れ
た
町
の
出
身
で
す

の
で
、
出
雲
市
民
に

な
っ
た
の
は
そ
の
時

か
ら
で
す
。

出
雲
と
聞
い
て
皆

さ
ん
が
一
番
に
頭
に

思
い
浮
か
べ
る
の
が
出
雲
大
社
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
当
然
、
私
は
子
供
の
こ
ろ
か
ら

何
度
も
行
っ
て
い
ま
す
が
、
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
大
し
め
縄
の
ほ
か
、
近
年
で
は
大
鳥
居
か

ら
正
門
に
続
く
「
神
門
通
り
」
も
飲
食
店
や

土
産
物
屋
で
賑
や
か
に
な
り
、
出
雲
大
社
仕

様
の
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
も
で
き
る
な
ど
、
観

光
地
と
し
て
の
魅
力
も
高
ま
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
名
物
の
出
雲
そ
ば

も
絶
品
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
一
度
足
を
運
ん
で

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

話
を
戻
す
と
、
私
は
高
校
卒
業
ま
で
を
島

根
で
過
ご
し
、
大
学
入
学
を
機
に
大
阪
に

引
っ
越
し
ま
し
た
。
島
根
に
い
た
頃
に
は
地

元
の
方
言
も
話
し
て
い
た
の
で
す
が
、
島
根

を
離
れ
て
14
年
も
経
ち
ま
し
た
の
で
、
今
で

は
す
っ
か
り
標
準
語
で
す
。
た
だ
、現
在
は
、

日
々
関
西
弁
の
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
い
ま
す

の
で
、
今
後
自
分
の
言
葉
が
ど
う
な
っ
て
い

く
か
は
自
分
自
身
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

大
学
で
は
法
学
部
に
在
籍
し
て
い
ま
し
た

の
で
、
周
り
に
は
法
曹
に
な
る
た
め
に
法
科

大
学
院
（
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
）
を
目
指
す
友
人

も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
当
時
の
私
は
、
学

部
の
後
さ
ら
に
２
、３
年
間
も
社
会
に
出
ら

れ
な
い
の
は
嫌
だ
と
思
い
、
そ
の
選
択
は
と

ら
ず
、
国
家
公
務
員
試
験
を
受
け
、
大
学
卒

業
後
、
法
務
省
に
入
省
し
、
約
８
年
弱
勤
務

し
ま
し
た
。

２ 

公
務
員
時
代

も
と
も
と
は
、
民
法
や
会
社
法
な
ど
の
民

事
基
本
法
制
の
立
案
に
携
わ
る
仕
事
が
し
た

い
と
思
い
法
務
省
に
入
省
し
た
の
で
す
が
、

最
初
に
配
属
さ
れ
た
の
は
、
訟
務
部
門
と
い

う
部
署
で
し
た
。
訟
務
と
は
、
国
が
当
事
者

で
あ
る
訴
訟
や
、
国
に
重
大
な
利
害
が
あ
る

訴
訟
に
つ
い
て
、
国
の
代
理
人
（
正
確
に
は

法
務
大
臣
の
指
定
代
理
人
）
と
し
て
、
実
際

に
訴
訟
対
応
に
当
た
る
と
い
う
業
務
で
す
。

中
央
省
庁
の
業
務
な
の
で
、
法
律
立
案
や
予

算
編
成
の
仕
事
を
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
仕
事
と
は
全
く
異

な
り
、
日
々
、
日
本
中
の
裁
判
所
で
係
属
し

て
い
る
訴
訟
に
関
す
る
連
絡
調
整
を
行
っ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
着
任
当
初
か
ら
、
東
京

の
大
企
業
を
相
手
方
と
す
る
損
害
賠
償
請
求

訴
訟
や
基
地
訴
訟
の
担
当
に
な
り
、
右
も
左

も
分
か
ら
な
い
ま
ま
訟
務
検
事
の
後
を
付
い

て
回
っ
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

入
省
２
年
目
に
は
、
東
京
の
あ
る
法
務
局

（
登
記
所
）
に
転
勤
し
、
不
動
産
登
記
・
商

業
登
記
の
処
理
に
従
事
し
ま
し
た
。
登
記
申

請
の
審
査
や
シ
ス
テ
ム
処
理
の
ほ
か
、
申
請

窓
口
や
登
記
相
談
で
市
民
に
直
接
接
す
る
機

会
も
多
く
、
本
省
勤
務
で
は
で
き
な
い
貴
重

な
経
験
を
積
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、国
土
交
通
省
へ
の
出
向
を
含
め
、

何
度
か
の
異
動
を
経
験
し
、
直
近
で
は
、
法

務
省
人
権
擁
護
局
と
い
う
部
署
で
２
年
７
か

月
ほ
ど
勤
務
し
ま
し
た
。着
任
し
た
直
後
に
、

世
間
で
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
対
策
法
」
と
呼

ば
れ
る
法
律
が
成
立
、
施
行
さ
れ
、
地
方
自

治
体
や
関
係
す
る
他
の
省
庁
と
「
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
」
解
消
に
向
け
た
施
策
の
立
案
に
あ

役
所
か
ら
弁
護
士
へ

弁
護
士
　
才
木
晴
幹
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自
分
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
に
至

り
、
改
め
て
弁
護
士
を
目
指
す
こ
と
を
決
意

し
ま
し
た
。

弁
護
士
を
目
指
す
こ
と
を
決
意
し
て
以

降
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
遅
れ
を
取
り
戻
す

べ
く
、
好
き
だ
っ
た
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
や

後
述
す
る
釣
り
に
は
脇
目
も
振
ら
ず
、
死
に

物
狂
い
で
勉
強
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
特

に
、
高
校
３
年
間
は
、
効
率
の
良
い
勉
強
の

仕
方
す
ら
も
分
か
ら
な
か
っ
た
た
め
、
と
に

か
く
勉
強
量
を
増
や
し
、
毎
日
夜
遅
く
ま
で

勉
強
を
す
る
と
い
う
日
々
を
送
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
複
数
の
大
学
に
合
格
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
中
で
も
法
律
学
に
定
評

の
あ
っ
た
関
西
大
学
法
学
部
に
入
学
す
る
に

至
り
ま
し
た
。

そ
の
後
も
、
弁
護
士
に
な
る
た
め
に
勉
強

に
励
み
、
神
戸
大
学
法
科
大
学
院
へ
の
進

学
、
司
法
試
験
合
格
を
経
て
、
無
事
弁
護
士

の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

４ 

釣
り
三
昧

私
は
、
自
宅
が
海
の
目
の
前
に
あ
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
３
歳
の
頃
か
ら
釣
り
を
し

て
い
ま
し
た
。
４
歳
か
５
歳
の
頃
に
は
、
自

力
で
仕
掛
け
を
作
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
学

生
の
頃
に
は
、
地
元
の
釣
具
屋
さ
ん
か
ら
釣

果
情
報
の
提
供
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
、

釣
り
少
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

釣
り
と
い
え
ば
、
虫
な
ど
の
餌
を
針
に
つ

け
、
魚
が
食
い
つ
く
の
を
じ
っ
と
待
っ
て
い

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
方
も

多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
が
没
頭
し

て
い
る
釣
り
は
、「
ル
ア
ー
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
」

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
釣
り
で
す
。
ル
ア
ー
と

呼
ば
れ
る
様
々
な
種
類
の
擬
似
餌
を
使
い
、

本
物
の
小
魚
が
泳
い
で
い
る
か
の
よ
う
に
動

か
し
、
い
わ
ば
魚
を
騙
し
て
釣
り
上
げ
る
と

い
う
も
の
で
す
。
そ
の
と
き
の
季
節
、
時
間

帯
、
満
潮
の
時
刻
、
潮
流
、
地
形
、
ラ
イ
ト

の
位
置
、
現
場
に
存
在
す
る
小
魚
の
種
類
、

釣
り
の
対
象
と
す
る
魚
種
な
ど
、
様
々
な
現

場
の
状
況
を
把
握
し
、
最
適
の
ル
ア
ー
を
選

択
し
た
上
、
最
適
の
動
か
し
方
を
し
て
魚
を

釣
り
上
げ
る
と
い
う
、
極
め
て
ゲ
ー
ム
性
の

高
い
釣
り
で
す
。
私
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
ル

ア
ー
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
り
、
ス
ズ
キ
や
ア

ジ
、
メ
バ
ル
、
ハ
マ
チ
、
太
刀
魚
等
の
魚
を

釣
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。

将
来
的
に
は
船
の
運
転
免
許
を
取
得
し
、

（
小
さ
な
船
で
構
わ
な
い
の
で
）
自
分
の
船

を
所
有
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
釣
り
仲

間
と
と
も
に
自
分
の
行
き
た
い
場
所
に
行

き
、
思
う
存
分
釣
り
を
楽
し
み
た
い
と
い
う

の
が
、
私
の
密
か
な
夢
で
も
あ
り
ま
す
。

５ 

敷
居
を
低
く
、
身
近
な
存
在
に

皆
様
は
弁
護
士
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
印

象
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
。「
こ
の
よ
う
な

質
問
を
弁
護
士
に
相
談
し
て
も
よ
い
の
か
。」

と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う

か
。私

は
、
自
分
自
身
が
長
年
弁
護
士
に
な
り

た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま

で
多
く
の
人
か
ら
、
弁
護
士
に
対
す
る
印
象

に
つ
い
て
意
見
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
中
で
、
最
も
多
か
っ
た
意
見
は
、

「
弁
護
士
は
敷
居
が
高
い
。」
と
い
う
も
の
で

し
た
。

確
か
に
、「
弁
護
士
」
と
い
う
言
葉
を
聞

く
だ
け
で
、
あ
た
か
も
雲
の
上
の
存
在
で
あ

る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
自
身
、
友
人

か
ら
、
弁
護
士
に
な
っ
て
少
し
遠
い
存
在
に

な
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
と
言
わ
れ
た
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
私
は
、
弁
護
士
を
志
し
た
と

き
の
思
い
で
あ
る
、
誰
か
に
頼
ら
れ
る
人

に
な
り
た
い
、
誰
か
の
役
に
立
ち
た
い
と

い
う
気
持
ち
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
な
く
、

皆
様
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
り
、
何

人
も
拒
ま
な
い
懐
の
広
い
弁
護
士
に
な
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
皆
様

が
何
か
悩
み
を
抱
え
た
時
、「
自
分
の
悩
み

は
弁
護
士
に
相
談
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は

な
い
。」
な
ど
と
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
頼
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
な
弁
護
士
に
な
り
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

以
上
の
と
お
り
、
身
の
丈
を
超
え
た
発

言
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
私
自
身
甚

だ
無
知
な
若
輩
者
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ

か
ら
長
い
年
月
を
か
け
て
、

目
指
す
べ
き
弁
護
士
像
を

実
現
で
き
る
よ
う
に
日
々

コ
ツ
コ
ツ
と
努
力
と
研
鑽

を
積
み
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

今
後
と
も
、
何
卒
ご
指

導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
、
宜
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
１
月
か
ら
当
事
務
所
に
て
執
務
し
て

お
り
ま
す
弓
削
雄
翼
（
ゆ
げ
ゆ
う
す
け
）
と

申
し
ま
す
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
、
自
己
紹

介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

１ 

出
身

私
は
、兵
庫
県
神
戸
市
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

突
然
で
す
が
、
皆
様
は
、「
幸
せ
運
べ
る

よ
う
に
」と
い
う
曲
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
曲
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
後
、
地

震
に
負
け
ず
に
強
く
生
き
、
傷
つ
い
た
神
戸

を
も
と
の
姿
に
戻
そ
う
と
い
う
願
い
を
込
め

て
作
ら
れ
た
歌
で
、
神
戸
市
の
小
学
校
で
は

授
業
で
必
ず
習
う
曲
の
一
つ
で
す
。

私
は
、
１
歳
の
頃
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災

を
経
験
し
た
た
め
、
当
時
の
記
憶
は
あ
り
ま

せ
ん
。

し
か
し
、
当
時
の
映
像
や
写
真
な
ど
の
資

料
と
現
在
の
神
戸
市
を
比
較
す
る
と
、
本
当

に
こ
の
街
が
被
災
し
た
の
か
と
思
う
ほ
ど
、

震
災
の
面
影
を
感
じ
さ
せ
な
い
美
し
い
街

並
み
を
取
り
戻
し
て
い
ま
す
。

私
は
、
こ
の
よ
う
な
強
く
美
し
い
街
で
あ

る
神
戸
市
に
生
ま
れ
、
震
災
の
復
興
と
共
に

約
26
年
間
を
同
市
で
過
ご
し
ま
し
た
。

２ 

ス
ポ
ー
ツ
少
年

私
は
、
５
歳
の
頃
か
ら
小
学
校
６
年
生

ま
で
少
年
野
球
部
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
当
時
、
幼
い
な
が
ら
も
、
野
球
が
上
手

に
な
り
た
い
と
い
う
一
心
で
、
欠
か
さ
ず
素

振
り
や
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
取
り
組
む
な
ど
、
努

力
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
甲
斐
も

あ
っ
て
か
、
小
学
校
４
年
生
の
と
き
に
は
、

４
番
で
ピ
ッ
チ
ャ
ー
を
務
め
、
チ
ー
ム
の
中

核
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
経
験
を
経
て
、
私
は
、
自
分
の
目
標

を
定
め
、
そ
の
目
標
に
向
か
っ
て
毎
日
コ
ツ

コ
ツ
と
努
力
を
続
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
学

び
ま
し
た
。
改
め
て
自
分
の
人
生
を
振
り
返

る
と
、
後
述
の
と
お
り
、
こ
の
と
き
の
経
験

が
そ
の
後
の
大
学
受
験
や
司
法
試
験
の
受
験

に
活
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

な
お
、
余
談
で
は
あ
り
ま
す
が
、
上
記
の

と
お
り
野
球
少
年
で
あ
っ
た
私
は
、
将
来
プ

ロ
野
球
選
手
に
な
り
た
い
と
い
う
夢
を
抱
い

て
い
ま
し
た
が
、
不
幸
に
も
肘
を
故
障
し
て

し
ま
い
、
プ
ロ
野
球
選
手
に
な
り
た
い
と
い

う
私
の
夢
は
、
こ
こ
で
潰
え
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
ス
ポ
ー
ツ
少
年
と
し

て
の
性
か
、
何
か
ス
ポ
ー
ツ
は
し
て
い
き
た

い
と
思
い
、そ
の
後
は
、心
機
一
転
バ
ス
ケ
ッ

ト
ボ
ー
ル
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
り
、
Ｎ
Ｂ

Ａ
が
大
好
き
な
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
少
年
へ

と
変
貌
を
遂
げ
、
今
も
変
わ
ら
ず
熱
狂
的
な

Ｎ
Ｂ
Ａ
フ
ァ
ン
で
す
。

３ 

弁
護
士
へ
の
思
い

私
は
、
小
学
生
の
時
に
、
両
親
が
見
て
い

た
「
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
」
と
い
う
ド
ラ
マ
を
見
て
法

律
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
ご
存
知
の
方
も

多
い
と
は
思
い
ま
す
が
、「
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
」
と

い
え
ば
、
木
村
拓
哉
さ
ん
演
じ
る
検
察
官
を

中
心
と
し
た
物
語
で
す
。
も
っ
と
も
、
当
時

の
私
は
、
検
察
官
と
弁
護
士
の
違
い
も
よ
く

わ
か
ら
ず
、漠
然
と「
弁
護
士
に
な
り
た
い
。」

と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。

他
方
で
、
私
は
上
述
の
と
お
り
、
典
型
的

な
ス
ポ
ー
ツ
少
年
で
し
た
の
で
、
当
時
の
こ

と
を
思
い
返
す
と
、
遊
び
や
ス
ポ
ー
ツ
に
没

頭
し
て
い
た
記
憶
し
か
な
く
、
勉
強
と
は
無

縁
の
少
年
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
弁
護
士
に

対
す
る
漠
然
と
し
た
思
い
は
、
中
学
校
を
卒

業
す
る
ま
で
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
後
、
高
校
に
進
学
し
、
漠
然
と
し
た

思
い
が
明
確
な
も
の
に
変
わ
り
ま
す
。
高
校

に
進
学
し
て
最
初
に
実
施
さ
れ
た
実
力
テ
ス

ト
に
て
、
私
は
、
散
々
な
成
績
を
修
め
、
こ

の
ま
ま
で
は
自
分
の
将
来
は
ど
う
な
る
の
か

と
思
い
悩
み
、
今
一
度
真
剣
に
自
分
の
将
来

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

当
時
の
私
は
、
生
意
気
に
も
、
理
不
尽
な

こ
と
が
大
嫌
い
で
、
大
人
に
な
っ
て
も
理
に

か
な
っ
た
行
動
が
で
き
る
人
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
同
級
生
や
後
輩

か
ら
様
々
な
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
、

自
分
の
助
言
で
誰
か
の
役
に
立
て
る
こ
と
に

非
常
に
喜
び
や
満
足
感
を
感
じ
て
い
ま
し
た

の
で
、
将
来
も
誰
か
の
役
に
立
て
る
職
に
就

き
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
将

来
の
自
分
を
展
望
し
た
結
果
、
か
ね
て
か
ら

の
夢
で
あ
っ
た
弁
護
士
で
あ
れ
ば
な
り
た
い

日
々
コ
ツ
コ
ツ
と弁

護
士
　
弓
削
雄
翼



 

ご
存
知
で
す
か
、
立
木
登
記

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
る
緊
急

事
態
宣
言
が
解
除
と
な
り
ま
し
た
が
、

京
都
は
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
観
光
客
、
特

に
外
国
人
観
光
客
の
激
減
に
よ
る
影
響

が
、
全
国
で
も
と
り
わ
け
顕
著
な
地
域

で
す
。
い
ず
れ
、
企
業
や
個
人
の
倒
産
、

債
務
整
理
と
い
っ
た
案
件
が
増
え
て
く

る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
さ
て
、
最
近
は
、
離
婚
や

遺
産
分
割
、
あ
る
い
は
交
通
事
故
な
ど

個
人
の
案
件
か
ら
、
太
陽
光
発
電
事
業

会
社
の
Ｍ
＆
Ａ
や
知
的
財
産
相
談
な
ど

の
企
業
の
案
件
な
ど
も
手
掛
け
て
い
ま

す
が
、珍
し
い
案
件
と
し
て
立
木
（
り
ゅ

う
ぼ
く
、
た
ち
き
）
に
関
す
る
ご
相
談

が
あ
り
ま
し
た
の
で
、少
し
立
木（
登
記
）

の
制
度
に
つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

山
林
に
生
育
し
て
い
る
杉
や
桧
と

い
っ
た
樹
木
＝
立
木
は
、
そ
の
ま
ま
で

は
山
林
と
い
う
土
地
の
定
着
物
と
し
て

山
林=

土
地
の
所
有
権
の
一
部
と
い
う

だ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
立
木
二
関
ス

ル
法
律
」
に
基
づ
き
、
立
木
の
所
有
者

に
よ
っ
て
法
務
局
に
お
い
て
立
木
登
記

簿
が
整
備
さ
れ
て
立
木
の
所
有
権
保
存

登
記
（
立
木
登
記
）
が
な
さ
れ
る
と
、

そ
の
立
木
に
関
し
て
は
生
育
し
て
い
る

土
地
と
は
別
個
独
立
し
た
不
動
産
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

以
後
、
立
木
の
所
有
権
を
譲
渡
し
た
り
、

立
木
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
山
林
の
土
地
よ
り
も

生
育
し
て
い
る
杉
や
桧
の
方
が
価
値
が

高
い
こ
と
か
ら
、
以
前
は
銀
行
融
資
の

際
の
担
保
対
象
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

あ
る
よ
う
で
す
。

こ
の
立
木
法
の
規
定
に
よ
る
立
木
登

記
は
全
国
的
に
ど
の
程
度
実
行
さ
れ
て

い
る
か
に
つ
い
て
、
統
計
を
見
ま
す

と
２
０
１
９
年
度
で
57
件
２
１
９
個
、

２
０
１
８
年
で
１
２
９
件
３
５
９
個
で

す
。
両
年
と
も
不
動
産
登
記
の
全
数
は

１
年
で
１
２
０
０
万
件
２
６
０
０
～

２
７
０
０
万
個
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

そ
れ
か
ら
比
べ
る
と
立
木
登
記
は
極
め

て
ま
れ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思

い
ま
す
。
ち
な
み
に
岐
阜
県
や
広
島
県

で
立
木
登
記
の
件
数
が
多
い
よ
う
で
す
。

さ
て
、
山
林
の
売
買
を
す
る
場
合
、

例
え
ば
太
陽
光
発
電
所
の
事
業
所
用
地

と
し
て
山
林
を
買
い
受
け
る
等
の
場
合

に
は
、
山
林
の
所
有
権
登
記
の
ほ
か
に

立
木
の
登
記
が
実
行
さ
れ
て
い
な
い
か

な
ど
の
確
認
を
す
る
な
ど
の
注
意
が
必

要
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
立

木
登
記
が
存
在
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ

が
長
年
放
置
さ
れ
て
い
て
所
有
者
が
行

方
不
明
と
い
っ
た
事
態
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

ご
縁
を
大
事
に

本
年
９
月
で
弁
護
士
丸
11
年
を
迎
え

ま
す
。

新
人
の
こ
ろ
、
感
謝
の
夕
べ
（
顧
問

先
様
等
を
対
象
と
し
た
宴
の
会
）
で
、

手
足
が
同
時
に
出
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、

檀
上
挨
拶
を
し
た
の
が
昨
日
の
よ
う
で

す
（
ご
参
加
い
た
だ
い
た
方
か
ら
の
後

談
で
、
緊
張
と
入
れ
込
み
す
ぎ
か
、
仁

王
立
ち
で
、
大
声
で
話
し
て
い
た
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。）。

振
り
返
れ
ば
、
様
々
な
お
仕
事
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

顧
問
先
様
等
の
日
常
的
な
ご
相
談
や

訴
訟
だ
け
で
な
く
、
弁
護
士
に
な
る
前

か
ら
携
わ
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
、
高

齢
者
関
連
の
法
的
業
務
と
し
て
、
相
続
、

後
見
等
の
業
務
に
も
多
く
携
わ
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
、
高
齢
者
関
連

事
業
の
社
外
役
員
に
就
任
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

全
て
の
お
仕
事
に
共
通
し
て
い
る
こ

と
は
、
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
偏
に
ご
依
頼
者
、
ご
関

係
者
と
の
「
縁
」
を
頂
い
た
か
ら
に
他

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
全

て
の
ご
縁
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、「
縁
」
に
関
す
る
小
話
を
ひ
と

つ
。
本
当
の
話
で
す
。

先
日
、
30
年
以
上
の
付
き
合
い
が
あ

る
幼
馴
染
（
Ｙ
さ
ん
）
よ
り
「
そ
う
い

弁 護 士
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え
ば
、
よ
り
ち
ゃ
ん
の
事
務
所
て
、
梅
ヶ

枝
中
央
法
律
事
務
所
で
、
所
長
は
山
田

ヤ
ス
オ
先
生
？
」
と
。

Ｙ
さ
ん
、
そ
れ
は
ル
パ
ン
や
で
・
・
・

と
思
い
つ
つ
（
本
当
は
、山
田
庸
男
（
ツ

ネ
オ
）
で
す
）、
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
聞

い
て
く
る
の
か
、
理
由
を
尋
ね
ま
し
た
。

Ｙ
さ
ん
曰
く
、
自
宅
の
大
掃
除
の
際
、

大
昔
の
書
類
の
束
か
ら
当
事
務
所
の

「
轍
」
が
出
て
き
た
と
の
こ
と
。

最
初
は
、
私
渡
し
た
？
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
写
真
デ
ー
タ
を
送
っ
て

も
ら
う
と
、
な
ん
と
そ
こ
に
は
、
赤
富

士
が
印
象
的
な「
轍
」創
刊
号
の
表
紙
が
。

よ
く
よ
く
聞
い
て
み
る
と
、
創
刊
時

に
轍
が
当
事
務
所
か
ら
彼
女
宅
に
送
ら

れ
て
き
た
と
思
う
、
と
の
こ
と
（
〇
〇

弁
護
士
、
若
い
！
）。

轍
の
創
刊
は
20
年
前
の
こ
と
で
、
当

然
、
私
は
入
所
ど
こ
ろ
か
、
学
生
で
未

だ
弁
護
士
に
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た
頃

の
こ
と
で
す
。
知
人
な
ら
と
も
か
く
、

よ
り
に
よ
っ
て
幼
馴
染
の
Ｙ
さ
ん
の
自

宅
に
記
念
す
べ
き
「
轍
」
創
刊
号
が
届

い
て
い
た
と
は
。

袖
触
れ
合
う
も
他
生
の
縁
と
言
い
ま

す
が
、
な
ん
だ
か
当
事
務
所
に
入
所
す

る
こ
と
が
予
言
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、

事
務
所
（
も
ち
ろ
ん
Ｙ
さ
ん
と
も
）
と

の
不
思
議
な
「
縁
」
を
感
じ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
で
し
た
。

今
後
も
、ご
「
縁
」
を
大
切
に
し
つ
つ
、

弁
護
士
と
し
て
精
進
致
し
ま
す
。

 

弁
護
士
10
年
目
を
迎
え
て

早
い
も
の
で
、
２
０
２
０
年
で
弁
護

士
と
な
っ
て
10
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

こ
の
10
年
間
、
顧
問
先
様
を
は
じ
め

依
頼
者
の
皆
様
や
所
内
の
メ
ン
バ
ー
に

支
え
ら
れ
な
が
ら
、
弁
護
士
と
し
て
、

充
実
し
た
道
程
を
歩
む
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

入
所
時
に
執
筆
し
た
「
轍
」
の
自
己

紹
介
文
を
め
く
り
ま
す
と
、「
依
頼
者
の

思
い
を
く
み
取
り
、
よ
り
よ
い
解
決
策

を
提
示
で
き
る
よ
う
、
多
く
の
知
識
と

経
験
を
習
得
し
た
い
」、
と
の
抱
負
が
述

べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
、
ご
相

談
を
受
け
た
際
は
ま
ず
は
ニ
ー
ズ
や「
思

い
」
を
く
み
取
り
、
よ
い
解
決
策
が
な

い
か
、
既
存
の
知
識
や
経
験
に
と
ら
わ

れ
る
こ
と
な
く
、
貪
欲
な
姿
勢
を
持
つ

こ
と
が
重
要
だ
と
日
々
感
じ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ク
オ
リ
テ
ィ
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
ス
ピ
ー
ド
感
も
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
初
心
を
忘
れ
る
こ
と

な
く
、
真
摯
に
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
対

応
で
き
る
弁
護
士
で
あ
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

［ 

専
門
性 

］

私
は
こ
れ
ま
で
、
会
社
法
・
金
融
商

品
取
引
法
に
関
連
す
る
案
件
や
、
Ｍ
＆

Ａ
、
金
融
法
務
、
上
場
会
社
支
援
に
関

与
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
主
た
る
関
心

分
野
・
専
門
分
野
で
も
あ
り
ま
す
。

会
社
法
や
上
場
会
社
に
関
連
す
る
分

野
は
、
平
成
26
年
の
会
社
法
改
正
や
平

成
27
年
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス

コ
ー
ド
の
策
定
な
ど
、
こ
の
10
年
間
で

大
き
く
状
況
が
変
わ
り
、
ま
た
、
会
社

法
は
令
和
元
年
改
正
法
の
施
行
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
10
年
も
同
様
に
、
時
代

の
流
れ
に
応
じ
、
新
し
い
法
制
度
が
整

備
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す

が
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
分
野
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
皆
様
か
ら
の
ご
相
談
、

ご
依
頼
に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
、

日
々
研
鑽
を
怠
ら
ず
、
専
門
性
を
磨
い

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、

昨
年
８
月
に
長
男
を
出
産
し
ま
し
た
。

仕
事
ば
か
り
し
て
い
た
生
活
が
が
ら
り

と
変
わ
り
、
今
は
新
し
い
生
活
の
リ
ズ

ム
を
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
育

児
は
大
変
で
は
あ
り
ま
す
が
、
子
ど
も

と
の
時
間
は
と
て
も
楽
し
く
、
ま
た
、

日
々
（
本
当
に
毎
日
）
成
長
す
る
様
子

に
刺
激
を
受
け
て
い
ま
す
。

弁
護
士
と
し
て
は
ま
だ
10
年
。
10
年

後
の
子
ど
も
の
成
長
に
負
け
な
い
よ
う
、

弁
護
士
と
し
て
、
ま
た
人
と
し
て
、
成

長
で
き
る
よ
う
、
精
進
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

弁 護 士
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や
店
舗
内
で
の
感
染
リ
ス
ク
へ
の
対
応
等
が
不
十
分
で

あ
っ
た
場
合
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
と
評
価
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
使
用
者
は
、
こ
の
者
か
ら
感
染
し

た
別
の
従
業
員
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

（
２
）
使
用
者
責
任

使
用
者
は
、
従
業
員
が
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
他
人
に

加
え
た
損
害
の
賠
償
責
任
を
負
い
ま
す
（
民
法
第
７
１
５

条
第
１
項
）。
こ
れ
を
使
用
者
責
任
と
い
い
ま
す
。

使
用
者
責
任
は
、
従
業
員
の
業
務
執
行
に
関
連
し
た
行

為
が
不
法
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
従
業
員
と

連
帯
し
て
賠
償
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
り
、
安
全
配
慮
義

務
違
反
と
異
な
り
、
実
質
的
に
無
過
失
責
任
で
す
。

例
え
ば
、
あ
る
従
業
員
が
、
自
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
感
染
し
て
い
る
と
い
う
具
体
的
な
可
能
性
を
認
識
し

な
が
ら
勤
務
し
た
結
果
、
他
の
従
業
員
に
感
染
さ
せ
た
と

い
う
場
合
、
当
該
従
業
員
は
、
感
染
し
た
従
業
員
に
対
し

て
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
使
用
者
も
ま
た
、
感
染
し
た
従

業
員
に
対
し
て
、
感
染
さ
せ
た
従
業
員
と
連
帯
し
て
、
使

用
者
責
任
と
し
て
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
災
害
と
不
可
抗
力
に
つ
い
て
　

Ｑ
　
当
社
は
、
別
会
社
で
あ
る
Ｊ
か
ら
、
Ｏ
Ｅ
Ｍ
生
産
を
受

託
し
て
い
ま
す
。

　
　
一
部
製
品
は
、
自
社
工
場
で
製
造
し
、
一
部
の
製
品
は
、

外
国
の
会
社
Ｆ
に
、
製
造
を
再
委
託
し
て
い
ま
し
た
。

（
１
）
地
震
が
発
生
し
、
日
本
に
あ
る
自
社
工
場
の
一
部
が

倒
壊
し
、
操
業
停
止
と
な
り
、
Ｊ
に
対
す
る
納
品
が

遅
れ
ま
し
た
。
違
約
金
を
支
払
わ
な
く
て
済
む
で
し
ょ

う
か
。

（
２
）
感
染
病
の
感
染
防
止
の
た
め
、
外
国
の
会
社
Ｆ
の
工

場
が
操
業
停
止
と
な
り
、
Ｆ
か
ら
の
納
品
が
遅
れ
、
そ

の
結
果
、
Ｊ
へ
の
納
品
も
遅
れ
ま
し
た
。
Ｊ
か
ら
違

約
金
の
請
求
を
受
け
る
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
Ｆ
に
は
、

損
害
賠
償
請
求
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
　
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
い
ず
れ
も
「
不
可
抗
力
」
に
関
わ

る
問
題
で
す
。

「
不
可
抗
力
」
と
は
、
取
引
に
関
わ
る
多
く
の
契
約
書

に
お
い
て
、「
地
震
な
ど
の
天
災
、
戦
争
、
疫
病
そ
の
他

の
不
可
抗
力
に
よ
り
、
本
契
約
の
規
定
に
従
っ
た
履
行
が

不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
は
自
動
的
に
終
了
す

る
も
の
と
し
、
相
手
方
が
被
っ
た
責
任
に
つ
い
て
、
損
害

を
賠
償
す
る
責
任
を
負
わ
な
い
。」
な
ど
と
用
い
ら
れ
て

い
る
法
律
用
語
で
す
。

一
口
に
「
不
可
抗
力
」
と
言
っ
て
も
、
多
義
的
で
あ
り
、

「
地
震
」
や
「
疫
病
」
が
、契
約
書
に
お
い
て
、「
不
可
抗
力
」

の
例
示
に
挙
が
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
、

履
行
を
遅
延
せ
ざ
る
を
得
な
い
者
が
免
責
さ
れ
る
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

結
局
、「
不
可
抗
力
」
に
該
当
し
て
、
免
責
さ
れ
る
か

ど
う
か
は
、
最
終
的
に
、
裁
判
所
に
お
い
て
、
多
く
の
要

素
を
総
合
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
に
該
当
す
る
に
は
、「
①

そ
の
原
因
が
事
業
の
外
部
よ
り
発
生
し
た
事
故
で
あ
る
こ

と
」「
②
事
業
主
が
通
常
の
経
営
者
と
し
て
最
大
の
注
意

を
尽
く
し
て
も
な
お
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
で
あ

る
こ
と
」
の
２
つ
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
解
説

さ
れ
て
い
ま
す
。

（
１
）
に
つ
い
て

地
震
で
、
工
場
が
倒
壊
す
る
と
い
う
事
態
が
、
①
に
該

当
す
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
②
に
つ
い

て
は
、
自
社
工
場
の
耐
震
構
造
が
現
代
の
耐
震
基
準
を
大

幅
に
下
回
る
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
原
因
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
最
大
の
注
意
を
尽
く
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
で

し
ょ
う
が
、
東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な
大
規
模
な
地
震
で

倒
壊
し
た
場
合
に
は
、
当
て
は
ま
る
場
合
が
多
い
で
し
ょ

う
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
不
可
抗
力
の
契
約

条
項
が
適
用
さ
れ
、
Ｊ
に
対
し
、
違
約
金
を
支
払
う
必
要

は
な
い
と
主
張
す
べ
き
で
す
。

仮
に
、
契
約
書
を
作
成
し
て
い
な
い
な
ど
、
不
可
抗
力

の
条
項
が
な
い
場
合
で
も
、
過
失
が
な
い
限
り
、
損
害
賠

償
を
し
な
く
て
よ
い
と
い
う
の
が
法
の
基
本
で
す
か
ら
、

大
規
模
な
地
震
に
よ
り
、
納
品
が
遅
れ
た
場
合
、
や
は
り

Ｊ
に
対
し
、
違
約
金
を
支
払
う
必
要
が
な
い
と
主
張
す
べ

き
で
す
。

（
２
）
に
つ
い
て

契
約
書
上
の
「
疫
病
」
に
当
た
る
か
ら
、「
不
可
抗
力
」

と
し
て
、
納
品
遅
れ
に
よ
り
Ｊ
に
生
じ
る
損
害
に
つ
い
て

は
責
任
を
負
わ
な
い
と
主
張
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
前
記
の
と
お
り
、「
不
可
抗
力
」
に
該
当
す

る
か
否
か
は
、
最
終
的
に
、
多
く
の
要
素
を
総
合
し
て
判

断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、「
疫
病
」
と
い
う
だ
け
で
、

直
ち
に
、
Ｊ
に
対
す
る
損
害
賠
償
が
免
責
さ
れ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

感
染
病
に
よ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
混
乱
は
、
確
か

に
前
記
の
①
に
該
当
す
る
と
は
言
え
ま
す
が
、
必
ず
し
も

②
に
該
当
す
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
感
染
病
が
日
本
を
含

め
、
世
界
的
に
流
行
し
、
世
界
的
に
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

が
混
乱
し
て
い
る
場
合
に
は
、
②
に
も
該
当
す
る
と
言
い

や
す
い
で
し
ょ
う
が
、
Ｊ
の
指
示
で
は
な
く
、
コ
ス
ト
カ
ッ

　
職
場
で
の
感
染
と
損
害
賠
償
　 

Ｑ①
　
当
社
が
経
営
す
る
飲
食
店
の
従
業
員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
感
染
し
な
が
ら
勤
務
し
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
、
当
店
も
店
内
の
消
毒
や
一
定
期
間
休
業
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
な
ど
、
損
害
が
発
生
し
ま
し
た
。
こ
の
従
業
員
に

対
し
て
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

②
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い
た
従
業
員
か
ら

別
の
従
業
員
に
感
染
し
た
場
合
、
当
社
が
損
害
の
賠
償
を

求
め
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ
　
① 

従
業
員
の
責
任

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
限
ら
ず
、
あ
る
人
が
何
ら
か

の
感
染
症
の
感
染
原
因
と
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て

当
然
に
そ
の
人
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
訳
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
人
が
、
自
分
が
感
染
症
に
罹
患
し

て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
、
他
者
に
感
染
さ
せ
る
危

険
を
知
り
な
が
ら
意
図
的
に
（
故
意
）、
ま
た
は
不
注
意

に
よ
っ
て
（
過
失
）
感
染
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、
そ
れ
に

よ
っ
て
発
生
し
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
感
染
症
に
罹
患
す
る
危
険
は
誰
も
が
ひ
と
し

く
負
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
に
、「
感
染
し
た
か
も
知

れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
可
能
性
を
認
識
し
た

程
度
で
あ
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
故
意
又
は
過
失
を
認
定

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
他
者
に
感
染
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
損

害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
は
、
医
学
上
の
検
査

を
受
け
て
陽
性
反
応
が
出
て
い
る
場
合
や
陽
性
反
応
が
出

る
可
能
性
が
相
当
高
い
場
合
な
ど
、
感
染
の
具
体
的
可
能

性
を
認
識
し
て
い
た
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
ま

す
。そ

の
た
め
、
設
問
の
従
業
員
が
、
自
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
し
て
い
る
と
い
う
具
体
的
な
可
能
性
を
認
識

し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
雇
用
主
で
あ
る
飲
食
店
側
に
告

げ
ず
に
勤
務
し
、
そ
の
結
果
、
他
者
に
感
染
さ
せ
た
り
、

そ
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
店
内
の
消

毒
や
一
定
期
間
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
に
は
、
損

害
の
賠
償
を
請
求
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
従
業
員
か
ら
の
感
染
が
過
失
に
よ
る
場
合
、

使
用
者
は
従
業
員
を
指
揮
監
督
し
て
そ
の
労
働
に
よ
る
利

益
を
得
る
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
業
員
の
過
失
に
よ

る
損
害
を
全
て
転
嫁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
考
え
方

（
報
償
責
任
の
原
則
）
か
ら
、
信
義
則
上
、
過
失
が
重
大

な
場
合
に
限
定
さ
れ
た
り
、
損
害
の
う
ち
一
部
し
か
賠
償

請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

②
　
使
用
者
の
責
任

（
１
）
安
全
配
慮
義
務
違
反

使
用
者
は
、
労
働
者
で
あ
る
従
業
員
と
の
間
の
労
働
契

約
に
伴
い
、
労
働
者
が
そ
の
生
命
、
身
体
等
の
安
全
を
確

保
し
つ
つ
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
配
慮

を
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
ま
す
（
労
働
契
約
法
第
５
条
）。

そ
の
た
め
、
感
染
症
に
よ
っ
て
従
業
員
の
生
命
、
身
体
に

危
険
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
使
用
者
は
、
こ
れ
を

回
避
す
べ
き
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
安
全
配
慮

義
務
違
反
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。こ

こ
で
必
要
と
さ
れ
る
適
切
な
措
置
と
は
、
個
々
具
体

的
な
事
情
に
よ
っ
て
個
別
に
判
断
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
に
関
し
て
い
う
と
、

感
染
リ
ス
ク
や
感
染
経
路
の
情
報
収
集
と
適
切
な
理
解
、

政
府
を
始
め
と
す
る
公
的
機
関
が
公
表
す
る
予
防
方
法
や

対
応
措
置
の
把
握
、
こ
れ
ら
に
基
づ
く
合
理
的
な
衛
生
上
、

業
務
上
の
措
置
が
科
学
的
、
医
学
的
知
見
・
基
準
に
基
づ

い
て
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
え

ま
す
。

そ
の
た
め
、
感
染
の
可
能
性
の
あ
る
従
業
員
を
漫
然
と

勤
務
さ
せ
た
り
、
店
舗
内
で
手
洗
い
や
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒

の
設
備
を
設
け
な
い
な
ど
、
従
業
員
の
感
染
状
況
の
把
握

弁
護
士

二
宮
誠
行

弁
護
士

三
好
吉
安

災 
害 

と 

法

日
本
は
、
昔
か
ら
災
害
大
国
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
、
熊
本
地
震
、
相
次
ぐ
豪
雨
災
害
な
ど
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
本
年
に
お
い
て
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な
感
染
拡
大
の
影
響
を
受
け
、
国
内
で
も
様
々
な
と
こ
ろ
で
深
刻
な
影
響
が
生
じ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
被
害
を
典
型
例
と
し
つ
つ
、
災
害
時
全
般
に
お
け
る
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
、

法
的
な
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
ま
し
た
。
紙
幅
の
関
係
上
、説
明
の
一
部
を
割
愛
さ
せ
て
頂
い
た
部
分
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

ご
不
明
な
点
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
遠
慮
無
く
当
事
務
所
宛
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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ト
の
た
め
、
独
自
判
断
で
委
託
し
た
先
で
あ
る
Ｆ
が
存
在

す
る
国
だ
け
で
感
染
病
が
蔓
延
し
、
納
品
が
遅
れ
た
よ
う

な
場
合
に
は
、
最
大
の
注
意
を
尽
く
し
た
と
は
言
え
ず
、

不
可
抗
力
に
該
当
せ
ず
、
Ｊ
に
違
約
金
を
支
払
う
べ
き
場

合
も
あ
り
ま
す
。

Ｊ
に
違
約
金
を
支
払
う
よ
う
な
場
合
、
必
ず
、
委
託
先

の
Ｆ
に
損
害
賠
償
請
求
を
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
、

Ｆ
の
国
で
は
、
感
染
病
が
蔓
延
し
て
い
た
た
め
、
Ｆ
と
の

関
係
で
は
、
納
品
遅
延
の
原
因
が
不
可
抗
力
に
該
当
し
て
、

損
害
賠
償
を
請
求
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
本
年
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
の
際
に
、
中
国

で
は
、
海
外
の
取
引
先
に
対
す
る
納
品
遅
延
に
つ
い
て
、

中
国
国
際
貿
易
促
進
委
員
会
（
C
C
P
I
T
）
が
「
不
可

抗
力
証
明
書
」
を
発
行
し
て
い
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
場
合
、
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
は
困
難
と
な

り
、
Ｊ
と
Ｆ
の
間
で
板
挟
み
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
現
実
に
は
、
取
引
先
同
士
で
痛
み
分
け
を
す
る
こ

と
が
多
い
の
で
、
Ｆ
や
Ｊ
と
の
間
で
、
損
害
を
分
担
す
る

た
め
の
交
渉
を
続
け
る
べ
き
で
す
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

委
託
先
Ｆ
か
ら
の
納
品
が
発
生
す
る
お
そ
れ
を
認
識
し
た

時
点
で
、
す
ぐ
に
、
Ｊ
に
そ
れ
を
伝
え
、
Ｊ
が
過
剰
な
損

害
を
被
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
　

　
業
績
悪
化
か
ら
の
事
業
再
生
　
　

　
　
　
　

Ｑ
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
売
上
が
落
ち
込
み
、

金
融
機
関
か
ら
の
借
入
金
の
毎
月
の
元
利
金
の
支
払
い
が

重
く
、
毎
月
の
資
金
繰
り
に
窮
し
て
い
ま
す
。
事
業
本
体

は
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け
そ
う
な
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら

も
支
払
い
が
続
け
ら
れ
る
か
不
安
で
す
。
何
か
い
い
方
法

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

Ａ対
策
①
　
金
融
機
関
に
対
す
る
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

ま
ず
、
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
金
融
機
関
に
対
し

て
元
金
の
支
払
猶
予
を
求
め
、
毎
月
の
支
払
額
を
軽
減
す

る
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

支
払
猶
予
の
た
め
に
は
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
を
中
心
に
各

金
融
機
関
と
協
議
の
う
え
個
別
の
条
件
変
更
を
取
り
付
け

る
形
が
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
す
が
、
各
金
融
機
関
が
難
色

を
示
す
場
合
、
各
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
た
中
小
企
業
再

生
支
援
協
議
会
と
い
う
第
三
者
機
関
を
利
用
し
、
業
績
改

善
の
た
め
の
計
画
立
案
作
業
の
支
援
決
定
を
受
け
て
、
元

金
支
払
猶
予
を
要
請
し
て
も
ら
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
前
者
の
方
法
は
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
拡
大
を
踏
ま
え
て
、
金
融
庁
か
ら
各
金

融
機
関
に
対
し
、
既
存
融
資
に
つ
い
て
は
、
元
本
金
利
を

含
め
た
返
済
猶
予
な
ど
の
条
件
変
更
に
つ
い
て
迅
速
か
つ

柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
、
新
規
融
資
に
つ
い
て
は
、
緊
急

融
資
制
度
の
積
極
的
な
実
施
等
に
つ
い
て
迅
速
か
つ
適
切

に
対
応
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、

現
在
は
、
通
例
よ
り
も
条
件
変
更
等
が
受
け
入
れ
ら
れ
や

す
い
環
境
に
は
あ
る
と
い
え
ま
す
。

ま
た
、
後
者
の
方
法
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
特
例
リ

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
実
施
要
領
が
新
た
に
設
け
ら
れ
、
従
前
の

細
か
な
要
件
検
討
を
省
い
て
支
援
決
定
を
広
く
認
め
る
と

と
も
に
、
金
融
機
関
に
対
し
て
一
括
し
て
１
年
間
の
元
金

返
済
猶
予
の
要
請
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

よ
り
利
用
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

対
策
②
　
債
権
カ
ッ
ト
を
前
提
と
す
る
抜
本
再
生

対
策
①
の
支
払
猶
予
措
置
は
あ
く
ま
で
猶
予
で
あ
り
、

そ
の
間
に
資
金
繰
り
が
改
善
す
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん

が
、
既
に
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
額
が
多
額
と
な
っ
て
お

り
、
将
来
の
返
済
の
見
通
し
が
立
た
な
い
、
あ
る
い
は
不

安
視
さ
れ
る
場
合
（
コ
ロ
ナ
関
連
融
資
に
よ
っ
て
当
面
の

資
金
繰
り
を
賄
え
た
も
の
の
、
将
来
、
当
該
融
資
が
償
還

期
限
を
迎
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
現
実
的
に
返
済
が
困
難
な

場
合
を
含
み
ま
す
。）
は
、
抜
本
的
な
再
生
を
図
る
こ
と

も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

抜
本
的
な
再
生
の
手
法
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
既
存
融
資
の
カ
ッ
ト
を
前
提
と
す
る
場
合
、
主
に
金

融
機
関
の
み
を
対
象
と
す
る
任
意
整
理
と
、
金
融
機
関
の

み
な
ら
ず
取
引
先
を
も
含
め
た
全
債
権
者
を
対
象
と
す
る

法
的
手
続
の
２
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

前
者
の
主
た
る
方
法
は
、
い
わ
ゆ
る
第
二
会
社
方
式

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
既
存
会
社
の
事
業
を
適
正
な
価
格

で
第
三
者
に
譲
渡
し
、
当
該
対
価
と
譲
渡
対
象
と
な
ら
な

か
っ
た
資
産
を
現
金
化
し
た
も
の
を
弁
済
原
資
と
し
、
こ

れ
を
金
融
機
関
に
対
し
按
分
し
て
支
払
っ
て
残
額
の
免
除

を
受
け
、
最
終
的
に
既
存
会
社
を
清
算
す
る
と
い
う
も
の

で
す
。
こ
の
手
続
き
は
金
融
機
関
の
み
に
債
権
カ
ッ
ト
を

依
頼
し
、
取
引
先
に
は
迷
惑
を
か
け
ず
、
世
間
に
も
公
表

さ
れ
な
い
た
め
、
会
社
の
信
用
毀
損
を
お
さ
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
譲
渡
価
格
は
金
融
機
関
が
納
得
す

る
合
理
的
な
金
額
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
中
小

企
業
再
生
支
援
協
議
会
や
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構

（
R
E
V
I
C
）
と
い
っ
た
公
正
な
第
三
者
を
関
与
さ
せ

る
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
試
み
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

他
方
、
後
者
の
方
法
と
し
て
は
、
会
社
更
生
手
続
及
び

民
事
再
生
手
続
と
い
っ
た
再
生
型
の
法
的
手
続
を
利
用
す

る
と
い
う
も
の
で
す
。
法
的
手
続
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
は
、

全
て
の
債
権
者
（
優
先
債
権
を
除
き
ま
す
。）
に
対
す
る

支
払
い
を
強
制
的
に
一
時
棚
上
げ
に
で
き
る
結
果
、
支
払

予
定
だ
っ
た
現
預
金
を
そ
の
ま
ま
確
保
で
き
る
こ
と
に
な

る
こ
と
や
、
裁
判
所
の
関
与
す
る
手
続
き
で
あ
っ
て
、
強

制
力
を
持
っ
て
多
数
決
の
原
理
に
基
づ
い
て
債
権
カ
ッ
ト

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
取
引
先
を
一
律
に
含
み
、
ま
た
世
間
に
公
表

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
信
用
毀
損
は
避
け
ら
れ

ま
せ
ん
。
な
お
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
ス

ポ
ン
サ
ー
候
補
者
を
選
定
し
て
法
的
手
続
の
申
立
が
な
さ

れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

以
上
２
つ
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま
し
た
が
、

再
生
の
手
法
は
上
記
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
個
別

ケ
ー
ス
に
応
じ
た
配
慮
が
不
可
欠
で
す
。
し
か
し
、
い
か

な
る
場
合
で
も
早
い
段
階
で
検
討
に
着
手
し
な
け
れ
ば
選

択
肢
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
た
め
、
早
め
に
ご
相

談
い
た
だ
く
の
が
重
要
で
す
。

　
災
害
等
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
の
中
止
　

Ｑ
　
自
然
災
害
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

等
の
た
め
に
参
加
予
定
の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
中
止
が
決
定

さ
れ
た
場
合
、
す
で
に
支
払
っ
た
参
加
料
は
、
返
金
さ
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
反
対
に
、
こ
ち
ら
か
ら
結
婚
式
や
旅

行
の
キ
ャ
ン
セ
ル
を
申
し
入
れ
る
と
キ
ャ
ン
セ
ル
料
の
取

扱
い
は
、
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
。

Ａ１
　
参
加
料
の
返
金

私
は
、
前
号
（
第
40
号
）
の
近
況
報
告
で
、
２
０
２
０

年
３
月
１
日
に
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
た
東
京
マ
ラ
ソ
ン

２
０
２
０
に
当
選
し
た
こ
と
を
ご
報
告
し
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
後
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染

者
が
複
数
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
東
京
マ
ラ
ソ
ン

２
０
２
０
は
、
エ
リ
ー
ト
及
び
車
い
す
エ
リ
ー
ト
の
部
の

み
の
開
催
と
な
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
エ
ン
ト
リ
ー
を
す

る
際
に
支
払
っ
た
参
加
料
に
つ
い
て
は
、
返
金
し
な
い
措

置
と
な
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
一
般
の
部
に
当
選

し
て
い
た
私
は
、
大
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
参

加
料
の
返
金
は
な
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
こ
で
、
参
加
料
が
返
金
さ
れ
な
い
措
置
と
な
っ
た
理

由
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
募
集
要
項
の
エ
ン
ト
リ
ー

規
約
に
基
づ
く
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
エ
ン
ト
リ
ー

規
約
第
13
項
に
は
、
次
の
と
お
り
、
規
定
さ
れ
て
い
ま
し

た
。「積

雪
、
大
雨
に
よ
る
増
水
、
強
風
に
よ
る
建
物
等
の

損
壊
の
発
生
、
落
雷
や
竜
巻
、
コ
ー
ス
周
辺
の
建
物
か
ら

火
災
発
生
等
に
よ
り
コ
ー
ス
が
通
行
不
能
に
な
っ
た
結
果

の
中
止
の
場
合
、
関
係
当
局
よ
り
中
止
要
請
を
受
け
た
場

合
、
日
本
国
内
に
お
け
る
地
震
に
よ
る
中
止
の
場
合
、
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
発
令
に
よ
る
中
止
の
場
合(

戦
争
・
テ
ロ
を
除

く)

は
、
参
加
料
の
み
返
金
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
そ
れ

以
外
の
大
会
中
止
の
場
合
、
返
金
は
い
た
し
ま
せ
ん
。」

大
会
の
規
模
を
縮
小
し
て
開
催
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ

た
２
０
２
０
年
２
月
の
時
点
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
は
、
同
規
約
第
13
項
に
列
挙
さ
れ

た
各
事
由
に
該
当
し
な
い
「
そ
れ
以
外
」
の
場
合
で
あ
っ

た
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
参
加
料
が
返
金
さ
れ
な

か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
同
項
に
お
い
て
、
自
然
災
害
と
し
て
例

示
さ
れ
て
い
る
強
風
に
よ
る
建
物
の
損
壊
の
発
生
、
落
雷

や
竜
巻
に
よ
り
コ
ー
ス
の
通
行
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合

等
が
原
因
と
な
っ
て
、
大
会
が
中
止
と
な
っ
た
と
き
は
、

参
加
料
の
返
金
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
中
止
と
な
っ
た
場
合

に
お
け
る
参
加
料
の
返
金
の
有
無
は
、
中
止
と
な
っ
た
理

由
を
踏
ま
え
、
参
加
者
と
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
主
催
者
と
の

間
の
合
意
内
容
（
規
約
を
含
み
ま
す
。）
を
も
と
に
判
断

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

過
去
に
は
、
台
風
の
影
響
で
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
中
止
と

な
っ
た
場
合
に
参
加
料
の
返
金
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
中
止
と
な
っ
た
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
中
に
は
、
諸
費
用

を
控
除
し
た
参
加
料
を
ク
オ
カ
ー
ド
や
特
定
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
上
で
使
用
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
に
よ
っ
て
返
金
さ
れ
た

も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

大
会
に
よ
っ
て
、
規
約
の
内
容
や
主
催
者
の
判
断
が
異

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
参
加
料
の
返
金
の
有
無
や
そ
の
内
容

に
違
い
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

２
　
結
婚
式
や
旅
行
の
キ
ャ
ン
セ
ル
料

今
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
を
懸
念

し
て
の
結
婚
式
や
旅
行
の
キ
ャ
ン
セ
ル
や
延
期
の
申
入
れ

が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
実
際
に
、
私
が
、
招
待
を
受
け
て
い

た
結
婚
式
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
対

す
る
懸
念
か
ら
来
年
に
延
期
す
る
旨
の
連
絡
を
受
け
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
と
き
の

キ
ャ
ン
セ
ル
料
の
発
生
の
有
無
や
発
生
す
る
場
合
の
金
額

に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
、
約
款
や
規
約
を
含
む
結
婚

式
場
や
旅
行
会
社
と
の
間
の
合
意
内
容
に
従
っ
て
判
断
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

た
だ
、
約
款
や
規
約
等
に
キ
ャ
ン
セ
ル
料
に
つ
い
て
の

規
定
が
あ
る
だ
け
で
、
直
ち
に
そ
の
規
定
の
内
容
に
従
っ

た
キ
ャ
ン
セ
ル
料
の
支
払
義
務
を
負
う
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
と
な
る
契
約
が
消
費
者
と
事
業
者

と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
消
費
者
契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、

解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
の
額
の
予
定
や
違
約
金
が
規
定
さ

れ
て
い
て
も
、
こ
れ
ら
を
合
算
し
た
額
が
、
事
業
者
に
生

ず
べ
き
「
平
均
的
な
損
害
の
額
」
を
超
え
る
部
分
に
つ
い

て
は
、
無
効
と
さ
れ
る
か
ら
で
す
（
消
費
者
契
約
法
第
９

条
第
１
号
）。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
事
業
者
が
イ
ベ
ン

ト
に
向
け
た
準
備
を
ま
だ
開
始
し
て
い
な
い
早
い
時
期
に
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お
い
て
、
高
額
な
キ
ャ
ン
セ
ル
料
が
規
定
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
場
合
に
は
、
当
該
キ
ャ
ン
セ
ル
料
が
「
平
均
的
な
損

害
の
額
」
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
一
部
の
支
払
義

務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
災
害
に
伴
う
業
績
不
振
を
　
　

　
理
由
と
し
た
解
雇
の
有
効
性
　

Ｑ
　
私
は
、
複
数
の
居
酒
屋
を
経
営
し
て
い
ま
す
。
こ
の
度
、

新
型
の
感
染
症
に
よ
り
政
府
よ
り
営
業
時
間
の
短
縮
を
要

請
さ
れ
て
夜
８
時
ま
で
の
営
業
と
な
り
、
外
出
自
粛
に
よ

る
来
客
数
の
減
少
も
あ
っ
て
売
上
が
大
き
く
落
ち
込
み
、

さ
ら
に
は
一
定
期
間
営
業
そ
の
も
の
の
自
粛
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
現
在
働
い
て
い
る
従
業
員
全
員
の
給
与
を
支
払
う

こ
と
が
難
し
い
状
況
で
す
。
苦
渋
の
判
断
で
従
業
員
の
一

部
を
解
雇
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の

際
に
気
を
付
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ
　
整
理
解
雇
に
つ
い
て

１
　
は
じ
め
に

昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
、
政
府
に
よ

る
緊
急
事
態
宣
言
、
休
業
要
請
等
の
影
響
が
事
業
者
に
与

え
た
営
業
は
甚
大
で
す
。
特
に
テ
レ
ワ
ー
ク
へ
の
移
行
が

困
難
な
飲
食
業
界
や
エ
ン
タ
メ
業
界
で
は
前
例
が
な
い
売

上
減
少
が
生
じ
、
見
通
し
す
ら
立
た
な
い
業
績
不
振
が
続

き
、
従
業
員
の
解
雇
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ

る
で
し
ょ
う
。

ご
承
知
の
通
り
、
我
が
国
で
は
、
解
雇
に
高
い
ハ
ー
ド

ル
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
客
観
的
か
つ
合
理
的
な
理
由

の
存
在
と
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す

（
労
働
契
約
法
第
16
条
）。
不
況
や
経
営
不
振
な
ど
の
理
由

に
よ
り
解
雇
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
人
員
削
減
の
た
め

に
行
う
解
雇
を
整
理
解
雇
と
い
い
ま
す
が
、
使
用
者
側
の

都
合
に
よ
る
こ
と
が
明
白
な
解
雇
で
あ
る
た
め
、
そ
の
有

効
性
は
厳
格
に
判
断
さ
れ
ま
す
。

２
　
整
理
解
雇
の
４
要
素

整
理
解
雇
の
有
効
性
吟
味
の
４
要
素
は
以
下
の
通
り

で
、
裁
判
所
の
傾
向
は
、
①
～
④
要
素
を
総
合
的
に
勘
案

し
、
整
理
解
雇
が
解
雇
権
の
濫
用
と
な
る
か
ど
う
か
を
判

断
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
①
の
要
素
は
緩
や
か
に
判
断
さ

れ
や
す
く
、
②
、
③
の
要
素
は
厳
格
に
検
証
さ
れ
る
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

① 

人
員
削
減
の
必
要
性
が
存
在
す
る
こ
と

② 

解
雇
回
避
の
た
め
の
努
力
義
務
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

③ 

人
選
の
合
理
性
が
あ
る
こ
と

④ 

解
雇
手
続
の
妥
当
性
が
あ
る
こ
と

３
　
各
要
素
の
具
体
的
内
容

（
１
）
人
員
削
減
の
必
要
性

人
員
削
減
措
置
が
企
業
経
営
上
の
十
分
な
必
要
性
に
基

づ
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
災
害
の
影
響
に
よ
る
経
営
の
危

機
的
状
況
で
は
、
人
件
費
圧
縮
の
た
め
解
雇
を
行
わ
な
け

れ
ば
企
業
の
維
持
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
程
度
に
差
し
迫
っ

て
い
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
こ

の
要
素
は
認
め
ら
れ
や
す
い
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

（
２
）
解
雇
回
避
努
力
義
務
の
履
践

解
雇
回
避
策
を
如
何
に
実
施
し
て
き
た
か
が
、
極
め
て

重
要
で
す
。
例
と
し
て
、
役
員
報
酬
の
削
減
、
経
費
削
減
、

新
規
採
用
の
停
止
、
労
働
時
間
短
縮
や
昇
給
停
止
、
配
転
、

出
向
、
希
望
退
職
者
の
募
集
な
ど
、
事
案
に
よ
っ
て
個
性

が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
を
複
合
的
に
実
施
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
希
望
退
職
者
の
募
集
は
、
判
例

上
も
労
働
者
の
意
思
を
尊
重
し
つ
つ
人
員
整
理
を
図
る
う

え
で
極
め
て
有
用
な
手
段
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
実

行
す
べ
き
で
す
。
ま
た
、
昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

禍
の
解
雇
に
つ
い
て
は
、
持
続
化
給
付
金
や
雇
用
調
整
助

成
金
等
に
よ
る
資
金
繰
支
援
策
の
活
用
を
検
討
し
た
か
否

か
が
検
証
要
素
に
盛
り
込
ま
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

（
３
）
人
選
の
合
理
性

整
理
解
雇
対
象
者
の
選
定
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
選

定
基
準
に
よ
る
公
正
さ
が
必
要
で
す
。
選
定
基
準
は
、
勤

務
態
度
の
優
劣
（
欠
勤
日
数
、
遅
刻
回
数
、
処
分
歴
等
）、

貢
献
度
（
勤
続
年
数
、
休
職
日
数
等
、
実
績
、
資
格
の
有

無
等
）、
正
規
雇
用
者
・
臨
時
雇
用
者
の
別
等
、
労
働
者

側
の
客
観
的
な
事
情
（
年
齢
、
家
族
構
成
等
）
と
い
っ
た

要
素
で
判
断
し
、
恣
意
的
な
選
定
、
狙
い
撃
ち
の
選
定
を

避
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
４
）
解
雇
手
続
の
妥
当
性

労
働
協
約
に
協
議
説
明
義
務
条
項
が
あ
る
場
合
、
協
議

説
明
を
欠
い
た
解
雇
は
そ
も
そ
も
無
効
で
す
。
協
約
が
な

く
と
も
、
使
用
者
は
労
働
組
合
ま
た
は
労
働
者
に
対
し
て
、

人
員
整
理
の
必
要
性
や
そ
の
背
景
事
情
、
整
理
人
数
、
解

雇
回
避
措
置
の
具
体
的
な
内
容
、
選
定
基
準
な
ど
に
つ
き

丁
寧
な
説
明
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
一

方
的
な
説
明
で
は
足
り
ず
、
労
働
者
か
ら
の
質
疑
に
対
し

誠
意
を
も
っ
て
協
議
す
べ
き
義
務
を
負
う
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

４
　
結
語

想
定
外
の
事
態
に
よ
り
解
雇
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
局
面

が
あ
り
ま
す
が
、
整
理
解
雇
を
行
う
際
に
は
、
労
働
者
の

キ
ャ
リ
ア
を
突
如
と
し
て
剥
奪
す
る
効
果
を
伴
う
こ
と
か

ら
、
慎
重
な
事
前
の
検
証
が
不
可
避
と
な
り
ま
す
。
解
雇

の
有
効
性
を
事
後
的
に
問
わ
れ
る
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た

め
に
も
、
可
能
な
限
り
、
希
望
退
職
者
を
募
る
こ
と
で
人

員
整
理
を
達
す
る
こ
と
が
理
想
で
あ
り
、
早
期
退
職
者
に

は
優
遇
措
置
を
設
け
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
災
害
に
よ
る
休
業
と
賃
金
の
関
係
性
　

Ｑ
　
私
は
、
ト
ラ
ッ
ク
の
運
送
業
を
営
ん
で
い
ま
す
が
、
一

時
的
に
事
業
所
を
閉
鎖
し
、
従
業
員
に
自
宅
で
待
機
し
て

も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
、
理
由
が
次
の
そ
れ

ぞ
れ
の
場
合
、
私
は
、
従
業
員
に
対
し
て
、
給
与
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
１
）
事
業
所
に
向
か
う
道
が
台
風
に
よ
る
土
砂
崩
れ
に
よ

り
崩
落
し
、
事
業
所
に
停
め
て
い
る
ト
ラ
ッ
ク
を
利
用

で
き
な
く
な
っ
た
。

（
２
）
飛
沫
感
染
で
感
染
す
る
感
染
症
が
拡
大
し
た
た
め
、
出

社
よ
っ
て
従
業
員
が
感
染
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
必
要

が
生
じ
た

Ａ
　
１
　
労
働
と
賃
金
の
関
係

労
働
契
約
と
は
労
働
者
が
労
働
を
使
用
者
に
提
供
し
、

こ
れ
に
対
し
て
使
用
者
が
賃
金
を
支
払
う
と
い
う
契
約
で

す
。
そ
の
た
め
、
労
働
者
が
労
働
を
し
な
い
場
合
に
は
賃

金
が
発
生
し
な
い
の
が
原
則
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
こ
れ
を

ノ
ー
ワ
ー
ク
ノ
ー
ペ
イ
の
原
則
と
い
い
ま
す
）。

も
っ
と
も
、
労
働
者
が
労
働
を
し
な
い
理
由
に
よ
っ
て

は
賃
金
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
労

働
者
が
労
働
を
し
な
い
理
由
が
使
用
者
の
「
責
め
に
帰
す

べ
き
事
由
」（
こ
れ
を
帰
責
事
由
と
い
い
ま
す
。）
に
よ
る

場
合
に
は
民
法
第
５
３
６
条
２
項
に
よ
り
賃
金
の
全
額
が

発
生
し
ま
す
。
ま
た
、
労
働
基
準
法
第
26
条
に
は
使
用
者

の
「
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
に
よ
る
休
業
の
場
合
に
お

い
て
は
、
使
用
者
は
、
賃
金
の
60
パ
ー
セ
ン
ト
の
休
業
手

当
を
支
払
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
に
「
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
に
よ
り
労
働

者
が
労
働
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
民
法
で
は
全
額
、

労
働
基
準
法
で
は
６
割
の
賃
金
の
支
払
い
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
な
っ
て
お
り
民
法
と
労
働
基
準
法
の
相
互
で

矛
盾
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
労
働
基
準
法
の
「
責

め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
は
民
法
の
「
責
め
に
帰
す
べ
き
事

由
」
よ
り
も
広
く
、
経
営
上
の
障
害
で
あ
っ
て
も
天
災
事

変
な
ど
の
不
可
抗
力
に
該
当
し
な
い
限
り
は
こ
れ
に
該
当

す
る
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
相
互
に
矛
盾
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
せ
ん
（
条
文
上
は
同
じ
表
現
で
紛
ら
わ
し
い
た

め
本
稿
で
は
、「
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
と
は
特
段
の

注
意
書
き
が
な
い
か
ぎ
り
民
法
上
の
「
責
め
に
帰
す
べ
き

事
由
」
と
い
う
意
味
で
使
用
し
ま
す
。）。

以
上
を
簡
単
に
ま
と
め
ま
す
と
、
労
働
が
で
き
な
い
理

由
が
、
使
用
者
の
「
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
に
よ
る
場

合
に
は
賃
金
の
全
額
、
不
可
抗
力
以
外
の
経
営
上
の
障
害

に
よ
る
場
合
に
は
賃
金
の
60
パ
ー
セ
ン
ト
が
発
生
し
、
天

災
事
変
な
ど
の
不
可
抗
力
に
よ
る
場
合
に
は
賃
金
は
発
生

し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

２
　
Ｑ
に
対
す
る
回
答

（
１
）
Ｑ
（
１
）
に
つ
い
て

事
業
所
に
向
か
う
道
が
台
風
に
よ
る
土
砂
崩
れ
に
よ
り

崩
落
し
、
事
業
所
に
停
め
て
い
る
ト
ラ
ッ
ク
を
利
用
で
き

な
く
な
っ
た
と
い
う
場
合
で
す
が
、
事
業
所
に
停
め
て
い

る
ト
ラ
ッ
ク
を
利
用
で
き
ず
に
、
事
業
を
停
止
す
る
場
合

は
、
不
可
抗
力
で
労
働
が
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る

た
め
、
使
用
者
の
「
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
に
も
、
労

働
基
準
法
第
26
条
に
も
該
当
せ
ず
、
賃
金
は
一
切
発
生
し

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
２
）
Ｑ(

２
）
に
つ
い
て

飛
沫
感
染
で
感
染
す
る
感
染
症
が
拡
大
し
た
た
め
、
出

社
よ
っ
て
従
業
員
が
感
染
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
必
要
が

生
じ
、
事
業
所
を
閉
鎖
し
た
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
と
い

う
の
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
。
感
染
症
が
拡
大
し
て

い
る
と
い
っ
て
も
、
ト
ラ
ッ
ク
自
体
は
動
か
せ
る
の
で
、

労
働
者
が
労
働
で
き
な
い
の
は
使
用
者
が
勝
手
に
事
業
所

を
閉
鎖
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
べ

き
事
由
に
該
当
す
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
労
働
者
が

労
働
者
の
安
全
を
守
る
と
い
う
安
全
配
慮
義
務
の
履
行
と

し
て
事
業
所
を
閉
鎖
す
る
こ
と
は
使
用
者
の
「
責
め
に
帰

す
べ
き
事
由
」
に
は
該
当
せ
ず
、
さ
ら
に
は
天
災
事
変
に

よ
る
も
の
な
の
で
、
労
働
基
準
法
第
26
条
に
も
該
当
し
な

い
と
い
う
考
え
方
も
で
き
ま
す
。

昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
下
に
よ
る
緊
急

事
態
宣
言
に
基
づ
く
自
粛
要
請
を
受
け
て
の
事
業
所
の
閉

鎖
に
つ
い
て
は
、「
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
に

は
該
当
し
な
い
も
の
の
、
不
可
抗
力
以
外
の
経
営
上
の
障

害
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
労
働
基
準
法
26
条
に
基
づ
く
賃

金
の
60
パ
ー
セ
ン
ト
の
休
業
手
当
は
支
給
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い

で
す
。

私
見
で
は
あ
り
ま
す
が
、
Ｑ
１
（
２
）
の
場
合
に
つ
い

て
は
、
労
働
者
の
安
全
を
守
る
と
い
う
安
全
配
慮
義
務
の

履
行
と
し
て
事
業
所
の
閉
鎖
し
た
場
合
に
は
「
責
め
に
帰

す
べ
き
事
由
」
に
は
該
当
し
な
い
も
の
の
、
一
定
の
感
染

症
予
防
対
策
を
行
え
ば
あ
る
程
度
の
安
全
を
確
保
し
た
う

え
で
ト
ラ
ッ
ク
を
動
か
し
て
の
事
業
の
実
施
が
可
能
に
な

る
た
め
、
労
働
基
準
法
第
26
条
に
は
該
当
し
、
賃
金
の
60

パ
ー
セ
ン
ト
の
休
業
手
当
の
支
払
い
は
免
れ
な
い
と
考
え

ま
す
。

た
だ
し
、
未
だ
判
例
の
あ
る
問
題
で
は
な
い
た
め
、
今

後
の
裁
判
所
の
判
断
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
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家
賃
は
下
げ
て
も
ら
え
ま
す
か
？
　

Ｑ
　
国
や
自
治
体
か
ら
の
要
請
で
営
業
を
自
粛
し
売
上
げ
が

激
減
し
ま
し
た
。
貸
主
に
賃
料
の
減
額
を
求
め
て
も
、
営

業
補
償
が
も
ら
え
る
は
ず
だ
し
、
賃
料
は
減
額
し
な
い
と

言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
営
業
補
償
金
で
は
赤

字
は
消
え
ま
せ
ん
。
国
の
指
導
に
従
っ
て
困
窮
し
た
の
で

す
か
ら
、
な
ん
と
か
な
り
ま
せ
ん
か
。

Ａ
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
拡
散
防
止
の
た
め
、
国
は
緊
急

事
態
宣
言
を
発
令
し
、
飲
食
店
や
遊
興
施
設
等
の
幅
広
い

業
態
で
営
業
の
自
粛
を
求
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
半

の
店
舗
が
自
主
的
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
下
ろ
し
ま
し
た
。
つ

い
２
～
３
か
月
前
の
こ
と
で
す
。

多
数
の
店
舗
で
売
上
げ
が
途
絶
し
、
そ
の
一
方
で
固
定

経
費
の
支
払
い
に
追
わ
れ
、
事
業
主
側
は
軒
並
み
窮
地
に

立
た
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
重
荷
に
な
っ
た
の
は
賃
料
負
担

で
す
。
自
身
に
何
の
落
ち
度
も
な
く
、
国
の
方
針
で
休
業

を
強
い
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
せ
め
て
賃
料
を
相
応

に
減
額
し
て
欲
し
い
と
願
っ
た
と
し
て
も
理
不
尽
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
法
的
に
見
る
と
、
借
主
の
そ
の
よ
う
な
思
い

を
認
め
て
も
ら
う
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
す
。

賃
貸
借
契
約
で
は
、
貸
主
は
、
借
主
が
そ
の
賃
貸
物

件
を
使
用
し
て
収
益
を
上
げ
ら
れ
る
状
態
に
し
て
お
け
ば

よ
い
と
さ
れ
ま
す
。
仮
に
借
主
が
営
業
し
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
貸
主
は
、
使
用
で
き
る
状
態
で
賃
貸
物
件
を
提
供

す
れ
ば
貸
主
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
の

で
、
賃
料
の
全
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
な
天
災
で
借
主
が
賃
貸

物
件
に
て
営
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て

も
、
基
本
的
に
は
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
台
風
や
大
雨
で
賃
貸
物
件
が
破
損
や
浸
水

す
る
等
し
て
、
賃
貸
物
件
の
使
用
に
支
障
が
生
じ
る
よ
う

な
事
態
に
な
れ
ば
、
話
は
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状

態
で
は
、
借
主
は
そ
の
賃
貸
物
件
を
通
常
ど
お
り
に
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
す
。

破
損
・
滅
失
箇
所
が
、
社
会
通
念
上
あ
る
い
は
契
約
書

上
で
貸
主
が
修
繕
負
担
す
る
べ
き
箇
所
で
あ
っ
た
場
合
、

貸
主
に
は
、
借
主
が
賃
貸
物
件
を
普
段
通
り
に
使
用
で
き

る
状
態
に
す
る
た
め
、
修
繕
や
再
築
を
行
う
義
務
が
生
じ

ま
す
。

修
繕
・
再
築
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
賃
貸
物
件
が
全

く
使
え
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
間
は
貸
主
が
借
主
に
賃
貸
物

件
を
賃
貸
す
る
と
い
う
債
務
を
履
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と

に
な
り
、
借
主
は
こ
の
間
の
賃
料
を
支
払
う
必
要
が
な
く

な
り
ま
す
。
賃
貸
物
件
の
一
部
が
損
傷
し
、
修
繕
工
事
中

は
売
り
場
面
積
を
縮
小
し
て
営
業
を
続
け
た
と
い
う
よ
う

な
場
合
は
、
そ
の
縮
小
し
た
部
分
に
相
当
す
る
賃
料
を
支

払
え
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
修
繕
期
間
中
に
得
ら
れ
た
は
ず
の
利
益
の

補
償
を
求
め
る
こ
と
ま
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
天
災
と
い
う

不
可
抗
力
が
原
因
で
あ
り
、
貸
主
に
は
責
任
が
な
い
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

他
方
、
た
と
え
ば
以
前
か
ら
賃
貸
物
件
の
一
部
に
問
題

が
あ
り
、
貸
主
に
修
理
を
再
々
要
請
し
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
先
延
ば
し
に
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
弱
い
台
風
だ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
賃
貸
物
件
が
破
損
し
、
営
業
が
出
来

な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
、
貸
主
の
責
任
が
問

わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
今
般
の
民
法
改
正
に
よ
っ
て
、
本
来
な
ら
貸

主
が
負
担
す
る
べ
き
修
繕
に
つ
い
て
、
要
請
し
て
も
対
応

し
て
く
れ
な
い
場
合
や
緊
急
の
場
合
、
借
主
が
修
繕
で
き

る
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
修
繕
に
要
し
た
費
用
は
、
貸
主

に
請
求
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ま
た
、
賃
貸
物
件
が
滅

失
し
て
使
用
で
き
な
い
部
分
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
割
合

に
応
じ
て
賃
料
が
当
然
に
減
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。た

だ
し
、
修
繕
の
必
要
性
の
程
度
や
修
繕
範
囲
の
妥
当

性
な
ど
を
巡
っ
て
貸
主
と
争
い
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
た

め
、
で
き
れ
ば
貸
主
に
修
繕
し
て
貰
う
方
が
良
い
か
と
思

い
ま
す
。

話
を
戻
し
ま
す
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
原
因
に

よ
り
借
主
が
休
業
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
場
合
、
貸
主

に
し
て
み
れ
ば
自
分
に
は
責
任
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
賃

料
を
減
額
す
る
義
務
は
な
い
と
主
張
す
る
で
し
ょ
う
し
、

そ
の
主
張
を
覆
す
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
と
思
わ
れ
ま

す
。新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
営
業
損
失
に
対
し
、
国

や
自
治
体
は
休
業
し
た
事
業
者
に
対
し
て
、
営
業
補
償
や

無
利
子
融
資
、
賃
料
補
助
等
の
支
援
制
度
を
導
入
し
ま
し

た
。も

っ
と
も
、
買
掛
金
や
人
件
費
の
支
払
い
等
に
追
わ
れ
、

公
的
支
援
金
は
す
ぐ
に
底
を
つ
く
と
い
う
事
業
者
が
多
数

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
営
業
再
開
後
も
、
す
ぐ
に
以

前
の
状
態
に
回
復
す
る
訳
で
は
な
い
た
め
、
借
主
に
と
っ

て
賃
料
負
担
が
重
荷
と
い
う
状
態
は
続
く
と
思
い
ま
す
。

法
的
に
賃
料
の
減
額
を
求
め
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん

が
、
借
主
が
廃
業
に
な
れ
ば
貸
主
も
賃
料
収
入
が
止
ま
る

こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
れ
ば
共
倒
れ
で
す
。
こ
の
よ
う
な

事
態
を
回
避
す
る
べ
く
、
例
え
ば
、
景
気
が
回
復
す
る
ま

で
賃
料
の
一
部
の
支
払
い
を
猶
予
し
、
経
営
が
順
調
に

戻
っ
て
か
ら
分
割
で
猶
予
さ
れ
た
分
の
賃
料
を
弁
済
す
る

と
い
う
よ
う
な
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

合
意
が
で
き
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
書
面
で
取
り
交
わ

す
こ
と
に
よ
り
、
後
日
の
紛
争
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
災
害
等
の
非
常
事
態
が
起
き
た
場
合
の
株
主
総
会
　

Ｑ
１
　
非
常
事
態
が
起
き
た
場
合
、
そ
の
年
の
定
時
株
主
総

会
を
開
催
し
な
い
こ
と
は
出
来
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
　
会
社
法
で
は
「
定
時
株
主
総
会
は
、
毎
事
業
年
度
の

終
了
後
一
定
の
時
期
に
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
２
９
６
条
１
項
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
定
時
株

主
総
会
を
経
な
け
れ
ば
決
算
が
確
定
せ
ず
配
当
が
で
き
な

く
な
る
こ
と
、
役
員
の
選
任
も
で
き
ず
人
事
も
止
ま
る
こ

と
か
ら
も
、
災
害
等
の
非
常
事
態
が
起
き
た
場
合
も
、
定

時
株
主
総
会
を
開
催
し
な
い
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

Ｑ
２
　
非
常
事
態
の
影
響
で
、
通
常
の
決
算
業
務
や
会
計
監

査
が
毎
年
の
定
時
株
主
総
会
の
開
催
時
期
ま
で
に
間
に

合
い
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
株
主
総
会
の
開
催
を
遅
ら

せ
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
　
一
般
に
、
定
款
で
事
業
年
度
の
末
日
（
毎
年
３
月
末
日

等
）
を
基
準
日
と
定
め
、
基
準
日
の
最
終
の
株
主
名
簿
に

記
載
又
は
記
録
さ
れ
た
株
主
を
、
そ
の
事
業
年
度
に
関
す

る
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
る
株
主
と
す
る
と
定
め
る
会
社
で
は
、
基
準
日
か
ら

３
ヶ
月
以
内
に
定
時
株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す

（
会
社
法
１
２
４
条
２
項
、
２
９
６
条
１
項
）。

し
か
し
、
上
記
Ｑ
１
の
回
答
の
と
お
り
、
会
社
法
は
、

事
業
年
度
の
終
了
後
「
一
定
の
時
期
」
に
定
時
株
主
総
会

を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
だ
け
定
め
、
事
業
年
度

の
終
了
後
３
か
月
以
内
に
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

定
め
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
定

時
株
主
総
会
の
開
催
時
期
を
通
常
の
時
期
よ
り
も
遅
ら
せ

る
こ
と
は
出
来
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
点
に
関
し
、
金
融
庁
は
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
企
業
決
算
・
監
査
業
務
の

遅
延
へ
の
対
応
と
し
て
、
資
金
調
達
や
経
営
判
断
を
適
時

に
行
う
た
め
に
当
初
予
定
し
た
時
期
に
定
時
株
主
総
会
を

開
催
す
る
場
合
に
は
、
①
当
該
時
期
に
定
時
株
主
総
会
を

開
催
し
、
取
締
役
の
選
任
等
を
決
議
す
る
と
と
も
に
、
計

算
書
類
、
監
査
報
告
等
に
つ
い
て
は
、
継
続
会
に
お
い
て

提
供
す
る
旨
の
説
明
を
行
い
、
続
行
（
同
法
３
１
７
条
）

の
決
議
を
求
め
、
②
決
算
業
務
、
監
査
業
務
が
完
了
後
直

ち
に
計
算
書
類
、
監
査
報
告
等
を
株
主
に
提
供
し
て
株
主

に
よ
る
検
討
の
機
会
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
当
初
の
株

主
総
会
の
後
合
理
的
な
期
間
内
に
継
続
会
を
開
催
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
と
示
唆
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
有
価
証
券
報
告
書
等
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
、

今
年
の
９
月
末
ま
で
一
律
に
延
長
す
る
内
閣
府
令
改
正
が

行
わ
れ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
て
の
示
唆
で
は
あ
り
、
状
況

に
も
よ
り
ま
す
が
、
定
時
株
主
総
会
開
催
の
必
要
性
と
困

難
性
が
せ
め
ぎ
あ
う
、
災
害
等
の
非
常
事
態
の
場
面
に
お

い
て
も
参
考
に
な
る
手
続
と
思
わ
れ
ま
す
。

Ｑ
３
　
い
つ
も
の
株
主
総
会
会
場
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
感

染
の
お
そ
れ
が
拭
え
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
か
？

Ａ
　
こ
の
点
、
経
済
産
業
省
及
び
法
務
省
よ
り
、
令
和
２
年

４
月
２
日
付
「
株
主
総
会
運
営
に
係
る
Ｑ
＆
Ａ
」（
同
年

同
月
28
日
最
終
更
新
）
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
措
置

を
と
る
こ
と
が
可
能
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
①

株
主
総
会
の
招
集
通
知
等
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
に
株
主
に
来
場
を
控
え
る

よ
う
呼
び
か
け
る
こ
と
、
②
合
理
的
な
範
囲
内
に
お
い
て

会
場
に
入
場
で
き
る
株
主
の
人
数
を
制
限
す
る
こ
と
、
③

発
熱
や
咳
な
ど
の
症
状
を
有
す
る
株
主
に
対
し
、
入
場
を

断
る
こ
と
や
退
場
を
命
じ
る
こ
と
、
④
株
主
総
会
の
時
間

を
短
縮
す
る
こ
と
等
々
。

い
ず
れ
も
株
主
の
健
康
に
配
慮
し
た
措
置
と
し
て
可
能

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
際
に
は
、
併
せ
て
書
面
や
電

磁
的
方
法
に
よ
る
事
前
の
議
決
権
行
使
を
認
め
る
（
会
社

法
３
１
１
条
、
３
１
２
条
、
２
９
８
条
１
項
３
、４
号
）
な

ど
し
て
決
議
の
成
立
に
必
要
な
要
件
を
満
た
す
こ
と
、
株

主
総
会
に
出
席
す
る
機
会
を
株
主
か
ら
不
公
正
に
奪
う
も

の
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
も
必
要
と
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
株
主
の
健
康
と
株
主
総
会
へ
の
出
席
機
会
の

確
保
の
双
方
に
つ
い
て
、
適
切
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
を
行

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
バ
ー
チ
ャ

ル
株
主
総
会
と
は
、
取
締
役
や
株
主
等
が
一
堂
に
会
す
る

物
理
的
な
場
所
で
株
主
総
会
（
リ
ア
ル
株
主
総
会
）
を
開

催
す
る
一
方
で
、
リ
ア
ル
株
主
総
会
の
場
に
在
所
し
な
い

株
主
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
手
段
を
用
い
て
遠
隔
地
か

ら
参
加
・
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
主
総
会
の
こ
と
で

す
。
こ
う
し
た
株
主
総
会
を
実
際
に
と
り
行
う
に
は
、
技

術
的
に
容
易
で
な
い
点
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
今
年
前
半
に
株
主
総
会
を
開
催
し
た
い
く
つ
か
の
会

社
で
こ
う
し
た
株
主
総
会
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

株
主
総
会
は
、
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
（
同
法
２
９
８
条
１
項
１
号
）、
実
際
に
開
催
す
る
株

主
総
会
の
場
所
が
な
い
、
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
型
株
主

総
会
は
、
現
行
法
上
適
法
に
開
催
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

弁
護
士

細
川
敬
章

弁
護
士
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田
広
充
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こ
れ
に
よ
り
、

改
正
後
は
、
調

査
開
始
前
申

請
の
場
合
は

最
大
60
％
〜

最
小
５
％
の

減
免
率
、
調

査
開
始
後
の

申
請
の
場
合

は
最
大
30
％

〜
最
小
５
％

の
減
免
率
の

適
用
と
な
り

ま
す
。

具
体
的
に

は
、
以
下
の

内
容
と
な
り

ま
す
。

改
正
前
で

は
、
例
え
ば
立

入
検
査
後
に

課
徴
金
減
免

申
請
を
行
う

場
合
は
、
最

大
３
社
ま
で
一
律
30
％
の
減
算
率
が
適
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、「
最
大
３
社
」
と
い
う
申
請
順
位
枠
に
入
る
こ
と
す
な

わ
ち
減
免
申
請
ま
で
の
ス
ピ
ー
ド
が
重
要
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
改
正
後
は
、
申
請
順
位
枠
の
確
保
の
た
め

の
ス
ピ
ー
ド
に
加
え
て
、
申
請
後
の
調
査
協
力
の
程
度
が
重
要

と
な
っ
て
き
ま
す
。
仮
に
、
立
入
検
査
後
３
位
ま
で
の
申
請
順

位
を
確
保
し
て
も
、
そ
の
後
の
調
査
協
力
が
不
十
分
で
あ
る
と

公
正
取
引
委
員
会
に
判
断
さ
れ
る
と
、
減
算
率
は
10
％
と
な
り

ま
す
。
他
方
、
４
位
以
下
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
公
正

取
引
委
員
会
の
調
査
に
協
力
し
た
と
の
認
定
を
受
け
れ
ば
、
最

大
25
％
の
減
算
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

イ
）
公
正
取
引
委
員
会
と

　
　

の
協
議

調
査
協
力
減
算
制
度

に
お
い
て
は
、
事
業
者

が
事
件
の
真
相
解
明
に

資
す
る
事
実
の
報
告
ま

た
は
資
料
の
提
出
を
す

る
前
に
、
減
算
率
を
含

め
た
合
意
を
す
る
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。
具
体

的
な
流
れ
は
以
下
の
と

お
り
で
す
。

２
　
改
正
独
占
禁
止
法
の
　

　
　
施
行
日

上
記
以
外
に
も
改
正
点
が
あ
り
、

一
部
は
す
で
に
施
行
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
上
記
で
ご
説
明
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
多
く
の
改
正
内
容
は
、

公
布
の
日
（
令
和
元
年
６
月
26
日
）

か
ら
起
算
し
て
１
年
６
月
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

で
す
の
で
、
遅
く
と
も
令
和
３
年

１
月
25
日
に
は
改
正
法
が
施
行
さ
れ

ま
す
。

 

第
２　

公
正
取
引
委
員
会
と
の
協
議
・
折
衝
の
重
要
性

こ
の
よ
う
に
、
改
正
法
に
お
い
て
は
、
課
徴
金
減
免
制
度
の
実
効

性
を
よ
り
高
め
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
事
業
者
か
ら
広
く
情
報
提
供

を
受
け
、そ
の
中
で
よ
り
有
益
な
情
報
を
提
供
し
た
事
業
者
に
対
し
、

最
大
限
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
さ
せ
よ
う
と
い
う
内
容
に
大
き
く
変
わ

り
ま
し
た
。

も
っ
と
も
、
課
徴
金
減
免
制
度
は
、
公
正
取
引
委
員
会
が
既
に
把

握
し
て
い
な
い
事
実
を
報
告
し
、
そ
れ
に
関
す
る
資
料
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
課
徴
金
減
免
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

を
最
大
限
享
受
す
る
た
め
に
は
、
事
業
者
と
し
て
は
、
公
正
取
引
委

員
会
が
す
で
に
把
握
し
て
い
る
事
実
と
そ
う
で
な
い
事
実
を
切
り
分

け
、
自
社
の
も
つ
情
報
や
資
料
の
中
で
如
何
な
る
情
報
が
公
正
取
引

委
員
会
に
と
っ
て
有
益
な
情
報
と
な
る
の
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

改
正
独
占
禁
止
法
に
お
い
て
は
、
上
記
の
と
お
り
、
い
わ
ゆ
る
裁

量
型
課
徴
金
制
度
に
近
い
「
調
査
協
力
減
算
制
度
」
が
導
入
さ
れ
、

調
査
協
力
を
図
る
前
提
と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
と
事
業
者
と
の

協
議
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
事
業
者
と
し
て
は
、
こ
の
協
議
の

な
か
で
、
公
正
取
引
委
員
会
が
す
で
に
把
握
し
て
い
る
事
実
の
内
容

や
公
正
取
引
委
員
会
が
欲
し
て
い
る
情
報
を
探
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え

て
公
正
取
引
委
員
会
に
調
査
協
力
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
は
、
や
は
り
独
占
禁
止
法
そ
の
も
の
に
対
す
る
知
識
や
公
正

取
引
委
員
会
に
よ
る
調
査
に
対
す
る
知
識
・
経
験
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
課
徴
金
減
免
制
度
に
お
い
て
も
、
独
占
禁
止
法
違
反

被
疑
事
実
の
有
無
に
つ
い
て
の
社
内
調
査
と
し
て
の
資
料
の
精
査
・

関
係
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
・
課
徴
金
減
免
申
請
書
類
の
作
成
な
ど
専

門
的
な
知
識
が
必
要
な
作
業
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
弁
護
士
が
こ
れ

ら
を
担
っ
て
い
る
事
案
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
に

加
え
、
よ
り
高
い
課
徴
金
減
算
率
を
得
る
た
め
に
は
、
課
徴
金
減
免

申
請
後
の
公
取
委
と
の
協
議
・
折
衝
が
非
常
に
重
要
と
な
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

弊
所
で
は
、
競
争
法
分
野
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
公
正
取
引
委
員

会
に
て
実
際
に
独
占
禁
止
法
被
疑
事
件
の
調
査
を
多
数
担
当
し
て
ま

い
り
ま
し
た
当
職
の
他
に
も
、
こ
れ
ま
で
公
正
取
引
委
員
会
と
の
折

衝
を
数
多
く
経
験
し
た
弁
護
士
や
競
争
法
分
野
と
知
財
法
分
野
の
双

方
を
得
意
と
す
る
弁
護
士
な
ど
が
チ
ー
ム
で
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
相
談
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

 

第
１ 　

改
正
法
の
内
容

１
　
令
和
元
年
改
正
独
占
禁
止
法
の
概
要

令
和
元
年
６
月
19
日
に
成
立
し
た
独
占
禁
止
法
の
改
正
法
の
主
な

概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

① 

課
徴
金
制
度
の
改
正

現
行
の
課
徴
金
制
度
が
企
業
の
経
済
・
社
会
活
動
の
変
化
を
受

け
実
社
会
に
そ
ぐ
わ
な
い
点
が
数
多
く
出
て
き
た
こ
と
か
ら
、
課

徴
金
制
度
が
大
き
く
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

ア
）
課
徴
金
の
算
定
基
礎
の
追
加
（
第
７
条
の
２
第
１
項
）

改
正
前
は
、
違
反
事
業
者
の
売
上
額
・
購
入
額
の
み
が
算
定

基
礎
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
般
の
改
正
に
よ
り
、
企
業
グ
ル
ー
プ
単
位
で
の
違
反
行
為

等
を
考
慮
し
、
前
記
に
加
え
、
違
反
事
業
者
か
ら
指
示
や
情
報

を
受
け
た
完
全
子
会
社
等
の
売
上
額
・
購
入
額
等
も
課
徴
金
の

算
定
基
礎
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

イ
）
課
徴
金
の
算
定
期
間
の
延
長
（
第
２
条
の
２
第
13
項
）

改
正
前
は
、
調
査
開
始
日
か
ら
遡
る
こ
と
最
長
３
年
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

今
般
の
改
正
に
よ
り
、違
反
行
為
の
抑
止
を
図
る
観
点
か
ら
、

調
査
開
始
日
か
ら
遡
る
こ
と
最
長
10
年
と
な
り
ま
し
た
。

ウ
）
課
徴
金
算
定
率
の
見
直
し
等

改
正
前
は
、
課
徴
金
算
定
率
は
業
種
別
算
定
率
や
軽
減
算
定

率
・
割
増
算
定
率
な
ど
様
々
な
定
め
が
あ
り
、
そ
の
適
用
に
お

い
て
争
い
に
な
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。

今
般
の
改
正
に
よ
り
、
課
徴
金
算
定
率
の
定
め
が
一
部
廃
止

さ
れ
シ
ン
プ
ル
に
な
り
ま
し
た
。

a)

業
種
別
算
定
率
の
廃
止
（
改
正
前
の
第
７
条
の
２
第
１
項
）

改
正
前
は
、
課
徴
金
算
定
率
は
原
則
10
％
で
す
が
、
小
売
業

者
の
場
合
は
３
％
、
卸
売
業
者
の
場
合
は
２
％
と
そ
れ
ぞ
れ
課

徴
金
算
定
率
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
実
際
の

事
件
に
お
い
て
は
、
違
反
行
為
の
有
無
と
同
程
度
（
ま
た
は
そ

れ
以
上
）
に
、
違
反
事
業
者
の
業
種
の
認
定
が
重
要
で
あ
り
大

き
な
争
点
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

近
年
は
事
業
活
動
の
多
様
化
に
伴
い
業
種
の
区
別
が
困
難
に

な
り
つ
つ
あ
り
、
企
業
グ
ル
ー
プ
単
位
で
見
れ
ば
製
造
業
と
い

う
べ
き
と
こ
ろ
卸
売
業
と
し
て
の
課
徴
金
算
定
率
が
適
用
さ
れ

る
事
例
も
存
在
し
た
な
ど
の
理
由
か
ら
、
業
種
別
算
定
率
が
廃

止
さ
れ
、
業
種
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
10
％
と
な
り
ま

し
た
。

b)

早
期
離
脱
者
に
対
す
る
軽
減
算
定
率
の
廃
止

　

 

（
改
正
前
の
第
７
条
の
２
第
６
項
）

改
正
前
で
は
、
調
査
開
始
日
の
１
ヶ
月
前
ま
で
に
違
反
行
為

を
や
め
た
事
業
者
（
実
行
期
間
が
２
年
未
満
に
限
る
。）
に
は
、

課
徴
金
算
定
率
が
２
割
軽
減
（
課
徴
金
算
定
率
が
10
％
の
場
合

は
、
８
％
）
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
実
際
の
適
用
事
例
が
趣
旨
に
合
致
し
て
い
な
い
と

の
理
由
か
ら
、
改
正
法
に
お
い
て
削
除
さ
れ
ま
し
た
。

c)

中
小
企
業
算
定
率
の
適
用
の
限
定
（
第
７
条
の
２
第
２
項
）

違
反
事
業
者
が
独
占
禁
止
法
に
て
定
義
す
る
中
小
企
業
に
該

当
す
る
場
合
は
、
課
徴
金
算
定
率
が
６
割
軽
減
（
10
％
で
あ
れ

ば
４
％
）
さ
れ
ま
す
。

改
正
法
に
お
い
て
、
中
小
企
業
算
定
率
の
適
用
を
受
け
る
事

業
者
を
、
実
質
的
な
中
小
企
業
す
な
わ
ち
当
該
違
反
事
業
者
の

属
す
る
企
業
グ
ル
ー
プ
内
に
大
企
業
が
１
社
も
存
在
し
な
い
場

合
に
限
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

d)

再
度
違
反
事
業
者
に
対
す
る
割
増
算
定
率
の
適
用
の
拡
大

　

  

（
第
７
条
の
３
第
１
項
）

改
正
前
は
、
過
去
10
年
の
間
に
課
徴
金
納
付
命
令
を
受
け
た

こ
と
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
て
は
、
課
徴
金
算
定
率
が
1.5
倍

（
10
％
で
あ
れ
ば
15
％
）
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
般
の
改
正
に
よ
り
、
当
該
違
反
事
業
者
の
完
全
子
会
社
が

過
去
10
年
の
間
に
課
徴
金
納
付
命
令
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場

合
な
ど
、
適
用
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

e)

主
導
的
違
反
事
業
者
に
対
す
る
割
増
算
定
率
の
適
用
の
拡
大

　

  

（
第
７
条
の
３
第
２
項
）

改
正
前
は
、
当
該
違
反
行
為
を
企
て
、
か
つ
、
他
の
違
反
事

業
者
に
対
し
て
違
反
行
為
を
や
め
な
い
こ
と
の
要
求
等
を
行
う

な
ど
、
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
事
業
者
に
対
し
て
は
、
課
徴

金
算
定
率
が
1.5
倍
（
10
％
で
あ
れ
ば
15
％
）
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。今

般
の
改
正
に
よ
り
、
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
事
業
者
の

対
象
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
隠
蔽
・
仮
装
行
為
の
要
求
等
を
行
っ

た
事
業
者
や
、
課
徴
金
減
免
制
度
等
の
不
利
用
の
要
求
等
を

行
っ
た
事
業
者
に
対
し
て
も
、
割
増
算
定
率
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

② 

調
査
協
力
減
算
制
度
の
導
入

ア
）
調
査
協
力
減
算
制
度
の
導
入
及
び
適
用
事
業
者
数
の
上
限
撤
廃

現
行
の
課
徴
金
減
免
制
度
は
、
法
定
事
項
を
報
告
し
さ
え
す

れ
ば
そ
の
時
点
で
申
請
順
位
が
確
定
し
、
申
請
順
位
に
応
じ
て

一
定
の
減
免
率
が
得
ら
れ
る
制
度
で
す
。
こ
の
報
告
内
容
は
違

反
行
為
の
概
要
等
項
目
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
課
徴
金
減

免
申
請
に
お
い
て
は
そ
の
内
容
の
具
体
性
・
正
確
性
よ
り
は
、

申
請
ま
で
の
ス
ピ
ー
ド
す
な
わ
ち
申
請
順
位
を
確
保
す
る
こ
と

が
重
要
で
し
た
。

し
か
し
、
今
般
の
改
正
に
よ
り
、
課
徴
金
減
免
申
請
後
の
事

業
者
の
調
査
協
力
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
減
免
申
請
者
数
の
上
限
を
撤
廃
し
、
か
つ
、
申
請
順
位
に

応
じ
た
減
算
率
に
加
え
て
、
事
業
者
の
協
力
度
合
い
に
応
じ

た
減
算
率
を
付
与
す
る
調
査
協
力
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

公
正
取
引
委
員
会
と
の

折
衝
の
重
要
性

〜 
独
占
禁
止
法
改
正
を
受
け
て 

〜

課徴金制度の見直しの内容

課徴金減免制度

改正後

申請順位に応じた減免率に，事業者の実態解明への協力度合い
（事業者が自主的に提出した証拠の価値）に応じた減算率を付加

申請者数の上限を撤廃（全ての調査対象事業者に自主的な調査
協力の機会あり）

【参考】現行制度

減免率は，申請順位に応じて決定（固定値）。
減免率に，事業者の実態解明への協力度合
いは反映されない。

申請者数は最大５社までに限定

調査
開始

申請順位
申請順位に応じた

減免率
協力度合いに応じた

減算率

前

１位 全額免除

２位 ２０％

＋最大４０％３～５位 １０％

６位以下 ５％

後

最大３社（注） １０％

＋最大２０％
上記以下 ５％

調査
開始

申請順位
申請順位に応じた

減免率

前

１位 全額免除

２位 ５０％

３～５位 ３０％

６位以下

後
最大３社（注） ３０％

上記以下

事業者による協力の内容と公正取引委員会による減算率の付加について両者間で協議

（注）調査開始日前と合わせて５位以内である場合に適用
３

出展：公正取引委員会HPより

課徴金制度の見直しの内容等

課徴金減免制度（続き）

協議の流れ

協力内容（事業者が自主的に提出する証拠等）の評価方法に係るガイドラインを整備

その他の改正事項

課徴金の延滞金利率の引下げ

検査妨害罪の法人等に対する罰金額の上限の引上げ

犯則調査手続における電磁的記録の証拠収集手続の整備 等

協議
（協力内容の提示）
（減算率の提示）

協議開始
の申出

減免申請

協議終了
（協力内容と減算率

を合意）
※１

証拠の提出
減算率を適用した
課徴金納付命令

※２

※１ 仮に，協議が不調に終わった場合，協議中の事業者の説明内容を記録していたとしても，それ自体は証拠にならない。

※２ 事業者が協議において提示した協力行為を実施した場合，公正取引委員会は提示した減算率を適用する（事業者が減免失格

事由に該当する場合は，申請順位に応じた減免率も協力度合いに応じた減算率も適用はなくなる。）

協力内容（事業者が自主的に提出する証拠等）について，証拠の内容等が実態解明にどの程度資するか
を評価することを示す。

証拠の内容について，評価対象となる情報（カルテル・入札談合の対象商品・役務，受注調整の方法，
参加事業者，実施時期，実施状況等）を示し，その内容に応じた評価をすることを示す。

ガイドライン整備の方向性

４

出展：公正取引委員会HPより

弁
護
士

越
知
覚
子

独 禁
コーナー
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新型コロナウイルス感染症の影響による経済状態の悪化のなか、緊急経済支援策の利用は重要なものとなっています。今回、
税制上の措置をまとめました。

（国税関係）
１. 申告・納付期限の延長（個別延長）

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納
付することが困難な場合には、申告・納付期限の延長を個別に
申請することにより、個別延長されます（申告所得税、贈与税、
相続税、消費税、法人税、地方法人税及びその他の手続き）。
個別延長の申請は、別途、申請書等を提出する必要はなく、申
告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延
長申請」と付記することで足ります。

２. 納税の猶予制度の特例
新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置（自粛等）に

起因して、多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、
収入に相当の減少があった事業者の国税について、一時に納
付することが困難な場合には、無担保かつ延滞税なしで１年
間、納税を猶予する特例が設けられました（令和２年２月１日か
ら令和３年１月31日に納期限が到来する国税。中間納付等に
ついても適用可）。地方税においても同様の対応が設けられて
います。

収入の相当の減少とは、令和２年２月以降の任意の期間（１
か月以上）において、事業等に係る収入が前年同期比20％以
上減少していることをいいます。

３. 欠損金繰戻しによる還付制度の特例
現在、中小企業（資本金１億円以下の法人）に認められてい

る青色欠損金の繰戻し還付について、中堅企業（資本金１億
円超10億円以下）の令和２年２月１日から令和４年１月31日まで
の間に終了する事業年度に生じた青色欠損金についても、適
用できることとされました。

４. テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
中小企業がテレワーク等のために行う設備投資について、中

小企業経営強化税制が拡充され、その対象に加えられました。
即時償却又は７％（資本金が3000万円以下の法人は10％）の
税額控除が認められます。

５. 寄付金控除
文化芸術・スポーツイベント等を中止等した主催者に対する

払戻請求権を放棄した観客等に対し、寄付金控除又は所得
税額の特別控除が適用されます。対象金額は20万円を上限と
します。地方税においても同様の対応が設けられています。

６. 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症等の影響による住宅建設の遅延

等への対応として、住宅ローンの利用による新築した住宅、取
得した建売住宅又は中古住宅、増改築等を行った住宅に令和
２年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の要件を満
たす場合（令和３年12月末までに入居等）には、控除期間が13
年に延長された住宅ローン控除が適用できます。

地方税においても、適用要件の弾力化に対応した措置が設
けられています。

７. 消費税の課税選択の変更に係る特例
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和２年２月１日

から令和３年１月31日までの間のうち任意の１か月以上の期間
の事業等の収入が、著しく減少（前年同期比概ね50％以上）し
ている事業者は、税務署に申請し承認を受けることで、課税期
間開始後であっても、事業者免税点制度を選択する（又はや
める）ことができます。

８. 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
公的金融機関や民間金融機関が新型コロナウイルス感染

症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う、特別な
貸付けに係る契約書については、印紙税が非課税とされます。

（地方税関係）
９. 固定資産税等の軽減措置

売上が減少した中小企業者等に対して、令和３年度課税の
１年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税
及び都市計画税の課税標準が１/２又はゼロとされます。

10. 最後に
税制上の措置の詳細や手続き等のほか、助成金、給付金

や補助金等、資金繰り支援策などにつきましても、ご相談くださ
い。このような経済的な危機にこそ、それぞれが置かれた状況
の中で、活用できるものは活用し、この難局を共に乗り越えて行
きたいと思っています。

日本経営ウィル税理士法人 税理士　座間昭男

税理士
に 

聴く
新型コロナウイルス感染症に関する
税制上の措置

知 財コーナー
弁護士

戀 田 　 剛

海賊版対策に係る
著作権法改正について

１  去る令和２年６月５日、著作権法が改正されました。
注目される改正点として、「インターネット上の海賊版対策
の強化」が謳われており、具体的には、近時巷をにぎ
わせた「漫画村」等、インターネット上に違法アップロード
された著作物（以下「侵害コンテンツ」といいます。）を
利用可能にするサイト（以下「リーチサイト」といいます。）
への対策、及び著作物全般の私的ダウンロード違法化の
二つがあります。
　これらの改正により、海賊版被害の拡大が防止され、
コンテンツ産業の振興や著作権法の目的である「文化の
発展」に資すると説明されています。

2  改正内容の説明に先立ち、インターネット上の海賊
版に係る著作権の問題にはどのようなものがあるのか、
行為態様ごとに簡単にご説明します。
⑴　まず、著作権者に無断で音楽、動画、漫画、イラス

ト等といった著作物をインターネット上にアップロードす
るという段階があります。現行法でも、このような行為
は基本的に著作権侵害となります。

⑵　次に、そのようにしてアップロードされた侵害コンテ
ンツのリンクされたＵＲＬが大量に貼り付けられ、「今な
ら無料で読み放題！！ここをクリック↓↓↓↓」等の煽り文
句でネットユーザーを殊更に侵害コンテンツに誘導する
のがリーチサイトです（法文上は「侵害著作物等利用
容易化ウェブサイト等」という名称です。）。リーチサイ
トには侵害コンテンツ自体がアップロードされている訳
ではなく、あくまでもサイト上に貼り付けられたＵＲＬ
を通じて、ネットユーザーにおける侵害コンテンツの利
用を容易にするものです。しかし、権利者団体による
調査によれば、あるリーチサイトによって 3000億円分
の出版物がタダ読みされ、漫画家・出版社の売上が
20％減少したとも試算されており、従前から問題視さ
れてきました。

⑶　最後に、ネットユーザーが、アクセスした侵害コン
テンツをダウンロードするという段階があります。なお、
ダウンロードのような複製行為は、著作権者に無許諾
で行うと著作権侵害となりますが、例外的に、私的利
用目的で行う場合は非侵害とされます（著作権法 30
条１項）。

ただし、例外の例外として、現行法でも、それが違
法にアップロードされたものであると知りながら、デジタ

ル方式の音楽・映像をダウンロードする行為は、私的
利用であっても違法となります（同項３号）。

⑷　今回の法改正は、このうち⑵及び⑶の段階の行為
に関わるものです。

3 リーチサイト対策について
　今回の法改正は、リーチサイトを運営する行為、及び
リーチサイトに侵害コンテンツのＵＲＬを掲載する行為を
規制するものです。前者は、リンクを削除できるのにサイ
ト運営者が放置したような場合に、後者は、それが侵害
コンテンツであることを知りながら又は知ることができた
のに当該侵害コンテンツのリンクされたＵＲＬをリーチサイ
トに掲載する等の場合に、著作権侵害とみなされ、民事
上の責任を問えることとなります。また、いずれの行為も
刑事罰の対象となります。

4 ダウンロードの違法化・刑事罰化について
　改正法では、「例外の例外」となる場面が音楽・映像
のダウンロード以外にも及ぶこととなり、私的利用目的で
あっても、漫画や雑誌等を侵害コンテンツと知りながらダ
ウンロードする行為を違法とするものです。
　もっとも、このような違法化対象の拡大に対しては、イ
ンターネット上での国民の正当な情報収集等が過度に萎
縮し、かえって二次創作等の表現活動が制限されるおそ
れがある等の反対意見も根強かったため、今回の改正で
は、スクリーンショットや生配信等で付随的に写り込む場
合、漫画の１コマ～数コマ等の「軽微なもの」のダウンロー
ド、二次創作作品のダウンロード、「著作権者の利益を不
当に害しないと認められる特別な事情」の認められる場
合は、違法化の対象から除外されました。これによって
国民への萎縮効果に配慮しつつ、海賊版対策の実効性
を確保することとされています。
　さらに、行為の悪質性の高いものは刑事罰化もされて
おり、著作物の正規版が有償で提供されていること、及
び、継続的又は反復的にダウンロードを行う場合といっ
た加重要件を充たす場合には刑事責任も課されます。

5  私的ダウンロードの違法化は私達の日常生活にも深
く関わり得る部分であり、今後ご注意頂く必要がありま
すので、本紙にてご紹介させて頂きました。

日本経営グループ　日本経営ウィル税理士法人
TEL 06 − 6868 − 1069（担当：座間）

事業承継、信託、組織再編税制、国際税務、
企業再生、不動産活用、M ＆ A、IPO 支援　など
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時効中断の効力を当該中断行為の当事者及びその承
継人以外で時効の利益を受ける者に及ぼす場合にお
いて、その者が不測の不利益を被ることのないよう、
その者に対する通知を要することとした規定である
と解され、差押え等による時効中断の効力を当該中
断行為の当事者又はその承継人に生じさせるために、
その者が当該差押え等を了知し得る状態に置かれる
ことを要するとする趣旨のものであると解すること
はできない。しかるところ、債権執行における差押え
による請求債権の消滅時効の中断において、その債
務者は、中断行為の当事者にほかならない。したがっ
て、上記中断の効力が生ずるためには、その債務者
が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要
しないと解するのが相当である。

そして、認定された事実関係によれば、本件差押え
により本件貸金債権の消滅時効は中断しているとい
うべきである。

４．解説

⑴　債権差押えの場合、一般に、債務者による執行免
脱を予防する目的で、まず第三債務者（本件ではＡ銀
行）に差押命令正本が送達され、これにより差押え
の効力が生じた後に債務者（本件ではＸ）に差押命
令正本が送達されることになります。そのため、申
立書記載の債務者住所への送達が奏功しないことが
明らかになり、裁判所がその旨を債権者（本件ではＹ）
に連絡した時点では、既に陳述催告に応じて提出され
た第三債務者の陳述書により、差押債権が存在しな
いこと又は僅少であることが判明していることが少
なくなく、これにより手続続行の意欲をなくした債
権者が、再送達の上申や公示送達の申立てなど、債
務者への送達を完了するために自身のなすべき手続
を行わずに、長期にわたり放置するといった事態が
しばしば見られるところです。

本件は、債権執行において、実務上相当数存在する
と思われる上記のような事案につき、請求債権の消
滅時効の中断の効力が生ずるか否かが争われたもの
です。

⑵　第一審及び控訴審は、かかる場合に、差押命令の
申立てによって直ちに請求債権の消滅時効の中断の
効力が生じるとすれば、債務者において不測の不利
益が生じ得ること等を考慮し、民法 155 条（現民法
154 条）の趣旨を類推し、又は同条の法意に照らし、
消滅時効期間経過前に債務者が差押えの事実を了知
し得る状態に置かれない限り、当該差押えに係る請
求債権について時効中断の効力は生じないとの判断

をしたものです。
⑶　しかしながら、民法 155 条（現民法 154 条）は、

原則として中断行為の当事者及びその承継人間に限
り相対的に生じる時効中断効を、例外的にそれ以外
の者で時効の利益を受ける者に拡張する場合に、そ
の者の不測の不利益を避けるため、その者に対する
通知を要することとした規定であるとされています。

この点、債権執行における差押えは、債務者自身に
対して、差押債権の処分を禁ずる効果を生じさせる
ものであって（民事執行法 145 条１項）、債務者は、
請求債権の消滅時効の中断行為の当事者にほかなら
ないため、当事者及びその承継人以外の者への時効中
断効の拡張を旨とする民法 155 条（現民法 154 条）
を、債権執行の場面に適用又は類推適用することは
困難であり、同条の「法意」として、債務者保護の
観点のみを取り上げ、時効中断効の発生のために債
務者に対する通知を要するものと解することも困難
であると考えられます。

また、債権執行において、債務者に対する差押命令
の送達の有無は、差押えの効力とは無関係であり、民
法上も、債務者における中断事由の了知を、時効中
断効の発生と関連付ける規定はありません。

本判決は、以上の理解に基づき、債権執行における
差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生
ずるためには、その債務者が当該差押えを了知し得
る状態に置かれることを要しない旨判断したものと
解されます。

⑷　もっとも、本判決を前提とすると、債務者に対す
る差押命令の送達が奏功しなかった場合に、債権者
が、債務者の所在調査等を怠る一方、時効中断効を
維持させるため、差押命令申立ての取下げを行わな
いまま長期間にわたり手続を放置する事例が助長さ
れるとの懸念がないとはいえません。

この点について、改正民事執行法 145 条では、債
権執行において、執行裁判所は、債務者に対する差押
命令の送達をすることができない場合、債権者に対
し相当の期間を定め、その期間内に送達をすべき場
所の申し出等をすべきことを命じることができるこ
ととされ（同条７項）、債権者が上記申し出をしない
ときは差押命令を取り消すことができることとされ
ました（同条８項）。そして、差押命令が取り消され
た場合、当該差押えにより、時効は更新されないも
のの（改正民法 148 条２項ただし書）、取消後６か
月間は、時効の完成は猶予されることとなります（同
条１項１号）。これらを踏まえた運用がなされること
により、上記の懸念についてはある程度の解決を期
待することができるものと考えられています。

債権差押えと消滅時効の中断
（消滅時効の中断の効力が生じるために、債務者が
 当該差押えを了知し得る状態に置かれることの要否）
最高裁令和元年９月１９日判決（最高裁判所民事判例集７３巻４号４３８頁） 弁護士　杉野龍太

１．ポイント

債権執行における差押えによる請求債権の消滅時
効の中断の効力が生じるためには、その債務者が当該
差押えを了知し得る状態に置かれることを要しない。

２．事案の概要

Ｙは、平成 12 年４月、Ｘに対し、弁済期を同年
８月 27 日として 336 万円を貸し付けた（以下、こ
の貸付けに係る債権を「本件貸金債権」という。）。Ｘ
とＹとの間で、平成 12 年８月、本件貸金債権につ
いて金銭消費貸借契約公正証書（以下「本件公正証書」
という。）が作成された。本件公正証書には、Ｘが本
件公正証書記載の債務の履行を遅滞したときは直ち
に強制執行に服する旨の陳述が記載されている。

Ｙは、平成 20 年６月、裁判所に対し、本件公正
証書を債務名義とし、本件貸金債権を請求債権とし
て、Ｘの株式会社Ａ銀行に対する貯金債権の差押え
を申し立て、これを認容する債権差押命令（以下「本
件差押命令」という。）が発せられ、同年７月３日ま
でにＡ銀行に送達された（以下、本件差押命令によ
る差押えを「本件差押え」という。）。

もっとも、本件差押命令については、Ｘが申立書記
載の債務者住所に居住していなかったために、Ｘへの
送達がなされず、その後Ｙから、再送達の上申や公示
送達の申立てもなされないまま、本件貸金債権の弁
済期より 10 年後の平成 22 年８月 27 日が経過した。

本件は、Ｘが、本件差押命令正本の送達がないため、
本件貸金債権はその弁済期から 10 年が経過したこ
とにより時効消滅していると主張して、本件公正証
書の執行力の排除を求めるべく提起した、請求異議
の訴えであり、Ｘの了知しない本件差押えによって、
消滅時効の中断の効力が生ずるかが争われた。

⑴　第一審判決
Ｘの請求を認容（消滅時効は中断しない）。

債権差押えによる時効中断の効力を解釈する上で
は、民法 155 条（※）の趣旨を類推し、債権者が差
押命令正本の債務者への送達を完了するために自身
がなすべき手続を行わずに放置して差押手続の完了
を頓挫させ、本来の時効期間を超えて更に長期間が経
過してもなお当該債権の債務者に対して債権差押命
令正本の送達等がなされなかったような場合には、債
務者が差押手続の開始を知らなかったことで不測の
不利益を被ることがないよう、債権差押えによる時効
中断の効力は生じていないと解するのが相当である。

Ｙが控訴。
（※）…民法 155 条（現民法 154 条に対応）

差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利
益を受ける者に対してしないときは、その者
に通知をした後でなければ、時効の中断の効
力を生じない。

【 典型的な適用場面 】
・物上保証人に対する抵当権の実行
・債務者や債務者の代理人以外の者が占有する

債務者の財産の差押え

⑵　控訴審判決
控訴棄却（消滅時効は中断しない）。
民法 155 条（現民法 154 条）の法意に照らせば、

債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効
の中断の効力が生ずるためには、当該請求債権の消
滅時効期間が経過する前に債務者が当該差押えを了
知し得る状態に置かれることを要するというべきで
ある。

Ｙが上告。

３．最高裁の判断　

破棄自判。Ｘの請求を棄却（消滅時効は中断する）。
民法 155 条は、差押え等による時効中断の効力が

中断行為の当事者及びその承継人に対してのみ及ぶ
とした同法 148 条の原則を修正して差押え等による
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◆顧問先様用Eメール相談

consul@umegae.gr.jp

事務局／〒530-0047  大阪市北区西天満４丁目３番２５号  梅田プラザビル２階　弁護士法人 梅ヶ枝中央法律事務所内
TEL 06－6364－2802　https://www.kizuna-umegae.jp/

□ 三菱ＵＦＪ銀行   大阪中央支店 普通預金 ０１７５７５６ 財）梅ヶ枝中央きずな基金　ざい）うめがえちゅうおうきずなききん
□ 池田泉州銀行 堂島支店 普通預金 １０６０３６ 財）梅ヶ枝中央きずな基金　ざい）うめがえちゅうおうきずなききん
□ ゆうちょ銀行 四一八支店 普通預金 ４８７８６９５ 財）梅ヶ枝中央きずな基金　ざい）うめがえちゅうおうきずなききん

振 込 口 座

公益財団法人  梅ヶ枝中央きずな基金

当事務所では個人情報保護法の趣旨に則り、皆様の個人情報の適
正な管理・保護に努めております。今後、本誌の配送を希望されない
場合には、お手数ですが当事務所までご連絡をお願い致します。速
やかにご対応をさせて頂きます。宜しくお願い申し上げます。

□ 大阪事務所／大阪市北区西天満4丁目3番25号
　 〒530-0047   　　梅田プラザビル４階
 TEL 06（6364）2764　FAX 06（6311）1074
　
□ 東京事務所／東京都港区西新橋3丁目6番10号
　 〒105-0003 　　マストライフ西新橋ビル302
 TEL 03（5408）6737　FAX 03（5408）6738
　
□ 京都事務所／京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480番地
　 〒600-8491 　　オフィスワン四条烏丸1002号室
 TEL 075（353）5375　FAX 075（353）5374
　
　 e-mail：office@umegae.gr.jp

皆様は、動脈硬化など関係ないとお考えではありません
か？それが恐ろしい病気なのです。
私が敗戦時の食糧難の時代を過ごした頃は、巷には食
用肉などありませんでした。稀に臓物の肉を食べることが
できましたが、その中に牛の動脈が入っていたのです。当
時、私は子供でしたから肉を食べたくて飲んででも食べた
もので、動脈は少し噛んでも固くて噛み切れず、丸のみし
ていました。ところが、動脈の中には、簡単に縦に簡単に裂
いて食べられる動脈がありました。
それが医師になってみて、あの動脈は動脈硬化を起こし

た動脈だったのだと気が付きました。動脈硬化は悪玉コレ
ステロールと中性脂肪の増加で起きます。症状としては高
血圧が先ず起こります。その結果、弱く裂け易くなった動

脈が膨れて大動脈瘤や脳動脈瘤が裂けて、脳出血や大動
脈の破裂といった大出血が起きます。また、血管に出来た
小さい裂け目に出来る血栓症を発症し、脳血栓や心筋梗
塞など生命の危機を迎えることになります。
診断は簡単です。両手両足の血圧を測定する器械で脈
波速度を測定すると、年齢より若い血
管か、或いは老人程度の血管である
かが測定できます。
予防法は、血中のコレステロールと
中性脂肪を下げる良い薬が発売され
ています。降圧薬でもアジルバ、ブロ
プレス、イルベタン等はよく血管を若
返らせてくれる薬品です。


