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江
戸
川
区
の
債
権
管
理
に
関
す
る

取
り
組
み
造
弁
護
士
の
活
用

は
じ
め

に

近
年
、
「
学
校
給
食
費
」
や

「
保
育
料
」
等

の
未

納
問
題
が
社
会
的
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
自
治

体
に
お
け
る
債
権
管
理
の
あ
り
方
に
関
芯
が
集
ま

っ

て
い
る
。
ま
た
、
各
自
滑
体
の
監
査
報
告
書
の
中
で

も
、
債
権
の
管
理

・
回
収
の
不
十
分
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
例
が
相
当
数
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き

た
。
地
方
分
権
改
革
が
推
進
さ
れ
る
中
で
、
財
政
の

健
令
化
が
自
治
休
運
営
の
最
重
要
課
題
と
な

っ
て
い

る
今
日
、
徹
底
し
た

「行
財
政
改
革
」
の
実
施
と
あ

わ
せ
て
、
住
民
に
も
応
分
の
負
担
を
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
場
面
も
少
な
く
な

い
。
自
治
体
に
と

っ

て
、
財
政
運
営
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
主
要
な
原
資
と

な

っ
て
い
る
税
だ
け
で
は
な
く
二
使
用
料
や
手
数

料
、
そ
の
他
の
歳
入
の
確
保
に
も
ど
れ
だ
け
有
効
な

対
策
が
と
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
説
明
責
任
も

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
ｃ

江
戸
川
区
に
お
い
て
も
、
平
成
１６
年
２
月
に
本
区

監
査
委
員
に
よ
り
各
種
貸
付
金
の
返
逮
金
等
の
私
債

権
の
収
入
未
清
額
が
著
し
く
増
加
し
て
お
り
、
そ
れ

に
対
す
る
対
応
策
を
早
急
に
策
定
す
る
よ
う
指
摘
さ

れ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
同
年
鬱
月
に

「江
戸
川
区
収

紬
対
策
委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
、
各
種
債
権
の

「
徴

収
の
強
化
」
と

「債
権
管
理
の
効
率
化
」
に
向
け
た

対
策
を
全
庁
的
な
合
意
形
成
を
図
り
な
が
ら
現
在
推

進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
債
権
管
理
に
関
す
る
本
区
の
こ

れ
ま
で
の
取
り
組
み
と
、
そ
の
中
で
弁
護
士
か
ら
何

を
学
び
、
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持

っ
て
き
た
の
か

に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

２
　
債
権
管
理
の
現
状
と
そ
の
適
正
化
に

向
け
た
取
り
組
み

（１
）
行
財
政
改
革
の
推
進
と
債
権
管
理
の

現
状

本
区
に
お
い
て
は
、
パ
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
に
取
り
組

ん
で
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
の
見
直
し
や
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
区
財
政
の
先
行
き
は
浅
し
て

楽
観
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
。

江
戸
肘
区
総
務
部
納
税
課
特
別
整
理
係
長

淡

路

公

機

一｛
ｉ
■
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こ
う
し
た
中
で
、
平
成
１６
年
２
月
に

「平
成
１５
年

質
事
務
事
業
監
査
結
果
の
報
告
」
が
公
表
さ
れ
た
。

同
監
査
結
果
は
、
監
査
の
着
服
点
の
一
つ
と
し
て
巌

０
収
入
共
滸
本
士
し
い
増
加
慣
阿
ζ
本
ｂ
ｒ
岩

，
ヽ

平
廃
１４
年
度
げ
２０
億
Ｈ
を
超
た
い
平
院
節
年
度
の

２
倍
猟
と
な
っ
て
、お
り
、
今
後
も
そ
の
傾
向
が
続

く
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
ｃ

ｅ
昭
和
５０
年
前
後
に
収
入
調
定
し
た
も
の
が
あ
る
が

未
処
理
と
な

っ
て
い
る
等
、
古

い
憤
権
が
少
な
か

ら
ず
滞
留
し
て
い
る
こ
と
ｃ

Ｏ
す
で
に
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
る
債
権
が
数
千

万
円
に
の
は

つ
て
い
る
が
、
未
だ
未
処
理
の
ま
ま

と
な

っ
て
い
る
ア，
亮

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

訟
、
強
制
執
行
等
の
実
施
が
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た

事
実
が
な
い
こ
と

〕^

ま
た
、
監
杢
委
員
の
総
括
意
見
と
し
て
、
債
権
の

管
理
に
つ
い
て
企
庁
的
な
共
趣
認
識
を
図
り
、
収
入

の
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
指
摘
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
、
一‐江
戸
川
区
収

紬
対
策
委
員
会

（以
下
、
「委
員
会
」
と
い
う
。
）
が

発
足
す
る
こ
Ｌ
と
ｉな
う

た
。
総
務
部
長
を
座

長
と

ｔ
「
塩
振
コ

ン
バ
一イ
鷲
憶

権
を
中管
理
す
る
遺
導

課

一
恨
い
同
係
長
級
職
員
が
作
業
部
会
の
メ
ン
バ
■
と
し

煮
恥
目
さ
れ
た
。一ち
な
み
に
ｔ
筆
者
は
同
委
員
会
の

革
務
局
を
担
当
し
て
い
る
も　
　
一　
・

ｉ
委
員
会
に
お
い
て
は
、
公
債
権
、
私
債
権
を
含
む

多
様
な
憤
権
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
が
交
わ
さ
れ
た

が
、
最
も
重
要
な
議
論
の
中
心
と
な

つ
た
の
は

「監

査
結
果
」
の
指
摘
に
も
あ

つ
た
よ
う
に
、
私
債
推
の

適
切
な
管
理
と
徴
収
の
強
化
を
い
か
に
実
施
し
て
い

く
の
か
に
あ

っ
た
。
本
区
に
お
け
る
各
種
貸
付
金
等

の
私
皆
権
は
１５
課
２４
係
２５
種
類
は
ど
に
な

っ
て
い
る

が
、
各
種
貸
付
金
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
条
例
を
定

め
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
政
策
目
的
は
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
訳
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
こ
委
員
会

の
議
論
と
し
て
は
、
一‐収
入
未
済
」
が

増
大
し
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
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
し
な
が
ら
も
、
Ｃ
貸
付
の
業
務
が
主
た
る
業

務
で
あ
り
、
貸
付
金
の
回
収
ま
で
は
手
が
回
ら
な
い

こ
と
、
ｅ
債
推
管
理
に
関
す
る
法
律
上
の
知
識
や
ノ

ウ
ハ
ウ
が
少
な
い
こ
と
、
０
４
～
５
年
で
担
当
職
員

が
異
動
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り

「
不
良
債
権
」
が

長
期
間
手
付
か
ず
の
ま
ま
の
状
態
に
な

っ
て
い
る
も

の
が
あ
る
こ
と
、
Ｏ
貸
付
を
行

っ
た
後

の
債
権
管

理
、
特
に

一‐債
務
不
履
行
」
が
発
生
し
た
後
の
対
応

に
十
分
な
対
策
が
取
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
等
が
共
通

し
だ
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
。

一奔
良
冬
で…
―よ‥
、
こ
れ
～
δ
断
題
点
■
兒
服
レ
て
い

く
た
め
に
い
”借
擁
管
理
に
関
し
て
全
庁
的
に
統
一
し

た
姑
応
を
と
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
住
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
ｃ

ｅ
私
債
権
の
管
理
及
ぴ
徴
収
に
関
す
る
職
員
研
修
を

実
施
す
る
。

Ｃ
総
務
部
納
税
課
に

「私
債
権
担
当
部
門
」
を
設
置

し
、
強
制
執
行
条
件
等
の
受
託
、
各
主
管
課
と
の

連
絡

・
調
整
を
行
う
。

ｅ

「
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
こ

の
側
定

及
び

「
債
権
管
理

マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
策
定
を
行

ヽ
ねＪ′^
）

３
　
債
権
管
理
に
関
す
る
職
員
研
修
の
実

施
に
つ
い
て

自
治
法
上
、
自
治
体

の
長
は
、
債
権
に
つ
い
て
、

政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
督
促
、
強
制

執
行
そ
の
他
そ
の
保
全
及
び
曜
り
立
て
に
関
し
て
必

要
な
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（自
治
法
２

４
０
条
）
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
施
行
令
に

お

い
て
は
督
促

（
１
７
１
条
）、
強
制
執
行
等

（
１

７
１
条
の
２
）、
履
行
期
限
の
繰
り
上
げ

（
１
７
１

条
の
３
）
、
廣
隆
の
申
し
当

（１
７
１
終
っ
と
υ
、
救
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収
停
止

（
１
７
１
条
の
５
）
、
履
行
期
限
の
特
約

（１
７
１
条
の
６
）、
免
除

（１
７
１
条
の
７
）
等
の

規
定
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
同
法
、
同
施
行
令

は
債
権
管
理
の
大
綱
を
示
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、

民
法

・
商
法
等
の
適
用
を
う
け
る
私
債
権
の
管
理
を

行
う
た
め
の
諸
規
定
が
十
分
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

と
は
い
い
難
い
。

自
治
体
が
管
理
す
る
債
権
の
う
ち
、
私
債
権
の
管

理

・
回
収
業
務
を
適
法
か
つ
合
理
的
に
行

っ
て
い
く

た
め
に
は
自
治
法

・
同
施
行
令
な
ど
の
公
法
上
の
規

定
の
み
な
ら
ず
、
民
法

・
商
法
な
ど
の
私
法
上
の
規

定
に
つ
い
て
も
正
確
な
知
識
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
し
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
区
に
お
い

て
は
こ
う
し
た
私
法
関
係
に
類
す
る
業
務
を
専
門
に

扱
う
部
署
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
れ
ま
た

一
般
の
職

員
に
と

っ
て
も
比
破
的
な
じ
み
の
う
す
い
分
野
で
あ

り
、
通
常
業
務
の
中
で
そ
の
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
習

得
す
る
の
は
非
常
に
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
こ
う
し

た
事
情
か
ら
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
債
権
管
理
の
効
率

化
を
図

っ
て
い
く
た
め
に
は
、
債
権
を
管
理
す
る
担

当
職
員
の
民
事
関
係
の
法
律
に
関
す
る
知
識
や
ノ
ウ

ハ
ウ
の
習
得
を
図
る
た
め
の
対
策
を
講
じ
る
必
要
が

あ

っ
た
。
そ
の
た
め
の
汁
応
策
と
し
て
、
「私
債
権

の
徴
収
及
び
強
制
執
行
等
の
実
施
に
関
す
る
研
修
」

を
実
施
す
る
遅
び
と
な

っ
た
訳
で
あ
る
が
‥
そ
れ
を

ど
の
よ
う
な
内
容

・
方
法
で
実
施
す
る
の
か
に
つ
い

て
は
法
律

の
専
削
家

の
力
を
借
り
る
必
要
が
あ

っ

た
。
こ
の
こ
と
が
、
我
々
が
弁
護
土
を
必
要
と
し
た

第

一
の
理
由
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨

職
員
研
修
の
具
体
的
な
企
画

・
立
柔

，
実
施
に
つ

い
て
は
、
「東
京
弁
護
士
会

・
業
務
改
革
委
員

（委

員
長
　
須
田
徹
弁
護
十

（当
時
こ

の
全
面
的
な
協

力
を
得
て
実
現
す
る
こ
と
と
と
な

っ
た
が
、
そ
の
具

体
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
は

（表
１
）
に
示

す
と
お
り
で
あ
る
。
平
成
１７
年
９
月
に
第
１
回
目
を

実
施
し
、
平
成
１９
年
度
で
３
回
目
を
実
施
し
終
え
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
講
師
を
お
願
い
し
た
弁
護
士
か

ら
は
、
毎
回
、
丁
寧
な
レ
ジ
ュ
メ
と
豊
富
な
資
料
を

提
供
し
て
い
た
だ
き
、
極
め
て
実
践
的
で
内
容
の
深

い
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

１０
単
位
の
柑

成
で
延
べ
５
日
間
と
い
う
ハ
ー
ド
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
毎
回
４０
名
程
度
の
債
権
を
管
理
し

て
い
る
係
長
級
職
員
及
び
担
当
馳
員
が
参
加
し
た

が
、
相
当
な
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
が
図
ら
れ
た
も
の
と
確

信
し
て
い
る
。

こ
の
研
修
は
、
他
の
自
治
体
で
も
実
施
さ
れ
推

め
、
東
京
特
別
区
の
職
員
研
修
に
も
琺
り
上
げ
て
い

た
だ
い
た
。
各
区
の
職
員
に
研
修

へ
の
参
加
者
を
募

集
し
た
と
こ
ろ
、
定
員
を
大
幅
に
上
国
る
参
加
希
望

者
が
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
駅
り
組

み
は
、
今
後
多
く
の
自
治
体
に
も
十
分
受
け
入
れ
ら

れ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
本
誌

「自
治
体
法

務
研
究
２
０
０
６
秋
」
に
、
本
研
修
の
実
施
に
ご
尽

力

い
た
だ
い
た
倉
田
大
介
弁
護
士
の
論
考
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。

４
　
債
権
管
理
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（１
）
条
例
制
定
の
必
要
性
に
つ
い
て

自
治
法
上
、
自
治
体
が
管
理
す
る
債
権
は
金
銭
債

(表 1)私債権の徴収及び強制執行等の実施に関する研修カリキュラム

第 1講 日 自治法上の債権管理L規定 (督促、独制執行、徴1叉停止^免除等)

第 2講 日

第 6誰目

第 7講 目 強制執行手続Ⅲ (債権執行、動産執行、担保権の実行、財産開示手続等〕

第3講 日 破産手続、民事再生手続、保全処分 (仮差押え、仮処分)等

第9誰目 ケーススタディI(契約書i期限のTヽ l番の喪失条項、担保 ,保証人等)

一
ヽ
一
↓

・
．
一
】
・一

法白々手統き前の措置 (納 入の通知、内容証明郵使等による催告、納付交渉等 )

三と払督〕と手続 (意義、特牟チVx、 手続きの概要、支払督促を選択すべき条件等)第 3譜 日

第 4討 曰 少額訴訟、調停、神裁、通常訴訟 (それぞれの意義、特?数、手続き等)

第 5討 目 1強制執行手続 I(総論、債務名義、執行文の付与、送達証明等 )

強制執行手続 I(不動産執行、強制鋭売、強制管】F等 )

第10講 日 ケーススタディ正 (台帳・フアイルの管J:、 履行退滞に陥った時の措置等)
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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
椎

（以
下

「私

債
権
」
と

い
う
。
）
と
を
問
わ
な

い
。
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
ｃ
）
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
ご

と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で

き
る
ｃ
し
た
が

っ
て
、
自
治
体
が
管
理
す
る
債
権

は
、
Ｃ
強
制
徴
収
公
債
椎
、
ｅ
非
強
制
微
収
公
債

権
、
Ｃ
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
３
極
類
の
債
権
を
基
本
的

に
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

（表
２
参
照
ヽ

ま
た
、
同
法
、
同
施
行
令
は
、
督
促
や
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
、
微
収
停
止
、
履
行
期
限
の
延
期
、
債
務

免
除
に
つ
い
て
は
そ
の
要
件
を
厳
格
に
規
定
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
現
実
に
即
し
た
柔
軟
な
対
応
が
取

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

債
務
者
に
汁
し
て
も
、
ひ
た
す
ら
に
皆
促
を
続
け
る

な
ど
し
て
償
権
管
理
を
継
続
し
て
い
る
と
い
う
の
が

実
情
で
あ
る
。
し
か
も
、
私
僧
権
に
お
い
て
は
、
時

効
が
完
成
し
て
も
債
務
者
が
援
用
し
な
け
れ
ば
債
権

は
消
滅
し
な
い
。
多
額
の
私
憤
権
が
未
処
理
の
ま
ま

滞
留
せ
ざ
る
を
得
な

い

一
つ
の
原
因
が
こ
こ
に
あ

Ｚや
。

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
使
い

や
す
い
新
た
な
条
例
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
判

断
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
治
法
、
同
施
行
令
の

債
権
管
理
に
関
す
る
諸
規
定
、
並
ぴ
に
民
事
関
係
の

債
権
管
理
に
関
す
る
諸
規
定
を
十
分
調
査

・
研
究
し

た
う
え
で
作
業
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
点

に
お
い
て
も
法
律
の
専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
必
要

と
し
た
。
紙
数
の
関
係
で
債
権
管
理
条
例
の
全
文
を

掲
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（条
例
全
文
に
つ
い
て

は
、
江
戸
川
区
Ｈ
Ｐ
参
照
。
）
た
め
、
以
下
に
そ
の

特
徴
点
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
も
前
記

「弁
護
士
会
」
に
依
頼
し
た

「条
例
制
定
に
関
す
る

法
令
調
査
報
告
書
」
を
参
考
と
し
て
作
成
し
た
も
の

で
あ
る
ｃ

（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
三
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

１
は
、
本
条
例
の
対
象
と
な
る
債
権
を

「
私
法
二
の

原
因
に
よ

っ
て
発
生
す
る
債
権
」
に
限
定
し
た
こ

と
、
第
２
は
、
強
制
執
行
及
び
和
解
の
実
施
等
に
あ

た

っ
て
は
５
０
０
万
円
以
下
の
貸
権
は

「
長
の
専
決

処
分
」
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
規
定
を
搭
り
込

ん
だ
こ
と
、
第
３
は
、
「債
権
放
葉
」
の
項
目
を
新

設
し
、
そ
の
基
準
を
明
確
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ｅ
・　
条
例
の
適
用
と
な
る
債
権
を

「
私
法
上
の
原
因

に
基
づ
く
債
権
」
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て

Ⅳ

民

民

法

前
述
し
た
よ
う
に
、
債
権
管
理
に
関
す
る
自
治
法

の
規
定
は
、
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
、
「
督
促
」
と

い

う
同

一
内
容
の
事
項
に
つ
い
て
は
法
２
３
と
条
の
３

第
１
項
と
施
行
令
１
７
１
条
の
二
つ
の
規
定
が
あ
る

こ
と
、
法
２
３
６
条
第
１
項
は
時
効
期
間
を
５
年
と

主
め
、
司
条
２
頁
こ
胎

ｒ、
て
な
つ
也
甘
向
Ｆ
力
し
と

(表2)自治法 施行令 民法の適用関係

納入の通知 法 23ユ 法 231 法 231

督 促 法 231の 31 法 231の 31 令 171

手数判・・廷滞金 法 231の 3コ 法 231の 3Ⅱ 民 法

送逆 ,公示送達 法 231の 3W 法 231の 3 hr 民 法

徴収停止 地方税法等 令 171条 の 5 令 171条の 5
履行延期 地方税法等 令 17ユ 条の61 令 171条の61
免 除 地方税法等 令 171条の71 令 171条の71
強制執行等 地方税法等 令 171条の 2 令 171条の 2
履行期限の繰上げ 地方税法等 令 171条の 3 令 171条 の 3
債権の申し出等 地方税法等 令 171条の4
時効期間の特則 法 2361 法 2361
時効援用 `放棄 法 236Ⅱ

法

法法 236Ⅱ

法 236Ⅳ

令 171条の4

法 236Ⅳ
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認
め
て
い
る
が
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
勃
力
に
つ

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

私
債
権
の
及
方
に
適
鳩
が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
等

で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
点
を
解
消
し
、
条
例
を
シ
ン
プ
ル

で
使

い
や
す

い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
適
用
範

囲
を
私
憤
権
に
限
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
強
制
徴
収

公
債
権
は
、
地
方
税
法
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
脚

に
盛
り
込
む
必
要
性
は
な
い
。
ま
た
．
非
強
制
微
収

公
債
権
は
現
行
の
規
定
で
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
板

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
憤
権
で
あ
り
私
債

権
で
あ
る
か
の
区
分
が
非
常
に
重
要
に
な

っ
て
く

空Ｑ
．こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
条
例
制

定
後
に
実
務
の
手
引
書
と
し
て
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
ｃ

Ｃ

　

「専
決
処
分
」
に
つ
い
て

自
治
法
、
施
行
令
等
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

な
ど
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ

で
、
自
治
体
を
当
事
者
と
す
る
訴
え

の
提
起
、
和

解
、
訓
停
を
行
う
に
は
議
会
の
議
決
が
必
要
で
あ
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
償
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
議
会
の
議
決
が
あ

っ
た

の
で
、
そ
の
内
容
を
条
例
に
盛
り
込
み
債
権
管
理
に

岡
す
る
規
定
を
総
覧
で
き
る
形
に
整
え
る
こ
と
と
し

た
。

Ｃ

　

「債
権
放
菜
」
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
Ｘ
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
と
き
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
．
こ
の
条

項
は
、
要
件
が
非
常
に
厳
し
く
規
定
さ
れ
て
お
り
、

該
当
す
る
債
権
は
限
ら
れ
た
も
の
に
な
ら
ぎ
る
を
得

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

椎
は
ほ
と
ん
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
葉
が
あ
る

（自
治
法
９６
条
１
項
１０
号
）。
放
棄

の
議
決
を
す
る
た
め
の
特
別
の
要
件
は
定
め
ら
れ
て

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

は
な
く
、
「
専
決
処
分
の
項
」
で
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
３
他
に
、

時
効
に
よ
る
債
権
の
消
滅
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
私
債

雑
に
つ
い
て
は
自
治
法
２
８
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
ｃ
以
上
の
よ
う
に
、
現
行
の
自
治
法
及
び
施

行
令
の
規
定
は
債
権
の
欠
損
処
理
を
行
う
上
で
の
制

約
が
極
め
て
多
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
区
に
お
い
て
収
入
未
済
と
な

っ
て

い
る
憤
権
の
な
か
に
は
、
す
で
に
破
産

，
側
産
と
な

っ
て
い
る
者
、
著
し

い
生
活
困
窮
に
陥

っ
て
い
る

者
、
行
方
不
明
の
者
等
が
多
数
存
在
し
て
お
り
債
糀

の
事
務
処
理
に
大
き
な
困
難
を
き
た
し
て
い
る
と
い

う
現
実
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
債
権
の
欠
損
処
理
を
効

率
的
に
実
施
す
る
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
、
一‐公
平
性
」
を
確
保
す
る
と

い

う
観
点
か
ら
も
、
社
会
通
念
上
愛
当
と
思
わ
れ
る
０

者
し
い
生
活
困
窮
、
３
破
産

・
免
責
、
０
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
。５

　
債
権
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
に
つ
い
て

債
権
管
理
を
効
率
的
に
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、

越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
う

一
つ
の
重
要
な

ハ
ー

ド
ル
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
１
に

「憤
権
管
理
条
例
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の
制
定
」
の
項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

債
椎
が
、
ど
の
よ
う
な
法
的
な
性
格
を
も

っ
て
い
る

の
か
、
言

い
換
え
れ
ば
、
公
債
権
な
の
か
私
債
権
な

の
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
３
公
債
権
か
私
債
椎
な
の
か
は
、
法
令
の
適

用
を
全
く
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
区
分

を
明
確
に
し
な
い
と
現
場
で
は
対
応
で
き
な
い
。
税

や
国
民
健
康
保
険
料
等
の
よ
う
に
公
法
上
の
債
権
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
、
ま
た
、
各
社
の
貸
付

金
の
よ
う
に
私
法
上
の
債
権
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
は
、
そ
の
徴
収
手
続
き
や
時
効
の
判
断
に
お

い
て
そ
れ
ほ
ど
問
題
と
は
な
ら
な
い
が
、
例
え
ば

「
公
営
住
宅

の
使
用
料
」
、
「
焼
棄
物

の
処
理
手
数

料
」
、
「
子
ど
も
医
療
費
助
成
の
返
遠
金
」
「
新
左
近

川

マ
リ
ー
ナ
使
用
料
」
、
「学
童
ク
ラ
ブ
育
成
費
負
担

金
」
等
規
定
上
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
も
の
や
新
規

の
事
業
展
開
に
よ
っ
て
発
生
し
た
債
権
で
前
例
の
な

い
も
の
等
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
い
か
な
る
法
的
な

性
格
を
も

つ
た
債
権
で
あ
る
の
か
を
特
定
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
第
２
に
本
区
に
お
い
て
収
入
未
済
が
増
大

し
て
い
る
大
き
な
要
凶
の

一
つ
と
し
て
、
債
権
管
理

に
つ
い
て
の
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
少
な
い
こ

と
に
よ

っ
て
債
権
管
理
に
十
分
な
対
策
を
取
る
こ
と

が
で
き
な

い
と
い
う
現
場
の
実
情
が
あ
る
。
実
際

に
、
住
民
と
直
接
に
接
す
る
現
場

の
第

一
線

で
は

「
時
効
中
貯
の
効
力
を
発
生
さ
せ
る
督
促
の
形
式
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
」
「
主
債
務
者
と
保
証
人
と
の
法

律
関
係
は
ど
う
な
の
か
」
「事
業
若

へ
の
貸
付
金
は

一
般
の
民
事
債
権
な
の
か
商
事
償
推
な
の
か
」
「時

効
の
期
間
は
何
年
な
の
か
」
ま
た
、
「
強
制
執
行
や

訴
訟
の
提
起
が
必
要
と

い
う
が
、
そ
の
手
続
き
は
ど

の
よ
う
に
す
る
の
か
」
等
と
い
う
現
実
的
な
問
題
に

直
面
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
も
適
切
に

対
応
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
効
率
的
で
継
続

的
な
償
権
管
理
は
で
き
な
い
。
実
際
、
条
例
は
作

っ

た
け
れ
ど
ほ
と
ん
ど
運
用
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
い

う
事
例
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
き
及

ぶ
に
つ
け
、
債
権
管
理
は
単
に
条
例
の
制
定
に
と
ど

ま
ら
ず
、
そ
れ
を
実
際
に
運
用
し
て
い
く
た
め
の
呉

体
的
な
条
件
整
捕
を
ど
の
よ
う
に
行

っ
て
い
く
の
か

と
い
う
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
四
報
を
伴
う
作
業
で

あ
り
重
要
な
こ
と
で
あ
る
，

以
上
の
理
由
か
ら
、
債
権
管
理
の
実
務
の
手
引
書

と
し
て
の

「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
作
成
す
る
必
要
性
に

迫
ら
れ
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
多
く
の
弁
護
士

諸
氏
の
力
を
借
り
る
こ
と
と
な

っ
た
。
で
き
る
だ
け

簡
易

・
明
腑
で
、
か
つ
、
現
場
の
問
題
意
識
に
的
確

に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
と
い
う
条
件
を
つ
け
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
本
誌

「自
治
体
法
務
研

究
２
０
０
８
春
」
「
同
２
０
０
７
冬
」
に
て
本
区
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
論
考
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
伊

京
健
次
弁
護
士
、
内
野
真

一
弁
護
士
を
始
め
２０
人
を

超
え
る
弁
護
士
が
、
直
接
現
場
の
職
員
と
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
に
入

っ
て
い
た
だ
き
、
現
場
担
当
者
の
問
題
意

識
に
応
え
て
い
た
だ
く
と
と
も
に

「債
権
の
発
生
原

因
は
条
例
に
あ
る
の
か
契
約
に
あ
る
の
か
」
「期
限

の
利
益
の
喪
失
条
項
の
有
無
と
そ
の
意
義
」
「保
証

人
と
し
て
の
適
格
性
」
等
こ
れ
ま
で
我
々
が
ほ
と
ん

ど
意
識
し
て
こ
な
か

っ
た
債
権
管
理
の
原
則
的
な
事

項
に
つ
い
て
も
実
に
多
く
の
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
た
過
程
を
経
て
完
成
の
運
び
と
な

っ
た

「
債
権
管
理

マ
ニ
ュ
ア
ル
」
は
、
現
場
担
当
職
員
の

実
務
の
手
引
書
と
し
て
大

い
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
こ
こ
で
述
べ
る
程
の
紙
数
は
な

い
が
、
債
権
管
理
の
実
務
の
参
考
に
供
す
る
た
め
に

主
な
項
目
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
く
こ

と
と
す
る

（表
３
）。

６
　
債
権
管
理
に
関
す
る
取
り
組
み
の
成

果
と
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
効
率
化
に
向
け
た
取
り
組
み
は
、
職
員

研
修
の
実
施
、
債
権
管
理
条
例
の
制
定
、
債
権
管
理

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

て
き
た
。
こ
う
し
た
試
み
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
成
果
が
あ

っ
た
の
か
、
ど
の

よ
う
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
次
に

紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
条
例
制
定
等

の
効
果
で
あ
る
が
、
自
治

法

，
同
施
行
令
の
不
十
分
な
点
を
補
い
、
強
制
執
行

や
債
権
放
棄
等
の
債
権
管
理
に
関
す
る
新
し
い
全
庁

的
な
ル
ー
ル
を
確
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
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
を

示
す
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
点
に
あ
る
。
ま
た
、
条
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