
Title 〔民法二七〕事務管理者が本人の名でなした法律行為の効果
(昭和三六年一一月三〇日最高裁一小法廷判決、棄却)

Sub Title
Author 林脇, トシ子(Hayashiwaki, Toshiko)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication year 1962

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.35, No.9 (1962. 9) ,p.90- 96 

JaLC DOI
Abstract
Notes 判例研究
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-19620915-

0090

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


判

例

研

究

九。
（一

O
四
八
）

〔
民
法

二
七
U

事
務
管
理
者
が
本
人
の
名
で
な
し
た
法
律
行
為
の
効
果

、
昭
和
三
六
年
一
一
月
三

O
日
最
高
裁
一
小
法
廷
判
決
、
棄
却

d
F

－
昭
和
三
六
年
（
オ
）
第
三
四
二
号
所
有
権
移
転
登
記
手
続
請
求
事
件
－

P

判
例
時
報
二
八
二
号
一
九
頁
、
最
高
民
集
一
五
巻
一

C
号
二
六
二
九
頁
』

／

原

審

札

幌

高

裁

、

【
事
実
】

上
告
人
（
被
控
訴
人
、
原
告
）

X
（
宮
川
信
治
）
は
控
訴
審
に
お

い
て
次
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
に
、

X
は
訴
外
亡

A
（
佐
藤
善
助
）
よ
り
本
件
建
物
を
買
受
け
た
こ
と
、
第
二
次
に
、

A
の
代
理

人
訴
外
B

（
佐
藤
喜
市
）
に
よ
り
本
件
建
物
の
贈
与
を
受
け
た
こ
と
、

さ
ら
に

第
三
次
に
、

A
の
事
務
管
理
者
で
あ
る

B
か
ら
昭
和
二
五
年
七
月
一

O
日
本
件

建
物
の
贈
与
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。

』
れ
に
基
き
X
は
被
上
告
人

（
控
訴

人
、
被
告
）

V
U

（
佐
藤
哲
）
、

V
H

（
佐
藤
由
美
子
）
〔
右
法
定
代
理
人
親
権
者
樋
ロ
ヨ

シ
〕
、
も
（
樋
ロ
ヨ
シ
）
に
対
し
所
有
権
移
転
登
記
手
続
請
求
を
な
し
た
。

第
一
審
（
札
幌
地
裁
）
は

X
の
請
求
を
認
容
し
た
が
、
原
審
（
札
幌
高
裁
）

は
第
一
審
判
決
を
覆
え
し
た
。
そ
こ
で

X
が
上
告
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

原
判
決
理
由
l
l
X
の
第
一
次
、
第
二
次
の
主
張
を
排
斥
し
、
第
三
次
の
主

張
に
対
し
て
、
「
仮
り
に

B
が

A
の
事
務
管
理
者
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、

そ
う
し
て
本
人
た
る
A
の
名
で
本
件
建
物
を
贈
与
す
る
意
思
を
X
に
対
し
て
表

示
し
た
も
の
と
し
て
も
、
不
動
産
を
処
分
す
る
そ
の
法
律
行
為
が
本
人
た
る
A

を
拘
束
す
る
法
律
効
果
を
直
ち
に
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
何
等

か
さ
ら
に
別
の
根
拠
に
立
た
な
け
れ
ば
、
本
人
に
対
し
て
そ
の
効
力
を
主
張
で

き
な
い
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
そ
の
点
の
主
張
立
証
の
な
い

本
件
に
あ
っ
て
は
、
本
件
贈
与
が
事
務
管
理
と
し
て
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ

い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
点
の
主
張
も
採
用
で
き
な
い
」
と
判
示
し

て
い
る

上
告
理
由
｜
｜
「
事
務
管
理
が
成
立
す
る
場
合
、
そ
れ
が
処
分
行
為
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
法
律
効
果
は
原
則
的
に
本
人
を
拘
束
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら



ぬ
。
蓋
し
、
事
務
管
理
者
は
能
う
限
り
本
人
の
意
思
を
推
測
し
て
こ
れ
に
適
す

る
よ
う
に
管
理
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
｛
民
法
第
六
九
七
条
参
照
て

て
、
客
観
的
に
は
処
分
行
為
と
雄
も
本
人
の
意
思
に
反
せ
ざ
る
こ
と
が
通
常
で

あ
る
。
こ
れ
を
社
会
共
同
生
活
の
理
想
か
ら
み
て
、
事
務
管
理
と
し
て
の
処
分

行
為
は
本
人
に
つ
い
て
も
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
公
平
の
理
念
を

欠
く
場
合
が
極
め
て
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
民
法
第
六
九
七
条
の
趣
旨
に
反

す
る
。
」
「
た
だ
例
外
的
に
事
務
管
理
が
本
人
の
意
思
に
反
す
る
よ
う
な
方
法
で

な
さ
れ
て
い
る
と
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
本
人
も
し
く
は
こ
れ

に
準
ず
る
者
の
追
認
に
よ
っ
て
そ
の
処
分
行
為
も
は
じ
め
て
有
効
な
も
の
と
し

て
本
人
が
効
果
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
べ
き
な
の
で
あ
」
る
。

【
判
旨
〕

上
告
棄
却
。
「
事
務
管
理
は

事
務
管
理
者
と
本
人
と
の
間
の
法

律
関
係
を
謂
う
の
で
あ
っ
て
、
管
理
者
が
第
三
者
と
な
し
た
法
律
行
為
の
効
果

が
本
人
に
及
ぶ
関
係
は
事
務
管
理
関
係
の
問
題
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
事
務
管

理
者
が
本
人
の
名
で
第
三
者
と
の
聞
に
法
律
行
為
を
し
て
も
、
そ
の
行
為
の
効

果
は
、
当
然
に
は
本
人
に
及
ぶ
筋
合
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
効
果
の

発
生
す
る
た
め
に
は
、
代
理
そ
の
他
別
個
の
法
律
関
係
が
伴
う
こ
と
を
必
要
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
」

【
評
釈
】

（
本
判
決
は
上
告
審
の
判
決
で
あ
る
た
め
事
実
の
記
載
が
な
く
、
ま
た

原
審
お
よ
び
第
一
審
の
判
決
を
判
例
集
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
当

判

例

究

研

事
者
の
主
張
を
基
礎
づ
け
る
べ
き
事
実
に
つ
い
て
何
ら
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
た
と

従
ペ〉

え
ば
．
A
と
B
と
の
関
係
、
A
は
B
に
何
ら
か
委
託
を
し
て
い
た
か
．
A
と
V
判

1
1

と
の
関
係

l
iお
そ
ら
く
色
、
れ
は
A
の
子
、
工
ば
A
の
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
で
あ

ろ
う
が

i
l、
ま
た
X
が
三
つ
の
主
張
を
す
る
に
至
っ
た
事
情
等
、
判
決
の
結
果
を

左
右
す
る
重
大
な
事
実
に
つ
い
て
も
知
ら
な
い
。
そ
こ
で
判
決
の
結
果
に
対
し
賛
否

を
表
明
す
る
形
を
と
る
判
例
批
評
は
行
い
え
な
い
。
こ
こ
で
は
上
告
審
判
決
の
法
律

的
判
断
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。
－
｜
法
曹
時
報
一
四
巻
一
号
に
本

判
決
に
つ
い
て
の
高
津
氏
の
解
説
が
あ
る

本
判
決
は
．
端
的
に
、
本
件
に
お
い
て
B
の
行
為
が

A
に
対
す
る
事
務
管
理
行

為
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
管
理
者
が
第
三
者
と
な
し
た
法
律
行
為
の
効
果
が
本

人
に
及
ぶ
関
係
は
事
務
管
理
関
係
の
問
題
で
は
な
」
く
、
「
事
務
管
理
者
が
本

人
の
名
で
第
三
者
と
の
聞
に
法
律
行
為
を
し
て
も
、
そ
の
行
為
の
効
果
は
、
当

然
に
は
本
人
に
及
ぶ
筋
合
の
も
の
で
は
な
」
い
と
判
示
し
て
い
る
。
事
務
管
理

の
効
果
を
め
ぐ
る
こ
の
理
解
に
つ
い
て
考
え
る
の
が
本
評
釈
の
目
的
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
判
決
の
立
場
は
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。
大
正
六
年

三
月
一
三
日
大
審
院
第
三
民
事
部
判
決
（
猷
範
一
発

h
v
r臨
一
一
一
一
一
官
等
地
時
）
は
、

「
事
務
管
理
者
が
本
人
の
為
め
に
自
己
の
名
を
以
て
有
益
な
る
債
務
を
負
担
し

た
る
場
合
に
於
て
本
人
は
管
理
者
に
代
り
其
債
務
を
弁
済
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

よ
り
推
論
し
管
理
者
が
本
人
の
名
を
以
て
債
務
を
負
担
し
た
る
場
合
に
は
本
人

は
之
を
自
己
の
債
務
と
し
て
弁
済
す
べ
き
も
の
と
す
る
を
相
当
と
す
」
と
判
示

九

（一

O
四
九
）



判

初j

研

究

し
、
翌
大
正
七
年
七
月
一

O
日
大
審
院
第
三
民
事
部
判
決
（
は
刊
枇
幹
弘
肘

r暫
定

問
一
蹴
一
端
ニ
閉
）
に
お
い
て
は
、
「
事
務
管
理
者
の
為
し
た
る
契
約
解
除
の
意
思
表

示
が
本
人
に
効
力
を
生
ず
る
に
は
其
追
認
を
必
要
と
す
る
を
以
て
買
主
が
自
己

の
為
め
に
売
買
契
約
解
除
の
意
思
を
表
示
し
併
て
自
己
と
共
同
に
て
買
主
と
為

り
た
る
他
の
者
の
事
務
管
理
者
と
し
て
其
者
の
為
め
に
売
買
契
約
解
除
の
意
思

を
表
示
す
る
も
其
者
の
追
認
な
き
以
上
は
之
を
以
て
買
主
の
全
員
よ
り
為
し
た

る
契
約
の
解
除
あ
り
と
断
ず
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
と
す
」
と
さ
れ
て
い
る
。

相
継
ぐ
年
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
判
決
は
、
事
務
管
理
者
の
な
し
た
行
為
の
効

果
が
直
接
本
人
に
及
ぶ
か
否
か
と
い
う
点
で
、
判
示
事
項
と
し
て
示
さ
れ
て
い

る
限
り
で
は
、
対
立
し
て
い
る
か
に
み
ら
れ
る
。

一
年
余
の
聞
に
大
審
院
の
同

じ
第
三
民
事
部
の
判
決
に
対
立
が
み
ら
れ
る
に
至
っ
た
過
程
は
知
り
え
な
い
．

た
だ
推
察
す
る
に
、
大
正
六
年
の
判
決
は
、
「
売
買
代
金
を
増
額
す
べ
き
権
限
な

き
買
主
の
代
理
人
が
売
主
に
対
し
其
増
額
を
承
諾
せ
ざ
る
に
於
て
は
売
買
契
約

を
解
除
せ
ら
れ
買
主
は
売
主
よ
り
違
約
金
を
得
る
も
目
的
物
の
転
売
先
に
対
し

契
約
を
履
行
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
結
果
之
に
違
約
金
を
支
払
ひ
其
差
額
の
損
失

を
招
く
の
み
な
ら
ず
転
売
に
因
り
得
ベ
き
利
益
も
収
む
る
を
得
ざ
る
に
至
る
ベ

き
場
合
に
於
て
買
主
の
名
を
以
て
代
金
の
増
額
を
承
諾
し
た
る
」
場
合
に
つ
い

て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
け
る
事
務
管
理
者
は
代
金
増
額
に
つ
い

て
の
代
理
権
は
有
し
て
い
な
い
が
、
売
買
目
的
物
の
受
取
、
代
金
支
払
の
委
託

を
受
け
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
委
託
を
受
け
た
者
と
し
て
売
主
の
代
金
増
額
請

九

（一

O
五
O〉

求
に
応
じ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
事
務
管
理
の
問
題
そ
の
も

の
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
代
理
権
の
範
囲
、
受
任
者
の
権
限
の
範
囲
の
問
題

と
し
て
把
握
で
き
る
の
で
は
な
い
か
（
駅
ト
砕
か
が
〉
猷
釦
畑
、
）
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
二
つ
の
判
決
は
判
示
事
項
に
現
わ
れ
て
い
る
程
に
は
対
立
す
る
も
の
で

は
な
い
と
い
え
よ
う
（
な
お
、

昭
和
三
一
年
三
月
一
七

最
近
の
も
の
と
し
て
は
、

日
東
京
地
裁
判
決
〔
昭
和
二
七
年
（
ワ
）
第
八
三
六
八
号
在
外
公
館
等
借
入
金
返
還

請
求
訴
訟
事
件
、
下
級
民
集
七
巻
三
号
六
六
八
頁
〕
が
あ
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て

は
、
国
の
公
法
上
の
事
務
に
つ
い
て
の
事
務
管
理
も
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
、

「
事
務
管
理
者
が
本
人
の
た
め
に
自
己
の
名
を
も
っ
て
本
人
に
と
っ
て
有
益
な
債
務

を
負
担
し
た
場
合
に
は
、
本
人
は
管
理
者
に
代
り
直
接
債
権
者
に
対
し
て
そ
の
債
務

を
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
正
六
年
の
判

決
の
よ
う
に
本
人
が
相
手
方
に
対
し
直
接
債
務
を
負
う
と
す
る
の
か
、
本
人
は
事
務

管
理
者
の
負
っ
た
債
務
を
第
三
者
と
し
て
弁
済
す
る
こ
と
が
事
務
管
理
者
に
対
し
て

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
か
で
な
い

学
説
上
は
、
本
判
決
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
が
多
数
と
考
え
ら
れ
る
。
最

近
の
書
、
松
坂
佐
一
教
授
の

「
事
務
管
理
・
不
当
利
得
」

に
お
い
て
も
、
「
管

理
者
が
事
務
管
理
と
し
て
自
己
の
名
前
で
法
律
行
為
を
し
た
と
き
は
、
直
接
本

人
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
余
地
の
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
管
理

者
が
本
人
の
名
前
で
こ
れ
を
な
し
た
と
き
で
も
、
事
務
管
理
は
本
人
と
管
理
者

と
の
間
の
対
内
関
係
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
事
務
管
理
が
有
効
に
成
立
す
る
場
合



に
も
、
当
然
管
理
者
に
そ
の
行
為
に
つ
い
て
代
理
権
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は

な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
行
為
の
効
果
が
直
接
本
人
に
つ
い
て
生
ず
る
こ
と
は

な
い
。
」
と
さ
れ
て
い
る
（
転
日
翠
動
誌
世
主
欝
宮
崎
諸
問
の
）
。
こ
れ

に
対
し
少
数
説
で
は
あ
る
が
注
目
す
べ
き
見
解
が
あ
る
。
於
保
不
二
雄
教
授
の

「
事
務
の
他
人
性

l
i事
務
管
理
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
他
人
の
事
務

を
中
心
と
し
て
｜
｜
」
（
一
「
柑
一
諸
畑
市
一
博
説
」
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
他

人
の
事
務
を
処
理
す
る
法
律
制
度
の
研
究
に
当
つ
て
は
、
事
務
、
事
務
処
理
、

事
務
の
他
人
性
の
観
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
、
順

次
考
察
が
加
え
ら
れ
る
が

そ
の
際

「
事
務
お
よ
び
事
務
の
処
理
に
つ
い
て

は
、
従
来
、
処
理
行
為
の
方
面
か
ら
の
み
研
究
さ
れ
、
ま
た
処
理
の
義
務
の
側
面

の
み
が
考
察
の
対
照
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
が
、
処
理
は
現
象
的
な
処
理
行

為
の
み
に
よ
っ
て
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
処
理
行
為
が
処
理
と

し
て
効
力
を
生
ず
る
が
た
め
に
は
、
必
ず
内
在
的
な
処
理
の
権
限
を
伴
う
こ
と

を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
務
処
理
の
義
務
も
ま
た
、
義
務
を
履
行
し
う

る
だ
け
の
権
限
が
な
け
れ
ば

履
行
し
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」

と
い
う

問
題
意
識
が
も
た
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
察
が
加
え
ら
れ
た
結
果
、

「
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
他
人
の
事
務
．

即
ち
、

法
律
行

為
に
よ
っ
て
新
た
な
法
律
関
係
を
他
人
に
発
生
せ
し
む
べ
き
事
務
に
つ
い
て

事
務
管
理
の
成
立
を
肯
定
す
る
限
り
、
管
理
人
に
つ
い
て
代
理
権
を
承
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
結
ぼ
れ
る

f!J 

例

究

研

事
務
の
管
理
の
た
め
に
行
わ
れ
る
行
為
の
結
果
が
直
接
本
人
に
帰
属
す
る
か

否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
ま
ず
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
事
務
管
理
の
制
度
が
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
事
務
の
管

理
を
な
し
た
結
果
一
定
の
法
上
の
効
果
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題

は
こ
の
効
果
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
存
す
る
。
こ
の
問
題

を
解
決
す
る
の
に
ま
ず
手
が
か
り
と
な
る
の
は
法
規
定
で
あ
る
。
民
法
第
六
九

七
条
な
い
し
第
七

O
二
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
本
人
と
管
理
者
と
の

聞
の
権
利
義
務
を
問
題
と
し
て
い
る
（
上
越
の
よ
う
に
第
七

O
二
条
第
二
項
に
お

い
て
管
理
者
が
事
務
を
処
理
す
る
の
に
必
要
と
認
む
べ
き
債
務
を
負
担
し
た
と
き
は

本
人
を
し
て
自
己
に
代
っ
て
そ
の
弁
済
を
な
さ
し
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

が
、
と
れ
も
、
学
説
上
、
管
理
者
が
負
担
し
た
債
務
を
本
人
が
代
っ
て
弁
済
す
る
の

で
あ
り
、
本
人
が
自
己
の
債
務
を
弁
済
す
る
も
の
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
て

し
も、

し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
事
務
管
理
の
制
度
は
本
人
と
管
理
者
と
の
聞
の
権
利
義
務

の
関
係
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
っ
て
本
人
と
第
三
者
（
管
理
の
た
め
の
行
為
の

相
手
方
）
と
の
聞
の
関
係
の
規
律
に
は
及
び
え
な
い
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
学
説
上
の
多
数
説
は
そ
の
前
提
の
説
明
な
し
に
こ

の
よ
う
な
堅
か
ら
出
発
す
る
よ
う
で
あ
る
が
（
索
、
訴
事
．
語
長
時

諸
一
律
4
醐
畑
一
時
一
紘
一
）
、
こ
の
断
定
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

ぅ
。
た
と
え
ば
事
務
管
理
の
た
め
に
行
わ
れ
る
行
為
が
法
律
要
件
と
ほ
さ
れ
て

い
な
い
単
な
る
事
実
上
の
行
為
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
法
律

九

（一

O
五
一
）
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効
果
の
発
生
は
み
な
い
。
事
実
上
の
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
事
実
上
の
変
化

ー

l
そ
れ
は
本
人
の
生
活
範
囲
内
で
生
じ
て
い
る
ー
ー
を
法
的
に
正
当
な
も
の

と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
事
務
管
理
制
度
の
直
接
の
効
果
で
あ
っ
て
、
そ

の
限
り
で
本
人
は
自
分
の
生
活
範
囲
内
に
生
じ
た
事
実
上
の
変
化
を
受
け
容
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
は
そ
の
事
実
上
の
変
化
を
正
当
な
も
の
と
し
て
認
め

た
結
果
、
管
理
者
と
本
人
と
の
聞
の
法
律
関
係
の
処
理
を
規
定
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
事
実
上
の
変
化
を
本
人
も
受
け
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
は
事
務
管
理
制
度
を
認
め
た
当
然
の
直
接
的
効
果
と
し
て
法
は
と
く
に
規
定

を
置
か
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

う

」
れ
に
対
し
、
事
務
の
管
理
の
た
め
に
行
わ
れ
る
行
為
が
法
律
行
為
で
あ
る

そ
の
行
為
の
効
果
が
直
接
本
人
に
帰
属
す
る
か
（
そ
の
限
り
で
本
人
対

第
三
者
の
関
係
が
直
接
生
じ
る
か
）
杏
か
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
た
と
え
ば
そ

場
合
、

の
法
律
行
為
が
所
有
権
移
転
行
為
と
い
う
物
権
的
な
処
分
行
為
で
あ
る
場
合
を

考
え
よ
う
。
所
有
権
移
転
行
為
が
管
理
の
た
め
の
行
為
と
は
な
り
え
な
い
と
す

る
な
ら
ば
別
と
し
て
、
学
説
は
、
物
権
行
為
、
債
権
譲
渡
の
よ
う
な
準
物
権
行

為
、
或
は
大
正
七
年
の
判
決
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
解
除
権
行
使
、
い
わ
ゆ
る
形

成
権
行
使
の
よ
う
な
行
為
も
事
務
管
理
行
為
の
対
象
と
な
り
う
る
と
し
て
い

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
本
人
の
法
律
関
係
に
変
動
を
生
ぜ
し
め
る

こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
こ
の
変
動
は
本
人
の
法
律
生
活
の
範
囲
内
で
し
か
生
じ

九
四

（

一

O
五
二
）

え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
事
務
管
理
の
成
立
を
認
め

る
以
上
、
上
述
の
事
実
上
の
変
化
の
発
生
の
場
合
と
同
様
に
、
事
務
管
理
制
度

の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
事
務
管
理
の
た
め
に
行
わ
れ
る
行
為
に
よ
っ
て
本
人

の
法
律
関
係
に
直
接
変
動
が
生
ず
る
こ
と
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い

か
。
学
説
上
の
多
数
説
が
、
事
務
管
理
の
た
め
行
わ
れ
る
行
為
が
法
律
行
為
で

あ
る
と
き
そ
の
行
為
か
ら
は
本
人
に
直
接
効
果
、
が
生
じ
え
な
い
と
す
る
の
は
、

そ
の
根
拠
と
し
て
、
本
人
の
法
律
関
係
の
変
動
は
本
人
自
ら
が
生
ぜ
し
め
う
る

の
で
あ
り
か
つ
原
則
と
し
て
は
本
人
の
み
が
変
動
を
生
ぜ
し
め
う
る
も
の
で
あ

る
、
た
だ
と
く
に
本
人
か
ら
代
理
権
が
授
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
代
理

人
に
よ
っ
て
変
動
を
生
ぜ
し
め
う
る
と
い
う
理
解
が
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
し
か
し
、
事
務
管
理
と
い
う
法
律
制
度
が
置
か
れ
、
そ
の
制
度
の
目
的
が

達
せ
ら
れ
る
た
め
に
理
論
上
管
理
者
に
一
定
の
権
限
l

1
代
理
権
が
権
利
で
な

い
の
と
同
様
に
、
こ
れ
も
ま
た
権
利
で
は
な
い
が
本
人
の
法
律
関
係
に
変
動
を

生
ぜ
し
め
う
る
地
位
｜
｜
の
存
在
が
要
求
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
権
限
を
認
め

る
こ
と
も
他
の
法
律
制
度
1
1
6
と
く
に
私
的
自
治
の
制
度
（
事
務
管
理
制
度
の

存
在
自
体
が
す
で
に
私
的
自
治
の
制
限
或
は
補
充
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
）

1
1に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
多
数
説

は
ー
ー
大
正
七
年
の
判
決
の
立
場
も
そ
う
で
あ
る
が
｜
｜
．
管
理
者
が
こ
の
よ

う
な
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
本
人
に
効
果
は
生
ぜ
ず
、
本
人

が
追
認
し
て
は
じ
め
て
効
果
が
（
物
権
的
な
処
分
行
為
と
し
て
の
効
果
と
い
う
こ



と
で
あ
る
か
ら
‘
本
人
に
つ
い
て
効
果
が
生
ず
る
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
）
生
ず

る
と
し
て
い
る
が
、
事
務
管
理
に
つ
い
て
本
人
の
追
認
と
い
う
も
の
が
な
じ
み

う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
事
務
管
理
と
し
て
は
本
人
の
意
思
に
反
す
る
事
務
管

理
も
成
立
し
う
る
の
で
あ
っ
て
（
品
白
羽
小
説
幡
、
）
、
事
務
管
理
の
効
力
が
こ
の
よ

う
な
行
為
の
場
合
に
の
み
本
人
の
追
認
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
を
見
出
し
難
い
。
む
し
ろ
、
本
人
の
追
認
を
必
要
と
す
る
と
い
う
構
成

は
事
実
を
事
務
管
理
そ
の
も
の
の
問
題
と
し
て
把
え
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

無
権
代
理
行
為
の
問
題
と
し
て
把
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

台、

上
述
の
と
こ
ろ
で
所
有
権
移
転
行
為
の
よ
う
な
も
の
も
事
務
管
理
行
為
の
対

象
と
な
り
う
る
と
す
れ
ば

l
l事
務
管
理
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は

本
人
の
追
認
が
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
始
め
か
ら
事
務
管

理
の
成
立
を
み
な
い
場
合
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
事
務
管
理
の
成
立
に
つ
き

「
本
人
ノ
意
思
－
一
反
シ
又
ハ
本
人
ノ
為
メ
ニ
不
利
ナ
ル
コ
ト
明
カ
」

で
は
な
い

と
し
て
も
他
人
が
事
務
を
管
理
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
相
当
と
認
む
べ
き
場
合

で
な
け
れ
ば
事
務
管
理
は
成
立
し
な
い
と
考
え
る
（
鳩
山
・
前
掲
一
四
七
｜
八
頁

は
、
中
性
の
事
務
が
他
人
の
事
務
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
こ
の
要
件
を
挙
げ
て
い
る
）

l
i、
そ
の
行
為
の
効
果
は
直
接
本
人
に
及
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
事
務
管
理
制
度

は
そ
の
よ
う
な
地
位
を
管
理
者
に
与
え
て
い
る
も
の
と
理
解
し
た
。
と
こ
ろ
で

問
題
と
な
る
の
は
、
所
有
権
移
転
と
い
う
よ
う
に
そ
の
効
果
が
本
人
の
法
律
生

平日

初日

研

究

活
の
範
問
内
で
生
ず
る
ほ
か
な
い
場
合
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
事
務
管
理
の
た

め
の
行
為
が
債
権
行
為
で
あ
る
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
法
律
効
果
が
本
人
の
と

こ
ろ
に
も
管
理
者
の
と
こ
ろ
に
も
生
ず
る
可
能
性
を
も
っ
場
合
に
つ
い
て
で
あ

る
。
本
件
の
よ
う
に
、
他
人
の
所
有
物
に
つ
い
て
売
買
契
約
或
は
贈
与
契
約
を

結
ん
だ
場
合
に
、
そ
の
行
為
は
或
は
本
人
の
名
を
も
っ
て
本
人
に
効
果
を
帰
属

さ
せ
る
こ
と
も
（
一
般
に
代
理
権
を
伴
っ
て
て

或
は
自
己
の
名
を
も
っ
て

た
ん
自
己
に
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
例
が
客

観
的
他
人
の
事
務
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
中
性
の
事
務
、
或
は

主
観
的
他
人
の
事
務
と
呼
ば
れ
る
場
合
で
あ
る
。
主
観
的
他
人
の
事
務
に
つ
い

て
も
事
務
管
理
が
成
立
し
う
る
か
、
よ
り
遡
っ
て
他
人
の
事
務
と
は
何
を
標
準

と
し
て
決
定
す
る
の
か
と
い
う
困
難
な
問
題
が
存
し
、
こ
れ
を
解
決
し
な
け
れ

ば
問
題
の
真
の
解
決
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
は
立
ち
入
ら
な

い
。
本
件
に
関
連
の
あ
る
限
り
で
考
え
よ
う
。
代
理
制
度
と
は
異
っ
て
代
理
権

を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
い
事
務
管
理
の
制
度
に
あ
っ
て
は

事
務
管
理
の
目
的
を
達
す
る
の
に
必
要
な
限
度
で
管
理
者
の
権
限
が
裏
付
け
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
必
要
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
こ
の
権
限
を
認
め
る
理
論

的
必
然
性
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
管
理
の
た
め
の
行
為
が
債
権
行
為
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
行
為
か
ら
生
ず
る
法
律
効
果
は
管
理
者
に
帰
属
し
直
接
に
本

人
に
帰
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
う
。
こ
の
よ
う
な

事
務
が
他
人
の
事
務
と
い
い
う
る
か
は
管
理
者
の
他
人
の
事
務
と
し
て
管
理
す

九
五

（一

O
五
三
）
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るF
意
思
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
管
理
者
が
自
己
の
名
で
行
為
す
る

場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
本
人
の
名
で
行
為
す
る
場
合
に
も
効
果
は
管
理
者
に
帰
属

す
る
も
の
と
考
え
る

（
本
人
の
名
で
行
為
す
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
他
人
の
事
務

の
管
理
と
し
て
行
為
す
る
管
理
者
の
意
思
が
現
わ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
、
無
権

代
理
行
為
の
場
合
の
よ
う
に
管
理
者
へ
の
効
果
の
帰
属
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
て
こ
の
よ
う
な
場
合
に

事
務
管
理
制
度
が
直
接
認
め
る
効
果
は

管
理

者
が
第
三
者
に
対
し
履
行
す
べ
き
債
務
を
負
っ
て
い
る
と
き
に
本
人
は
そ
の
債

務
の
履
行
に
協
力
す
べ
き
義
務
を
管
理
者
に
対
し
負
う
こ
と
で
あ
る
。

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
山
本
進
一
教
授
（
判
例
評
論
四
六
号
一
四
頁
て

後
配谷

口
知
平
教
授
（
民
商
法
雑
誌
四
六
巻
五
号
九
O
六
頁
〉
に
よ
り
判
例
批
評

が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
。

（
林
脇
ト
シ
子
）

九
六

（一

O
五
四
）


