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ドイツ法における将来動産と将来債権の譲渡担保
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一　

は
じ
め
に

　

１　

問
題
関
心

　

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
将
来
動
産
と
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
の
規
律
を
対
比
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
流
動
財
産
譲
渡
担
保
の
典
型
例
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
構
成
要
素
の
変
動
を
と
も
な
う
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
」

（
以
下
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
）
と
、「
包
括
債
権
譲
渡
担
保
」
を
念
頭
に
お
く
。

　

ド
イ
ツ
譲
渡
担
保
法
の
研
究
は
、
実
務
上
の
需
要
に
後
押
し
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保）1
（

と
包
括
債
権
譲
渡
担

保
）
2
（

の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
質
量
と
も
に
充
実
し
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
両
者
の
研
究
は
別
個
独
立
に
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
全
体

の
見
通
し
は
か
な
ら
ず
し
も
よ
く
な
い
。
他
方
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
は
、
Ａ
Ｂ
Ｌ
（A

sset Based Lending

）
の
文
脈
で
、
動

産
と
債
権
を
と
も
に
担
保
に
と
る
融
資
形
態
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
現
行
法
を
前
提
と
す
る
と
、
動
産
譲
渡
担
保

と
債
権
譲
渡
担
保
が
併
用
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
二
つ
の
財
産
の
取
扱
い
を
パ
ラ
レ
ル
に
考
察
す
る
必
要
が
で
て
こ
よ
う）（
（

。
こ
の

視
点
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
動
産
と
債
権
の
各
ル
ー
ル
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
も
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
も
問
題
状

況
は
類
似
し
て
い
る
。
か
の
地
で
も
二
つ
の
譲
渡
担
保
の
「
組
み
合
わ
せ）（
（

」
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
動
産
と
債
権
の
対
比
と
い
う
視
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
と
包
括
債
権
譲
渡
担
保
の
ル
ー
ル
を
、

横
断
的
に
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
譲
渡
担
保
法
を
包
括
的
に
考
察
す
る
の
は
、
紙
幅
の
都
合
上
困
難
で
あ
る
。
本
稿
の
対
象
は
主
と
し
て
、
同

　
　

㈢　

将
来
財
産
処
分
の
平
準
化

五　

お
わ
り
に

　

１　

倒
産
手
続

　

２　

取
得
プ
ロ
セ
ス
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一
の
将
来
動
産
・
将
来
債
権
を
め
ぐ
っ
て
複
数
の
譲
渡
担
保
が
競
合
し
た
と
き
の
処
理
に
限
定
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
法
で
は
こ
の
問
題

に
つ
き
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
と
包
括
債
権
譲
渡
担
保
で
対
照
的
な
ル
ー
ル
が
通
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
者
の
ル
ー
ル
は
日
本

と
ま
っ
た
く
異
な
る
反
面
で
、
後
者
を
み
る
と
、
日
本
法
と
も
比
較
可
能
な
準
則
が
定
立
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
担
保

の
競
合
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
ド
イ
ツ
法
内
在
的
に
も
、
日
本
法
の
観
点
か
ら
も
興
味
深
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く

本
稿
は
、
か
の
地
の
議
論
を
日
本
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
も
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
の
関
心
は
む
し
ろ
、
ド
イ
ツ
法
を
日
本

の
研
究
者
の
立
場
か
ら
眺
め
、
ド
イ
ツ
法
の
特
色
と
そ
の
前
提
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
作
業
は
同
時

に
、
日
本
法
の
ル
ー
ル
を
新
た
な
視
点
か
ら
位
置
づ
け
る
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

２　

対
象
と
方
法

　

ド
イ
ツ
動
産
・
債
権
譲
渡
担
保
法
一
般
の
特
徴
と
し
て
は
、
担
保
信
託
（
完
全
権
の
移
転
と
債
務
法
上
の
拘
束
）、
公
示
な
き
担
保

（
占
有
改
定
・
合
意
の
み
に
よ
る
債
権
移
転
）、
分
離
主
義
と
無
因
主
義
（
処
分
行
為
と
義
務
負
担
行
為
の
完
全
な
峻
別
）、
付
従
性
の
不
存

在
（
権
利
移
転
と
被
担
保
債
権
の
切
断
）、
物
上
代
位
の
不
適
用
（
代
位
物
は
譲
渡
担
保
に
よ
り
捕
捉
す
る
必
要
が
あ
る
）
が
重
要
で
あ
る
。

商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
・
包
括
債
権
譲
渡
担
保
と
の
関
係
で
は
と
く
に
、
分
析
論
（
集
合
物
論
・
集
合
債
権
論
の
否
定
）、
特
定
原
則

（
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
で
は
通
常
「
空
間
動
産
譲
渡
担
保
契
約
」
が
用
い
ら
れ
、
包
括
債
権
譲
渡
担
保
で
は
〈
商
品
の
供
給
・
給
付
に
基
づ

き
生
じ
る
、
頭
文
字
Ａ
か
ら
Ｚ
ま
で
に
対
す
る
現
在
お
よ
び
将
来
の
債
権
す
べ
て
〉
と
い
っ
た
程
度
で
も
よ
い
）、（
通
常
の
営
業
の
範
囲
内
に

お
け
る
）
処
分
授
権
・
取
立
授
権
、（
原
始
的
・
後
発
的
）
過
剰
担
保
規
制
な
ど
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
は
先

行
研
究
に
よ
っ
て
お
お
む
ね
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）5
（

た
め
、
本
稿
で
は
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
な
い
。

　

本
稿
の
主
た
る
関
心
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
と
包
括
債
権
譲
渡
担
保
を
念
頭
に
お
い
て
、
同
一
の
将
来

動
産
と
将
来
債
権
を
目
的
と
す
る
譲
渡
担
保
が
競
合
し
た
と
き
の
ル
ー
ル
を
対
比
す
る
こ
と
に
あ
る
。
将
来
動
産
と
し
て
は
、
譲
渡
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合
意
時
に
は
設
定
者
に
属
し
て
い
な
い
動
産
、
将
来
債
権
と
し
て
は
、
譲
渡
合
意
時
に
は
基
礎
と
な
る
法
的
原
因
が
存
在
し
な
い
債

権
（
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
将
来
債
権）

（
（

）
を
想
定
す
る
。
叙
述
の
順
序
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
将
来
動
産
譲
渡
と
将
来
債
権
譲
渡
に

つ
き
処
分
行
為
の
要
件
と
効
果
を
、
お
お
む
ね
判
例
・
通
説
を
基
礎
に
し
な
が
ら
概
説
し
（
二
）、
次
い
で
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担

保
と
包
括
債
権
譲
渡
担
保
が
そ
れ
ぞ
れ
競
合
し
た
場
合
の
規
律
に
立
ち
入
っ
た
（
三
）
あ
と
、
ド
イ
ツ
の
法
状
況
を
日
本
と
の
比
較

を
交
え
て
明
ら
か
に
す
る
（
四
）。
最
後
に
、
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、
簡
単
な
補
足
を
く
わ
え
た
い
（
五
）。

二　

処
分
行
為
の
要
件
と
効
果

　

１　

将
来
動
産
譲
渡

　
　

㈠　

二
重
の
構
成
要
件

　

動
産
譲
渡
の
処
分
行
為
は
、
①
物
権
的
合
意
と
、
②
引
渡
し
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
§ 929 BGB

）。
こ
れ
ら
は
処
分
行
為
の
「
二
重

の
構
成
要
件）（
（

」
と
呼
ば
れ
る
。
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
通
常
、「
引
渡
し
」（
②
）
に
は
占
有
改
定
が
用
い
ら
れ
る
。

　

占
有
改
定
と
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
が
、
譲
受
人
に
間
接
占
有
を
取
得
さ
せ
る
法
律
関
係
を
合
意
す
る
こ
と
で
、「
引
渡
し
」
を

代
替
す
る
方
法
を
い
う
（
§ 9（0 BGB

）。
間
接
占
有
（
§ 8（8 BGB

）
の
要
件
は
一
般
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
⒜
占
有
仲
介
関
係
、

⒝
直
接
占
有
者
の
占
有
仲
介
意
思
、
⒞
間
接
占
有
者
が
直
接
占
有
者
に
対
し
て
有
す
る
返
還
請
求
権
の
三
点
で
あ
る）8
（

。

　

こ
の
う
ち
、
⒜
の
要
件
は
、
現
在
で
は
担
保
合
意
で
足
り
る
と
解
さ
れ
て
い
る）9
（

。
⒞
の
要
件
に
も
と
く
に
問
題
は
な
い
。
本
稿
と

の
関
係
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
の
は
、
⒝
の
要
件
で
あ
る
。

　
　

㈡　

不
真
正
の
合
意
と
拘
束
力
の
否
定

　
　
　

⑴　

概
念
規
定
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商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
の
際
に
は
、
処
分
行
為
と
の
関
係
で
、「
あ
ら
か
じ
め
の
合
意
」
が
な
さ
れ
る
。
ま
ず
最
初
に
、「
合
意
」

と
「
あ
ら
か
じ
め
」
に
分
け
て
概
念
を
整
序
し
て
お
こ
う
。

　

第
一
は
、「
合
意
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
処
分
行
為
の
二
重
の
構
成
要
件
に
対
応
し
て
、

（α）
「
あ
ら
か
じ
め

の
物
権
的
合
意
」
と
、

（β）
「
あ
ら
か
じ
め
の
占
有
改
定
」
の
双
方
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
引
渡
し
よ
り
も
前
に
物
権
的
合
意

を
な
し
う
る
か
、
と
い
う
古
典
的
問
題
で
は

（α）
の
み
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
で
は
、

譲
渡
人
が
な
お
所
有
権
と
占
有
の
い
ず
れ
も
有
し
て
い
な
い
動
産
が
対
象
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
倒
し
は
、
物
権
的
合
意

（
（α）
）
と
引
渡
し
（

（β）
）
の
双
方
に
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。
両
者
を
ま
と
め
る
と
き
に
は
、「
あ
ら
か
じ
め
の
動
産
譲

渡
（
担
保
）」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　

第
二
に
、「
あ
ら
か
じ
め
」
の
意
味
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
用
語
に
は
、
ⅰ
真
正
の
あ
ら
か
じ
め
と
、
ⅱ
不
真
正
の
あ
ら
か
じ
め

の
二
つ
の
意
味
が
あ
る）（（
（

。
ⅰ
を
肯
定
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、「
事
後
の
当
事
者
の
意
思
と
は
無
関
係
に
、
所
有
権
が
自
動
的
に
移
転

す
る
」。
そ
の
結
果
、
譲
渡
担
保
権
者
は
将
来
取
得
さ
れ
る
動
産
に
つ
い
て
も
、
設
定
者
と
あ
ら
か
じ
め
合
意
を
結
ん
で
お
け
ば
、

当
然
に
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ⅱ
の
意
味
で
の
「
あ
ら
か
じ
め
」
に
よ
れ
ば
、「
所
有
権
と
占
有
の

移
転
に
関
す
る
意
思
の
合
致
が
、
そ
れ
ら
の
効
力
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
時
点
ま
で
存
続
し
て
い
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　
　

⑵　

不
真
正
の
あ
ら
か
じ
め

　

合
意
の
前
倒
し
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
く
と
、
真
正
型
（
ⅰ
）
が
通
用
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
け
れ
ど
も
、

ド
イ
ツ
で
は
一
般
に
、

（α）
「
あ
ら
か
じ
め
の
物
権
的
合
意
」
と
、

（β）
「
あ
ら
か
じ
め
の
占
有
改
定
」
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
不
真

正
型
（
ⅱ
）
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
の
動
産
譲
渡
担
保
が
肯
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
譲
受
人
が
将
来
の
動
産
に
つ
い
て
も
所

有
権
を
取
得
で
き
る
こ
と
を
確
定
す
る
も
の
で
は
な
い
0

0

。
す
な
わ
ち
、
先
行
譲
渡
の
意
味
は
、
将
来
の
処
分
を
「
準
備
0

0

」
）
（（
（

す
る
点
に
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あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
商
品
倉
庫
に
新
た
な
動
産
が
搬
入
さ
れ
る
た
び
に
あ
ら
た
め
て
合
意
を
結
ぶ
こ
と
の
煩
雑
さ
が
軽
減
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
反
対
か
ら
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
あ
ら
か
じ
め
の
動
産
譲
渡
担
保
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
程
度
の
意
味
し
か
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

⑶　

拘
束
力
の
否
定

　

そ
う
す
る
と
、
譲
渡
担
保
権
者
が
将
来
の
動
産
を
取
得
で
き
る
の
は
、
設
定
者
が
動
産
搬
入
時
に
な
お
譲
渡
担
保
権
者
に
所
有
権

を
譲
渡
し
、
か
つ
譲
渡
担
保
権
者
の
た
め
に
こ
れ
を
占
有
す
る
意
思
を
有
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
合
意
の
拘
束
力

の
有
無
が
問
題
と
な
る
。

　

判
例
は
こ
の
問
題
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
の
物
権
的
合
意
（

（α）
）
の
拘
束
力
を
否
定
し
、
所
有
権
移
転
の
効
果
が
生
じ
る
前
で
あ

れ
ば
、
設
定
者
は
こ
れ
を
一
方
的
に
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
撤
回
に
は
一
定
の
制
約
が
あ
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、

①
撤
回
の
意
思
は
「
対
外
的
に
表
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
②
所
有
権
譲
渡
意
思
は
継
続
す
る
も
の
と
事
実
上
「
推

定
」
さ
れ
る
。
こ
の
立
場
に
よ
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
の
物
権
的
合
意
と
は
、「
ま
だ
法
律
効
果
が
発
生
せ
ず
、
か
つ
当
事
者
も
拘
束

さ
れ
な
い
法
律
行
為）（（
（

」
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
判
例
に
よ
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
の
占
有
改
定
（

（β）
）
に
も
、
合
意

の
拘
束
力
は
認
め
ら
れ
な
い
。
占
有
仲
介
意
思
は
、
設
定
者
が
こ
れ
を
一
方
的
に
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で

も
一
定
の
縛
り
が
存
す
る）（（
（

。
①
撤
回
の
意
思
が
顧
慮
さ
れ
る
の
は
、「
対
外
的
に
確
定
で
き
る
行
為
」
に
よ
り
な
さ
れ
た
場
合
で
あ

る
。
ま
た
、
②
占
有
仲
介
意
思
に
は
継
続
の
「
推
定
」
が
は
た
ら
く
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
の
物
権
的
合
意
（

（α）
）
に
つ
き
、
拘
束
力
の
有
無
が
争
わ
れ
て
い
る
。
通
説
は
判
例

と
同
様
に
否
定
説
に
た
つ）（（
（

が
、
肯
定
説
も
有
力
で
あ
る）（（
（

。
肯
定
説
は
、
物
権
的
合
意
の
契
約
的
性
格
を
強
調
し
、
契
約
信
義
の
一
般

原
則
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
否
定
説
は
、
そ
の
よ
う
に
解
し
て
し
ま
う
と
、
引
渡
し
は
あ
た
か
も
物
権
的
合
意
の
効
力

が
生
じ
る
た
め
の
一
条
件
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
動
産
処
分
行
為
の
構
成
―
―
物
権
的
合
意
と
引
渡
し
を
独
立
対
等
の
要
素
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と
す
る
―
―
に
反
す
る
な
ど
と
主
張
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
本
稿
の
文
脈
で
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
い
う
肯
定
説
で
す
ら
、
あ
ら
か
じ
め
の
占
有
改
定
（

（β）
）
の
拘
束
力
に
関
し
て
は
、

否
定
説
に
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る）（（
（

。
換
言
す
れ
ば
、
契
約
を
起
点
と
し
た
拘
束
力
肯
定
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
適
用
で
き
る
の
は
物
権
的

合
意
ま
で
で
あ
り
、「
引
渡
し
」
に
つ
い
て
は
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
占
有
仲
介
意
思
は
、「
発
せ
ら
れ

た
言
葉
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
法
的
な
拘
束
力
で
は
代
替
で
き
な
い
、
事
実
的
な
も
の）（（
（

」
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ド
イ
ツ
で
は
、

合
意
か
ら
生
じ
る
占
有
移
転
の
義
務
づ
け
を
も
っ
て
現
実
の
占
有
移
転
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
点
に
は
「
争
い

が
な
い）（（
（

」
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　
　

㈢　

動
産
搬
入
時
移
転

　

商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
の
際
に
、
動
産
所
有
権
が
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
す
る
の
は
い
つ
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ

め
の
動
産
譲
渡
担
保
に
か
か
る
合
意
時
で
は
な
く
、
動
産
が
商
品
倉
庫
の
所
在
場
所
に
搬
入
さ
れ
た
時
だ
と
解
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
古
い

判
例
の
傍
論
に
よ
る
と
、「
現
在
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
有
体
的
対
象
の
、
現
在
の
有
体
的
引
渡
し
な
る
も
の
は
あ
り
え
な
い）（（
（

」。

　

こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
み
た
動
産
処
分
行
為
の
構
造
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
の
概
念
と
合
意
の
拘

束
力
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
動
産
所
有
権
や
そ
の
処
分
権
が
合
意
時
に
移
転
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
あ
ら
か
じ

め
の
動
産
譲
渡
担
保
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
の
所
有
権
・
処
分
権
の
移
転
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
の
で
あ
る）（（
（

。

　

２　

将
来
債
権
譲
渡

　
　

㈠　

債
権
譲
渡
の
合
意

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
債
権
譲
渡
も
処
分
行
為
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
債
権
譲
渡
は
動
産
譲
渡
と
異
な
り
、
二
重
の
構
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成
要
件
の
構
造
を
備
え
て
い
な
い）（（
（

。
す
な
わ
ち
、「
債
権
譲
渡
の
合
意
」
さ
え
あ
れ
ば
、
通
知
そ
の
他
の
公
示
が
な
さ
れ
な
く
と
も
、

第
三
者
と
の
関
係
も
含
め
て
債
権
移
転
の
効
力
が
生
じ
る
（
§ （98 BGB

）。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
立
法
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
型

の
対
抗
要
件
主
義
を
意
識
的
に
排
除
し
た
結
果
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
質
で
は
、
第
三
債
務
者
へ
の
通
知
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
§ 1280 BGB

）。
し
か
し
、
通
知
を
お
こ
な
う

と
債
務
者
の
信
用
力
は
低
下
し
て
し
ま
う
。
債
権
譲
渡
担
保
の
利
用
が
普
及
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る）（（
（

。

　
　

㈡　

真
正
の
合
意
と
拘
束
力
の
肯
定

　
　
　

⑴　

真
正
の
合
意

　

こ
の
よ
う
に
、
債
権
譲
渡
の
処
分
行
為
を
構
成
す
る
の
は
、
債
権
譲
渡
の
合
意
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
動
産
譲
渡
と
は
異
な
り
、

問
題
と
な
る
の
は
こ
の
合
意
に
限
ら
れ
る
。

　

で
は
、
将
来
債
権
譲
渡
の
合
意
は
い
か
な
る
性
格
を
有
す
る
の
か
。
動
産
譲
渡
の
概
念
枠
組
み
（
前
述
１
㈡
⑴
〔
20（
頁
〕）
を
用
い

て
い
う
と
、
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
は
真
正
型
が
通
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
判
例）（（
（

に
よ
れ
ば
、
債
権
を
譲
渡
す
る
旨
の
合
意
が
債

権
発
生
時
ま
で
継
続
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。
通
説）（（
（

も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

　
　
　

⑵　

拘
束
力
の
肯
定

　

そ
う
す
る
と
、
合
意
の
拘
束
力
の
有
無
は
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
け
れ
ど
も
、
譲
渡
人
が
債
権
譲
渡
の
合
意
を
、

債
権
が
発
生
す
る
前
に
一
方
的
に
撤
回
し
う
る
か
、
と
い
う
問
い
は
残
さ
れ
て
い
る
。

　

判
例
は
、
譲
渡
人
の
相
続
人
に
対
す
る
将
来
債
権
譲
渡
の
効
力
と
の
関
係
で
、「
債
権
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
す
で
に
、
将
来

債
権
の
譲
渡
人
は
、
譲
受
人
の
［
債
権
］
取
得
の
期
待
を
、
相
反
す
る
処
分
に
よ
っ
て
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
拘
束
さ
れ

る
）
（（
（

」
と
し
て
い
る
。
学
説
で
も
、
拘
束
力
肯
定
説
が
通
説
で
あ
る）（（
（

。

　
　

㈢　

債
権
発
生
時
移
転
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こ
の
よ
う
に
、
将
来
債
権
譲
渡
の
合
意
は
真
正
型
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
拘
束
力
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
将
来
債
権

譲
渡
に
お
い
て
は
、
合
意
時
に
債
権
移
転
の
効
力
が
生
じ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
の
よ
う
に
は
解
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
将
来
債
権
譲
渡
に
お
い
て
債
権
が
譲
受
人
に
移
転
す
る
の
は
、
譲
渡
合

意
時
で
は
な
く
、
債
権
が
発
生
し
た
時
で
あ
る
。
判
例
に
よ
れ
ば
、「
将
来
債
権
譲
渡
の
ケ
ー
ス
で
は
、
処
分
そ
の
も
の
は
す
で
に

債
権
譲
渡
契
約
の
締
結
に
よ
り
完
成
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
権
利
移
転
は
債
権
発
生
と
と
も
に
は
じ
め
て
生
じ
る）（（
（

」。
債
権
の
移

転
時
期
に
つ
い
て
は
、
学
説
も
判
例
を
支
持
し
て
い
る）（（
（

。

三　

譲
渡
担
保
の
競
合

　

１　

商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保

　
　

㈠　

分
割
理
論

　

商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
が
競
合
し
た
場
合
に
、
両
者
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
規
律
さ
れ
る
の
か
。
債
務
者
Ｂ
が
甲
商
品
倉
庫
に
搬

入
さ
れ
る
全
商
品
を
、
ま
ず
債
権
者
Ａ
の
た
め
に
譲
渡
担
保
に
供
し
、
次
い
で
債
権
者
Ｃ
の
た
め
に
譲
渡
担
保
に
供
し
た
場
合
に
、

Ａ
と
Ｃ
は
い
か
な
る
関
係
に
た
つ
か
が
問
題
と
な
る
。

　

判
例
の
準
則）（（
（

は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
第
一
譲
渡
担
保
権
者
Ａ
は
、
第
二
譲
渡
担
保
権
が
設
定
さ
れ
る
ま
で
に
搬
入

さ
れ
た
商
品
α
（
旧
在
庫
）
の
み
を
取
得
で
き
る
。
そ
の
後
に
搬
入
さ
れ
た
商
品
β
（
新
在
庫
）
を
取
得
す
る
の
は
、
第
二
譲
渡
担

保
権
者
Ｃ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
譲
渡
担
保
権
者
Ａ
と
第
二
譲
渡
担
保
権
者
Ｃ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
在
庫
α
と
新
在
庫
β
を
取
得
す

る
。
そ
の
結
果
、
担
保
目
的
動
産
は
「
分
割）（（
（

」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
解
決
は
、
わ
れ
わ
れ
の
通
念
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
な
ぜ
、
新
在
庫
β
に
つ
い
て
第
一
譲
渡
担
保
権
者
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Ａ
の
優
先
が
認
め
ら
れ
な
い
の
か
。
こ
こ
で
理
由
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
合
意
の
拘
束
力
の
否
定
（
二
１
㈡
〔
20（
頁
〕）
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
譲
渡
担
保
設
定
者
Ｂ
が
Ｃ
と
、
第
二
譲
渡
担
保
の
設
定
と
い
う
第
一
譲
渡
担
保
権
者
Ａ
と
の
合
意
と
矛
盾
す
る
内
容
を

合
意
し
た
こ
と
で
、
原
則
と
し
て
、
Ｂ
は
そ
れ
以
降
、
①
Ａ
に
対
し
て
所
有
権
を
譲
渡
す
る
意
思
と
、
②
Ａ
の
た
め
に
占
有
を
仲
介

す
る
意
思
を
有
し
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
と
み
ら
れ
る）（（
（

。
こ
う
し
て
Ｂ
の
撤
回
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
Ｂ
が
新
在
庫
β
を
Ｃ
の

譲
渡
担
保
に
供
す
る
行
為
は
、
―
―
Ａ
と
の
間
で
は
契
約
違
反
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
権
利
者
で
は
な
く
―
―
「
権
利
者）（（
（

」

に
よ
る
処
分
と
構
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
は
、
第
一
譲
渡
担
保
権
設
定
に
つ
き
た
と
え
悪
意
で
あ
っ
て
も
、
新
在
庫
β
の
譲

渡
担
保
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｃ
が
旧
在
庫
α
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
通
常
で
あ
れ
ば
で
き
な
い
。
占
有
改
定
に
よ
る
善
意
取
得
は
、
Ｃ
が
直

接
占
有
を
取
得
す
る
前
の
段
階
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
§ 9（（ BGB

）。

　
　

㈡　

対
処
と
評
価

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
準
則
に
よ
る
と
、
第
一
譲
渡
担
保
権
者
Ａ
の
地
位
は
著
し
く
不
安
定
に
な
る）（（
（

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
対
処
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

実
務
上
一
般
に
、
Ａ
は
Ｂ
に
対
し
て
、
適
時
に
在
庫
リ
ス
ト
を
提
出
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
リ

ス
ト
に
含
ま
れ
た
物
に
つ
い
て
は
Ｂ
の
意
思
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
、
Ａ
は
容
易
に
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。
ま
た
、
Ｂ
が
Ｃ

に
譲
渡
担
保
を
設
定
し
た
場
合
に
も
、
Ａ
と
の
物
権
的
合
意
を
撤
回
す
る
効
力
が
生
じ
る
に
は
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
Ａ
に
と
っ
て

認
識
可
能
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
う
え
に
、
全
事
情
を
総
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
で
、
例
外
的
に
、
Ｂ
は
な
お
撤
回
意
思
を
有
し
て

い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
余
地
が
あ
る）（（
（

。
と
は
い
え
、
Ｂ
の
撤
回
意
思
が
Ａ
に
明
示
さ
れ
れ
ば
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、

Ａ
は
、
担
保
設
定
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て
、
Ｂ
に
ふ
た
た
び
担
保
を
供
す
る
よ
う
求
め
、
あ
る
い
は
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
だ
が
、
Ｂ
が
倒
産
し
た
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
手
段
も
役
に
立
た
な
い）（（
（

。
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こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
で
は
、
譲
渡
担
保
設
定
者
の
契
約
違
反
の
処
分
に
対
し
、
譲
渡
担
保
権
者
は
十
分

に
は
保
護
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
は
、
譲
渡
担
保
権
者
に
と
っ
て
「
リ
ス
キ
ー）（（
（

」
な
担
保
で
あ
る

と
評
さ
れ
て
い
る
。

　

２　

包
括
債
権
譲
渡
担
保

　
　

㈠　

早
い
者
勝
ち
原
理

　
「
二
重
包
括
債
権
譲
渡）（（
（

」
が
な
さ
れ
、
同
一
の
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
が
競
合
し
た
場
合
に
、
相
反
す
る
担
保
の
優
劣
は
ど
の
よ

う
に
定
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
動
産
と
は
異
な
る
ル
ー
ル
が
通
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
Ｂ
が
将
来
債
権
群
α
を
、

ま
ず
債
権
者
Ａ
に
担
保
の
た
め
に
譲
渡
し
た
後
、
次
い
で
債
権
者
Ｃ
の
譲
渡
担
保
に
供
し
た
場
合
、
時
間
的
に
先
行
す
る
Ａ
は
、
Ｃ

を
排
し
て
α
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

基
本
と
な
る
判
例）（（
（

に
よ
る
と
、
こ
の
「
早
い
者
勝
ち
原
理
」
―
―
「
多
重
に
債
権
譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
時
間
的
に
み
て
最

初
に
お
こ
な
わ
れ
た
債
権
譲
渡
の
み
が
有
効
に
な
る
」
―
―
は
、
現
在
債
権
と
同
じ
よ
う
に
将
来
債
権
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
将
来
債
権
譲
渡
を
有
効
と
す
る
以
上
、
時
間
の
順
序
以
外
に
、「
制
定
法
と
法
的
安
定
性
の
要
求
」
に
対
応
す
る
基
準
は

存
し
な
い
と
さ
れ
る
。

　
　

㈡　

正
当
化
の
試
み

　

け
れ
ど
も
、
将
来
債
権
譲
渡
が
な
さ
れ
た
と
き
に
債
権
が
移
転
す
る
の
は
、
債
権
発
生
時
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
（
二
２
㈢
〔
20（

頁
〕）。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
な
ぜ
早
い
者
勝
ち
原
理
を
適
用
で
き
る
の
か
。
こ
の
問
い
は
日
本
法
と
の
関
係
で
と
く
に
重
要
と
み
ら

れ
る
か
ら
、
分
析
の
深
度
を
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
議
論
は
非
常
に
錯
綜
し
て
い
る
が
、
早
い
者
勝
ち
原
理
の
適
用
を
ど
の
よ
う

な
意
味
で
認
め
る
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
代
表
的
な
い
し
特
徴
的
な
見
解）（（
（

を
分
析
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
整
序
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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⑴　

直
接
適
用

　

ま
ず
、
債
権
が
移
転
す
る
の
は
債
権
発
生
時
で
あ
る
が
、
移
転
の
効
力
は
譲
渡
合
意
時
に
遡
っ
て
生
じ
る
、
と
捉
え
る
見
解
が
あ

る
。「［
将
来
債
権
譲
渡
の
際
に
は
］
債
権
譲
渡
は
債
権
が
発
生
し
た
と
き
に
だ
け
、
か
つ
そ
の
時
点
で
は
じ
め
て
有
効
に
な
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
効
力
は
債
権
譲
渡
の
合
意
の
時
点
ま
で
遡
及
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
人
の
処
分
権
が
問
題
と
な
る
の
は
こ

の
時
点
で
あ
る）（（
（

」。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
早
い
者
勝
ち
原
理
は
、
現
在
債
権
譲
渡
と
同
じ
よ
う
に
将
来
債
権
譲
渡
に
も
直
接
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　

⑵　

拡
張
適
用

　

し
か
し
、
一
般
に
は
こ
う
し
た
考
え
方
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
債
権
移
転
の
効
力
は
債
権
発
生
時
に
生
じ
、
か
つ
そ
の
時
点
か
ら

有
効
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、「［
第
一
］
譲
受
人
は
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
を
有
し
な
い）（（
（

」
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ

こ
で
早
い
者
勝
ち
原
理
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
将
来
債
権
譲
渡
の
合
意
時
に
、
―
―
債
権
移
転
は
生
じ
な
い
に
せ
よ
―
―
な
ん

ら
か
の
効
果
の
発
生
を
観
念
す
る
こ
と
で
、
こ
の
原
理
の
「
拡
張）（（
（

」
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
の
構
成
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　

⒜　

処
分
権
の
喪
失　
　

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
将
来
債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
債
権
が
譲
受
人
に
移
転
す
る
の
は
、
債
権
が

発
生
し
た
時
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
譲
渡
人
が
譲
渡
合
意
時
か
ら
債
権
発
生
時
ま
で
の
間
に
同
一
の
将
来
債
権
を
他
の
者
に
処
分

し
た
と
し
て
も
、「
そ
れ
ら
の
処
分
は
処
分
権
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
効
で
あ
る）（（
（

」。
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
譲
渡
合
意
の

時
点
を
基
準
と
し
て
、
早
い
者
勝
ち
原
理
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
が
判
例）（（
（

・
通
説）（（
（

で
あ
る
。
た
だ
し
、
処
分
対
象
が
「
将
来

発
生
す
る
」
債
権
な
の
か
、
譲
渡
合
意
時
に
現
に
存
す
る
「
将
来
債
権
」
な
の
か
は
あ
ま
り
明
確
で
な
い
。
前
者
が
一
般
的
な
よ
う

で
あ
り
、
判
例
も
そ
う
で
あ
る
（
三
３
㈡
⑴
〔
21（
頁
〕
参
照
）。

　

⒝　

法
的
地
位
の
喪
失　
　

こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
の
処
分
権
で
は
な
く
、「
法
的
地
位
」
に
着
目
し
て
議
論
を
組
み
立
て
る
も

の
も
あ
る
。
債
権
譲
渡
に
よ
っ
て
将
来
の
債
権
を
新
た
な
債
権
者
に
割
り
当
て
た
者
は
、
自
己
の
財
産
か
ら
―
―
債
権
発
生
時
に
直
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接
債
権
者
に
な
る
と
い
う
―
―
「
将
来
の
法
的
地
位
」
を
切
り
出
し
、「
事
後
に
債
権
を
再
度
［
他
人
に
］
割
り
当
て
る
可
能
性
」

を
放
棄
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。
こ
の
意
味
で
第
一
譲
受
人
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
が
確
保
さ
れ
る
か
ら
、
債
権
発
生
時

に
は
第
一
譲
受
人
の
み
が
債
権
者
に
な
る
と
す
る
。

　

⒜
と
⒝
の
構
成
は
、
譲
渡
人
が
第
一
譲
受
人
と
の
合
意
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
譲

渡
合
意
時
に
譲
渡
人
が
処
分
権
や
法
的
地
位
を
喪
失
す
る
、
と
い
う
構
成
は
、
譲
渡
人
が
第
一
譲
渡
を
一
方
的
に
撤
回
し
て
処
分
権

や
法
的
地
位
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
含
意
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る）（（
（

。

　
　
　

⑶　

適
用
擬
制

　

適
用
擬
制
の
考
え
方
を
理
解
す
る
に
は
、
§ 185 II 1 Fall 2, II 2 BGB

の
ル
ー
ル
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
無
権
限
者
の
処
分
も
、
①
「
処
分
者
が
対
象
を
取
得
し
た
場
合
」
に
は
そ
の
時
点
で
有
効
と
な
る
（
追
完
）（
§ 185 II 1 BGB

）。

そ
し
て
、
②
同
一
の
対
象
に
つ
き
相
対
立
す
る
複
数
の
処
分
が
な
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
有
効
に
な
る
の
は
「
先
の
処
分
の
み
」
で

あ
る
（
§ 185 II 2 BGB

）。
た
と
え
ば
、
Ｂ
が
Ａ
に
属
す
る
債
権
α
を
Ｃ
に
譲
渡
し
た
場
合
に
、
Ｂ
が
の
ち
に
Ａ
か
ら
債
権
α
を
取

得
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
点
で
Ｃ
へ
の
処
分
が
有
効
に
な
る
（
①
）。
Ｂ
が
Ｃ
だ
け
で
な
く
、
Ｄ
に
も
債
権
α
を
譲
渡
し
て
い
た
際

に
は
、
第
一
譲
受
人
で
あ
る
Ｃ
が
優
先
す
る
（
②
）。
こ
の
規
律
の
趣
旨
は
次
の
点
に
あ
る）（（
（

。
追
完
（
①
）
は
、
処
分
者
が
み
ず
か

ら
な
し
た
処
分
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
追
完
が
生
じ
た
と
き
に
、
処
分
時
の
処
分
権
限
の
欠
缺
を
引
き
合
い

に
出
せ
る
の
は
お
か
し
い
。
も
っ
と
も
、
権
利
取
得
の
効
果
は
追
完
前
に
は
遡
及
し
な
い
（
将
来
効
〔ex nunc

〕）。
そ
う
す
る
と
、

複
数
の
処
分
が
な
さ
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
で
は
す
べ
て
の
処
分
が
同
時
に
有
効
に
な
り
、
相
互
の
優
劣
を
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
。
②
の
ル
ー
ル
が
規
定
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
結
論
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。

　

古
典
的
な
見
解）（（
（

は
、
こ
の
無
権
限
多
重
処
分
の
ケ
ー
ス
と
将
来
債
権
譲
渡
の
競
合
を
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
、
早
い
者
勝
ち
原
理
の
適

用
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
。「
あ
る
者
が
自
己
の
名
で
処
分
し
た
権
利
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
他
人
に
属
す
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る
の
か
は
、
処
分
の
有
効
性
と
の
関
係
で
は
区
別
を
要
し
な
い
」。
し
た
が
っ
て
、
§ 185 II 2 BGB

は
、「
対
象
が
処
分
者
に
属
さ

な
い
場
合
」
の
処
分
の
競
合
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
の
、「
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
対
象
の
処
分
」
の
競
合
に
も
「
類
推
」
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。

　

こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
将
来
債
権
の
第
一
譲
受
人
は
、
譲
渡
合
意
を
し
た
だ
け
で
は
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
を
確
保
で
き
な
い
。 

§ 185 II 2 BGB

が
参
照
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
考
え
方
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
対
等
な
複
数
の
処
分

に
優
劣
を
付
け
る
と
い
う
意
味
で
、
早
い
者
勝
ち
原
理
の
適
用
を
「
擬
制
」
す
る
も
の
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

⑷　

将
来
債
権
の
譲
渡
性

　

以
上
の
議
論
は
、
次
の
二
つ
の
角
度
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
処
分
行
為
の
性
格
に
つ
き
、
直
接
適
用
説
と
拡
張
適
用
説
は
、
将
来
債
権
の
処
分
も
権
限
者
の
処
分
と
み
る
こ
と
か
ら

出
発
し
て
い
る
。
他
方
、
適
用
擬
制
説
で
は
、
無
権
限
者
の
処
分
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
別
の
角
度
か
ら
い
う
と
、
直
接
適
用
説
と

拡
張
適
用
説
は
譲
渡
合
意
時
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
債
権
発
生
前
の
処
分
権
（
あ
る
い
は
法
的
地
位
）
の
存
在
と
譲
渡
合
意
に
よ
る
そ

の
喪
失
―
―
直
接
適
用
説
に
よ
れ
ば
遡
及
的
喪
失
―
―
を
肯
定
す
る
の
に
対
し
、
適
用
擬
制
説
に
よ
れ
ば
、
譲
渡
人
の
処
分
権
は
債

権
発
生
時
に
は
じ
め
て
生
じ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
。

　

第
二
は
、
将
来
債
権
の
性
格
と
の
関
係
で
あ
る
。
直
接
適
用
説
に
よ
る
と
、
現
在
債
権
と
将
来
債
権
は
遡
及
効
を
媒
介
と
し
て
同

列
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
拡
張
適
用
説
と
適
用
擬
制
説
は
、
両
者
の
性
格
の
相
違
を
譲
渡
の
構
造
の
相
違
に
反
映
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
適
用
擬
制
説
・
拡
張
適
用
説
・
直
接
適
用
説
の
順
に
、
将
来
債
権
の
譲
渡
性
が
高
く
見
積
も
ら
れ
て
い
る

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３　

両
者
の
対
比

　
　

㈠　

分
割
理
論
と
早
い
者
勝
ち
原
理

　

こ
の
よ
う
に
判
例
・
通
説
に
よ
る
と
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
の
際
に
は
「
分
割
」
理
論
が
適
用
さ
れ
、
第
二
譲
渡
担
保
設
定
時

以
降
に
取
得
さ
れ
た
動
産
に
つ
い
て
は
第
二
譲
渡
担
保
権
者
が
取
得
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
包
括
債
権
譲
渡
担
保
で
は
、（
譲
渡

合
意
時
の
順
に
従
っ
た
）
早
い
者
勝
ち
原
理
が
適
用
さ
れ
る
。
と
も
に
譲
渡
合
意
時
の
権
利
移
転
が
否
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
優
劣
決
定
準
則
を
み
る
と
、
両
者
に
は
い
わ
ば
正
反
対
の
ル
ー
ル
が
通
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　

㈡　

相
違
の
理
由
と
そ
の
合
理
性

　

で
は
、
こ
の
優
劣
決
定
基
準
に
関
す
る
相
違
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
。
議
論
を
整
理
す
る
と
、
動
産
譲
渡
に
は
債
権
譲
渡

と
は
異
な
り
、
引
渡
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
を
重
視
す
る
方
向
（
⑴
）
と
、
動
産
譲
渡
も
債
権
譲
渡
と
と
も
に
、
権
利

の
処
分
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
思
考
を
突
き
詰
め
て
い
く
方
向
（
⑵
）
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

⑴　

引
渡
し

　

動
産
譲
渡
の
「
引
渡
し
」
要
件
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
か
じ
め
の
動
産
譲
渡
担
保
と
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
相
違
を
正
当
化

し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る）（（
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
動
産
譲
渡
と
債
権
譲
渡
は
「
処
分
要
件
」
と
、
―
―
処
分
対
象
で
あ
る
権
利
の
移

転
と
い
う
意
味
で
の
―
―
「
処
分
効
果
」
が
結
合
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
基
本
的
に
異
な
る
。

　

債
権
譲
渡
の
処
分
行
為
は
、
債
権
譲
渡
の
合
意
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
処
分
要
件
の
充
足
と
処
分
効
果
の
発
生

は
、
こ
れ
を
時
間
的
に
切
り
離
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
将
来
債
権
譲
渡
の
構
造
と
規
律
は
、
こ
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
将
来
債
権
譲
渡
の
合
意
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
処
分
要
件
が
充
足
さ
れ
る
。
他
方
で
、「
処
分
効
果
」
す
な
わ
ち
債

権
移
転
は
、「
債
権
が
発
生
す
る
瞬
間
に
は
じ
め
て
」
発
生
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
譲
渡
合
意
に
よ
っ
て
処
分
要
件
が
充
足
さ
れ
る

以
上
、
処
分
効
果
は
な
お
生
じ
な
い
も
の
の
、
合
意
時
に
「
譲
渡
人
の
処
分
権
の
喪
失
と
先
行
譲
渡
人
の
拘
束
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
将
来
債
権
譲
渡
の
競
合
を
決
す
る
の
は
、
早
い
者
勝
ち
原
理
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
動
産
譲
渡
は
こ
う
し
た
二
段
階
の
構
造
を
有
し
な
い
。
処
分
要
件
の
充
足
時
と
、
処
分
効
果
す
な
わ
ち
動
産
所

有
権
の
移
転
時
は
「
必
然
的
に
同
時
」
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
か
じ
め
の
動
産
譲
渡
で
は
、
処
分
行
為
は
ま
だ
「
半
分
」
し
か

完
成
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
は
も
っ
ぱ
ら
「
観
念
世
界
」
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
動
産
は
「
有

体
世
界
」
に
属
す
る
た
め
に
、
動
産
譲
渡
の
処
分
行
為
で
は
、
債
権
譲
渡
と
は
異
な
り
、
物
権
的
合
意
の
ほ
か
に
「
実
現
行
為
」
と

し
て
「
引
渡
し
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
で
は
、
譲
渡
人
は
動
産
が
倉
庫
に
搬
入
さ
れ
る
ま

で
、
こ
れ
を
一
方
的
に
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

将
来
債
権
譲
渡
の
構
造
に
つ
き
一
般
論
を
展
開
し
た
判
決
で
は
、
こ
の
見
解
が
明
示
的
に
引
か
れ
て
い
る）（（
（

。

　
　
　

⑵　

処
分

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
説
明
に
は
批
判
も
多
い
。
批
判
者
た
ち
は
、
動
産
譲
渡
も
債
権
譲
渡
も
等
し
く
権
利
の
処
分
で
あ
る
、
と

い
う
視
点
か
ら
出
発
し
、
両
者
の
規
律
の
平
準
化
を
志
向
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
す

な
わ
ち
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
の
ル
ー
ル
を
批
判
し
て
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
ル
ー
ル
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
（
⒜
）
が

あ
る
一
方
で
、
ま
っ
た
く
逆
に
、
後
者
の
考
え
方
を
批
判
し
て
、
前
者
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
見
解
（
⒝
）
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

⒜　

商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
の
ル
ー
ル
に
対
す
る
批
判　
　

こ
の
見
解
は
、「
多
重
処
分
」
の
解
決
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
視
点
か

ら
出
発
す
る
。
本
稿
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
の
は
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
と
の
対
比
で
あ
る
。
判
例
法
理
に
よ
る
と
、
商
品
倉
庫
の

譲
渡
担
保
の
競
合
に
つ
い
て
だ
け
、「
遅
い
者
勝
ち
原
理）（（
（

」
が
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、「
―
―
占
有
改
定
が
存
し

な
い
た
め
に
―
―
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
二
つ
の
矛
盾
し
た
処
分
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
点
、
占
有
仲
介
関
係
の
開
始
と
同
時
に

双
方
の
処
分
が
「
同
時
に
」
生
じ
る
と
い
う
点
で
は
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
競
合
と
同
じ
よ
う
に
、
§ 185 II 1 Fall 2 BGB

（
前
述
２
㈡
⑶
〔
211
頁
〕）
の
考
慮
が
あ
て
は
ま
る）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
の
競
合
の
際
に
も
第
一
譲
渡
担
保
権
者
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の
優
先
を
認
め
、「
早
い
者
勝
ち
原
理
」
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
発
想
は
、
日
本
法
の
観
点
か
ら
は
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
ド
イ
ツ
で
は
右
の
見
解
は
異
説
と
み
ら
れ
て
お

り
、「
法
的
基
礎
を
欠
く
だ
け
で
な
く
、
実
質
的
に
も
正
当
で
な
い）（（
（

」
と
断
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
批
判
が
あ
る
。
①
無

権
限
処
分
の
追
完
の
際
に
は
、
後
か
ら
処
分
権
が
発
生
し
た
ケ
ー
ス
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保

で
は
、
処
分
行
為
の
構
成
要
件
で
あ
る
占
有
改
定
を
後
か
ら
「
完
成
」
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
問
題
の
構
造

が
異
な
る
か
ら
、
両
者
の
類
比
は
失
当
で
あ
る）（（
（

。
ま
た
、
②
早
い
者
勝
ち
原
理
を
適
用
す
る
と
、
第
二
譲
渡
担
保
権
者
は
担
保
を
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
第
二
譲
渡
担
保
の
設
定
は
つ
ね
に
そ
の
者
に
対
す
る
詐
欺
的
行
為
の
性
格
を
帯
び
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か）（（
（

。
さ
ら
に
、
③
撤
回
可
能
性
の
法
理
は
法
政
策
的
に
み
て
も
望
ま
し
い
。
こ
の
理
論
は
、

将
来
取
得
さ
れ
る
動
産
に
つ
い
て
、
一
人
の
債
権
者
が
事
前
に
、
他
の
す
べ
て
の
債
権
者
を
押
し
の
け
て
こ
れ
を
独
占
す
る
こ
と
を

妨
げ
る
。
こ
の
意
味
で
、
構
成
要
素
の
変
動
を
と
も
な
う
集
合
物
の
譲
渡
担
保
を
認
め
る
場
合
に
は
、「
あ
ら
か
じ
め
の
所
有
権
譲

渡
の
拘
束
力
の
否
定
」
は
捨
て
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
考
え
方
で
あ
る）（（
（

。

　

⒝　

将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
ル
ー
ル
に
対
す
る
批
判　
　

以
上
と
は
反
対
に
、
む
し
ろ
商
品
倉
庫
の
取
扱
い
、
な
い
し
先
行
処
分

の
一
般
理
論
を
参
照
し
つ
つ
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
理
論
や
規
律
を
批
判
す
る
見
解
が
あ
る
。
以
下
の
批
判
は
い
ず
れ
も
、
権
利

の
発
生
前
に
は
処
分
対
象
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
あ
る
い
は
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
処
分
の
対
象
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
義
務
負
担
行
為
に
基
づ
い
て
将
来
の
権
利
を
移
転
す
る
こ

と
を
内
容
と
す
る
債
権
債
務
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
対

象
―
―
物
ま
た
は
債
権
―
―
」
を
「
処
分
」
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
現
存
し
て
い
な
い
物
を
処
分
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
こ
の
こ
と
は
債
権
の
処
分
に
も
あ
て
は
ま
る
。「N

onens

の
処
分
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
はN

onsens

の
よ
う
に
思
わ
れ

る
）
（（
（

」。
こ
の
見
解
は
、
将
来
動
産
・
将
来
債
権
の
譲
渡
性
を
、
と
も
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
の
批
判
は
、
処
分
行
為
の
法
律
行
為
的
性
格
に
目
を
向
け
る
。
す
な
わ
ち
、
撤
回
可
能
性
の
理
論
は
、「
引
渡
し
」
の
要
求

か
ら
導
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
処
分
対
象
の
法
的
性
格
［
動
産
・
債
権
］
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
法
律
行
為
上
の
考
慮
」

に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
法
律
行
為
は
そ
のessentialia negotii

（
本
質
的
要
素
）
に
つ
き
当
事
者
間
に
合
意
が
あ
る
こ
と
を

要
件
と
す
る
。
そ
し
て
、
処
分
行
為
の
際
に
は
「
処
分
対
象
の
一
義
的
な
確
定
」
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の
点
に
つ
き
合
意
が
な

さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
将
来
動
産
が
発
生
す
る
ま
で
は
「
不
完
全
な
法
律
行
為
」
が
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

理
は
、
将
来
債
権
譲
渡
の
際
に
も
同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
る
。
債
権
が
具
体
的
に
定
ま
っ
て
い
な
い
間
は
そ
のessentialia 

negotii

を
欠
く
。
そ
う
す
る
と
、
債
権
発
生
時
ま
で
は
合
意
の
拘
束
力
は
生
じ
な
い
。「
先
行
債
権
譲
渡
人
は
む
し
ろ
、
あ
ら
か
じ

め
の
物
権
的
合
意
の
際
の
譲
渡
人
と
同
様
に
、
債
権
発
生
時
ま
で
の
間
、
撤
回
権
を
有
す
る）（（
（

」。
こ
の
よ
う
に
将
来
債
権
譲
渡
担
保

に
お
い
て
も
、
権
利
発
生
前
の
処
分
行
為
の
完
成
と
そ
れ
に
よ
る
拘
束
力
の
発
生
を
と
も
に
否
定
し
、
譲
渡
担
保
設
定
者
の
撤
回
権

を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
早
い
者
勝
ち
原
理
は
「
出
発
点
に
お
い
て
不
適
切）（（
（

」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
担
保
が
競
合
し
た
場
合
に
は
、
商

品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
と
同
じ
よ
う
に
、
分
割
理
論
に
よ
っ
て
規
律
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
に
、
処
分
権
と
そ
の
対
象
の
関
係
か
ら
批
判
を
く
わ
え
る
も
の
が
あ
る
。「
な
ん
ぴ
と
も
処
分
権
［
だ
け
を
独
立
に
］
放
棄
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
う
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
も
い
な
い
。
処
分
権
を
喪
失
す
る
の
は
、
当
該
対
象
そ
の
も
の
を
処
分
し
た

と
き
だ
け
で
あ
る）（（
（

」。
処
分
権
と
は
、
移
転
や
負
担
の
設
定
に
よ
っ
て
あ
る
対
象
を
処
分
す
る
法
的
な
可
能
性
で
あ
る
。
権
利
能
力

や
行
為
能
力
の
よ
う
に
、
人
に
抽
象
的
に
付
与
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
処
分
権
は
概
念
上
必
然
的
に
対
象

と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
対
象
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
処
分
権
だ
け
を
観
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
将

来
債
権
の
譲
渡
人
は
、
譲
渡
合
意
の
時
点
で
は
目
的
債
権
に
か
か
る
処
分
権
を
有
し
な
い
。「
先
行
債
権
譲
渡
の
譲
渡
人
は
、
債
権

も
処
分
権
も
、
い
ず
れ
も
譲
受
人
に
移
転
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）（（
（

」。
こ
の
構
造
は
、
あ
ら
か
じ
め
の
動
産
譲
渡
担
保
に
お
い
て
、

動
産
が
生
じ
る
前
に
は
そ
の
物
を
処
分
し
え
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
段
階
で
は
処
分
権
も
存
し
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
同
様
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で
あ
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
も
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
競
合
に
関
す
る
確
立
し
た
判
例
法
理
、
早
い
者
勝
ち
原
理
を
維
持
す
る

こ
と
は
理
論
上
不
可
能
で
は
な
い
。
§ 185 II 2 BGB

を
類
推
適
用
す
れ
ば
よ
い）（（
（

（
前
述
２
㈡
⑶
〔
211
頁
〕）。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、

債
権
の
処
分
権
は
債
権
発
生
時
に
生
じ
る
と
構
成
さ
れ
る
か
ら
、
以
上
の
論
理
と
矛
盾
し
な
い
。

四　

ド
イ
ツ
法
と
日
本
法

　

１　

商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保

　
　

㈠　

分
割
理
論
と
そ
の
基
礎
づ
け

　

ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
に
よ
れ
ば
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
が
競
合
し
た
場
合
に
は
、
分
割
理
論
が
適
用
さ
れ
る
（
三
１
㈠
〔
20（

頁
〕）。
債
権
者
Ａ
が
債
務
者
Ｂ
か
ら
甲
倉
庫
内
に
搬
入
さ
れ
る
全
商
品
に
つ
き
譲
渡
担
保
の
設
定
を
受
け
た
と
し
て
も
、
Ｂ
が
事
後

他
の
債
権
者
Ｃ
の
た
め
に
同
一
の
方
式
で
譲
渡
担
保
を
設
定
す
れ
ば
、
Ａ
が
捕
捉
で
き
る
の
は
旧
在
庫
α
に
限
ら
れ
、
第
二
譲
渡
担

保
設
定
時
以
降
に
搬
入
さ
れ
る
新
在
庫
β
は
Ｃ
の
担
保
に
供
さ
れ
る
。
こ
れ
は
Ａ
が
、
占
有
改
定
に
よ
り
（
一
七
八
・
一
八
三
条
）、

あ
る
い
は
Ｂ
が
法
人
で
あ
る
と
き
に
は
動
産
譲
渡
登
記
を
経
由
す
る
（
動
産
債
権
譲
渡
特
三
条
一
項
）
こ
と
で
対
抗
要
件
を
具
備
し
た

な
ら
ば
、
Ｂ
の
意
思
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
将
来
の
動
産
も
含
め
て
、
Ａ
に
優
先
権
が
付
与
さ
れ
る
と
捉
え
る
日
本
法
の
立
場
と

顕
著
に
異
な
る
。

　

ド
イ
ツ
法
の
立
場
は
、
あ
ら
か
じ
め
の
物
権
的
合
意
と
占
有
改
定
の
合
意
に
は
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
ず
、
設
定
者
は
将
来
動
産
を

取
得
す
る
ま
で
は
、
所
有
権
譲
渡
意
思
と
占
有
仲
介
意
思
を
一
方
的
に
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
考
え
方
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
（
二
１
㈡
〔
20（
頁
〕）。
物
権
的
合
意
に
つ
い
て
は
拘
束
力
を
認
め
る
有
力
説
も
あ
る
が
、
こ
の
立
場
で
す
ら
占
有
改
定
の

合
意
に
つ
い
て
は
拘
束
力
を
否
定
す
る
。
こ
れ
は
、
占
有
改
定
は
現
実
の
引
渡
し
の
代
わ
り
で
あ
る
（
§ 9（0 BGB

）
と
い
う
現
行
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法
の
構
成
に
忠
実
な
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
存
在
し
な
い
動
産
に
つ
い
て
は
現
実
に
こ
れ
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、

「
あ
ら
か
じ
め
の
占
有
改
定
」
が
な
さ
れ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
動
産
取
得
の
つ
ど
合
意
を
お
こ
な
う
煩
雑
さ
が
軽
減
さ
れ
る
に
と
ど
ま

り
、
合
意
時
に
占
有
改
定
の
効
力
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
現
実
に
占
有
を
取
得
し
た
時
点
の
取
得
者
の
意

思
で
あ
る
。
こ
の
「
意
思
」
は
、
合
意
の
拘
束
力
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
規
範
的
な
意
思
で
は
な
く
、「
事
実
」
と
し
て
の
意
思
を

さ
す
。
だ
か
ら
、
占
有
仲
介
者
に
は
合
意
の
撤
回
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
将
来
取
得
さ
れ
る
動
産
の
所

有
権
は
合
意
時
に
は
移
転
せ
ず
、
ま
た
、
そ
の
段
階
で
は
処
分
権
も
存
し
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
二
１
㈢
〔
205
頁
〕）。

　
　

㈡　

分
析
論
・
動
産
譲
渡
論
・
占
有
論

　

こ
の
構
成
は
、
特
殊
ド
イ
ツ
的
な
も
の
な
の
か
。
た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
で
は
分
析
論
が
と
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
判
例）（（
（

が
集
合
物

論
を
採
用
す
る
の
と
は
前
提
が
異
な
る
。
だ
が
、
集
合
物
論
を
採
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
将
来
取
得
す
る
動
産
に
も
占
有
改
定
の

効
力
が
当
然
に
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
集
合
物
そ
れ
自
体
は
観
念
的
存
在
で
あ
り
、
物
理
的
に
は
こ
れ
を
支
配
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
以
上
、
集
合
物
概
念
を
媒
介
と
し
た
占
有
改
定
の
現
在
化
の
論
理
は
、
あ
る
種
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
す
ぎ
な
い
、
と

の
評
価
が
あ
る）（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
―
―
物
の
定
義
（
八
五
条
〔
有
体
物
〕）
と
立
法
者
意
思
に
反
し
て
―
―
集
合
物
な
る
も
の
を
観
念

し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
観
念
的
引
渡
し
（
占
有
改
定
）
を
観
念
的
存
在
に
つ
い
て
も
許
容
し
な
け
れ
ば
、

対
抗
力
の
合
意
時
へ
の
前
倒
し
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

他
方
で
、
日
本
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
の
規
律
を
参
照
し
な
が
ら
、
分
析
論
を
展
開
す
る
有
力
説
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
主
唱
者
は

ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、「
流
動
動
産
譲
渡
担
保
相
互
間
の
優
劣
は
契
約
の
前
後
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き）（（
（

」
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
分
析
論
に
た
ち
つ
つ
分
割
理
論
を
と
ら
な
い
、
と
い
う
立
場
は
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
ド
イ
ツ
動
産
譲
渡
法
の
特
色
は
、

本
稿
の
文
脈
で
は
、
①
義
務
負
担
行
為
か
ら
処
分
行
為
を
切
り
離
し
（
分
離
主
義
〔
物
権
行
為
の
独
自
性
肯
定
〕）、
②
処
分
行
為
を
物

権
的
合
意
と
引
渡
し
か
ら
構
成
す
る
（
形
式
主
義
）
点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
の
占
有
改
定
の
引
渡
し
と
し
て
の
効
力
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を
否
定
す
る
限
り
、
か
り
に
あ
ら
か
じ
め
の
物
権
的
合
意
に
拘
束
力
を
付
与
し
た
と
し
て
も
、
合
意
の
時
点
で
は
処
分
行
為
は
完
成

し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
、
①
独
立
の
処
分
行
為
を
観
念
せ
ず
、
義
務
負
担
行
為
と
一
体
に
な
っ
た
行
為
か
ら
物
権
変
動

の
効
力
が
生
じ
る
（
一
体
主
義
〔
物
権
行
為
の
独
自
性
否
定
〕）
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
り
、
②
物
権
変
動
の
効
力
は
「
当

事
者
の
意
思
表
示
の
み
」
で
生
じ
る
と
明
定
さ
れ
て
い
る
（
一
七
六
条
〔
意
思
主
義
〕）。
そ
う
す
る
と
、
債
権
契
約
で
は
当
然
に
認

め
ら
れ
る
合
意
の
拘
束
力
が
―
―
前
倒
し
さ
れ
た
―
―
「
物
権
的
合
意
」
に
も
認
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
ド
イ
ツ
の
問
題
設
定
自
体

が
成
り
立
た
な
い
（
①
）。
ま
た
、「
引
渡
し
」
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
債
権
契
約
締
結
の
時
点
で
物
権
変
動
に
必
要
な
要
件
が

充
足
さ
れ
る
（
②
）。
だ
が
、
日
本
法
に
お
い
て
も
、「
動
産
に
関
す
る
物
権
の
譲
渡
」
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
に
は
、
動
産
の
「
引

渡
し
」
が
必
要
で
あ
る
（
一
七
八
条
）。
こ
の
次
元
で
は
ド
イ
ツ
と
同
じ
よ
う
に
、「
あ
ら
か
じ
め
の
占
有
改
定
」
の
性
質
と
効
力
の

問
題
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
い
は
、
動
産
譲
渡
の
法
的
構
成
よ
り
は
、
む
し
ろ
引
渡
し
の
捉
え
方
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
日
本
に
お
い
て
は
、
公
示
力
が
弱
い
と
い
う
点
で
は
現
在
動
産
の
占
有
改
定
も
将
来
動
産
の
そ
れ

も
同
程
度
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
の
占
有
改
定
に
対
抗
力
を
付
与
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
、
と
説
く
も
の
が
あ
る）（（
（

。
こ
の
見
方

に
従
え
ば
、
占
有
改
定
は
、
現
実
の
引
渡
し
の
代
替
と
い
う
意
味
で
「
観
念
化
」
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
物
理
的
に
は
だ
れ
も
占
有

を
な
し
え
な
い
時
点
で
占
有
移
転
（
引
渡
し
）
を
お
こ
な
う
可
能
性
を
開
く
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
分
析
論
を
と
る
場
合
に
は
、
占
有
改
定
の
現
在
化
を
肯
定
し
、
あ
る
い
は
動
産
譲
渡
登
記
具
備
時

の
対
抗
力
の
発
生
を
認
め
た
と
し
て
も
、
担
保
所
有
権
は
い
つ
移
転
す
る
の
か
、
合
意
の
時
点
で
第
三
者
に
な
に
を
「
対
抗
」
で
き

る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
将
来
債
権
譲
渡
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
（
後
述
２
㈡
〔
222
頁
〕）
の
と
、
理
論

上
同
じ
レ
ベ
ル
の
問
い
で
あ
る
。

　
　

㈢　

分
割
理
論
の
制
度
的
基
盤

　

日
本
法
の
観
点
か
ら
は
、
分
割
理
論
に
よ
る
と
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
は
担
保
と
し
て
機
能
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
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問
が
生
じ
る
。
実
際
ド
イ
ツ
で
も
、
こ
れ
で
は
「
遅
い
も
の
勝
ち
」
だ
と
批
判
し
て
、
早
い
者
勝
ち
原
理
の
導
入
を
試
み
る
見
解
が

あ
っ
た
（
三
３
㈡
⑵
⒜
〔
21（
頁
〕）。
だ
が
、
こ
の
見
解
は
異
説
の
域
を
で
て
い
な
い
。
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
は
「
リ
ス
キ
ー
」
な

担
保
（
三
１
㈡
〔
209
頁
〕）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
取
扱
い
の
背
景
に
は
、
次

の
事
情
が
あ
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ド
イ
ツ
譲
渡
担
保
法
で
は
、
所
有
権
的
（
担
保
信
託
）
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
。
完
全
権
が
移
転
し
、
担
保
目
的
は
債
権
的
拘
束

に
と
ど
ま
る
か
ら
、
理
論
上
後
順
位
担
保
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い）（（
（

。
ま
た
、
譲
渡
担
保
に
は
付
従
性
が
存
し
な
い
。
だ
か

ら
、
債
務
者
が
被
担
保
債
権
を
弁
済
し
て
も
、
所
有
権
は
自
動
的
に
は
設
定
者
に
復
帰
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
最
初
に
譲
渡
担
保

の
設
定
を
受
け
た
債
権
者
の
地
位
が
、
い
き
お
い
強
く
な
る
。
そ
の
う
え
、
現
行
法
で
は
、
日
本
の
特
例
法
の
よ
う
な
一
般
的
な
登

記
・
登
録
制
度
は
存
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
後
続
の
与
信
者
に
は
、
設
定
者
の
担
保
余
力
を
認
識
す
る
た
め
の
制
度
的
手
当
が
与

え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
新
た
な
融
資
を
受
け
に
く
く
な
る
、
と
い
う
点
で
債
務
者
に
も
不
利
に
な
る
。
登
記
・
登
録
制

度
が
な
い
こ
と
は
、
後
順
位
担
保
権
の
設
定
を
妨
げ
る
制
度
上
の
障
害
に
も
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
比
較
法
的
に
み
て

も
珍
し
い
と
さ
れ
る
、
過
剰
担
保
の
法
理
が
発
展
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
み
ら
れ
る）（（
（

。
同
法
理
は
担
保
価
値
と
被
担
保

債
権
額
の
不
均
衡
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
始
的
過
剰
担
保
を
無
効
と
す
る
一
方
で
、
後
発
的
過
剰
担
保
の
際
に
は
設
定
者
に
、

契
約
に
内
在
す
る
解
放
請
求
権
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
解
放
請
求
権
は
、
担
保
価
値
が
被
担
保
債
権
額
の
一
一
〇
パ
ー

セ
ン
ト
（
捕
捉
限
度
）
を
超
え
る
場
合
に
生
じ
る
。

　

分
割
理
論
も
ま
た
、
過
剰
担
保
の
法
理
と
同
様
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
も

の
と
し
て
、
合
意
の
拘
束
力
を
否
定
す
る
理
論
は
、
一
人
の
債
権
者
が
将
来
取
得
さ
れ
る
動
産
に
つ
き
他
の
債
権
者
を
排
し
て
こ
れ

を
独
占
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
、
早
い
者
勝
ち
原
理
を
導
入
す
る
と
、
設
定
者
が
新
た
に
融
資
を
受
け
る
際

に
問
題
が
生
じ
る
と
説
か
れ
て
い
た
こ
と
（
三
３
㈡
⑵
⒜
〔
215
頁
〕）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
分
割
理
論
は
、
―
―
将
来
動
産
譲
渡
一
般
に



221

ドイツ法における将来動産と将来債権の譲渡担保

通
用
す
る
―
―
動
産
譲
渡
論
と
占
有
論
の
理
論
的
帰
結
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
商
品
倉

庫
の
譲
渡
担
保
と
い
う
場
を
顧
慮
す
れ
ば
、
そ
の
正
当
性
は
、
ド
イ
ツ
譲
渡
担
保
制
度
の
仕
組
み
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

包
括
債
権
譲
渡
担
保

　
　

㈠　

純
粋
な
意
思
主
義

　

ド
イ
ツ
で
は
動
産
と
同
じ
よ
う
に
、
債
権
に
つ
い
て
も
分
析
論
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
動
産
と
は
異
な
り
、

債
権
に
つ
い
て
は
「
集
合
債
権
」
を
観
念
し
な
い
の
が
一
般
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
集
合
債
権
の
譲
渡
を
個
別
債
権
の
束
を
譲
渡

す
る
も
の
と
捉
え
る
点
で
は
、
両
国
の
間
に
相
違
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
譲
渡
の
構
造
は
基
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
法
は
フ
ラ
ン
ス
型
の
対
抗
要
件
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
一
の
債
権
が
二
重
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
・
承
諾
（
四
六
七
条
二
項
）
あ

る
い
は
債
権
譲
渡
登
記
（
動
産
債
権
譲
渡
特
四
条
一
項
）
に
よ
っ
て
、
第
三
者
対
抗
要
件
を
先
に
具
備
し
た
ほ
う
が
優
先
す
る
。
将
来

債
権
の
譲
渡
に
お
い
て
も
、
債
権
発
生
前
に
第
三
者
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き）（（
（

、
か
つ
、
そ
の
効
力
は
債
権
発
生
時
で
は

な
く
対
抗
要
件
具
備
時
に
生
じ
る
と
み
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
そ
う
す
る
と
、
債
権
が
移
転
す
る
の
は
い
つ
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
少
な
く

と
も
二
重
譲
渡
の
規
律
に
関
す
る
限
り
で
は
理
論
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
他
方
で
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
処
分
行
為
と
し

て
の
債
権
譲
渡
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
債
権
は
譲
受
人
に
移
転
す
る
。
通
知
・
承
諾
や
登
記
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

の
よ
う
に
純
粋
な
意
思
主
義
が
通
用
し
て
い
る
た
め
、
当
事
者
間
の
債
権
移
転
効
と
そ
の
対
第
三
者
効
が
直
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

こ
の
枠
組
み
に
よ
る
と
、
現
在
債
権
譲
渡
の
競
合
は
、
譲
渡
合
意
の
時
間
的
な
順
序
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
譲

渡
合
意
に
よ
っ
て
第
三
者
と
の
関
係
も
含
め
て
債
権
が
移
転
す
る
以
上
、
譲
渡
人
が
そ
の
後
に
債
権
譲
渡
の
合
意
を
し
た
と
し
て
も
、
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（
な
ん
ぴ
と
も
自
己
が
有
し
な
い
も
の
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
）“ 

の
原
則
に
よ
っ
て
「
空
振
り
」
に

な
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
だ
が
、
こ
の
説
明
が
将
来
債
権
に
も
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
第
一
譲
渡
合
意
が
な
さ
れ
て
も
、

対
象
と
な
る
債
権
が
ま
だ
発
生
し
て
い
な
い
以
上
、
第
二
譲
渡
は
空
振
り
に
な
ら
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

㈡　

早
い
者
勝
ち
原
理
と
そ
の
基
礎
づ
け

　

と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
は
、
将
来
債
権
に
つ
い
て
も
現
在
債
権
と
同
様
に
、
早
い
者
勝
ち
原
理
の
適
用
が
あ
る
と
し

て
い
る
（
三
２
㈠
〔
209
頁
〕）。
債
権
者
Ａ
が
債
務
者
Ｂ
か
ら
将
来
債
権
群
α
に
つ
き
譲
渡
担
保
の
設
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
Ｂ
が

事
後
他
の
債
権
者
Ｃ
に
α
を
譲
渡
担
保
に
供
し
た
と
し
て
も
、
の
ち
に
α
が
発
生
し
た
時
に
は
、
Ａ
が
こ
れ
を
取
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
規
律
は
ど
の
よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
。

　

ま
ず
、
債
権
移
転
の
効
力
が
生
じ
る
の
は
譲
渡
合
意
時
で
は
な
く
、
債
権
発
生
時
で
あ
る
（
二
２
㈢
〔
20（
頁
〕）。
こ
の
点
に
は
争

い
が
な
い
。
日
本
の
「
契
約
時
移
転
説
」
の
な
か
に
は
、
債
権
移
転
の
効
力
が
生
じ
る
の
は
契
約
時
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
が
あ

る
が
、
こ
の
考
え
方
は
ド
イ
ツ
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い）（（
（

。

　

そ
う
す
る
と
、
前
述
の
疑
問
が
あ
て
は
ま
り
そ
う
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
譲
受
人
が
第
二
譲
受
人
に
優
先
す
る
と
さ

れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
本
稿
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
次
の
三
つ
の
理
論
構
成
で
あ
る
（
三
２
㈡
〔
210
頁
〕）。
①
債
権
発
生
時
に
債
権
移

転
の
遡
及
効
が
生
じ
る
、
②
譲
渡
合
意
時
に
譲
渡
人
は
、
⒜
処
分
権
あ
る
い
は
、
⒝
（
将
来
債
権
者
と
な
る
）
法
的
地
位
を
喪
失
す

る
、
③
無
権
限
者
が
多
重
処
分
を
し
た
あ
と
で
「
対
象
を
取
得
し
」
た
た
め
に
追
完
が
生
じ
た
場
合
（
§ 185 II 1 BGB

〔
将
来
効
〕）

に
は
、「
先
の
処
分
の
み
」
が
有
効
に
な
る
と
す
る
ル
ー
ル
（
§ 185 II 2 BGB

）
を
類
推
適
用
す
る
。
現
在
の
判
例
は
、
処
分
対
象

が
将
来
発
生
す
る
債
権
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
譲
渡
合
意
時
に
そ
の
処
分
権
が
失
わ
れ
る
と
構
成
し
て
い
る
（
⑵
⒜
に
属

す
る
）。
こ
の
解
釈
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
は
、（
譲
渡
合
意
時
に
生
じ
る
）
処
分
要
件
の
充
足
（
処
分
権
喪
失
）
と
、（
債
権
発
生

時
に
生
じ
る
）
処
分
効
果
の
発
生
（
債
権
移
転
）
が
分
離
す
る
、
と
の
理
解
で
あ
る
（
三
３
㈡
⑴
〔
21（
頁
〕）。
①
と
②
は
将
来
債
権
の
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処
分
を
権
限
者
に
よ
る
処
分
と
構
成
す
る
の
に
対
し
て
、
③
は
無
権
限
者
の
処
分
と
同
視
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
①
と
②
は
譲
渡
合

意
時
に
処
分
権
（
あ
る
い
は
法
的
地
位
）
の
存
在
と
（
そ
の
遡
及
的
）
喪
失
を
認
め
る
が
、
③
に
よ
れ
ば
処
分
権
は
債
権
発
生
時
に
は

じ
め
て
生
じ
る
。
他
方
、
②
と
③
は
現
在
債
権
譲
渡
と
将
来
債
権
譲
渡
の
構
造
を
区
別
す
る
の
に
対
し
、
①
は
両
者
の
等
置
を
志
向

す
る
。

　

①
の
構
成
は
、
ド
イ
ツ
で
は
一
般
化
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
国
際
的
な
ル
ー
ル
の
な
か
で
は
広
く
み
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
（A

rt. 11:202 (2) PECL; A
rt. III.-5:11（ (2) D

CFR; A
rt. 2.1.22 PICC

）。
将
来
債
権
の
財
貨
性
を
現
在
債
権
の
そ
れ
と

同
じ
程
度
に
評
価
す
べ
き
と
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
構
成
が
最
も
簡
明
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
遡
及
効
が
生
じ
る
理
由
を
理

論
的
に
説
明
す
る
の
は
、
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（
（

。
②
に
類
し
た
方
向
は
、
日
本
法
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
⒜
契
約
時
に
「
将
来

債
権
の
処
分
権
」
が
移
転
す
る
と
み
る
見
解）（（
（

と
、
⒝
「
将
来
債
権
の
発
生
原
因
と
な
る
法
律
関
係
に
基
づ
き
、
債
権
発
生
時
に
原
始

的
に
債
権
者
と
な
る
と
い
う
法
的
地
位
」
が
移
転
す
る
と
捉
え
る
見
解）（（
（

が
そ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
判
例
を
参
照
し
つ
つ
、
⒜
の

「
処
分
権
」
構
成
を
志
向
す
る
も
の
も
現
れ
て
い
る）（（
（

。
だ
が
、
ド
イ
ツ
の
判
例
の
よ
う
に
、
処
分
対
象
と
し
て
の
権
利
が
発
生
し
な

い
段
階
で
、
そ
の
権
利
に
か
か
る
処
分
権
を
構
成
す
る
こ
と
に
は
批
判
も
あ
る
（
三
３
㈡
⑵
⒝
〔
21（
頁
〕）。
処
分
権
は
人
の
属
性
・

能
力
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
処
分
の
対
象
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
の
立
場
を
前
提
に
早

い
者
勝
ち
原
理
を
基
礎
づ
け
る
者
は
、
③
に
依
拠
し
て
い
る
。
③
の
見
解
の
特
徴
は
、
⒤
譲
渡
合
意
時
に
は
処
分
権
は
存
在
し
な
い
、

ⅱ
債
権
移
転
効
は
債
権
発
生
時
に
生
じ
る
と
し
つ
つ
、
競
合
の
対
象
は
譲
渡
人
が
お
こ
な
っ
た
「
処
分
」
で
あ
る
と
構
成
し
、
処
分

相
互
の
優
劣
を
問
題
と
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
構
成
は
、
対
抗
要
件
主
義
を
と
る
日
本
法
の
も
と
で
、
⒤
と
ⅱ
の
命
題
を
共
有
し
た

う
え
で
、
将
来
債
権
譲
渡
の
「
対
抗
」
の
対
象
は
「
権
利
移
転
」
で
は
な
く
「
譲
渡
契
約
」
で
あ
る
、
と
構
成
す
る
見
解）（（
（

と
親
和
的

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
両
者
に
は
異
な
る
部
分
も
多
い
。
純
粋
な
意
思
主
義
と
対
抗
要
件
主
義
、
分
離
主
義
と
一
体
主

義
と
い
っ
た
債
権
譲
渡
法
制
に
由
来
す
る
相
違
を
除
く
と
、
と
り
わ
け
次
の
点
が
重
要
で
あ
る
。
③
は
将
来
債
権
譲
渡
の
競
合
を
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「
無
権
限
」
処
分
の
競
合
に
類
す
る
も
の
と
み
、
し
た
が
っ
て
（
現
在
債
権
の
）
権
限
譲
渡
が
競
合
し
た
場
合
を
射
程
外
に
お
い
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
対
抗
の
対
象
を
「
譲
渡
契
約
」
と
す
る
構
成
に
よ
れ
ば
、
競
合
す
る
の
が
現
在
債
権
譲
渡
で
あ
る
か
将
来
債

権
譲
渡
で
あ
る
か
、
権
限
者
に
よ
る
譲
渡
で
あ
る
か
無
権
限
者
に
よ
る
譲
渡
で
あ
る
か
は
問
わ
れ
な
い
。
す
べ
て
譲
渡
契
約
の
対
抗

と
い
う
か
た
ち
で
一
元
的
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

㈢　

将
来
財
産
処
分
の
平
準
化

　

も
っ
と
も
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
包
括
債
権
譲
渡
担
保
の
競
合
に
早
い
者
勝
ち
原
理
が
適
用
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
り
う
る
。
商

品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
で
は
分
割
理
論
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
現
在
の
判
例
に
理
論
的
基
礎
を
提
供
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
動
産
譲
渡

で
は
債
権
譲
渡
と
は
異
な
り
、
処
分
行
為
の
構
成
要
件
と
し
て
、
譲
渡
合
意
の
ほ
か
に
「
引
渡
し
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
処

分
要
件
の
充
足
と
処
分
効
果
の
発
生
、
言
い
換
え
れ
ば
処
分
権
喪
失
と
権
利
移
転
の
効
力
を
時
間
的
に
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
三
３
㈡
⑴
〔
21（
頁
〕）。

　

け
れ
ど
も
、
ド
イ
ツ
譲
渡
担
保
法
で
は
構
造
的
に
、
一
譲
渡
担
保
権
者
が
担
保
目
的
物
を
独
占
す
る
事
態
が
生
じ
や
す
い
（
前
述

１
㈢
〔
220
頁
〕）。
こ
の
こ
と
は
債
権
を
目
的
と
す
る
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
も
、
債
権
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
は
動
産
譲
渡
担

保
と
は
異
な
り
、
譲
渡
合
意
の
み
で
こ
れ
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
過
剰
担
保
法
理
の
適
用
が
問
題
と
な
る
典
型
的
な

例
は
、
包
括
債
権
譲
渡
担
保
で
あ
る
。
ま
た
、
権
利
発
生
前
の
処
分
対
象
の
存
在
や
処
分
権
の
喪
失
を
認
め
る
こ
と
に
は
批
判
が
あ

る
（
三
３
㈡
⑵
⒝
〔
215
頁
〕）。
右
に
引
い
た
見
解
自
体
が
、
そ
も
そ
も
将
来
債
権
譲
渡
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

な
観
点
か
ら
は
疑
問
が
あ
る
が
、「
慣
習
法

0

0

0

」
に
よ
っ
て
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
説
い
て
い
る
点）（（
（

が
興
味
深
い
。

　

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
包
括
債
権
譲
渡
担
保
に
も
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
と
同
様
に
、
債
権
譲
渡
の
合
意
の
撤
回
、
し
た
が
っ
て

ま
た
分
割
理
論
の
適
用
を
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
三
３
㈡
⑵
⒝
〔
21（
頁
〕）
は
驚
く
に
値
し
な
い
。
ま
た
、

早
い
者
勝
ち
原
理
を
維
持
す
る
場
合
で
も
、
無
権
限
処
分
に
類
し
た
も
の
と
構
成
す
る
見
解
（
§ 185 II 2 BGB

類
推
適
用
説
〔
③
〕）
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に
依
拠
す
る
も
の
（
三
３
㈡
⑵
⒝
〔
21（
頁
〕）
が
有
力
で
あ
る
（
根
拠
づ
け
の
相
違
が
も
た
ら
す
影
響
に
つ
き
、
後
述
五
１
〔
22（
頁
〕）。

　

五　

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
本
稿
と
か
か
わ
り
が
深
い
も
の
の
、
紙
幅
の
関
係
上
論
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
つ
き
、
問
題
の
所
在
を
簡

単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

１　

倒
産
手
続

　

第
一
は
、
倒
産
手
続
開
始
申
立
後
ま
た
は
開
始
後
に
取
得
さ
れ
た
権
利
の
規
律
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
と
く
に
包
括
債
権
譲
渡
担

保
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
倒
産
手
続
が
開
始
す
る
と
、
債
務
者
の
管
理
処
分
権
は
制
限
さ
れ
（
§ 80 InsO

）、
債
務
者
が
そ

の
後
に
な
し
た
倒
産
財
団
に
属
す
る
財
産
の
処
分
は
無
効
に
な
る
（
§ 81 InsO

）。
の
み
な
ら
ず
、
§ 91 InsO

は
財
団
保
護
の
観

点
か
ら
、「
倒
産
財
団
の
対
象
上
の
権
利
」
は
「
債
務
者
の
処
分
…
…
に
基
づ
か
な
く
て
も
」、
手
続
開
始
後
に
は
こ
れ
を
有
効
に
取

得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
定
め
る
。

　

で
は
、
譲
渡
合
意
は
手
続
開
始
前
に
な
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
目
的
債
権
が
生
じ
た
の
は
手
続
開
始
後
で
あ
っ
た
場
合
、
譲
渡
担
保

権
者
は
同
債
権
か
ら
別
除
的
満
足
（
§ 51 ①

 InsO

）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
平
時
に
な
さ
れ
た
譲
渡
合

意
に
よ
っ
て
譲
渡
人
は
す
で
に
処
分
権
を
喪
失
す
る
。
だ
か
ら
、
§ 81 InsO

に
よ
っ
て
は
処
分
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
だ
が
、

目
的
債
権
が
移
転
す
る
の
は
債
権
発
生
時
で
あ
る
。
こ
こ
で 

§ 91 InsO
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
条
は
財
団
保
護
の
た
め

に
、
債
務
者
の
処
分
に
基
づ
か
な
い
権
利
取
得
を
妨
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
譲
渡
合
意
時
の
処
分
権
の
喪
失
を

否
定
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
債
権
移
転
は 

§ 81 InsO

に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
と
み
る
の
が
論
理
的
で
あ
る
。
こ
の
適
用
条
文
の
相
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違
は
、
倒
産
手
続
開
始
申
立
後
、
保
全
処
分
が
命
じ
ら
れ
て
債
務
者
の
処
分
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
（
§ 21 II ②

 InsO

）
間
に
、

目
的
債
権
が
発
生
し
た
場
合
の
処
理
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
に
よ
る
処
分
制
限
の
効
力
を
定
め
る 

§ 2（ I 

InsO
は
、
§ 81 InsO

を
準
用
す
る
に
と
ど
ま
り
、
§ 91 InsO

を
引
い
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
§ 91 InsO

説
に
よ
る
と
、

こ
の
場
合
に
は
譲
渡
担
保
権
者
が
債
権
を
取
得
で
き
る
こ
と
に
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
そ
の
ほ
か
、
譲
受
人
が
債
権
の
源
泉
価
値

を
優
先
的
に
把
握
し
て
い
る
場
合
に
は
異
な
る
規
律
が
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

以
上
の
分
析
に
よ
る
と
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
の
目
的
動
産
が
倒
産
手
続
開
始
後
に
取
得
さ
れ
た
場
合
に
は
、
§ 81 InsO

の

適
用
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
の
物
権
的
合
意
・
占
有
改
定
に
よ
っ
て
は
、
処
分
権
の
喪
失
は
生
じ
な
い
と
解
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
§ 91 InsO

を
引
く
見
解
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
論
理
整
合
性
に
つ
い
て
は
別
稿

で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

２　

取
得
プ
ロ
セ
ス

　

第
二
は
、
取
得
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
で
あ
る
。
将
来
動
産
・
債
権
が
取
得
さ
れ
た
場
合
に
そ
の
動
産
・
債
権
は
、
譲
渡
担
保
権
者
が

直
接
取
得
す
る
（
直
接
的
取
得
）
の
か
、
い
っ
た
ん
設
定
者
に
「
論
理
上
の
瞬
間
」
移
転
し
た
あ
と
で
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
す
る

の
か
（
経
由
的
取
得
）。

　

こ
の
問
題
の
実
益
は
と
く
に
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
と
賃
貸
人
の
法
定
質
権
（
§ 5（2 BGB

）
の
優
劣
、
お
よ
び
§ 91 InsO

の
適
用
可
能
性
（
同
条
は
「
倒
産
財
団
の
対
象
上
の
権
利
」
と
し
て
い
る
）
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
取
得
プ
ロ
セ
ス
の
構

成
そ
の
も
の
は
法
的
評
価
を
含
ま
な
い
。
そ
こ
で
、
方
法
論
上
の
問
題
と
し
て
、
直
接
的
取
得
・
経
由
的
取
得
の
対
立
か
ら
具
体
的

な
問
題
に
つ
き
演
繹
的
に
結
論
を
引
き
出
す
の
は
正
当
で
な
い
、
と
の
見
方
も
有
力
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
し
ば
し
ば
、
取

得
プ
ロ
セ
ス
の
構
成
と
処
分
権
の
存
否
の
問
題
が
、
ば
ら
ば
ら
に
議
論
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
だ
が
、
両
問
題
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
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の
か
に
つ
い
て
は
、
処
分
権
の
性
質
と
対
象
を
踏
ま
え
て
あ
ら
た
め
て
検
討
を
く
わ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

＊　

本
稿
の
基
礎
に
な
っ
た
の
は
、
Ａ
Ｂ
Ｌ
法
制
研
究
会
に
お
け
る
報
告
原
稿
で
あ
る
。
報
告
の
際
に
は
、
本
稿
を
献
呈
さ
せ
て
い
た
だ
く

池
田
真
朗
教
授
（
慶
應
義
塾
大
学
）
を
は
じ
め
、
中
島
弘
雅
教
授
（
慶
應
義
塾
大
学
）、
森
田
修
教
授
（
東
京
大
学
）、
ド
イ
ツ
法
の
共
同

研
究
者
で
あ
る
、
池
田
雅
則
教
授
（
名
古
屋
大
学
）、
三
上
威
彦
教
授
（
慶
應
義
塾
大
学
）、
石
田
剛
教
授
（
大
阪
大
学
）、
藤
井
徳
展
准

教
授
（
大
阪
市
立
大
学
）
な
ど
、
様
々
な
先
生
方
か
ら
多
数
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
、
本
稿
に
残
さ
れ
て
い
る
誤
り
は
、
す
べ
て
筆
者
の
責
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。

＊
＊　

本
稿
は
、
平
成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
B
：
課
題
番
号22（（0092

）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。

（
1
）　

米
倉
明
『
譲
渡
担
保
の
研
究
』
一
一
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
）〔
初
出
一
九
六
八
年
〕、
古
積
健
三
郎
「『
流
動
動
産
譲
渡
担

保
』
に
関
す
る
理
論
的
考
察
（
一
）（
二
・
完
）」
論
叢
一
三
三
巻
二
号
一
六
頁
、
六
号
五
一
頁
（
一
九
九
三
年
）、
池
田
雅
則
「
集
合
財

産
担
保
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
一
）（
二
）」
北
法
四
五
巻
四
号
五
一
頁
、
五
号
九
一
頁
（
一
九
九
四
年
）。
本
稿
と
と
く
に
関
連
す
る

の
は
、
清
水
裕
一
郎
「
複
数
の
譲
渡
担
保
の
競
合
」
法
学
研
究
論
集
三
九
号
二
一
七
頁
（
二
〇
一
三
年
）。

（
2
）　

藤
井
徳
展
「
将
来
債
権
の
包
括
的
譲
渡
の
有
効
性
（
一
）（
二
・
完
）」
民
商
一
二
七
巻
一
号
二
二
頁
、
二
号
一
九
〇
頁
（
二
〇
〇
二

年
）、
石
田
剛
『
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
研
究
』
二
六
七
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）〔
初
出
二
〇
一
二
年
〕。
倒
産
法
の
観
点
か
ら

平
時
の
理
論
に
も
論
及
す
る
も
の
と
し
て
、
和
田
勝
行
『
将
来
債
権
譲
渡
担
保
と
倒
産
手
続
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）。

（
（
）　

こ
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
森
田
宏
樹
「
事
業
の
収
益
性
に
着
目
し
た
資
金
調
達
モ
デ
ル
と
動
産
・
債
権
譲
渡
公
示
制
度
」
金
融
法
研

究
二
一
号
八
一
頁
（
二
〇
〇
五
年
）、
中
田
裕
康
「
将
来
又
は
多
数
の
財
産
の
担
保
化
」
金
融
法
務
研
究
会
編
『
動
産
・
債
権
譲
渡
担
保

融
資
に
関
す
る
諸
課
題
の
検
討
』
一
四
頁
（
金
融
法
務
研
究
会
事
務
局
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。

（
（
）　M

oritz B
RIN

K
M

A
N

N , K
reditscherheiten an bew

eglichen Sachen und Forderungen: Eine m
ateriell-, insolvenz- und 

kollisionsrechtliche Studie des Rechts der M
obiliarsicherheiten vor dem

 H
intergrund internationaler und 
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europäischer Entw

icklungen, T
übingen 2011, S. （（（. 

「
組
み
合
わ
せ
」
方
式
の
意
義
と
限
界
に
つ
き
、T

hom
as G

RÄ
D

LER , D
ie 

M
öglichkeiten der globalen Belastung von U

nternehm
en im

 deutschen Recht: D
argestellt am

 Beispiel der 
englischen floating charge, T

übingen 201（.
（
5
）　

前
掲
注（
1
）（
2
）。
そ
の
ほ
か
、
池
田
真
朗
＝
中
島
弘
雅
＝
森
田
修
編
『
動
産
債
権
担
保
―
比
較
法
の
マ
ト
リ
ク
ス
』（
商
事
法
務
、

近
刊
）
の
ド
イ
ツ
法
の
箇
所
を
参
照
。

（
（
）　

将
来
債
権
の
広
狭
二
義
に
つ
き
、
和
田
・
前
掲
注（
2
）一
七
頁
参
照
。

（
（
）　H

arm
 Peter W

EST
ERM

A
N

N /K
arl-H

einz G
U

RSK
Y /D

ieter E
ICK

M
A

N
N , Sachenrecht, begründet von H

arry W
EST

ERM
A

N
N , 

8. A
ufl., H

eidelberg ua 2011, 

§ 2, Rn. 10 [H
.P. W

EST
ERM

A
N

N ].

（
8
）　M

anfred W
O

LF /M
arina W

ELLEN
H

O
FER , Sachenrecht, 29. A

ufl., M
ünchen 201（, 

§ （, Rn. 22, 

§ （, Rn. （0. 

詳
し
く
は
、
亀

田
浩
一
郎
「
ド
イ
ツ
譲
渡
法
理
に
お
け
る
占
有
改
定
の
内
容
（
一
）（
二
）」
法
論
八
一
巻
一
号
一
二
七
頁
、
四
＝
五
号
六
一
頁
（
二
〇
〇

八
～
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
9
）　H

ansjörg W
EBER /Jörg-A

ndreas W
EBER , K

reditsciherungsrecht, 9. A
ufl., M

ünchen 2012, S. 1（5.

（
10
）　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
「
あ
ら
か
じ
め
の
占
有
改
定
」
に
一
括
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
。H

ans Josef W
IELIN

G , Sachenrecht, 
Bd. 1, 2. A

ufl., Berlin/H
eidelberg 200（, 

§ 9 V
II （ b, Fn. 2（. 

（
11
）　

概
念
規
定
に
つ
き
、W

IELIN
G , Sachenrecht I 2 (Fn. 10), 

§ 9 V
II （ b, S. （（（ m

.w
.N

. 

以
下
の
引
用
文
も
同
所
。

（
12
）　Statt vieler Fritz B

A
U

R /Jürgen F. B
A

U
R /Rolf S

T
Ü

RN
ER , Sachenrecht, 18. A

ufl., M
ünchen 2009, 

§ 51, Rn. （1.

（
1（
）　Rolf S

ERICK , Eigentum
svorbehalt und Sicherungsübertragung, Bd. （, H

eidelberg 19（（, 

§ （9, S. （88.

（
1（
）　BGH

, W
M

 19（5, 12（8. 

以
下
の
二
点
を
撤
回
理
論
の
制
約
と
位
置
づ
け
る
視
点
に
関
し
て
は
、vgl. Staudinger/W

IEGA
N

D , 
BGB 2011 (Fn. 1（), 

§ 929, Rn. 8（.

（
15
）　

こ
の
定
式
化
は
、B

RIN
K

M
A

N
N , K

reditscherheiten (Fn. （), S. 1（1.

（
1（
）　BGH

, W
M

 19（0, 122（. 

（
1（
）　J. von Staudingers K

om
m

entar zum
 Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlin 2011, 

§ 929, Rn. 82 m
.w

.N
. [W

olfgang 
W

IEGA
N

D ]; M
ünchener K

om
m

entar zum
 BGB, （. A

ufl., M
ünchen 201（, 

§ 929, Rn. （1 m
.w

.N
. [Jürgen O

ECH
SLER ].
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（
18
）　W

IELIN
G , Sachenrecht I 2 (Fn. 10), 

§ 1 III 2 c, S. （（-（8; W
EST

ERM
A

N
N /H

.P. W
EST

ERM
A

N
N , Sachenrecht 8 (Fn. （), 

§ （（, 
Rn. 11-12. 

（
19
）　W

IELIN
G , Sachenrecht I 2 (Fn. 10), 

§ 9 V
II （ b, S. （（（; W

EST
ERM

A
N

N /H
.P. W

EST
ERM

A
N

N , Sachenrecht 8 (Fn. （), 

§ （9, 
Rn. 11.

（
20
）　W

EST
ERM

A
N

N /H
.P. W

EST
ERM

A
N

N , Sachenrecht 8 (Fn. （), 

§ （9, Rn. 11.

（
21
）　So Staudinger/W

IEGA
N

D , BGB 2011 (Fn. 1（), 

§ 9（0, Rn. （（.

（
22
）　Staudinger/W

IEGA
N

D , BGB 2011 (Fn. 1（), A
nh zu 

§§ 929-9（1, Rn. 1（1; M
ünchkom

m
/O

ECH
SLER , BGB

（ (Fn. 1（), A
nh. 

§§ 929-9（（, Rn. 1（.

（
2（
）　RGZ （（, 1（（.

（
2（
）　A

lexander B. S
IM

O
K

A
T , D

ie V
erfügungsm

acht, Berlin 201（, S. 9（.

（
25
）　W

EST
ERM

A
N

N /H
.P. W

EST
ERM

A
N

N , Sachenrecht 8 (Fn. （), 

§ 2, Rn. 11.

（
2（
）　

古
屋
壮
一
『
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
制
度
の
研
究
』
二
八
頁
（
嵯
峨
野
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）〔
初
出
二
〇
〇
三
年
〕。

（
2（
）　B

A
U

R /S
T

Ü
RN

ER , Sachenrecht 18 (Fn. 12), 

§ 58, Rn. 1.

（
28
）　BGH

, N
JW

-RR 2010, 192.

（
29
）　H

erbert S
CH

IM
A

N
SK

Y /H
erm

ann-Josef B
U

N
T

E /H
ans-Jürgen L

W
O

W
SK

I  (H
rsg.), Bankrechts-H

andbuch, Bd. 1, （. A
ufl., 

M
ünchen 2011, 

§ 95, Rn. （0 [H
ans Gerhard G

A
N

T
ER ]; J. von Staudingers K

om
m

entar zum
 Bürgerlichen Gesetzbuch, 

Berlin 2012, 

§ （98, Rn. （1 [Jan B
U

SCH
E ]; Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, （（. A

ufl., M
ünchen 201（, 

§ （98, Rn. 11 
[Christian G

RÜ
N

EBERG ].

（
（0
）　BGH

Z （2, （（（. 

（
（1
）　K

arl L
A

REN
Z , Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. 1, 1（. A

ufl., M
ünchen 198（, 

§ （（ III, S. 585 m
it Fn. （（; M

ünchener 
K

om
m

entar zum
 BGB, （. A

ufl., M
ünchen 2012, 

§ （98, Rn. （9 [Günter H
. R

O
T

H ].

（
（2
）　BGH

Z 1（（, （（（.

（
（（
）　Staudinger/B

U
SCH

E , BGB 2012 (Fn. 29), 

§ （98, Rn. （1; M
ünchK

om
m

/R
O

T
H , BGB

（ (Fn. （1), 

§ （98, Rn. （9.
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（
（（
）　BGH

, W
M

 19（0, 122（. 

こ
の
判
決
に
つ
き
詳
し
く
は
、
清
水
・
前
掲
注（
1
）二
二
二
頁
。

（
（5
）　Peter B

Ü
LO

W , Recht der K
reditsicherheiten, 8. A

ufl., H
eidelberg ua 2012, Rn. 1（10, 1（（2 und 1（（（a; ferner G

A
N

T
ER , 

in: Bankrechts-H
andbuch I （ (Fn. 29), 

§ 95, Rn. 15（; Staudinger/W
IEGA

N
D , BGB 2011 (Fn. 1（), A

nh zu 

§§ 929-9（1, Rn. 
280; M

ünchkom
m

/O
ECH

SLER , BGB
（ (Fn. 1（), A

nh. 

§§ 929-9（（, Rn. 19.
（
（（
）　BGH

, W
M

 19（0, 122（

とB
Ü

LO
W , K

reditsicherheiten
8 (Fn. （5), Rn. 1（10

は
①
に
照
準
を
合
わ
せ
る
が
、
一
般
に
は
、
①

と
②
の
双
方
が
挙
げ
ら
れ
る
。Staudinger/W

IEGA
N

D , BGB 2011 (Fn. 1（), A
nh zu 

§§ 929-9（1, Rn. 280; M
ünchkom

m
/

O
ECH

SLER , BGB
（ (Fn. 1（), A

nh. 

§§ 929-9（（, Rn. 19; G
A

N
T

ER , in: Bankrechts-H
andbuch I （ (Fn. 29), 

§ 95, Rn. 15（. 

①
に
つ

き
拘
束
力
肯
定
説
に
た
つ
場
合
（
二
１
㈡
〔
20（
頁
〕
参
照
）
に
は
、
②
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
（（
）　G

A
N

T
ER , in: Bankrechts-H

andbuch I （ (Fn. 29), 

§ 95, Rn. 15（. 

（
（8
）　Rainer B

A
RBIER , K

onkurrierende vorw
eggenom

m
ene Sicherungsübereignungen: Bew

ältigung einer unbefrie-
digenden Rechtslage, in: ZIP 1985, S. 521.

（
（9
）　H

ans-Jürgen L
W

O
W

SK
I /Gero F

ISCH
ER /K

atja L
A

N
GEN

BU
CH

ER  (H
rsg.), D

as Recht der K
reditsicherung, 9. A

ufl., Berlin 
2011, 

§ 11, Rn. 9, auch vgl. Rn. 1（ [L
W

O
W

SK
I ].

（
（0
）　Staudinger/W

IEGA
N

D , BGB 2011 (Fn. 1（), A
nh zu 

§§ 929-9（1, Rn. 280, vgl. 

§ 929, Rn. 8（. 

（
（1
）　L

W
O

W
SK

I , in: D
as Recht der K

reditsicherung
9 (Fn. （9), 

§ 11, Rn. 9.

（
（2
）　So G

A
N

T
ER , in: Bankrechts-H

andbuch I （ (Fn. 29), 

§ 95, Rn. 15（, ferner vgl. Rn. 15（. 

（
（（
）　Peter H

Ä
N

SELER , D
ie Globalzession, Zürich 1991, S. 15（. 

包
括
債
権
譲
渡
担
保
の
競
合
は
、
個
別
債
権
譲
渡
担
保
と
同
一
の

枠
組
み
で
処
理
さ
れ
る
。Staudinger/B

U
SCH

E , BGB 2012 (Fn. 29), Einl zu 

§§ （98 ff., Rn. 10（. 

他
方
、
包
括
債
権
譲
渡
担
保

（
金
銭
信
用
）
と
延
長
さ
れ
た
譲
渡
担
保
（
商
品
信
用
）
が
競
合
し
た
場
合
に
は
、
例
外
ル
ー
ル
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
米
倉
明
『
所
有
権
留
保
の
研
究
』
一
四
五
頁
（
新
青
出
版
、
一
九
九
七
年
）〔
初
出
一
九
六
六
年
〕。

（
（（
）　BGH

Z （0, 1（9. 

詳
し
く
は
、
米
倉
・
前
掲
注（
（（
）一
六
九
頁
。

（
（5
）　

期
待
権
理
論
（
§ 1（1 I BGB

類
推
適
用
説
）
は
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
そ
の
問
題
点
に
つ
き
、
石
田
・
前
掲
注（
2
）二
八
〇

頁
を
参
照
。
譲
渡
合
意
の
拘
束
力
と
の
関
係
は
、
後
掲
注（
5（
）。
直
近
で
は
、Florian E

ICH
EL , K

ünftige Forderungen, T
übingen 
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201（

が
新
た
な
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
学
説
に
つ
い
て
は
、〔
追
記
〕
を
参
照
。

（
（（
）　Peter S

CH
LECH

T
RIEM /M

artin S
CH

M
ID

T -K
ESSEL , Schuldrecht: A

llgem
einer T

eil, （. A
ufl., T

übingen 2005, Rn. （（5.
（
（（
）　So B

Ü
LO

W , K
reditsicherheiten

8 (Fn. （5), Rn. 1（22.

（
（8
）　

こ
の
言
葉
は
、B

Ü
LO

W , K
reditsicherheiten

8 (Fn. （5), Rn. 1（51.

（
（9
）　M

ünchK
om

m
/R

O
T

H , BGB
（ (Fn. （1), 

§ （98, Rn. （9. 

同
書
が
引
く
の
は
、H

Ä
N

SELER , D
ie Globalzession (Fn. （（), S. 15（.

（
50
）　BGH

Z 1（5, 1（0; BGH
, ZIP 2009, 2（（（. 

両
判
決
に
つ
き
、
和
田
・
前
掲
注（
2
）三
九
・
四
二
・
一
七
〇
頁
。 

（
51
）　

前
掲
注（
（9
）の
ほ
か
、S

ERICK , Eigentum
svorbehalt und Sicherungsübertragung IV

 (Fn. 1（), 

§ （9, S. （90; L
A

REN
Z , 

Schuldrecht I: A
T

1（ (Fn. （1), 

§ （（ III, S. 585.

（
52
）　B

Ü
LO

W , K
reditsicherheiten

8 (Fn. （5), Rn. 1（22, 1（51. 

直
接
債
権
者
に
な
る
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、Rn. 1（19.

（
5（
）　V

gl. S
ERICK , Eigentum

svorbehalt und Sicherungsübertragung IV
 (Fn. 1（), 

§ （9, S. （90. 

な
お
、
譲
渡
合
意
の
拘
束
力

だ
け
を
理
由
に
、
早
い
者
勝
ち
原
理
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
認
め
る
判
例
・
学
説
も
あ
る
。
し
か
し
、

譲
渡
合
意
の
拘
束
力
は
、
譲
渡
人
が
合
意
を
撤
回
で
き
な
い
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
処
分

の
優
先
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
処
分
は
、
─
─
義
務
づ
け
と
は
異
な
っ
て
─
─
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
く
、
直
接
効

果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
」。E

ICH
EL , K

ünftige Forderungen (Fn. （5), S. （5（-（5（, （8（. 

（
5（
）　M

ünchener K
om

m
entar zum

 BGB, （. A
ufl., M

ünchen 2012, 

§ 185, Rn. （（, （0 [Frank B
A

Y
REU

T
H

ER ]. 

（
55
）　

こ
の
点
に
つ
き
、K

nut W
. N

Ö
RR /Robert S

CH
EY

H
IN

G /W
olfgang P

Ö
GGELER , H

andbuch des Schuldrechts, Bd. 2, 2. 
A

ufl., T
übingen 1999, 

§ 9 I, S. 108 [P
Ö

GGELER ]

（
5（
）　A

ndreas V
O

N  T
U

H
R , D

er A
llgem

eine T
eil des D

eutschen Bürgerlichen Rechts, Bd. 1, Leipzig 1910, Bd. 2/1, 
M

ünchen/Leipzig 191（, 

§ 9, S. 18（ Fn. 2（, 

§ 12, S. 221 und 
§ （0 V

, S. （88, （92. V
O

N  T
U

H
R

に
つ
い
て
は
、
於
保
不
二
雄

『
財
産
管
理
権
論
序
説
』
二
九
三
頁
（
有
信
堂
、
一
九
五
四
年
）〔
初
出
一
九
三
六
年
〕。
現
代
の
支
持
者
に
つ
き
、G

A
N

T
ER , in: Bank-

rechts-H
andbuch I （ (Fn. 29), 

§ 9（, Rn. 1（9 m
it Fn. （（（ m

.w
.N

.

（
5（
）　S

ERICK , Eigentum
svorbehalt und Sicherungsübertragung IV

 (Fn. 1（), 

§ （9, S. （8（-（91, ferner 

§ （（, S. 2（（, （2（. 

（
58
）　BGH

Z 1（5, 1（0

（S
ERICK

の
引
用
）。
そ
の
後
、BGH

, ZIP 2009, 2（（（
は
同
判
決
の
命
題
を
維
持
す
る
と
し
つ
つ
、
処
分
要
件
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と
処
分
効
果
が
例
外
的
に
分
離
す
る
点
に
つ
き
、Staudinger/B

U
SCH

E , BGB 2005, 

§ （98, Rn. （（ a.E.

（
前
掲
注
（
29
）
の
前
版
。

新
版
で
も
変
更
な
し
）
の
参
照
を
指
示
し
て
い
る
。

（
59
）　Richard G

IESEN , M
ehrfachverfügungen des Sicherungsgebers nach 9（0 BGB, in: A

cP, Bd. 20（ (200（), S. 229. 
（
（0
）　G

IESEN , M
ehrfachverfügungen (Fn. 59), S. 2（（ m

it Fn. （8. 
（
（1
）　

そ
の
ほ
か
、
§ 1（1 I BGB

と
§ 1209 BGB

を
理
由
に
挙
げ
て
い
る
。
詳
細
は
、
清
水
・
前
掲
注（
1
）二
二
五
頁
参
照
。

（
（2
）　Staudinger/W

IEGA
N

D , BGB 2011 (Fn. 1（), A
nh zu 

§§ 929-9（1, Rn. 2（8, 280.

（
（（
）　Stepfan J. G

EIBEL , Die Kollision zw
ischen verlängertem

 Eigentum
svorbehalt und antizipierter Sicherungsübereignung, 

in: W
M

 2005, S. 9（（. 

§ 1（1 I BGB

と
§ 1209 BGB

も
根
拠
に
な
ら
な
い
と
い
う
。

（
（（
）　M

ünchkom
m

/O
ECH

SLER , BGB
（ (Fn. 1（), A

nh. 

§§ 929-9（（, Rn. 18. 

（
（5
）　Staudinger/W

IEGA
N

D , BGB 2011 (Fn. 1（), A
nh zu 

§§ 929-9（1, Rn. 1（2-1（（. 

た
だ
し
、
第
一
譲
渡
担
保
権
者
の
利
益
に
も

一
定
程
度
配
慮
し
て
い
る
。
前
掲
注（
（0
）対
応
本
文
参
照
。

（
（（
）　M

ax Ernst E
CCIU

S , Zur Frage der A
btretung künftiger Forderungen, in: D

JZ 190（, S. 5（; D
ERS ., W

esen der 
V

erfügung des Bürgerlichen Gesetzbuchs, in: Gruchots Beiträge, Bd. （8 (190（), S. （（5.

（
（（
）　B

RIN
K

M
A

N
N , K

reditsicherheiten (Fn. （), S. 1（（-1（（, 1（（-1（（. 

同
趣
旨
は
す
で
に
、W

olfgang S
IEBERT , D

as rechtsge-
schäftliche T

reuhandverhältnis: Ein dogm
atischer und rechtsvergleichender Beitrag zum

 allgem
einen T

reuhand-
problem

, M
arburg 19（（, S. 1（2.

（
（8
）　B

RIN
K

M
A

N
N , K

reditsicherheiten (Fn. （), S. 1（5.

（
（9
）　BGH

Z 1（5, 1（0

に
対
す
る
批
判
と
し
て
、Ludw

ig H
Ä

SEM
EY

ER , A
nm

erkung zu BGH
, U

rt. v. 20.（.199（, in: ZZP, Bd. 
111 (1998), S. 85. 

重
要
な
先
行
研
究
は
、D

ietrich E
CK

H
A

RD , V
orausverfügung und Sequestration, in: ZIP 199（, S. 9（0. 

他

の
支
持
者
に
つ
き
、
後
掲
注（
（0
）（
（1
）の
ほ
か
、B

RIN
K

M
A

N
N , K

reditsicherheiten (Fn. （), S. 1（8 m
.w

.N
.

（
（0
）　Reinhard B

O
RK , D

ie V
erfügungsbefugnis bei der V

orauszession, in: Reinhard Z
IM

M
ERM

A
N

N /Rolf K
N

Ü
T

EL /Jens Peter 
M

EIN
CK  (H

rsg.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogm
atik, H

eidelberg 1999, S. （0（.

（
（1
）　Jüngst S

IM
O

K
A

T , Die Verfügungsm
acht (Fn. 2（), S. 9（-98; ferner DERS ., Vorausverfügungen über künftige Forderungen 
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im
 vorläufigen Insolvenzverfahren, in: N

ZI 2012, S. （1-（2.
（
（2
）　E

CK
H

A
RD , V

orausverfügung (Fn. （9), S. 9（1; B
O

RK , D
ie V

erfügungsbefugnis (Fn. （0), S. （0（.
（
（（
）　

最
判
昭
和
六
二
年
一
一
月
一
〇
日
民
集
四
一
巻
八
号
一
五
五
九
頁
。

（
（（
）　

森
田
・
前
掲
注（
（
）九
一
頁
。
こ
の
視
点
に
よ
る
と
、
動
産
譲
渡
登
記
に
よ
っ
て
対
抗
要
件
が
具
備
さ
れ
た
場
合
に
は
、
集
合
物
論

に
依
拠
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。

（
（5
）　

古
積
・
前
掲
注（
1
）（
二
・
完
）
六
七
頁
。

（
（（
）　

米
倉
・
前
掲
注（
1
）一
三
二
頁
。

（
（（
）　

た
だ
し
、
譲
渡
担
保
の
目
的
で
あ
る
権
利
が
被
担
保
債
権
の
消
滅
を
解
除
条
件
と
し
て
移
転
さ
れ
た
場
合
に
は
、
設
定
者
は
、
債
務

を
完
済
す
る
前
に
権
利
の
回
復
に
対
す
る
「
期
待
権
」
を
有
し
、
こ
の
期
待
権
を
担
保
に
供
す
る
こ
と
で
新
た
に
融
資
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
条
件
を
付
し
た
か
ど
う
か
が
判
然
と
し
な
い
ケ
ー
ス
は
、
無
条
件
の
譲
渡
担
保
と
解
釈
さ
れ
る
（BGH

, N
JW

 
198（, 118（; N

JW
-RR 2005, 280

）。
ま
た
、
実
務
で
は
、
債
権
者
の
不
利
に
な
る
解
除
条
件
は
付
さ
れ
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
。

（
（8
）　

詳
し
く
は
、
前
掲
注（
5
）所
収
の
石
田
剛
執
筆
部
分
。
日
独
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
も
同
所
を
参
照
。

（
（9
）　

最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
民
集
五
五
巻
六
号
一
〇
五
六
頁
。

（
80
）　

最
判
平
成
一
九
年
二
月
一
五
日
民
集
六
一
巻
一
号
二
四
三
頁
を
参
照
。
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
、
池
田
真
朗
『
債
権
譲
渡
法
理
の
展

開
』
三
七
九
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）。
な
お
、
要
綱
仮
案
第
19
︲
（
。

（
81
）　B

Ü
LO

W , K
reditsicherheiten

8 (Fn. （5), Rn. 1（（8. 

こ
の
よ
う
に
早
い
者
勝
ち
原
理
は
一
般
に
、nem

o dat quod non habet

（
あ
る
い
は„nem

o-plus-iuris

„

命
題
）
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
原
理
の
「
最
も
重
要
な
第
一
の
支
柱
」

は
、
法
秩
序
が
財
産
の
分
配
の
仕
方
を
私
人
の
意
思
に
委
ね
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
私
的
自
治
」
だ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。E

ICH
EL , 

K
ünftige Forderungen (Fn. （5), S. （92 m

it Fn. 250.

（
82
）　

石
田
・
前
掲
注（
2
）二
七
七
頁
、
和
田
・
前
掲
注（
2
）一
七
一
頁
。

（
8（
）　

白
石
・
後
掲
注（
8（
）一
四
二
頁
も
参
照
。

（
8（
）　

森
田
・
前
掲
注（
（
）八
八
頁
。

（
85
）　

中
田
・
前
掲
注（
（
）二
四
頁
。
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（
8（
）　

和
田
・
前
掲
注（
2
）一
七
三
頁
。

（
8（
）　

白
石
大
「
将
来
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
構
造
に
関
す
る
試
論
」
早
法
八
九
巻
三
号
一
七
一
頁
（
二
〇
一
四
年
）。 

（
88
）　S

ERICK , Eigentum
svorbehalt und Sicherungsübertragung IV

 (Fn. 1（), 

§ （9, S. （89.
（
89
）　

和
田
・
前
掲
注（
2
）四
六
頁
。

（
90
）　

和
田
・
前
掲
注（
2
）五
七
頁
注
一
八
二
。

（
91
）　

和
田
・
前
掲
注（
2
）一
八
九
頁
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
で
は
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
と
包
括
債
権
譲
渡
担
保
が
組
み
合
わ
さ
れ
た

場
合
に
は
、
過
剰
担
保
と
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
い
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。V

gl. G
A

N
T

ER , in: Bankrechts-H
andbuch I （ (Fn. 29), 

§ 95, Rn. 8（, 91, auch Rn. 12（, 128.

（
92
）　

和
田
・
前
掲
注（
2
）一
七
四
頁
も
参
照
。

〔
追
記
〕
前
掲
注
（
（5
）
の
末
尾
に
掲
げ
た
近
時
の
研
究
（E

ich
el

）
に
よ
れ
ば
、
将
来
債
権
譲
渡
の
構
造
は
、
債
権
を
事
前
に
処
分
す
る

（「
先
行
譲
渡
」
モ
デ
ル
〔S. （52
〕。
こ
れ
が
「
完
全
に
支
配
的
な
」〔S. （5（

〕
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
と
さ
れ
る
）
も
の
で
は
な
く
、「
債

権
取
得
の
見
込
み
」
を
「
現
在
」
処
分
す
る
も
の
（S. （29, （（0

）
と
捉
え
ら
れ
る
（「
将
来
債
権
の
現
在
譲
渡
」
モ
デ
ル
〔S. （5（

〕）。

こ
の
「
見
込
み
」
は
、
法
的
原
因
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
（
狭
義
の
将
来
債
権
で
あ
っ
て
も
）、
特
定
可
能
性
を
充
足
し
た
時
点
で
生
じ

る
。
将
来
債
権
譲
渡
の
処
分
対
象
は
、（
将
来
生
じ
る
）
債
権
で
は
な
く
、（
現
在
存
す
る
）
取
得
の
見
込
み
─
─
債
権
の
「
前
段
階
」
な

い
し
「
一
部
現
実
化
し
た
胴
体
」（S. （（0

）
─
─
で
あ
る
と
構
成
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
本
稿
と
の
関
係
で
は
、
こ
の
見
解
が
、

処
分
権
は
そ
の
対
象
の
存
在
を
前
提
と
す
る
と
い
う
命
題
（
三
３
㈡
⑵
⒝
〔
21（
頁
〕
参
照
）
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
譲
渡
合
意
時
の
処
分
権

を
構
成
し
う
る
と
説
い
て
い
る
（S. （（（

）
反
面
で
、
処
分
要
件
と
処
分
効
果
を
分
離
す
る
構
成
（
三
３
㈡
⑴
〔
21（
頁
〕
参
照
）
を
厳
し

く
批
判
し
て
い
る
こ
と
（S. （58

）
が
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
、
同
書
に
接
し
え
た
の
は
脱
稿
直
前
で
あ
っ
た
た
め
、
本
文
の
分
析
に
十

分
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
モ
デ
ル
の
適
切
性
や
従
来
の
見
解
と
の
異
同
、
将
来
動
産
譲
渡
へ
の
波
及
効
な
ど
に
つ

い
て
は
、
別
稿
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。


