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Ｄ　

特
権
化
の
根
拠
と
し
て
の
価
値
追
跡

　

Ⅰ　

価
値
追
跡
の
理
論
の
基
本
的
な
問
題
点

　

Ⅱ　

財
団
に
不
当
利
得
が
生
じ
た
場
合
と
の
区
別

　

Ⅲ　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ

　
　

1　

代
償
的
取
戻
権
―
―
ド
イ
ツ
倒
産
法
四
八
条

　
　

2　
�

費
用
償
還
請
求
権
を
担
保
す
る
た
め
の
留
置
権
―
―
ド
イ

ツ
倒
産
法
五
一
条
二
号

Ｅ　

ま
と
め

Ａ　

は
じ
め
に

　

倒
産
の
局
面
に
お
い
て
、
相
対
権
と
絶
対
権
と
の
区
別
が
、
実
際

上
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
相
対
権
者
で
あ

る
債
権
者
が
そ
の
給
付
の
履
行
を
求
め
る
と
き
は
、
自
分
以
外
の
す

べ
て
の
債
権
者
と
競
合
す
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
絶
対
的
な
法
的

地
位
を
有
す
る
者
は
、
倒
産
管
財
人
に
対
し
、
自
分
の
法
的
地
位
を

主
張
し
、
こ
れ
に
対
す
る
侵
害
を
除
去
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
と
え
ば
、
動
産
の
所
有
者
は
、
取
戻
権
を
行
使
す
る
こ
と

で
、
自
分
の
所
有
物
で
あ
る
動
産
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

倒
産
法
は
、
た
ん
に
民
法
に
付
属
す
る
だ
け
の
法
領
域
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
市
民
法
と
し
て
の
財
産
法
が
、
全
体
と
し
て
整
合
性
を

保
っ
た
か
た
ち
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
倒
産
法
に

お
い
て
明
ら
か
に
な
る
。

　

倒
産
法
上
の
債
権
者
平
等
原
則
を
倒
産
法
の
出
発
点
と
す
べ
き
こ

と
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
に
み
て
も
異
論
は
な
い（1
（

。
そ
し
て
、
所
有

者
の
よ
う
に
、
絶
対
的
な
法
的
地
位
を
有
す
る
者
が
、
こ
の
原
則
に

服
さ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
争
い
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
一
定
の
地
位
は
、
物
権
的
な
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
に

よ
り
倒
産
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
規
律
を
内
在
的
に
正
当
化
す
る
根
拠
は
、
所
有
者
は
、
債
権
者
と

し
て
債
務
者
と
向
き
合
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
（
2
（

。
す
な
わ
ち
、
所
有
者
は
、
財
産
に
か
か
る
責
任
を
実
現
す
る
の

で
は
な
く
、
財
産
に
属
す
る
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
、

侵
害
の
除
去
を
求
め
る
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
各
国
の
法
秩
序
は
、

あ
る
法
的
地
位
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
た
め
に
満

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
件
を
、
対
象
の
性
質
に
応
じ
て
定
め
る

こ
と
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
動
産
に
つ
い
て
は
、
引
渡
し
が
要
件

と
さ
れ
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
登
記
簿
へ
の
登
記
が
要
件
と
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
債
権
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
に
対
す
る
通
知
が
求
め

ら
れ
、
無
体
財
産
権
に
つ
い
て
は
、
登
録
簿
へ
の
登
録
が
求
め
ら
れ

よ
う
。
絶
対
的
な
法
的
地
位
は
、
債
権
者
の
存
在
を
問
題
と
せ
ず
に
、

一
定
の
性
質
を
有
す
る
対
象
ご
と
に
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
一
般
的
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な
要
件
を
満
た
し
た
と
き
に
与
え
ら
れ
る
。

　

倒
産
法
上
の
債
権
者
平
等
原
則
は
、
相
対
的
な
法
的
地
位
と
絶
対

的
な
法
的
地
位
と
の
区
別
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
最
も
重
要
な
も
の

で
あ
る
。
債
権
者
平
等
原
則
が
正
当
な
理
由
も
な
く
相
対
化
さ
れ
る

な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
区
別
、
さ
ら
に
は
民
法
上
の
所
有
権
の
概
念

を
根
本
か
ら
揺
る
が
し
か
ね
な
い
。
債
権
者
平
等
原
則
と
物
権
法
と

を
全
体
と
し
て
調
和
さ
せ
る
の
は
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
し

か
に
、
債
権
者
平
等
原
則
が
適
切
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
基
本

的
に
意
見
が
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
債

権
者
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
み
て
い
く

と
、
債
権
者
の
平
等
は
、
当
面
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
正
義
を
実
現
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
風
潮
の
も
と
で
、
し
ば
し
ば
な
い
が
し
ろ
に
さ

れ
て
い
る
。

　

一
定
の
債
権
に
つ
い
て
特
権
を
与
え
る
立
法
上
の
措
置
や
学
説
上

の
理
論
の
う
ち
、
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
は
、
価
値
追
跡
な
い
し
価
値

増
加
の
理
論
で
あ
る（3
（

。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
倒
産
債
権
者
が
、
債

務
者
に
対
し
、
最
も
広
い
意
味
で
価
値
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
価
値
が
倒
産
財
団
に
残
存
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
倒
産

債
権
者
は
、
所
有
者
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
債
権
者
に
対
す
る
特
権
を
有
す
る
べ

き
で
あ
る
と
さ
れ
る（4
（

。
こ
の
価
値
追
跡
に
つ
い
て
包
括
的
な
理
論
を

提
唱
し
た
の
は
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
（W

ilburg

（
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
の
理
論
は
、
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
が
、
自
分
の
理
論
に
つ
い
て
、
確
固
と
し
た
基

礎
づ
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

よ
う（5
（

。
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
が
と
く
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
次
の

ケ
ー
ス
で
あ
る（（
（

。
盗
人
が
、
自
分
の
盗
ん
だ
金
銭
で
指
輪
を
買
っ
た
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
盗
人
の
財
産
に
つ
い
て
倒
産
手
続
が
開
始
さ

れ
た
と
き
に
、
被
害
者
で
あ
る
債
権
者
は
、
そ
の
指
輪
の
返
還
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
所
有
権
に
関
す
る
法

律
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
。
債
権
者
は
、
か
つ
て
は
金
銭
の
所
有
者

で
あ
っ
た
も
の
の
、
指
輪
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る

た
め
に
求
め
ら
れ
る
物
権
法
上
の
一
般
的
な
要
件
を
満
た
し
て
い
な

い
（
（
（

。
し
か
し
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、
価
値
追
跡
の
理
論
に
も
と
づ
い

て
、
こ
の
債
権
者
に
特
権
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
る
。
価
値
追
跡
の

理
論
は
、
物
権
法
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
根
本
的
な
疑
問
を
投
げ
か

け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
次
の
理
由
か
ら
退
け
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
価
値
追
跡
の
理
論
を
首
尾
一
貫
し

よ
う
と
す
る
と
、〔
特
権
を
与
え
る
範
囲
に
つ
い
て
〕
際
限
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
、
同
理
論
は
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
価
値
を

有
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
価
値
追
跡
の
理
論
の
問
題
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、
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Ｂ
と
Ｃ
に
お
い
て
、
債
権
者
平
等
原
則
の
意
義
を
検
討
し
、
そ
の
価

値
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
こ
の
作
業
は
、
一
定
の
債

権
に
つ
い
て
特
権
を
与
え
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ

る
べ
き
も
の
は
な
に
か
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
不
可
欠
な
も
の

で
あ
る
。
Ｄ
で
は
、
価
値
追
跡
の
理
論
に
も
と
づ
い
て
特
権
を
与
え

る
こ
と
が
説
得
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
検
討
を
お
こ
な
う

こ
と
と
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
と
り
わ
け
、
価
値
追
跡
の
理
論
に
支

え
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
制
度
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し

よ
う
。Ｂ　

債
権
者
平
等
原
則
の
意
義
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け

る
こ
れ
ま
で
の
議
論

Ⅰ　
出
発
点

　

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
異
論
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
次
の
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
平
等
原
則
は
、

優
先
主
義
の
例
外
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
例
外
を

正
当
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ド
イ
ツ
の
個
別
強

制
執
行
法
に
お
い
て
優
先
主
義
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と（8
（

も
、
こ
の
前

提
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
さ
れ
る
。
優
先
主
義
は
、
一
般
に
、
自
由
の
原

則
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

自
由
の
原
則
は
、
債
務
者
の
私
的
自
治
と
、
そ
の
債
務
者
に
対
す
る

各
債
権
者
の
私
的
自
治
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る（9
（

。
勤
勉
な
債
権
者

は
、
債
権
者
間
の
競
争
に
お
い
て
、
そ
の
債
権
に
か
か
る
債
務
の
履

行
に
つ
い
て
報
酬
を
受
け
る
に
値
す
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と

で
、
債
権
者
平
等
原
則
は
、
私
的
自
治
の
例
外
で
あ
り
、
そ
の
正
当

化
を
必
要
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
今
日
に

い
た
る
ま
で
、
債
権
者
平
等
原
則
を
私
的
自
治
の
例
外
と
位
置
づ
け

た
う
え
で
、
そ
の
例
外
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
は
、

あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。

Ⅱ　
社
会
の
平
和

　

債
権
者
平
等
原
則
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
の
は
、
こ
の
原
則
が
社
会
の
平
和
に
寄
与
す
る
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。
優
先
主
義
が
と
ら
れ
る
な
ら
ば
、
債
権
者
た
ち
が
わ
れ
さ

き
に
と
債
務
者
の
と
こ
ろ
に
殺
到
し
、
公
共
の
安
全
を
害
す
る
争
い

を
す
る
お
そ
れ
が
不
可
避
的
に
生
じ
る
こ
と
と
な
る（（1
（

。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
者
は
、
責
任
財
産
の
分
配
に
つ
い
て
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
手

続
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
、
よ
く
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
責
任
財
産
を
分
配
す
る
基
準

0

0

0

0

0

0

が

問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
に
、
債
権
者
平
等
原
則
を
正
当
化
す
る
も

の
と
し
て
、
社
会
の
平
和
と
い
う
視
点
が
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
議

論
は
な
に
も
進
展
し
な
い
。
社
会
の
平
和
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
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い
う
の
は
、
責
任
財
産
が
秩
序
づ
け
ら
れ
た
手
続
の
な
か
で
、
ど
の

よ
う
に
分
配
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
基
準
を
導
く

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る（（（
（

。
社
会
の
平
和
の
維
持
と
い
う
要
請
か

ら
導
か
れ
る
の
は
、
債
権
者
が
暴
動
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
責
任

財
産
の
分
配
が
公
正
に

0

0

0

お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

尽
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ　
ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
の
補
償
責
任
説

1
　
債
権
者
の
「
帰
責
性
」

　

優
先
主
義
を
実
体
法
上
の
原
則
に
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
こ
れ
を

修
正
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
試
み
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
に
示
さ

れ
た
最
も
野
心
的
な
も
の
は
、
ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
（H

äsem
eyer

（

が
補
償
責
任
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も
と
で
提
示
し
た
理
論
で
あ
る（（1
（

。

ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
は
、
債
権
者
平
等
原
則
を
、
債
権
者
た
ち
は
、
実

体
法
上
、
相
互
に
補
償
責
任
を
負
担
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に

よ
っ
て
根
拠
づ
け
て
い
る
。
ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
も
、
債
権

者
の
平
等
と
い
う
の
は
、「
債
権
者
に
属
す
る
権
利
を
制
限
す
る
」

も
の
で
あ
り
、「
債
権
を
失
わ
せ
る
た
め
に
や
む
を
え
な
い
も
の
」

で
あ
る（（1
（

。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
た
ち
は
、
平
等
な
取
扱
い
に
よ
っ
て
、

本
来
自
分
に
属
す
べ
き
実
体
法
上
の
権
利
を
失
う
こ
と
と
な
る
。

ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
債
権
者
は
、
他
の
債
権
者

か
ら
、
債
務
者
の
財
産
状
況
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
非

難
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
。
す
べ
て
の
債
権
者
は
、

債
務
者
が
実
質
的
に
倒
産
に
お
ち
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
最
も

広
い
意
味
に
お
い
て
〔
…
…
〕『
帰
責
性
』」
を
有
す
る
。
こ
の
「
帰

責
性
」
に
よ
り
、
債
権
者
た
ち
を
按
分
比
例
に
よ
る
満
足
に
追
い
や

る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る（（1
（

。
債
権
の
額
は
、
債
務
者
が
倒
産
し
た
こ

と
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
権
者
が
ど
の
く
ら
い
影
響
を
及
ぼ
し
た

か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
権
者
が
ど
の
範
囲
で
補
償
責
任
を
負

う
べ
き
か
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
債
権
者
た
ち
は
、「
破
産
財

団
か
ら
満
足
を
受
け
る
こ
と
を
、
自
分
の
破
産
債
権
を
も
っ
て
、
相

互
に
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
債
権
者
た
ち
が
負
う
責

任
は
、〔
そ
の
債
権
の
額
を
超
え
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
意

味
で
、〕
有
限
責
任
の
一
種
で
あ
る
」（（1
（

。
一
つ
ひ
と
つ
の
法
律
関
係
が

債
務
者
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
、
損
失
を

も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
か
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
は
、

排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。「
な
ぜ
な
ら
、
の
ち
に
破
産
者
と
な
る

債
務
者
が
、
そ
の
法
律
関
係
に
入
る
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
が
重
要

だ
か
ら
で
あ
る
」（（1
（

。
そ
の
よ
う
な
「
遡
及
的
検
討
」
に
よ
り
、「
後
か

ら
原
因
を
探
求
す
る
」
こ
と
は
で
き
な
い（（1
（

。

　

こ
の
理
論
の
も
と
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
担
保
権
も
、
倒
産
に

耐
え
る
力
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
債
権
者
が
与
信
の
担
保
と
し
て
担
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保
権
の
設
定
を
受
け
た
と
し
て
も
、
債
務
者
が
倒
産
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
そ
の
債
権
者
が
「
帰
責
性
」
を
有
し
な
い
、
つ
ま
り
、
そ
の

債
権
者
が
「
免
責
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
公
示
さ

れ
た
担
保
権
が
、
倒
産
に
お
い
て
、
一
定
の
範
囲
で
尊
重
さ
れ
る
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
債
権
者
が
自
分
の
担

保
権
を
公
示
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
債
権
者
の
「
帰
責
性
」
が

な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
公
示
を
備
え
た
担
保
権
は
、

他
の
債
権
者
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
、
そ
の
行
動
の
指

針
を
与
え
る
。
そ
の
た
め
、
破
産
者
と
の
間
の
法
律
行
為
に
よ
り
生

じ
た
被
担
保
債
権
に
か
か
る
負
担
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
平
等
原
則

を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
」（（1
（

。

2
　
補
償
責
任
説
に
対
す
る
評
価

　

債
権
者
平
等
原
則
の
意
義
に
関
す
る
ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
の
試
み
は
、

私
法
の
基
礎
に
あ
る
評
価
や
構
造
と
一
致
し
な
い
。
補
償
責
任
の
理

論
の
中
核
を
占
め
、
そ
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
は
、
債
権
者
が
債
務

者
の
財
産
に
対
し
て
「
影
響
力
を
行
使
し
た
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
債
権
者
に
は
、
債
務
者
が
倒
産
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

「
帰
責
性
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
債
権
者
の
「
帰
責

性
」
は
、
私
法
上
の
根
拠
を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
内
容

も
、
は
っ
き
り
と
し
な
い（（1
（

。
こ
こ
で
は
、
責
任
を
根
拠
づ
け
る
民
法

上
の
「
帰
責
性
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
過
失

責
任
主
義
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
債
務
者
の
財
産

関
係
の
形
成
に
つ
い
て
「
帰
責
性
」
を
有
す
る
の
は
、
基
本
的
に
、

債
務
者
そ
の
人
た
だ
一
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
債
務
者
の
自
己
決
定
の

自
由
が
詐
欺
、
錯
誤
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
害
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、

債
務
者
が
自
分
の
財
産
に
つ
い
て
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
債

権
者
が
帰
責
性
を
有
す
る
と
さ
れ
る
理
由
は
な
い（11
（

。

　

ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
の
理
論
で
は
、
債
務
者
が
倒
産
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
権
者
が
ど
の
く
ら
い
「
帰
責
性
」
を
有
し
て

い
る
の
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、「
遡
及
的
検
討
」
を
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
な
ぜ
で
き
な
い
の
か

は
、
明
ら
か
で
な
い
。
ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
が
遡
及
的
検
討
の
排
除
を

正
当
化
す
る
た
め
に
提
示
し
て
い
る
根
拠
は
、
帰
責
性
に
関
す
る
考

慮
と
、
実
用
性
に
関
す
る
考
慮
と
の
間
を
不
安
定
に
揺
れ
動
い
て
い

る
。
ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
は
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
な
か
た
ち
で
、
債

権
者
の
帰
責
性
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
確
か
め
な
い
理
由
を
説
明
し
て
い

る
。
そ
の
説
明
の
基
礎
に
は
、
債
務
者
が
自
分
の
財
産
に
つ
い
て
お

こ
な
っ
た
こ
と
を
、
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、

と
い
う
考
え
方
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る（1（
（

。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
の
説
明
を
首
尾
一
貫
さ
せ
る
な
ら
ば
、
債
務
者
の
倒
産

と
債
権
者
の
帰
責
性
と
の
間
は
、
完
全
に
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
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ら
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
債
権
者
は
、

債
務
者
が
倒
産
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
の
「
帰
責
性
」
も
有

し
な
い
こ
と
と
な
る
。
ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
が
債
権
者
の
帰
責
性
に
つ

い
て
「
遡
及
的
検
討
」
を
す
る
こ
と
を
求
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の

は
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
ら
、
実
用
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
考
え

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
今
度
は
、
伝
統
的
な

私
法
上
の
帰
責
性
と
責
任
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
破
壊
す
る
こ
と
と
な
っ

て
し
ま
う
。
債
務
者
が
倒
産
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
債
権
者
一
人
ひ

と
り
に
ど
の
く
ら
い
帰
責
性
が
あ
る
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
補
償
責
任
と
し
て
の
債
権
者
平
等
原
則
を
適
用
す
る

根
拠
と
し
て
、
債
権
者
の
帰
責
性
を
も
ち
だ
す
こ
と
は
、
基
本
的
に

許
さ
れ
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

債
務
者
の
不
法
行
為
を
理
由
と
し
て
債
権
を
取
得
し
た
債
権
者
を
、

債
務
者
の
不
当
利
得
を
理
由
と
し
て
債
権
を
取
得
し
た
債
権
者
と
比

べ
る
な
ら
ば
、
債
務
者
の
財
産
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
し
た
こ
と

に
も
と
づ
く
「
帰
責
性
」
と
い
う
概
念
は
、
私
法
上
正
当
化
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
集
団
的
な
帰
責
性
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自

体
説
得
力
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
一
方
で
、
ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
は
、

私
法
上
、
債
権
者
た
ち
が
按
分
比
例
に
よ
る
満
足
し
か
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
、
債
務
者
が
倒
産
し

た
こ
と
に
つ
い
て
、
債
権
者
た
ち
が
「
最
も
広
い
意
味
で
の
」（11
（

「
帰

責
性
」
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
権
者
「
自
身
の
行
為

の
結
果
」（11
（

と
し
て
、
債
務
者
が
倒
産
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し

か
し
、
債
務
者
が
債
権
者
の
法
的
地
位
を
侵
害
し
た
と
き
は
、
こ
の

こ
と
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
他
方
で
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
債
権

者
が
債
務
者
の
財
産
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
し
た
と
い
う
主
張
に

は
、
内
在
的
な
批
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
不
当
利

得
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
財
産
に
到
達
し
、
そ
の
財

産
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
利
益
を
も
っ
て
、
債
務
者
の
財
産
に
対

し
て
影
響
力
を
行
使
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
影
響
力
の
行
使
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
債
務

者
が
債
権
者
に
属
す
る
物
を
損
傷
し
た
と
き
は
、
―
―
そ
の
よ
う
な

義
務
を
債
務
者
が
負
っ
た
こ
と
自
体
を
除
け
ば
―
―
そ
も
そ
も
債
務

者
の
財
産
に
な
ん
ら
の
影
響
も
生
じ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、

債
務
者
の
責
任
財
産
か
ら
財
産
が
流
れ
出
た
わ
け
で
も
、
債
務
者
の

財
産
へ
と
財
産
が
流
れ
込
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
。「
遡
及
的
検
討
」

を
排
除
す
る
考
え
方
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
問
題
点
を
解
消
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
債
務
者

の
財
産
に
対
す
る
影
響
力
が
な
い
た
め
、
そ
の
影
響
力
が
債
務
者
に

と
っ
て
有
利
に
は
た
ら
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
不
利
に
は
た
ら
い

た
の
か
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
を
し
な
い
と
し
て
も
、
意
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味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

Ⅳ　
憲
法
上
の
平
等
原
則

　

一
般
的
な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
優
先
主
義
は
、
債
務
者
の
私
的
自

治
と
、
そ
の
債
務
者
に
対
す
る
各
債
権
者
の
私
的
自
治
の
あ
ら
わ
れ

で
あ
り
、
こ
の
私
的
自
治
が
、
債
権
者
平
等
原
則
に
よ
っ
て
修
正
さ

れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
修
正
を
、
憲
法
上
の
平
等
原

則
（
ド
イ
ツ
基
本
法
三
条
一
項
（
に
立
ち
返
っ
て
正
当
化
す
る
試
み

も
、
よ
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る（11
（

。
し
か
し
、
憲
法
上

の
平
等
原
則
に
よ
っ
て
私
法
の
領
域
に
お
け
る
自
己
決
定
の
自
由
を

厳
し
く
制
約
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
非
常
に
疑
わ

し
い（11
（

。
憲
法
上
の
平
等
原
則
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
私
的
自
治
の
制
約
を

正
当
化
す
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
私
法
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
の
決

別
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。

Ⅴ　
私
的
自
治
に
よ
る
説
明
の
試
み

　

有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
、
債
権
者
平
等
原
則
を
私
的
自
治

に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

債
権
者
平
等
原
則
は
、
債
権
者
の
意
思
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
債
権
者
平
等
原
則
と
、
自
由
を
基
礎
と
す
る
優
先
主

義
と
の
間
に
は
、
矛
盾
は
な
い
と
さ
れ
る
。

1
　
債
権
発
生
時
に
さ
れ
た
黙
示
の
約
定

　

最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
債
権
者
の
平
等
に
対
応
す
る
債

権
者
の
合
意
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
「〔
責
任
財
産
の
〕
分

配
に
関
す
る
黙
示
の
約
定
」（11
（

が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
見

解
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
合
意
が
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
経
済
生
活
の
な
か
で
は
、
自
分
が
債
務
者
に
対
す
る
唯
一
の

与
信
者
で
あ
る
と
考
え
る
債
権
者
は
い
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な

る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
意
思
理
論
の
観
点
か
ら
は
、
こ
の

仮
説
は
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
債
権
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
間
で
は
法
律
行
為
を
し
て
い
な
い
以
上
、
債
権
者
の
平
等
に
対
応

す
る
取
り
決
め
は
、
最
初
か
ら
、
債
権
者
と
債
務
者
と
の
間
で
の
み
、

交
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
債
権
者
の
平
等

に
対
応
す
る
意
思
表
示
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
仮
定
は
、
純
粋
な

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
債
権
者
に
は
、
自
分
が
満
足

を
受
け
る
権
利
の
一
部
を
放
棄
す
る
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
権
者
は
、
自
分
以
外
の
債
権
者
が
、
そ
の
よ

う
な
放
棄
を
（
黙
示
に
（
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
最
後
に
、
こ
の
見
解
を
首
尾
一
貫
す
る
な
ら
ば
、
債
権
者
は
、

自
分
の
満
足
を
受
け
る
権
利
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
的
に
拒
絶

す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
債
権
者
平
等
原
則

に
服
す
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
権
者
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
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る
こ
と
と
な
る
。

2
　�
債
権
者
間
の
契
約
―
―
責
任
財
産
の
分
配
に
関
す
る
債
権
者
の

仮
定
的
意
思

　

支
持
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
の
は
、
債
権
者
平
等
原
則
を
、
仮
定
0

0

的
な
0

0

債
権
者
の
意
思
に
よ
る
も
の
と
と
ら
え
る
考
え
方
で
あ
る（11
（

。
こ

の
考
え
方
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
法
の
経
済
分
析
に
関
す

る
研
究（11
（

に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
平
等
原
則
は
、

債
権
者
間
の
契
約
（creditors̓ bargain

（（11
（

に
も
と
づ
い
て
説
明
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
優
先
主
義
を
と
る
こ
と
で
債
務
者
の
財
産
を
散

り
散
り
に
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
か
け

て
債
務
者
の
財
産
を
換
価
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
よ
り
も
、
低

い
は
ず
で
あ
る
。
後
者
の
方
法
を
実
現
す
る
た
め
に
、
債
権
者
た
ち

は
、
財
産
獲
得
競
争
（race to the assets

（
か
ら
一
緒
に
降
り
、

そ
の
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
平
等
に
満
足
を
受
け
る
権
利
を
互
い
に

認
め
合
う
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
債
権
者
間
の
合
意

は
、
明
示
に
は
さ
れ
な
い
の
が
通
常
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の

は
、
そ
の
よ
う
な
明
示
の
合
意
を
す
る
た
め
に
は
、「
取
引
コ
ス
ト

が
高
く
つ
く
」（11
（

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
の
定
め
を
置
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
仮
定
的
意
思
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
任
意
法
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
考
え
方
に

よ
る
な
ら
ば
、
責
任
財
産
の
分
配
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
、
次
の

よ
う
な
主
張
を
債
権
者
に
許
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
債
権
者
の
平
等
に
よ
る
配
当
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
、

自
分
の
意
思
に
合
致
し
な
い
か
ら
、
そ
の
契
約
を
締
結
す
る
つ
も
り

は
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
債
務
者
が
実
際
に
倒
産
し
た
局
面

で
は
、
債
権
者
は
、
自
分
の
地
位
を
よ
り
良
く
し
よ
う
と
す
る
の
が

通
常
で
あ
ろ
う（1（
（

。
そ
の
た
め
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
平
等

原
則
は
、
通
常
で
あ
れ
ば
適
用
さ
れ
な
い
原
則
に
な
っ
て
し
ま
う
と

考
え
ら
れ
る
。

3
　「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
た
」
債
権
者
の
仮
定
的
意
思

　

こ
こ
で
解
決
す
べ
き
問
題
は
、
強
行
的
な
責
任
財
産
の
分
配
シ
ス

テ
ム
を
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る（11
（

。

こ
の
分
配
シ
ス
テ
ム
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
団
体
と
し

て
の
債
権
者
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、

債
権
者
の
仮
定
的
意
思
と
し
て
、
倒
産
に
い
た
る
具
体
的
な
危
機
が

生
じ
た
状
況
に
お
け
る
意
思
に
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

こ
こ
で
着
目
す
べ
き
な
の
は
、
債
権
者
間
の
競
争
の
幕
が
切
っ
て
落

と
さ
れ
た
時
点
よ
り
も
、
前
の
時
点
の
意
思
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方

を
推
し
進
め
れ
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
（John R

aw
ls

（（11
（

が
そ
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の
正
義
論
に
お
い
て
展
開
し
た
、「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
た

（under the veil of ignorance

（」
状
態
に
お
い
て
公
正
に
利
益
を

分
配
す
る
規
律
は
な
に
か
が
問
題
と
な
る（11
（

。
こ
の
方
法
で
確
定
さ
れ

た
規
律
は
、
自
律
的
な
契
約
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、（
私

法
上
の
観
点
か
ら
は
（
他
律
的
な
社
会
契
約
を
基
礎
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
振
出
し
に
戻
る

こ
と
と
な
る
。
優
先
主
義
は
、
倒
産
の
外
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に

み
て
公
正
で
、
私
的
自
治
に
か
な
う
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

優
先
主
義
に
も
と
づ
く
責
任
財
産
の
分
配
の
基
準
を
、
債
務
者
が
実

質
的
に
倒
産
に
お
ち
い
っ
た
と
き
に
、
他
律
的
に
停
止
す
る
こ
と
が

な
ぜ
正
当
化
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
出
発
点
と
な
っ
た
問
題
は
、「
無

知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
た
」
状
態
に
お
い
て
利
益
を
公
正
に
分
配

す
る
規
律
は
な
に
か
と
い
う
問
題
と
、
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
先
に
述
べ
た
経
済
学
的
な
理
由
も
、
債
権
者
平
等
原
則
を
説

得
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
有
害
な
財
産

獲
得
競
争
が
生
じ
る
お
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
は
、

効
率
的
な
包
括
執
行
手
続
を
、
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
設
け
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
手
続
で
は
、
債
権
者
平
等
原
則

に
よ
り
責
任
財
産
が
分
配
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
包
括
執
行
法
上
の

優
先
主
義
に
従
っ
て
、〔
倒
産
手
続
開
始
の
申
立
て
や
債
権
の
届
出

を
と
お
し
て
〕
よ
り
迅
速
に
債
権
の
実
現
を
試
み
た
順
に
責
任
財
産

が
分
配
さ
れ
る
。
モ
ー
カ
ル
（M

okal

（
は
、
正
当
に
も
、
次
の
よ

う
な
誤
っ
た
推
論
に
も
と
づ
く
主
張
が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題

視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、〔
倒
産
手
続
開
始
の
効
果
と
し
て
、
債
務

者
の
全
財
産
に
つ
い
て
〕
差
押
え
の
効
力
を
生
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
優
先
主
義
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
結
論
を
導
く
主
張
で
あ
る
。
モ
ー
カ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
推

論
を
、「
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
／
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
・
フ
ァ
ラ
シ
ー

（im
m

unity/priority fallacy

（」
と
呼
ん
で
い
る（11
（

。

Ⅵ　
利
益
共
同
関
係

　

さ
ら
に
、
債
権
者
間
に
あ
る
「
利
益
共
同
関
係
」
に
よ
っ
て
、
債

権
者
平
等
原
則
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
試
み
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の

見
解
に
よ
れ
ば
、
利
益
共
同
関
係
は
、
債
権
者
た
ち
が
そ
の
よ
う
な

関
係
を
形
成
す
る
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な

く
、
偶
然
の
共
有
（com

m
unio incidens

（（11
（

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
偶
然
の
共
有
が
成
立
す
る
の
は
、
債
務
者
の
責
任
財
産

に
つ
い
て
、
債
権
者
た
ち
が
共
同
の
権
限
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
債
権
者
た
ち
は
、
平
等
の
満
足
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
同

一
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
利
益
」
を
有
す
る
。
こ
の
利
益
が
、
共
同

関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
債
権
者
た
ち
を
強
制
す
る
こ
と
を
正
当
化

す
る
と
さ
れ
る（11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
は
、
債
権
者
平
等
原
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則
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
は
適
切
で
な
い（11
（

。
債
権
者
た
ち
が
同

一
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
利
益
を
有
す
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
、
責
任

財
産
が
適
切
に
管
理
さ
れ
、
か
つ
換
価
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
く
ら

い
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
責
任
財
産
を
分
配
す
る
基
準
に
つ
い
て

は
、
債
権
者
た
ち
の
利
益
は
、
む
し
ろ
激
し
く
対
立
し
て
い
る
は
ず

で
あ
ろ
う
。

Ⅶ　
衡
平

　

こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
正
当
化
の
試
み
は
、
い
ず
れ
も
難
点
を
抱

え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
債
権
者
平
等
原

則
を
、
衡
平
の
原
理
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
優
先
主
義

を
と
る
な
ら
ば
、
多
数
の
債
権
者
が
、
倒
産
し
た
債
務
者
の
と
こ
ろ

に
殺
到
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
ま
っ
た
く
「
耐
え
ら
れ
な

い
」
事
態
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る（11
（

。
英
米
法
の
文
献
で
は
、
し
ば
し

ば
、「
イ
ク
ォ
リ
テ
ィ
は
、
エ
ク
ィ
テ
ィ
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
回

し
が
引
か
れ
て
い
る（11
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
実
質
的

に
み
る
な
ら
ば
、
み
ず
か
ら
提
起
し
た
正
当
化
の
問
題
の
難
し
さ
に

耐
え
ら
れ
ず
、
お
手
上
げ
に
な
っ
た
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

優
先
主
義
に
も
と
づ
く
分
配
の
原
則
を
、
責
任
財
産
の
分
配
を
め
ぐ

る
争
い
が
生
じ
た
と
き
に
「
不
衡
平
」
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
優
先
主
義
を
、
実
体
法
上
、
私
的
自
治
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ

た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ

る
。

Ⅷ　
純
手
続
法
的
原
理

　

最
後
に
、
債
権
者
平
等
原
則
を
、
純
粋
に
手
続
法
上
の
原
理
と
し

て
と
ら
え
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る（1（
（

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
原

理
で
は
、
実
体
法
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
優
先
主
義
を
排
除
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
見
解
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
債
務
者

は
、
倒
産
手
続
が
終
了
し
た
後
も
、
原
則
と
し
て
、
残
債
務
に
つ
い

て
責
任
を
負
う
（
ド
イ
ツ
倒
産
法
二
〇
一
条
（
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
規
律
も
、
債
権
者
平
等
原
則
が
手
続
的
な
意
味
し
か

有
し
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
手
続
が
実
体
法
か
ら
離
れ

て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
手
続
が
終
了
し
た
後
も
、

実
体
権
を
実
現
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
正
当
化
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
責
任
財
産
の
分
配
を
め
ぐ
る
争
い
を
最
終
的

に
お
さ
め
る
と
き
は
、
そ
の
分
配
の
方
式
に
は
、
む
し
ろ
、
実
体
法

上
の
価
値
を
認
め
る
の
が
適
切
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
倒
産
手

続
が
終
了
し
た
後
も
、
残
債
務
を
負
い
続
け
る
と
い
う
論
証
は
、
倒

産
手
続
に
よ
り
法
人
格
が
消
滅
す
る
法
人
の
倒
産
に
つ
い
て
は
、
不

適
切
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
自
然
人
が
倒
産
し
た
場
合
に
お
い
て
、

免
責
手
続
が
さ
れ
た
と
き
に
も
い
え
る（11
（

。
さ
ら
に
、
エ
ル
ン
ス
ト
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（E
rnst

（
は
、「
す
べ
て
の
債
権
者
を
平
等
に
取
り
扱
う
義
務
は
、

単
純
に
、
破
産
管
財
人
が
す
べ
て
の
債
権
者
の
利
益
を
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る（11
（

。
し
か
し
、

こ
の
説
明
も
、
簡
潔
に
す
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
優
先
主
義
に
も
と
づ

い
て
債
権
者
た
ち
の
私
的
自
治
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
す
べ
て
の
債

権
者
の
利
益
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
理
由
は
、
示
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。

Ｃ　

優
先
主
義
の
再
構
成
と
債
権
者
平
等
原
則
の
根

拠

　

こ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
議
論
で
は
、
優
先
主
義
は
、
私
的
自
治
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
理

解
に
よ
る
と
、
債
権
者
平
等
原
則
を
十
分
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
優
先
主
義
に
つ
い
て
根
本
的
な
考
察
を
お

こ
な
い
、
こ
の
建
前
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
財
の
処
分
に
つ
い
て
優
先
主
義
が
と
ら
れ
て
い
る

こ
と
の
背
後
に
、
ど
の
よ
う
な
評
価
が
据
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
＊
訳
注
（。

こ
の
作
業
は
、
債
権
者
平
等
原
則

の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
適
用
に
つ
い
て
の
基
礎
を
与
え
る
も

の
で
あ
る（11
（

。

Ⅰ　
優
先
主
義
の
根
拠

　

優
先
主
義
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
財
の
絶
対
的
な
帰
属
を
変

動
さ
せ
る
た
め
に
、
債
務
法
上
の
義
務
負
担
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
き

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
債
務
法
上
の
義
務
に
か
か
る
債
権
を
有

す
る
者
が
、
絶
対
的
な
帰
属
そ
の
も
の
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
義

務
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
債
務
者
が
金
銭

債
務
を
負
担
し
た
と
き
は
、
債
権
者
は
、
債
務
者
の
債
務
が
発
生
し

た
だ
け
で
、
自
動
的
に
、
債
務
者
の
と
こ
ろ
に
あ
る
金
銭
の
所
有
者

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
債
権
者
が
金
銭
の
所
有
者
と
な
る
た
め
に

は
、
む
し
ろ
、
債
務
者
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
は
別
に
、
義
務
の
履

行
と
し
て
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、

優
先
的
な
地
位
を
得
る
た
め
の
要
件
と
な
る
。

1
　
取
引
安
全
の
保
護
の
装
置
と
し
て
の
処
分
法
上
の
優
先
主
義

　

a）　

債
務
法
上
の
拘
束
と
絶
対
的
帰
属

　

処
分
法
上
の
優
先
主
義
は
、
義
務
の
履
行
と
し
て
の
処
分
を
受
け

る
こ
と
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
正
当
化
す
る
根
拠

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
債
務
者
に
対
し
て
財
の
絶
対
的
な
帰

属
の
変
動
を
義
務
づ
け
る
債
務
法
上
の
拘
束
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
債
務
法
上
の
義
務
負
担
の
法
的
性
質（11
（

に
照
ら
し
て
考
え
れ

ば
、
責
任
秩
序
に
お
け
る
優
先
性
を
、
義
務
の
履
行
と
し
て
の
処
分
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を
受
け
る
こ
と
と
結
び
つ
け
る
の
は
、
私
的
自
治
の
観
点
か
ら
は
当

然
の
こ
と
で
は
な
い
。
義
務
の
履
行
と
し
て
の
処
分
を
受
け
る
た
め

に
は
、
債
務
者
の
協
力
を
要
す
る
。
し
か
し
、
債
務
法
上
の
拘
束
が

生
じ
て
い
る
と
き
は
、
債
務
者
は
、
そ
の
債
務
法
上
の
拘
束
に
よ
っ

て
す
で
に
、
債
権
者
の
「
債
権
債
務
関
係
に
お
け
る
意
思
の
支
配
」（

11
（

に
服
す
る
こ
と
と
な
る
。
債
権
者
は
、
債
務
者
の
給
付
行
為
に
対
す

る
支
配
権
を
取
得
す
る（11
（

。
債
務
者
は
、
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
で
、

自
分
の
自
由
の
一
部
を
債
権
者
に
譲
り
渡
し
て
い
る（11
（

。
そ
の
後
は
、

債
権
者
は
、「
他
人
の
意
思
を
占
有
す
る
」
こ
と
と
な
る（11
（

。
も
っ
と

も
、
債
務
者
が
金
銭
債
務
を
負
担
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
金
銭
債
務

は
、
債
務
者
の
財
産
に
属
す
る
金
銭
に
つ
い
て
、
そ
の
絶
対
的
帰
属

を
移
転
す
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

債
務
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
自
分
の
財
産
を
譲
渡
す
る
こ
と

で
、
金
銭
を
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
務
者
は
、
自
分
の
す

べ
て
の
財
産
を
も
っ
て
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。
こ
の
財
産
に
か
か

る
責
任
は
、
そ
の
基
礎
を
す
で
に
債
務
法
上
の
拘
束
の
な
か
に
有
し

て
い
る（11
（

。
そ
の
た
め
、
財
産
に
か
か
る
責
任
が
生
じ
る
た
め
に
は
、

特
別
な
合
意
は
不
要
だ
と
考
え
ら
れ
る（1（
（

。
債
務
者
は
、
自
分
の
財
産

に
つ
い
て
、
自
分
の
自
由
の
一
部
を
失
う
こ
と
と
な
る（11
（

。

　

契
約
当
事
者
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
債
務
を
履
行
し
な
い
債
務
者

は
、
も
は
や
自
分
に
属
し
て
い
な
い
自
由
を
不
当
に
行
使
し
よ
う
と

す
る
者
で
あ
る
。
債
務
者
は
、
自
分
の
自
由
を
私
的
自
治
に
よ
っ
て

す
で
に
手
放
し
て
い
る
。
ま
た
、
債
務
者
が
他
律
的
に
義
務
を
負
担

す
る
と
き
は
、
債
務
者
は
、
責
任
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
で
、

自
分
の
自
由
を
失
っ
て
い
る
。
当
事
者
間
に
お
け
る
自
由
の
あ
り
方

を
突
き
詰
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
絶
対
的
な
帰
属
の
変
動
が
生
じ
る

か
ど
う
か
は
、
債
務
が
不
履
行
に
お
ち
い
り
、
そ
の
債
務
に
か
か
る

債
権
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
、
債
務
者
が

自
分
の
自
由
を
手
放
す
意
思
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、

責
任
法
上
、
債
務
者
の
自
由
が
他
律
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
条
件
を

備
え
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
は
ず
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
優
先
主
義
を
私
的
自
治
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る

立
場
を
首
尾
一
貫
す
る
な
ら
ば
、
優
先
主
義
は
、
そ
の
根
本
に
お
い

て
、
債
務
法
上
の
義
務
負
担
に
か
か
る
債
務
の
履
行
期
お
よ
び
そ
の

実
現
可
能
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
財
の
絶
対
的
な
帰
属
の
優
劣
は
、
債
権
0

0

の
成
立

時
期
の
先
後
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る（11
（

。

つ
ま
り
、
当
事
者
間
を
拘
束
す
る
債
権
債
務
関
係
上
の
義
務
を
負
担

し
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
義
務
の
履
行
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
に

対
し
て
効
力
を
有
す
る
処
分
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
優
劣
を
確
定

す
る
こ
と
は
、
債
務
者
の
私
的
自
治
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
を
正
当
化

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
明
ら
か
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で
あ
る
。
債
務
者
の
自
由
は
、
債
務
法
上
の
義
務
負
担
行
為
を
お
こ

な
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
処
分
の
原
因
を
私
的
自
治
に
も
と
づ
い
て
決

定
す
る
こ
と
で
実
現
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
優
先
主
義
は
、
私
的
自
治
に
よ
っ
て
債
務
法
上

の
拘
束
が
発
生
す
る
た
め
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ

と
は
別
に
、
義
務
の
履
行
と
し
て
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
と
結
び
つ

け
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
処
分
を
し
な
い

0

0

0

と
い
う

自
由
は
、
も
は
や
債
務
者
に
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
特
別

な
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
順
位
を
定
め
る
ル
ー
ル
は
、
債
務
者

の
私
的
自
治
に
よ
っ
て
は
、
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
の

債
権
者
に
対
し
て
義
務
の
履
行
と
し
て
の
処
分
を
お
こ
な
い
、
そ
の

者
を
優
先
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
処
分
を
受
け
た
債
権
者
が
、
原
則

と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
弁
済
期
が
到
来
し
て
い
る
債
権
者
に
優
先
す

る
。
こ
の
優
劣
を
決
定
す
る
ル
ー
ル
は
、
債
務
者
が
劣
後
債
権
者
と

の
間
で
私
的
自
治
に
よ
っ
て
引
き
受
け
た
拘
束
に
反
す
る
こ
と
を
前

提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

b）　

�

義
務
の
履
行
と
し
て
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

実
体
法
上
の
根
拠

　

責
任
法
に
お
け
る
順
位
の
秩
序
は
、
債
務
法
上
の
拘
束
で
は
な
く
、

処
分
法
上
の
優
先
主
義
に
も
と
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
。
こ
の
ル
ー
ル

の
意
義
を
正
確
に
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
債
務
者
に
対
す
る
債
権
債

務
関
係
上
の
拘
束
と
、
債
務
者
の
財
産
に
属
す
る
対
象
の
絶
対
的
な

帰
属
と
の
間
を
切
り
離
す
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
が
ど
こ
に
あ

る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
法

秩
序
が
な
ぜ
、
当
事
者
間
の
関
係
と
、
す
べ
て
の
人
に
対
す
る
関
係

と
の
間
を
区
別
し
、
債
務
法
上
の
拘
束
に
か
か
る
義
務
の
履
行
と
し

て
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
か
を
明
確
に
す
る
必
要

が
あ
る
。
た
し
か
に
、
債
務
者
が
債
務
を
引
き
受
け
た
こ
と
で
、
債

務
に
か
か
る
財
産
法
上
の
自
由
を
失
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
と
同
時
に

絶
対
的
な
帰
属
を
失
う
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
金
銭
債
権
の
弁
済
期
が
到

来
し
、
そ
の
債
権
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
債
権

を
有
す
る
者
に
対
し
、
債
務
者
の
財
産
を
目
的
と
す
る
担
保
権
を
自

動
的
に
割
り
当
て
る
方
法
を
と
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
方
法

は
、
実
際
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
金
銭
債
権
に
つ
い
て
、
法
律
に
も
と
づ

く
真
正
な
一
般
抵
当
権
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

一
般
抵
当
権
の
概
念
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
克
服
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
典
が
制
定
さ
れ
た
と
き
に
、
立
法
者
は
、
一
般

抵
当
権
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
反
対
の
立
場
を

と
っ
て
い
た（11
（

。
一
般
抵
当
権
が
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
債
務

者
の
私
的
自
治
を
保
護
す
る
た
め
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
般
抵
当

権
が
拒
絶
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
、「
秩
序
の
保
た
れ
た
信
用
制
度



債権者平等原則と価値追跡

4（

に
と
っ
て
（
…
…
（
有
害
で
あ
っ
た
」（11
（

か
ら
で
あ
る
。
債
権
者
は
、

優
先
権
を
得
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
か
ら
安
定
し
た
担
保
を
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
さ
れ
る（11
（

。

　

強
制
執
行
に
お
い
て
も
、
債
務
者
が
債
権
者
の
満
足
を
受
け
る
順

位
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
債
務
者

に
、
債
権
者
間
の
優
劣
を
決
定
す
る
自
由
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
強
制
執
行
に
お
け
る
債
権
者
の
順
位
は
、
債
務
者

が
ど
の
債
権
者
に
満
足
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
で
は
な
く
、
ど

の
債
権
者
が
強
制
執
行
を
お
こ
な
っ
た
か
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い

る
。

　

債
権
の
成
立
時
期
の
先
後
に
よ
っ
て
優
劣
を
決
定
す
る
ル
ー
ル
は
、

取
引
の
安
全
を
根
本
的
に
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ド

イ
ツ
よ
り
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
る（11
（

。
そ

の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
責
任
財
産
を
分
配
す
る
な
ら
ば
、
と
り

わ
け
、
債
権
者
の
順
位
を
簡
単
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
債
権
債
務
の

成
立
時
期
は
、
競
合
す
る
債
権
者
に
と
っ
て
は
、
つ
ね
に
「
ミ
ス
テ

リ
ア
ス
な
」
性
格
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る（11
（

。
債
務
者
は
、
自
分

が
特
権
を
与
え
た
い
と
考
え
る
債
権
者
の
債
権
に
つ
い
て
、
そ
の
成

立
時
期
が
実
際
の
成
立
時
期
よ
り
も
前
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
債
務
者
が
複
数
の
処
分
の
優
劣
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
私
的
自
治
の
高
い
価
値
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
、
複
数
の
処
分
の
優
劣
を
定
め
る
こ
と
は
、
債
務
の

履
行
期
の
先
後
や
そ
の
実
現
可
能
性
を
定
め
る
こ
と
と
は
異
な
る
の

で
あ
る
。

　

c）　

検
討
結
果
の
確
認
―
―
倒
産
否
認
権

　

こ
こ
で
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
優
先
主
義
は
、
実
体
的
に
正
当
な
責

任
財
産
の
分
配
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
理
解
は
、
倒
産

否
認
権
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る（11
（

。
債
務
者
の
財
産
が
す
べ
て
の

債
権
者
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
十
分
で
な
く
な
り
、
債
務
者
が
実
質

的
に
倒
産
に
お
ち
い
っ
た
後
は
、
債
務
者
が
し
た
処
分
は
、
原
則
と

し
て
、
倒
産
否
認
に
服
す
る
こ
と
と
な
る
。
債
務
者
と
債
権
者
は
、

倒
産
手
続
の
外
で
、
責
任
財
産
の
分
配
に
つ
い
て
交
渉
す
る
自
由
を

有
し
な
い
。
倒
産
否
認
権
は
、
一
般
に
、
こ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
務
者
が
実
質
的
に
倒
産
に
お
ち
い
る
と
、

す
べ
て
の
債
権
者
が
完
全
な
満
足
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
優
先
主
義
で
は
、
債
権
者
の
平
等
を
達
成
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
優
先
主
義
は
、
倒
産
否
認
に
よ
っ
て
根
本

的
な
制
限
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
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2
　
取
引
安
全
の
保
護
に
よ
る
正
当
化

　

処
分
法
上
の
優
先
主
義
は
、
債
務
者
の
私
的
自
治
の
あ
ら
わ
れ
で

は
な
く
、
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
装
置
で
あ
る
。
こ
の
理
解
に
立

つ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
装
置
を
設
け
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て

正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
的
な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
優
先
主
義
を
実
体
法
上
正
当
化
す
る

価
値
は
、
債
務
者
の
私
的
自
治
に
求
め
ら
れ
る
―
―
本
稿
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
誤
っ
た
考
え
方
で
あ
る
―
―
だ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

債
権
者
が
自
分
の
優
先
的
地
位
を
確
保
す
る
権
利
、
つ
ま
り
、
債
権

者
の
自
律
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る（11
（

。

　

こ
の
債
権
者
の
自
律
と
い
う
観
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
得

ら
れ
た
知
見
に
照
ら
す
こ
と
で
、
次
の
よ
う
に
具
体
化
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
に
対
す
る
優
先
を
、
当
事
者
間

の
法
状
況
に
反
し
て
得
よ
う
と
す
る
債
権
者
の
自
由
は
、
取
引
安
全

の
保
護
の
装
置
と
か
み
合
う
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

債
権
者
の
自
律
と
い
う
言
い
回
し
は
、
次
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
の
自
律
は
、
本
来
的
に
自
由
の
価
値
を
有

し
て
お
り
、
立
法
者
が
こ
れ
に
介
入
す
る
と
き
は
、
そ
の
介
入
に
つ

い
て
、
私
法
上
、
正
当
化
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（1（
（

。
債

権
者
の
自
由
を
支
え
る
機
能
が
、
取
引
安
全
の
保
護
の
装
置
に
与
え

ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
正
し
い
見
方
だ
と
考
え
ら
れ
る（11
（

。
取
引
安
全

の
保
護
は
、
取
引
の
参
加
者
に
対
し
、
自
己
決
定
に
も
と
づ
い
て
法

律
行
為
を
お
こ
な
う
た
め
に
必
要
な
、
最
小
限
の
保
護
を
提
供
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
最
小
限
の
保
護
を
下
回
る
と
き
は
、（
債
権

者
の
（
自
律
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、

取
引
安
全
の
保
護
は
、
自
己
目
的
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て

は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
必
要
と
さ
れ
る
保
護
を
上
回

る
と
き
は
、
保
護
に
値
し
な
い
と
評
価
さ
れ
る
取
引
参
加
者
の
自
由

の
た
め
に
、〔
そ
れ
以
外
の
取
引
参
加
者
の
〕
自
由
が
不
当
に
制
限

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
必
要
不
可
欠
な
最
小
限
の
保
護
と
私
法
上

許
さ
れ
る
最
大
限
の
保
護
と
の
両
極
端
の
間
で
、
立
法
者
は
、
私
法

上
の
規
範
を
定
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
範
囲
内
に
あ
る
限
り
、

正
当
化
が
求
め
ら
れ
る
（
債
権
者
の
（
自
律
の
制
限
は
、
問
題
と
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
処
分
法
上
の
優
先
主
義
を
、
債
権
者
の
自
律

と
同
じ
も
の
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
す
る
の
は
、
い
き
す
ぎ
で
あ
る
。

債
権
者
の
自
律
と
、
処
分
法
上
の
優
先
主
義
と
が
ぴ
っ
た
り
一
致
す

る
の
は
、
強
行
的
に
必
要
と
さ
れ
る
最
小
限
の
取
引
安
全
の
保
護
が

問
題
と
な
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
の
自
律
の

観
点
か
ら
み
て
も
、
処
分
法
上
の
優
先
主
義
に
は
、
自
由
の
価
値
が

認
め
ら
れ
な
い
か
、
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
も
の

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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Ⅱ　
実
体
法
上
の
分
配
ル
ー
ル
と
し
て
の
債
権
者
平
等
原
則

　

処
分
法
上
の
優
先
主
義
は
、
財
の
分
配
を
実
質
的
に
正
当
化
す
る

価
値
を
有
し
な
い
。
優
先
主
義
の
根
拠
を
、
債
務
者
の
私
的
自
治
や

債
権
者
の
私
的
自
治
に
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
、〔
債

権
の
成
立
時
期
の
先
後
に
よ
っ
て
債
権
の
優
劣
を
決
定
す
る
〕
債
務

法
上
の
優
先
主
義
を
と
る
こ
と
も
、
取
引
安
全
の
保
護
の
観
点
か
ら

は
、
望
ま
し
く
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
債
権
者
平
等
原
則
が
ど

の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
債
権
者
平
等
原
則
は
、
責
任
財
産
の
分
配
を
実
質
的
に
正

当
化
す
る
価
値
を
有
す
る
、
受
け
皿
と
し
て
の
原
理
で
あ
る
。
債
権

者
平
等
原
則
と
は
異
な
る
分
配
ル
ー
ル
が
実
体
法
上
命
じ
ら
れ
て
い

な
い
と
き
に
、
す
べ
て
の
実
体
法
上
の
分
配
の
ル
ー
ル
の
な
か
で
考

え
ら
れ
る
最
後
の
も
の
が
、
債
権
者
平
等
原
則
で
あ
る
。
こ
の
原
則

は
、
責
任
財
産
の
分
配
を
め
ぐ
る
争
い
を
解
決
す
る
た
め
に
残
さ
れ

た
、
唯
一
の
分
配
の
基
準
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
す
で

に
検
討
し
た
平
等
原
則
に
よ
る
正
当
化
の
試
み（11
（

や
、
衡
平
に
よ
る
正

当
化
の
試
み
は
、
そ
の
方
向
性
と
し
て
は
、
正
当
な
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
等
原
則
や
衡
平
は
、
そ
れ
ら

と
は
異
な
る
私
法
上
の
評
価
に
も
と
づ
く
分
配
ル
ー
ル
が
欠
け
て
い

る
と
き
に
考
慮
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
債
権
者
平
等
原
則
が

実
体
法
上
の
受
け
皿
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、

す
で
に
以
前
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た（11
（

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え

方
も
、
優
先
主
義
と
債
権
者
平
等
原
則
と
の
衝
突
を
ど
の
よ
う
に
克

服
す
る
か
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
債
権
者

の
平
等
が
（
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
（
肯
定
的
に
受
け
入
れ
ら

れ
る
の
は
、
そ
れ
以
外
の
分
配
の
可
能
性
が
望
ま
し
く
な
い
か
ら
で

あ
る
。
債
権
者
平
等
原
則
は
、
正
義
に
か
な
っ
た
分
配
の
素
朴
な
方

式
と
し
て
、
少
な
く
と
も
、
受
け
皿
と
し
て
考
え
ら
れ
る
そ
れ
以
外

の
分
配
手
続
、
つ
ま
り
、
た
ん
な
る
偶
然
に
よ
っ
て
分
配
さ
れ
る
く

じ
引
き
主
義
よ
り
も
、
実
体
法
上
優
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

受
け
皿
ル
ー
ル
と
し
て
の
債
権
者
平
等
原
則
と
い
う
考
え
方
は
、

倒
産
法
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
を
作
り
出
す
こ
と
に
道
を
開

く
も
の
で
は
な
い
0

0

こ
と
を
、
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

平
等
と
い
う
の
は
、
正
義
が
い
き
つ
く
究
極
の
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
そ
れ
に
は
、
実
体
法
上
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
正
義
に
か
な
っ
た
分
配
の
素
朴
な
方
式
か
ら
、
自

由
に
離
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
事
実
上

0

0

0

、
責
任
財
産
の

大
部
分
が
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
に
よ
り
も
っ
て
い
か
れ
て
い
る
と
い
う

だ
け
で
、
債
権
者
平
等
原
則
の
規
範
的
価
値
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ

か
け
る
（
11
（

の
は
、
正
当
で
な
い
。

　

特
権
を
与
え
る
た
め
の
根
拠
は
、
私
法
上
の
性
質
を
有
す
る
も
の
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
権
を
与
え
る
た
め
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、

非
常
に
多
様
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
こ
か
ら
同
種

の
基
本
思
想
を
と
り
だ
す
こ
と
は
、
で
き
な
い
で
あ
ろ
う（11
（

。
責
任
財

産
が
十
分
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
責
任
財
産
は
、
す
べ
て
債
権
者
た

ち
の
引
き
当
て
と
な
る
。
債
務
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
権
者
に
対
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
債
務
を
負
担
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
責
任
財
産
の
分
配
を
め
ぐ
る
私
法
上
の
争
い
を
解
決
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
。
こ
の
解
決
は
、
も
っ
ぱ
ら
私
法
上
の
基
準
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
法
上
、
債
権
者
た
ち
の
引

き
当
て
と
な
る
債
務
者
の
財
産
を
、
公
益
で
あ
る
公
共
の
福
祉
を
実

現
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
は
で
き
な
い
。
責
任
財

産
を
分
配
す
る
と
き
に
、
あ
る
債
権
者
に
特
権
を
与
え
る
こ
と
は
、

公
益
に
よ
っ
て
は
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
公
共

の
福
祉
を
理
由
と
す
る
介
入
に
対
し
、
私
権
の
主
体
に
属
す
る
個
人

の
自
由
を
防
御
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
債
務
者
の
倒
産
は
、

「
例
外
的
な
状
況
」
で
あ
る
か
ら
、
公
法
上
の
特
別
な
犠
牲
を
債
権

者
に
要
求
す
る
た
め
の
、
都
合
の
よ
い
き
っ
か
け
と
な
り
か
ね
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
責
任
財
産
の
分
配
を
め
ぐ
る
争
い
が
生
じ
て
い
る

こ
と
そ
れ
自
体
は
、
そ
う
し
た
特
別
な
犠
牲
の
要
求
を
正
当
化
す
る

も
の
で
は
な
い
。〔
一
九
九
四
年
に
制
定
さ
れ
た
〕
ド
イ
ツ
倒
産
法

の
立
法
者
も
、
根
本
に
お
い
て
、
こ
の
考
え
方
に
従
っ
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
の
立
法
者
に
よ
れ
ば
、「
一
つ
ひ
と
つ
の

事
例
に
つ
い
て
、
社
会
的
保
護
の
必
要
性
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
か
に

よ
っ
て
債
権
者
を
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
特
権
の
カ
タ
ロ
グ
を
作
る
こ

と
は
、
不
可
能
」
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
特
権
の
カ
タ
ロ
グ
は
、
結

局
は
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
」（11
（

。
こ
の
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー

は
、
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
簡
潔
明
瞭
に
表
現
し
て
い
る
。「
公
的

な
目
的
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
的
な
手
段
を
用
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」。
こ
の
ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
の
考
え
方
に
は
、
全
面
的

に
同
意
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（11
（

。

Ⅲ　

�

手
続
法
上
の
問
題
―
―
個
別
強
制
執
行
に
お
い
て
優
先
主
義

を
と
る
べ
き
か
、
平
等
主
義
を
と
る
べ
き
か

　

こ
こ
で
示
さ
れ
た
結
論
に
よ
れ
ば
、
優
先
主
義
は
、
責
任
財
産
の

分
配
を
実
質
的
に
正
当
化
す
る
価
値
を
有
し
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
個
別
強
制
執
行
法
に
お
い
て
、
責
任
財
産
を
分
配
す
る
正
当
な

基
準
は
な
に
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
ド
イ
ツ
法
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
は
異

な
る
立
場
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
個
別
強
制
執
行
法
は
、

少
な
く
と
も
そ
の
一
部
に
お
い
て
、
債
権
者
の
平
等
を
実
現
し
よ
う

と
試
み
て
い
る（11
（

。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
、
債
権
者
平
等
原
則

に
も
と
づ
い
た
個
別
強
制
執
行
法
を
考
え
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
み
る
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の
は
、
実
際
に
は
適
切
で
な
い
。
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
二
四

一
二
条
に
よ
る
裁
判
上
の
抵
当
権
（hypothèque judiciaire

（
は
、

優
先
主
義
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
、
む
か
し
か
ら
、
債
権
者
平
等

原
則
の
適
用
を
い
ち
じ
る
し
く
制
限
し
て
き
た
。
比
較
法
研
究
で
は
、

こ
の
事
実
が
し
ば
し
ば
看
過
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
債
権
者
平
等

原
則
は
、
近
時
お
こ
な
わ
れ
た
強
制
執
行
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
さ

ら
に
弱
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
ん
に
ち
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民

事
執
行
法
典
Ｌ
二
一
一
―
二
条
一
項
に
よ
る
一
般
的
な
債
権
の
差
押

え
（saisi-attribution

〔
帰
属
差
押
え
〕（
に
つ
い
て
、
優
先
主
義

が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　

次
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
倒
産
手

続
が
、
す
べ
て
の
債
務
者
に
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て

用
意
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
個
別
強
制
執
行
に
お
い
て
優
先
主
義
を

と
る
べ
き
か
、
平
等
主
義
を
と
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
た
ん
に

ど
ち
ら
が
合
目
的
的
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え

ば
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
個
別
強
制
執
行
法
上
の
執
行
行
為
に

も
と
づ
い
て
行
為
が
さ
れ
た
場
合
で
も
、
債
務
者
が
執
行
の
時
点
で

す
で
に
実
質
的
に
倒
産
に
お
ち
い
っ
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
は
、

倒
産
否
認
権
に
よ
っ
て
大
幅
に
く
つ
が
え
さ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
、
債
権
者
平
等
原
則
は
、
個
別
強
制
執
行
法

に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る（11
（

。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
法

に
お
い
て
は
、
債
権
者
平
等
原
則
を
個
別
強
制
執
行
法
に
適
用
す
る

た
め
に
は
、
倒
産
手
続
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

個
別
強
制
執
行
法
を
債
権
者
平
等
原
則
に
も
と
づ
い
て
組
み
立
て

る
た
め
に
は
、
よ
り
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ
と
も
、
否
定
す
る
こ
と
が

で
き
な
い（1（
（

。
ま
ず
、
個
別
強
制
執
行
手
続
に
参
加
し
て
い
な
い
債
権

者
た
ち
に
参
加
の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
、
公
示
が
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
い
と
、
そ
れ
ら
の
債
権
者
た
ち
を
配
当
か
ら

完
全
に
排
除
す
る
こ
と
を
、
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
執
行
名
義
を
有
し
な
い
債
権
者
に
も
、
個
別
強
制

執
行
手
続
に
参
加
す
る
た
め
の
資
格
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
執
行
名
義
を
有
し
な
い
債
権
者
に
対
し
て
競
合

す
る
債
権
者
が
異
議
を
述
べ
た
と
き
に
備
え
て
、
そ
の
よ
う
な
異
議

の
訴
え
に
か
か
る
判
決
手
続
を
個
別
強
制
執
行
手
続
に
接
続
し
て
お

く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
個
別
強
制
執
行
手
続
は
、

全
体
と
し
て
、「
ミ
ニ
チ
ュ
ア
破
産
（K

onkurs�en�m
iniature

（」（11
（

の
よ
う
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

　

し
か
し
、「
ミ
ニ
チ
ュ
ア
破
産
」
の
よ
う
な
個
別
強
制
執
行
手
続

を
作
る
場
合
に
は
、
手
続
コ
ス
ト
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
コ
ス
ト
は
、

責
任
財
産
を
実
質
的
に
正
当
な
か
た
ち
で
分
配
す
る
こ
と
を
保
障
す

る
た
め
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
現
行
の
ド
イ
ツ
民

事
法
秩
序
は
、
個
別
強
制
執
行
に
つ
い
て
は
、
よ
り
単
純
な
シ
ス
テ
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ム
を
構
築
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
実
質
的
な
倒
産
に
お
ち
い
っ
て

い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
責
任
財
産
を
分
配
す
る
う
え
で
重
要
な
事

情
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
単
純
な
シ
ス
テ
ム
は
、
個

別
強
制
執
行
手
続
に
お
い
て
責
任
財
産
が
分
配
さ
れ
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
れ
が
不
当
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
分
配
の
結
果
が
、
事
情
に

よ
っ
て
は
、
倒
産
手
続
に
お
い
て
ふ
た
た
び
修
正
を
受
け
る
か
た
ち

で
補
完
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
は
、
個
別
強
制
執
行
手
続

と
倒
産
手
続
と
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
、「
ミ
ニ
チ
ュ
ア
破
産
」

に
お
け
る
責
任
財
産
の
分
配
よ
り
も
、
多
く
の
コ
ス
ト
を
要
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
の
ド
イ
ツ
の
執
行
シ
ス
テ
ム
は
、

そ
の
基
本
構
想
に
お
い
て
、
不
当
で
は
な
い
も
の
の
、
合
目
的
的
で

も
な
い
と
考
え
ら
れ
る（11
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
非
効
率
性
は
、
度
を
超

え
て
大
き
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
コ
ス
ト

が
か
か
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
個
別
強
制
執
行
に
お
い
て
得
ら

れ
た
換
価
金
が
、
倒
産
手
続
に
お
い
て
責
任
財
産
に
戻
さ
れ
、
新
た

に
分
配
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

他
方
、「
ミ
ニ
チ
ュ
ア
破
産
」
の
構
想
に
つ
い
て
も
、
批
判
的
な

コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
「
ミ

ニ
チ
ュ
ア
破
産
」
の
よ
う
な
個
別
強
制
執
行
手
続
を
導
入
し
た
法
秩

序
は
、
し
だ
い
に
そ
の
手
続
を
単
純
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え

ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
最
近
お
こ
な
わ
れ
た
改
正
で
は
、
手
続
に

参
加
す
る
た
め
の
資
格
と
し
て
、
債
権
者
に
対
し
、
執
行
名
義
を
厳

し
く
求
め
る
こ
と
と
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
民
事
執
行
法
典
Ｌ
二
二
一
―

一
条
は
、
動
産
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
場
合
（saisie-vente

〔
売
却

差
押
え
〕（
に
お
い
て
、
そ
の
動
産
の
換
価
金
の
分
配
を
受
け
る
と

き
は
、
執
行
名
義
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
文
で
定
め
て
い
る
。
債

権
を
差
し
押
さ
え
る
場
合
（
帰
属
差
押
え
（
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
事

執
行
法
典
Ｌ
二
一
一
―
一
条
に
よ
り
、
執
行
名
義
が
必
要
と
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
裁
判
上
の
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
要
件

と
し
て
、
そ
も
そ
も
執
行
名
義
で
あ
る
裁
判
が
求
め
ら
れ
る
。
強
制

競
売
（saisie-im

m
obilière

〔
不
動
産
の
差
押
え
〕（
に
つ
い
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
民
事
執
行
法
典
Ｌ
三
一
一
―
二
条
に
よ
り
、
執
行
名
義
を

有
す
る
債
権
者
だ
け
が
執
行
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
執
行
法
に
お
い
て
は
、
競
合
す
る
債
権
者
に
対
し
、

執
行
手
続
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
る
た
め
の
執
行
行
為
の
公
示
が
、

十
分
に
さ
れ
て
い
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に

個
別
強
制
執
行
手
続
を
単
純
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
る
責

任
財
産
の
分
配
の
結
果
を
、
個
別
強
制
執
行
手
続
に
続
い
て
お
こ
な

わ
れ
る
倒
産
手
続
に
お
い
て
、
ふ
た
た
び
修
正
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、

一
方
で
、
あ
ら
ゆ
る
債
務
者
が
、
ど
の
倒
産
手
続
に
つ
い
て
も
利
用

資
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
六
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三
一
―
二
条
一
項
（。
他
方
で
、
執
行
行
為
に
も
と
づ
く
行
為
の
う

ち
の
い
く
つ
か
は
、
倒
産
否
認
の
対
象
か
ら
除
か
れ
て
い
る（11
（

。
し
た

が
っ
て
、
個
別
執
行
と
包
括
執
行
と
の
双
方
に
目
配
り
を
す
る
な
ら

ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
む
し
ろ
、
ド
イ
ツ
法
よ
り
も
、
債
権
者
の
平

等
か
ら
い
っ
そ
う
遠
ざ
か
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
考
え
ら
れ
る
。

Ｄ　

特
権
化
の
根
拠
と
し
て
の
価
値
追
跡

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
債
権
者
平
等
原
則
の
根
拠
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
価
値
追
跡
の
理
論
と
取

り
組
む
準
備
が
と
と
の
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
理
論
が
、
一
定

の
債
権
に
つ
い
て
私
法
上
の
特
権
を
与
え
る
た
め
の
適
切
な
根
拠
を

示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
。

Ⅰ　
価
値
追
跡
の
理
論
の
基
本
的
な
問
題
点

　

価
値
追
跡
の
理
論
が
用
い
る
論
証
方
法
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
あ
る
債
権
者
が
債
務
者
の
財
産
に
価
値
を
も
た
ら
し
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
価
値
が
債
務
者
の
財
産
に
残
っ
て
い
る
と
き
は
、

そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
債
権
者
に
特
権
が
与
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
債
権
者
は
、
他
の
債
権
者
と
比
べ
て
、
そ
の

価
値
に
つ
い
て
、
物
権
の
よ
う
な
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
債
権
者
は
、
特
権
を
受

け
ら
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
み
た
よ
う

に
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、
盗
人
が
自
分
の
盗
ん
だ
金
銭
で
指
輪
を
取

得
し
た
事
例
を
挙
げ
て
い
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
債
権
者
は
、
そ
の

指
輪
の
所
有
者
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
権
的
に
、
指
輪
の

返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
価
値
追
跡
の
理
論
が
適

用
さ
れ
る
範
囲
は
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と
え

ば
、
被
用
者
の
給
料
債
権
に
つ
い
て
特
権
を
与
え
る
こ
と
も
、
こ
の

理
論
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
被
用
者
は
、
自
分
の

労
務
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
債
務
者
で
あ
る
使
用
者
の
財
産
の
価
値

を
増
加
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る（11
（

。

　

価
値
追
跡
の
理
論
に
も
と
づ
い
て
一
定
の
債
権
に
つ
い
て
特
権
を

与
え
る
こ
と
に
は
、
次
の
問
題
が
あ
る
。
一
方
で
、
価
値
の
追
跡
に

は
、
際
限
が
な
い
。
こ
の
理
論
を
支
持
す
る
主
た
る
論
者
の
一
部
は
、

信
用
付
与
の
意
思
を
有
し
な
か
っ
た
債
権
者
に
つ
い
て
の
み
、
特
権

を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
限
を
受
け
入
れ
た
と

き
で
す
ら
、
特
権
が
与
え
ら
れ
る
範
囲
は
、
見
と
お
す
こ
と
が
で
き

な
い
ほ
ど
広
く
な
る（11
（

。
被
用
者
や
不
当
利
得
返
還
請
求
権
者
の
ほ
か

に
、
担
保
を
受
け
る
た
め
の
十
分
な
交
渉
力
を
有
し
な
い
供
給
者
や

請
負
人
も
、
特
権
が
与
え
ら
れ
る
主
体
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

配
偶
者
間
の
扶
養
料
請
求
権
に
も
、
特
権
が
与
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
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な
い
。
債
権
者
で
あ
る
一
方
配
偶
者
が
、
債
務
者
で
あ
る
他
方
配
偶

者
の
た
め
に
家
事
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
他
方
配
偶
者
が
経
済
活
動

を
お
こ
な
う
た
め
に
不
可
欠
な
時
間
的
リ
ソ
ー
ス
を
与
え
た
と
き
は
、

そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
国
家
も
、
国
庫

に
属
す
る
債
権
に
つ
い
て
特
権
を
受
け
る
た
め
に
、
価
値
増
加
の
理

論
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
国
家
の
行

政
事
務
（
教
育
の
充
実
や
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
整
備
な

ど
（
に
よ
っ
て
債
務
者
が
恩
恵
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
債
務
者
の

財
産
の
価
値
は
、
増
加
す
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
国
庫
に
属
す
る

債
権
に
つ
い
て
も
、
特
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
価
値
追
跡
の
理
論
に
よ
る
と
、
特
権
を
与
え
る
範
囲

に
際
限
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、

そ
の
理
論
の
内
容
が
望
ま
し
く
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
価
値
増

加
の
考
え
方
は
、
実
質
的
に
み
る
と
、
次
の
発
想
か
ら
出
発
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
の
財
産
に
価
値
を
も
た
ら
し
て
い
る

債
権
者
は
、
そ
の
よ
う
な
価
値
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
債
権
者
よ
り

も
、
保
護
に
値
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
べ
き

な
の
か
は
、
ま
っ
た
く
論
証
さ
れ
て
い
な
い
。
価
値
の
増
加
に
も
と

づ
い
て
特
権
を
与
え
る
こ
と
を
支
持
す
る
者
は
、
こ
の
特
権
を
認
め

る
こ
と
で
、
歴
史
的
に
生
成
さ
れ
て
き
た
債
務
法
と
物
権
法
と
の
区

別
を
、
そ
の
区
別
が
有
し
て
い
る
目
的
論
上
の
意
義
を
検
討
す
る
こ

と
な
く
、
あ
っ
さ
り
と
無
視
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
と
え
ば
、

民
法
の
観
点
か
ら
は
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
者
が
損
害
賠
償
請
求

権
者
よ
り
も
保
護
に
値
す
る
と
い
う
の
は
、
承
認
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
盗
人
に
よ
っ
て
金
銭
を
盗
ま
れ
た
所
有
者
は
、
そ
の
盗
人
が

そ
の
金
銭
に
よ
り
指
輪
を
買
っ
た
と
き
は
、
そ
の
盗
人
が
そ
の
金
銭

を
浪
費
し
た
と
き
よ
り
も
保
護
に
値
す
る
と
い
う
の
は
、
民
法
の
観

点
か
ら
は
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
不
当
利
得
法
と

損
害
賠
償
法
は
、
私
法
秩
序
に
お
い
て
互
い
に
補
完
し
あ
っ
て
私
権

を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る（11
（

。
債
権
者
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
む
し
ろ

反
対
に
、
自
分
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
、
特
別
な
保

護
の
必
要
性
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
債
務

者
の
財
産
の
価
値
が
増
加
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ

と
に
も
と
づ
い
て
特
権
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
債
権
者
は
、
他
の
債
権
者
と
比
べ
て
、
そ
の
増
加
し
た
価
値
に

つ
い
て
、
物
権
の
よ
う
な
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ス
ワ
ド
リ
ン
グ
（Sw

adling

（
は
、
そ
の
主
張

の
文
脈
は
異
な
る
も
の
の
、
適
切
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
ス

ワ
ド
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
債
権
者
は
、
次
の
よ
う
に
い
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る（11
（

。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
は
、
自
分
に
対

す
る
支
払
の
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
以
上
、
こ
れ
に
よ
り
、
債
務

者
の
財
産
は
増
加
し
て
い
る
、
と
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
増
加
し
た
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価
値
も
、
債
務
者
の
財
産
に
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

Ⅱ　
財
団
に
不
当
利
得
が
生
じ
た
場
合
と
の
区
別

　

価
値
の
増
加
に
も
と
づ
い
て
特
権
を
与
え
る
こ
と
も
、
事
情
に

よ
っ
て
は
、
一
般
原
則
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
こ
と
は
、
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

よ
う
な
特
権
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
財
団
債
権
者
に

与
え
ら
れ
る
特
権
、
つ
ま
り
、
倒
産
手
続
が
倒
産
債
権
者
の
利
益
の

た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
中
核
の
根
拠
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る

特
権
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
特
権
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、

倒
産
管
財
人
の
行
為
に
よ
っ
て
倒
産
財
団
に
影
響
が
生
じ
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
倒
産
財
団
に
対
す
る
影
響
が
そ
の
倒
産
管
財
人
の
行

為
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る（11
（

。
倒
産

管
財
人
が
、
権
限
を
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
債
権
者
の

財
産
を
用
い
て
倒
産
財
団
の
価
値
を
増
加
さ
せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
債
権
者
は
、
財
団
債
権
を
取
得
し
、
こ
れ
を
特
権
的
に
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
五
五
条
一

項
三
号
（。
指
輪
事
例
に
お
い
て
、
倒
産
管
財
人

0

0

0

0

0

が
盗
人
と
同
じ
よ

う
な
行
為
を
し
た
な
ら
ば
、
被
害
者
で
あ
る
債
権
者
に
は
、
財
団
債

権
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
倒
産
管
財
人
に
よ
っ
て
自
分
の

財
産
を
倒
産
財
団
の
価
値
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
債
権

者
は
、
一
般
原
則
に
よ
り
、
特
権
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、

こ
の
特
権
は
、
倒
産
管
財
人
に
よ
っ
て
損
害
を
与
え
ら
れ
た
債
権
者

に
も
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
限
り
で
、
損
害
賠
償
請
求
権

0

0

0

0

0

0

0

も
、
不
当
利

得
返
還
請
求
権
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
か
た
ち
で
、
特
権
化
さ
れ
て

い
る
（
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
五
五
条
一
項
一
号
（。

Ⅲ　
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ

　

管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
各
国
の
法
秩
序
の
な
か
で
、
価
値
追
跡

の
構
想
を
首
尾
一
貫
し
た
か
た
ち
で
追
求
し
、
そ
の
考
え
方
に
も
と

づ
い
て
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
も
の
は
な
い
。
む
し
ろ
、
価
値
追
跡

の
構
想
は
、
一
定
の
債
権
者
に
つ
い
て
特
権
を
認
め
る
た
め
に
、
断

片
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

そ
の
よ
う
な
特
権
は
、
内
容
的
に
み
て
批
判
の
余
地
が
あ
る
だ
け
で

な
く
、
恣
意
性
を
免
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
特
権
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
一
定
の
債
権
者
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
債
権
者
と
同
じ
よ
う
に
、
債
務
者
の
財
産
の
価
値
を
増
加
さ
せ
た

こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
の
他
の
債
権
者
は
、
特
権
の

主
体
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
の
法
秩
序
を
例
と
し
て（11
（

、
価
値
の
増
加
と
い
う
考
え
方
に

も
と
づ
い
て
与
え
ら
れ
た
特
権
が
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ

れ
る
の
か
を
示
す
こ
と
と
し
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
特
権
は
、
い
ず
れ
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も
、
債
権
者
平
等
原
則
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
特
権
を
与
え
る
範
囲
が
恣
意
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
価
値
の
増
加
と
い
う
考
え
方
に
も
と
づ
い
て

整
序
さ
れ
る
以
下
の
特
権
は
、
立
法
論
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
排
除

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

被
用
者
の
特
権
と
国
庫
の
特
権
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
立
ち
入

ら
な
い
。
一
方
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
被
用
者
と
国
庫
に
与
え
ら
れ

て
い
た
特
権
は
、
倒
産
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
大
幅
に（1（
（

排
除
さ
れ
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
で
、

被
用
者
の
特
権
は
、
と
り
わ
け
、
そ
の
者
に
つ
い
て
特
別
な
社
会
的

保
護
を
与
え
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
国
庫
の
特
権
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
挙
げ
ら

れ
て
き
た
の
は
、
公
共
の
福
祉
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
価
値
の

増
加
と
い
う
考
え
方
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
議
論
の
中
心
を
占

め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
1
　
代
償
的
取
戻
権
―
―
ド
イ
ツ
倒
産
法
四
八
条

　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
価
値
追
跡
の
理
論
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
最

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
四
八
条
に
よ
る
代
償

的
取
戻
権
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
、
取
戻
し
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
た
は
ず
の
対
象
が
、
倒
産
手
続
の
開
始
前
に
債
務
者
に

よ
っ
て
無
権
限
で
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
取
戻
権
者
は
、
そ
の
譲

渡
に
よ
り
得
ら
れ
た
反
対
給
付
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

こ
と
は
、
倒
産
管
財
人
が
そ
の
対
象
を
無
権
限
で
譲
渡
し
た
場
合
に

も
、
同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
る
。
具
体
的
に
は
、
取
戻
権
者
は
、
そ

の
譲
渡
に
よ
り
得
ら
れ
た
反
対
給
付
が
ま
だ
取
り
立
て
ら
れ
て
い
な

い
と
き
は
、
反
対
給
付
に
対
す
る
権
利
を
譲
渡
す
る
よ
う
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
譲
渡
に
よ
り
得
ら
れ
た
反
対
給
付
が
す

で
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
反
対
給
付
が
倒
産
財
団

の
な
か
に
識
別
可
能
な
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
る
限
り
で
、
そ
の
返

還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
所
有
者
で
あ
っ
た
者
は
、
代

償
的
取
戻
権
に
よ
っ
て
、
自
分
が
絶
対
権
を
有
し
て
い
な
い
倒
産
財

団
に
属
す
る
対
象
に
つ
い
て
、
取
戻
し
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

物
上
代
位
を
定
め
る
こ
と
に
反
対
し
、
代
償
的

0

0

0

取
戻
権
を
与
え
る
に

と
ど
め
た
。
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、
金
銭
が
盗
ま
れ
た
後
、
そ
の
金
銭

に
よ
っ
て
指
輪
が
買
わ
れ
た
例
を
挙
げ
て
い
た
。
こ
の
例
が
実
際
に

問
題
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
解
釈
論
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
四
八

条
に
よ
り
、
そ
の
指
輪
は
、
金
銭
を
盗
ま
れ
た
者
に
返
還
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
価
値
の
増
加
に
も
と
づ
い
て
特
権
を

与
え
る
と
き
は
、
そ
の
問
題
点
と
し
て
、
特
権
を
与
え
る
範
囲
に
つ
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い
て
、
恣
意
的
な
限
界
が
引
か
れ
や
す
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
四
八
条
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
倒
産
法
四
八
条
は
、
同
条
に
も
と
づ
く

特
権
を
、
価
値
の
増
加
が
生
み
出
さ
れ
た
場
合
の
す
べ
て
で
は
な
く
、

そ
の
原
因
を
、
取
戻
権
の
対
象
が
無
権
限
で
譲
渡
さ
れ
た
ケ
ー
ス
に

限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
他
人
の
物
が
賃
貸
さ
れ
た

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
同
条
が
適
用
さ
れ
な
い（11
（

理
由
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

他
人
の
物
を
賃
貸
し
た
者
も
、
そ
の
物
か
ら
無
権
限
で
収
益
を
収
取

し
た
と
き
は
、
そ
の
物
に
つ
い
て
取
戻
権
を
有
す
る
所
有
者
の
法
的

地
位
を
侵
害
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
他
人
の
物
を
無
権
限
で
譲

渡
し
た
者
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
取
戻
権
を
有
す
る
所
有

者
か
ら
み
れ
ば
、
過
去
に
お
い
て
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
た
可
能
性

は
、
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
た
ち
で
失
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

あ
る
物
が
加
工
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
九
五
〇

条
一
項
一
文
に
よ
り
、
加
工
者
が
加
工
物
に
つ
い
て
所
有
権
を
原
始

取
得
し
た
結
果
、
そ
の
物
の
所
有
者
が
自
分
の
所
有
権
を
失
っ
た
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
所
有
者
が
取
得
す
る
債
権
に
つ

い
て
は
、
特
権
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
加
工
物
が
有
償

で
譲
渡
さ
れ
た
と
き
で
す
ら
、
そ
の
「
反
対
給
付
」
に
つ
い
て
代
償

的
取
戻
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る（11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
四
八
条
の
適
用
範
囲
は
、
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
た
ち
で
恣
意
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、〔
他
人
の
〕
所
有
物
が
担
保
に
供
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
れ
が
〔
善
意
取
得
等
に
よ
り
〕
有
効
と
さ
れ
た
と
き
に
も

あ
て
は
ま
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
担
保
債
権
に
か
か
る
借
入

金
が
「
反
対
給
付
」
と
し
て
倒
産
財
団
の
な
か
に
識
別
可
能
な
か
た

ち
で
存
在
し
て
い
る
と
き
は
、
代
償
的
取
戻
し
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
に
対
し
、
も
と
も
と
あ
っ
た
債
務
が
担
保
さ
れ
た
と
き
、

つ
ま
り
、
担
保
の
設
定
に
よ
り
新
た
な
財
産
が
債
務
者
の
財
産
に
流

れ
込
ん
で
い
な
い
と
き
は
、
こ
の
特
権
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て

い
る（11
（

。

　
2
　�

費
用
償
還
請
求
権
を
担
保
す
る
た
め
の
留
置
権
―
―
ド
イ
ツ

倒
産
法
五
一
条
二
号

　

さ
ら
に
、
倒
産
財
団
に
属
す
る
動
産
に
つ
い
て
留
置
権
を
有
す
る

債
権
者
に
は
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
五
一
条
二
号
に
も
と
づ
い
て
特
権
が

与
え
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
倒
産
法
に
お
け
る
原
則
に
よ
れ
ば
、
双
務
契

約
に
基
礎
を
有
し
な
い
留
置
権
は
、
倒
産
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
（
11
（

。
留
置
権
は
、
倒
産
に
お
い
て
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
留
置
権
は
、
財
産
に
か
か
る
責
任
を
実
現
す
る
こ
と
を
〔
間

接
的
に
〕
強
制
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
留
置
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権
を
行
使
す
る
債
権
者
は
、
給
付
を
す
る
よ
う
債
務
者
に
圧
力
を
か

け
る
た
め
に
、
留
置
権
を
も
っ
て
〔
自
分
が
負
担
す
る
〕
最
も
広
い

意
味
で
の
債
務
〔
物
権
的
請
求
権
に
か
か
る
義
務
も
含
む
〕
の
履
行

を
拒
絶
す
る（11
（

。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
五
一
条
二
号
に
も
と

づ
く
特
権
は
、
限
定
的
な
例
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
五
一
条
二
号
は
、
倒
産
財
団
に
属

す
る
物
を
目
的
と
す
る
留
置
権
を
、
例
外
と
し
て
、
倒
産
に
耐
え
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
要
件
は
、
債
権
者
が
、
物

を
扱
う
た
め
に
支
出
し
た
費
用
に
か
か
る
債
権
を
担
保
す
る
た
め
に
、

留
置
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
あ
る
。
倒
産
財
団
は
、
価
値
が
増
加
し

た
こ
と
で
利
益
を
受
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
特
権
を
与
え
る
根
拠
と

し
て
、
価
値
の
増
加
を
挙
げ
る
も
の
が
あ
る（11
（

。
倒
産
財
団
の
価
値
が

増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
か
か
っ
た
費
用
を

埋
め
合
わ
せ
な
い
こ
と
は
、
ず
る
が
し
こ
い
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る（11
（

。

　

し
か
し
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
五
一
条
二
号
に
お
い
て
も
、
価
値
の
増

加
の
考
え
方
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
限
界
が
恣
意
的
に
引

か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
特
権
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
動
産
に
限

定
さ
れ
る（11
（

。
ま
た
、
こ
の
特
権
は
、
債
権
者
が
現
に
物
を
占
有
し
て

い
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。
物
が
事
実
上
、
倒
産
財
団
に
組
み

込
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
価
値
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
よ
り
明
白

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
要
件
が
設
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
通
説
は
、
倒
産
手
続
の
開
始
前
に
費
用
が
支

出
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
倒
産
手
続
の
開
始
後
に
費
用
が
支
出

さ
れ
た
の
か
に
よ
っ
て
、
区
別
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
る（11
（

。
し
か
し
、

こ
の
区
別
も
、
不
当
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
価

値
の
増
加
に
も
と
づ
く
特
権
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
者
の
た
め
に
は

役
立
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
特
権
は
、
つ
ね
に
恣
意

性
を
免
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
五
一
条
二
号
に
お

い
て
も
明
ら
か
に
な
る
。
た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
物
に
よ
っ

て
損
害
を
受
け
た
債
権
者
に
、
そ
の
物
に
つ
い
て
の
留
置
権
を
与
え

て
い
る
（
ド
イ
ツ
民
法
典
二
七
三
条
二
項
（。
し
か
し
、
こ
の
留
置

権
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
五
一
条
二
号
に
よ
る
特
権
は
、
与

え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

Ｅ　

ま
と
め

1　

ド
イ
ツ
の
議
論
は
、
次
の
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
優
先
主
義
は
、
私
的
自
治
に
も
と
づ
い
て
財
の
分
配
を

お
こ
な
う
原
則
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
債
権
者
平
等

原
則
は
、
私
的
自
治
を
侵
害
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

2　

債
権
者
平
等
原
則
は
、
私
的
自
治
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
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い
う
理
解
か
ら
出
発
す
る
限
り
、
こ
の
原
則
を
民
法
上
の
根
拠
に

も
と
づ
い
て
正
当
化
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
試
み

は
、
い
ず
れ
も
成
功
し
て
い
な
い
。

3　

ド
イ
ツ
の
議
論
は
、
そ
の
前
提
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
優
先
主
義
に
は
、
私
的
自
治
と

い
う
高
い
価
値
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
取
引
に
参
加
す
る

者
の
自
由
は
、
債
権
債
務
の
発
生
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。

優
先
性
を
債
権
の
成
立
時
期
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
は
、
取
引
の

安
全
を
過
度
に
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

優
先
主
義
で
は
、
そ
の
優
先
性
を
得
る
た
め
に
、
債
務
者
を
義
務

づ
け
る
こ
と
と
は
別
に
、
義
務
の
履
行
と
し
て
の
処
分
を
受
け
る

こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
特
別
な
行
為
が
要
件

と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
私
的
自
治
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
で
は
な
く
、

取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
。

4　

優
先
主
義
は
、
財
の
分
配
を
実
質
的
に
正
当
化
す
る
価
値
を
有

し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
平
等
原
則
こ
そ
が
、
実
体
法
上

の
分
配
原
理
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
権
者
平
等
原
則

は
、
受
け
皿
と
し
て
の
原
理
で
あ
り
、
特
権
を
与
え
る
私
法
上
の

根
拠
が
な
い
と
き
に
適
用
さ
れ
る
。

5　

債
権
者
平
等
原
則
は
、
実
質
的
に
み
て
公
正
な
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
執
行
シ
ス
テ
ム
を
組
み

立
て
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
一
つ
は
、

個
別
強
制
執
行
手
続
は
、
優
先
主
義
に
従
っ
て
ご
く
単
純
な
も
の

と
し
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
る
責
任
財
産
の
分
配
の
結
果
を
、
個
別
強

制
執
行
手
続
に
続
い
て
開
始
さ
れ
る
倒
産
手
続
の
な
か
で
、
倒
産

否
認
権
に
よ
っ
て
大
幅
に
く
つ
が
え
す
余
地
を
認
め
る
も
の
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
。
も
う
一
つ

は
、
個
別
強
制
執
行
手
続
を
「
ミ
ニ
チ
ュ
ア
破
産
」
の
よ
う
に
組

み
立
て
て
お
い
て
、
そ
れ
に
よ
る
責
任
財
産
の
分
配
の
結
果
を
、

個
別
強
制
執
行
手
続
に
続
い
て
開
始
さ
れ
る
倒
産
手
続
の
な
か
で

も
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
シ
ス
テ
ム
の
ほ
う
が
、
前
者

の
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
、
合
目
的
的
な
解
決
を
示
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

（　

価
値
追
跡
の
理
論
に
よ
っ
て
は
、
債
権
者
平
等
原
則
の
例
外
を

正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
で
、
こ
の
考
え
方
に
従
え

ば
、〔
特
権
を
与
え
る
範
囲
に
つ
い
て
〕
際
限
が
な
く
な
る
。
他

方
で
、
こ
の
考
え
方
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
よ
り
も
不
当
利
得
返

還
請
求
権
の
ほ
う
が
、
民
法
上
保
護
に
値
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
前
提
は
、
認
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
価
値
を
増
加
さ
せ
て
い
る
債
権
者
が
、
そ

れ
以
外
の
債
権
者
よ
り
も
、
債
務
者
の
責
任
財
産
に
つ
い
て
優
先

す
る
地
位
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
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〔
訳
者
解
題
〕

　

二
〇
一
八
年
三
月
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
か
ら
、
ヤ
ン
・
フ
ェ
リ
ッ

ク
ス
・
ホ
フ
マ
ン
教
授
（Prof.�D

r.�Jan�Felix�H
offm

ann

（
を
招
聘

し
、
連
続
講
演
会
を
開
催
し
た
。
第
一
講
演
「
債
権
者
平
等
原
則
と
価

値
追
跡
」
は
、
三
月
六
日
（
火
（
に
、
慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ

ス
で
お
こ
な
い
、
第
二
講
演
「
債
権
の
衝
突
―
二
重
売
買
及
び
そ
の
他

の
財
の
分
配
を
め
ぐ
る
紛
争
―
」
は
、
同
月
七
日
（
水
（
に
、
早
稲
田

大
学
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
講
演
で
は
、
物

権
と
債
権
と
の
区
別
や
平
等
主
義
と
優
先
主
義
と
の
対
立
と
い
っ
た
民

法
、
民
事
執
行
法
お
よ
び
倒
産
法
上
の
基
本
問
題
に
つ
い
て
、
ホ
フ
マ

ン
教
授
独
自
の
視
点
か
ら
鋭
い
洞
察
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本

号
と
次
号
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
演
を
も
と
に
し
た
論
文
の
翻
訳

を
順
に
公
刊
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

ホ
フ
マ
ン
教
授
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
法
学
を
学
ん
だ
後
、

二
〇
一
一
年
に
同
大
学
か
ら
博
士
号
を
授
与
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
に
ロ

レ
ー
ヌ
大
学
で
在
外
研
究
を
お
こ
な
い
、
二
〇
一
五
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
大
学
で
大
学
教
授
資
格
を
取
得
し
た
。
二
〇
一
六
年
一
〇
月
以�

降
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
と
し
て
、
民
法
お
よ
び
民
事
訴
訟
法
の

講
座
を
担
当
す
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
外
国
民
事
訴
訟
法
研
究

所
の
所
長
を
務
め
て
い
る
。
主
要
著
作
と
し
て
は
、
博
士
論
文
で
あ
る

Zession�und�Rechtszuw
eisung,�H

eidelberger�Rechtsw
issen

schaftliche�A
bhandlungen,�Bd.�5,�T

übingen�2012

と
、
教
授

資
格
取
得
論
文
で
あ
るPrioritätsgrundsatz�und�Gläubigergleich

behandlung,�H
eidelberger�Rechtsw

issenschaft�liche�A
bhand

lungen,�Bd.�13,�T
übingen�201（

が
あ
る
。

　

ホ
フ
マ
ン
教
授
の
講
演
会
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費2（245011

の
助

成
を
受
け
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
吉
田
克
己
教
授
（
早
稲
田
大

学
（、
秋
山
靖
浩
教
授
（
早
稲
田
大
学
（、
藤
巻
梓
教
授
（
国
士
館
大

学
（、
根
本
尚
徳
准
教
授
（
北
海
道
大
学
（
に
は
、
講
演
会
の
準
備
か

ら
開
催
に
い
た
る
ま
で
、
多
大
な
ご
教
示
と
ご
助
力
を
賜
っ
た
。
ま
た
、

翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
民
事
執
行
法
お
よ
び
倒
産

法
に
つ
い
て
、
杉
本
和
士
教
授
（
法
政
大
学
（
よ
り
、
貴
重
な
ご
指
摘

を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。
最
後
に
、
ご
講

演
い
た
だ
い
た
ホ
フ
マ
ン
教
授
に
対
し
、
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
た

い
。

（
1
（　

た
と
え
ば
、K

eay/W
alton,�Com

pany,�Financial�and�Insol
vency�Law

�Review
�1999,�S.�84,�8�5�

（「
各
国
の
倒
産
法
の
な
か

で
最
も
重
要
な
原
理
」（
を
参
照
。

（
2
（　

詳
し
く
は
、J. F. H

offm
ann,�Prioritätsgrundsatz�und�

Gläubigergleichbehandlung,�201（,�S.�232�ff.

（
3
（　

こ
の
理
論
を
主
張
す
る
代
表
的
な
文
献
と
し
て
、Behr,�

W
ertverfolgung,�198（,�passim

; Brehm
,�in:�Sim

otta�

（H
rs

g.
（,�Festschrift�für�W

olfgang�Jelinek�zum
�（0.�Geburts�tag,�

2002,�S.�15�f.;�Bydlinski,�System
�und�Prinzipien�des�Privat

rechts, �199（,�S.�343�ff.;�K
oziol,�in:�K

lingenberg/�Rainer/



債権者平等原則と価値追跡

（1

Stiegler�

（H
rsg.

（,�Festschrift�für�Gunter�W
esener�zum

�（0��
Geburtstag,�1992,�S.�2（0�ff.;�W

ilburg,�Juristische�Blätter�
1949,�S.�29�ff.

（
4
（　

価
値
追
跡
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
明
白
な
端
緒
を
す
で
に
、

Labbé,�Revue�critique�de�législation�et�de�jurisprudence�
18（（,�S.�5（1�ff.,�（（5�ff.�

の
な
か
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ラ

ベ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
債
権
者
が
自
分
の
資
力
を
も
っ
て
他
人
の
契

約
を
履
行
し
た
と
き
は
、
そ
の
債
権
者
に
は
、
つ
ね
に
特
権
が
与

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
債
権
者
は
、

出
捐
に
よ
り
利
益
を
受
け
た
者
に
属
す
る
契
約
上
の
債
権
に
つ
い

て
、
特
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
ラ
ベ
の
理

論
は
、
そ
の
実
質
を
み
る
と
、
価
値
追
跡
が
問
題
と
な
る
状
況
に

お
い
て
、
特
権
の
作
用
と
し
て
直
接
訴
権
（action directe

（
を

与
え
る
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
ベ
の
試

み
を
取
り
上
げ
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、G

hestin/Jam
in/

Billiau,�Les�effets�du�contrat,�3.�A
ufl.�2001,�Rn.�1139.

（
5
（　

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、
自
分
の
テ
ー
ゼ
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、

「
包
括
的
な
比
較
法
研
究
を
ま
も
な
く
公
刊
す
る
」
と
予
告
し
て
い

た
（W

ilburg,�JBl.�1949�

（Fn.�3

（,�S.�29�Fn.�*

（。
し
か
し
、
実

際
に
は
、
こ
の
予
告
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
は
、
想
像
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、
ビ
ド
リ
ン
ス
キ
ー
（Bydlinski

（
に
対
し
、

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
（derselbe,�Juristische�

Blätter�1991,�S.�（（（�re.�Sp.

（。
す
な
わ
ち
、
自
分
は
、
予
告
し

て
い
た
浩
瀚
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
ほ
ぼ
完
成
さ
せ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
原
稿
を
「
失
く
し
て
」
し
ま
っ
た
、
と
。

（
（
（　W

ilburg,�JBl.�1949�（Fn.�3

（,�S.�29.

（
（
（　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
物
上
代
位
を
認
め
る
法
秩
序
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
法
秩
序
は
、
だ
れ
も
が
満

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
伝
統
的
な
所
有
権
の
取
得
の
要
件
を
、

物
上
代
位
に
よ
っ
て
所
有
権
を
取
得
す
る
者
に
対
し
て
は
、
求
め

な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
物
上
代
位
と
い
う
も

の
は
、
隠
れ
た
特
権
を
与
え
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
。

（
8
（　

ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
、
動
産
に
対
す
る
金
銭
債
権
の
強
制
執
行

（
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
八
〇
四
条
三
項
（
を
参
照
。

（
9
（　K

linck,�D
ie�Grundlagen�der�besonderen�Insolvenz

anfechtung,�2011,�S.�（8�ff.; N
euner, A

rchiv�für�die�civili
stische�Praxis�203�

（2003

（,�S.�5（;�H
äsem

eyer,�in:�H
uber/�

Jaym
e�

（H
rsg.

（,�F
estschrift�für�R

olf�Serick�zum
�（0.�

Ge�burtstag,�1992,�S.�153,�154

を
参
照
。

（
10
（　P

ape,�in:�U
hlenbruck�

（H
rsg.

（,�Insolvenzordnung,�
14.�A

ufl.�2015,�

§�1�InsO
,�Rn.�1.�

さ
ら
に
、H

ahn�（H
rsg.

（,�D
ie�

gesam
m

ten�M
aterialien�zur�K

onkursordnung,�1881,� �
S.�115

お
よ
びK

oziol,�Grundlagen�und�Streitfragen�der�Gläu
bigeranfechtung,�1991,�S.�1（�f.�

も
参
照
。
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（2

（
11
（　H

äsem
eyer,�Insolvenzrecht,�4.�A

ufl.�200（,�Rn.�2.14,�
2.1（

も
参
照
。

（
12
（　

ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
の
構
想
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
る
も
の
と
し

て
、
た
と
え
ば
、Brinkm

ann,�K
reditsicherheiten�an�bew

eg
lichen�Sachen�und�Forderungen,�2011,�S.�241�ff.;�W

indel,�
Juristische�A

usbildung�2002,�S.�230,�232.

（
13
（　H

äsem
eyer,�K

onkurs,�T
reuhand�und�Schiedsgerichts

w
esen�1982,�S.�523.

（
14
（　H

äsem
eyer,�K

T
S�1982�

（Fn.�13

（,�S.�51（;�derselbe,�
Insolvenzrecht�（Fn.�11

（,�Rn.�2.2（.

（
15
（　H

äsem
eyer,�K

T
S�1982�

（Fn.�13

（,�S.�528

（
原
典
の
な
か

で
強
調
さ
れ
て
い
る
部
分
も
、
引
用
で
は
、
強
調
を
省
い
て
い
る
（。

さ
ら
に
、denselben,�Insolvenzrecht,�Rn.�2.33

を
参
照
。

（
1（
（　H

äsem
eyer,�K

T
S�1982�（Fn.�13

（,�S.�51（.

（
1（
（　H

äsem
eyer,�Insolvenzrecht�（Fn.�11

（,�Rn.�2.2（.

（
18
（　H

äsem
eyer,�K

T
S�1982�（Fn.�13

（,�S.�518�f.,�5（1.

（
19
（　G

uski,�Sittenw
idrigkeit�und�Gläubigerbenach�teili

gung,�200（,�S.�122;�K
linck,�Insolvenzanfechtung�

（Fn.��
9�

（,�S.�（3;�D
orndorf,�K

reditsicherungsrecht�und�W
irt

schaftsordnung,�198（,�S.�44

も
参
照
。

（
20
（　Berger,�Zeitschrift�für�Zivilprozess�121�（2008

（,�S.�414;�
Brehm

,�FS�Jelinek�（Fn.�3

（,�S.�25�f.;�D
orndorf,�K

reditsiche
rungsrecht�

（Fn.�19

（,�S.�43�f.;�Foerste,�Insolvenzrecht,�（.��

A
ufl.�2014,�Rn.�11;�K

linck,�Insolvenzanfechtung�（Fn.�9

（,�S.��
59�f.; K

oziol,�Gläubigeranfechtung�

（Fn.�10

（,�S.�1（;�von 
W

ilm
ow

sky,�Europäisches�K
reditsicherungsrecht,�199（,�

S.�143

も
参
照
。

（
21
（　

た
と
え
ば
、H

äsem
eyer, Insolvenzrecht�

（Fn.�11

（,�Rn.��
2.2（

（「
債
務
者
の
私
的
自
治
」（
を
参
照
。

（
22
（　H

äsem
eyer,�K

T
S�1982�（Fn.�13

（,�S.�51（.

（
23
（　H

äsem
eyer,�K

T
S�1982�（Fn.�13

（,�S.�531.

（
24
（　Baur/Stürner,�Insolvenzrecht,�12.�A

ufl.�1990,�Rn.�（.2;�
G

rothe,�K
T

S�Zeitschrift�für�Insolvenzrecht�2001,�S.�218;�
G

rünberger,�Personale�Gleichheit,�2013,�S.�4（4;�H
enckel,�

in:�Jaeger�

（Begr.

（,�Insolvenzordnung,�2008,�

§�130�InsO
,�

R
n.�（;�P

iekenbrock,�Zeitschrift�für�Zivilprozess�122�

（2009

（,�S.�（4;�R
aiser,�Zeitschrift�für�das�gesam

te�H
andels

recht�und�K
onkursrecht�111�（1948

（,�S.�80.

（
25
（　

多
く
の
文
献
の
な
か
で
も
、Lobinger,�in:�Isensee�（H

rsg.

（,�
V

ertragsfreiheit�und�D
iskrim

inierung,�200（,�S.�102,�114�ff.�

を
参
照
。
同
所
で
は
、
他
の
文
献
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
2（
（　B

erges,�in:�E
inhundert�Jahre�K

onkursordnung,�
Festschrift,�19（（,�S.�3（3,�3（3

を
参
照
。

（
2（
（　E

idenm
üller,�U

nternehm
enssanierung�zw

ischen�
M

arkt�und�Gesetz,�1999,�S.�19�ff.;�T
hole,�Gläubigerschutz�

durch�Insolvenzrecht,�2010,�S.�52,�（4;�von W
ilm

ow
sky,�
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（3

K
reditsicherungsrecht�（Fn.�2�0

（,�S.�2（1; Chr. Paulus,�K
T

S�
Zeitschrift�für�Insolvenzrecht�2000,�S.�239�f.;�derselbe,�
Zeitschrift�für�W

irtschaftsrecht�1985,�S.�1432�ff.

（
28
（　Jackson,�T

he�Logic�and�Lim
its�of�Bankruptcy�Law

,�
N

eudruck�2011,�S.�3�ff.; denselben,�T
he�Y

ale�Law
�Journal,�

V
ol.�9�1�

（1982
（,�S.�85（�ff.;�Baird,�T

he�Journal�of�Legal�
Studies,�V

ol.�1�5�（198（

（,�S.�12（�f.,�135

を
参
照
。

（
29
（　Jackson,�9�1�Y

ale�L.�J.�

（1982

（�（Fn.�28

（,�S.�85（�ff.;�
Baird,�1�5�J.�Leg.�Stud.�（198（

（�（Fn.�28

（,�S.�12（�f.,�135.

（
30
（　T

hole,�Gläubigerschutz�（Fn.�2（

（,�S.�54.

（
31
（　Finch,�C

orporate�Insolvency�Law
,�2.�A

ufl.�2009,�
S.�35�ff.�

に
示
さ
れ
た
批
判
も
参
照
。

（
32
（　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、Jackson,�Bankruptcy�Law

�

（Fn.��
28�

（,�S.�1（; denselben,�9�1�Y
ale�L.�J.�

（1982

（�（Fn.�28

（,�S.�8（（

を
参
照
。

（
33
（　R

aw
ls,�A

�T
heory�of�Justice,�1999,�K

ap.�24,�S.�118�ff.

（
34
（　

明
示
的
に
こ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、Jackson,�Bankruptcy�

Law
�（Fn.�28

（,�S.�1（�Fn.�22

で
あ
る
。

（
35
（　M

okal,�Cam
bridge�Law

�Journal,�V
ol.�（�0�

（2001

（,�S.�
581,�592�f.�

モ
ー
カ
ル
と
類
似
の
見
解
に
立
つ
の
は
、G

arrido,�
International�Insolvency�Review

�1995,�S.�2（

（「
ジ
ャ
ク
ソ

ン
〔Jackson

〕
の
理
論
は
、
…
…
債
権
者
間
で
利
益
を
ど
の
よ
う

に
分
配
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
な
に
も
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
」（。

（
3（
（　H

ahn,�M
aterialien�IV

�（Fn.�10

（,�S.�4（

も
参
照
。

（
3（
（　G

ottw
ald,�in:�H

abscheid�u.a.�

（H
rsg.

（,�Festschrift�zum
�

（ 0.�Geburtstag�von�H
ans�Giger,�Bern,�1989,�S.�195,�19（.

（
38
（　

こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、G

uski,�Sittenw
idrig

keit�

（F
n.�19

（,�S.�123�F
n.�（5; H

äsem
eyer,�K

T
S�1982�

（Fn.�13

（,�S.�523;�K
linck,�Insolvenzanfechtung�

（Fn.�9

（,�
S.�5（;�K

oziol,�FS�W
esener�

（Fn.�3

（,�S.�2（8�f.; denselben,�
Gläubigeran�fechtung�

（Fn.�10

（,�S.�1（;�T
hole,�Gläubiger

schutz�

（Fn.�2（

（,�S.�（4;�W
indel,�Jura�2002�

（Fn.�12

（,�S.�232��
li.�Sp.

（
39
（　G

uski,�Sittenw
idrigkeit�

（Fn.�19

（,�S.�125�ff.;�Siebert,�
D

as�Prioritätsprinzip�in�der�Einzelzw
angsvollstreckung,�

1988,�S.�95;�W
elbers,�V

ollstreckungsrechtliches�Prioritäts
prinzip�und�verfassungsrechtlicher�Gleichheitssatz,�1991,�
S.�180; W

iórek,�D
as�Prinzip�der�G

läubigergleichbe
handlung�im

�Europäischen�Insolvenzrecht,�2005,�S.�88�ff.

（
40
（　Seligson,�V

anderbildt�Law
�Review

,�V
ol.�1�5�

（19（1

（,�
S.�115.�

ま
た
、K

eay/W
alton,�Insolvency�Law

,�3.�A
ufl.�2012,�

Rn.�30.2

も
参
照
。

（
41
（　Berger, ZZP�121�（2008

（�（Fn.�20

（,�S.�414�f.
（
42
（　Brehm

,�FS�Jelinek�（Fn.�3

（,�S.�2（

も
参
照
。

（
43
（　E

rnst,�Schw
eizerische�Juristen�Zeitung�10（�

（2010

（,�
S.�389,�394.
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（
＊
訳
注
（　

著
者
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
、
処
分
法
上
の
優
先
主
義

と
、
強
制
執
行
法
上
の
優
先
主
義
と
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
数
説
に
よ

れ
ば
、
強
制
執
行
法
上
の
優
先
主
義
は
、
処
分
法
上
の
優
先
主
義

か
ら
、
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

強
制
執
行
が
さ
れ
る
の
は
、
債
務
不
履
行
に
お
ち
い
っ
た
債
務
者

の
意
思
を
代
替
す
る
た
め
で
あ
る
。
債
務
者
は
、
強
制
執
行
に
よ

り
、
処
分
を
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
強
制
執
行
に
よ

り
、
処
分
法
上
の
優
先
主
義
が
強
制
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
所
有
権
の
取
得
を
目
的
と
す
る
債
権
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
の

債
権
に
か
か
る
債
務
者
は
、
処
分
を
す
る
か
、
処
分
を
強
制
執
行

に
よ
り
強
制
さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
一
方
の
地
位
に
立
た
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
金
銭
債
権
に
つ
い
て
は
、
事
情
は
、
や
や
複
雑
に

な
る
。
処
分
法
上
の
優
先
主
義
を
金
銭
債
権
に
適
用
す
る
こ
と
は
、

金
銭
債
務
者
が
金
銭
債
権
者
に
金
銭
を
譲
渡
し
た
と
き
に
、
そ
の

金
銭
債
権
者
が
優
先
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
金
銭
が
み
つ
か
ら
な
い
と
き
は
、
金
銭
債
権
者
は
、
金
銭
債

務
者
の
財
産
に
属
す
る
他
の
対
象
を
換
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

強
制
執
行
法
上
の
優
先
主
義
に
よ
る
と
、
金
銭
債
権
者
は
、
そ
の

対
象
に
つ
い
て
差
押
質
権
を
取
得
す
る
。
こ
の
権
利
に
よ
り
、
金

銭
債
権
者
は
、
自
己
の
順
位
を
保
全
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ

と
も
、
差
押
質
権
の
制
度
は
、
処
分
法
上
の
優
先
主
義
か
ら
直
接

導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
通
説
は
、

こ
の
制
度
を
、
次
の
論
理
に
よ
り
正
当
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

金
銭
債
務
者
は
、
そ
の
対
象
を
質
入
れ
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず

で
あ
る
。
質
入
れ
は
、
処
分
法
上
の
優
先
主
義
に
服
す
る
。
金
銭

債
権
者
が
、
こ
の
こ
と
を
強
制
執
行
に
よ
り
強
制
し
た
と
き
に
取

得
す
る
の
が
、
差
押
質
権
で
あ
る
と
す
る
。

（
44
（　

詳
し
く
は
、J. F. H

offm
ann,�Prioritätsgrundsatz�und�

Gläubigergleichbehandlung�（Fn.�2

（,�S.�10�ff.

（
45
（　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、J. F. H

offm
ann,�Zes

sion �und�Rechtszuw
eisung,�2012,�S.�95�ff.

（
4（
（　M

ugdan�

（H
rsg.

（,�D
ie�gesam

m
ten�M

aterialien�zum
�

Bürgerlichen�Gesetzbuch�für�das�D
eutsche�Reich,�Band�

1,�1899,�S.�50（.

（
4（
（　von G

ierke,�D
eutsches�Privatrecht,�Band�3,�191（,�

§�1（5,�S.�55�f.; O
ertm

ann,�A
rchiv�für�die�civilistische�

Praxis�123�

（1925

（,�S.�14（�f.;�Seckel,�in:�Festgabe�der�
juri stischen�Gese llschaft�zu�Berl in�zum

�5�0�Jähr igen�
D

ienstjubiläum
�von�Richard�K

och,�Berlin,�1903,�S.�205�f.;�
zuvor�bereits Savigny,�System

�des�heutigen�röm
ischen�

R
echts,�B

and�1,�1840,�

§�53,�S.�338�ff.;�derselbe,�D
as�

O
bligationenrecht�als�T

heil�des�heutigen�röm
ischen�

Rechts�Band�1,�1851,�

§�2,�S.�4�ff.
（
48
（　

こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
、G

rotius,�D
e�iure�belli�ac�pacis,�

1（25
に
よ
り
説
か
れ
て
い
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、W

alter�
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（5

Schätzel,�V
om

�Recht�des�K
rieges�und�des�Friedens,�1950,�

2.�Buch�11.�K
ap.�IV

.�1.,�S.�23（

に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
を
参
照
し

た
。

（
49
（　K

ant,�D
ie�M

etaphysik�der�Sitten,�1（9（,�zitiert�nach:�
Gesam

m
elte�Schriften,�herausgegeben�von�der�K

önig
lichen �Preußischen�A

kadem
ie�der�W

issenschaften,�Band�
V

I,�190（,�S.�248.�
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、U

nberath,�
D

ie�V
ertragsverletzung,�200（,�S.�32�ff.

（
50
（　K

ress,�Lehrbuch�des�allgem
einen�Schuldrechts,�1929,�

§�22�2.�A
.�c

（,�S.�541; Larenz,�Lehrbuch�des�Schuldrechts,�
Erster�Band:�A

llgem
einer�T

eil,�14.�A
ufl.�198（,�

§�2�IV
.,�

S.�23�f.;�N
unner-K

rautgasser,�Schuld,�V
erm

ögenshaftung�
und�Insolvenz,�200（�S.�155�ff.�und�öfter; F. Schulz,�A

rchiv�
für�die�civilistische�Praxis�105�（1909

（,�S.�22（�ff.

（
51
（　N

unner-K
rautgasser,�V

erm
ögenshaftung�

（Fn.�50

（,�
S.�151

を
参
照
。

（
52
（　G

. Paulus,�A
rchiv�für�die�civilistische�Praxis�155�

（195（

（,�S.�314�f.�

に
よ
れ
ば
、
債
務
者
の
処
分
権
は
、「
独
特
の
方

法
で
」
制
約
を
受
け
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
人
的
に
債
務
を
負
う

者
は
、
自
己
に
属
す
る
現
在
及
び
将
来
の
す
べ
て
の
動
産
及
び
不

動
産
を
も
っ
て
、
自
己
の
約
務
を
果
た
す
義
務
を
負
う
」（
フ
ラ
ン

ス
民
法
典
二
二
八
四
条
（
も
参
照
。

（
53
（　Boulanger,�Revue�trim

estrielle�de�droit�civil�1935,�

S.�545,�54（�f.; Starck,�La�sem
aine�juridique�1954�I,�1180,�

N
r.�48�f.;�V

areilles-Som
m

ières,�Revue�critique�de�légis
lation�et�de�jurisprudence�1905,�S.�528�ff.�

も
参
照
。
さ
ら
に
、

Stobbe,�Zur�Geschichte�des�älteren�deutschen�K
onkurs

prozesses,�1888,�S.�11�f.�

に
よ
れ
ば
、
中
世
南
ド
イ
ツ
法
は
、
借

用
証
の
日
付
が
古
い
者
に
対
し
、
優
先
権
を
与
え
て
い
た
と
さ
れ

る
。
ま
た
、Brissaud,�Le�créancier�«�prem

ier�saisissant�»�
dans�l

’ancien�droit�français,�19（2,�S.�42

お
よ
びPlesnila,�

La�situation�faite�au�prem
ier�saisissant�en�droit�français�

et�étranger,�1909,�S.�4

は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
と
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ
ー
の
中
世
法
も
、
中
世
南
ド
イ
ツ
法
と
同
じ
状
況
で
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。

（
54
（　N

unner-K
rautgasser,�V

erm
ögenshaftung�

（Fn.�5�0

（,�
S.�1（（�f.�

も
参
照
。

（
55
（　H

enckel,�in:�B
ökelm

ann/H
enckel/Jahr�

（H
rsg.

（,�
Festschrift�für�Friedrich�W

eber�zum
�（0.�Geburtstag,�

19（5,�S.�23（,�238.�

ま
た
、H

eck,�Grundriß�des�Sachenrechts.�
1930,�

§�（（�5.,�S.�320�f.;�N
unner-K

rautgasser,�V
erm

ögens
haftung�（Fn.�50

（,�S.�312

も
参
照
。
さ
ら
に
、Johow

,�Entw
urf�

eines�bürgerlichen�Gesetzbuches�für�das�D
eutsche�Reich,�

Buch�Sachenrecht,�1880,�zitiert�nach�Schubert,�W
erner�

（H
rsg.

（,�V
orentw

ürfe�der�Redaktoren�zum
�BGB,�Sachen

recht,�Band�2,�1982,�S.�429

に
よ
れ
ば
、「
ロ
ー
マ
法
に
起
源
を
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（（

有
す
る
与
信
に
か
か
る
一
般
抵
当
権
が
有
害
で
あ
る
こ
と
は
、
現

在
で
は
、
詳
し
く
根
拠
づ
け
る
ま
で
も
な
い
。
一
般
抵
当
権
の
制

度
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
法

制
度
を
民
法
典
に
採
用
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
を
み
つ
け
だ
す
の

は
、
困
難
で
あ
ろ
う
」。
こ
れ
と
同
旨
を
述
べ
る
の
は
、M

ugdan�

（H
rsg.

（,�D
ie�gesam

m
ten�M

aterialien�zum
�Bürgerlichen�

G
esetzbuch�für�das�D

eutsche�R
eich,�B

and�3,�1899,�
S.�333�f.�

そ
の
ほ
か
、H

ahn,�M
aterialien�IV

�

（Fn.�10

（,�S.�39

に
よ
れ
ば
、
一
般
抵
当
権
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、「
経
済
の
発
展
」

に
対
応
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

（
5（
（　A

dam
s,�Ö

konom
ische�A

nalyse�der�Sicherungsrechte,�
1980,�S.�42�f.;�Stadl er,�A

rchi v�für�die�civil istische�
Praxis�189�

（1989

（,�S.�430;�Stürner,�Zeitschrift�für�Zivil
prozess�94�

（1981

（,�S.�2（0; W
elbers,�Prioritätsprinzip�

（Fn.�39

（,�S.�1（（

も
参
照
。

（
5（
（　Boulanger,�RT

D
�civ.�1935�

（Fn.�53

（,�S.�54（�f.; Starck,�
JCP�1954�I�

（Fn.�53

（,�1180,�N
r.�48�f.

（「
約
定
の
密
行
的
性

格
」（;�V

areilles-Som
m

ières,�Rev.�crit.�1905�

（Fn.�53
（,�S.�

528�ff.�

（
同
文
献
は
、
債
権
の
成
立
時
期
の
先
後
に
よ
っ
て
優
劣
を

決
定
す
る
ル
ー
ル
を
排
除
し
な
い
と
、
債
権
者
た
ち
が
「
最
も
残

酷
な
不
意
打
ち
の
犠
牲
」
に
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
い
る
（
参
照
。

（
58
（　V

areilles-Som
m

ières,�Rev.�crit.�1905�

（Fn.�53

（,�S.�
528�ff.

（
59
（　

倒
産
否
認
権
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、J. F. H

offm
ann,�Prio

ritätsgrundsatz �und�Gläubigergleichbehandlung�

（Fn.��
2�

（,�S.�50�ff.

（
（0
（　G

aul/Schilken/B
eckerE

berhard,�Zw
angsvoll

streckungsrecht,�12.�A
ufl.�2010,�

§�50�Rn.�88

を
参
照
。

（
（1
（　K

linck,�Insolvenzanfechtung�

（Fn.�9

（,�S.�114�f.�und�
passim

に
よ
れ
ば
、
債
権
者
は
、
ド
イ
ツ
基
本
法
一
四
条
〔
所
有

権
の
保
障
〕
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
す
ら
説
か
れ
て
い
る
。

（
（2
（　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
文
脈
は
異
な
る
も
の
の
、Lobinger, 

Rechtsgeschäftliche�V
erpflichtung�und�autonom

e�Bin
dung,�1999,�S.�（4,�33（

を
参
照
。

（
（3
（　K

nütel,�in:�H
aarm

eyer/H
irte/K

irchhof/G
raf�von�

W
estphalen�

（H
rsg.

（,�Festschrift�für�Gerhart�K
reft�zum

�
（5.�Geburtstag,�2004,�S.�3

（「
正
義
の
中
核
は
平
等
で
あ
る
」（

も
参
照
。

（
（4
（　

た
と
え
ば
、Behr,�W

ertverfolgung�（Fn.�3

（,�S.�518;�K
linck,�

Insolvenzanfechtung�

（Fn.�9

（,�S.�（（;�K
oziol,�FS�W

esener�

（Fn.�3

（,�S.�2（9;�W
ilburg,�JBl.�1949�

（Fn.�3

（,�S.�30�li.�Sp.;�
Baur/Stürner,�Insolvenzrecht�（Fn.�24

（,�Rn.�5.3（�f.�

を
参
照
。

（
（5
（　

こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
は
、M

okal,�（0�Cam
br.�L.�J.�

（2001

（�（Fn.�35

（,�S.�581�ff.�

同
旨
の
も
の
と
し
て
、W

estbrook,�
T

exas�Law
�Review

,�V
ol.�8�2�

（2004

（,�S.�（95,�823

（「
例
外
は
、

こ
の
原
則
を
証
明
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
原
則
を
吸
収
し
て
し
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（（

ま
う
の
で
あ
る
」（。

（
（（
（　

同
一
の
結
論
を
と
る
も
の
と
し
て
、Piekenbrock,�ZZP�122�

（2009

（�（Fn.�24

（,�S.�（4

も
参
照
。

（
（（
（　Bundestag�D

rucksachen�12/2443,�S.�90�li.�Sp.

（
（8
（　H

äsem
eyer,�Insolvenzrecht�（Fn.�11

（,�Rn.�2.19.

（
（9
（　

フ
ラ
ン
ス
個
別
強
制
執
行
法
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、J. F. 

H
offm

ann,�Prioritätsgrundsatz�und�G
läubigergleich

behandlung�（Fn.�2
（,�S.�159�ff.,�452�ff.

（
（0
（　

詳
し
く
は
、J. F. H

offm
ann,�Prioritätsgrundsatz�und�

Gläubigergleichbehandlung�（Fn.�2

（,�S.�123�ff.

（
（1
（　

詳
し
く
は
、J. F. H

offm
ann,�Prioritätsgrundsatz�und�

Gläubigergleichbehandlung�（Fn.�2
（,�S.�4（（�ff.

（
（2
（　B

lom
eyer,�in:�Rapports�et�procès�verbaux�du�IV

�
Congrès�Internationale�d

’Athènes�pour�la�procédure�
civile�du�m

ois�de�septem
bre�19（（,�19（2,�S.�554,�558

を
参

照
。

（
（3
（　

個
別
強
制
執
行
法
上
の
優
先
主
義
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、

す
で
に
、
フ
リ
ッ
ツ
・
バ
ウ
ア
（
鈴
木
正
裕
訳
（「
金
銭
執
行
に
お

け
る
優
先
主
義
と
平
等
主
義
」
民
訴
一
五
号
（
一
九
六
九
年
（
一

頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
バ
ウ
ア

（Baur

（
の
主
張
は
、
ド
イ
ツ
語
で
は
公
刊
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、

ド
イ
ツ
の
議
論
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
バ
ウ
ア
の
主
張

は
、M

atsum
oto,�in:�Bruns/K

ern/M
ünch/Piekenbrock/

Stadler/T
sikrikas �

（H
rsg.

（,�Festschrift�für�Rolf�Stürner�
zum

�（0.�Geburtstag,�2013,�S.�1（（9�ff.�

に
よ
り
、
近
時
に
な
っ

て
は
じ
め
て
、
ド
イ
ツ
語
の
公
刊
物
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

（
（4
（　

動
産
執
行
（
売
却
差
押
え
（
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、D

onnier,�
V

oies�d

’exécution�et�procédures�de�distribution,�8.�A
ufl.�

2008,�N
r.�1（0（.

（
（5
（　H

ahn,�M
aterialien�IV

�（Fn.�10

（,�S.�248.

（
（（
（　R

ouland,�La�qualité�de�la�créance,�200（,�S.�131�f.,�140

は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
文
脈
に
お
い
て
、
正
当
に
も
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
価
値
の
増
加

を
理
由
と
し
て
特
権
を
与
え
る
こ
と
を
承
認
す
る
と
、
ど
ち
ら
も

望
ま
し
く
な
い
二
者
択
一
、
つ
ま
り
、「
特
権
を
与
え
る
債
権
が
分

別
な
く
増
え
る
か
、
そ
れ
と
も
、〔
特
権
を
与
え
る
債
権
を
〕
恣
意

的
に
選
別
す
る
か
」
の
ど
ち
ら
か
に
い
た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る

と
さ
れ
る
。

（
（（
（　

基
本
文
献
と
し
て
、Picker,�in:�H

eldrich/Prölss/K
oller�

u.�a.�

（H
rsg.

（,�Festschrift�für�ClausW
ilhelm

�Canaris�zum
�

（0.�Geburtstag,�Band�1,�200（,�S.�1001,�101（�ff.
（
（8
（　Sw

adling,�Legal�Studies,�V
ol.�2�8�

（2008

（,�S.�50（,�52（.�
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
、「
財
産
膨
張
理
論
（sw

ollen asset theo-
ry

（」
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、D

agan,�A
m

erican�Bankrupt
cy�Law

�Journal,�V
ol.�（�8�（2004

（,�S.�24（,�2（8�ff.�

も
参
照
。
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（8

（
（9
（　

詳
し
く
は
、J. F. H

offm
ann,�Prioritätsgrundsatz�und�

Gläubigergleichbehandlung�（Fn.�2

（,�S.�331�ff.

（
80
（　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
価
値
の
増
加
を
理
由
と
し
て
、
一
定

の
特
権
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

A
ynès/Crocq,�D

roit�des�sûretés,�10.�A
ufl.�201（,�N

r.�（01.�

と

り
わ
け
、
物
の
保
存
の
た
め
に
支
出
さ
れ
た
費
用
に
か
か
る
特
権

（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
二
三
三
二
条
三
号
（
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し

て
、
価
値
の
増
加
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
81
（　

現
在
も
残
さ
れ
て
い
る
国
庫
の
特
権
に
つ
い
て
は
、J. F. 

H
offm

ann,�K
T

S�Zeitschrift�für�Insolvenzrecht�201（,�S.�1（,�
24�f.

（
82
（　

た
と
え
ば
、G

anter,�in:�M
ünchener�K

om
m

entar�zur�
Insolvenzordnung,�3.�A

ufl.�2013,�
§�48�InsO

,�R
n.�19;�

Jaeger/H
enckel （Fn.�24

（,�

§�48�InsO
,�Rn.�2（.

（
83
（　BGH

,�N
eue�Juristische�W

ochenschrift�1989,�S.�3213;�
Jaeger/H

enckel （Fn.�24

（,�

§�48�InsO
,�Rn.�9.

（
84
（　Jaeger/H

enckel （Fn.�24

（,�

§�48�InsO
,�Rn.�（8.

（
85
（　H

ahn,�M
aterialien�IV

�

（Fn.�10

（,�S.�204�ff.;�BGH
,�N

eue�
Zeitschrift�für�Insolvenz�und�Sanierungsrecht�2002,�
S.�380,�381�f.;�BGH

,�N
eue�Zeitschrift�für�Insolvenz�und�

Sanierungsrecht�2005,�S.�15（,�1（0;�BGH
,�N

eue�Juristische�
W

ochenschrift�2009,�S.�1414;�BGH
,�N

eue�Zeitschrift�für�
Insolvenz�und�Sanierungsrecht�2013,�S.�158,�159�Rn.�9;�

H
äsem

eyer,�Insolvenzrecht�

（Fn.�11

（,�Rn.�18.20;�W
ilhelm

,�
Juristen�Zeitung�1995,�S.�5（4�re.�Sp.�

を
参
照
。

（
8（
（　J. F. H

offm
ann,�Zession�und�R

echtszuw
eisung�

（Fn.�45

（,�S.�144�m
.�N

.�

こ
の
文
脈
で
は
、BGH

,�N
eue�Zeit

schrift�für�Insolvenz�und�Sanierungsrecht�2002,�S.�380,�
381�f.;�BGH

,�N
eue�Juristische�W

ochenschrift�2009,�S.�1414;�
BGH

,�N
eue�Zeitschrift�für�Insolvenz�und�Sanierungs

recht�2013,�S.�158,�159�Rn.�9;�M
üK

o/G
anter （Fn.�82

（,�

§�51�
InsO

,�Rn.�242;�M
ossler,�Bereicherung�aus�Leistung�und�

Gegenleistung,�200（,�S.�22�ff.�

も
参
照
。

（
8（
（　M

üK
o/G

anter （Fn.�82

（,�

§�51�InsO
,�Rn.�10.

（
88
（　H

ahn,�M
aterialien�IV

�（Fn.�10

（,�S.�205.

（
89
（　

ド
イ
ツ
倒
産
法
四
九
条
お
よ
び
ド
イ
ツ
強
制
競
売
・
強
制
管
理

法
一
〇
条
は
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
五
一
条
二

号
に
相
当
す
る
特
権
を
定
め
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
取
引
の
安

全
を
保
護
す
る
た
め
に
、
不
動
産
物
権
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
登

記
主
義
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。Johow

,�V
orent�w

urf�
Sachenrecht/2�（Fn.�55

（,�S.�434.

（
90
（　M

üK
o/G

anter,�

§�51�InsO
�（Fn.�82

（,�Rn.�218

参
照
。


