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債権上の担保と倒産法　

債
権
上
の
担
保
と
倒
産
法

セ
ヴ
リ
ー
ヌ 

カ
ブ
リ
ヤ
ッ
ク

白
石
　
大
／
訳

1　
「
ど
ん
な
に
ち
っ
ぽ
け
な
商
人
で
も
こ
の
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
信
用
を
守
る
た
め
に
は
損
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
。」

　

隠
す
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、
借
り
手
は
み
ず
か
ら
が
供
与
し
た
担
保
を
必
ず
し
も
公
表
し
た
が
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

担
保
は
借
り
手
の
負
債
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
と
き
に
は
借
り
手
に
与
え
ら
れ
た
信
用
の
低
下
を
も
示
す
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。

　

債
権
上
の
担
保
は
、
相
対
的
に
目
立
た
な
い
た
め
、
あ
り
が
た
い
手
段
で
あ
る
。
弁
済
期
前
は
債
権
と
い
う
こ
の
特
殊
な
財
産
か
ら

債
務
者
が
他
の
い
か
な
る
効
用
も
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
に
、
こ
の
手
段
は
よ
り
い
っ
そ
う
高
く
評
価
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、

一
八
〇
四
年
の
法
典
に
存
在
し
て
い
た
唯
一
の
無
体
動
産
担
保
が
債
権
質
だ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
規
定
が
当
時
は
貧
弱
だ
っ
た

に
せ
よ
、
意
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

　

債
権
お
よ
び
債
権
を
対
象
と
す
る
担
保
は
、〔
経
済
〕
活
動
の
拡
大
を
促
進
す
る
も
の
の
、
生
産
の
要
素
と
し
て
こ
の
活
動
に
寄
与

す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
倒
産
法
は
、
債
権
お
よ
び
債
権
の
担
保
に
配
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
か
？

（
1
）

（
2
）
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2　

こ
の
問
題
は
込
み
入
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
与
え
る
回
答
は
単
一
で
は
な
く
担
保
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
の
内
容

を
取
り
上
げ
る
前
に
、
ま
ず
は
問
い
の
境
界
線
を
画
定
し
て
お
こ
う
。
本
コ
ロ
ー
ク
の
主
催
者
た
ち
が
選
ん
だ
表
題
に
複
数
形
のles

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
範
囲
を
広
く
取
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
の
で
、「
ダ
イ
イ
」
明
細
書
の
手
段
に
よ
る
事
業
債
権
の
流
動

化
も
こ
の
検
討
に
含
め
る
こ
と
と
し
た
い
（
た
い
て
い
の
場
合
こ
れ
は
所
有
に
立
脚
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
所
有
に
基
づ
く
担
保
は
他
の

研
究
グ
ル
ー
プ
で
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
）。
実
際
、
こ
の
仕
組
み
は
こ
の
担
保
の
タ
イ
プ
の
確
か
な
価
値
を
な
す
。
他
の
タ

イ
プ
は
、
ダ
イ
イ
譲
渡
の
検
討
に
照
ら
し
、
と
り
わ
け
倒
産
手
続
に
お
け
る
そ
の
利
点
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
倒
産
手
続
に
お
け
る
利
点
は
、
ダ
イ
イ
譲
渡
に
「
正
真
正
銘
の
支
配
」
を
与
え
て
い
る
切
り
札
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
〔
以
下
で
は
〕、
ま
ず
ダ
イ
イ
明
細
書
を
取
り
上
げ
（
Ⅰ
）、
次
い
で
一
般
法
に
由
来
す
る
質
権
や
所
有
型
担
保
が
作
り

出
す
競
合
を
考
察
し
よ
う
（
Ⅱ
）。

Ⅰ　

確
か
な
価
値
─
─
ダ
イ
イ
明
細
書

3　

ダ
イ
イ
明
細
書
に
よ
る
債
権
の
流
動
化
は
、
当
初
、
企
業
に
対
す
る
包
括
的
な
与
信
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
金
融
機
関
お
よ
び
金
融
会
社
が
、
事
業
活
動
の
枠
内
で
行
動
す
る
債
務
者
に
信
用
を
供
与
す
る
際
に
の
み
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
は
原
則
と
し
て
、
債
務
者
が
法
人
に
対
し
て
有
す
る
す
べ
て
の
債
権
と
、
事
業
活
動
の
枠
内
で
行
動
す
る
自
然
人
に

対
し
て
有
す
る
債
権
と
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
働
き
を
極
端
に
図
式
化
し
て
い
う
と
、
ダ
イ
イ
明
細
書
の
交
付
に
よ
り
、
金
融
機
関
は
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
の
権
利
を
取
得
し
、

顧
客
〔
＝
譲
渡
人
〕
は
原
則
と
し
て
〔
譲
渡
債
権
の
〕
弁
済
の
保
証
人
と
な
る
。

　

金
融
機
関
に
与
え
ら
れ
る
権
利
は
明
細
書
に
付
さ
れ
た
日
付
よ
り
効
力
を
有
し
、
そ
れ
は
、
移
転
さ
れ
た
債
権
に
伴
う
権
利
の
範
囲

（
3
）（

訳
注
1
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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を
交
付
者
〔
＝
譲
渡
人
〕
が
変
更
す
る
こ
と
の
禁
止
と
、
当
該
債
権
の
担
保
や
従
た
る
権
利
の
移
転
と
か
ら
な
る
。
反
対
の
合
意
が
な

い
限
り
、
交
付
者
は
当
該
債
権
の
弁
済
に
つ
い
て
の
連
帯
保
証
人
と
な
る
。

　

以
上
で
制
度
の
素
描
が
終
わ
っ
た
の
で
、
今
度
は
倒
産
手
続
の
開
始
が
こ
の
働
き
に
も
た
ら
し
う
る
相
互
作
用
を
取
り
上
げ
る
べ
き

時
で
あ
る
。
倒
産
手
続
の
開
始
が
作
り
出
す
二
つ
の
大
き
な
波
乱
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行
お
う
。
そ
れ
は
、
疑
わ
し
き

期
間
の
あ
い
だ
に
同
意
さ
れ
た
取
引
の
白
紙
化
〔
＝
無
効
〕（
Ａ
）
と
、
担
保
供
与
を
受
け
た
金
融
機
関
の
権
利
に
つ
い
て
の
縮
減
の

有
無
で
あ
る
（
Ｂ
）。Ａ　

疑
わ
し
き
期
間
の
あ
い
だ
に
同
意
さ
れ
た
取
引
─
─
担
保
目
的
の
ダ
イ
イ
譲
渡
の
望
ま
し
い
処
遇

4　

疑
わ
し
き
期
間
（période suspecte

）
と
は
、
支
払
停
止
の
日
と
、
裁
判
上
の
更
生
手
続
ま
た
は
裁
判
上
の
清
算
手
続
の
開
始

日
と
の
あ
い
だ
の
期
間
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
危
険
に
満
ち
た
期
間
で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
み
ず
か
ら
支
払
不

能
と
な
る
こ
と
を
企
て
よ
う
と
す
る
誘
惑
や
、
破
綻
を
先
延
ば
し
に
す
る
た
め
一
部
の
債
権
者
を
優
遇
し
よ
う
と
す
る
誘
惑
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
誘
惑
に
満
ち
た
期
間
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
倒
産
法
は
伝
統
的
に
、
債
務
者
が
し
た
行
為
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」。

し
か
し
こ
の
法
は
法
的
安
全
の
要
請
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
要
請
に
よ
り
、
債
務
者
が
し
た
行
為
の
す
べ
て
を
白
紙

に
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
倒
産
法
は
、
白
紙
と
さ
れ
う
る
行
為
の
リ
ス
ト
を
定
め
て
お
り
、
厳
格
に
解
釈
す
べ
き
こ
の
リ

ス
ト
は
、
現
在
で
は
商
法
典
Ｌ
．六
三
二
─
一
条
お
よ
び
Ｌ
．六
三
二
─
二
条
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
担
保
目
的
で

用
い
ら
れ
、
債
権
譲
渡
の
形
式
を
選
択
し
た
ダ
イ
イ
明
細
書
は
、
こ
の
列
挙
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
（
1
）。
こ
の
こ
と
は
担
保
目

的
の
ダ
イ
イ
譲
渡
に
羨
望
の
的
と
な
る
地
位
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ダ
イ
イ
明
細
書
に
よ
る
質
権
設
定
と
比
べ
て
も
そ
う
で

あ
る
（
2
）。

（
10
）

（
11
）
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1　

債
権
譲
渡
を
も
た
ら
す
ダ
イ
イ
明
細
書
の
、
疑
わ
し
き
期
間
の
無
効
か
ら
の
除
外

5　

商
法
典
Ｌ
．六
三
二
─
一
条
は
、
疑
わ
し
き
期
間
の
あ
い
だ
に
行
う
と
無
効
と
さ
れ
る
一
二
種
類
の
行
為
を
数
え
上
げ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
な
か
に
は
、「
既
存
の
債
務
を
担
保
す
る
た
め
に
物
的
担
保
を
設
定
す
る
こ
と
」
と
い
う
の
が
あ
る
〔
よ
う
に
み
え

る
〕。「
6°　

以
前
に
負
担
し
た
債
務
の
た
め
に
債
務
者
の
財
産
上
に
設
定
さ
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
約
定
抵
当
権
、
あ
ら
ゆ
る
裁
判
上
の
抵

当
権
お
よ
び
夫
婦
の
法
定
抵
当
権
、
な
ら
び
に
あ
ら
ゆ
る
無
体
動
産
質
権
お
よ
び
有
体
動
産
質
権
」
は
無
効
と
な
る
、
と
い
う
条
文
を

見
つ
け
出
し
て
読
ん
だ
者
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
第
一
印
象
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。

6　

と
こ
ろ
が
、
判
例
は
こ
の
条
文
の
制
限
的
な
解
釈
を
採
用
し
、
条
文
の
精
神
（
既
存
の
債
務
の
た
め
担
保
が
同
意
さ
れ
て
も
、
債

務
は
す
で
に
発
生
し
て
い
る
か
ら
債
務
者
は
見
返
り
と
な
る
利
益
を
得
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
債
権
者
平
等
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
か
ら

こ
の
よ
う
な
担
保
設
定
を
制
裁
す
る
）
に
重
き
を
置
か
ず
、
文
言
を
あ
て
は
め
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
条
文
を
再
読
し
て
み
る
と
、
問

題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
質
権
〔
の
設
定
〕 

で
あ
っ
て
譲
渡
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、
担
保
目
的
の
ダ
イ
イ
譲
渡
は
、
他
の
物
的
担
保
を

襲
う
ギ
ロ
チ
ン
の
刃
を
免
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
一
九
八
一
年
一
月
二
日
の
法
律
所
定
の
方
式
で
同
意
さ
れ
た
債
権
譲
渡
は
、
当
座
勘
定
の
未
払
金
の
弁
済
を
担
保
す
る
目
的
で
対

価
の
約
定
な
く
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
譲
渡
債
権
の
所
有
を
譲
受
人
に
移
転
す
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
譲
渡
は
債
務
者
の
財
産

に
対
す
る
質
権
の
設
定
で
は
な
い
」。

　

こ
れ
で
事
は
定
ま
っ
た
。
以
後
、
こ
の
解
決
は
堅
固
に
確
立
し
、
担
保
目
的
の
ダ
イ
イ
譲
渡
を
き
わ
め
て
有
利
な
立
場
に
置
い
て
い

る
。

7　

こ
の
地
位
は
、
裁
量
に
よ
り
無
効
と
し
う
る
場
合
を
定
め
る
商
法
典
Ｌ
．六
三
二
─
二
条
の
解
釈
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
。
同
条

（
12
）

（
訳
注
2
）

（
13
）
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は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
支
払
停
止
の
日
の
後
に
さ
れ
た
弁
済
期
到
来
済
み
の
債
務
の
弁
済
、
お
よ
び
そ
の
同
じ
日
の
後
に
行
わ

れ
た
有
償
行
為
は
、
債
務
者
と
取
引
し
た
者
が
支
払
停
止
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

判
例
は
、
疑
わ
し
き
期
間
の
無
効
を
定
め
る
条
文
の
文
言
の
厳
格
な
解
釈
を
こ
こ
で
も
適
用
し
て
、「
弁
済
」
を
対
象
と
す
る
こ
の
条

文
は
弁
済
目
的
で
行
わ
れ
た
債
権
譲
渡
に
の
み
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
担
保
を
設
定
す
る
債
権
譲
渡
に
は
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
解
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
二
番
目
の
適
用
除
外
は
一
番
目
の
適
用
除
外
ほ
ど
に
は
堅
固
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
条
文
の
字

義
ど
お
り
の
適
用
に
と
ど
め
る
と
し
て
も
、
担
保
目
的
の
譲
渡
は
そ
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は

「
弁
済
」
と
し
て
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
有
償
行
為
」
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
こ
れ
は
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー

ス
と
さ
れ
る
判
例
に
対
し
て
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
た
評
釈
者
の
一
人
が
次
の
よ
う
に
示
唆
し
た
と
お
り
で
あ
る
。「
こ
の
よ
う
な
譲
渡

が
弁
済
に
当
た
ら
な
い
の
は
そ
の
と
お
り
だ
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
そ
れ
は
一
般
的
に
有
償
行
為
と
性
質
決
定
さ
れ
う
る
。
こ
の
こ

と
は
譲
渡
の
対
価
が
存
在
し
な
く
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
譲
渡
が
計
算
づ
く
で
行
わ
れ
る
性
格
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、

譲
渡
人
が
み
ず
か
ら
の
債
務
を
弁
済
す
れ
ば
債
権
の
所
有
を
譲
渡
人
に
再
移
転
す
る
義
務
が
譲
受
人
に
課
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
そ
こ
に
恵
与
の
意
思
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
少
な
く
と
も
、
弁
済
と
有
償
行
為
を
と
も
に
対
象
と
す
る
一
〇
八

条
〔
現
行
法
で
は
商
法
典
Ｌ
．六
三
二
─
二
条
〕
は
そ
れ
ら
に
適
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
」。
こ
の
指
摘
は
、
債
務
法
の
改
正
が
導
入
し

た
有
償
契
約
の
新
た
な
定
義
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
固
に
な
り
う
る
ば
か
り
で
あ
る
。
実
際
、
民
法
典
一
一
〇
七
条
は
次
の
よ
う
に
規
定

す
る
。「
契
約
は
、
当
事
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
み
ず
か
ら
が
給
付
す
る
利
益
の
対
価
と
し
て
他
方
か
ら
利
益
を
受
け
る
と
き
は
、
有
償

的
で
あ
る
」（
こ
の
よ
う
に
、
手
段
─
─
債
務
─
─
に
よ
る
基
準
は
、
結
果
─
─
利
益
─
─
に
よ
る
基
準
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
）。

そ
し
て
こ
こ
で
は
、
当
事
者
（
譲
渡
人
と
金
融
機
関
）
は
相
互
に
利
益
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

（
14
）

（
15
）
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こ
の
亀
裂
〔
＝
論
理
の
飛
躍
〕
を
指
摘
す
る
の
は
必
要
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
構
築
物
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
直
ち
に
明
言
し
て
お
こ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
亀
裂
は
今
の
と
こ
ろ
判
例
に
お
い
て
具
体
化
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
仮
に
そ

れ
が
〔
判
例
で
〕
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
た
い
て
い
の
場
合
に
お
い
て
そ
の
実
務
的
な
影
響
は
限
定
的
で
あ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。
譲
渡
を
準
備
す
る
枠
合
意
が
あ
れ
ば
、
判
例
が
考
慮
に
入
れ
る
の
は
こ
の
合
意
の
日
で
あ
っ
て
、
譲
渡
の
日
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
枠
合
意
の
成
立
は
支
払
停
止
の
日
よ
り
も
前
な
の
で
あ
る
。

2　

債
権
質
を
設
定
す
る
ダ
イ
イ
明
細
書
へ
の
、
疑
わ
し
き
期
間
の
無
効
の
適
用

8　

ダ
イ
イ
明
細
書
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
債
権
質
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
質
権
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
は
商
法
典
Ｌ
．六
三
二
─
一
条

6°
の
文
言
に
当
て
は
ま
る
の
で
、
既
存
の
債
務
を
担
保
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
当
然
に
無
効
と
さ
れ
る
。

　

譲
渡
と
債
権
質
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
形
態
は
、
ど
ち
ら
も
担
保
す
る
と
い
う
機
能
に
お
い
て
等
し
い
の
に
、
そ
の
処
遇
は
ま
っ
た

く
正
反
対
で
あ
る
。
こ
の
処
遇
の
違
い
は
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
。〔
し
か
し
〕
実
務
は
動
じ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
織
り
込
ん
で
い

る
。
金
融
機
関
が
債
権
質
を
顧
み
ず
に
債
権
譲
渡
を
好
ん
で
用
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

　

ダ
イ
イ
譲
渡
の
有
効
性
は
疑
わ
し
き
期
間
の
無
効
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
第
一
の
テ
ス
ト
だ
け
で
は

十
分
で
な
い
。
倒
産
手
続
の
際
の
譲
渡
債
権
に
対
す
る
譲
受
人
の
権
利
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。

Ｂ　

譲
渡
債
権
に
対
す
る
譲
受
人
の
権
利

　

二
つ
の
点
が
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
継
続
的
履
行
契
約
（contrat à exécution succes-

sive

）
か
ら
生
じ
る
債
権
を
対
象
と
す
る
ダ
イ
イ
譲
渡
の
効
力
（
1
）
と
、
取
り
立
て
ら
れ
た
金
銭
の
処
遇
で
あ
る
（
2
）。

（
16
）

（
17
）

（
18
）
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債権上の担保と倒産法　

1　

継
続
的
履
行
契
約
か
ら
生
じ
る
債
権
の
譲
渡
の
効
力

9　

将
来
債
権
は
ダ
イ
イ
〔
明
細
書
〕
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
流
動
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
金
融
機
関
は
継
続
的
履
行
契
約
か

ら
も
た
ら
さ
れ
る
債
権
の
移
転
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
手
続
開
始
後
に
生
じ
る
債
権
、
換
言
す
れ
ば
手
続
開
始
後
の

債
務
者
の
活
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
債
権
の
処
遇
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

こ
の
問
い
は
き
わ
め
て
込
み
入
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
金
融
取
引
に
お
い
て
金
融
機
関
が
期
待
す
る
安
全
性
と
、
再
建
を
可
能

に
す
る
た
め
に
は
債
務
者
へ
の
潜
在
的
な
入
金
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
性
と
が
、
法
的
な
議
論
を
超
え
、
天
秤
に

か
け
ら
れ
て
対
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

10　

こ
こ
で
判
例
は
、
ダ
イ
イ
明
細
書
に
期
待
さ
れ
る
安
全
性
の
ほ
う
を
優
先
す
る
と
い
う
選
択
を
行
っ
た
。
実
際
、
判
例
の
解
決
は

譲
受
人
の
期
待
を
完
全
に
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
破
毀
院
は
譲
渡
に
完
全
な
効
力
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

象
徴
的
なCœ

ur D
éfense

事
件
に
お
い
て
出
さ
れ
た
事
実
審
判
決
は
、
こ
の
解
決
の
帰
結
を
例
証
し
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
学

術
的
な
言
葉
よ
り
も
は
る
か
に
、
債
務
者
の
倒
産
手
続
の
場
合
に
ダ
イ
イ
譲
渡
が
も
つ
意
義
を
証
明
す
る
。H

eart of la D
efense

社

は
、
主
要
な
債
権
者
に
対
し
、
一
五
億
ユ
ー
ロ
を
超
え
る
借
入
れ
の
担
保
と
し
て
、
賃
料
債
権
に
つ
い
て
の
ダ
イ
イ
譲
渡
に
同
意
し
た
。

保
護
手
続
に
お
い
て
同
社
は
、
こ
の
債
権
譲
渡
は
賃
貸
借
に
よ
り
同
社
が
受
領
す
る
は
ず
だ
っ
た
収
入
全
額
を
潜
在
的
に
奪
う
も
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
が
観
察
期
間
（période dʼobservation

）
に
お
け
る
資
金
調
達
の
障
害
に
な
る
と
主
張
し
た
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
控
訴

院
は
こ
の
議
論
を
一
蹴
し
、
観
察
期
間
中
に
弁
済
期
が
到
来
し
た
賃
料
〔
の
み
な
ら
ず
〕、
保
護
手
続
開
始
前
か
ら
の
枠
合
意
の
適
用

に
基
づ
い
て
観
察
期
間
中
に
締
結
さ
れ
た
賃
貸
借
の
賃
料
に
つ
い
て
も
、
そ
の
譲
渡
の
有
効
性
を
認
め
た
。
同
控
訴
院
は
、
補
充
的
な

議
論
も
斥
け
て
、
債
権
者
は
（
手
続
開
始
の
裁
判
の
時
点
で
債
務
者
が
占
有
し
て
い
る
他
の
有
体
・
無
体
財
産
の
よ
う
に
）
こ
れ
ら
の

（
19
）

（
訳
注
3
）
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債
権
の
返
還
を
請
求
す
る
必
要
は
な
い
と
判
示
し
、
ま
た
、
第
三
債
務
者
に
対
す
る
譲
渡
通
知
は
担
保
の
実
行
で
は
な
い
こ
と
を
理
由

に
、
こ
れ
が
倒
産
手
続
の
開
始
後
に
行
わ
れ
て
も
よ
い
こ
と
を
再
確
認
し
た
。

　

こ
れ
以
上
の
贈
り
物
は
な
い
だ
ろ
う
！
あ
る
い
は
、
よ
り
学
術
的
に
言
い
表
す
と
こ
う
な
る
。
ダ
イ
イ
明
細
書
は
、「
倒
産
手
続
に

お
い
て
は
担
保
の
効
力
が
総
じ
て
あ
ま
り
よ
い
扱
い
を
受
け
な
い
環
境
下
に
あ
っ
て
、
法
的
安
全
の
避
難
所
で
あ
る
」。

　
〔
と
は
い
え
〕
こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
、
債
務
者
の
倒
産
手
続
の
期
間
中
に
取
り
立
て
ら
れ
た
金
銭
の
処
遇
に
つ
い
て
の
、
よ
り

一
般
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。

2　

取
り
立
て
ら
れ
た
金
銭
の
処
遇

11　

譲
受
人
が
受
領
し
た
金
銭
と
、
譲
渡
人
が
受
領
し
た
金
銭
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

譲
受
人
は
、
有
効
に
譲
渡
債
権
を
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
貸
方
と
な
っ
た
当
座
勘
定
の
残
高
（
口

座
へ
の
記
帳
に
よ
り
、
複
数
の
債
権
は
口
座
の
単
一
の
内
訳
へ
と
更
改
さ
れ
る
）
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
を
避
け
る
た

め
に
は
、
譲
受
人
は
、
み
ず
か
ら
の
権
利
を
守
る
べ
く
、
取
り
立
て
た
金
額
を
名
義
人
が
処
分
で
き
な
い
特
別
の
口
座
に
記
帳
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

譲
渡
が
通
知
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
譲
渡
人
が
、
倒
産
手
続
の
開
始
前
に
さ
れ
た
合
意
に
基
づ
い
て
、
譲
渡
債
権
の
取
立
て
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
譲
渡
人
は
、
譲
受
人
の
受
任
者
の
資
格
で
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
、
金
融
機
関
の
返
還
請
求
権
は
、
譲
渡
人

が
資
金
を
受
領
し
た
時
点
で
生
じ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
返
還
請
求
権
は
、
手
続
開
始
前
の
債
権
と
は
性
質
決
定
さ
れ
な
い
。

　
〔
こ
の
よ
う
に
利
点
が
多
い
〕
ダ
イ
イ
譲
渡
の
制
度
は
羨
望
の
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
担
保
は
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
他
の
手
段

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
訳
注
4
）
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債権上の担保と倒産法　

も
利
用
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
真
の
意
味
で
の
競
争
相
手
と
な
り
う
る
と
い
う
者
も
い
る
。

Ⅱ　

新
興
の
競
争
相
手

12　

ダ
イ
イ
譲
渡
が
「
支
配
的
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
競
争
相
手
は
現
に
存
在
す
る
。
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
者
は
、
二
〇
〇
六
年

三
月
二
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
担
保
法
の
大
改
正
の
際
に
、
融
資
を
担
保
す
る
た
め
の
手
段
を
増
や
す
こ
と
を
望
ん
だ
。
か
く

し
て
立
法
者
は
、
所
有
型
担
保
を
承
認
す
る
と
同
時
に
、
従
来
型
の
物
的
担
保
の
制
度
を
よ
り
魅
力
的
な
も
の
に
し
た
。「
こ
の
多
様

性
は
、
立
法
者
が
望
み
、
追
い
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
立
法
者
は
こ
の
多
様
性
に
効
用
を
見
出
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
多
様
性
は
融

資
を
増
進
す
る
た
め
の
手
段
だ
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
状
況
は
単
純
で
あ
る
。
融
資
の
消
費
者
（
そ
し
て
そ
の
債
権
者
も
！
）
が
み

な
、
そ
の
需
要
に
最
も
適
し
た
担
保
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
幅
広
く
担
保
を
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」。

立
法
者
の
現
代
化
作
業
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
こ
の
競
争
は
別
と
し
て
も
、
や
は
り
債
権
を
対
象
と
す
る
他
の
担
保
を
考
察
し
て
お
く
必

要
は
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ダ
イ
イ
譲
渡
は
あ
ら
ゆ
る
債
権
者
の
た
め
に
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
金
融
機
関
お
よ
び
金
融
会

社
し
か
利
用
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
以
外
の
者
は
他
の
仕
組
み
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

残
さ
れ
た
領
域
に
お
い
て
は
債
権
質
が
挑
戦
者
と
し
て
現
れ
る
が
、
倒
産
手
続
と
対
峙
す
る
と
、
こ
の
債
権
質
へ
の
心
酔
も
お
そ
ら

く
は
覚
め
ざ
る
を
え
な
い
（
Ａ
）。
担
保
目
的
の
信
託
と
一
般
法
上
の
債
権
譲
渡
は
、
周
辺
的
な
場
所
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ

れ
る
（
Ｂ
）。

Ａ　

債
権
質
─
─
挑
戦
者
？

13　

設
定
の
簡
略
化
と
実
効
性
の
改
善
に
よ
っ
て
債
権
質
の
魅
力
は
高
め
ら
れ
、「
ダ
イ
イ
譲
渡
と
十
分
対
等
に
競
い
合
う
こ
と
が
で

（
23
）

（
24
）
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き
る
か
も
し
れ
な
い
」、
さ
ら
に
は
「
債
権
質
は
簡
略
化
さ
れ
た
債
権
譲
渡
よ
り
も
優
位
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
」
と
考
え
る
者
も
現

れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

14　
〔
し
か
し
〕
倒
産
手
続
の
規
律
の
影
響
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
こ
の
熱
狂
も
鎮
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

債
権
質
の
第
一
の
弱
点
は
、
疑
わ
し
き
期
間
の
当
然
無
効
が
も
た
ら
す
無
効
化
の
リ
ス
ク
に
か
か
わ
る
。
実
際
、
質
権
は
商
法
典
Ｌ
．

六
三
二
─
一
条
6°
で
明
示
的
に
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ダ
モ
ク
レ
ス
の
剣
〔
＝
一
触
即
発
の
状
況
〕
は
侮
れ

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
無
効
化
は
自
動
的
に
適
用
さ
れ
、
支
払
停
止
状
態
を
契
約
の
相
手
方
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
必

要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
の
弱
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
債
権
質
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
権
利
の
性
質
に
由
来
す
る
。
こ
れ
は
、
今
の
と
こ
ろ
、

解
釈
上
の
困
難
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
法
典
二
三
六
三
条
一
項
は
、「
通
知
の
後
は
、
債
権
質
権
者
の
み
が
、
質
権
設

定
さ
れ
た
債
権
の
弁
済
を
有
効
に
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
条
文
は
対
立
す
る
二
通
り
の
解

釈
を
生
ん
だ
。
第
一
の
解
釈
は
、
こ
の
条
文
に
、
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
設
定
者
と
債
権
質
権
者
の
ど
ち
ら
な
の

か
を
決
定
す
る
と
い
う
最
小
限
の
効
果
し
か
生
じ
さ
せ
な
い
（
こ
の
説
は
、「
有
効
に
（valablem

ent

）」
と
い
う
副
詞
が
用
い
ら
れ

た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
弁
済
の
免
責
効
を
規
定
す
る
こ
と
だ
け
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
主
張
す
る
）。
第
二
の

解
釈
は
、
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
こ
の
弁
済
に
対
す
る
排
他
的
な
権
利
を
債
権
者
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
解
す
る
。
こ
の
排
他
的
な
権

利
は
留
置
権
の
作
用
に
倣
い
、
債
権
質
権
者
が
、
債
務
者
の
他
の
債
権
者
と
の
競
合
を
回
避
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
他
の
債
権
者
に
優
先

さ
れ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
立
場
が
多
数
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
前
者
の
立
場
が
法
廷
に
お
い
て
勝
利
を
収
め
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
債
権
質
は
脆
弱
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
こ
の
弱
点
は
全
般
に
わ
た
る
も
の
と
な
ろ
う
が
、
そ
の
影
響
は
譲
渡
人
の
倒
産
手
続
の
と
き
に

（
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さ
ら
に
増
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
場
合
に
は
、
倒
産
手
続
に
よ
っ
て
、
賃
金
債
権
者
の
優
先
的
先
取
特
権
な
ど
の
先
取

特
権
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
仮
定
上
の
弱
み
は
、
次
回
の
担
保
法
改
正
に
よ
っ
て
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
実
際
、
債
権
質
の
（
と
り
わ
け
外
国
の
債
権
者
に
よ
る
）
利
用
を
促
進
す
べ
く
、
ア
ン
リ 

カ
ピ
タ
ン
協
会
の
支
援
の
も

と
提
出
さ
れ
た
担
保
法
改
正
準
備
草
案
は
、
民
法
典
二
三
六
三
条
に
つ
い
て
の
新
た
な
表
現
の
仕
方
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
通
知
の
後
は
、
債
権
質
権
者
の
み
が
、
質
権
設
定
さ
れ
た
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
か
く
し

て
排
他
的
な
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
質
権
設
定
さ
れ
た
債
権
の
弁
済
期
を
待
つ
と
い
う
方
法
（
こ
れ
は
、
債
務
者
の
不
履
行
の
際
に
行
わ
れ
る
最
も
単
純
な
質

権
実
行
の
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
は
、
仮
に
こ
れ
が
流
質
契
約
と
同
視
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
設
定
者
に
対
す
る
倒
産

手
続
の
開
始
後
は
実
効
性
を
失
う
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。

Ｂ　

民
法
典
の
所
有
型
担
保
─
─
民
事
信
託
と
一
般
法
上
の
債
権
譲
渡

15　

残
り
の
あ
と
二
つ
の
存
在
に
つ
い
て
こ
こ
で
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
民
事
信
託
と
一
般
法
上
の
債
権
譲
渡
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
前
に
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
前
者
の
仕
組
み
は
実
務
で
は
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ

て
お
ら
ず
、
ま
た
後
者
の
仕
組
み
は
ま
だ
実
定
法
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
分
析
は
今
後
の
見
通
し
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
。

16　

二
〇
〇
七
年
二
月
一
九
日
の
法
律
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
法
に
導
入
さ
れ
た
担
保
目
的
信
託
は
、
債
権
〔
を
客
体
と
す
る
こ
と
〕
の

た
め
に
考
案
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
種
の
財
産
の
た
め
に
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
は
そ
の
設
定
要
件

の
中
に
は
何
も
な
い
。
実
際
、「
信
託
は
、
一
人
ま
た
は
複
数
人
の
設
定
者
が
、
現
在
ま
た
は
将
来
の
財
産
、
権
利
も
し
く
は
担
保
権

（
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ま
た
は
そ
れ
ら
の
集
合
体
を
…
…
移
転
す
る
取
引
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
民
法
典
二
〇
一
一
条
は
、
担
保
目
的
信
託
に
き
わ
め
て
広
い

適
用
範
囲
を
与
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
信
託
が
そ
の
定
め
に
よ
り
設
定
者
か
ら
の
占
有
移
転
を
伴
う
場
合
に
は
、
そ
の
実
行
に
関
し
て
ダ
イ
イ
譲
渡
と
同
様
の

利
点
を
示
す
。
そ
の
う
え
、
民
法
典
二
〇
一
八
─
二
条
は
、「
信
託
の
枠
組
み
の
中
で
実
現
さ
れ
る
債
権
譲
渡
は
、
そ
れ
を
記
載
す
る

信
託
契
約
ま
た
は
そ
の
変
更
契
約
の
日
か
ら
第
三
者
に
対
抗
可
能
と
な
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
信
託
を
ダ
イ
イ
譲
渡

の
有
利
な
取
扱
い
に
倣
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
譲
渡
人
の
倒
産
手
続
開
始
の
際
に
は
、
債
権
の
発
生
時
期
で
は
な
く

ダ
イ
イ
譲
渡
の
時
期
が
考
慮
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
将
来
債
権
を
対
象
と
す
る
ダ
イ
イ
譲
渡
は
有
効
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
〔
倒
産
〕
手

続
の
期
間
中
に
発
生
す
る
債
権
も
ダ
イ
イ
譲
渡
の
対
象
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
反
面
、
ダ
イ
イ
譲
渡
と
競
合
す
る
場
合
に
は
、
設
定
を
枠
づ
け
る
規
律
が
信
託
の
仕
組
み
か
ら
そ
の
魅
力
の
一
部
を
失
わ
せ
る
。

実
際
、
信
託
の
設
定
は
、
そ
れ
が
疑
わ
し
き
期
間
の
あ
い
だ
に
既
存
の
債
務
の
弁
済
の
た
め
に
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
然
に
無
効
と
な

る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
信
託
は
商
法
典
Ｌ
．六
三
二
─
一
条
9°
で
明
示
的
に
対
象
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
は
、
こ
の
点
が
最
も
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
の
、
た
い
て
い
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
信
託
の
設
定
お
よ
び
運

用
に
関
す
る
全
般
的
な
負
担
の
重
さ
で
あ
る
（
登
録
の
必
要
性
、
帳
簿
の
管
理
義
務
、
有
償
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
へ
の
依
頼
な

ど
）。
こ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
、
債
権
に
関
し
て
は
民
法
典
二
八
七
二
─
二
条
が
引
き
起
こ
す
困
難
も
あ
る
。
同
条
は
次
の
よ
う
に
要

求
す
る
。「
担
保
目
的
で
締
結
さ
れ
る
信
託
の
場
合
に
は
、
信
託
財
産
に
移
転
さ
れ
る
財
産
ま
た
は
権
利
の
見
積
も
り
の
価
値
を
…
…

〔
設
定
〕
契
約
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
い
と
無
効
と
な
る
」。
実
際
に
は
、
債
権
の
「
見
積
も
り
」
の
価
値
と
名
目
額

と
の
間
に
は
違
い
が
あ
り
う
る
。
条
文
の
文
言
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
債
権
の
評
価
が
求
め
ら
れ
よ
う
が
、
こ
の
こ
と
の
制
約
は
推
し
は

か
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
条
の
不
遵
守
の
制
裁
が
無
効
で
あ
る
以
上
、
よ
り
適
切
な
条
文
の
解
釈
に
よ
れ
ば
名
目
額
で
よ
い
と
し
て
も
、
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こ
の
解
釈
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
を
負
う
リ
ス
ク
を
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
受
託
者
が
冒
す
と
は
想
定
し
に
く
い
。

　

最
後
に
、
近
い
将
来
（
も
し
担
保
法
改
正
準
備
草
案
が
立
法
者
の
塗
油
を
受
け
れ
ば
）、
一
般
法
上
の
債
権
譲
渡
が
担
保
目
的
で
使

わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
判
例
は
、
一
般
法
上
の
債
権
譲
渡
を
担
保
目
的
で
用
い
る
こ
と
を
認
め
ず
、
こ
れ
を
債
権
質
に
還
元
し

て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
述
べ
る
分
析
は
今
後
の
見
通
し
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
、
二
〇
一
六
年
二
月
一
〇
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

に
よ
る
債
務
法
改
正
の
際
に
は
、
こ
の
議
論
が
再
び
活
発
に
は
な
っ
た
。
こ
の
改
正
は
、
債
権
譲
渡
の
仕
組
み
を
（
も
は
や
売
買
に
関

す
る
諸
規
定
の
中
に
で
は
な
く
）〔
本
来
あ
る
べ
き
位
置
で
あ
る
〕
債
権
債
務
の
一
般
制
度
〔
に
関
す
る
諸
規
定
〕
の
中
へ
と
戻
し
た

の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
債
権
譲
渡
の
利
用
の
多
様
化
が
進
む
は
ず
だ
と
も
思
わ
れ
た
。
し
か
し
学
説
の
多
数
は
、
こ
の
規
定

の
位
置
の
移
動
だ
け
で
は
判
例
を
修
正
す
る
の
に
不
十
分
だ
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
新
た
な
一
般
法
の
ル
ー
ル
は
、
担
保
目

的
で
こ
の
仕
組
み
を
利
用
す
る
こ
と
を
明
示
的
に
は
認
め
て
い
な
い
う
え
に
、
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
方
式
で
改
正
を
行
う
た
め
〔
政
府
に

立
法
府
か
ら
〕
与
え
ら
れ
た
授
権
は
、
担
保
法
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
正
し
さ
を
疑
う
者
も
い
る

も
の
の
、
こ
の
多
数
説
の
立
場
は
、
企
業
の
成
長
と
変
革
に
関
す
る
法
律
案
（
い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
草
案
）
に
よ
っ
て
逆
説
的
に

強
化
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
法
律
案
は
〔
債
権
〕
譲
渡
の
利
用
に
好
意
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
六
条
で
は
、
オ
ル
ド

ナ
ン
ス
の
方
式
に
よ
っ
て
担
保
法
を
改
正
す
る
こ
と
を
政
府
に
授
権
す
る
に
あ
た
っ
て
、
と
り
わ
け
「
民
法
典
に
お
い
て
担
保
目
的
で

債
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
有
効
と
認
め
る
（consacrer

）」
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
者

が
こ
の
制
度
を
「
有
効
」
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
〔
立
法
に
よ
る
〕
介
入
は

十
分
で
は
な
か
っ
た
と
彼
ら
が
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
債
務
法
の
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
担
保
目
的

の
債
権
譲
渡
は
実
定
法
と
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
近
い
将
来
に
は
実
定
法
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

担
保
法
改
正
準
備
草
案
の
提
案
に
関
心
が
も
た
れ
る
。
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こ
こ
で
前
も
っ
て
、
問
題
は
こ
の
制
度
の
先
駆
者
た
ち
が
信
じ
て
や
ま
な
い
ほ
ど
に
は
明
白
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
実

際
、
こ
の
問
題
は
、
準
備
草
案
を
起
草
し
た
委
員
会
の
内
部
で
さ
え
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
よ
う
に
み
え
る
。「
担
保
目
的
の
債
権
譲

渡
は
、
担
保
目
的
信
託
の
一
般
法
を
免
れ
る
特
殊
な
信
託
と
な
る
が
、
こ
れ
を
〔
民
法
典
に
〕
挿
入
す
る
こ
と
は
委
員
会
を
二
分
す
る

議
論
を
引
き
起
こ
し
た
。
以
下
の
条
文
案
が
提
示
さ
れ
る
の
は
留
保
付
き
で
あ
る
」。

　

こ
の
提
案
は
、
大
筋
の
と
こ
ろ
、
債
権
譲
渡
の
一
般
法
ル
ー
ル
を
単
に
参
照
す
る
も
の
で
あ
る
。
民
法
典
二
三
七
三
条
の
改
正
提
案

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
債
権
の
所
有
は
、
一
三
二
一
条
以
下
の
規
定
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
契
約
の
効
果
に
よ
り
、
債
務
を
担

保
す
る
目
的
で
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。
と
こ
ろ
が
、
債
権
譲
渡
の
一
般
法
に
は
、
倒
産
手
続
の
際
に
こ
の
仕
組
み
の
実
効
性
を

制
限
す
る
規
律
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
一
三
二
一
条
三
項
で
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
将
来
債
権
の
移
転
は
、
当
事
者
間
に
お
い

て
も
第
三
者
に
対
し
て
も
、
債
権
が
発
生
し
た
時
点
で
は
じ
め
て
生
じ
る
」。
こ
れ
に
よ
っ
て
債
権
の
移
転
が
妨
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

設
定
者
に
対
し
て
倒
産
手
続
が
開
始
し
た
場
合
に
は
、
手
続
開
始
後
の
将
来
債
権
は
債
務
発
生
に
先
立
っ
て
こ
の
手
続
の
ル
ー
ル
を
免

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
状
況
に
お
い
て
、
判
例
は
ダ
イ
イ
譲
渡
に
完
全
な
効
力
を
認
め
て
お
り
、
ゆ
え
に
ダ
イ
イ

譲
渡
は
こ
こ
で
も
大
き
な
優
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
と
お
り
、
債
権
上
の
担
保
〔
制
度
〕
の
間
の
競
争
は
存
在
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
設
定
者
の
倒
産
手
続
と
い

う
試
金
石
は
依
然
と
し
て
最
も
選
別
力
が
強
く
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ダ
イ
イ
譲
渡
が
常
に
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
『
寓
話
集
第
一
二
巻
』
第
七
話
「
コ
ウ
モ
リ
と
ヤ
ブ
と
ア
ヒ
ル
」。

債
務
者
は
確
定
的
な
譲
渡
を
行
う
こ
と
も
可
能
だ
が
、
こ
の
手
段
は
、
資
金
調
達
と
い
う
同
じ
効
用
の
た
め
の
異
な
る
方
式
で
し
か
な
い
。

主
催
者
の
す
ば
ら
し
い
歓
待
に
感
謝
し
、
本
イ
ベ
ン
ト
の
優
れ
た
学
術
的
ク
オ
リ
テ
ィ
を
称
賛
し
た
い
。

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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債権上の担保と倒産法　

（
訳
注
1
）　

一
九
八
一
年
一
月
二
日
の
法
律
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
、
債
権
譲
渡
お
よ
び
債
権
質
設
定
に
関
す
る
簡
略
化
手
続
の
こ
と
。
な
お
、
こ

の
手
続
は
後
に
通
貨
金
融
法
典
に
収
め
ら
れ
た
が
、
当
初
の
法
案
提
出
者
の
名
に
ち
な
み
、
現
在
で
も
「
ダ
イ
イ
法
」
と
よ
ば
れ
る
。

通
貨
金
融
法
典
Ｌ
．三
一
三
─
二
三
条
は
こ
の
仕
組
み
を
「
譲
渡
ま
た
は
質
権
設
定
」
に
開
い
て
は
い
る
が
、
実
務
で
は
主
と
し
て
前
者
が

用
い
ら
れ
、「
ダ
イ
イ
譲
渡
」
と
よ
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。

ジ
ュ
リ
ア
ン 

テ
ロ
ン
教
授
の
報
告
「
所
有
（
権
）
留
保
の
再
解
釈
に
向
け
て
」
お
よ
び
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ 

ペ
ロ
シ
ョ
ン
教
授
の
報
告
「
担

保
の
た
め
に
移
転
さ
れ
た
所
有
」〔
訳
者
注
─
─
い
ず
れ
も
本
号
に
翻
訳
掲
載
〕
が
ま
さ
に
、
担
保
目
的
の
所
有
の
利
用
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る

も
の
で
あ
る
。

M
. Julienne, N

antissem
ent ou cession(s) fiduciaire(s) que choisir ?, Revue droit des contrats, 2018, n

° 115d7, p. 318

を
参

照
の
こ
と
。
ま
た
、
特
に
、D

. Legeais, O
pérations de crédit, LexisN

exis, 2015, n

° 835

も
参
照
さ
れ
た
い
。

通
貨
金
融
法
典
Ｌ
．三
一
三
─
二
三
条
。

こ
れ
に
よ
り
、
と
り
わ
け
、
消
費
者
で
あ
る
顧
客
に
対
す
る
債
権
の
流
動
化
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
制
限
は
重
要
で
あ
る
。

通
貨
金
融
法
典
Ｌ
．三
一
三
─
二
七
条
。

通
貨
金
融
法
典
Ｌ
．三
一
三
─
二
四
条
二
項
。

F. Pérochon, Entreprises en difficultés, LGD
J, 10

èm
e éd., n

° 1460.

実
際
、
破
毀
院
は
、
こ
の
文
言
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
み
ず
か
ら
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
同
条
を
適
用
で
き
る
よ
う
に

す
べ
く
、
二
〇
一
七
年
の
年
次
報
告
書
に
お
い
て
破
毀
院
が
行
っ
た
修
正
提
案
に
示
さ
れ
て
い
る
（p. 84

）。「
し
た
が
っ
て
、
商
法
典
Ｌ
．六
三

二
─
一
条
6°
で
明
示
さ
れ
る
担
保
の
リ
ス
ト
を
、『
既
存
の
債
務
の
た
め
に
債
務
者
の
財
産
上
に
設
定
さ
れ
た
す
べ
て
の
担
保
』
と
い
う
文
言
で

置
き
換
え
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
。
／
司
法
省
民
事
国
璽
局
（direction des affaires civiles et du sceau

）
は
、
司
法
省
が
検
討
し
て
い
る

次
回
の
担
保
法
改
正
の
枠
組
み
に
お
い
て
こ
の
提
案
が
精
査
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
み
て
い
る
。
こ
の
〔
破
毀
院
の
〕
提
案
は
、
よ
り
広
く
、

疑
わ
し
き
期
間
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
所
有
型
担
保
の
処
遇
に
か
か
わ
る
も
の
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ア
ン
リ
・
カ
ピ
タ
ン
協
会
の
作
業
に
基

づ
く
こ
の
将
来
の
〔
担
保
法
〕
改
正
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
担
保
目
的
の
債
権
譲
渡
を
民
法
典
の
中
に
明
文
化
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。」

（
訳
注
2
）　

現
在
は
通
貨
金
融
法
典
Ｌ
．三
一
三
─
二
三
条
以
下
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ダ
イ
イ
明
細
書
の
制
度
は
、
当
初
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
制
定

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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資　　　料

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

Cass. com
., 28 m

ai 1996, n

° 94-10361 : JCP E 199, I, 635, n

° 18, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; RD
 bancaire et bourse 

1996, p. 207, obs. M
-J. Cam

pana et J-M
. Calendini ; RT

D
 com

. 1996, p. 508, obs. M
. Cabrillac et p. 517, obs. A

. M
artin-Serf ; 

RT
D
 civ. 1996, p. 670, obs. P. Crocq.

こ
の
立
場
は
前
掲
の
破
毀
院
商
事
部
一
九
九
六
年
五
月
二
八
日
判
決
か
ら
導
か
れ
る
。
こ
の
判
決
は
、
当
然
無
効
を
定
め
る
条
文
の
適
用
に

関
し
て
立
場
を
明
示
し
て
い
る
が
、
手
続
の
途
中
で
主
張
さ
れ
た
裁
量
的
無
効
の
適
用
の
問
題
を
蒸
し
返
し
て
は
い
な
い
。

P. Crocq, obs. préc. sous Cass. com
., 28 m

ai 1996.
Cass. com

., 20 fév. 1996 : Banque 1996, p 97, obs. J-L. Guillot ; RT
D
 com

. 1996, p. 309, obs. M
. Cabrillac ; JCP E 1997, I, 

635, n

° 16, obs. J. Stoufflet.

こ
の
点
に
関
し
て
、
倒
産
手
続
時
に
お
け
る
担
保
目
的
の
債
権
譲
渡
に
対
す
る
日
本
法
の
一
般
的
立
場
は
称
賛
に
値
す
る
。
本
コ
ロ
ー
ク
の

総
括
に
お
い
て
横
山
美
夏
教
授
が
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
日
本
法
の
立
場
は
、「
法
形
式
」
に
よ
る
の
で
は
な
く
「
取
引
の
目
的
お
よ
び

機
能
」
を
考
慮
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
倒
産
手
続
に
お
い
て
は
、
担
保
目
的
で
譲
渡
さ
れ
た
債
権
の
権
利
者
を
（
所
有
者
と
し
て
で
は
な

く
）
債
権
者
と
し
て
取
り
扱
う
〔
訳
者
注
─
─
「
取
戻
権
者
で
は
な
く
別
除
権
者
・
更
生
担
保
権
者
と
し
て
取
り
扱
う
」
と
い
う
趣
旨
〕。

た
と
え
ば
、D

. Legais, O
pérations de crédit, LexisN

exis, 2015, n

° 951

を
参
照
の
こ
と
。

Cass. com
., 22 novem

bre 2005 : D
. 2005, act. jurispr., p. 3081, obs. X

. D
elpech ; D

efrénois 2006, p. 602, obs. E. Savaux ; 
JCP E 2006, 1569, n

° 12, obs. M
. C.

（
訳
注
3
）　

保
護
（sauvegarde

）
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
倒
産
手
続
の
一
種
で
あ
り
、
支
払
停
止
に
は
至
ら
な
い
も
の
の
、
克
服
し
え
な
い
窮

境
に
あ
る
債
務
者
に
つ
い
て
開
始
さ
れ
る
。

CA
 V

ersailles, 13
èm

e cham
bre, 28 février 2013 : D

. 2013, p. 829, obs. R. D
am

m
ann et G. Podeur.

R. D
am

m
ann et G. Podeur, obs. préc. sous CA

 V
ersailles, 13

èm
e cham

bre, 28 février 2013.

債
務
者
で
あ
る
賃
貸
人
の
再
起
の
見
込
み
を
保
護
す
べ
く
、
こ
の
優
遇
を
抑
制
す
る
よ
う
唱
え
る
も
の
と
し
て
、J-E. K

untz et J. Cave-
lier, N

otification dʼune cession D
ailly ou dʼun nantissem

ent de créances et exécution du plan de sauvegarde ou de redres-
sem

ent, BJE m
ars 2015, n

° 112b2, p. 123

を
参
照
の
こ
と
。

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）
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債権上の担保と倒産法　

（
訳
注
4
）　

手
続
開
始
前
の
債
権
と
さ
れ
る
と
倒
産
手
続
内
で
按
分
の
配
当
し
か
受
け
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
手
続
開
始
後
の
債
権
は
約
定
ど
お
り

に
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

M
. Julienne, N

antissem
ent ou cession(s) fiduciaire(s) que choisir ?, préc., n

° 4 et s.
C-A

. M
ichel, La concurrence entre les sûretés, LGD

J, 2018, n

° 141.
M

. Julienne, N
antissem

ent ou cession(s) fiduciaire(s) : que choisir ?, préc.
C-A

. M
ichel, La concurrence entre les sûretés, préc., n

° 225.

同
旨
の
も
の
と
し
て
と
り
わ
け
、P. T

héry, note sous Cass. com
., 19 déc. 2006, D

efrénois 2006, art. 38726, n

° 2, spéc. p. 416

を
参
照
の
こ
と
。

同
旨
の
も
の
と
し
て
と
り
わ
け
、H

. Synvet, Le nantissem
ent de com

pte, D
r. et pat. N

° 161, juill-août 2007, p. 62, spéc. p. 
68 ; A

. A
ynès, Consécration légale des droits de rétention, D

. 2006, chron. 1301

を
参
照
の
こ
と
。

標
榜
さ
れ
た
野
心
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
魅
力
を
高
め
る
た
め
に
、
実
務
に
供
さ
れ
る
〔
担
保
〕
制
度
の
数
を
増
や
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意

図
と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
供
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
の
間
の
境
界
を
画
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
と
り
わ
けV

. Forti, 
Rem

arques sur la proposition de réform
e du nantissem

ent de créance, in La réform
e du droit des sûretés, sous la direc-

tion de L. A
ndreu et M

. M
ignot, Institut U

niversitaire V
arenne, 2019, p. 203, n

° 3

を
参
照
の
こ
と
。
こ
の
目
的
は
学
術
的
に
検
証

さ
れ
る
に
値
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、〔
実
際
に
は
〕
こ
れ
に
関
す
る
研
究
は
、
制
度
の
多
様
性
が
外
国
の
経
済
的
行
為
主
体
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク

ト
に
つ
い
て
の
経
済
学
的
・
社
会
学
的
分
析
で
あ
り
、
法
学
的
分
析
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
コ
ロ
ー
ク
の
際
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
議
論
に
よ

り
わ
れ
わ
れ
は
、
約
束
さ
れ
た
多
様
性
が
魅
力
の
要
素
と
し
て
で
は
な
く
複
雑
性
の
要
素
と
し
て
現
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
こ
の
指
摘
は
ま
っ
た
く
経
験
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
〔
担
保
制
度
を
多
様
化
す
る
と
い
う
〕
構
想
に
つ
い
て
の
本
格
的

な
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
印
象
を
強
め
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
現
在
の
議
論
で
は
、
こ
の
構
想
は
討
議

を
経
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
拠
の
正
し
さ
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
問
題
提
起
に
加
え
、
本
コ
ロ
ー
ク

の
総
括
に
お
い
て
横
山
美
夏
教
授
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
よ
う
に
条
文
（
し
た
が
っ
て
担
保
）
を
増
や
す
と
整
合
性
を
保
つ
の
が
困
難
に
な
る
と
い

う
議
論
を
提
示
し
て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
（w

w
w
.henricapitant.org

）。

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）
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同
旨
の
も
の
と
し
て
、M

. Bourassin et V
. Brém

ond, D
roit des sûretés, 6

èm
e éd., 2018, n

° 994

を
参
照
の
こ
と
。
流
質
契
約

（pacte com
m
issoire

）
と
は
、
債
務
者
の
不
履
行
の
場
合
に
、
債
権
者
が
担
保
に
供
さ
れ
た
財
産
の
所
有
者
と
な
る
旨
の
契
約
で
あ
る
。
商

法
典
Ｌ
．六
二
二
─
七
条
に
よ
り
、
倒
産
手
続
が
開
始
す
る
と
流
質
契
約
の
働
き
は
妨
げ
ら
れ
る
。

同
旨
の
も
の
と
し
て
と
り
わ
け
、M

. Julienne, N
antissem

ent ou cession(s) fiduciaire(s) que choisir ?, préc.

を
参
照
の
こ
と
。
ま

た
、F. Pérochon, La propriété transférée à titre de garantie, préc., n

° 5

は
、
今
の
と
こ
ろ
フ
ラ
ン
ス
で
設
定
さ
れ
る
信
託
は
そ
の
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
が
資
金
調
達
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

信
託
に
関
す
る
条
文
の
う
ち
一
か
条
の
み
が
債
権
の
特
殊
性
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
「
不
十
分
」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
趣
旨
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
と
り
わ
け
、M

. Julienne, N
antissem

ent ou cession(s) fiduciaire(s) que choisir ?. préc. n

° 13

を
参

照
の
こ
と
。「
こ
れ
は
、
債
権
と
い
う
こ
の
特
殊
な
積
極
財
産
に
対
し
て
信
託
の
規
律
を
真
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
」。

債
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
占
有
は
設
定
者
の
活
動
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
必
要
で
は
な
い
か
ら
、〔
そ
の
占
有
を
移
転
す
る
と
い
う
〕
選
択
は

設
定
者
に
と
っ
て
痛
み
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
選
択
は
十
分
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

占
有
移
転
を
伴
う
信
託
の
一
般
的
な
実
効
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、F. Pérochon, La propriété à titre de garantie, préc.

を
参
照
の
こ
と
。

本
文
10
参
照
。

民
法
典
二
〇
一
九
条
は
、「
信
託
契
約
お
よ
び
そ
の
変
更
契
約
は
、
そ
の
日
か
ら
一
か
月
間
以
内
に
、
受
託
者
の
所
在
地
の
税
務
署
、
ま
た

は
受
託
者
が
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
な
い
場
合
に
は
非
居
住
者
税
務
署
に
登
録
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
無
効
と
な
る
」
と

規
定
す
る
。
し
か
し
、
信
託
財
産
に
移
転
さ
れ
る
不
動
産
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
登
録
の
費
用
は
利
用
の
意
欲
を
殺
ぐ
ほ
ど
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
実
際
、
こ
の
登
録
を
す
る
と
、
定
額
一
二
五
ユ
ー
ロ
の
登
録
料
が
徴
収
さ
れ
る
〔
に
す
ぎ
な
い
〕（
民
法
典
二
〇
一
九
条
を
参
照
す

る
一
般
租
税
法
典
六
三
五
条
一
8°
、
金
額
を
一
二
五
ユ
ー
ロ
と
定
め
る
一
般
租
税
法
典
一
一
三
三
条
四
号
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
検
討
の
テ
ー

マ
か
ら
は
外
れ
る
が
、
信
託
が
不
動
産
物
権
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
土
地
公
示
制
度
の
規
律
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
こ
の
議
論
は
よ
り
重

み
が
あ
る
（
一
般
租
税
法
典
六
四
七
条
三
）。
こ
の
場
合
に
は
、
統
合
さ
れ
た
手
続
に
よ
り
、
不
動
産
ま
た
は
不
動
産
物
権
の
価
値
に
応
じ
て

〇
・
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
土
地
公
示
税
が
徴
収
さ
れ
る
と
と
も
に
、
土
地
公
示
税
の
額
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
二
・
一
四
パ
ー
セ
ン
ト

の
課
税
基
礎
手
数
料
・
徴
収
手
数
料
が
課
さ
れ
、
合
計
で
〇
・
七
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
と
な
る
。

（
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債権上の担保と倒産法　

〔
信
託
を
導
入
す
る
〕
二
〇
〇
七
年
二
月
一
九
日
の
法
律
第
二
〇
〇
七
─
二
一
一
号
一
二
条
。

実
際
、
民
法
典
二
〇
一
五
条
は
、
受
託
者
と
な
り
う
る
資
格
を
金
融
機
関
、
保
険
会
社
お
よ
び
弁
護
士
に
限
定
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
、M

. Julienne, N
antissem

ent ou cession(s) fiduciaire(s) que choisir?, préc., n

° 4

を
参
照
の
こ
と
。

現
在
は
、
判
例
が
こ
の
よ
う
な
取
引
を
債
権
質
と
性
質
決
定
し
な
お
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
は
問
題
と
な
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

Cass. com
. 19 décem

bre 2006, n

° 05-16395 :

と
り
わ
け
、Gaz. Pal. 23-24 m

ai 2007, p. 11, note S. Piedelièvre ; RT
D
 civ. 

2007, p. 160, obs. P. Crocq ; D
efrénois 2007, p. 448, obs. E. Savaux ; RD

C 2007, p. 273, obs. Y
. Laithier ; D

. 2007, A
J 76, obs. 

X
. D

elpech ; D
. 2007, p. 319, note R. D

am
m
ann et G. Podeur et p. 344, note C. Larroum

et ; JCP 2007, II, 10067, note D
. 

Legeais ; LPA
, 27 février 2007, note S. Prigent

を
参
照
の
こ
と
。

と
り
わ
け
、G. Chantepie et M

. Latina, La réform
e du droit des obligations, Com

m
entaire théorique et pratique dans 

lʼordre du Code civil, D
alloz 2018, 2éd., n

° 861 ; F. Chénedé, Le nouveau droit des obligations et des contrats, Consolida-
tions-Innovations-Perspectives, D

alloz 2016, n

° 42-32 ; O
. D

eshayes, T
. Genicon et Y

-M
. Laithier, Réform

e du droit des con-
trats, du régim

e général et de la preuve des obligations, Com
m
entaire article par article, LexisN

exis, 2018, 2
èm

e éd. p. 728 
et s.

を
参
照
の
こ
と
。

と
り
わ
け
、J-D

. Pellier, Pour la cession de créance de droit com
m
un à titre de garantie, in La réform

e du droit des 
sûretés, sous la direction de L. A

ndreu et M
. M

ignot, Institut U
niversitaire V

arenne, 2019, p. 243 et s.

の
論
証
を
参
照
の
こ
と
。

こ
の
法
律
案
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
一
五
日
に
国
民
議
会
の
第
二
読
会
で
決
議
に
付
さ
れ
（A

N
 15 m

ars 2019, T
A
 n

° 244)

、
現
在
は

元
老
院
で
審
議
中
で
あ
る
〔
訳
者
注
─
─
そ
の
後
、
こ
の
法
案
は
「
企
業
の
成
長
と
変
革
に
関
す
る
二
〇
一
九
年
五
月
二
二
日
の
法
律
第
四
八
六

号
」
と
し
て
成
立
し
た
〕。

（
訳
注
5
）
成
立
し
た
法
律
（
注
（
45
）
参
照
）
で
は
こ
れ
に
該
当
す
る
規
定
は
六
〇
条
で
あ
り
、「
担
保
目
的
で
債
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨
を
民
法
典
に
書
き
加
え
る
（inscrire

）」
と
表
現
が
改
め
ら
れ
て
い
る
。

D
ictionnaire, Le Robert, v

° consacrer, sens 4.
A
vant-projet de réform

e de droit des sûretés de lʼA
ssociation H

enri Capitant, préc., p. 87.

こ
の
帰
結
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
と
り
わ
け
、O

. D
eshayes, T

. Genicon, Y
.-M

. Laithier, Réform
e du droit des contrats, 
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資　　　料
LexisN

exis, 2016, p. 645-646 ; F. D
anos, « Proposition de m

odification de lʼarticle 1323 du Code civil : lʼopposabilité aux 
tiers de la cession dʼune créance future », Revue des contrats, 2017, n

° 1, p. 200

を
参
照
の
こ
と
。H

aut Com
ité de la place 

financière de Paris, Propositions dʼam
élioration de la rédaction des dispositions régissant le droit com

m
un des contrats, 10 

m
ai 2017, p. 32

は
、「
債
権
が
存
在
す
る
に
至
る
前
に
債
権
の
移
転
が
生
じ
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
も
、
譲
渡
自
体
の
第
三

者
に
対
す
る
対
抗
可
能
性
を
債
権
の
発
生
に
か
か
ら
し
め
た
こ
と
は
、
学
説
が
強
調
す
る
と
お
り
、
と
り
わ
け
譲
渡
人
に
対
し
て
倒
産
手
続
が
開

始
さ
れ
た
と
き
に
不
都
合
な
帰
結
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
、
判
例
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
完
全
な
効
力
を
認
め
て
き
た
通
貨
金
融
法

典
の
『
ダ
イ
イ
譲
渡
』
と
比
べ
て
、
一
般
法
上
の
将
来
債
権
譲
渡
は
重
い
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
一
般
的
な
規
定
は
、
通
貨
金
融
法
典
Ｌ
．三
一
三
─
二
七
条
（「
譲
渡
ま
た
は
質
権
設
定
は
、
債
権
の
発
生
時
期
、
弁
済
期
、
満
期
の
い

か
ん
を
問
わ
ず
、
明
細
書
の
交
付
時
に
明
細
書
上
に
付
さ
れ
た
日
付
よ
り
、
当
事
者
間
で
効
力
を
生
じ
、
か
つ
第
三
者
に
対
し
て
対
抗
可
能
と
な

る
。」）
に
基
づ
い
て
判
例
が
設
け
た
、
ダ
イ
イ
明
細
書
の
特
別
な
ル
ー
ル
を
白
紙
化
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は

「
特
別
法
は
一
般
法
に
優
先
す
る
」
と
い
う
原
則
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
原
則
は
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
、「
通
則
は
、
特
則
が
適
用
さ
れ

る
場
合
を
除
い
て
適
用
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
民
法
典
一
一
〇
五
条
三
項
に
よ
り
明
示
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
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