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取
立
権
の
消
滅
と
第
三
債
務
者
保
護（
二
・
完
）

吉　

田　

純　

平

第
一
章　

問
題
の
所
在

第
二
章　

第
三
債
務
者
の
法
的
地
位（
以
上
、
名
古
屋
大
学
法
制
論
集
二
三
一
巻
四
一
頁
）

第
三
章　

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
八
三
六
条
二
項
に
よ
る
第
三
債
務
者
保
護

第
四
章　

結
び
に
か
え
て

第
二
章　

第
三
債
務
者
の
法
的
地
位1

第
一
節　

債
権
執
行
に
お
け
る
第
三
債
務
者
の
責
任

　

本
章
で
は
、
債
権
執
行
手
続
に
お
い
て
、
第
三
債
務
者
が
い
か
な
る
法
的
地
位
に
置
か
れ
る
か
を
確
認
す
る
。
本
稿
が
問
題
と
す
る

状
況
に
お
い
て
は
、
い
か
に
第
三
債
務
者
を
保
護
す
る
べ
き
か
が
主
な
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
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債
権
執
行
に
お
い
て
一
般
的
に
第
三
債
務
者
が
ど
の
よ
う
な
法
的
地
位
に
置
か
れ
る
か
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。
債
権
執
行
に
お
け

る
第
三
債
務
者
の
法
的
地
位
に
関
し
て
は
、
主
に
、
第
三
債
務
者
が
負
う
責
任
が
そ
の
法
的
地
位
を
構
成
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
執
行
債
務
者
が
第
三
債
務
者
に
対
し
て
有
す
る
債
権
の
差
押
え
に
始
ま
る
債
権
執
行
手
続
に
お
い
て
、
第
三
債

務
者
は
、
た
と
え
様
々
な
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
執
行
手
続
き
が
始
ま
る
以
前
以
上
の
権
限
を
有
す
る
に
至
る

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
想
定
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一　

債
権
差
押
え
に
基
づ
く
第
三
債
務
者
の
弁
済
禁
止
効

　

差
押
命
令
に
お
い
て
、
執
行
裁
判
所
は
、
第
三
債
務
者
に
対
し
て
執
行
債
務
者
へ
の
弁
済
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
民
執
一

四
五
条
一
項2

）。
そ
し
て
、
差
押
発
効
後
、
執
行
債
務
者
に
弁
済
し
て
も
、
差
押
債
権
者
に
は
対
抗
で
き
ず
、
そ
の
取
立
て
を
受
け
れ

ば
二
重
に
支
払
い
を
す
る
義
務
を
免
れ
な
い（
民
四
八
一
条
一
項3

）。

二　

相
殺

　

第
三
債
務
者
は
、
差
押
発
効
後
に
取
得
し
た
債
権
に
よ
り
相
殺
を
も
っ
て
差
押
債
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い（
民
一
五
一

条
）。
第
三
債
務
者
が
、
差
押
前
に
取
得
し
た
債
権
に
つ
い
て
、
弁
済
期
と
差
押
え
の
関
係
で
問
題
が
生
じ
る
。
最
高
裁
は
、
両
債
権

の
弁
済
期
が
未
到
来
で
あ
っ
て
も
、
自
働
債
権
の
弁
済
期
が
先
に
到
来
す
る
場
合
に
は
相
殺
を
認
め
る
弁
済
期
先
後
関
係
説（
最
判
昭

和
三
九
年
一
二
月
二
三
日
民
集
一
八
巻
一
〇
号
二
二
一
七
頁
）か
ら
相
殺
適
状
で
あ
れ
ば
相
殺
可
能
で
あ
る
と
す
る
無
制
限
説
を
採
る

に
至
っ
て
い
る（
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
五
八
七
頁4

）。
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三　

陳
述
義
務

（
1
）
第
三
債
務
者
の
陳
述
義
務

　

差
押
債
権
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
差
押
命
令
の
送
達
に
際
し
、
第
三
債
務
者
に
対
し
て
、
差
押
命
令
送

達
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
所
定
事
項
に
つ
い
て
書
面
で
、
陳
述
す
べ
き
旨
を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
民
執
一
四
七
条
一
項
）。

こ
れ
に
基
づ
い
て
、
第
三
債
務
者
は
、
陳
述
義
務
を
負
う
。
こ
れ
は
、
公
示
の
な
い
無
形
の
存
在
で
あ
る
被
差
押
債
権
に
つ
き
執
行
機

関
の
仲
介
で
差
押
債
権
者
に
情
報
を
得
さ
せ
、
差
押
発
令
前
の
審
尋
欠
如
を
補
う
た
め
の
も
の
で
あ
る5

。
第
三
債
務
者
が
陳
述
す
べ
き

事
項
は
、
被
差
押
債
権
の
存
否
・
種
類
・
額
、
弁
済
の
意
思
・
範
囲
ま
た
は
弁
済
し
な
い
理
由
、
そ
の
有
無
等
で
あ
る（
民
執
規
一
三

五
条
一
項
一
号
〜
五
号
）。

（
2
）
陳
述
義
務
に
伴
う
第
三
債
務
者
の
責
任

　

後
述
す
る
が
、
第
三
債
務
者
が
差
押
え
の
以
前
に
比
し
て
、
そ
の
法
的
地
位
を
不
当
に
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
こ
の
陳
述
義
務
に
よ
っ
て
実
際
に
第
三
債
務
者
に
ど
の
程
度
の
負
担
が
課
せ
ら
れ
る
の
か
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

民
事
執
行
法
一
四
七
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
第
三
債
務
者
は
、
陳
述
義
務
に
関
し
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
陳
述
し
な
か
っ
た
と

き
、
又
は
不
実
の
陳
述
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
す
る
責
任
を
負
う
。
た
し
か
に
、
こ
れ
は
、
債
権

が
差
押
え
ら
れ
る
以
前
に
比
し
て
、
純
粋
に
第
三
債
務
者
に
課
せ
ら
れ
る
負
担
で
あ
る
。
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第
二
節　

第
三
債
務
者
保
護
の
必
要
性

　

債
権
執
行
に
お
け
る
第
三
債
務
者
保
護
の
必
要
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
よ
り
主
張
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
知
ら

れ
て
い
る
も
の
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
タ
イ
ン（Friedrich Stein

）に
よ
る
文
句
で
あ
る
。
彼
は
、
第
三
債
務
者
を
、
我
々
の

法
生
活
全
体
に
お
い
て
最
も
同
情
す
べ
き
人
物
で
あ
る
、
と
評
し
て
い
る6

。
法
律
が
、
債
権
者
に
対
し
て
は
物
惜
し
み
し
な
い（sehr 

freigebig

）態
度
を
と
る
の
に
対
し
て
、
第
三
債
務
者
は
、
執
行
の
対
象
と
し
て
省
み
ら
れ
て
い
な
い
と
評
価
し
た7

。

　

特
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法（
以
下
、ZPO

と
い
う
。）八
三
六
条
二
項
を
強
く
批
判
す
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二

項
は
、
移
付
命
令（Ü

berw
eisungsbeschluß

）が
違
法
に（m

it U
nrecht

）さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
取
り
消
さ
れ
、
か

つ
、
取
り
消
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
第
三
債
務
者
が
知
る
に
至
る
ま
で
の
間
は
、
第
三
債
務
者
の
利
益
に
お
い
て
債
務
者
に
対
し
有
効
に

存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
旨
を
規
定
す
る
。
こ
の
中
で
シ
ュ
タ
イ
ン
が
批
判
す
る
の
は
、
移
付
命
令
が
有
効
と
み
な
さ
れ
る
の
が
、
債

務
者
に
対
し
て
の
み
有
効
と
み
な
す
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
債
権
が
他
の
債
権
者
に
帰
属
し
て
い
た
場
合
に
は
、
第
三
債
務
者
は
、

こ
の
規
定
に
よ
っ
て
二
重
払
い
の
危
険
か
ら
保
護
さ
れ
ず
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
れ
を
、「
第
三
債
務
者
に
対
す
る
不
愉
快
な
残
酷
さ

（em
pörende G

rausam
keit

）」と
表
現
し
て
い
る8

。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
債
務
者
は
、
本
来
課
せ
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
責
任
を
課
せ

ら
れ
る
者
と
さ
れ
て
き
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
第
三
債
務
者
に
対
す
る
見
方
に
基
づ
い
て
、
第
三
債
務
者
保
護
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
、
い
か
に
第
三
債
務
者
保
護

が
な
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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第
三
節　

第
三
債
務
者
の
地
位
維
持
に
対
す
る
利
益

　

と
こ
ろ
で
、
債
権
執
行
手
続
に
お
い
て
、
第
三
債
務
者
の
法
的
地
位
は
、
概
し
て
ど
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

簡
単
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
債
権
執
行
手
続
に
お
け
る
第
三
債
務
者
の
主
な
利
益
は
、
差
押
等
の
執
行
手
続
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
的
地
位

に
変
更
を
受
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
利
益
は
、
保
護
に
値
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
債
権
の
差
押
え
は
、
第
三

債
務
者
の
同
意
な
し
に
行
わ
れ
、
第
三
債
務
者
は
、
差
押
え
前
に
債
権
者
と
の
合
意
に
よ
っ
て
差
押
え
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
債
権
譲
渡
の
際
に
、
譲
渡
が
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
き
禁
止
さ
れ
う
る
こ
と
と
比
較
さ
れ
う
る（
民

四
六
六
条
二
項
、
ド
イ
ツ
民
法（
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
い
う
。）三
九
九
条
参
照9

）。

第
三
章　

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
八
三
六
条
二
項
に
よ
る
第
三
債
務
者
保
護

　

本
章
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
に
よ
る
第
三
債
務
者
保
護
の
状
況
を
概
説
す
る
。
特
に
、
本
規
定
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
に
関
す

る
議
論
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

第
一
節　

被
差
押
債
権
の
移
付
に
関
す
る
規
定

一　

移
付
命
令（Ü

berw
eisungsbeschlüss

）

　

差
し
押
さ
え
ら
れ
た
債
権
に
つ
い
て
、
執
行
債
権
者
の
満
足
の
た
め
の
通
常
の
手
段
が
、
被
差
押
債
権
の
移
付
で
あ
る10

。
移
付
は
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
債
権
者
の
差
押
え
の
申
立
て
と
と
も
に
な
さ
れ
る
移
付
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
執
行
裁
判
所
の
発
す
る
移
付
命
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令
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
移
付
は
、
債
権
者
の
選
択
に
基
づ
き
、
取
立
て
の
た
め
の
移
付（Ü

berw
eisung zur E

inziehung

）か
、
支

払
い
に
代
え
て
券
面
額
で
の
移
付（Ü

berw
eisungs an Zahlungs Statt zum

 N
ennw

ert

）と
さ
れ
う
る（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
五
条
一
項
）。

支
払
に
代
え
る
移
付
の
場
合
、
債
権
は
債
権
者
に
移
転
し
、
そ
の
効
力
は
、
債
権
者
は
、
債
権
が
存
す
る
限
度
に
お
い
て
、
債
務
者
に

対
す
る
自
己
の
債
権
に
つ
い
て
弁
済
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
五
条
二
項
）。

二　

移
付
の
効
力

　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
は
、
移
付
の
効
力
を
定
め
た
条
文
で
あ
る11

。
移
付
は
、
国
家
行
為
と
し
て
、
債
権
に
つ
い
て
の
取
立
て
の
権
利（
取

立
て
の
た
め
の
移
付
の
場
合
）、
も
し
く
は
債
権
そ
れ
自
体（
支
払
い
に
代
わ
る
移
付
の
場
合
）を
債
権
者
に
付
与
す
る
こ
と
を
意
味
す

る12

。
移
付
は
、
第
三
債
務
者
に
移
付
命
令
の
送
達
が
な
さ
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る13

。

　

と
こ
ろ
で
、同
条
二
項
に
よ
れ
ば
、移
付
命
令
は
、違
法
に
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、そ
れ
が
取
り
消
さ
れ
、か
つ
、取
消
し
が
あ
っ

た
こ
と
を
第
三
債
務
者
が
知
る
に
至
る
ま
で
の
間
は
、
第
三
債
務
者
の
利
益
に
お
い
て
債
務
者
に
対
し
有
効
に
存
続
す
る
も
の
と
み
な

さ
れ
る
。
こ
の
規
定
は
、
基
本
的
に
は
、
命
令
が
第
三
債
務
者
に
送
達
さ
れ
た
後
、
第
三
債
務
者
の
無
知
の
う
ち
に
取
り
消
さ
れ
た
移

付
命
令
に
基
づ
い
て
、
執
行
債
権
者
に
支
払
い
を
し
た
第
三
債
務
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る14

。
本
規
定
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇

九
条
が
、
債
権
譲
渡
に
際
し
て
有
し
て
い
る
機
能
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る15

。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
九
条
に
よ
れ
ば
、
債
権

者
が
債
務
者
に
対
し
て
債
権
を
譲
渡
し
た
こ
と
を
通
知
し
た
と
き
は
、
譲
渡
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
は
無
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

債
務
者
に
対
し
て
は
、
通
知
し
た
譲
渡
に
つ
き
、
自
己
に
対
す
る
効
力
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い16

。
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第
二
節　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
事
例

　

本
節
に
お
い
て
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
の
適
用
の
可
否
が
問
題
と
な
る
い
く
つ
か
の
事
例
と
共
に
そ
れ
ら
を
巡
る
議
論
を
紹
介

す
る
。

一　

適
法
な
移
付
命
令
の
取
消
し

（
1
）
序

　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
は
、
移
付
命
令
が
不
適
法
に
な
さ
れ
た
場
合
つ
い
て
も（auch w

enn

）、
そ
の
移
付
命
令
に
基
づ
い
て
執
行

債
権
者
に
対
し
て
支
払
い
を
し
た
第
三
債
務
者
を
保
護
す
る
た
め
、
移
付
命
令
が
有
効
に
存
在
す
る
も
の
と
み
な
す
。
そ
し
て
、
こ
の

規
定
は
、
当
然
に
、
適
法
な
移
付
命
令
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
は
適
法
で
あ
っ
た
が
後
に
取
り
消
さ
れ
た
移
付

命
令
に
本
規
定
が
当
然
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
特
に
議
論
と
な
る
点
と
し
て
以
下
の
よ

う
な
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
2
）
執
行
処
分
の
取
消
し
と
第
三
債
務
者
へ
の
送
達

　

当
初
適
法
か
つ
有
効
で
あ
っ
た
移
付
命
令
が
後
に
取
り
消
さ
れ
る
場
合
と
し
て
次
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
債
務
名
義
で

あ
る
確
定
判
決
が
取
り
消
さ
れ
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
七
五
条
に
よ
れ
ば
、
次
の
場
合
に
は
、
強
制
執
行
は
停
止（E

instel-

lung

）ま
た
は
制
限（B

eschrankung

）し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
停
止
す
べ
き
判
決
も
し
く
は
仮
執
行
力
を
取
り
消
す

旨
ま
た
は
強
制
執
行
を
許
さ
な
い
と
宣
言
し
も
し
く
は
そ
の
停
止
を
命
ず
る
旨
を
記
載
し
た
執
行
力
あ
る
裁
判
の
正
本
が
提
出
さ
れ
た
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場
合
、
②
執
行
ま
た
は
執
行
処
分
の
一
時
停
止
を
命
じ
、
ま
た
は
執
行
が
担
保
提
供
に
対
し
て
の
み
続
行
さ
れ
う
る
旨
を
記
載
し
た
裁

判
所
の
裁
判
の
正
本
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
③
執
行
を
免
れ
る
た
め
に
許
さ
れ
た
担
保
提
供
ま
た
は
供
託
を
し
た
こ
と
を
記
載
し
た
公

の
証
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
④
執
行
す
べ
き
判
決
が
さ
れ
た
後
に
債
権
者
が
弁
済
を
受
け
、
ま
た
は
猶
予
を
承
諾
し
た
旨
を
記
載
し

た
公
の
証
書
も
し
く
は
債
権
者
の
作
成
し
た
私
証
書（Privaturkude

）が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
そ
し
て
⑤
判
決
が
さ
れ
た
後
に
債
権
者

の
満
足
に
必
要
な
金
額
が
支
払
い
の
た
め
に
債
権
者
の
口
座
に
払
い
込
ま
れ
、
も
し
く
は
振
り
替
え
ら
れ
た
旨
を
記
載
し
た
銀
行
又
は

貯
蓄
銀
行
の
払
込
票
も
し
く
は
振
り
込
み
票
が
提
出
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
七
六
条
に
よ
れ
ば
、
先
の
①
、
③
の

場
合
に
は
、
同
時
に
、
既
に
な
さ
れ
た
執
行
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
は
、
有
効

に
な
さ
れ
た
移
付
が
後
に
無
効
な
る
た
め
に
、
こ
の
事
実
の
認
識
を
巡
り
第
三
債
務
者
保
護
が
問
題
と
な
り
う
る
。

　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
強
制
執
行
の
取
消
し
を
知
ら
ず
に
執
行
債
権
者
に
支
払
い
を
し
た
第
三
債
務
者
の
免
責
を
認
め

ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
第
三
債
務
者
は
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
我
が
国
民
事
執
行
法
に
お
い
て
、
強
制
執
行
の
取
消
し
の
決
定
が

な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
第
三
債
務
者
に
対
し
て
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
民
執
規
一
三
六
条
三
項
）

の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
法
は
、
強
制
執
行
の
取
消
し
を
第
三
債
務
者
に
通
知
す
る
必
要
的
な
制
度
を
持
た
ず
、
こ
の
通
知
に
執
行
裁
判

所
は
関
与
し
な
い
と
さ
れ
る17

。
そ
の
た
め
に
、
第
三
債
務
者
が
強
制
執
行
の
取
消
し
を
知
り
う
る
機
会
に
つ
い
て
の
制
度
的
な
保
障
が

な
い
と
評
価
で
き
る18

。
し
た
が
っ
て
、
第
三
債
務
者
が
強
制
執
行
の
取
消
し
を
認
識
す
る
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
第
三
債
務
者
保
護
が

よ
り
重
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
3
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
九
条

　

前
述
の
よ
う
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
九
条
を
模
範
と
し
て
制
定
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
九
条
が

適
用
さ
れ
る
事
例
を
検
討
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
事
例
と
の
異
同
を
問
題
と
な
り
う
る
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
九
条
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
債
権
譲
渡
人
の
債
務
者
へ
通
知
さ
れ
た
債
権
譲
渡
は
、
た
と
え
譲
渡
が
な
さ
れ
て

お
ら
ず
、
も
し
く
は
無
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
有
効
と
み
な
さ
れ
る
。
同
条
の
規
定
は
、
譲
渡
人
の
譲
渡
通
知
に
、
譲
渡
人
自
身
に

対
す
る
拘
束
的
効
力（B

indungsw
irkung

）を
付
与
し
た
も
の
さ
れ
る19

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
債
務
者
は
、
譲
渡
通
知
の
正
当
性
を
信
頼

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
譲
渡
通
知
は
、
こ
れ
に
よ
り
、
公
示
的
効
力（Publizitätw

irkung

）を
有
す
る
こ
と
に
な
る20

。

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
九
条
が
典
型
的
に
適
用
さ
れ
る
の
は
、
債
権
譲
渡
人
が
債
務
者
に
譲
渡
の
通
知
を
し
た
が
、
そ
の
譲
渡
が
無
効
で
あ
る
、

も
し
く
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
は
、
無
効
も
し
く
は
取
消
し
に
つ
い
て
悪
意
で
あ
っ
て
も
、
債
権

譲
受
人
に
対
す
る
支
払
い
に
よ
り
免
責
さ
れ
る21

。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
は
、
取
消
権
の
不
存
在
に
つ
い
て
の
不
知

か
ら
第
三
債
務
者
を
保
護
す
る
の
に
尽
き
る22

。
で
は
、
こ
の
取
り
扱
い
の
相
違
は
、
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
債
権
譲
渡
に

お
い
て
は
、
譲
渡
が
無
効
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
債
務
者
の
危
険
は
、
抽
象
的
に
存
在
す
る
た
め
、
債
務
者
の
地
位
の
不
安
定
さ
を

取
り
除
く
た
め
に
は
、
債
務
者
の
善
意
を
抽
象
化
す
る
こ
と
で
債
務
者
を
広
範
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
移
付
命

令
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
債
務
者
に
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
と
同
様
の
不
安
定
さ
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
三
債
務
者
は
、
移

付
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
を
知
れ
ば
、
必
然
的
に
差
押
債
権
者
の
取
立
権
限
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
移
付
命
令

お
よ
び
そ
の
取
消
し
は
、
裁
判
所
の
行
為
で
あ
り
、
そ
の
効
果
は
、
一
義
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
移
付
命
令
の
取

消
し
を
知
る
第
三
債
務
者
に
つ
い
て
は
、
保
護
の
必
要
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
債
務
者
が
、
何
ら
か
の
方
法
で
、
移
付
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命
令
の
取
消
し
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
の
適
用
は
な
い
。

（
4
）
認
識
の
基
準
時

　

既
述
の
よ
う
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
は
、
第
三
債
務
者
が
移
付
命
令
の
取
消
し
に
つ
い
て
の
認
識
を
得
る
ま
で
の
、
第
三
債
務

者
の
信
頼
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
条
に
よ
り
第
三
債
務
者
は
、
彼
の
認
識
の
時
点
ま
で
は
、
有
効
に
差
押
債
権
者
に
弁
済
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
履
行
の
時
点
の
決
定
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
履
行
の
行
為
と
履
行
に
よ
る
効
果

の
発
生
の
タ
イ
ム
ラ
グ
に
つ
い
て
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
が
問
題
と
な
る
。
第
三
債
務
者
が
、
差

押
債
権
者
へ
の
弁
済
の
た
め
に
銀
行
に
振
込
み
の
指
図
を
し
た
後
に
移
付
命
令
の
取
消
し
を
知
っ
た
が
、
銀
行
に
お
い
て
差
押
債
権
者

の
口
座
へ
の
入
金
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
な
お
第
三
債
務
者
の
指
図
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
四
〇
七
条
に
つ
い
て
も
同
様
の
議
論
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
学
説
を
整
理
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
実
行
行
為
時
説

　

通
説
は
、
第
三
債
務
者
の
行
為
時
を
、
基
準
時
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
債
務
者
が
、
履
行
行
為
の
実
行
後
に
移
付
命
令
の
取
消

し
を
知
り
、
そ
れ
が
履
行
結
果
の
発
生
前
で
あ
る
場
合
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
、
と

す
る23

。
そ
の
根
拠
は
、
履
行
の
結
果
は
、
そ
の
行
為
と
は
無
関
係
に
は
発
生
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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②
第
三
債
務
者
の
結
果
回
避
義
務
説

　

他
方
で
、
第
三
債
務
者
が
い
ま
だ
指
図
の
取
消
し
な
ど
に
よ
っ
て
差
押
債
権
者
へ
の
履
行
の
効
果
を
妨
げ
ら
れ
う
る
可
能
性
を
有
す

る
と
き
は
、
第
三
債
務
者
は
そ
の
結
果
を
妨
げ
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
、
と
す
る
見
解
も
あ
る24

。
し
か
し
、
も
し
指
図
の
取
消
し
が
遅

れ
る
こ
と
の
リ
ス
ク
を
第
三
債
務
者
に
負
わ
せ
る
な
ら
ば
、
第
三
債
務
者
に
必
要
以
上
の
不
当
な
義
務
を
課
す
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
は

許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る25

。

二　

不
適
法
な
移
付
命
令
の
取
消
し

　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
移
付
命
令
が
、
違
法
に
発
令
さ
れ
た
場
合
に
も
、
適
法
な
場
合
と
同
様
、
第
三
債
務
者
に
有
利

に
有
効
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
第
三
債
務
者
が
同
条
文
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
の
か
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。

（
1
）
差
押
命
令
お
よ
び
移
付
命
令
の
無
効
ま
た
は
取
消
し

　

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
、
差
押
命
令
お
よ
び
移
付
命
令
が
不
適
法
に
発
令
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
命
令
は
、
原
則
的
に
は
取
り
消
し

う
る
の
み
で
あ
る
と
解
さ
れ
る26

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
債
権
の
差
押
命
令
お
よ
び
移
付
命
令
に
つ
い
て
も
、
判
決
手
続
に
認
め
ら
れ
る
高
権

的
行
為
の
原
則（H

oheitsaktprinzip

）が
妥
当
す
る
か
ら
で
あ
る27

。
こ
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
高
権
的
行
為
は
、
法
的
明
確
性
な
ら
び
に

法
的
安
定
性
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
原
則
と
し
て
有
効
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
行
為
が
不
適
法
で
あ
る
場
合
に
も
、
取
消
し
が
可
能
で

あ
る
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
る28

。
す
な
わ
ち
、
不
適
法
な
差
押
お
よ
び
移
付
命
令
は
、
原
則
と
し
て
、
執
行
障
害
が
存
在
す
る
場
合
に
も
、
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有
効
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
五
〇
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
強
制
執
行
は
、
判
決
が
あ
ら
か
じ
め
ま
た
は
同
時
に
送
達
さ
れ
た
場

合
に
限
り
開
始
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
送
達
を
欠
い
た
差
押
お
よ
び
移
付
命
令
は
、
取
り
消
し
う
る
の
み
と
さ
れ
る29

。
ま
た
、
Ｚ

Ｐ
Ｏ
八
五
〇
条
以
下
に
よ
る
差
押
禁
止
債
権
を
差
し
押
さ
え
た
差
押
命
令
も
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
取
り
消
さ
れ
る
の
み
と
さ
れ
る30

。

　

他
方
で
、
差
押
お
よ
び
移
付
命
令
の
発
令
に
つ
い
て
、
極
め
て
重
大
な
違
法
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
無
効
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

執
行
名
義
、
も
し
く
は
第
三
債
務
者
へ
の
送
達
を
欠
く
差
押
お
よ
び
移
付
命
令
は
無
効
で
あ
る
、
と
さ
れ
る31

。
ま
た
、
執
行
官
に
よ
っ

て
差
押
命
令
が
発
令
さ
れ
た
場
合
な
ど
が
、
差
押
命
令
が
無
効
な
場
合
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る32

。

（
2
）
瑕
疵
あ
る
執
行
行
為

　

差
押
命
令
の
発
令
な
ど
の
執
行
行
為
に
際
し
て
手
続
法
規
違
反
が
存
在
す
る
と
き
、
そ
の
執
行
行
為
に
瑕
疵
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ

の
執
行
行
為
が
実
体
法
上
不
当
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
執
行
行
為
自
体
に
瑕
疵
が
あ
る
と
は
評
価
さ
れ
な
い33

。

①
瑕
疵
の
性
質

　

執
行
行
為
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
の
そ
の
性
質
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
他
の
手
続
法
と
同
様
に
、
公
法
的
要
素
と
私
法
的
要
素
が
考

慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い34

。
民
法
上
の
瑕
疵
あ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
複
雑
な
効
果
の
段
階
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
無
効

（N
ichtigkeit

）、
取
消
し（A

nfechtbarkeit

）、
未
決（schw

ebende

）、
相
対
的
無
効（relative U

nw
irksam

keit

）が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
手
続
法
上
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
は
二
つ
の
種
類
の
み
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
と
お
り
、
取

消
可
能
な
も
の
か
、
も
し
く
は
例
外
的
に
無
効
を
も
た
ら
す
も
の
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
高
権
的
行
為
の
原
則
に
基
づ
き
、
執
行

機
関
の
行
為
は
原
則
有
効
で
取
消
し
う
る
の
み
で
あ
り
、
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
の
み
無
効
と
な
る
。
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②
無
効
な
行
為
の
取
消
し

　

と
こ
ろ
で
、
無
効
な
執
行
行
為
は
当
然
に
効
力
が
発
生
し
な
い
の
で
、
た
と
え
ば
差
押
命
令
の
送
達
を
受
け
た
債
務
者
お
よ
び
第
三

債
務
者
は
、
こ
れ
を
無
視
し
て
行
為
し
て
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る35

。
こ
の
よ
う
な
無
効
な
執
行
行
為
を
取
り
消
す
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
か36

。

　

通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
つ
い
て
は
、
問
題
な
く
可
能
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る37

。
と
い
う
の
も
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
七
六
条
お
よ
び

七
七
五
条
一
号
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
六
条
に
よ
る
異
議
手
続
に
お
い
て
あ
る
執
行
処
分
が
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
と
き
、

そ
の
執
行
処
分
は
取
り
消
さ
れ
る38

。
こ
の
際
に
は
、
こ
の
異
議
は
、
強
制
執
行
の
方
法
、
も
し
く
は
執
行
機
関
の
手
続
き
に
対
し
て
な

さ
れ
る
の
も
で
あ
り
、
そ
の
執
行
処
分
が
無
効
で
あ
る
か
、
取
消
し
で
き
る
の
み
で
あ
る
か
の
違
い
は
問
題
と
な
ら
ず
、
問
題
と
な
る

の
は
、
そ
の
執
行
処
分
が
法
侵
害
の
外
観
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
み
で
あ
る39

。

（
3
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
の
適
用
の
範
囲

　

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
は
、
取
り
消
さ
れ
う
る
移
付
命
令
に
の
み
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
取

り
消
し
う
る
移
付
命
令
お
よ
び
無
効
な
移
付
命
令
の
際
に
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
無
効
な
移
付
命
令
に
際
し
て
の
み
適
用
さ
れ

る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
最
後
の
立
場
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
適
用
さ
れ
る
場
面
は
稀
に
な
り
、
こ

の
意
味
で
こ
の
問
題
の
実
際
的
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
る40

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、連
邦
通
常
裁
判
所（
以
下
、「
Ｂ
Ｇ
Ｈ
」と
い
う
。）

の
二
つ
の
判
決
が
存
在
す
る
の
で
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
、
学
説
の
状
況
を
概
説
す
る
。
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①
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
二
年
一
二
月
一
七
日
判
決
Ｂ
Ｇ
Ｈ
Ｚ
一
二
一
号
九
八
頁

（
事
実
の
概
要
）

　

債
権
者
Ｇ
は
、
一
九
八
六
年
七
月
七
日
、
債
務
者
Ｓ
が
Ｄ
銀
行
に
対
し
て
有
す
る
債
権
に
つ
い
て
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
地
方
裁
判
所

（Landgericht
）に
お
い
て
、
五
〇
五
〇
〇
〇
Ｄ
Ｍ
を
限
度
に
仮
差
押
命
令
を
取
得
し
た
。
そ
の
後
、
Ｇ
は
、
同
債
権
に
つ
い
て
、
差

押
及
び
移
付
命
令
を
取
得
し
た
。
こ
れ
は
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
区
裁
判
所（A

m
tsgericht

）が
発
令
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
差
押
お
よ

び
移
付
命
令
は
、
第
三
債
務
者
で
あ
る
Ｄ
に
、
一
九
八
六
年
七
月
九
日
送
達
さ
れ
た
。
Ｄ
は
、
こ
の
金
額
に
つ
い
て
、
Ｇ
の
口
座
お
よ

び
そ
の
弁
護
士
の
口
座
に
支
払
っ
た
。
Ｓ
は
、
Ｄ
に
対
し
て
、
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

（
判
決
内
容
）

　

ま
ず
、
判
決
は
、
差
押
及
び
移
付
命
令
の
無
効
を
判
断
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
三
〇
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
債
権
の
差
押
え
に

つ
い
て
は
、
仮
差
押
裁
判
所
が
執
行
裁
判
所
と
し
て
管
轄
す
る41

。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
区
裁
判
所
は
、
差
押
命
令
に
つ
い
て
管

轄
を
有
し
て
お
ら
ず
、
差
押
命
令
は
無
効
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
移
付
命
令
も
無
効
で
あ
る
、
と
す
る
。

　

そ
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
無
効
な
法
律
行
為
は
、
も
と
も
と
全
く
効
力
を
有
し
な
い
。
す
で
に
こ
の
考
慮
が
、
無
効
な
移
付
命
令
も
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
に

よ
る
信
頼
保
護
の
基
礎
と
な
り
う
る
、
と
い
う
推
論
に
対
す
る
不
利
な
証
拠
な
る
。
こ
の
規
定
は
、
無
効
な
命
令
を
対
象
と
し
て
い
な

い
。
加
え
て
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
規
定
が
不
適
法
に
出
さ
れ
た
移
付
命
令
の
取
消
し
の
必
要
性
を
出
発
点
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
現

れ
る
。
し
か
し
、
取
消
し
は
、
そ
の
瑕
疵
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
効
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
執
行
行
為
の
際
し
て
の
み
必
要
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
法
律
行
為
の
無
効
は
、
そ
の
取
消
し
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
誰
か
ら
も
主
張
さ
れ
う
る
。
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Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
の
こ
の
解
釈
の
正
し
さ
は
、
民
法
の
比
較
さ
れ
る
規
定
と
の
対
比
的
な
考
慮
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
。
一
八
九

八
年
五
月
一
七
日
の
民
事
訴
訟
法
改
正
の
立
法
者
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
九
条
と
の
並
置
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。」「
実
体
法
に
つ
い
て
は
、

通
知
の
無
効
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
九
条
の
適
用
が
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
移
付
命
令
の
無
効
の
際
に
も
、
第
三
債
務

者
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
の
保
護
を
与
え
ら
れ
な
い
の
が
、
首
尾
一
貫
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
を
取
消
可
能
な
移
付
命
令
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
こ
の
規
定
の
適
用
範
囲
を
、
第
三
債
務
者
の
負
担
で
正
当

化
さ
れ
な
い
ほ
ど
に
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
第
三
債
務
者
か
ら
移
付
命
令
の
違
法
の
リ
ス
ク
を
取
り
除
き
、
第
三
債
務

者
が
取
消
の
認
識
を
得
る
時
点
ま
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
七
条
の
思
想
に
対
応
し
て
、
命
令
の
取
消
し
の
後
の
保
護
を
拡
げ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
は
十
分
な
限
度
で
保
護
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
移
付
命
令
の
無
効
は
、
特
別
に
例
外
的
な
場
合
に

し
か
問
題
と
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん
ど
大
部
分
で
、
不
適
法
に
出
さ
れ
た
移
付
命
令
は
、
取
消
し
う
る
の
み
で

あ
る（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
Ｚ
八
〇
・
二
九
六
・
二
九
八
）。
他
方
で
、
債
務
者
の
保
護
す
べ
き
利
益
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
利
益
と
は
、
も
と
よ
り

全
く
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
な
い
移
付
命
令
に
よ
っ
て
債
務
者
の
法
的
地
位
は
侵
害
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。」

（
本
判
決
に
つ
い
て
）

　

本
判
決
は
、
無
効
な
移
付
命
令
の
際
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
の
適
用
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
九
条
お
よ
び
無
効

な
移
付
命
令
が
稀
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
確
か
に
立
法
者
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
の
模
範
と
な
る
規
定
と
し
て
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
九
条
を
挙
げ
て
い
る42

。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
両
既
定
の
適
用
範
囲
を
同
じ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い43

。

ま
た
、
移
付
命
令
が
無
効
で
あ
る
こ
と
が
稀
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
件
の
第
三
債
務
者
の
保
護
の
必
要
性
が
全
く
な
い
と
す
る
根
拠
と

な
る
か
疑
問
が
残
る
。
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②
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
四
年
九
月
二
二
日
判
決
Ｎ
Ｊ
Ｗ
一
九
九
四
年
三
二
二
五
頁

（
事
実
の
概
要
）

　

債
権
者
Ｇ
は
、
債
務
者
Ｓ
が
第
三
債
務
者
Ｄ
に
対
し
て
有
す
る
売
買
代
金
債
権
に
つ
い
て
、
差
押
命
令
、
及
び
取
立
て
の
た
め
に
移

付
命
令
を
得
た
。
当
該
売
買
代
金
債
権
は
、
抵
当
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
た
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
〇
条
一
項
に
基
づ
き
必
要
な
登
記

を
し
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
無
効
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｄ
は
、
Ｇ
に
支
払
い
を
し
た
。

（
判
決
内
容
）

　

本
判
決
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
に
よ
る
第
三
債
務
者
の
保
護
を
肯
定
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
差
押
及
び
移
付
命
令
の
無
効
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
法
的
存
在
へ
の
信
頼
は
、
Ｄ
の
有
利
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
に
基
づ
き

保
護
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
の
適
用
範
囲
は
、
そ
の
保
護
の
目
的
に
従
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
移
付
命
令
に
お
い
て
示
さ
れ

た
債
権
者
へ
有
効
に
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
第
三
債
務
者
の
信
頼
を
保
護
す
べ
き
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
移
付
命
令
は
、
第

三
債
務
者
が
取
消
し
の
認
識
を
得
る
ま
で
、
第
三
債
務
者
に
有
利
に
、
適
法
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

　

移
付
命
令
が
初
め
か
ら
、
し
た
が
っ
て
取
消
し
の
前
か
ら
、
無
効
で
あ
る
場
合
、
対
比
可
能
な
第
三
債
務
者
の
保
護
の
必
要
に
欠
い

て
い
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
第
三
債
務
者
が
、
無
効
を
基
礎
づ
け
る
事
実
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
取
消

し
の
場
合
と
同
様
の
比
較
可
能
な
明
確
さ
を
も
っ
て
、
無
効
の
法
効
果
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
場
合
で
あ
る
。
第
三
債
務
者

が
、
そ
の
知
り
え
た
事
実
か
ら
、
高
権
的
な
差
押
え
の
法
的
有
効
性
に
対
す
る
重
大
な
疑
念
を
容
易
に
想
起
す
る
べ
き
場
合
に
は
、
第

三
債
務
者
は
、
こ
の
疑
念
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
自
分
が
抱
え
る
疑
念
を
追
求
し
な
い
よ
う
な
第
三
債
務
者
は
、

保
護
さ
れ
な
い44

。
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移
付
命
令
が
明
白
で
重
大
な
瑕
疵
に
よ
り
無
効
で
あ
る
場
合
は
し
ば
し
ば
存
在
す
る
。
当
部（Senat

）は
、
基
礎
と
な
る
名
義
が
明

ら
か
に
、
法
律
上
不
十
分
な
仮
差
押
命
令
が
挙
げ
ら
れ
た
移
付
命
令
が
銀
行
に
送
達
さ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
明
白
性
を

認
め
た（
①
事
件
）。
さ
ら
に
、
当
部
は
、
差
押
及
び
移
付
命
令
が
、
執
行
債
務
者
が
、
被
差
押
債
権
の
債
権
者
で
あ
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
の
疑
念
は
む
拭
え
な
い
、
と
述
べ
た45

。
と
い
う
の
も
、
執
行
債
務
者
の
実
体
上
の
権
限
に
は
、
差
押
え
の
効
力
は
、
そ
れ
が
常

に
外
観
上
の
権
利
の
み
を
含
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拡
張
さ
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
と
も
に
、
前
述
し
た
事
例
と
は
比
較
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
第
三
債
務
者
は
、
受
け
た
者
に
と
っ
て
は

明
白
に
瑕
疵
が
あ
る
よ
う
な
差
押
及
び
移
付
命
令
を
送
達
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
移
付
の
無
効
は
、
移
付
命
令
を
補
う
他
の
事
実
要
素

を
欠
い
て
い
た
こ
と
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
実
務
に
お
い
て
は
、
差
押
命
令
お
よ
び
移
付
命
令
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
同
時
に
だ
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
抵
当
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
債
権
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
は
違
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
移
付
命
令
が
第
三
債
務
者
に
送
達
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
じ
め
て
、
抵
当
証
券
の
引
渡
し
、
も
し
く
は
登
記
簿
へ
の
差
押
え
の
登
記

が
強
制
的
に
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
移
付
は
、
債
権
者
が
、
そ
の
換
価
可
能
性
の
発
生
を
証
明
し
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
が

顧
慮
さ
れ
ず
、
移
付
命
令
が
、
上
述
の
事
例
の
よ
う
に
、
移
付
命
令
が
さ
し
あ
た
り
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
外
観
か
ら
認
識

さ
せ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
第
三
債
務
者
は
、
逆
に
、
留
保
な
し
に
彼
が
債
務
者
に
負
う
支
払
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
彼
は
、
こ
の

要
求
に
裁
判
所
の
権
威
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
移
付
命
令
へ
の
信
頼
は
、
第
三
債
務
者
が
彼

に
送
達
さ
れ
た
移
付
命
令
が
な
お
も
十
分
で
あ
り
、
移
付
が
有
効
と
な
る
こ
と
の
認
識
を
得
る
ま
で
は
保
護
さ
れ
る
。
第
三
債
務
者
は
、

有
効
で
あ
る
が
、
誤
っ
た
だ
さ
れ
た
移
付
命
令
の
取
消
し
を
知
っ
た
と
き
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
第
三
債
務
者
が
、
被
差
押
債

権
が
抵
当
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
も
し
く
は
債
権
と
抵
当
権
の
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
は
抵
当
権
に
よ
り
担
保
さ
れ
た
債
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権
の
差
押
え
お
よ
び
移
付
の
際
の
法
律
上
の
要
件
を
知
ら
な
い
と
き
、
こ
れ
は
、
別
の
問
題
と
な
る
。
生
活
経
験
に
従
え
ば
、
法
律
の

素
人
は
こ
の
認
識
を
有
さ
な
い
。
法
律
の
素
人
で
あ
る
第
三
債
務
者
が
、
も
し
強
制
執
行
法
の
分
野
で
の
経
験
を
有
し
て
い
な
い
場
合
、

た
と
え
彼
ら
が
被
差
押
債
権
が
抵
当
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
即
座
に
法
律
効
果
を

導
き
出
す
こ
と
は
、
過
大
な
要
求
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
な
お
法
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
費
用
は
、

執
行
法
の
規
定
が
彼
ら
に
要
求
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
今
日
の
差
押
物
の
大
量
さ
に
鑑
み
て
も
、
実
現
不
可
能
で
あ
る
。
第
三
債
務

者
が
、
そ
の
債
務
が
有
効
に
弁
済
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
懸
念
か
ら
、
債
務
の
履
行
を
支
払
う
代
わ
り
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
と
き
、
債
権
差
押
え
の
目
的
と
合
致
し
な
い
。」

（
本
判
決
に
つ
い
て
）

　

前
掲
の
①
判
決
に
お
い
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
の
適
用
範
囲
に
、
無
効
な
移
付
命
令
が
出
さ
れ
た
場
合
を
含
ま
な
い
と
す
る
判

断
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
…
…
当
部
は
、
第
三
債
務
者
に
有
利
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
が
介
入
す
る
こ
と
が
、
執
行
債
務
者
に
と
っ
て
そ
の
債
権
の
喪
失
を

意
味
す
る
、
と
誤
っ
て
判
断
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
裁
判
所
の
命
令
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
不
当
な
不
利
益
を
受
け
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
第
三
債
務
者
の
不
利
益
、
及
び
不
適
法
な
執
行
処
分
に
よ
る
財
産
の
喪
失
を
引
き
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
執
行
債
務

者
の
利
益
を
慎
重
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
述
の
事
例（
①
事
件
）の
よ
う
に
、第
三
債
務
者
が
、移
付
に
つ
い
て「
何
か
誤
っ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
」と
疑
う
き
っ
か
け
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
債
務
者
が
優
先
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
第
三

債
務
者
は
、
執
行
手
続
き
に
は
部
外
者
と
し
て
関
わ
り
、
他
方
執
行
債
務
者
の
関
与
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。」

　

つ
ま
り
、
無
効
な
移
付
命
令
に
際
し
て
も
、
執
行
債
務
者
の
利
益
と
第
三
債
務
者
の
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
第
三
債
務
者
が
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保
護
さ
れ
る
べ
き
場
合
、
す
な
わ
ち
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。

③
全
面
適
用
説

　

通
説
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
は
、
取
消
可
能
だ
が
有
効
な
移
付
命
令
に
も
、
無
効
な
移
付
命
令
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
、
と

す
る46

。
本
規
定
は
、
第
三
債
務
者
が
国
家
の
高
権
的
行
為
に
よ
っ
て
債
権
の
取
立
権
者
と
し
て
証
明
さ
れ
た
差
押
債
権
者
に
支
払
い
を

し
た
場
合
に
、
二
重
弁
済
の
危
険
か
ら
包
括
的
に
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る47

。
し
た
が
っ
て
、
移
付
命
令
が
発
令
さ
れ
る
際

に
、
実
体
上
、
も
し
く
は
手
続
上
の
瑕
疵
が
存
在
す
る
よ
う
な
全
て
の
場
合
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
は
適
用
さ
れ
る
、
と
す
る
。

④
制
限
的
適
用
説

　

他
方
で
、
シ
ュ
ト
ー
バ
ー
（Stöber

）ら
は
、
無
効
な
移
付
命
令
に
基
づ
い
て
差
押
債
権
者
に
支
払
っ
た
第
三
債
務
者
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

八
三
六
条
二
項
に
よ
り
保
護
さ
れ
な
い
、
と
主
張
す
る48

。

無
効
な
移
付
命
令
に
よ
っ
て
、
債
権
者
は
何
ら
の
権
利（
取
立
権
も
し
く
は
支
払
い
に
代
わ
る
譲
渡
に
伴
う
権
利
）を
得
る
こ
と
は
な

い
か
ら
、
第
三
債
務
者
保
護
の
基
礎
に
欠
い
て
い
る
、
と
す
る49

。

⑤
小
括

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
九
条
に
お
け
る
通
説
的
な
解
釈
を
根
拠
と
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
の
適
用
範
囲
を
画
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
自
体
の
目
的
を
解
釈
の
出
発
点
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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同
条
文
に
関
す
る
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
取
立
権
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
支
払
い
を
し
た
第
三
債
務
者
に
つ
い
て
、
当
然
保

護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
根
拠
と
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
な
ぜ
な
ら
、
第
三
債
務
者
は
、
権
限
を
有
す
る
公

的
機
関（O

brigkeit

）の
命
令
に
の
み
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る50

。」こ
の
こ
と
か
ら
、
第
三
債
務
者
は
、
形
式
的
に
第
三

債
務
者
を
拘
束
す
る
国
家
の
行
為
に
基
づ
い
て
、
取
立
権
者
と
認
め
ら
れ
た
無
権
利
者
に
対
し
て
支
払
い
を
し
た
場
合
に
は
、
二
重
弁

済
の
危
険
か
ら
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
一
般
的
な
原
則
が
成
り
立
ち
う
る51

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
立
法
者
の
意
図

は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
の
解
釈
に
お
い
て
、
一
定
の
指
針
を
与
え
る
も
の
で
あ
る52

。
こ
の
よ
う
な
目
的
の
下
で
は
、
差
押
債
権
者

が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
そ
の
無
権
利
の
原
因
が
取
消
か
無
効
か
と
い
う
区
別
は
問
題
と
な
ら
な
い53

。
こ
の
こ
と
は
、
無
効

な
執
行
行
為
の
取
消
し
を
認
め
る
通
説
的
見
解
と
も
整
合
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
効
な
移
付
命
令
の
際
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二

項
の
適
用
を
認
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

第
四
章　

結
び
に
か
え
て

　

差
押
債
権
者
の
取
立
権
が
消
滅
し
た
場
合
、
そ
の
通
知
が
到
達
す
る
前
に
第
三
債
務
者
が
差
押
債
権
者
に
支
払
い
を
し
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
う
る
。
こ
の
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
第
三
債
務
者
が
保
護
さ
れ
る
か
。
本
稿
は
、
こ
れ
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い

て
述
べ
た
。

　

第
二
章
に
お
い
て
は
、
債
権
執
行
に
お
け
る
債
権
者
、
債
務
者
お
よ
び
第
三
債
務
者
の
各
利
益
状
況
を
整
理
し
、
特
に
第
三
債
務
者

の
保
護
の
必
要
に
つ
い
て
述
べ
た
。
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第
三
章
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
に
基
づ
く
第
三
債
務
者
保
護
に
関
す
る
議
論
の
一
部
を
紹
介
し
た
。
特
に
、
ど
の
よ
う
な
場

合
に
、
同
規
定
に
基
づ
き
第
三
債
務
者
が
保
護
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
中
心
に
取
り
扱
っ
た
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項
を
め
ぐ
っ

て
は
、
多
く
の
議
論
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

1 

本
稿
は
、
拙
稿「
取
立
権
の
消
滅
と
第
三
債
務
者
保
護（
一
）」名
古
屋
大
学
法
制
論
集
二
三
一
巻
四
一
頁
の
続
稿
で
あ
る
。

2 

こ
れ
を
欠
く
差
押
命
令
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
中
野
貞
一
郎『
民
事
執
行
法〔
増
補
新
訂
六
版
〕』（
青
林
書
院
・
二
〇
一

〇
年
）六
六
九
頁
。

3 

第
三
債
務
者
の
債
務
者
に
対
す
る
債
務
の
弁
済
は
対
内
的
に
は
有
効
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
三
債
務
者
が
差
押
債
権
者
に
二
重
払
い
を
し
た

と
き
に
は
、
求
償
権
が
発
生
す
る（
民
四
八
一
条
二
項
）。

4 

無
制
限
説
に
対
す
る
学
説
の
批
判
は
強
い
。な
お
、学
説
状
況
に
つ
き
、伊
藤
進「
差
押
と
相
殺
」『
民
法
講
座
第4

巻
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
五
年
）

三
七
三
頁
。

5 

中
野
・
前
掲
注
2
六
七
四
頁
。

6 
Stein, G

rundfragen der Zw
angsvollstreckung, 1913, S.42.

7 
Stien, a.a.O

. (Fn. 6), S.42.

8 
Stein, D

rittschulder, FS W
ach, 1913, S.479.

9 

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
五
一
条
二
項
は
、
明
文
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
九
九
条（
債
権
の
性
質
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
禁
止
を
規
定
す
る
。）に
従

い
譲
渡
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
債
権
は
、
債
務
の
目
的
物
が
差
押
え
に
服
す
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
及
び
取
立
の

た
め
に
移
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
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10 
G

aul/Schilken/B
ecker-E

berhand, Zw
angsvollstreckungsrecht, 12. A

ufl age, 2010, 

§55, R
n.32.

11 
ZPO

836 (2) D
er Ü

berw
eisungsbeschluß gilt, auch w

enn er m
it U

nrecht erlassen ist, zugunsten des D
rittschuldners dem

 

Schuldner gegenüber so lange als rechtbeständig, bis er aufgehoben w
ird und die A

ufhebung zur K
enntnis des D

rittschuld-

ners gelangt.

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
三
六
条
二
項

移
付
命
令
は
、
違
法
に
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
取
り
消
さ
れ
、
か
つ
、
取
り
消
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
第
三
債
務
者
が
知
る
に
至

る
ま
で
の
間
は
、
第
三
債
務
者
の
利
益
に
お
い
て
債
務
者
に
対
し
て
有
効
に
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

訳
は
、
中
野
貞
一
郎『
ド
イ
ツ
強
制
執
行
法
』法
務
資
料
第
四
二
六
号
に
よ
る
。

12 
Stein/Jonas/B

rehm
, K

om
m

entar zur Zivilprozessordnung, 22. A
ufl age, 2004, B

and8, 

§836, R
n.1.

13 
Tom

as/Putzo, Zivilprozessordnung, 32. A
ufl age, 2011, 

§836. R
n1.

14 
Stein/Jonas/B

rehm
, K

om
m

entar zur Zivilprozessordnung, 22. A
ufl age, B
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enn sie nicht erfolgt oder nicht w
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係
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定
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銭
債
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付
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係
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定
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れ
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債
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付
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令
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行
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の
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の
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規
定
の
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れ
う
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務
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す
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令
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19 
M

ünchener K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch/ Jan B
usche, B

and2a, 4. A
ufl age, 2003, 

§409, R
n.4.

20 
B

usche, a.a.O
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国
に
お
い
て
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差
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適
格
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欠
く
債
権
の
差
押
命
令
は
無
効
と
さ
れ
る
。
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＝
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ヶ
月
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注
解
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事
執
行
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一
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出
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五
年
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四
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稲
葉
威
雄
〕。
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だ
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兼
子
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補
強
制
執
行
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酒
井
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・
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九
六
六
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九
六
頁
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命
令
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裁
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あ
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上
、
当
然
に
無
効
で
あ
る
の
に
は
疑
問
が
あ
る
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と
す
る
。
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益
を
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す
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と
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れ
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bs.1 D

urch K
lage kann die Feststellung des B

estehens oder N
ichtbestehens eines R

echtsverhältnisses oder der 

N
ichtigkeit eines Verw

altungsakts begehrt w
erden, w

enn der K
läger ein berechigtes Interesse an der baldigen Feststellung 

hat (Feststellungsklage).

37 
Fischer, a.a.O

. (Fn. 18), S.105.

38 
ZPO

 

§ 776 Satz1 In den Fällen des 

§775 N
r.1, 3 sind zugleich die bereits getroffenen Vollstreckungsm

aßregeln aufzuheben.
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§ 775Zif.1 D
ie Zw

angsvollstreckung ist einzustellen oder zu beschränken:

1. w
enn die A

usfertigung einer vollstreckbaren E
ntscheidung vorgelegt w

ird, aus der sich ergibt, dass das zu vollstrecken-

de U
rteil oder seine vorläufi ge Vollstreckbarkeit aufgehoben oder dass die Zw

angsvollstreckung für unzulässig erklärt 

oder ihre E
instellung angeordnet ist.

ZPO
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ber A

nträge, E
inw

endungen und E
rinnerungen, w

elche die A
rt und W

eise der Zw
angsvollstreckung oder 

das vom
 G

erichtsvollzieher bei ihr zu beobachtende Verfahren betreffen, entscheidet das Vollstreckungsgericht. E
s ist be-



取
立
権
の
消
滅
と
第
三
債
務
者
保
護（
吉
田
）

二
五

180

fugt, die im
 

§ 732 A
bs. 2 bezeichneten A

nordnungen zu erlassen.

(2) D
em

 Vollstreckungsgericht steht auch die E
ntscheidung zu, w

enn ein G
erichtsvollzieher sich w

eigert, einen Vollstre-

ckungsauftrag zu übernehm
en oder eine Vollstreckungshandlung dem

 A
uftrag gem

äß auszuführen, oder w
enn w

egen der 

von dem
 G

erichtsvollzieher in A
nsatz gebrachten K

osten E
rinnerungen erhoben w

erden.
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