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紀
か

ら
一

八

世
紀
に

於
け
る

為
替
手
形
の

発
展
』

河
p

叫

m
O

邑

倉

持
0
0

く

β

卜
､

如

邑
邑
Q

達

丸
屯

訂

卜

註
罠

告

C

訂
式
場

如
ト

『
也

1
如
勺
～

ヽ
ト

ご
札

覧
顎
.

勺
p

ユ
ひ

.

∽
.

E
.

く
.

勺
.

E
∵

芦
L
諾
ぃ

-

N

合
p

p
･

川

村

正

幸

一

は

じ

め

に

山

手
形
法
の

研
究
に

と

り
､

そ

の

法
的
対

象
物
で

あ
る

｢

手
形
+

を

歴

史
的
存
在
と

し
て

把
握
す
る
こ

と

は

不

可
欠
で

あ

ろ

う
｡

そ
こ

で
､

本
書

(

1
)

の

骨
子
を

私
の

評
価
を

加
え

る

こ

し

な

し
に

紹
介
す

る

こ

と

と

し
た

｡

著

者

R
P

叫

日
○

邑
A
〔

E
O

ロ

d
の

河
｡

｡

孟
r

(

-

苫

干
記
)

は
､

A
･

勺
･

e

賢
e
r

門
下
の

ベ

ル

ギ

ー

生

ま

れ
の

ア

メ

リ

カ

の

経
済
史
家

で

あ

ヶ
､

(

2
)

｢

中
世
の

商
業

･

銀
行
制
度
史
家
+

で

あ

る
｡

皿

手
形
の

歴

史
に

関
す
る

研
究
の

最
も

重

要
な

先
駆
者
G
O
】

d

胃
F

m
己
t

が
､

原
初
的
手
形
利
用
の

主
体
を

単
純
に

｢

商
人
+

と
み

な

し
て
■､

そ

の

理

論
的
出
発
点
と

し

た
の

に

対
し

て
､

d
e

R
｡
｡

く

実

は
､

そ
の

主
体
を
マ

ー

チ

ャ

ン

ト
･

バ

ン

カ

ー
(

m
p

岩
F

甲
ロ

ケ

訂
ぷ
u

誉
)

と

み

て
､

.
こ

の

商

人
の

銀
行
業
者
的
活
動
の

中
で

原
初
的
為
替
手

形
が

形
成
さ

れ

た

と

す
る

｡

そ

し

て
､

そ
の

近

代
的
手
形
制
度
へ

の

展
開
は

､

銀
行
体
系
自
体
の

構
造

的
変
化
を

生

み

出
し

た

と

す

る
｡

d
O

牢
U

O
く
e

r

に

よ

れ

ば
､

こ

の

マ

ー

チ

ャ

/

ト
･

バ

ン

カ

ー

の

経
済

的
活
動
に

制
約
を

加
え
た

の

は
､

中
世
の

教
会
の

利
息
付
き

貸
付
禁
止
の

教
義
で

あ
っ

た
｡

こ

の

教
義
の

存
在
故
に

､

マ

ー

チ

ャ

ン

ト
･

バ

ン

カ

ー

ほ

為
替
手
形
を

生

み

出
し
､

又
､

手
形
割
引
も

ー

八

世
紀
に

至
る

ま
で

成

立
し

な
か

っ

た
｡

以

下
で

は

本
書
の

ぺ

ー

ジ

ほ

括
弧
内
に

示
す

｡

前
注
及
び

注
は

私
の

付

し

た

も
の

で

あ
る

｡

(

l
)

本

書
の

書

評
‥

呂
巴
t

e

吉
日

田
買
電
n

､

河
P

訂
-

品
N
】

人
-

巴
8
-

S
.

小

¢

阜

托
.

(

2
)

d
①

河
0
0

言
r

の

研

究
に

関
し
て

知
る

に

は
､

邦
後
編

暮
さ

れ

た

彼
の

論
文

集
､

b
ま

乱

莞

串

也
彗

鼓
ぷ
叫
.

白

き
乱

苫

芸
○

邑
Q

3
Q

苧

叫

更

訂

卜

邑
色

毎
乱
訂

芸
～

§
札

的

彗
甘

竃
Q

昏
言

出

篭
島
内

(

E
d
･

b

叫

l

已
ど
研

只
-

記
F
ロ

実
)

.

-

当
斗
･

が

格
好
の

も
の

で

あ

る
｡

(

1
)

〓

一

四

世
紀
に

於
け
る

手
形
の

起
添

(

前
注
)

中
世
に

於
け
る

手
形
の

起
漁
に

関
す
る

現
在
の

通

説
的

見
解

は
､

G

?

(

2
)

-

d

買
F

ヨ
小

き

の

見
解
で

あ
る

｡

(

3
)

こ

の

見
解
に

ょ

れ

ば
､

中
世
に

於
け
る

原
初
的
手
形
ほ

､

一

二

世
紀
中

葉
以

来
見
出
さ

れ

る

他
地

払
約
束

手

形
(

き
m
i

邑
訂
ユ
①
【

E
i

g

O

ロ

弓
e

C

F

9

邑
)

で

あ
っ

た
｡

そ

れ
ほ

､

当
初

､

外
国
へ

の

送
金
の

目

的
で

商
人
と

銀

お
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行
業
者
の

間
に

締
結
き
れ

る

契
約
に

関
し
て

作
成
さ

れ

た

公
正

証
書
に

由

来
し

た
｡

そ

れ

ほ
､

内

容

的
に

も
､

証

券
の

方

式
上

も
､

海

上

貸

付

(

S

淫
d

2
ユ
0

訂
ロ
)

に

倣
っ

た
も

の

で

あ

り
､

本
来

､

送
金
さ

れ

る

金
額

を

そ

の

地
の

通
貨
で

受
領
し

た

振
出
人

(

銀
行
業
者
)

が
､

外
国
の

地
で

自
ら

そ
の

地
の

通
貨
で

支
払
う
と
い

う
約
束
に

関
す

る

証
券
で

あ
っ

た
｡

こ

の

約
束
手
形
の

支
払
は

､

し

ば

し
ば

､

振
出
人
に

指
名
さ

れ

た

外
国
の

地
の

者
に

よ
っ

て

な

さ

れ
､

こ

の

者
に

対
し
て

支
払
委
託
書
(
-

e
t
t

e
【

P

d
i

p

品
P

m

昌
t

O
)

が

送
付
さ

れ

た
｡

こ

の

証
書
が

手
形
約
束

､

対

価
関
係
な

ど

を

再
録
す

る
に

至
っ

て
､

為
替
手

形
と

な
っ

た
｡

こ

の

原
初
的
為
替
手

形
の

普
及

に

伴
い

､

約
束
手
形
ほ

無
用
な

も
の

と

し

て

忘
れ

去
ら

れ
た

｡

山
G
O

己
∽
C

F

m
昆
t

が

為
替
手
形
の

渡
を

､

為
替
契
約
に

関
す

る

公
正

証
書
で

あ
る
一

日
m

百
日

m
e

ロ
t

亡

ヨ

宗
C

P

宏
p

昌
m

g
に

見
た

点
ほ

正

当

で

あ
っ

た
(

一

三
)

｡

し

か

し
､

A
･

∽
n

F

P
一

旨
0

の

述
べ

る

よ

う
に

､

F
四

千

r

G

m
e

ロ
t

∈

m

¢
H

O

P

喜
p

C

p

m
す
i
i

ほ
､

第
一

義
的
に

信
用
供
与
の

た

め

の

も
の

で

あ

り
､

附
随
的
に

金

銭
移
転
の

た

め
の

も
の

で

あ
っ

た
｡

銀

行

業
者
(

マ

ー

チ

ャ

ン

ト
･

バ

ン

カ

ー
)

ほ

手
形
の

買
主
だ
っ

た

の

で

あ

り
､

手
形
の

売
主
は

金
銭
の

移
転
に

対
す
る

手
数
料
を

全
く

受
け

取
り

ほ

し

な

か
っ

た

(

三
一

-
三
二
)
｡

惚
一

二

世

紀
に

は
､

商
人

達
は

隊

商
を

組
織
し
て

シ

ャ

ン

パ

ー

ニ

ュ

の

大
市
な

ど

に

商
品
を

運
び

､

そ
こ

で

輸
入

商
品

を

購
入
し

た
｡

し

た
が

っ

て
､

こ

の

時
代
に

ほ

異
地

間
の

為
替
は

生

じ
て

こ

ず
､

･
そ
の

使
用
は

､

輸

出
と

輸
入

と
が

分
離
さ

れ

る
一

三

世
紀
中
葉
に

至
っ

て

初
め
て

日

常
化
し

(

4
)

た

(

二

六
)

｡

中
世
に

於
て

､

為
替
取
引
に

係
わ
っ

た

の

は
､

外
国
の

地
に

代
理

人
､

代
理

店
､

支
店
を

有
し

て

い

た

為
替
商
(

c

p

ヨ
け

賢
e

)

即
ち

､

マ

ー

チ

ャ

舶
】

八

レ

ン

ト
･

バ

ン

カ

ー

(

銀
行
業
を

営
む

と

共
に

商
品
取
引
を

も

営

ん

で

い

た
)

で

あ
っ

た
｡

両
替
商
及
び

そ

れ
に

由
来
す
る

振
替
銀
行

､

預
金
銀
行

ほ
､

国
際
性
を

も
つ

こ

の

取
引
に

は

従

事
し

な
か

っ

た

(

一

六

-
一

七
)

｡

㈱

教
会
の

利
息
付
き

貸
付
を

禁
止

す
る

教
義
は

､

異
地

間
の

為
替
取
引

を

禁
じ
て

は
い

な
心

っ

た
｡

神
学
者
達
は

為
替
襲
約
の

性
質
を

､

貨
幣
の

交
換

､

金
銭
の

交
換

･

売
買
と

見
､

真
の

為
替
は

全
く

利
息
付
き

貸
付
で

は
な

い

と

看
倣
し

た
｡

し

た

が
っ

て
､

こ

の

為
替
契
約
は

マ

ー

チ

ャ

ン

ト
･

.

ハ

ン

カ

ー

達
に

､

教
会
の

非
難
を

受
け
る

こ

と

な

し

に

自
己
の

資
金

の

投
資
に

よ

り

利
益
を

あ

げ
る

手
段
を

供
給
し

た

の

で

あ

る

(

一

九
1
二

〇
)

｡

一

三

世
紀
の

こ

の

よ

う
な

銀
行
家
の

利
益
は

こ

の

為
替
取
引
中
に

源
を

有
し

て

い

た
｡

為
替
の

相
場
中
に

債
権
者
(

銀
行
業
者
)

に

利
益
を

も
た

ら

す

形
で

､

利
息
が

間
接
的
に

含
め

ら
れ

て

い

た

の

で

あ
る

(

五

〇

以

下
)

｡

こ

の

為
替
契
約
は

貸
付
で

は

な
い

こ

と

を

示
す

た

め
に

､

e

粥

宗
1

亡
研

p

昌
m
b

E

又
は

ロ
○

出

已
ロ
e

2
日
正
一

く

已

忌
日

已
2 .

｡
ロ
i

切

な

ど
と

表
示
.

さ

れ

た

(

二

八
)

｡

こ

の

為
香
契
約
に

あ
っ

て

は
､

資
金
供
給
者

､

資
金
を

受
取
り

外
国
の

地
で

の

支
払
を

約
束
す

る

資
金

受
領
者

､

資
金
供
給
者
に

代
わ
っ

て

外
国

の

地
で

の

取
立
て

を

行
な

う

受
取
人

(

呈
示

人
)

及
び

､

外
国
の

地

で

支

,

払
を

な

す

支
払
人
の

四

当
事
者
の

関
係
が

基
本
的
で

あ
っ

た
｡

資
金
供
給

者
と

受
取
人
と

の

間
､

資
金
受

領
者
と

支
払
人
と
の

間
に

ほ
､

各
々

一

定

の

関
係
が

存
し

て

い

た
｡

当
初

､

資
金
供
給
者
自
ら

又
は

そ
の

共
同
者
が

外
国
の

支
払
地

で

取
立

て

た
が

､

後
に

は

そ

れ
ほ

支
店
が

行
っ

た
｡

又
､

資
金
受
領
者
と

支
払
人

と

ほ

兼
併
さ

れ

た

(

四

三

-
四

四
)

｡

＼

掃
わ

鳴
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つ

覇
1

々

神
学
者
達
に

と
っ

て

の

こ

の

為
替
取
引
の

合
法
性
の

根
拠
ほ

､

第
一

に
､

そ

の

資
金
の

供
給
地

と

支
払
地

と

が

国
を

異
に

す
る

こ

と

(

異
地

位
)

に

(

四

四

-
四
五
)

､

第
二

に
､

為
替
の

投
機
性
に

求
め

ら
れ

た
｡

為
替
の

相

場
中
に

は
､

資
金
の

投
資
(

前
払
い

)

に

対

す
る

利
息
が

混
入

し
て

い

た

が
､

そ

れ
､
は

為
蕃
相
場
と

し
て

現
わ
れ

る

も
の

だ

か

ら
､

資
金
供
給
の

時

点
に

於
て

は

不

確
実
な

も

の

で

あ

り
､

こ

の

点
で

神
学
者

達
は

為
替
を

正

当
な

も
の

と
み

な

し
た

｡

し

か

し
､

為
替
商
連
は

､

実
際
に

は
､

相
互

的
な

情
報
交

換
に

よ

り

投
機
的
な

危
険
を

避
け
よ

う
と

し

た

(

六

八

-
七
三
)

｡

為
替
の

メ

カ
ニ

ズ
ム

は
､

一

三

世

紀
末
の

シ

ャ

ン

パ

ー

ニ

ュ

の

大
市
の

没
落
後
に

完
全
な

も
の

と
な
っ

た
｡

隊
商
取
引
か

ら

商
人

の

白
国
に

定
住

し
た

ま

ま
で

の

取
引
へ

の

変
化
に

､

為
替
の

方
式
は

適
合
し

た

も
の

で

あ

っ

た
｡

資
金
供
給
者
は

外
国
の

地
に

定
住
す
る

代
理

店
､

支
店

､

取
引
先

を

受
取
人
と

し

て

為
替
実
約
を

締
結
し

た
｡

商
人
の

定
住
は

不

可
避
的
に

支
払
の

指
図
を

不

可

欠
な

も

の

と

し

た

(

三

八

-
三

九
)

｡

資
金
供
給

者

か

ら

前
払
い

を

受
け

よ

う
と

す

る

資
金
受
領
者
は

､

外
国
の

地
の

自
己
の

取
引
先

､

代
理

人
に

宛
て

て

商
品
を

発
送
し

て

販
売
を

委

託
し

(

代
理

人

等
ほ

そ
の

売
却
に

よ

り

報
酬
を

得
た
)

､

そ

の

収
益
を

当

て

こ

ん

で
､

為

替
契
約
に

ょ

り

前
払
い

を

受
け
た

｡

中
世
に

於
て

は
､

こ

の

よ

う
な

商
品

の

委
託
販
売
が

一

般
的
で

あ
っ

た

(

六

三
)
｡

こ

の

為
替
取
引

ほ

イ

タ

リ

ア

の

マ

ー

チ

ャ

ン

ト
･

バ

ン

カ

ー

が

独

占
し
､

彼
等
ほ

一

六

世
紀
以

後
に

も

有
力
な

地

位
を

占
め
て

い

た
｡

㈲
一

三

世

紀
末
に

至
っ

て
､

こ

の

よ

う
な

為
替
夷
約
を

証
す
る

公
正

証

書
は
へ

し

だ
い

に

商
人
の

私
的
証
書
に

取
っ

て

代
わ

ら
れ

+

為
替
手
形
が

出
現
し
た

｡

公
正

証

書
に

依
る

.
支
払
約
束
で

あ
っ

て

も
､

そ

れ

は
､

契
約

当

事
者
で

な
い

取
引
先
を

､

そ
の

暑
が

代
理

人
､

共
同
者
で

な
い

限
り

ほ

拘
束
し

な
か

っ

た
｡

し

た

が
っ

て
､

公
正

証
書
ほ

当

時
の

商
人
の

定
住
化

と
い

う
新

事
態
に

は

全
く

無
力
で

あ
っ

た
｡

こ

こ

に
､

又
､

支
払
委
託
証

書
の

利
用
の

余
地
が

存
し

た
｡

こ

れ

は
､

一

三

世
紀
末
迄

､

フ

ィ

レ

ン

ツ

ェ

人
､

シ

ュ

ナ

人
達
に

よ
っ

て

利
用
さ
れ

た
｡

こ

れ

は

未
だ

債
権
者
に

交

付
さ

れ

ず
､

資
金

受
領
者
に

ょ

り

支
払
人
に

宛
て

て

直
接
的
に

送
付
さ

れ

た
｡

そ

れ

ほ

単
な

る

為
替
契
約
の

履
行
に

つ

い

て

の

証
券
で

あ
る

(

三

九

-
四

〇
)

｡

こ

の

公
正

証
書
が

商
人
の

私
的
証
書
に

取
っ

て

代
わ
ら

れ

る

と
い

う
現

象
ほ

､

商
人
層

へ

の

教

育
の

普
及
が

公

証
人
な

し
で

済
ま
せ

る

こ

と

を

可

能
に

し
た

こ

と

及
び

､

公
正

証
書
作
成
の

わ

ず
ら

わ

し
さ

(

そ
の

作
成

､

朗
読
の

た

め
に

契
約
当

事
者
は

公
証
人
の

元
に

出

頭
せ
ね

ば

な

ら

な

か

っ

た
)

を

避
け
よ

う
と

し

た
こ

と
､

更
に

ほ
､

各
地
で

信
用
力
を

得
て

い

た

銀
行
家
の

代
理

人
の

署
名
は

公

証
人
の

署
名
と

同
価
値
を

有
し
て

い

た
こ

と

に

基
づ

く
｡

こ

の

動
向
は

自
由
主
義
的
な
ト

ス

カ

ナ
の

諸
都
市
(

フ

ィ

レ

ン

ツ

ェ

､

ピ

サ
､

シ

ュ

ナ
)

で

逸
早
く

導
入
さ

れ

た

(

四
一

)
｡

し
か

し
､

為
替
契
約
の

方

式
は

一

義
的
に

定
ま

っ

て

い

た

わ

け

で

ほ

な

く
､

そ

れ

は
､

公
正

証
書
に

ょ
っ

て

も
､

私
署
証
書
に

ょ
っ

て

も
､

単
な

る

私
的
証
書
に

よ
っ

て

も

締
結
さ

れ
､

こ

の

後
に

も
､

i

n
s

t
r

仁
■

ヨ
e

ロ
t

白

日

e

舛

2
喜
P

監
7

m
E
-

は

残

存
し

続
け
た

(

四

二
)

｡

こ

の

為
替
手
形
は

､

為
替
契
約
を

証
明

す
る

､

そ
の

履
行
の

た

め
の

証

′

券
で

あ
っ

た
｡

こ

の

中
世
の

為
替
手
形
に

あ
っ

て

は
､

資
金
の

受
領
の

記

載
が

要
求
さ

れ

た
｡

支
払
な
き

場
合
に

は
､

こ

れ
に

基
づ

き
､

資
金
供
給

一

⊥

者
ほ

資
金
受
領
者
で

あ
る

振
出
人
に

対

し

て

支
払
を

請
求
で

き

た
｡

受
取

彪
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人
は

資
金
供
給
者
の

た

め
に

戻
手
形
を

振
出
人

宛
て

に

振
出
せ

る

だ

け

で

あ
っ

た

(

四

九
)
｡

又
､

為
替
の

相
場
が

為
替
手

形
中
に

記
載
さ

れ

た

が
､

そ

の

欠
落
ほ

必

ず
し

も

為
替
契
約
を

無
効
に

は

し

な
か

っ

た
｡

こ

の

為
替

相
場
は

当

事
者
の

意
思
に

ょ
っ

て

決
ま
る

の

で

は

な

く
､

需
要
と

供
給
の

法
則
に

基
づ

き
､

自
由
な

経
済
活
動
に

基
づ

い

て

決
定
さ

れ

た

の

で

あ

り
､

為
替
手
形
の

支
払
の

地

で

あ
っ

た

大
市
は

金
融
市
場

と

な
っ

た

(

五

〇
)

｡

神
学
者
達
は

自
由
競
争
に

ょ
っ

て

確
定
さ

れ

る

為
替
相
場
だ

け
を

正

当
な

も

の

と

み

な
し
､

市
場
の

頗
場
と

異
な
る

相
湯
で

の

手
形
の

購
入

､

売
却

を

不

当
な

も
の

と

み

な

し

た

(

五
一

)
｡

.

㈲
マ

ー

チ

ャ

ン

ト
･

バ

ン

カ

ー

の

為
替
に

よ

る

資
金
の

投

資
は

､

二

つ

の

地

(

振
出
地
と

支
払
地
)

の

間
の

為
替
相
場
の

希
差
に

基
づ

い

て

マ

ー

チ

ャ

ン

ト
･

.

ハ

ン

カ

ー

に

利
息
を

も

た

ら

す

も
の

で

あ
っ

た

が
､

拘
束
さ

れ

た

資
金
が

そ

の

出
発
点
(

資
金
供
給
地
)

に

戻
っ

た

時
点
で

の

み

完
結

し

た
｡

こ

の

資
金
を

戻
す

方
法
と

し

て

ほ
､

昇
一

に

現
金
の

送
金

､

第
二

に

商
品
の

送
付

､

第
三
に

､

揖
出
地

に

於
て

資
金
受
領
者
(

振
出
人
)

と

し

て

手
形
を

振
出
し
､

資
金
の

供
給
を

受
け
る

(

第
一

の

手
形
の

支
払
人

を

再
び

支
払
人

と

す
る
)

と
い

う
方
法

､

第
四
に

､

支
払
地

に

於
て

､

振

出
地

宛
て

の

手
形
を

購
入

す

る

返
送
(

1
e

m
訂
示
)

と

い

っ

た

方
法
が

存
し

た
｡

第
四
の

方

法
が

最
も

利
益
が

大
き

く

危
険
が

小
さ

か
っ

た
｡

マ

ー

チ

ャ

ン

ト
･

バ

ン

カ

ー

達
ほ

､

こ

の

よ

う
な

資
金
の

往
復
に

ょ
っ

て

利
益
を

あ

げ
た

(

五

四
)

｡

(

1
)

本

書
の

序
論

､

第
一

章

-
第
三

革

(

二
-
八

二

頁
)

に

当
る

｡

(

2
)

今

日
､

大

筋
に

於
て

G
O
-

倉
旨

邑
き

の

見

解
に

従
う

者

ほ

多

い
｡

例
え

ば
､

田

中

琴
一

『

手

形
･

小

切

手

法

詳

論
上

巻
』

､

昭

四

三

年
､

七

頁
以

下
｡

大

隅

健
一

郎

｢

手

形

裏

書
の

史

的

概

観

山
+

舶
-

∂

『

法

学
論

叢
』

､

第
二

四

巷
第
三

号
､

三

八

八

頁

以

下
｡

ク

ー

リ

γ

シ

ェ

ル

･

増
田

四

郎

監

修
･

伊

藤
栄

･

諸

田

賓
訳

『

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

中

世

経

済
史
』

､

昭

四

九

年
､

五

二

七

頁

以

下
｡

こ

の

G
O

E
胃
F

m
己
t

の

見

解
を

紹

介
す

る

も

の

と

し

て
､

G
.

S
¢

F

p
p
∽

､

N
崇
1

口
語
b

監
宗
旨

憩
わ

司
罠
訂

h

蓋
さ

計
訟
斡

§
空
中

訂
.

-

00

¢

N
､

宅
0

已
言
巾

村

-

笥
い

ー

S
･

¢

男

納
富

義
光

『

手

形
法

に

於

け

る

基

本

理

論
』

､

昭
一

五

年
､

一

八

頁
以

下
｡

(

3
)

L

G
O
-

d
s
O

F

m
己
t

-

q
邑
害
芸
白

骨
匂

ゎ
b

ま
Q

空
也

丸

設

拇
白

畠
札

乳
･

等
宝
已

.

-

00

¢

-
.

S
.

ヰ

○

い

1

皇
丁

加
.

(

4
)

a

b

河
0
0

く
e

r

は
､

ジ

ェ

ノ

バ

の

公

証

人

G
i

O

く
p
ロ

已

S
c

ユ
b
P

の

記

鐘

中
の

一

一

五

六

年
六

月

八

日

付

け
の

も

の

(

G
O
-

倉
c

F

m
岩
t

.

P

P

〇
･

∽
･

畠
○

が
､

約
束

手

形
の

第
一

番
目

の

例
と

し

て

示

す

､

も
の
)

を
､

後
代
に

於
て

は

多
く

認

め

ら
れ

る

が
､

一

二

世

紀
に

於

て

ほ

ま

れ
で

あ
っ

た

為
替
契
約
の

一

例
と

し

て

示

す

(

二

七
)

｡

(

1
)

三

裏
書
の

発
生

(

前
注
)

裏
書
の

出
現
と

発
展
に

よ

り
､

同
一

の

手
形
証

券
で

複
数
の

債
務
を

決

済
す

る
こ

と

が

可
能
と

な

り
､

手
形
の

支
払
手
段
的
機
能
が

発
展
し

た
｡

裏
書
は

一

六

世
紀
末
か

ら
一

七

世
紀
初
頭
に

か

け
て

イ

タ
リ

ア
に

於
て

発
生

し
た

と

さ

れ

て

い

る
｡

そ
れ

は
､

商
取
引
界
の

需
要
に

基
づ

き
､

商

(

2
)

慣
習
上

除
々

に

形
成
さ

れ

た
と

さ

れ
､

こ

の

制
度
の

直
接
的
前
身
の

制

度

(

3
)

ほ

明

確
に

確
定
さ

れ

て

ほ
い

な
い

｡

＼

掃
.

i
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伺
+

烏

山

起
源
を

探
求
さ

れ

る

ぺ

き

裏
書
制
度
は

､

第
一

に
､

手
形
上
の

権
利

を

手
形
の

表
面
下

部
又
は

裏
面
へ

記
入
さ

れ

た

単
純
な

指
図
に

ょ
っ

て

譲

渡
し
､

第
二

に
､

手
形
の

譲
受
人

(

被
裏
書
人
)

に

譲
渡
人

{

裏
書
人
)

及
び

す
べ

て

の

以

前
の

裏
書
人

･

振
出
人

に

対

す
る

償
還
請
求
権
を

与
え

る

制
度
で
あ

る
｡

裏
書
は

本
来

､

商
人
達
に

よ
っ

て

自
己
の

手
形
債
権
を

現
金
化
す
る

目

的
で

発
明
さ

れ

た

新
手
段
で

あ

り
､

そ
の

起
源
は

債
務
の

支
払
の

方
法
中

に

求
め

ら
れ

る
ぺ

き
で

あ

る

(

八
四
)

｡

裏
書
の

起
渡
は

､

第
一

に
､

大

市
に

於
い

て

行
わ
れ

た

商
人

間
で

の

相
殺

･

振
替
に

､

第
二

に
､

そ
れ

芯

よ

り

振
出
人

が

為
替
手
形
の

支
払
の

保
証
を

負
担
す

る

や

く

巴

に
､

第
三

㌍
…
相
関
舶
脚

調
川

㍑
絹

㍊
ポ
棚
柁

帥
網
棚
絹
鯛
‥

鵬
醐

㌫

っ

た

(

八
四

-
八
六
)

｡

し

か

し
､

裏
書
は

一

種
の

振
替
で

あ

る
｡

中
世
に

於
て

は
､

銀
行
に

於

け
る

振
替
(

監
t
t

p

d
-

訂
r

ロ

g
)

の

外
に

､

銀
行
外
の

振
替
(

d

賢
P

f

亡

○

ユ

d
-

b

呂
C

O
)

が

存
在
し

た
｡

商
人

達
は

し

ば
し

ば

自

弓
の

債
務
を

､

他
の

者
が

自
己
に

対

し
て

負
担
し

て

い

る

債
務
の

金
額
に

つ

き

支

払
の

指

図

(

p

邑
g
ロ
N

巨
｡

n
)

を

自
己
の

債
権
者
に

与
え
る

こ

と

に

よ
っ

て

支
払
っ

た
｡

こ

の

慣
習
は

現
金
の

移
転
を

不

要
に

す
る

の

で

普
及
し

て

い

た
｡

銀
行
外

の

振

替
は

､

銀
行
に

於
け

る

振
替
と

異
な

り

(

後
述
注
4
)

､

常
に

債

務

者
を

免

責
せ

ず
､

第
三

者
の

支
払
を

債
権
者
に

対

し
て

像
証
し
､

支
払
な

き

易
合
に

債
権
者
に

債
務
者
に

対

す
る

償
還
請
求
権
を

与
え
た

｡

そ

れ

は

過
度
に

利
用
さ

れ
､

時
折

､

債
権
者
は

､

最
終
的
に

支
払
う
者
を

見
出
す

迄
尋
ね

歩
か

さ

れ

た
｡

又
､

債
権
者
ほ

､

自
己
の

債
務
者
と

な
っ

た

者
の

帳
簿
中
で

自
己
の

貸
方
に

支
払
指
図
さ

れ

た

金
額
が

移
さ

れ

て

い

る
か

ど

ぅ
か

を

自
ら

確
か

め
る

こ

と

を

義
務
付
け

ら
れ

る

と
い

う

不

都
合
が

あ
っ

た
｡

そ
こ

で
､

商
人

達
は

､

債
権
の

証
書
自
体
の

上
に

移
転
を

記
入

す
る

こ

と

に

よ

り

済
ま

せ

る

よ

う
に

な
っ

た

(

八

六

-
八

七
)

｡

燃

し
か

し
､

こ

の

革
新
ほ

中
世
に

於
け

る

債
権
譲
渡
及
び

訴
訟
上
の

代

理
を

妨
げ
る

制
約
と

衡
突
し
た

｡

ロ

ー

マ

法
も

中
世
の

各
国
法
も

､

債
権

の

第
三

者
へ

の

譲
渡
を

許
容
し

て

い

な

か

っ

た
｡

し
か

し
､

中
世
の

債
務

証
書

､

債
務
承
認
書
は

､

｢

あ

る

者
又

は

所
持
人
に

支
払
う
+

又
ほ

､

｢

こ

の

証
券
の

所
持
人
に

支
払
う
+

と
い

う

文
句
を

含
み

､

こ

の

証
券
の

所
持

人
に

対

す
る

支
払
は

有
効
と

さ

れ

た
｡

法
律
家
は

そ

の

所
持
人

を

乱

す

n

七

宝

邑
已

i

0

2 .

ロ

(

受
領
代
理

人
)

と

み

な

し
た

｡

中
世
末
に

至
る

迄
に

､

徐
々

に

こ

の

所
持
人

は
､

自
己
の

権
利
に

於
て

訴
訟
を

提
起
し
､

訴
訟
を

遂
行
す

る

能
力
を

持
っ

た

p
r

｡
C

弓
p
t

O

糊
口

岩
m

岩
p

m

と

同
一

視

さ

れ

る

に

至
っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

持
参
人

払
文

句
は

､

し
か

し
､

一

四
､

一

五

世
紀
の

為
替

手
形
の

例
に

あ
っ

て

は
､

見
出
さ

れ

な
い

｡

そ

の

大
多
数
は

｢

あ
る

者
又

ほ

あ
る

会
社
に

支
払
わ

れ

る
+

ぺ

き

も

の

で

あ
っ

た

(

八

七

-
九
〇
)

｡

と
こ

ろ
が

､

一

二
､

二
二

世
紀
の

為
替
契
約
に

関
す
る

公
正

証
書
は

､

し

ば

し
ば

､

｢

資
金
の

供
給
者
又
は

そ

の

正

当
な

代
理

人
に

支
払

わ

れ

る
+

と
い

う
文
句
を

含
ん
で

い

た
｡

こ

の

文

句
が

一

四
､

一

五

世

紀
の

為
替
手

形
中
で

消
滅
す
る

理

由
は

､

.
第

一

に
､

右
の

方

式
は

傑
商
取
引
の

時
代
の

需
要
に

適
合
す
る

も
の

で

あ
っ

た

か

ら
､

､
後
の

時
代
の

状
況
で

は

そ

の

存

在
意
義
を

失
っ

た
こ

と
､

第
二

に
､

こ

の

よ

う
な

文
句
は

為
替

契
約
の

本

質
に

反
し

て

い

た

と
い

う
こ

と

で

あ

る

(

九
一

-
九
四
)
｡

∂或3
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偶

中
世
の

為
替
手
形
は

為
替
実
約
の

履
行
手
段
に

す

ぎ

ず
､

そ

れ

に

あ

っ

て

は
､

資
金
の

供
給
者
と

受
領
者
(

振
出
人
)

が

契
約
当
事
者
で

あ

り
､

受
取
人

と

支
払
人

と

は

履
行
の

代
理

人
に

し
か

す

ぎ

な
か

っ

た
｡

支
払
な

き

場
合
は

､

受
取
人
は

引
受
人
に

対
し
て

ほ

訴
訟
を

提
起
で

き

た
が

､

振

出
人
に

対
し

て

は

全
く

直
接
的
に

償
還
請
求
す
る
こ

と

ほ
で

き
な

か
っ

た
｡

こ

の

権
利
は

資
金

供
給
者
に

属
し

た
｡

そ

し

て

又
､

為
替
手
形
中
の

支
払

の

指
図
は

(

引
受
後
に

も
)

取
消
さ

れ

え

た
｡

所
持
人
の

前
者
に

対

す
る

償
還

請
求
権
と

為
替
手
形
中
の

支
払
の

指
図
の

取
消
さ

れ

え

な
い

こ

と

ほ
､

裏
書
制
度
に

と

り

不

可
欠
な

も
の

だ

か

ら
､

中
世
に

於
て

ほ

為
替
手
形
の

流
通
性
は

発
展
し

え
な
い

も
の

で

あ
っ

た
｡

更
に

､

支
払
人
と

振
出
人
の

間
､

及
び

､

受
取
人
と

資
金
供
給
者
の

間
に

ほ
､

必

然
的
に

一

定
の

取
引

上

の

信
顧
関
係
が

存
在
し
て

い

た

が
､

裏
書
制
度
の

導
入

に

よ

る

第
三

者

の

参
入

は
､

こ

の

信
頼
関
係
を

混
乱
さ
せ

る

も
の

で

あ

り
､

特
に

､

イ

タ

リ

ア

商
人
達
の

反
対
を

生

じ

た

(

九
二

-
九
四
)

｡

し

た
が

っ

て
､

中
世
に

於
て

は
､

為
替
手
形
は

手

形
所
持
人
に

対
し

て

支
払
わ

れ

う
る

も
の

で

も

な

か
っ

た

し
､

裏

革
に

よ

り

譲
渡
さ

れ

う
る

も

の

で

も

な

か
っ

た
｡

仙
一

六

世

紀
の

商
取
引
の

大
中
心
地

で

あ
っ

た

ネ
ー

デ
ル

ラ
ン

ド
の

ブ

リ

ュ

ー

ジ

ュ

､

ア

ン

ベ

ル

ス

の

慣
習
に

ょ

れ

ば
､

債
務
証
書
の

所
持
人
に

は

債
権
者

資
格
が

認
め

ら
れ

て

い

た

(

委
任
状
な

し
に

権
利
行
使
で

き
､

白
己
の

名
に

於
て

訴
訟
を

提
起
で

溝

た
)
｡

こ

の

慣
習

を

公
認
す

る
一

五

三

七

年
三

月
七

日

の

勅
令
は

､

単
に

債
務
証
書

､

債
務
証
券
に

の

み

関
す

る

も
の

で

あ
り

､

こ

れ

ら
の

証
券
は

引
渡
し

だ

け
に

よ

り

流
通
さ

れ

え

た
｡

外
国
に

支
店

､

代
理

人
を

有
さ

な
い

イ

ギ

リ

ス

商
人

､

ハ

ン

ザ

商
人
達
は

｡

の

車
柄
を

為
替
手
形
に

も

及
ぼ

そ

う
と

し

た

が

(

後
述
注
5
)

､

ノ
”

脳

リ

ア

及
び

甫
ド

イ

ツ

の

マ

ー

チ

ャ

ン

ト
･

バ

ン

カ

ー

達
の

反
対

を

受
け

た
｡

ハ

ン

ザ

商
人

､

イ

ギ

リ
ス

商
人
達
は

､

｢

あ
る

者
又
は

所
持
人
に

支
払
う
+

と
い

う
選
択
持
参
人

払
文
句
付
き

の

為
替
手

形
を

利
用
し

て

い

た
｡

ア

ン

ベ

ル

ス

に

於
て

は
､

持
参
人
払
式
証
券
で

は

支
払
な

き

場
合
に

前

者
に

対

し

て

償
還
請
求
し

が

た
い

こ

と
､

及
び

､

一
挺
香
銀
行

､

預
金
銀
行

の

不

存
在
の

た

め
に

､

債
権
の

支
払
方
法
と

し

て
､

支
払
の

指
図
及
び

銀

行
外
の

揖
替
が

普
及
し

て

い

た
｡

ア

ン

ベ

ル

ス

の

慣
習
及
び

一

五

四
一

年

一

〇
月
三

一

日
の

勅
令
は

､

受
取
人
が

承
認
す
れ

ば

為
替
手
形
の

支
払
は

支
払
の

指
図
に

ょ
っ

て

よ
い

と

し

た
｡

そ

れ

に

よ

れ

ば
､

債
権
者
が

有
効

に

支
払
わ
れ

る

迄
､

債
務
者
は

債
務
を

負
い

つ

づ

け

る
｡

こ

の

支
払
指
図

の

効
果
が

裏
書
と
い

う
方

式
に

対

し
て

認
め

ら

れ

る
に

至
っ

て
､

裏
書
制

度
が

成
立
し
た

｡

ネ
ー

デ
ル

ラ

ン

ド
に

於
て

は
､

裏
書
は

一

六
一

〇
-

一

六

四

〇
年
の

間
に

一

般
化
し

た

(

九
四

1
一

〇
〇
)
｡

(

8
)

裏
書
ほ

イ

タ
リ

ア

に

於
て

生

ま
れ

た

の

で

あ

ろ

う
が

､

そ

の

地

で

は

そ

れ

ほ

激
し

く

抵
抗
さ

れ
､

そ
の

普
及
は

遅
れ

た
｡

一

八

せ
紀
に

あ
っ

て

も
､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

､

ナ

ポ

リ
､

ペ

ニ

ス

で

は

裏

書
は

禁
止

さ

れ

て

い

た

(

一

〇
〇
-

一

〇
六
)
｡

㈲

激
賛
手
形
へ

の

裏
書
の

導
入

は
､

受
取
人
が

権
利
を

移
転
で

き
､

前

者
に

対

し
て

償
還
請
求
で

き

る

こ

と
の

承
認
を

意
味
す
る

が
､

そ

れ

は
､

所
持
人
の

た

め
に

資
金
供
給
者
を

犠
牲
に

す
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

一

七
､

一

八
世

紀
の

法

律
家
達
は

､

裏
書
と

為
替
契
約
の

性
質
と

を

調
和
さ

せ

る

仕
事
に

取
り

組
ん
だ

が
､

そ

れ

は
､

為
替
手
形
が

為
替
契
約
と
の

総
て

の

繋
り

を

失
う
と
い

う
形
で

な

さ

れ

た

(

一

一

五

-
一

一

六
)

｡

.

且

叩

.

強
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8

､

帝
一

血
｢

⇒

1

､ 1

為
替
手
形
の

｢

資
金
の

供
給
者
(

勺
P

已
)

か

ら

受
領
せ

る

対

価
に

つ

き

受
取
人

(

P
-

e

コ
①

)

に

支
払
わ
れ

る
+

と
い

う
方
式
は

､

一

六

世
紀
に

は

維
持
さ

れ

た
が

､

〓
ハ

五

〇
年
以

降
し

だ
い

に

消
滅
し
､

つ

い

に

は

全
く

廃
止

さ

れ

る

に

至
り

､

一

八

世
紀
に

は

全
く

認
め

ら

れ
な

い
｡

以

後
ほ

､

為
替
手
形
ほ
｢

勺
P

已

に

又
は

そ

の

指
図
に

し

た
が

っ

て
+

又
は

､

｢

勺
i

e

ヨ
e

に

又

は

そ
の

指
図
に

し

た

が
っ

て
+

支
払
わ

れ

る

と

宣
言
し
た

｡

こ

の

後

者
の

方
式
で

は

資
金
供
給
者
が

全
く

暗
示
さ

れ

な
か

っ

た
｡

裏
書
及
び

指

(

ァ
)

図
文
句
の

使
用
は

､

結
果
的
に

､

為
替
契
約
の

四

当
事
者
関
係
を

覆
い

隠

(

8
)

す
こ

と
に

な
っ

て

し

ま
っ

た
(

一

一

七
)

｡

商
業
証
券
の

流
通
性
は

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

大
陸
の

銀
行
制
度
に

根
本
的
な

変
化
を

惹
き

起
こ

す
に

は

至

ら

な
か

っ

た
｡

裏
書
の

導
入
は

割
引
の

実
務

へ

の

道
を

切
り

開
い

た

が
､

割
引
は

､

教
会
法
上
の

利
息
付
き

貸
付

禁
止

の

教
義
に

よ
っ

て

妨
げ

ら

れ
､

未
だ

成
立

を

見
な
か

っ

た
｡

(

1
)

本

書
の

第
四

章

(

八
三

-
一

一

八

頁
)

に

当
る

｡

(

2
)

裏
書
の

歴
史
に

関

し

て

は
､

∽
▲
旨
P

勺
P

.

P

P

〇
.
納
富

･

前

掲
書
五

一

頁
以

下
､

大

隅
･

前
掲

論
文

｡

(

3
)

S
c

F
p

勺
切

(

P

P

〇
.

肋

-

N
)

は
､

裏
書

成
立

以

前

に

ほ
､

自

ら

手

形
を

取
立
て

よ

う
と

し

な

い

｢

受
取

人
+

ほ
､

自
己
の

受
任

者

を

｢

呈

示

人
+

と

し
て

為

替

手

形

中
に

表

示

し

た
が

､

こ

の

呈

示

人

を

手

形

振

出
後
に

も

指

名
で

き

る

よ

う
に

指
図

文

句
が

案
出
さ

れ
､

こ

の

指
図

文

句
に

し
た

が

っ

た

呈

示

人
の

指
名
が

裏
書
制
度
と

な
っ

た

と
い

う
､

=望
e

ロ
e
l

の

見

解
に

基

本

的
に

賛
成

す

る
｡

そ

し

て
､

証

券
上
へ

の

記
載
に

よ

る

譲
渡
は

､

イ

タ

リ

ア

で

銀
行

取
引

上

用
い

ら
れ

て

い

た

銀
行

支

払

指

図

書
(

加
平
戸

村

甲
ロ

W
e
i

冨
口

巴

に

関

し

て

認

め

ら
れ

て

い

た
､

証
券

表

面

下

部
へ

の

記

載
(

G
-

r

監
且

に

よ

る

譲
渡
に

由
来

し
､

又
､

こ

の

譲
渡
と

指
図
文

句

と
の

結

合
は

､

第
一

に
､

こ

の

銀

行
支

払

指
図

-
G
首
P
t

p

-
の

前

例

か

ら
､

第
二

に
､

手

形

自

体
に

認

め
ら

れ

て

い

た

邑
j

e

の
t

ど

の

方

式
か

ら
､

第
三

に
､

大

抵
の

手

形
に

は

指

図

文

句
が

付
せ

ら

れ

て

い

た

と
い

う
事
実
か

ら

説

明

さ

れ
る

と

す
る

｡

(

4
)

こ

の

銀

行
に

於

け

る

振

替
の

方

法

は
､

商
人

間
で

ほ

慣
行

的
に

普

及

し
て

い

た

が
､

そ

れ

は

終

局

的
な

決
済
を

意

味

し
､

債
権

者
が

支

払

金
を

入

手
す

る

以

前
に

債
務

者
は

免

責
さ

れ
､

債
権

者
に

債
務

者

(

前
者
)

に

対

す

る

償
還

請
求

権
を

全

く

付

与

し

な
か

っ

た
｡

(

5
)

イ
㌢

リ

ア

商
人

達
が

外

国
の

取

引
先

､

支

店
を

通

し
て

取

引
を

行
っ

た

の

に

対
し
て

､

イ
ギ

リ

ス

商
人

達
及

び
ハ

ン

ザ

商
人

達
ほ

未

発

達
の

状
態

に

あ

り
､

ア

ン

ベ

ル

ス

､

ペ

ル

ヘ

ン

･

オ

ブ
･

ゾ

ー

ム

の

大

市
に

自
ら

商

品

を

持
参
し
て

､

そ
こ

で

そ

れ
を

売

却
し

､

商
品

を

購
入

す
る

と
い

う

取

引
を

行
っ

て

い

た
｡

そ
の

た

め
､

現
金

を

持

参
す
る

代
わ

り

に
､

自

己
の

債
権
を

持
参
人

払

式
の

証

券
で

流

通
さ

せ

る

の

が

有
益

で

あ
つ

た
･ ｡

そ
れ

故
に

､

彼
等
ほ
こ

の

方

式
を

為

替

手

形
に

ま

で

及
ぼ

そ

う

と

し

た
が

､

反

対

を

受
け

た
(

九
七
)

｡

彼
等

は

大

市
で

の

取
引

後
直

ち
に

帰

国
せ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

が
､

｢

あ

る

者

又
は

所
持
人
に

支

払
わ

れ

る
+

と
い

う

文

句
を

含
む

為

替
手

形

の

利

用
は

､

そ

の

地
の

同

業

者

又
は

宿
屋
の

主

人
に

取
立

て

を

委
任

す
る

こ

と

を

彼
等
に

可

能
に

し
た

｡

(

6
)

従

来
一

般
的
に

は
､

最
古
の

裏
書

は
一

六

〇

〇

年
二

月
二

五

日

付

け
の

ナ

ポ

リ

揖
出
の

手

形
に

つ

い

て

の

も

の

と

解
さ

れ

て

い

た

β4 ∂
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(

S
c

F

名
田

.

P

P

〇
･

S
･

¢

N

鞄
)

｡

し
か

し
､

句
e

計

身
｡

呂

各
s

教

授
ほ

､

一

五
一

九

年
八

月
六

日

付

け
の

ナ

ポ

リ

振

出
､

フ

ィ

レ

ン

ツ

ェ

宛
て

の

為

替
手

形
上

の

裏

書
の

存

在
を

指
摘

す
る

｡

け

れ

ど

も
､

こ

の

裏
書
は

例

外

物
で

あ

り
､

当

時
､

裏
書

実

務
ほ

未

だ
一

般
し
て

い

な

か
っ

た

と

解
さ

れ

る

(

一

〇

〇

-
一

〇
一

)
｡

(

7
)

指

図

文

句
の

裏

書
へ

の

結
び

付

き
は

､

裏

書
制

度

導
入
の

当

初

か

ら

存

在

し
て

い

た

の

で

は

な
い

｡

(

8
)

一

七

世

紀
の

初
頭
迄
は

､

勺
r

e

ロ

d
i

t

O
r

e

(

イ

タ

リ

ア

語
)

な

る

語
は

､

振

出
人

(

資
金
の

受
領
者
)

を

指
し

た

が
+

こ

の

頃
以

後
に

は
､

受
取

人
を

指
す
に

至
っ

た

(

一

一

七
)

｡

(

1
)

四

手
形
の

割
引

(

前
注
)

割
引
の

制
度
の

導
入

に

ょ

り
､

為
替
手
形
は

近

代
的
信
用
供
与
の

本
質

的
手
段
と

な

る
｡

d
①

知
0
0

く
2

r

は
､

割
引
の

制
度
は

イ

ギ

リ

ス

で

は
一

七

世
紀
末
以

後
､

大
陸
で

は
一

八

世
紀
以

後
に

成
立
し

た

と

す

る
｡

山

割
引

制
度
の

導
入
は

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

大
陸
の

銀
行
(

金

融
)

体
系
の

構
造
的
変
化
を

惹
起
し
た

｡

し

か

し
､

為
替
手
形
の

信
用
供
与

機
能
は

､

割
引
制
度
の

導
入

に

よ
っ

て

は

じ

め

て

生

じ

た

わ

け
で

ほ

な

く
､

そ

れ
ほ

為
替
手
形
の

本
来
的
な

本
質
で

あ
っ

た
｡

今
日

的
意
味
で

の

手
形
割
引
は

文
献
上

､

大
陸
で

ほ
一

七

五

〇

年
以

前

に

は

殆
ん

ど

認
め

ら

れ

な
い

(

｢
日

中
ロ

ま
O
i

-

出
さ

胃
F

の

書
に

ょ

る
)

｡

イ

ギ

リ

ス

で

は

そ
れ

は
一

七

世

紀
末
に

認
め

ら
れ

､

イ
ン

グ

ラ
ン

ド

銀
行
の

主
要
な

利
益
の

源
で

あ
っ

た

(

勺
○

邑
e
t

F

弓
p

甘

の

書
に

よ

る
)

(

一

二
一

ー
一

二

二
)

｡

必

利
息
付
き

貸
付
を

禁
止

す
る

ス

コ

ラ

的

教

義
は

､

一

七

世

紀

以

来

さ

ま

ざ

ま
に

回

避
が

試
み

ら
れ

た
｡

こ

の

教
義
に

ょ

れ

ば
､

禁
止
さ

る
ぺ

き

利
息
は

､

貸
付

契
約
に

伴
っ

て

約
定
さ

れ

る

も
の

で

あ

り
､

こ

の

契
約

(

2
)

に

付
随
す
る

別
の

梅
原

､

即
ち

､

(

F
ヨ
コ

ロ

ヨ
2

m
雫
g
e

n
m

(

積
極
的
損
害
)

(

3
)

及
び

】

弓
口

岩
m
C

e

岩
戸
ロ

ロ

(

得
ぺ

か

り

し

利
益
の

喪
失
)

に

基
づ

く

支
払

請
求
に

於
て

は
､

利
息
は

成
立

し
な

い

と

み

な

さ
れ

て

い

た
｡

こ

の

二

つ

の

梅
原

､

と

り
わ

け

後
者
の

展
開
ほ

､

こ

の

教
義
の

本
体
自
体
を

危
う
く

す
る

も
の

で

あ
っ

た

(

一

二

二

-
一

二

三
)
｡

各
国
の

法
及
び

慣
習
に

よ

る

基
準
的
利
息
の

規
定
に

よ
る

合
法
化
も

図

ら

れ

た
｡

神
学
者
達
は

高
利
を

非
難
し
た

が
､

法
に

基
づ

く

適
正

な

率
の

利
息
は

認
容
し
て

い

た

よ

う
に

思
わ
れ

る
｡

一

六

世
紀
以

来
､

大
部
分
の

神
学
者
連
は

､

商
人
達
が

自
己
の

資
本
を

移
動
さ

せ
て

利
得
を

生
み

出
す

こ

と
､

及
び

､

彼
等
が

他
人
に

貸
付
を

す
る

こ

と
に

ょ

り
､

別
の

投
資
を

な

す
こ

と
に

ょ
っ

て

利
得
す

る

療
会
を

失
な

う
と
い

う
一

定
の

損
害
を

蒙

る
こ

と

を

認
め
て

い

た
｡

即
ち

､

-

喜
岩
m

n

望
∽

p

ロ
の

の

観
念
を

認
め
て

い

る

(

一

二

四

1
一

二

五
)

｡

イ

タ

リ
ア

で

ほ
､

一

八

世
紀
末
迄

､

原
則
的
に

利
息
付
き

貸
付
は

禁
止

さ

れ

て

い

た
が

､

商
人

達
は

無
償
の

贈
与
な

ど
の

形
に

ょ
っ

て

利
息
の

徴

収
を

隠
し
て

い

た
｡

フ

ラ
ン

ス

で

も
､

そ

れ

は
､

フ

ラ

ン

ス

革
命
以

前
に

は

公

式
に

は

禁
止
さ

れ

て

い

た

が
､

一

八

世
紀
に

は

そ
の

法
の

適
用
ほ

厳

希
で

は

な

か
っ

た

(

一

二

五

-
一

二

七
)

｡

ナ
ポ
レ

オ

ン

法

典
(

一

八

〇
四

年
)

が

利
息
付
き

貸
付
を

立
法
上

承
認

し
た

後
で

は
､

こ

の

よ

う
な

争
い

は

消
滅
し
て

し

ま
っ

た
｡

教
会
は

､

合
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点
円

り

烏

法
的
な

利
息
を

認
め

る

と
い

う
立
場
を

取
を

こ

と
に

よ

り
､

旧

来
的
な
ス

コ

ラ

的
教
義
と
こ

の

民

法
規
定
と
の

調
和
を

図
っ

た

(

二
一

四
)

｡

割
引
の

実
務
は

､

こ

の

よ

う
な

利
息
付
き

貸
付

禁
止

の

教
義
が

一

定
の

影
響
力
を

有
し
て

い

た
カ

ト

リ
ッ

ク

の

諸

国
で

ほ
､

確
立
さ

れ
が

た

か

っ

た
｡

㈲

大
陸
に

於
て

は
､

中
世
の

金

融
の

地
に

は
､

前
述
の

よ

う
に

二

種
の

銀
行
家
が

存
し
て

い

た
｡

第
一

に

は
､

預
金
及
び

振
替
を

引
受
け

､

貸
付

せ

な

し
､

商
取
引
に

投
資
を

し

た
､

早
く
か

ら

銀
行

業
者
と

な
っ

た

両

替

商
で

あ

り
､

第
二

に

は
､

為
替
取
引
と

国
際
的
商
取
引
に

従

事
し

た
マ

ー

チ

ャ

ン

ト
･

バ

ン

カ

ー

で

あ
っ

た

(

一

三

四

-
一

三

五
)

｡

そ
の

経

営

的

基
盤
の

脆
弱
性
に

基
づ

い

て

発
生

し

た

多
数
の

両
替
商
の

破

産
は

､

銀
行

に

対

す
る

公

衆
の

借
用
喪
失
を

生

じ
た

の

で
､

公

権
力
が

介
入
し

て
､

そ

の

活
動
に

制
約
を

加
え

た
｡

こ

の

私
的
銀
行
の

不

都
合
に

基
づ

き
､

公

的

(

4
)

銀
行
が

創
設
さ

れ

た

(

一

五

五

〇
I

一

六

五

〇

年
の

問
に

展

開
さ

れ

た
)

｡

公

的
銀
行
ほ

絶
て

振
替
銀
行
及
び

預
金
銀
行
で

あ
っ

た
｡

こ

の

公
的
銀

行

は
､

割
引
に

も
､

又

為
替
手
形
取
引
に

も

徒
事
し
て

い

な
か

っ

た
｡

為
替

手
形
取
引
は

依
然
と

し

て

マ

ー

チ

ャ

ン

ト
･

バ

ン

カ

ー

に

委
ね

ら

れ

て

い

た
｡

一

八

世
紀
に

於
て

ほ
､

一

般
的
に

銀
行
家
と

呼
ば
れ

た

為
替
商
と

公

(

古
)

的
銀

行
と
が

存
在
し

て

い

た

(

一

三

五

1

二
二

九
)

｡

仙

イ

ギ
リ

ス

で

ほ

事
情
を

異
に

し

た
｡

一

七

世
紀
初
頭
以

来
､

白
己
の

情
動
を

貴
金
属
の

取
引
に

迄

拡
大
し
､

次
い

で

銀
行
業
(

預
金
の

引
受
な

ど
)

に

拡
大
し

た
､

ロ

ン

ド

ン

の

金

匠
(

O
r

誌
く

岩
)

達
は

､

内

国

為

替

手
形
の

割
引
を

行
な

う
に

至
っ

た
｡

イ

ギ

リ
ス

の

法
は

利
息
付
き

貸
付
を

(

8
)

公
認
し
て

い

た

か

ら
､

そ
れ

に

ほ

障
害
が

な
か

っ

た
｡

一

六

九
四

年
設
立

の

イ
ン

グ

ラ

ン

ド

銀
行
は

商
業
証
券
の

割
引
及
び

国

庫
証
券
の

割
引
を

主

要
な

利
得
漁
の

一

つ

と

し

た
｡

こ

の

イ
ン

グ

ラ

ン

ド

銀
行
は

発
券
銀

行
で

も

あ

り
､

当
時
の

大
陸
の

国
立

銀
行
よ

り

も

優
れ
た

も
の

と

看
徹
さ

れ
て

い

た

(

一

三

九

-
一

四

〇
)

｡

㈲

大
陸
で

は
､

こ

の

イ
ン

グ

ラ
ン

ド

銀
行
に

倣
っ

て
､

発
券
及
び

割
引

に

従
事
す
る

国
立

銀
行
の

創
設
が

要
求
さ

れ
､

フ

ラ

ン

ス

で

は
一

七

七

六

年
に

C

2 .

笠
e

巧
E

岩
O

m
p
t

e

(

割
引
銀
行
)

が

創

設
さ

れ

た
｡

ス

ペ

イ

ン

で

ほ
一

七

八
二

年
に

∽

巴

已
･

C

訂
ユ
e
四

国
立
銀
行
が

創
設
さ

れ

た
｡

こ

れ

ら
に

続
い

て
､

割
引
及
び

発
券
に

依
拠
す
る

イ
ン

グ

ラ

ン

ド

銀
行
的
体

系
ほ

大
陸
で

地

歩
を

占
め
た

｡

フ

ラ

ン

ス

革
命
後
の

フ

ラ
ン

ス

銀
行
の

創

儲
及
び

他
国
に

放
け
る

発
券
卓
行
の

創

設
は

､

振
替
及
び

預
金
引
受
に

従

事
し

た

古
い

公
的
銀
行
を

消
滅
さ

せ

る

に

至
っ

た
｡

割
引
及

び

再
割
引
が

商
的
銀
行
の

主

要
な

機
能
と

な
っ

て

以

来
､

そ

れ

ら
の

存
在
意
義
は

消
滅

し

て

し

ま
っ

た
の

で

あ
る

(

一

四

〇
-

一

四
一

)

｡

為
替
手
形
の

流
通
証
券
へ

の

変
身

､

そ

し

て

更
に

､

割
引
可
能
な

証
券

へ

の

変
身
は

､

ヨ

ー

ロ

ブ

パ

の

銀
行
体
系
の

構
造
自
体
の

深
層
的
な

変
化

に

到
達
し

た

(

一

四
一

)
｡

(

1
)

本

書
の

第
五

革
(

一

一

九

-
一

四

二

頁
)

に

当

る
｡

(

2
)

こ

れ
に

基
づ

き
､

債
務

者
の

履
行

遅

滞
に

よ

る

損

害
に

対

す
る

賠

償
請
求

権
が

債

権
者
に

与

え

ら
れ

え

た

(

一

二

二
)

｡

(

3
)

こ

れ

は

債
権

者
に

単
に

支

払
を

受
け

ら

れ

な
か

っ

た

と

い

う
だ

け
で

(

即

ち
､

積

極
的

損

害
が

発
生

し

な

く

て

も
)
､

損
害

賠

償
の

請
求

権
を

与
え

う

る
｡

こ

の

観

念
は

神

学
者

達
の

ス

コ

ラ

的

教

義
を

危
う

く

す
る

性

格

を

持
つ

｡

な

ぜ

な

ら
､

そ

れ

ほ
､

債
権

者
の

競
合
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的

投

資
に

よ
っ

て

得
ら

れ

た
で

あ

ろ

う

利

潤
に

基
づ

い

て

利

息
を

正

当
化

す

る
､

○
勺

勺

○

ユ
G

2.t
y

C

O

賢

(

機
会

費
用
)

と

い

う
近

代

的

観

念
に

伯

な

ら

な
い

か

ら

で

あ

る

(

一

二

三
)
｡

(

4
)

有
名

な

も
の

は
､

ア

ム

ス

テ

ル

ダ

ム

両

替

銀

行

(

一

六

〇
九

年
)

と
､

ベ

ニ

ス

の

G
-

岩
(

振

替
)

銀

行

(

〓
ハ

一

九

年
)

で

あ

る
｡

(

5
)

今
日

の

発

券

銀
行

と

は

同
一

で

は

な

か
っ

た

(

二
二

九
)

｡

(

6
)

イ

ギ

リ

ス

で

の

割

引
の

許
容
と

大

陸
で

の

そ

の

排
除

は
､

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

と
カ

ト

リ

ッ

ク

の

教
義

上
の

相

違
だ

け

に

帰
せ

ら

れ

な

い
｡

そ

れ

ほ

又
､

イ

ギ

ヮ

ス

の

政

府

も

公

衆
も

為

替
取

引

に

対

し
て

不

信

を

抱
い

て

い

た
こ

と

(

五
一

以

下
)
､

及
び

､

ロ

ン

ド

ン

は

二

流
の

商
業
地
で

あ
っ

た

か

ら
､

大

陸
の

慣
行
と

の
一

致
の

要
請
は

弱

か

っ

た

と
い

う
こ

と

に

も

基
づ

く

(

一

四
六
)

｡

(

一

橋
大

学

専
任

講

師
)

∂4 8

r

ぉ

抑
l

さ




