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  こ の 利 益 相 反 管 理 ⽅ 針 （以 下 「本 ⽅ 針」 と い い ま す。） は、 資 ⾦ 決 済 に 関 す る 法 律 第 63 
条 の 10 お よ び 暗 号 資 産 交 換 業 者 に 関 す る 内 閣 府 令 第 23 条 第 2 項 第 3 号 の 規 定 に 従 い、 当 社 に 
お け る 利 益 相 反 の 管 理 に 関 す る 措 置 等 に つ い て 定 め た も の で す。  
  当 社 は、 法 令 等 お よ び 本 ⽅ 針 に 従 い、 お 客 様 の 利 益 を 不 当 に 害 す る こ と の な い よ う 適 正 に 
業 務 を ⾏ い ま す。   
  
１ ． 利 益 相 反 取 引 管 理 の 対 象 と な る 取 引   
  
  利 益 相 反 と は、 当 ⾏ と お 客 さ ま の 間、 ま た は、 当 ⾏ の お 客 さ ま 相 互 の 間 の 取 引 に 関 し て お 
客 様 の 利 益 が 相 反 す る 状 況 を い い、 具 体 的 に 以 下 の 状 況 が ⽣ じ る お そ れ が あ る 取 引 を、 利 益 
相 反 管 理 の 対 象 と な る 取 引 （以 下、 「対 象 取 引」 と い い ま す。） と し て 管 理 い た し ま す。   
  

1) お 客 さ ま の 不 利 益 の も と、 当 社 ま た は 当 社 の 他 の お 客 さ ま が 利 益 を 得 る 状 況   
2) 1) の 状 況 が お 客 さ ま と の 間 の 契 約 上 ま た は 信 義 則 上 の 地 位 に 基 づ く 義 務 に 違 反 す る 
状 況   

  
  個 別 具 体 的 な 事 情 に 応 じ て 対 象 取 引 に 該 当 す る か 否 か が 決 ま り ま す が、 例 と し て 次 の よ う 
な 取 引 に つ い て は、 対 象 取 引 に 該 当 す る 可 能 性 が あ り ま す。   
  

  
  
２ ． 利 益 相 反 管 理 体 制   
  

1) 利 益 相 反 管 理 担 当 部 署   
a) 適 正 な 利 益 相 反 管 理 の 遂 ⾏ の た め、 利 益 相 反 管 理 責 任 者 と 利 益 相 反 管 理 統 括 
部 署 を 置 き、 利 益 相 反 管 理 の た め の 情 報 を 集 約 す る と と も に、 対 象 取 引 の 特 
定 お よ び 管 理 を ⼀ 元 的 に ⾏ い ま す   

b) 当 社 の 統 制 本 部 を、 利 益 相 反 管 理 統 括 部 署 と し、 統 制 本 部 ⻑ を 利 益 相 反 取 引 
管 理 責 任 者 と し ま す。 利 益 相 反 担 当 部 署 は、 営 業 担 当 部 ⾨ 等 の 他 部 ⾨ か ら 独 
⽴ し、 本 ⽅ 針 に 従 い 当 該 他 部 ⾨ を 監 督 し ま す。   

c) 利 益 相 反 管 理 統 括 部 署 は、 当 社 の 役 職 員 に 対 し、 本 ⽅ 針 に 関 す る 研 修 を 実 施 
す る な ど し、 周 知 徹 底 す る こ と と し ま す。   

  
2) 対 象 取 引 の 管 理 ⽅ 法   

  （１） 当 社 と お 客 様   （２） 当 社 の お 客 様 と 他 の お 客 様   

利 害 対 ⽴ 型 
  

当 社 と お 客 様 の 利 害 が 対 ⽴ す る 取 引   当 社 の お 客 様 と 他 の お 客 様 と の 利 害 
が 対 ⽴ す る 取 引   

競 合 取 引 型   当 社 と お 客 様 が 同 ⼀ の 対 象 に 対 し て 
競 合 す る 取 引   

当 社 の お 客 様 と 他 の お 客 様 と が 競 合 
す る 取 引   



  対 象 取 引 の 管 理 ⽅ 法 と し て、 以 下 に 掲 げ る ⽅ 法 そ の 他 の 措 置 を 適 宜 選 択 し、 あ る 
い は 組 み 合 わ せ て 講 じ る こ と に よ り、 お 客 さ ま の 利 益 を 不 当 に 害 す る こ と の な い よ 
う 管 理 を ⾏ い ま す。 ま た、 こ れ ら の 管 理 を 適 切 に ⾏ う た め、 研 修・ 教 育 を 実 施 し、 
役 職 員 に 周 知・ 徹 底 い た し ま す。   

a) 部 ⾨ 間 に お け る 情 報 の 遮 断   
b) 取 引 条 件 や 取 引 ⽅ 法 の 変 更   
c) 取 引 の 中 ⽌   
d) お 客 様 へ の 情 報 の 開 ⽰   
e) お 客 様 か ら の 同 意 の 取 得   

  
3) 利 益 相 反 取 引 に 該 当 す る 取 引 の 特 定 の た め の 体 制   
  利 益 相 反 管 理 統 括 部 署 は、 各 部 ⾨・ 担 当 者 等 か ら、 利 益 相 反 取 引 の 適 正 な 管 理 の 
た め に 必 要 な 情 報 を ⼊ ⼿ し ま す。   
  利 益 相 反 管 理 統 括 部 署 は、 対 象 取 引 へ の 該 当 性 を 判 断 し、 該 当 す る 場 合 に は、 下 
記   4) の と お り、 対 処 ⽅ 法 を 選 定 し、 対 象 と な る 取 引 を ⾏ う 担 当 部 ⾨ を し て そ の 対 処 
⽅ 法 を 実 施 さ せ ま す。   

  
4) 対 象 取 引 の 管 理   
当 社 は、 対 象 取 引 を 特 定 し た 場 合、 そ の 取 引 の 特 性 に 応 じ、 次 に 掲 げ る ⽅ 法 ま た は 
そ の 他 の ⽅ 法 を 選 択 ま た は 組 み 合 わ せ る こ と に よ り、 当 該 お 客 様 の 保 護 を 適 正 に 確 
保 い た し ま す。   

● 対 象 と な る 取 引 を ⾏ う 部 ⾨ と 当 該 お 客 様 と の 取 引 を ⾏ う 部 ⾨ を 分 離 す る ⽅ 法   
● 対 象 と な る 取 引 ま た は 当 該 お 客 様 と の 取 引 の 条 件 ま た は ⽅ 法 を 変 更 す る ⽅ 法   
● 対 象 と な る 取 引 ま た は 当 該 お 客 様 と の 取 引 を 中 ⽌ す る ⽅ 法   
● 情 報 を 共 有 す る 者 の 取 引 に つ い て、 当 社 の 独 ⽴ し た 部 署 等 に お い て 適 切 に 監 
視 す る ⽅ 法   

  
  当 社 の 役 職 員 は、 こ の 利 益 相 反 管 理 ⽅ 針 を 遵 守 し、 適 正 に 業 務 を 遂 ⾏ す る と と も に お 客 さ 
ま の 利 益 を 不 当 に 害 す る こ と の な い よ う ⾏ 動 す る も の と し ま す。  
  

以 上   


