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論壇
１

民
法（
債
権
法
）全
面
改
正
へ
の
動
き

平
成
２１
年
８
月
２３
日
付
朝
日
新
聞

の
１
面
に
「
債
権
法
、
初
の
全
面
改

正
へ
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま

し
た
。

「
債
権
法
」
と
は
、「
民
法
」
の
債

権
に
関
す
る
規
定
の
こ
と
で
、「
契

約
」
に
か
か
わ
る
ル
ー
ル
を
定
め
て

い
る
部
分
で
す
。
こ
の
「
債
権
法
」

の
全
面
改
正
は
、
１
８
９
６
（
明
治

２９
）
年
の
民
法
制
定
以
来
初
め
て
の

こ
と
で
あ
り
、「
１
世
紀
以
上
前
の
経

済
活
動
を
前
提
に
し
た
ル
ー
ル
を
総

点
検
」（
同
記
事
）
す
る
も
の
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

平
成
２１
年
３
月
末
日
、
内
田
貴
東

京
大
学
教
授
・
法
務
省
民
事
局
参
与

ら
を
発
起
人
と
し
、
鎌
田
薫
早
稲
田

大
学
教
授
を
委
員
長
と
す
る
民
法

（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
が
、

「
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
（
改
正

試
案
）」
を
取
り
ま
と
め
、
こ
れ
を

発
表
し
ま
し
た
。
９
月
に
は
、
法
務

省
が
債
権
法
の
改
正
を
法
制
審
議
会

に
諮
問
す
る
方
針
を
固
め
た
と
の
こ

と
で
す
。今
後
は
こ
の
「
改
正
試
案
」

を
叩
き
台
と
し
て
、
法
制
審
議
会
で

の
審
議
が
開
始
さ
れ
ま
す
が
、
法
務

省
は
答
申
を
得
て
、
早
け
れ
ば
平
成

２４
年
の
通
常
国
会
へ
の
改
正
案
提
出

を
め
ざ
す
と
い
う
こ
と
で
す
（
前
掲

記
事
）。

２

債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償

〜「
過
失
責
任
主
義
」か
ら
の
脱
却

今
回
改
正
が
検
討
さ
れ
て
い
る
事

項
は
、
極
め
て
多
岐
に
わ
た
り
ま
す

が
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠

償
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
過
失

責
任
主
義
」
か
ら
の
脱
却
と
い
う
こ

と
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点

が
、
税
理
士
と
そ
の
依
頼
者
と
の
法

律
関
係
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
得
る
か
に
つ
い
て
、
改
正
試
案

の
「
提
案
」
お
よ
び
「
提
案
要
旨
」

を
紹
介
し
な
が
ら
、
検
討
を
加
え
て

い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

３

現
行
法
上
の
要
件

〜
「
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」

税
理
士
が
、
そ
の
依
頼
者
か
ら
損

害
賠
償
請
求
を
受
け
る
際
に
は
、
通

常
、「
債
務
不
履
行
」
に
基
づ
く
損
害

賠
償
請
求
と
い
う
法
的
主
張
が
な
さ

れ
ま
す
。
債
務
不
履
行
と
は
、
債
務

者
が
「
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履

行
」を
し
な
い
こ
と
を
い
い
ま
す
（
民

法
第
４
１
５
条
参
照
）。

現
行
法
上
、
債
務
不
履
行
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
た

め
の
要
件
は
、
�
債
務
不
履
行
の
事

実
が
あ
る
こ
と
、
�
債
務
者
に
「
責

め
に
帰
す
べ
き
事
由
」（
帰
責
事
由
）

が
あ
る
こ
と
、
�
債
務
不
履
行
と
因

果
関
係
の
あ
る
損
害
が
発
生
し
て
い

る
こ
と
（
損
害
の
発
生
・
因
果
関

係
）
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

�
と
�
が
客
観
的
要
件
、
�
が
主
観

的
要
件
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
伝
統
的
な
通
説
は
、
�

の
「
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」（
帰
責

事
由
）
の
意
味
を
、「
故
意
・
過
失
ま

た
は
信
義
則
上
こ
れ
と
同
視
す
べ
き

事
由
」
と
解
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

点
、「
故
意
・
過
失
」
と
は
、
債
務
者

自
身
の
故
意
・
過
失
で
あ
り
、「
信
義

則
上
こ
れ
と
同
視
す
べ
き
事
由
」
と

は
、例
え
ば
「
履
行
補
助
者
の
過
失
」

な
ど
を
い
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
税
理
士
と
依
頼
者
と
の
関
係
に

つ
い
て
み
れ
ば
、
依
頼
者
と
契
約
関

係
に
あ
る
「
債
務
者
」
で
あ
る
税
理

士
自
身
の
「
故
意
・
過
失
」に
加
え
、

「
履
行
補
助
者
」
で
あ
る
職
員
の
過

失
な
ど
が
、
債
務
者
で
あ
る
税
理
士

の
「
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
に
あ

た
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

４

改
正
試
案（
提
案
）の
要
件
〜「
債
務

者
が
引
受
け
て
い
な
か
っ
た
事
由
」

改
正
試
案
（
提
案
）
で
は
、
債
務

不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
の

免
責
事
由
な
い
し
障
害
要
件
に
つ
い

て
、「
契
約
に
お
い
て
債
務
者
が
引
き

受
け
て
い
な
か
っ
た
事
由
に
よ
り
債

務
不
履
行
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
債

務
者
は
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る

損
害
賠
償
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ

な
い
。」
と
し
て
お
り
、「
責
め
に
帰

す
べ
き
事
由
」
と
い
う
表
現
を
使
っ

て
い
ま
せ
ん
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
り

ま
す
。
以
下
同
。）。

こ
の
点
に
つ
い
て
、改
正
試
案
（
提

案
）
の
「
提
案
要
旨
」
は
、「
本
提
案

は
、
契
約
上
の
債
務
の
不
履
行
を
理

由
と
す
る
損
害
賠
償
責
任
の
障
害
要

件
を
定
め
た
も
の
」
で
あ
る
と
こ

ろ
、「
本
提
案
が
、『
責
め
に
帰
す
べ
き

事
由
』
と
い
う
表
現
を
避
け
た
の

は
、
・
・
・
帰
責
原
理
面
で
『
過
失

責
任
の
原
則
』
を
と
ら
な
い
こ
と
を

示
す
た
め
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い

ま
す
。

５

過
失
責
任
主
義
か
ら
契
約
責
任
主
義
へ

「
提
案
要
旨
」
は
、
本
提
案
の
趣

旨
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
ま
す
。

「
債
務
者
は
、
契
約
に
よ
り
、
債

権
者
に
対
し
債
務
を
負
担
し
て
い
る

（
契
約
の
拘
束
力
）。こ
こ
で
、
債
務

者
が
契
約
に
基
づ
い
て
負
担
し
た
債

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
と
き
（
債
務

不
履
行
）、債
務
者
は
債
権
者
に
対
し

て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
（
債
務
不

履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
）。も

っ
と
も
、
債
務
不
履
行
を
も
た
ら
し

た
事
態
（
不
履
行
原
因
）
が
契
約
に

お
い
て
想
定
さ
れ
ず
、
か
つ
、
想
定

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
か
っ
た
と

き
に
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害

を
債
務
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
、

契
約
の
拘
束
力
か
ら
正
当
化
で
き
な

い
。」「

本
提
案
で
示
し
た
考
え
方
は
、

債
務
者
が
契
約
に
よ
り
い
か
な
る
債

務
を
負
担
し
た
の
か
を
確
定
し
た
上

で
、
次
に
、
ど
の
よ
う
な
事
態
に
つ

い
て
債
務
者
が
損
失
の
負
担
を
し
な

い
で
よ
い
の
か
を
契
約
内
容
に
即
し

て
判
断
し
、
債
務
者
の
「
責
め
に
帰

す
べ
き
事
由
」
の
有
無
を
評
価
し
よ

う
と
し
て
い
る
従
前
の
実
務
の
処
理

方
法
を
明
確
に
す
る
こ
と
こ
そ
あ

れ
、
こ
れ
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

い
。」前

記
「
提
案
要
旨
」
も
述
べ
る
と

お
り
、
過
失
責
任
主
義
か
ら
の
脱
却

と
い
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
、
債
務

者
に
何
ら
の
非
が
な
く
て
も
債
務
不

履
行
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。前

記
「
提
案
要
旨
」
を
、
税
理
士

と
依
頼
者
と
の
関
係
に
あ
て
は
め
て

み
る
と
、
税
理
士
が
そ
の
依
頼
者
に

対
し
、
ど
こ
ま
で
の
行
為
を
す
べ
き

で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
税
理

士
と
そ
の
依
頼
者
と
の
契
約
に
よ
っ

て
決
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
債
務
不
履
行

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で

す
。
で
す
が
、
そ
れ
は
、
契
約
で
定

ま
っ
た
義
務
に
違
反
し
て
い
る
と
い

う
意
味
で
、
客
観
化
さ
れ
た
過
失
そ

の
も
の
と
い
え
ま
す
か
ら
、
裁
判
実

務
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
改
め
て

主
観
的
要
件
で
あ
る
「
責
め
に
帰
す

べ
き
事
由
」（
帰
責
事
由
）、す
な
わ

ち
、
債
務
者
に
「
故
意
・
過
失
ま
た

は
信
義
則
上
こ
れ
と
同
視
す
べ
き
事

由
」
が
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と

は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
実
際
の
裁
判
実
務
で

は
、「
過
失
」
が
な
い
か
ら
債
務
者
が

免
責
さ
れ
る
と
い
う
事
例
は
殆
ど
存

在
せ
ず
、
仮
に
免
責
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
可
抗
力

に
近
い
場
面
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
債
務
者
の

「
過
失
」
の
有
無
は
、
債
務
者
の
債

務
不
履
行
責
任
の
成
否
の
要
件
と
し

て
、
実
際
に
は
機
能
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
従
来
の
「
過
失
責

任
主
義
」
に
代
わ
り
、「
契
約
責
任
主

義
」
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
、
内
田

貴
法
務
省
民
事
局
参
与
は
、「
ま
さ
に

実
務
に
適
合
す
る
規
定
に
し
た
い
と

い
う
の
が
主
た
る
目
的
と
申
し
上
げ

て
い
い
と
思
い
ま
す
。」「
端
的
に
、

契
約
で
定
め
た
義
務
を
履
行
し
な
け

れ
ば
債
務
不
履
行
責
任
を
負
う
が
、

も
と
も
と
契
約
で
引
受
け
て
い
な
か

っ
た
よ
う
な
事
由
で
債
務
不
履
行
が

生
じ
た
場
合
、
つ
ま
り
予
想
し
な
か

っ
た
よ
う
な
事
態
が
起
き
た
場
合
に

は
免
責
さ
れ
る
と
い
う
、
極
め
て
常

識
的
な
ル
ー
ル
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
書

い
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
提
案

し
て
い
る
わ
け
で
す
。」（「
内
田
貴
法

務
省
民
事
局
参
与
が
語
る
民
法
（
債

権
法
）
改
正
の
考
え
方
と
実
務
へ
の

影
響
（
前
）」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
２
０

０
９
年
７
月
号
）
と
語
っ
て
い
ま

す
。

６

税
理
士
業
務
に
与
え
る
影
響

筆
者
は
、
前
記
の
「
提
案
理
由
」

及
び
内
田
参
与
の
意
見
は
、
実
際
の

税
賠
事
件
に
お
け
る
現
在
の
訴
訟
実

務
に
も
沿
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
税
理
士
が
そ
の
依
頼

者
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
べ
き
か
、
言
い
換
え
れ

ば
、
ど
こ
ま
で
や
ら
な
け
れ
ば
債
務

不
履
行
と
判
断
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
依
頼
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
っ
た
問

題
は
、
一
律
に
定
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
当
事
者
で
あ
る
個
々
の
税
理
士

と
そ
の
依
頼
者
と
の
間
の
、
個
別
具

体
的
な
契
約
内
容
に
よ
っ
て
、
結
論

が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
問
題
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
消
費
税
に

関
し
、
課
税
事
業
者
を
選
択
す
べ
き

旨
の
助
言
を
す
る
義
務
が
あ
っ
た
か

否
か
と
い
っ
た
事
案
で
あ
っ
て
も
、

当
該
税
理
士
が
当
該
依
頼
者
と
締
結

し
て
い
た
具
体
的
な
契
約
内
容
に
よ

っ
て
、
そ
の
結
論
は
異
な
る
の
で

す
。こ

の
よ
う
に
、
対
依
頼
者
と
の
間

で
締
結
さ
れ
た
契
約
内
容
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点

は
、
実
務
上
、
税
理
士
の
責
任
の
有

無
を
画
す
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な

事
項
で
す
。
本
改
正
は
、
こ
の
よ
う

な
裁
判
実
務
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

と
評
価
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
税
理
士
と
し
て

は
、
依
頼
者
か
ら
業
務
を
受
任
す
る

に
あ
た
り
、
で
き
る
だ
け
明
瞭
な
契

約
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

で
し
ょ
う
。
難
し
く
考
え
す
ぎ
る
こ

と
は
な
く
、
税
理
士
と
依
頼
者
が
そ

れ
ぞ
れ
の
責
任
で
ど
こ
ま
で
や
る
か

と
い
う
役
割
分
担
の
発
想
で
考
え
る

と
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
前

記
「
提
案
理
由
」
に
い
う
「
契
約
に

よ
り
い
か
な
る
債
務
を
負
担
し
た
の

か
」
を
明
瞭
に
す
る
、
ひ
と
つ
の
強

力
な
手
段
と
な
る
と
考
え
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
本
改
正
で
は
、
消
滅

時
効
に
つ
い
て
、
そ
の
起
算
点
と
時

効
期
間
に
関
す
る
改
正
、
合
意
に
よ

る
時
効
期
間
の
設
定
等
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
税
理
士
と
そ
の
依
頼
者

の
法
律
関
係
に
影
響
を
与
え
る
も
の

と
し
て
、
大
い
に
注
目
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
す
。

〜
民
法
（
債
権
法
）
改
正
が

税
理
士
業
務
に
与
え
る
影
響
〜
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