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特集
債権管理で決まる⁉
会社の浮沈

は
じ
め
に

　

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会

が
、
平
成
二
一
年
三
月
末
に
取
り
ま
と

め
た
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
（
検
討

委
員
会
試
案
）（
以
下
「
改
正
試
案
」。

注
１
）
を
発
表
し
ま
し
た
。

　

か
か
る
改
正
試
案
に
従
っ
て
現
行
の

民
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
、債
権
回
収
、

そ
の
中
で
も
主
に
金
銭
債
権
に
絞
り
、

そ
の
回
収
の
実
務
が
受
け
る
影
響
を
概

観
し
て
い
く
の
が
、本
稿
の
目
的
で
す
。

1　

債
権
者
代
位
権

　
　
（
民
法
423
条
）

（
１
）
債
権
者
代
位
権
と
は

　

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
が
「
債
権
者
代

位
権
」
で
す
。

　

民
法
と
比
較
し
た
改
正
試
案
に
お
け

る
債
権
者
代
位
権
の
特
色
は
、
責
任
財

産
保
全
の
た
め
の
制
度
と
い
う
、
も
と

も
と
の
債
権
者
代
位
制
度
の
制
度
目
的

を
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
で
き
ま
す
。

　

以
下
、
改
正
試
案
に
つ
い
て
事
例
を

設
け
、
解
説
し
て
い
き
ま
す
。
現
実
的

で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
く

ま
で
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
も
の

な
の
で
、
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

こ
と
を
理
由
と
し
て
拒
絶
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

　

債
権
回
収
の
観
点
か
ら
は
、
債
権
者

は
債
務
者
に
対
す
る
通
知
を
行
う
手
間

が
増
え
た
こ
と
、
債
権
者
代
位
権
を
行

使
す
る
場
合
、
債
務
者
に
対
す
る
通
知

を
忘
れ
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
債
務
者
へ
の
通
知
を
し
な
い

場
合
は
、
後
日
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に

備
え
、
緊
急
性
が
あ
る
場
合
そ
の
他
通

知
し
な
い
点
に
つ
い
て
の
証
拠
を
準
備

し
て
お
く
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
も
あ

り
ま
す
。

（
３
）
債
務
者
に
対
す
る
債
権
の
履
行
期

　

債
権
者
の
債
務
者
に
対
す
る
債
権（
被

保
全
権
利
）
の
履
行
期
が
到
来
し
て
い

な
い
場
合
、
民
法
下
で
は
、
被
保
全
権

利
の
期
限
が
未
到
来
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、
保
存
行
為
で
あ
れ
ば
、
裁
判
上
で

な
く
て
も
債
権
者
代
位
権
を
行
使
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
保
存
行

為
で
な
い
場
合
は
、
裁
判
上
に
お
い
て

債
権
者
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。

　

し
か
し
、
改
正
試
案
（
３
・
１
・
２

・
07
）
は
、
裁
判
上
の
代
位
の
制
度
を

廃
止
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

改
正
試
案
を
前
提
と
す
る
と
、
被
保

全
権
利
の
履
行
期
が
到
来
し
て
い
な
い

場
合
、
保
存
行
為
で
あ
れ
ば
債
権
者
代

位
権
を
行
使
で
き
ま
す
が
、
保
存
行
為

に
当
た
ら
な
い
行
為
の
場
合
は
、
債
権

者
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
債
権
者
代
位
権
を
行
使
し
た
け

れ
ば
、
被
保
全
権
利
に
つ
い
て
、
期
限

の
到
来
を
待
つ
し
か
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

（
４
） 

第
三
債
務
者
に
対
す
る
「
第
三
債

務
者
が
債
務
者
に
交
付
す
べ
き
金

銭
」
の
請
求

　

民
法
で
は
、
債
権
者
代
位
権
を
行
使

し
た
債
権
者
は
、第
三
債
務
者
に
対
し
、

第
三
債
務
者
が
債
務
者
に
本
来
交
付
す

べ
き
金
銭
を
自
ら
（
債
権
者
）
に
交
付

す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
お
り
、
か
か
る
交
付
に
つ
い
て
特
段

制
限
は
設
け
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

改
正
試
案
（
３
・
１
・
２
・
02
）
は
、

ま
ず
、債
権
者
は
第
三
債
務
者
に
対
し
、

債
務
者
に
金
銭
を
返
還
す
る
よ
う
求
め

る
こ
と
の
み
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
原

則
と
し
、第
三
債
務
者
に
対
し
自
ら（
債

権
者
）
に
直
接
交
付
す
る
よ
う
請
求
で

き
る
場
合
を
、
債
務
者
に
受
領
を
期
待

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
限
る
と
し

て
い
ま
す
。

　

改
正
試
案
を
前
提
と
す
る
と
、
第
三

に
あ
た
り
、
ま
ず
、
債
務
者
に
対
す
る

通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず（
た
だ
し
、

債
務
者
が
所
在
不
明
で
あ
る
な
ど
債
務

者
へ
の
通
知
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
通

知
不
要
で
あ
る
し
、
ま
た
は
債
権
者
が

債
務
者
に
権
利
行
使
を
催
告
し
て
い
た

場
合
は
、
あ
ら
た
め
て
通
知
し
な
く
て

も
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
）、
そ
の
上

で
通
知
か
ら
一
定
期
間
を
経
過
し
な
け

れ
ば
代
位
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
た
だ
し
、
緊
急
性
が
あ
る
場
合
そ
の

他
事
前
に
通
知
し
な
い
こ
と
に
正
当
な

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
事
前
の
通
知
は

不
要
で
あ
り
、
債
権
者
代
位
権
を
行
使

後
遅
滞
な
く
債
務
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
）
と
し
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
事
例
で
は
、
Ａ
社
は
、
Ｂ

社
に
対
し
て
通
知
な
く
Ｃ
社
に
対
す
る

債
権
者
代
位
権
を
行
使
し
た
場
合
、
Ｃ

社
か
ら
は
Ｂ
社
に
対
す
る
通
知
が
な
い

事　

例

　

Ａ
株
式
会
社（
以
下「
Ａ
社
」）は
、

Ｂ
株
式
会
社
（
以
下
「
Ｂ
社
」）
に
対

し
、
金
五
〇
〇
〇
万
円
を
貸
し
付
け

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
Ｂ
社
は
経

営
が
思
わ
し
く
な
く
、
Ａ
社
以
外
の

と
こ
ろ
か
ら
も
多
額
の
借
入
れ
を
し

て
お
り
、
債
務
超
過
状
態
に
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
状
況
に
あ
る
中
、
Ａ
社

は
「
Ｂ
社
に
は
Ｃ
社
に
対
す
る
一
億

円
の
売
掛
金
が
あ
り
、
支
払
期
限
も

到
来
し
て
い
る
の
に
、
回
収
に
ま
っ

た
く
手
を
付
け
て
い
な
い
」
と
い
う

情
報
を
入
手
し
ま
し
た
。

（
２
）
債
権
者
代
位
権
行
使
の
通
知

　

民
法
で
は
、
債
権
者
代
位
権
を
行
使

す
る
債
権
者
が
、
債
務
者
に
対
し
、
代

位
行
使
し
よ
う
と
し
て
い
る
権
利
を
債

務
者
に
お
い
て
行
使
す
る
よ
う
催
告
し

た
り
、あ
る
い
は
通
知
を
行
う
こ
と
は
、

債
権
者
代
位
権
行
使
に
あ
た
っ
て
必
ず

必
要
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

事
例
で
言
え
ば
、
Ａ
社
は
、
Ｂ
社
に

通
知
し
な
く
て
も
、
Ｃ
社
に
債
権
者
代

位
権
の
行
使
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

　

改
正
試
案
（
３
・
１
・
２
・
04
）
は
、

債
権
者
が
債
権
者
代
位
権
を
行
使
す
る

債
権
法
改
正
に
よ
り

企
業
に
お
け
る
債
権
回
収
実
務
は

ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
の
か
。

事
例
を
基
に
考
察
す
る
。

（注１）『別冊NBL　№126　債権法改正の基本方針』（商事法務）。

松林 司 （Tsukasa Matsubayashi）

まつばやし・つかさ　 
弁護士。日比谷法律事務所所属。
著書に『こんなときどうする 会社
の法務 Q&A』（第一法規、共著）等。

債
権
法
改
正
で
予
想
さ
れ
る

債
権
回
収

実
務
へ
の

影
響 
【
前
編
】
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最
近
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
と
い
う
言
葉
を
聞
き

ま
す
が
、
簡
単
に
言
う
と
ど
の
よ
う
な
も
の
で

す
か
。

三
村　

簡
単
に
言
う
と
「
著
作
物
に
つ
い
て
、

公
正
な
利
用
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
権
利
者
の
許

諾
な
し
で
そ
の
利
用
を
認
め
る
も
の
」
で
す
。

著
作
権
法
を
改
正
し
て
、
こ
の
条
項
を
入
れ
る

か
ど
う
か
が
今
、
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
現
行
著
作
権
法
に
、
公
正
利
用

の
場
合
に
著
作
物
を
自
由
に
利
用
で
き
る
旨
の

包
括
規
定
が
な
く
、
30
条
〜
47
条
の
９
に
個
別

的
に
、
権
利
者
に
よ
る
著
作
権
の
行
使
が
制
限

さ
れ
る
例
外
規
定
が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
条
文
で
は
不
十
分
で
、
フ
ェ
ア
ユ

ー
ス
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
議
論
が

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
著
作
権
法
107
条
に
フ

ェ
ア
ユ
ー
ス
関
係
の
条
文
が
あ
っ
て
、
次
の
四

要
素
を
中
心
に
考
慮
が
さ
れ
ま
す
（
注
１
）。

① 　

利
用
の
目
的
お
よ
び
性
質
（
利
用
が
商

業
性
を
有
す
る
か
ま
た
は
非
営
利
の
教
育

目
的
か
を
含
む
）

② 　

利
用
さ
れ
た
著
作
物
の
性
質

③ 　

利
用
さ
れ
た
著
作
物
全
体
と
の
関
連
に

お
け
る
利
用
さ
れ
た
部
分
の
量
お
よ
び
実

質
性

④ 　

著
作
物
の
潜
在
的
市
場
ま
た
は
価
値
に

対
す
る
利
用
の
影
響

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
ど
の
要

素
に
当
た
る
か
に
つ
い
て
、
裁
判
で
解
釈
さ
れ

ま
す
。
そ
う
い
っ
た
、
広
い
範
囲
で
裁
判
所
の

判
断
に
任
せ
る
形
の
条
文
を
入
れ
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
は
実
定
法
の
国
で
す

の
で
、
実
定
法
上
、
広
く
裁
判
所
に
解
釈
適
用

を
任
せ
る
内
容
の
規
定
を
置
く
か
ど
う
か
、
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

著
作
権
法
も
民
事
法
の
一
部
で
す
か
ら
、
民

法
で
い
う
権
利
濫
用
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
わ

け
で
す
け
れ
ど
も
、
も
う
少
し
著
作
権
に
応
じ

た
、
ア
メ
リ
カ
の
著
作
権
法
107
条
の
よ
う
な
形

で
、
民
法
１
条
の
権
利
濫
用
条
項
あ
る
い
は
民

法
90
条
の
公
序
良
俗
違
反
条
項
よ
り
、
も
う
少

し
著
作
権
に
即
し
た
形
で
、
今
あ
る
個
別
制
限

規
定
よ
り
広
い
も
の
を
導
入
し
て
は
ど
う
か
、

と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
時
代
と
著
作
権
法

　

今
な
ぜ
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
が
議
論
さ
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

三
村　

そ
れ
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

一
つ
は
、
特
に
デ
ジ
タ
ル
分
野
の
技
術
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
に
よ
っ
て
、
一
般
市
民

が
著
作
物
を
自
分
で
多
数
複
製
す
る
こ
と
が
容

易
に
な
り
、
ま
た
複
製
し
た
著
作
物
を
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
に
ア
ッ
プ
す
る
、
と
い
っ
た
行
為

が
増
え
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
ま
で
は
利
用
場
面
が
限
ら
れ
て
い
た
著
作

物
の
個
人
的
な
使
用
が
、
多
人
数
に
向
け
て
の

利
用
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
現
状
で
は
形
式

的
に
は
著
作
権
侵
害
に
当
た
っ
て
し
ま
う
場
合

が
多
い
、
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
の
よ
う
に
、

新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
ユ
ー
ス
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
分

野
の
事
業
を
開
発
す
る
際
に
、
著
作
権
法
が
時

代
に
即
し
て
い
な
い
た
め
に
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ

ス
の
発
展
を
妨
げ
て
い
る
、と
い
う
懸
念
で
す
。

日
本
で
は
、
昨
年
よ
う
や
く
検
索
エ
ン
ジ
ン
の

問
題
に
つ
い
て
著
作
権
法
の
改
正
が
な
さ
れ
ま

し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規

定
が
す
で
に
あ
っ
た
た
め
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ

ン
ス
を
得
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て

お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
議
論
が
盛
ん
に
な
る
二

〇
〇
八
年
以
前
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す

が
、
例
え
ば
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
使
っ
て
図
書

館
の
書
籍
を
複
写
し
た
も
の
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
利
用
者
に
送
る
と
い
っ
た
行
為
に
つ
い
て

は
、
現
行
法
で
は
書
籍
の
う
ち
複
写
し
た
部
分

を
利
用
者
に
郵
送
す
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど

も
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
や
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
し
て
Ｅ
メ
ー
ル
に
添

付
し
て
送
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
条
文
上
の
手

当
て
が
な
い
わ
け
で
す
。
ま
た
、
公
共
的
な
目

的
に
よ
る
も
の
を
含
め
て
、
著
作
物
の
複
製
を

集
め
て
ア
ー
カ
イ
ブ
（
資
料
保
存
）
を
作
る
こ

と
も
、
現
行
法
上
は
問
題
に
な
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
著
作
物
の
利
用
形

態
に
即
し
た
規
定
の
整
備
と
い
う
側
面
が
あ
り

ま
す
。

　

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
メ

リ
ッ
ト
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

三
村　

産
業
界
に
と
っ
て
は
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス

を
展
開
し
や
す
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
文
化
的
側
面
に
も
寄
与
す
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
権
利
者
の
許
諾
を
得
ず
に
、

文
化
の
所
産
と
し
て
の
ア
ー
カ
イ
ブ
を
作
る
こ

と
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

新
し
い
著
作
物
は
必
ず
過
去
の
誰
か
の
創
作

活
動
の
所
産
を
利
用
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の

で
す
の
で
、
必
ず
し
も
権
利
者
の
権
利
を
保
護

す
る
こ
と
だ
け
が
良
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。

長
期
的
ス
パ
ン
で
考
え
れ
ば
、
権
利
者
の
た
め

に
な
る
し
、
一
般
的
に
文
化
の
所
産
を
享
受
す

る
と
い
う
意
味
で
は
、
国
民
全
体
の
満
足
の
量

が
増
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

時
代
に
即
し
て
い
な
い
不
合
理
な
規
定
の
整

備
と
い
う
面
の
ほ
か
に
、
現
代
で
は
誰
が
著
作

者
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
著
作
物
が
多
く

な
っ
て
い
て
、
権
利
者
が
わ
か
ら
な
い
、
文
句

を
言
っ
て
こ
な
い
か
ら
使
用
し
て
し
ま
お
う
、

と
い
う
ふ
う
に
踏
み
切
ら
な
い
と
、
結
局
誰
も

著
作
物
の
利
用
が
で
き
な
い
と
い
う
状
態
も
多

く
生
じ
て
い
ま
す
。
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
条
項
が
あ

れ
ば
、
権
利
者
が
わ
か
ら
な
い
場
合
で
も
、
利

今
注
目
さ
れ
る
〝
知
的
財
産
〞
実
務

「
日
本
版
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
」と
は
？

現
在
、
文
化
庁
を
中
心
に
「
日
本
版
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
進
ん
で
い
る
。

「
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
」
と
は
そ
も
そ
も
何
を
意
味
す
る
の
か
。

実
際
に
導
入
さ
れ
た
際
、
企
業
法
務
へ
の
影
響
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

裁
判
官
と
し
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
知
財
訴
訟
に
関
わ
っ
て
き
た
三
村
弁
護
士
に
聞
く
。

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、

ビ
ジ
ネ
ス
の
可
能
性
が
広
が
る
│
│
。
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