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市
民
の
た
め
の
民
法
を

　

最
初
に
、
債
権
法
改
正
が
な
ぜ
必
要
か
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
二
つ
の
点
を
挙
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
市
民
の
た
め
の
わ
か
り
や
す
い
民

法
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
典
の

外
の
民
法
ル
ー
ル
を
明
文
化
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ど
の
法
典
国
で
も
、
民
法
典
な
ら
民
法

典
で
、
良
い
も
の
を
作
る
と
や
は
り
長
持
ち
す

る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
良
い
も
の

で
も
一
〇
〇
年
ぐ
ら
い
経
ち
ま
す
と
、
こ
れ
を

解
釈
し
、
補
う
た
め
に
、
膨
大
な
量
の
判
例
法

が
蓄
積
さ
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ

る
支
配
の
下
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
施
行
さ
れ
て
い

た
後
、
一
九
世
紀
の
半
ば
に
な
っ
て
オ
ラ
ン
ダ

民
法
を
作
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
一
〇
〇
年
ぐ

ら
い
経
っ
た
二
〇
世
紀
の
半
ば
、
あ
ま
り
に
も

判
例
等
の
情
報
が
あ
ふ
れ
、
民
法
の
条
文
を
見

た
だ
け
で
は
ル
ー
ル
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
た

め
、
民
法
改
正
作
業
を
始
め
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
改
正
作
業
を
一
手
に
任
さ
れ
た
学

者
が
途
中
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す

か
ら
、
改
正
に
非
常
に
時
間
が
か
か
り
、
二
〇

世
紀
の
後
半
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代

に
か
け
て
、
よ
う
や
く
中
心
的
な
部
分
の
改
正

が
終
わ
り
ま
し
た
。

　

日
本
が
民
法
典
を
継
受
し
た
ド
イ
ツ
も
、
一

九
世
紀
末
に
ド
イ
ツ
民
法
典
を
作
り
ま
し
た
が
、

そ
こ
か
ら
一
〇
〇
年
程
経
っ
た
二
〇
〇
〇
年
に

債
務
法
（
日
本
で
い
う
債
権
法
）
が
抜
本
改
正

さ
れ
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
で
債
務
法
改
正
が
行
わ

れ
た
と
き
に
、
そ
の
理
由
と
し
て
言
わ
れ
た
こ

と
は
「
最
近
の
学
生
は
民
法
を
学
ぶ
際
に
条
文

で
は
な
く
て
判
例
法
を
学
ん
で
い
る
」
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
こ
れ
で
は
法
典
国
と
し
て
の
メ

リ
ッ
ト
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

判
例
法
の
明
文
化
が
図
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
オ
ラ
ン
ダ
も
ド
イ
ツ
も
、
そ
し

て
現
在
民
法
典
の
改
正
が
進
め
ら
れ
て
い
る
フ

ラ
ン
ス
も
含
め
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
の
民

法
は
、
い
ず
れ
も
日
本
よ
り
も
は
る
か
に
た
く

さ
ん
の
条
文
を
持
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
民
法

と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は
条
文
を
見
て
、
ル

ー
ル
が
わ
か
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
は
日
本
の
倍
以
上
の

条
文
で
す
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
新
民
法
典
は
、
五

〇
〇
〇
条
以
上
あ
り
ま
す
の
で
、
日
本
の
五
倍

以
上
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
（
た
だ
し
商
法

も
取
り
込
ん
で
い
ま
す
が
）。

　

そ
の
他
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
い
ろ
い
ろ

な
民
法
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
よ
う

に
一
〇
〇
〇
条
程
度
の
わ
ず
か
な
条
文
の
国
は

あ
り
ま
せ
ん
。
大
体
、
二
〇
〇
〇
条
か
ら
三
〇

〇
〇
条
は
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
一
カ
条
の
文
字

数
も
多
く
、
現
実
に
適
用
さ
れ
る
ル
ー
ル
が
法

典
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
の
が
、
法
典
国
の
民

法
と
言
え
る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
は
、
民
法
制
定
当
時
に
、

ま
だ
社
会
が
近
代
化
の
途
上
だ
っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
と
に
か
く
シ
ン
プ
ル
な
法
典
を
作
る
と

い
う
こ
と
で
、
一
〇
〇
〇
条
程
度
の
、
し
か
も

各
条
文
の
文
字
数
が
非
常
に
少
な
い
、
原
則
の

み
が
掲
げ
ら
れ
た
法
典
に
な
り
ま
し
た
。
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債
権
法
改
正
の
必
要
性

債
権
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
一
年
末
よ
り
、
法
制
審
議
会 

民
法
（
債

権
関
係
）
部
会
で
検
討
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
、
議
論
が
本
格
化
し
て
き
た
。

今
回
は
、
法
務
省
参
与
で
同
部
会
委
員
の
内
田
貴
氏
が
、
平
成
二
二
年
三
月

一
六
日
に
開
か
れ
た
「
企
業
法
務
実
務
研
究
会
」
に
お
い
て
講
演
し
た
債
権
法

改
正
の
最
新
動
向
や
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
抜
粋
の
上
、
紹
介
す
る
。

特集
債権法が変わる！ 実務が変わる！
なぜ今、
債権法改正が必要か
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特集
債権法が変わる！ 実務が変わる！
債権法改正で
企業法務はこう変わる！

　

民
法
の
う
ち
債
権
法
は
、
会
社
が
日
常
的
に

行
っ
て
い
る
取
引
の
基
本
と
な
る
法
律
で
あ
る
。

高
度
に
発 

達
し
た
現
代
の
取
引
に
順
応
す
る
よ

う
な
民
法
改
正
が
実
現
し
た
ら
、
企

業
取
引
を
法
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
役

割
を
担
っ
た
企
業
法
務
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
は
必
至
だ
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
と
い

う
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
肝
心
の
民
法
が
ど
の

よ
う
に
改
正
さ
れ
る
の
か
は
、
ま
だ
固
ま
っ
て

は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
民
法
は
こ
う
な
る
」

と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
の
は
、
ま
だ
早
す
ぎ

る
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
、
す
で
に
一
応
の
た
た
き
台
が
提
示
さ

れ
、法
制
審
議
会
で
も
検
討
が
進
み
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ま
で
開
示
さ
れ
た
議
事
録
な
ど
に
よ
れ
ば
、

民
法（
債
権
法
）改
正
検
討
委
員
会
に
よ
る「
債

権
法
改
正
の
基
本
方
針
」（
二
〇
〇
九
年
四
月
。

以
下
本
稿
で
は
「
委
員
会
案
」
と
い
う
）
や
、
民

法
改
正
研
究
会
に
よ
る
「
日
本
民
法
典
財
産
法

債
権
法
改
正
で

企
業
法
務
は
こ
う
変
わ
る
！

ビ
ジ
ネ
ス
ロ
ー
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
見
ら
れ
る
民
法
（
債
権
法
）
改
正
。

特
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
そ
う
な
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
、
解
説
す
る
。

ビ
ジ
ネ
ス
ロ
ー
と
し
て
の
民
法
改
正
提
案

改
正　

国
民
・
法
曹
・
学
界
有
志
案
・
仮
案
」

（
平
成
二
一
年
一
〇
月
。
以
下
本
稿
で
は
「
研
究

会
案
」
と
い
う
）
等
の
提
案
が
素
材
と
な
っ
て

い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
提
案
を
見
る
と
、
特
に
企
業
法
務

に
影
響
を
与
え
る
項
目
が
目
立
つ
。
金
融
取
引

を
は
じ
め
と
す
る
事
業
者
が
行
う
取
引
に
対
す

る
規
律
や
新
た
な
制
度
の
提
案
に
は
、
ビ
ジ
ネ

ス
ロ
ー
の
内
容
が
数
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

「
民
法
の
商
化
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
現
象
は
、
昔

か
ら
我
妻
栄
先
生
も
指
摘
し
て
い
た
話
だ
が
、

民
法
改
正
に
よ
っ
て
、
民
法
は
ま
さ
に
ビ
ジ
ネ

ス
ロ
ー
の
中
核
を
な
す
法
律
と
し
て
機
能
す
る

こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の
提
案
か
ら
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
民
法
改
正
の
さ
ま
ざ
ま
な
議

論
か
ら
、
企
業
法
務
に
将
来
ど
の
よ
う
な
影
響

が
あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

民
法
大
改
正
の
目
玉
は
何
か

　

ま
ず
、
民
法
改
正
に
よ
っ
て
企
業
法
務
に
大

き
な
影
響
を
与
え
そ
う
な
改
正
項
目
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
も
の
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を

整
理
し
て
お
こ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
改
正
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
現

行
民
法
に
お
い
て
何
が
し
か
の
問
題
を
抱
え
て

い
る
部
分
が
多
い
。
そ
う
し
た
領
域
は
、
す
で

に
立
法
的
な
問
題
の
解
決
が
望
ま
れ
て
き
た
と

こ
ろ
だ
か
ら
、
何
ら
か
の
改
正
が
実
現
す
る
可

能
性
が
高
い
。
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
項

目
が
、
企
業
社
会
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る

民
法
大
改
正
の
「
目
玉
」
候
補
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
現
行
の
時
効
制
度
に
は
多
く
の
問

題
が
あ
り
、
時
効
を
め
ぐ
る
意
識
の
変
化
や
社

会
情
勢
の
変
化
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
時
効
制
度

に
何
ら
か
の
改
正
が
加
わ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
特
に
、
債
権
時
効
の
統
一
化
・
短
期
化
と

時
効
障
害
事
由
の
再
編
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
債

権
管
理
な
ど
、
企
業
法
務
に
も
大
き
な
影
響
を

も
た
ら
す
に
違
い
な
い
。

　

第
二
に
、
消
費
者
保
護
法
理
の
一
部
が
一
般

化
さ
れ
て
民
法
に
取
り
込
ま
れ
、
例
え
ば
不
実

表
示
や
不
当
表
示
に
対
す
る
規
律
が
も
っ
と
具

体
的
か
つ
明
確
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
特
に

消
費
者
を
相
手
に
し
た
事
業
活
動
を
し
て
い
る

会
社
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
影
響
が
あ
る
だ
ろ

う
。
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