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特集　法制審の議論をわしづかみ！

は
じ
め
に

1 

こ
れ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て

　

法
務
大
臣
は
、
平
成
二
一
年
一
〇
月

二
八
日
に
開
催
さ
れ
た
法
制
審
議
会
に
、

民
法
（
債
権
法
）
の
抜
本
的
改
正
を
諮

問
し
、
法
制
審
議
会
は
、
同
年
一
一
月

二
四
日
、
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
（
以

下
「
部
会
」
と
い
う
）
の
第
一
回
を
開

催
し
、
以
降
、
部
会
は
平
成
二
三
年
一

月
一
一
日
ま
で
の
間
に
二
一
回
の
会
議

を
開
催
し
て
い
る
。

　

部
会
は
「
当
面
の
目
標
」
と
し
て
、

平
成
二
三
年
四
月
ご
ろ
を
目
途
に
「
中

間
的
な
論
点
整
理
」
を
し
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

の
対
象
と
な
る「
中
間
的
な
論
点
整
理
」

は
、
い
わ
ば
論
点
の
洗
い
出
し
の
よ
う

な
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
中
間
試
案
」
的

な
も
の
に
は
な
ら
な
い
見
込
み
で
あ
る
。

2 

法
制
審
議
会
に
お
け
る

　

 

議
論
の
状
況
に
つ
い
て

　

部
会
の
議
事
録
お
よ
び
配
付
資
料
は
、

す
べ
て
法
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア

ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
。

　

筆
者
が
そ
れ
を
読
ん
だ
感
想
は
、
法

務
省
に
所
属
す
る
委
員
や
幹
事
の
ス
タ

ン
ス
は
、
極
め
て
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
あ

り（
注
１
）、法
務
省
が
特
定
の
方
向（
例

え
ば
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委

員
会
の
『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』

（
注
２
）
な
ど
）
に
議
論
を
誘
導
す
る
と

い
う
よ
う
な
気
配
は
見
ら
れ
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
も
、
こ
と
が
民
法
（
債
権
法
）

改
正
と
い
う
大
き
な
問
題
で
あ
る
た
め
、

各
界
と
も
エ
ー
ス
級
の
委
員
お
よ
び
幹

事
を
揃そ
ろ

え
て
お
り
（
少
な
く
と
も
弁
護

士
会
出
身
の
委
員
お
よ
び
幹
事
は
そ
う

で
あ
る
）、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
が
、
法

務
省
の
言
い
な
り
に
な
る
は
ず
も
な
い
。

3 

本
稿
の
目
的

　

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
部
会

の
議
論
、
特
に
そ
の
う
ち
の
企
業
法
務

に
影
響
を
与
え
る
部
分
に
重
点
を
置
き
、

そ
れ
を
解
説
す
る
こ
と
に
あ
る
。
将
来

の
改
正
法
を
予
測
し
て
先
取
り
し
て
紹

介
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
ご
了
承

い
た
だ
き
た
い
。

　

現
在
、
部
会
で
議
論
さ
れ
て
い
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
改
正
に
つ
な

が
っ
て
い
く
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
そ
の
う
ち
、
将
来
の
改
正

に
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
か
も
し
れ
な

い
も
の
に
つ
い
て
の
議
論
の
状
況
を
理

解
す
る
こ
と
も
、
極
め
て
重
要
な
こ
と

で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

例
え
ば
、
今
回
の
民
法
（
債
権
法
）

改
正
問
題
に
お
い
て
、
一
つ
の
目
玉
と

な
っ
た
、
債
務
不
履
行
の
免
責
事
由
に

お
け
る
「
契
約
に
お
い
て
引
き
受
け
て

い
な
か
っ
た
事
由
」と
い
う
考
え
方
が
、

果
た
し
て
改
正
に
盛
り
込
ま
れ
る
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
、

こ
の
考
え
方
が
改
正
法
に
盛
り
込
ま
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
部
会

で
の
議
論
等
を
通
じ
て
、私
た
ち
は「
契

約
に
基
づ
く
リ
ス
ク
分
担
」
と
い
う
考

え
方
を
「
知
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ

る
（
注
３
）。

　

こ
の
考
え
方
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
以

上
、
改
正
の
内
容
が
ど
う
あ
れ
、
今
後

の
企
業
法
務
の
現
場
、
特
に
、
契
約
書

作
成
の
現
場
に
お
い
て
「
契
約
に
基
づ

く
リ
ス
ク
分
担
」
が
十
分
に
意
識
さ
れ

て
い
く
よ
う
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　

以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
、
部
会
で
の
議
論
の
状
況
を
解

説
し
、
企
業
法
務
に
与
え
る
影
響
に
つ

い
て
の
筆
者
の
見
解
を
述
べ
た
い
。

（注１） 内田貴「法制審議会における議論の現状」月刊『ビジネス法務』（中央
経済社、2011年1月号12頁）。

（注２） 『別冊NBL　№126』（商事法務）。

（注３） 現行法の下でも、契約自由の原則があるのであるから、損害賠償の免
責事由において「契約において引き受けていなかった事由」の有無に
よって免責事由を判断するとの法改正がなされなかったとしても、契
約においてあらかじめリスク分配をしておけば、それに基づいて免責
の有無が判断されることになる。そういう意味では、債務不履行の免
責事由の有無を「契約において引き受けていなかった事由」で判断す
るという考え方は、単に「寝た子を起こす」だけの話であり、そんな
にドラスティックな話ではないではないかとの考え方もありうる。し
かし、反面、何もあえて「寝た子を起こす」ことはないじゃないかと
の考え方もありうるところである。ともあれ、今回の民法（債権法）
改正においてクローズアップされた「契約において引き受けていなか
った事由」という考え方は、それが改正法に盛り込まれるか否かは別
にして、寝た子を半分位は起こした効果があったであろう。

◉
法
制
審
議
会
で
進
ん
で
い
る
債
権
法
改
正
の
議
論
に
つ
い
て
、
現
状
と
企
業
法
務
へ
与
え
る
影
響
を
中
心
に
解
説
す
る
。

法制審議会か
ら探る
債
権
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

〜
企
業
法
務
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
中
心
に
〜
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萩
谷　

企
業
の
日
常
業
務
の
中
で
、
起

こ
り
が
ち
な
著
作
権
の
問
題
に
つ
い
て

触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
著
作
権
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
し
ょ
う
か
。

牧
野　

著
作
権
の
保
護
の
対
象
と
な
る

の
が
著
作
物
で
あ
り
、
著
作
物
と
い
う

も
の
は
著
作
権
法
に
「
思
想
ま
た
は
感

情
の
創
作
的
な
表
現
」
と
定
義
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

身
近
な
例
で
す
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
や
音
楽
や
映
画
の
Ｄ

Ｖ
Ｄ
な
ど
の
エ
ン
タ
メ
系
の
コ
ン
テ
ン

ツ
も
大
体
は
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
ま

す
。

萩
谷　

ア
イ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

牧
野　

小
説
や
論
文
は
言
語
の
著
作
物

と
な
り
表
現
行
為
と
し
て
保
護
さ
れ
ま

す
が
、
背
後
に
あ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
は
表

現
行
為
で
は
な
い
の
で
保
護
さ
れ
ま
せ

ん
。
ア
イ
デ
ィ
ア
は
特
許
な
ど
別
の
制

度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
ま
す
。

萩
谷　

で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
地
図
・
写
真
な
ど
を

業
務
で
使
う
と
き
に
、
勝
手
に
利
用
す

る
と
著
作
権
侵
害
に
な
る
可
能
性
が
あ

る
ん
で
す
ね
。
著
作
権
法
30
条
に
私
的

目
的
の
複
製
は
許
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
業
務
で
使
う
場
合
は
ど

う
で
し
ょ
う
。

牧
野　

そ
う
で
す
ね
。
著
作
権
法
30
条

に
は
「
個
人
的
に
又
は
家
庭
内
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
限
ら
れ
た
範
囲
内
に
お

い
て
」
使
用
で
き
る
と
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
音
楽
Ｃ
Ｄ
を
借
り
て
き
て
、
家
で

ｉ
Ｐ
ｏ
ｄ
に
コ
ピ
ー
し
て
楽
し
む
、
と

い
う
こ
と
は
個
人
的
な
範
囲
内
で
す
が
、

他
方
、
企
業
は
営
利
を
目
的
と
し
た
も

の
で
す
か
ら
、
無
許
諾
の
複
製
を
行
え

ば
、
一
人
企
業
で
あ
っ
て
も
侵
害
に
当

た
り
、
や
は
り
許
諾
を
取
っ
て
使
用
料

を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

業
務
内
で
コ
ピ
ー
を
す
る
際

は
著
作
権
者
に
許
諾
を

萩
谷　

例
え
ば
、
社
内
研
修
で
参
考
と

な
る
雑
誌
記
事
の
コ
ピ
ー
を
社
員
に
頒

布
す
る
こ
と
は
著
作
権
侵
害
で
す
か
。

牧
野　

著
作
権
の
中
に
支
分
権
と
し
て

含
ま
れ
る
複
製
権
と
譲
渡
権
の
侵
害
に

な
り
ま
す
ね
。
同
法
30
条
の
著
作
権
の

制
限
に
も
該
当
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行

為
ご
と
に
権
利
者
に
許
諾
を
も
ら
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
、
約
四
〇
〇
〜

五
〇
〇
人
の
研
究
者
が
い
る
企
業
で
業

務
中
に
、
あ
る
科
学
雑
誌
を
全
文
コ
ピ

ー
し
て
配
布
し
、
著
作
権
侵
害
で
使
用

料
相
当
額
を
払
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の

（
注
１
）
が
あ
り
ま
す
。

萩
谷　

著
作
権
法
に
お
い
て
著
作
権
の

一
定
の
制
限
に
当
た
ら
な
い
場
合
は
、

使
用
す
る
際
、
著
作
権
者
の
許
諾
を
得

る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

　

で
は
、
社
内
の
プ
レ
ゼ
ン
で
参
考
と

な
る
新
聞
記
事
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で

映
す
、
と
い
う
場
合
は
ど
う
で
す
か
。

牧
野　

上
映
権
の
場
合
で
す
が
「
公
衆

に
向
け
て
上
映
す
る
」
場
合
に
は
、
許

諾
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
業
務

内
の
プ
レ
ゼ
ン
で
あ
っ
て
も
一
〇
〇
人

で
あ
れ
ば
公
衆
で
す
。著
作
権
法
の「
公

衆
の
定
義
」
で
は
「
不
特
定
ま
た
は
特

定
多
数
」
と
な
り
ま
す
。「
特
定
多
数
」

が
何
人
か
、
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し

く
、
大
体
一
〇
名
以
上
で
あ
れ
ば
「
多

数
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

萩
谷　

で
は
、
単
に
事
実
を
書
い
た
だ

け
の
新
聞
記
事
の
使
用
で
も
許
諾
を
得

る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
。

牧
野　

著
作
権
法
10
条
２
項
に
「
事
実

の
報
道
は
著
作
物
で
は
な
い
」
と
い
う

規
定
が
あ
り
ま
す
。
著
作
権
法
は
思
想

ま
た
は
感
情
の
創
作
的
表
現
の
保
護
で
、

事
実
そ
の
も
の
は
保
護
し
て
い
ま
せ
ん
。

例
え
ば
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
サ
イ
ト
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
資
本
金
や
社
長
名
な
ど
は
、

客
観
的
事
実
な
の
で
保
護
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
事
実
で
も
新
聞
記
事
の
場

合
は
、
記
者
の
感
情
や
思
想
が
入
っ
て

い
る
の
で
、
著
作
物
と
し
て
の
保
護
を

受
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
経
済
新
聞
の
記
事
を
要

約
し
英
訳
し
て
外
国
企
業
に
販
売
し
た
、

と
い
う
判
例
（
注
２
）
も
あ
り
ま
す
。

業
者
は
「
記
事
は
客
観
的
な
事
実
だ
か

ら
良
い
」
と
い
う
主
張
を
行
い
ま
し
た

が
、
東
京
地
裁
の
判
決
で
「
記
事
そ
の

も
の
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
改
変
し
て
事

実
だ
け
を
抜
き
出
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
二
次
的
著
作
物
と
な
り
改
変
行
為

に
あ
た
る
」
と
い
う
こ
と
で
著
作
権
法

27
条
の
翻
案
権
の
侵
害
と
い
う
判
断
に

な
り
ま
し
た
。

萩
谷　

新
聞
記
事
で
公
表
さ
れ
て
い
る

か
ら
と
安
易
に
使
用
せ
ず
、
新
聞
社
に

確
認
し
た
方
が
良
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
ね
。

牧
野　

た
だ
、
大
学
な
ど
学
校
教
育
法

で
制
定
さ
れ
た
機
関
は
、
教
育
目
的
の

複
製
が
許
さ
れ
て
い
る
な
ど
一
定
の
利

用
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

萩
谷　

で
は
、
他
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

の
デ
ザ
イ
ン
を
自
社
の
サ
イ
ト
に
流
用

す
る
ケ
ー
ス
は
い
か
が
で
す
か
。

撮影／黒田雄一

日常業務にひそむ著作権侵害のリスクとは─。
知っておきたい著作権の基本知識やトラブル防止策について、
専門家に対談形式で解説してもらう。

著
作
権
ト
ラ
ブ
ル

防
止
策

弁
護
士
・
弁
理
士
・
米
国
弁
護
士

大
宮
法
科
大
学
院
大
学
客
員
教
授

牧
野
和
夫

弁
護
士

萩
谷
麻
衣
子

こ
ん
な
と
き

　
　

ど
う
す
る
？

Maiko Hagiya Kazuo Makino

（注１）Texaco事件。
AMERICAN GEOPHYSICAL 
UNION v. TEXACO INC., 60 F.
3d 913 （2nd Cir.1994）

（注２） 東京地判平成6年2月18日判時
1486号110頁。


