
150321TOKYO 

 

 

 

 

リアリスティック導入講義 

民 法 
の全体像 

   
 

 

 

 

辰已専任講師 

松本 雅典 講師 

TOKYO･YOKOHAMA･OSAKA･KYOTO･NAGOYA･FUKUOKA 





1 

 

 

リアリスティック導入講義 

民法の全体像 

 

目 次 

 

 

―第１編― 民法の世界とは？ ........................................... 3 

第１章 民法が規定する世界 ........................................... 4 

第２章 物権の基本 .................................................. 10 

第３章 債権の基本 .................................................. 18 

第４章 特定承継と包括承継（一般承継） ................................... 24 

第５章 債権者平等の原則 ............................................ 27 

第６章 債権担保の方法 .............................................. 30 

 

―第２編― 財産法・各編 .............................................. 33 

第１章 総則 ....................................................... 34 

第２章 物権 ....................................................... 43 

第３章 債権 ....................................................... 48 

 

―第３編― 親族・相続 ................................................ 49 

 

 

 

※色使い 

・赤：出る 

・青：理由・趣旨 

・緑：複数の知識に関係 

・黒：出ない 

file:///C:/Users/matsumotomasanori/Documents/ローカルフォルダ/作業フォルダ/⑤⑥2015%203%2021民法の全体像.doc%23_Toc414129829
file:///C:/Users/matsumotomasanori/Documents/ローカルフォルダ/作業フォルダ/⑤⑥2015%203%2021民法の全体像.doc%23_Toc414129830
file:///C:/Users/matsumotomasanori/Documents/ローカルフォルダ/作業フォルダ/⑤⑥2015%203%2021民法の全体像.doc%23_Toc414129839
file:///C:/Users/matsumotomasanori/Documents/ローカルフォルダ/作業フォルダ/⑤⑥2015%203%2021民法の全体像.doc%23_Toc414129840
file:///C:/Users/matsumotomasanori/Documents/ローカルフォルダ/作業フォルダ/⑤⑥2015%203%2021民法の全体像.doc%23_Toc414129853
file:///C:/Users/matsumotomasanori/Documents/ローカルフォルダ/作業フォルダ/⑤⑥2015%203%2021民法の全体像.doc%23_Toc414129854


2 

 

 

リアリスティック導入講義 

民法の全体像 

 

【ＭＥＭＯ】 



3 

 

 

リアリスティック導入講義 

民法の全体像 

 

 

 

 

 

 ―第１編― 
民法の世界と

は
？ 

―第１編― 
民法の世界とは？ 

 



4 

 

 

リアリスティック導入講義 

民法の全体像 

 

第１章 民法が規定する世界 
 

１ 民法は 「財産法」「家族法」の 2 つからなる 

法律学習は早い段階で大枠をつかむことが重要ですので，まずは民法が何を規

定しているのかを見ていきましょう。 

 

民法は，私人の「財産関係」と「家族関係」を規定しています。 

「財産関係」は，たとえば，お金を貸したら貸した人に返してもらう権利が発

生するなどという話です。「家族関係」は，たとえば，親が亡くなって兄弟の間

で相続について醜い争いが生じた場合にどう解決するかといった話です。 

少し雑なイメージですが，「￥」（財産関係）と「家」（家族関係）を規定し

たのが民法です。 

 

民法の条文では，「財産関係」が規定されているのが第一編の総則，第二編の

物権および第三編の債権であり，「家族関係」が規定されているのが第四編の親

族および第五編の相続です。 

 

「財産法」と「家族法」は，かなり性質が異なります。「財産法」は，財産関

係ですから，最悪の場合は金で解決が可能なのです。それに対して，「家族法」

は，婚姻，親子関係，相続など近親者間の関係を定めた生活の根幹に関わるもの

なのです。たとえば，「本当の親ではないが，1億円あげるからこの人と親子とい

うことで我慢してね」と言われても，納得できないですよね？ 家族法が規定し

ていることの大半は金で解決が不可能なものなのです。 

 

よって，国によっては，この 2 つは別々の法律として規定されているくらいで

す。日本では同じ民法という法律ですが，「財産法と家族法は別法律である」く

らいの感覚で学習したほうがよいです。この姿勢が学問上正しいかは議論のある

ところですが，少なくとも試験対策上はこの姿勢が適切です。 
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２ 財産法が規定する取引社会とは？ 

「財産法と家族法は別法律であると考えて学習してください」と申し上げまし

たので，分けて考えていきましょう。この第 1 編では，基本的には最初に学習す

る「財産法」の大枠を説明していきます。以下の Caseを考えてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常識的に考えて，Case1(1)は「当然言えるだろ」と思うでしょう。Case1(2)は

微妙でしょうか。しかし，みなさんがこれから学習するのは法律ですから，法律

的に考える必要があります。実は，この Caseが，財産法が規定している世界を考

えるのに役立ちます。財産法は，以下のような社会を規定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産法は，取引社会を規定したものです。それは，どのような社会でしょうか。 

まずは何事も登場人物を確認する必要がありますが，取引社会の登場人物は

Case1 

（1）あなたは，ブランド物のバッグを所有しているが，そのバッグを泥棒

が持って行ってしまった。あなたは，泥棒に，「バッグを返せ！」と言

えるか？  

（2）あなたは，家電量販店でパソコンを購入した。しかし，あなたは，売

買代金を支払おうとしない。家電量販店は，あなたの父親に，「売買代

金を支払え！」と言えるか？ 

 

（1）    （2） 

 

 

 

 

取引社会 

人 人 

□物  

債権 

物権 

泥棒 

 

あなた 

 

あなた 

 

家電量販店 

 

父親 
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「人」です。この人には「自然人」（日常用語でいう人）だけではなく，「法人」

も含みます。つまり，民法は取引社会の主体（メンバー）を「人」（自然人およ

び法人）としたのです。 

主体（メンバー）は人ですが，客体は「物」です。みなさんが今読んでいるこ

のレジュメも，持っているボールペンも，部屋の中にあるテレビも，残念ながら

動物も「物」です。 

 

取引社会の主体（メンバー）は「人」であり，客体が「物」であることを確認

しました。これらを基本として，「物権」「債権」という概念が出てきます。 

 

物権は「人が有する物に対しての権利」と定義されます。その代表が「所有権」

です。今は所有権についての正確な定義を記憶する必要はありませんので，「こ

れはオレ（私）の物だ！」と言える権利くらいに考えてください。みなさんがお

持ちのほとんどの物は，みなさんが所有権を有しているでしょう。Case1(1)のあ

なたがブランド物のバッグに有している権利も所有権（物権）です。 

 

債権は「特定の人が，特定の人に対して，特定の行為をすること（またはしな

いこと）を請求できる権利」と定義されます。簡単にいうと，「人の人に対する

権利」となります。Case1(2)の家電量販店（法人）があなた（人）に，「売買代

金を払え」と言える権利は，債権です。 

 

財産法は，主体（メンバー）を「人」，客体を「物」とし，人が持つ権利を「物

権」「債権」に分けて「取引社会」を規定したのです。 

 

３ 物権と債権の違い 

１．誰に権利を主張できるか？ 

物権は，誰に対しても主張できる権利です。Case1(1)でいえば，あなたは，ブ

ランド物のバッグの所有権という“物権”を有しているため，泥棒が盗んで行こうが，

友人が間違って持って行こうが，所有権に基づいて返還請求をすることができま

す。 

 

それに対して，債権は，特定の人にしか主張できない権利です。Case1(2)でい

えば，家電量販店は，あなたに対して売買代金“債権”を有していますが，それはあ

なたの父親とは何の関係もないので，家電量販店は父親に対して何らの請求もす
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ることができません。 

 

物権と債権の違いのイメージを図にすると，以下のようになります。以下の図

は，物権は日本中の誰に対しても主張できる権利であり，債権は特定の人にしか

主張できない権利であることを表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

少し雑なたとえですが，物権は「日本のどこでも使える標準語」，債権は「友

人の間でしか使えない造語」のようなものです。 

 

２．物権と債権はいくつある？ 

「物権は強くてすごく使えそうな権利だけど，債権は弱くてなんか使えなそう

な権利だな」と思ったかもしれません。「強い」「弱い」のイメージはそのとお

りですが，「使えそう」「使えなそう」のイメージは必ずしも正しくはありませ

ん。 

物権は強くて債権は弱いのですが，その裏返しとして「数」の問題があります。 

 

物権は種類が法定されています。 

 

 

 

 

 

物権 人 人 
債権 

 

「法定」とは，法令で定まっているということです。 

用語解説―「法定」 
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民法 175条に「物権は法定されている」と書いてあります。 

 

 

 

「その他の法律」とあるとおり民法以外にも物権を定めた法律はありますが，

民法には物権は 10種類しか規定されていません。それ以外は「創設することがで

きない」とガチガチに縛っています。物権がガチガチに縛られている理由は，誰

に対しても主張できる強い権利だからです。たとえば，私が自分のボールペンに

対して「松本権」という物権を作ったとしましょう。松本権は，「目的物（ここ

ではボールペン）の半径 10メートル以内に入った者は，物権の所有者に 100万円

を支払う必要がある」という物権です。物権ですから，日本中の人に影響があり

ます。誰でも，私の半径 10メートル以内に入ると 100万円を支払う義務が生じて

しまいます。それはおかしいですよね？ このように，物権は日本中の人に影響

が生じ得るので，ガチガチに縛られているのです。 

つまり，物権は強い半面，自由に作ることができないという不都合さがあるの

です。 

 

それに対して，債権の内容は原則として当事者が決めたものとなります。世の

中には様々な債権があります。たとえば，コンビニでペットボトルを購入した場

合に生じる債権は，「商品を引き渡せ」という債権です。予備校の講座を申し込

んだ場合にみなさんが有する債権は「講義を提供しろ」という債権です。お互い

が納得するのであれば，原則として債権の内容を自由に変えることができます。

民法１７５条（物権の創設） 

物権は，この法律その他の法律に定めるもののほか，創設することができない。 

―Realistic 1 用語は記憶― 

「法定」という用語が出てきました。これは，法律の書籍にはよく出てく

る言葉ですし，試験でも学説問題でこの用語の意味がわかっていないと解け

ない問題があるので，意味を記憶してください。 

このように，法律用語はきちんと記憶してください。たしかに，法律の書

籍は日本語で書かれています。しかし，そこには，日常用語では使用しない

用語や日常用語とは意味の違う用語が多数登場します。それらは，いわば英

単語のようなものなのです。英語学習であれば，英単語を記憶しない人はい

ません。しかし，法律学習ですと，なまじ日本語で書かれているため，法律

用語を軽視してしまう方が多くいます。日常用語ではないという意味では英

単語と同様なわけですから，法律用語についてもきちんと「記憶」をしてい

ってください。 
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受講料も変更できますし，講義の回数も変更できますし，教材の内容も変更でき

ます。このように，この国には数えきれない数の債権があります。自由に債権を

作ることができるのは，債権が特定の人にしか主張できない弱い権利だからです。

他の人には関係ないので，当事者が納得しているのであれば構わないのです。 

つまり，債権は弱い半面，自由に作ることができるという使い勝手の良さがあ

るのです。 
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第２章 物権の基本 
 

この第 2 章以降で，まず知っていただきたい民法の基本を説明します。本講義

で総則，物権，…とスムーズに学習していただくためです。 

 

１ 物権の対象である物（客体）とは？ 

P5～6で「取引社会の主体（メンバー）は『人』，客体が『物』である。人が有

する物に対しての権利が『物権』である」と説明しました。それでは，客体であ

る「物」とは何かをまずは確認しましょう。 

 

 

 

 

物には「不動産」と「動産」があります。 

 

不動産は，「土地及びその定着物」です。「定着物」には建物以外の物もある

のですが，今は建物だけを考えてください。土地と建物が不動産の代表です。 

 

動産は，「不動産以外のすべての物」です。このレジュメも，みなさんがお持

ちのボールペンも，みなさんが着ている洋服も動産です。 

 

なお，民法は基本的には，（一般的には動産よりも高価である）不動産を取引

対象と想定しているといわれています。 

 

２ 物権はいつ移転する？ 

この物（不動産と動産）に対して人が有する権利が物権なわけですが，次は，

「物権がいつ人から人に移転するのか？」という問題を考えてみましょう。物権

の移転原因には様々なものがありますが，ここでは最も基本的な「売買」を考え

ます。売主がある物の所有権を有しており，買主と売買をすると，売主から買主

に物の所有権が移転します。では，いつ移転するのでしょうか。 

 

民法８６条（不動産及び動産） 

１ 土地及びその定着物は，不動産とする。 

２ 不動産以外の物は，すべて動産とする。 
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一般の人の感覚では，②や③になるでしょうか。しかし，民法は一般の人の常

識的な感覚よりもかなり早い時点で物権が移転するとしました。 

Case2(1)が不動産の事例，Case2(2)が動産の事例ですが，実はどちらも結論は

同様です。以下の民法 176 条にいつ物権（ここでは所有権）が移転するかが書か

れています。 

 

 

 

「設定」は地上権や抵当権などを設定することなのですが，今は無視してくだ

さい。所有権についてのみ考えましょう。 

「物権（所有権など）の……移転は，当事者の意思表示のみによって，その効

力を生ずる」とあります。「意思表示のみによって」とは，たとえば，売買であ

れば，売主の「売ります」と買主の「買います」の意思表示が合致した時に効力

が生ずるということです。つまり，登記（登記は以下の３で説明します）の移転

や物の引渡しを待たずに，口約束だけで物権の移転の効力が生じるわけです。 

Case2(1)(2)でいえば，「売買契約書を作成した」「売買代金を支払った」「建

物のカギを渡した（＝建物を引き渡した）」「登記名義を……移転した」「ジー

パンを袋に入れ……渡した（＝ジーパンを引き渡した）」など色々と書いていま

Case2 

（1）Ａは，あなたに，建物と土地を売った。この建物と土地の所有権は，

以下のいずれの時点で，Ａからあなたに移転するか？ 

①Ａとあなたとの間で金額の合意がつき，契約が成立した時 

②上記①に基づいてＡとあなたが売買契約書を作成した時 

③あなたがＡに売買代金を支払った時 

④Ａがあなたに建物のカギを渡した時 

⑤建物と土地の登記名義をＡからあなたに移転した時 

（2）ショップＡは，あなたに，ジーパンを売った。このジーパンの所有権

は，以下のいずれの時点で，ショップＡからあなたに移転するか？ 

①ショップＡとあなたとの間で金額の合意がつき，契約が成立した時 

②上記①に基づいてショップＡとあなたが売買契約書を作成した時 

③あなたがショップＡに売買代金を支払った時 

④ショップＡがジーパンを袋に入れあなたに渡した時 

民法１７６条（物権の設定及び移転） 

物権の設定及び移転は，当事者の意思表示のみによって，その効力を生ずる。 
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すが，それらよりも早い Case2(1)(2)も①の時点で，土地と建物またはジーパンの

所有権があなたに移転していることになります。 

つまり，契約書の作成や代金を支払うことさえなく，口約束だけで所有権は移

転するのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※契約書は作成しなければならない？ 

Case2(1)(2)では，どちらも②で「売買契約書を作成した」とありますが，売買

などの契約をする場合に，契約書は作成しなければならないでしょうか。 

Case2 (2)のジーパンですと，常識で「そんな高額ではないし，契約書まで作成

しなくてよいだろう」と思われるでしょう。これは常識どおりで，Case2 (2)のジ

ーパンの売買について契約書を作成する必要はありません。しかし，実は金額は

関係なく，民法で定める契約は原則として契約書を作成する必要はないのです。

たとえ 1億円のジーパンであっても同様です。また，対象が不動産であっても同

様です。よって，Case2(1)の不動産の売買も，口約束だけで構わないのです。 

ただし，実際には不動産などの高額の売買では契約書が作成されるのが普通で

す。買主からすれば高額な売買代金を支払うわけですから，契約をした証
あかし

がない

と安心できません。また，後日トラブル（訴訟など）になった場合，口約束を立

証するのは困難ですので，証拠として契約書があったほうがよいです。よって，

不動産など高額な売買において，口約束だけで済ますことは滅多にありませんが，

法律上は契約書の作成は必要ないのです。 

 

―Realistic 2 法律の規定は 1つの選択― 

「口約束だけで物権が移転する」と聞いて，「早すぎるのでは？」「売買代

金の支払時にしたほうがよいのでは？」と思われた方もいると思います。売

買代金の支払時とすることも，選択肢としてはあり得ます。そういう選択を

してもよかったと思います。しかし，日本の民法は，「口約束だけで物権が

移転する」とし，移転時期として考えられる最も早い時点を選択しました。 

これは，立法例の 1 つの選択にすぎません。法律は人間が作ったものです

ので，現在の規定が絶対的に正しいわけではありません。数十年後には「売

買代金の支払時に物権が移転する」と変わっているかもしれません。 

今後の法律学習においては，「あくまで立法例の 1 つの選択にすぎない」

ということは，念頭に置いてください。ただし，その選択は，人間が何度も

失敗を繰り返し，時代に応じて変更してきたものではありますので，その選

択をしたことにある程度の説得力のある根拠はあります。 
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３ 不動産と登記 

１．登記とは？ 

不動産は，「登記」抜きでは語ることができません。登記とは，現時点では「不

動産の名義」という認識を持ってください。 

通常は，不動産ごとに以下のように登記がされています（以下の記載内容が現

時点でわかる必要はありません。詳しくは不動産登記法で扱いますので，今は「Ａ

の名義で登記がされているな～」という程度で見てください）。建物を建てた場

合や不動産を購入した場合には，通常は所有者名義で登記をします。 

 

東京都新宿区新宿 3丁目 3－3    全部事項証明書           （土地） 

表題部(土地の表示) 調製 余白 不動産番号 0 2 0 7 4 8 3 9 3 5 4 2 1  

地図番号 余白 筆界特定 余白 

所  在 新宿区新宿三丁目 余白 

① 地 番 ② 地 目 ③ 地 積 ㎡ 原因及びその日付[登記の日付] 

3 番 3 宅地 72 55 余白 

 

権 利 部( 甲 区 )（ 所 有 権 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項 

1 所有権保存 平成 13 年 5 月 12 日 

第 20023 号 

所有者 新宿区新宿三丁目 3 番 3 号 

Ａ 

 

２．民法 177条 

このようにＡ名義の登記がされた不動産をあなたが買いたいと思ったとしまし

ょう。以下の Caseを考えてみてください。 
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あなたは，当然，Ｂよりも先に購入し 1 年間も実際にそこで暮らしているので

すから，「オレ（私）が所有者だ！」と言えると思うでしょう。しかし，実際に

は，あなたはＢに対して，自己がその建物と土地の所有者であると言えません。

以下の条文があるからです。 

 

 

 

 

 

あなたは登記をしていないため，所有権の取得（「物権の得喪」のうちの取得）

をＢ（第三者）に主張できません（対抗できません）。 

ここでいう「第三者」は，悪意でも構わないとされています。「悪意」とは，

法律用語では「害意がある」という意味ではなく「知っている」という意味です。

反対の意味の用語は「善意」です。これも日常用語とは異なり，「知らない」と

いう意味です。 

よって，ＢがＡとあなたとの間の売買契約を知っていた（悪意）という事情も，

結論を左右しません。 

Case3 

Ａは，あなたに，平成 28年 3月 10日，建物と土地を売った。あなたは，

Ａに，売買代金 3,000万円を支払い，建物と土地の引渡しも受け，暮らし始

めている。あなたは，子供の小学校の転入手続も済ませ，子供もやっとクラ

スに馴染んできた。しかし，Ａは，まだ自分に登記があったため，Ｂに，平

成 29年 3月 10日，その建物と土地を 4,000万円で売り，土地と建物の登記

をＢに移した。なお，Ｂは，Ａとあなたとの間で売買契約がされていたこと

を知っていた。この場合に，あなたはＢに対して，自己がその建物と土地の

所有者であると言えるか？ 

 

 

 

 

 

Ａ あなた 

Ｂ 登記 

② 

① 

民法１７７条（不動産に関する物権の変動の対抗要件） 

不動産に関する物権の得喪及び変更は，不動産登記法（平成 16 年法律第 123

号）その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ，第

三者に対抗することができない。 
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あなたが「この土地と建物はオレ（私）の物だ！」と第三者に言いたければ，

以下のように自分名義に登記を移す必要があります。 

 

権 利 部( 甲 区 )（ 所 有 権 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項 

1 所有権保存 平成 13 年 5 月 12 日 

第 20023 号 

所有者 新宿区新宿三丁目 3 番 3 号 

Ａ 

2 所有権移転 平成 28 年 3 月 10 日 

第 2151 号 

原因 平成 28 年 3 月 10 日売買 

所有者 新宿区新宿三丁目 3 番 3 号 

あなた 

 

この一見不合理とも思える結論となる理由としては，以下のことがいわれてい

ます。 

① 資本主義の現れ 

第三者に主張したければ，汗をかいて努力しろ！（登記ぐらい移せ！） 

② 不動産は数に限りがありその取引も頻繁に行われるわけではないため（普通

の人が不動産取引をするのは一生で 1～2回でしょう），対抗要件として登

記を備えることを要求しても構わない 

 

この民法 177 条は非常に重要な条文ですので，本講義の物権編で詳しく扱いま

すが，現時点では「登記がないと先に購入した不動産の所有権を主張できないこ

とがあるんだ。登記は，不動産にとって非常に重要なものなんだな」という認識

を持ってください。 

 

３．民法 176条との関係は？ 

上記 2 の説明を読み，２で説明した民法 176 条との関係で疑問を持った方もい

ると思います。２で「口約束だけで物権は移転する」と説明しました。というこ

とは，Case3の場合，口約束をした平成 28年 3月 10日の時点で所有権はＡからあ

なたに移転しており，Ａは所有権を有していないはずなのです。にもかかわらず，

なぜＡは建物と土地をＢに売ることができたのでしょうか。 

上記 2 で説明したとおり，Ｂの勝ちであるというのが結論ですので，Ａは建物

と土地をＢに売ることができるのですが，これをいかに民法 176 条と整合するよ

うに説明するかは学者の中でも一大論点です。完璧な説明ができる学者はいない

のですが，一応説明方法はありますので，それは本講義で説明します。 
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４ 動産と引渡し 

不動産においては，登記が決め手となりました。では，動産はどうでしょう。

似たような Caseを考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民法上，動産には登記という制度がありません。そこで，不動産で「登記」に

当たるものが，動産では「引渡し」となります。 

 

 

 

 

あなたは引渡しを受けていないため，所有権の取得をＢ（第三者）に主張でき

ません（対抗できません）。 

不動産と同様，ここでいう「第三者」は，悪意でも構いませんので，Ｂがショ

ップＡとあなたとの間の売買契約を知っていた（悪意）という事情も，結論を左

右しません。 

資本主義の現れとして，第三者に主張したければ，汗をかいて努力しろ！（引

渡しを受けろ！）という理由は，不動産と同様です。ではなぜ動産の場合は「引

渡し」になるのでしょうか？ それは，動産は無数に存在しその取引は非常に頻

Case4 

ショップＡは，あなたに，平成 28年 3月 10日，ジーパンを売った。あな

たは，ショップＡに，ジーパンの代金 1万円を支払い，それに合う上着を買

ったりしていた。しかし，ショップＡは，まだあなたにジーパンを引き渡し

ていなかったため，Ｂに，平成 28年 3月 20日，ジーパンを 2万円で売り，

Ｂにジーパンを引き渡した。なお，Ｂは，ショップＡとあなたとの間で売買

契約がされていたことを知っていた。この場合に，あなたはＢに対して，自

己がそのジーパンの所有者であると言えるか？ 

 

 

 

 

 

 

Ａ あなた 

Ｂ 

② 

① 

ジーパン 

民法１７８条（動産に関する物権の譲渡の対抗要件） 

動産に関する物権の譲渡は，その動産の引渡しがなければ，第三者に対抗するこ

とができない。 
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繁に行われているため，登記などの特別の要式を要求できない（要求していたら，

経済が回らなくなってしまう）からです。たとえば，コンビニでペットボトルを

購入することも動産取引です。コンビニでペットボトルが売れる度に，ペットボ

トルの登記をコンビニからお客さんに移していたら，煩わしくて仕方がありませ

ん。そこで，「引渡し」を対抗要件としたのです。 

 

この民法 178 条についても，本講義の物権編で詳しく扱いますが，現時点では

「動産の場合は引渡しを受けないと所有権を主張できないことがある。引渡しは，

動産にとって非常に重要なものなんだな」という認識を持ってください。 
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第３章 債権の基本 
 

物権の基本を確認しましたので，続いて債権の基本を確認しましょう。 

 

１ 債権と債務は表裏一体 

P5～6で「取引社会の主体（メンバー）として『人』がいて，特定の人が，特定

の人に対して，特定の行為をすること（またはしないこと）を請求できる権利が

『債権』である」と説明しました。こういうと難しく思えますが，みなさんも，

毎日，債権を取得しています。「債務」という用語も記憶する必要がありますの

で，合わせてみていきましょう。 

たとえば，コンビニでペットボトルを買えば，以下の債権と債務が生じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンビニでペットボトルを買うことは売買契約（民法 555 条）ですが，買主で

あるあなたには目的物引渡請求権という債権が生じます。これは，売主からみれ

ば目的物引渡義務という債務です。また，売主であるコンビニには代金支払請求

権という債権が生じます。これは，買主からみれば代金支払義務という債務です。 

つまり，債権と債務は表裏一体の関係なのです。債権者からみれば債権でも，

債務者からみれば債務なのです。 

 

２ 債権（債務）の発生原因は？ 

民法で規定されている債権（債務）の発生原因は，「契約」「事務管理」「不

当利得」「不法行為」の 4つです。 

 

コンビニ（売主） 

ペットボトルを渡さないと 

お金を払え 

（債務） 

（債務） （債権） 

 

あなた（買主） 

ペットボトルを渡せ 

お金を払わないと 

（債権） 

債務者 

債権者 

債権者 

債務者 
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事務管理 

契約  or   不当利得 

不法行為 

 

当事者の意思が合致した                法律上当然に発生する。 

ことにより債権・債務が                当事者に意思の合致はな 

発生する。                      い（法定債権関係）。 

 

「契約」と「事務管理」「不当利得」「不法行為」では性質が異なりますので，

分けてみていきます。 

 

１．契約 

何度か例に挙げているコンビニでペットボトルを買う売買契約（民法 555 条）

が契約の典型例です。他には，たとえば，（民法に規定されている契約ではあり

ませんが）みなさんが予備校の講座をご受講した場合も，それは契約です。 

契約のポイントは，当事者（お互い）の意思の合致があることです。コンビニ

の売買契約も，予備校の講座の受講も，お互いが納得しなければ契約は成立しま

せん。通常は，コンビニや予備校が契約を締結しないことはないでしょうが，た

とえば，「定価の半額にしてくれ！」と言われれば，契約を締結しないでしょう。 

言い換えれば，当事者（お互い）の意思の合致がある場合にのみ，債権や債務

を有することになるのです。これは，財産法の大原則に私的自治の原則があるか

らです。 

 

私的自治の原則 

（権利の側面）国家や他人に拘束されず，自己の意思に基づいて自己の生活関係

を形成できる原則 

（義務の側面）市民社会において人が義務を負うのは，自らの意思でそれを望ん

だときだけであるという原則 

 

近代以前の国家では，国民の権利義務は権力者に強制されることが多々ありま

した。その反省から，現代の取引社会においては，「国民が自分の意思で決定で

きる」とされたのです。法律は，人類が過去の反省から改良を続けてきた産物で

すので，このように過去の反省の視点があります。 

 

私的自治の原則について，上記のようにプラスの面のみの説明がされることも
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多いです。しかし，もう一つ重要なこととして，私的自治の原則には「責任」も

あるのです。たとえば，コンビニでペットボトルを買うのも，予備校の講座をご

受講するのも，決めるのはみなさんの自由ですが，買うまたはご受講すると決め

たからには，売買代金や受講料を支払う必要があります（責任）。 

したがって，私的自治の原則を要約すると，以下のようになります。 

 

私的自治の原則 

契約などをするか（権利義務を有するか）は自由だが，契約などをしたからに

は責任はちゃんと果たせ！ 

 

 

 

 

 

 

 

２. 法定債権（「事務管理」「不当利得」「不法行為」） 

この「事務管理」「不当利得」「不法行為」は，契約と異なり，当事者に意思

の合致がないにもかかわらず，法律上当然に発生します。法律上当然に発生する

ため，「“法定”債権」と呼ばれます。先ほどの私的自治の原則の説明では，人

は自らが望んだときのみ権利義務を有するはずでした。私的自治の原則からする

とおかしいですね。しかし，民法では債権（債務）の発生原因とされているわけ

ですから，そこには債権（債務）を発生させなければならない理由があるのです。 

それぞれ理由が異なりますので，1つ 1つ見ていきましょう。すべて「当事者に

意思の合致はないが，債権（債務）を発生させる必要性（理由）がある」という

点は共通する論理ですので，その論理を意識して以下の説明を読んでください。 

 

（１）事務管理 

 

 

 

 

 

冒頭の「義務なく」がポイントです。義務がないにもかかわらず，他人のため

契約 

自由 

責任 

民法６９７条（事務管理） 

１ 義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以下この章において「管理者」と

いう。）は，その事務の性質に従い，最も本人の利益に適合する方法によって，

その事務の管理（以下「事務管理」という。）をしなければならない。 
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に事務の管理を始めた場合に，管理を始めた者と管理してもらった者との間に債

権（債務）が発生します。もう少しわかりやすくいうと，事務管理とは，（言い

方は悪いですが）「おせっかい」で他人のために何かをしてあげた場合に，当事

者の間に債権（債務）が発生することをいいます。 

ex. あなたは，お隣のＡさんの家が留守だったため，Ａさんに代わってＡさんの

家に届いた冷凍みかんを預かってあげました。そうすると，あなたとＡさん

との間に「事務管理」に基づく「債権」と「債務」が発生します。たとえば，

あなたは，Ａさんに，Ａさんのために支出した有益な費用（冷凍みかんが溶

けないようにするために買ってきた氷の代金）を請求できます。 

 

これは，私的自治の原則からするとおかしいです。Ａさんは，あなたに冷凍み

かんを預かってくださいとは頼んでいません。しかし，この場合に，あなたがＡ

さんのためにした費用さえ請求できないとすると，「他人のために何かしてあげ

よう」という人がいなくなってしまうかもしれません。それでは，あまりにも殺

伐とした社会になってしまいます。そこで，相互扶助（助け合い）の精神から定

められたのが，この事務管理という制度です。 

 

（２）不当利得 

 

 

 

 

 

冒頭の「法律上の原因なく」がポイントです。不当利得とは，簡単にいうと，

本来あるべきでないところに利得（金銭や物など）がある場合に，そのおかしい

状況を解決するための制度です。 

ex. あなたは，サラ金Ａから，法律で定められた上限（年 15％）を超える年 25％

の金利で 100万円を借りました。あなたは，違法金利であることを知らず，1

年後の返済期限の日に，125万円をサラ金Ａに返済しました。この場合，サラ

金Ａにある 10 万円（125 万円―115 万円）が不当利得となり，あなたはサラ

金Ａに 10万円の返還請求をすることができます。これが，昨今テレビＣＭや

電車内の広告で「払い過ぎた利息が返ってきます」と宣伝されている「過払

い金請求」です。 

民法７０３条（不当利得の返還義務） 

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け，そのために他人に損

失を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は，その利益の存す

る限度において，これを返還する義務を負う。 
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この差額の 10万円については，サラ金Ａがあなたに返すとは言っていませんの

で，意思の合致はありません。しかし，10 万円の部分は違法金利（法律上の原因

のない利益）であり，本来はあなたの財布の中にあるべきお金です。よって，あ

なたには，サラ金Ａに対して 10万円の返還を請求できるという債権が生じるので

す。 

 

守備範囲の広い不当利得 

不当利得は，実は非常に多くの範囲をカバーする制度です。実際上，「返還の

合意をしていなくても，返還させる必要がある」という場面は多々あります。そ

のため，不当利得は，無効，取消し，解除の事後処理など，様々な場面で出てき

ます。そのすべての場面に共通することは，不当利得ですから，「返還の合意を

していないが，本来あるべきでないところに利得（金銭や物など）があるので，

そのおかしい状況を解決する必要がある」という事情です。 

 

（３）不法行為 

 

 

 

 

不法行為によって被害を受けた者に，不法行為者に対する損害賠償請求を認め

る制度です。交通事故に遭った被害者が加害者に損害賠償請求をするときや，夫

婦間において相手方に不貞行為があったことにより離婚したため慰謝料を請求す

るときの法的根拠がこの不法行為です。 

ex. あなたは，歩道を歩いていましたが，突然Ａが運転する車にはねられました。

原因は，Ａのわき見運転です。そうすると，あなたとＡとの間に「不法行為」

に基づく「債権」と「債務」が発生します。たとえば，あなたは，Ａに，治

療費や休業損害（仕事に行けなくなったことによる給料相当額など）を請求

できます。 

サラ金Ａ あなた 

10万円 

不当利得 

民法７０９条（不法行為による損害賠償） 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は，こ

れによって生じた損害を賠償する責任を負う。 
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この治療費や休業損害については，Ａがあなたに支払うとは言っていませんの

で，意思の合致はありません。しかし，Ａにわき見運転をしたという落ち度（過

失）があります。よって，あなたには，Ａに対して治療費や休業損害を請求でき

るという債権が生じるのです。 

あなた Ａ 
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第４章 特定承継と包括承継（一般承継） 
 

物権と債権の基本を確認しましたが，本講義に入る前に知っていただきたい基

本はまだあります。 

 

財産権の承継に「特定承継」と「包括承継（一般承継）」という違いがありま

す。この違いを以下のケースを通じて見ていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Case5(2)は「どうなんだろう？」と考えてしまうかもしれませんが，Case5(1)

は，「家電量販店の借金なんて知るかよ！」と思うでしょう。結論は，もちろん

家電量販店の借金を引き受ける必要はないのですが，それを法的に見ていきまし

ょう。 

 
１ 特定承継 

「特定承継」とは，売買や贈与などによって，個々の権利を承継することです。

よって，上記の Case5(1)でいえば，あなたは，家電量販店Ａから，パソコンの所

有権は承継しますが，もちろん負債を承継することはありません。 

Case5 

（1）あなたは，家電量販店Ａで，パソコンを購入した。しかし，家電量販

店Ａは，実は経営危機に陥っており，5 億円の借金を抱えていた。この

場合に，あなたは家電量販店Ａの借金 5 億円も引き受けなければいけな

いのか？ 

（2）Ａが死亡し，子のあなたが相続した。Ａには，財産として 3,000 万円

相当の土地と建物および借金 500 万円があった。あなたは，土地と建物

以外に借金も相続しないといけないのか？ 

 

（1）    （2） 

 

 

 

 

※「△」は負債を表します。 

家電量販店Ａ あなた 

△5億 

あなた 

Ａ △500万 

3000万 
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２ 包括承継（一般承継） 

「包括承継（一般承継）」とは，相続や合併（※）などによって，被相続人や

被合併会社の権利義務をまるごと承継することです（義務も承継します）。 

 

※合併は不動産登記法や会社法・商業登記法で学習しますので，現時点では読み飛ばしてください。 

 

 

 

 

相続人は，プラスの財産だけではなく，借金のようなマイナスの財産もすべて

承継します（民法 896 条本文）。Case5(2)でいえば，あなたは，土地と建物に加

えて借金も承継します（相続します）。 

なお，権利義務をまるごと承継するのが相続ですが，これには例外もあります。

それが，民法 896 条ただし書に規定されているのですが，これは本講義で扱いま

す。現時点では，例外は置いておき，権利義務をすべて承継するのが相続だと考

えておいてください。 

 

【借金を相続しない方法】 

「義務も承継する」と聞いて，「うちのお父さん（お母さん）は借金はないか

な？ あったらどうしよう…。」と不安に思った方もいるかもしれません。しか

し，ご安心ください。「格差の遺伝」は好ましくありませんので，民法には相続

人の救済制度が設けられています。それが，「相続放棄」という制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被相続人が死亡したことを知ってから 3 か月以内に，家庭裁判所で申述するこ

とによって相続放棄をすることができます。相続放棄をすると，借金などのマイ

ナスの財産を相続しなくて済みますが，プラスの財産も相続できなくなります。 

民法８９６条（相続の一般的効力） 

相続人は，相続開始の時から，被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継す

る。ただし，被相続人の一身に専属したものは，この限りでない。 

 

民法９１５条（相続の承認又は放棄をすべき期間） 

１ 相続人は，自己のために相続の開始があったことを知った時から 3 箇月以内に，

相続について，単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし，

この期間は，利害関係人又は検察官の請求によって，家庭裁判所において伸長す

ることができる。 

民法９３８条（相続の放棄の方式） 

相続の放棄をしようとする者は，その旨を家庭裁判所に申述しなければならな

い。 
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なお，相続放棄以外に，「限定承認」という相続人の救済制度もありますが

（民法 922条以下），これは本講義で扱います。 



27 

 

 

リアリスティック導入講義 

民法の全体像 

 

第５章 債権者平等の原則 
 

条文はありませんが，「債権者平等の原則」というものがあります。「“債権”

者平等の原則」というくらいですから，債権分野の基本的な考え方です。しかし，

この原則を修正する形で物権も関係してきます。 

物権と債権は別の領域で存在するわけではなく，関係し合っています。そのた

め，本講義に入る前に，物権と債権の基本を説明しているのです。 

 

債権者平等の原則を以下の Caseを基に考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Case6の中で「競売」「配当」という用語が出てきましたが，これらの詳細は民

事執行法で扱います。しかし，民法や不動産登記法でも何度か登場してくる用語

ですので，最低限の説明はします。 

Case6 

(1) あなたは，次のとおり借金をした。 

①サラ金Ａから，平成 21年 6月 10日に 100万円 

②サラ金Ｂから，平成 22年 6月 10日に 200万円 

③サラ金Ｃから，平成 23年 6月 10日に 200万円 

しかし，あなたは返済することができずに破産してしまった。破産し

た際，あなたには，合わせて競売代金 100 万円となる土地と建物しか財

産がなかった。この 100万円は，どのように配当されるか？ 

(2) 上記（1）と同様の事案で，あなたは，銀行Ｄからも，平成 24 年 6 月

10 日，100 万円を借り，あなたの唯一の財産である土地と建物に抵当権

を設定していた（④）。この場合に，土地と建物の競売代金 100万円は，

どのように配当されるか？ 

 

（1）    （2） 

 

 

 

 

 

あなた 

①Ａ（100） 

②Ｂ（200） 

 ③Ｃ（200） 

 

（100万円） 

あなた 

①Ａ（100） 

②Ｂ（200） 

 

（100万円） 

③Ｃ（200） 

 ④Ｄ（100） 

抵当権 
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１ 債権者平等の原則 

債権者平等の原則：競売などがされた場合に，債権発生の時期や債権の発生原

因に関わりなく，債権者が債権額に応じて平等に配当を受

けること 

原則として，債権発生の時期や債権の発生原因は関係がありません。Case6(1)

では，サラ金Ａ，Ｂ，Ｃの貸した時期が異なりますが，それは関係ありません（債

権発生の時期は関係ありません）。 

また，仮に借金ではなく，交通事故の被害者（債権者）がいた場合でも，交通

事故の被害者だから優先的に扱おうとはなりません（債権発生原因は関係ありま

せん）。 

よって，Case6(1)の競売代金 100万円は，以下のとおり配当されます。 

①Ａ…100万円（競売代金）✕ 100/500 ＝ 20万円 

②Ｂ…100万円（競売代金）✕ 200/500 ＝ 40万円 

③Ｃ…100万円（競売代金）✕ 200/500 ＝ 40万円 

 

２ 一般債権者を押しのける担保権者 

１で説明した「債権者平等の原則」は，一般債権者の間に適用される原則です。

一般債権者とは，担保物権を有しない債権者のことです（担保については，次の

章で説明します）。つまり，１の話は，純粋に債権だけの話なのです。 

 

それに対して，担保物権（典型例は抵当権〔※〕）を有する債権者は，担保物

権の目的となっている物については，一般債権者に優先して配当を受けることが

できます。一般債権者よりも後に担保権者の債権が発生したとしても，担保権者

が優先します。なぜなら，担保物権は「物権」であるからです。P7 で「物権は強

い」と説明しました。ここでもその強さが現れており，担保物権があると担保に

 

債務者が債権者に借金などを返済できなかった場合には，債権者は裁判所

の手続を利用して債務者の財産（上記 Case6では土地と建物）を強制的に売

っ払い，その売却代金から債権を回収することができます。これが「競売」

です。そして，その売却代金を債権者に渡す手続のことを「配当」といいま

す。 

用語解説―「競売」「配当」 
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入っている物については，一般債権者を押しのけるのです。Case6(2)では，銀行

Ｄは，サラ金Ａ，Ｂ，Ｃよりも後の平成 24年に貸しています。しかし，銀行Ｄだ

けが抵当権（担保物権）を有していますので，銀行Ｄはサラ金Ａ，Ｂ，Ｃを押し

のけることになります。 

よって，Case6(2) の競売代金 100万円は，以下のとおり配当されます。 

①Ａ…0円 

②Ｂ…0円 

③Ｃ…0円 

④Ｄ…100万円 

債権者平等の原則は，担保物権を有する債権者との間では成り立たないのです。 

 

※抵当権とは？ 

物権の中で，債権担保を目的としたものを「担保物権」といい，何種類かあり

ますが，その中で最も多く使われているのが抵当権です。 

典型例は住宅ローンです。マイホームを購入するときには，銀行から数千万円

を借りることが通常です。その際に，人質（担保）として購入するマイホームを

差し出し，抵当権という銀行の権利を，購入するマイホーム（建物と土地）に設

定します。ただし，「差し出す」といっても，抵当権という銀行の権利が登記記

録に記録されるだけで，実際に銀行が建物と土地を使うわけではありません。し

かし，住宅ローンの返済が滞れば，マイホームは競売されてしまいます（裁判所

の手続を利用して強制的に売っ払われてしまいます）。 

 

 

本章冒頭で説明したとおり，このように，物権と債権は関係し合っています。

ここでは，債権の世界にある債権者平等の原則に，物権の世界にある担保物権を

入れると債権者平等の原則が修正されるという形で関係しました。 

また，銀行Ｄについては，一般債権者に優先することに重点をおいて説明しま

したが，そもそも銀行Ｄの抵当権（担保物権）は，債権（100万円を返してもらう

権利）があるから存在するものです。つまり，抵当権という物権は，100万円の債

権を前提として成立するものなのです。この意味でも，物権と債権は関係性があ

ります。 
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第６章 債権担保の方法 
 

「担保」という言葉が出てきました。担保とは，債権を有している債権者が，

債務者がきちんと債務を履行してくれなかった場合に備えてとっておく「保険」

のようなものです。言い方は悪いですが「人質」のようなものともいえます。債

務者に対して，「きちんと履行しなければ，担保にとっているこの人質がどうな

っても知らないからな」という具合です。 

典型例は，銀行が融資をする場合です。担保なしで融資をすることを「裸の融

資」などといいますが，（ドラマ「半沢直樹」ではありましたが）ある程度高額

になると，銀行は通常は担保なしで融資をしてくれません。 

 

では，債権担保の方法にはどのようなものがあるか，大枠を見ていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この Caseは，法的な答えがあるわけではありません。Ａ銀行は，担保なしの裸

で融資をしても構いませんし，何を担保として要求するかも銀行の自由です。た

だし，「この Caseの場合，普通はこうするかな」というものはあります。 

 

Case7 

（1）あなたが住宅を購入する際に，Ａ銀行が，あなたに，住宅購入代金の

一部として 2000 万円を融資する場合に，Ａ銀行としてはこの 2000 万円

の債権を担保するために，どのような方法を採るであろうか？  

（2）あなたが新たにインターネット事業を始める際に，Ａ銀行が，あなた

に，事業資金 200 万円を融資する場合に，Ａ銀行としてはこの 200 万円

の債権を担保するために，どのような方法を採るであろうか？ 
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１ 物的担保と人的担保 

債権担保の方法としては，「物的担保」と「人的担保」があります。 

 

 

  

 

 

 

 

どちらも，「債務者のお前だけでは信用できないから，担保を出せ。出したら

金を貸してやるよ。」という点は同様です。 

担保は，その性質の違いから「物的担保」と「人的担保」に分かれます。「物」

（不動産など）を担保にとるのが物的担保，「人」（保証人など）を担保にとる

のが人的担保です。 

一般的に，人的担保よりも物的担保のほうが信用性が高いと考えられています。

なぜなら，人は，仕事を辞めたり，逃げてしまったりということが十分あり得ま

すが，物（特に不動産）は，大幅に価格が変動することはあまりなく，逃げてし

まう（滅失する）可能性もあまりありません。 

よって，Case7（1）は 2000万円と高額であるため物的担保としてあなたが購入

する土地と建物に抵当権を設定し，Case7（2）は 200 万円と少額であるため人的

担保として保証人を要求すると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 物上保証とは？ 

１の物的担保の例は，あなたが借金をしてあなたの不動産を担保に差し出すも

のでした（以下の図の左）。それに対して，抵当権などの担保物権を設定すると

きに，債務者自身ではなく，債務者以外の者（ex.親）が担保の目的物を差し出す

こともあります。これを「物上保証」といいます。 

債権者 

物的担保 

債務者 

人的担保 

債権者 

債務者 保証人 

Ａ銀行 

物的担保 

あなた 

人的担保 

Ａ銀行 

あなた 保証人 

（親など） 

あなた 

あなた 

これが担保 
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※担保の目的物を差し出す者のことを「設定者」といいます。 

 

物上保証の場合，あなたの住宅ローンの返済が滞れば，物上保証人（ex.親）の

不動産が競売されてしまいます。 

 

物上保証をする事情には様々なものがあります。典型例は，親など親族が担保

を差し出す場合です。それ以外の例を 1 つ挙げると，中小企業が銀行から融資を

受ける場合に，社長が個人で所有している不動産を担保として出せと言われるこ

とがあります。この場合には，会社が債務者であり，社長が抵当権設定者となる

ため，会社の債務を社長が物上保証している形になります（会社経営が失敗した

場合に社長個人の財産が奪われるため，問題にはなっていますが）。 

（注）会社と社長は，別の権利主体です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページ以降は，本講義開講までの予習用です。 

Ａ銀行 

（債務者兼設定者） 

あなた 

（債務者） 

（物上保証） 

あなた 

あなた 

（設定者［※］） 

Ａ銀行 

あなた 

（債務者） 

親 

親 

（設定者［※］） 

被担保債権 抵当権 被担保債権 抵当権 

（物上保証） 

Ａ銀行 

会社 

（債務者） 

社長 

社長 

（設定者） 

被担保債権 抵当権 
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 ―第２編― 
財産法・ 各編 

―第２編― 
財産法・各編 
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第１章 総則 
 

１ 権利能力・意思能力・行為能力とは？ 

1. 権利能力 

 

 

 

 

 

 

  

権利能力とは，権利・義務の主体となることができる地位，つまり，権利

を獲得し，義務を負担することができる地位のことである。たとえば，Ａが

Ｂとの間で「ブランド物のバッグをタダであげるよ」という贈与契約を締結

すると，ＡとＢには，以下のような権利と義務が発生する。 

 

 

 

 

 

 

「契約書に氏名・名称を書いて，有効かどうか」と考えるとわかりやすい。 

 

【権利能力を有する者】 

 

自然人 「人」であるならば，すべて“誰でも”“同じように”権利能力

を有する（権利能力平等の原則） 

法人 一定の要件を満たすことで，人と同程度ではないが，権利能力を

得ることができる 

 

 

上記の設例でいえば，①の 1 歳の赤ちゃん，および，③の株式会社辰已

法律研究所は権利能力を有するが，②のコンピューターを使いこなせるサ

ルは権利能力を有さない。 

（設例） 

以下の者のうち，権利能力のある者は，どれか？ 

① 1歳の赤ちゃん 

② コンピューターを使いこなせるサル 

③ 株式会社辰已法律研究所 

 

Ａ Ｂ 

義務:バッグを渡 

さないと 

権利:バッグを

よこせ 
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※権利能力を有するかが問題となる者 

権利能力は，出生により始まるので（民法 3 条 1 項），出生前の胎児

に権利能力があるかが問題となる。民法は，胎児は原則として権利能力

のない者としているが，例外的に以下の場合には生まれたものとみなす

（権利能力を有する）としている。 

① 損害賠償請求（民法 721条） 

② 相続（民法 886条） 

③ 遺贈（民法 965条，886条） 

2. 意思能力 

 

 

 

 

 

 

  

意思能力とは，自己の法律行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力の

ことである。つまり，自分がした行為によって，どんな結果が起こるかがわ

かる能力のことである。 

明文規定はないが，私的自治の原則により，私人の法律行為は自己の意思

に基づいてのみ行われなければならないことから，当然の前提とされている

（通説）。 

年齢でいうと，一般的に 6～7歳の小学校入学程度を基準として，意思能力

があるかが判断されるが，「何歳以上の者が意思能力がある」などと決まっ

ているわけではない。 

上記の設例でいえば，①の 1 歳の赤ちゃんは意思能力がないといえ，②の

小学 3年生の子供は通常は意思能力があると考えられ，③の 40歳の泥酔した

サラリーマンは意思能力がない可能性が高いと考えられる。 

（設例） 

以下の者のうち，意思能力のある者は，どれか？ 

① 1歳の赤ちゃん 

② 小学 3年生の子供 

③ 40歳の泥酔したサラリーマン 
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意思能力を欠いた者（意思無能力者）の行為は，無効である（大判明 38.5.11）。 

 

3. 行為能力 

 

 

 

 

上記 2 の「意思能力」は，意思能力がないとして契約が無効となるといっ

ても，実際には証明が困難ということが多い。そこで，民法は制限行為能力

制度というものを設けた。 

以下の者を，制限行為能力者としてあらかじめ定めることにより，以下の

者を資本主義の世界から保護している。 

① 未成年者 

② 成年被後見人 

③ 被保佐人 

④ 被補助人 

（1） 未成年者制度（上記①） 

20 歳未満の未成年者（民法 4 条）は，判断能力が不十分であるというこ

とから，原則として，法律行為をするには以下の方法による必要がある。 

Ⅰ 親権者（未成年後見人）の同意を得て，未成年者自身がする（民法

5条 1項本文） 

または 

Ⅱ 親権者（未成年後見人）が代理してする（民法 824条本文後段，859

条 1項） 

（設例） 

民法では，どのような者の行為能力が制限されているか？ 

 

歯切れの悪い説明ですが，最終的には裁判所が決めます。 

どういったことが軽過失に当たるか，重過失に当たるかなどもそうですが，明確

に基準のないものについて受験生のみなさんに判断させることは基本的にはあ

りませんので，気にしないで下さい。 
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Ⅰの例としては，未成年者が携帯電話の契約をする場合に，親の同意書

を持って来いと言われることなどがある。 

Ⅱは，親がＡである未成年者Ｂが売主となって，買主Ｃと契約をする場

合に，契約書に以下のように記載するということである。 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 成年被後見制度・保佐制度・補助制度（上記②～④） 

判断能力の程度によって，3つに分かれている。 

 

 後見（上記②） 保佐（上記③） 補助（上記④） 

対象者 精神上の障害によ

り，事理弁識能力を

欠く常況にある者 

精神上の障害によ

り，事理弁識能力が

著しく不十分であ

る者 

精神上の障害によ

り，事理弁識能力が

不十分である者 

 

②の成年被後見人，③の被保佐人，④の被補助人とは，たとえば，認知

症などにより判断能力が弱くなったお年寄りがなることがある。 

よくある事例として，認知症のお年寄りが，訪問販売で必要のない高額

なリフォーム契約を締結させられるということがある。資本主義の考え方

からすれば，自分で結んだ契約なので，自己責任ということになる（私的

自治の原則の義務の側面）。しかし，それではあまりにも不公平である。

よって，あらかじめ家庭裁判所において，②は成年後見人，③は保佐人，

④は補助人を選任しておけば，上記の例のような高額なリフォーム契約な

どを取り消すことができるという制度を設けた。それが，この成年後見制

度，保佐制度，補助制度である。 

しかし，すべての法律行為を取り消すことができるわけではない。たと

えば，以下のようなことは取り消すことができない。 

契約書 

 

 

 

売主（甲）Ｂ 

法定代理人 Ａ ○印  

買主（乙）Ｃ ○印  
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瑕疵：キズ，欠陥のこと。完全ではないということである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 意思表示 

 

 

 

 

 

 

動機  ⇒  （内心的）効果意思  ⇒  表示意思  ⇒  表示行為 

 

 

 

この意思表示の成立過程に不一致または瑕疵があった場合に，その意思表

示の効力がどうなるのかという問題が生じる。民法には，以下のようなもの

が規定されている。 

 

【Realistic rule】 

「日用品の購入その他日常生活に関する行為」（ex.スーパーでの買い物な

ど）」は取り消すことができません（民法 9 条ただし書，民法 13条 1 項

ただし書）。これまで取り消されては，世の中が回らなくなるからです。 

「あの歌手の曲

が聴きたい」 

 

「その歌手の 

ＣＤを買おう」 

 

「それを店員に 

伝えよう」 

 

「このＣＤを 

売って下さい」 

 

（設例） 

Ａが，ＣＤショップで，あるＣＤを購入した。この場合に，Ａは，法

律的に言うと，どのような意思表示をしたのか？ 
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 意義 効果 

心裡留保 

（民法 93条） 

冗談，ウソ （原則）有効 

（例外）無効（相手方が悪意または有過失） 

通謀虚偽表示 

（民法 94条） 

 

示し合わせて

ウソをつくこ

と 

（原則）無効 

（例外）無効は「善意の第三者」に対抗す

ることができない 

錯誤 

（民法 95条） 

かんちがい （原則）無効 

（例外）有効（表意者が重過失） 

詐欺 

（民法 96条） 

詐欺による意

思表示 

（原則）有効だが，取消し可 

（例外）民法 96条 2項，3項 

強迫 

（民法 96条） 

強迫による意

思表示 

有効だが，取消し可 
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３ 代理 

 

 

 

 

 

 

             Ａ 

 

             Ｂ     Ｃ 

 

 

  

 

 

 

 

人間は“自分一人では限界がある”ため，代理人を使うことができる。た

とえば，毎年日本シリーズの後に行われるプロ野球選手の契約更改において，

プロ野球選手は代理人を立てて交渉することがほとんどである。野球は上手

くても，お金や条件の交渉には慣れていないから，その道のプロを代理人に

するわけである（「任意代理」の制度趣旨である「私的自治の拡張」）。 

【代理の要件】 

① 代理権の存在 

② 顕名（本人の為にすることを示すこと） 

③ 代理行為（代理人と相手方との間の有効な法律行為） 

 

 

             Ａ 

 

 

 

 

         顕名  Ｂ          Ｃ 

民法９９条（代理行為の要件及び効果） 

１ 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は，本人

に対して直接にその効力を生ずる。 

２  前項の規定は，第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 

 

（設例） 

日本のプロ野球選手であるＡは，交渉能力の高いＢに，自己の代わり

にメジャーリーグのチームＣと交渉してもらいたいと思っている。Ｂを

代理人とするためには，いかなる要件が必要か？ 

 

法律行為 

代理権授与 

 Ａの代理人Ｂ 

です（②） 

この条件で契約 

しましょう（③） 

オレの代わりに 

契約してきて（①） 
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４ 時効 

1. 存在理由（制度趣旨） 

①永続した事実状態の尊重 

ある事実状態が続いていれば，それを基に様々な法律関係が形成され，

関係者も増えてくるのが通常である。 

②立証の困難性の救済 

③権利の上に眠る者は保護しない 

永続した事実状態がたまたま真実の法律関係に反していても，権利の上

に眠る者は保護に値しない。 

2. 取得時効 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他人の物を一定期間占有し，以下の要件を満たせば所有権を取得すること

ができる。 

民法１６２条（所有権の時効取得） 

1 20 年間，所有の意思をもって，平穏に，かつ，公然と他人の物を占有した者は，

その所有権を取得する。 

2 10 年間，所有の意思をもって，平穏に，かつ，公然と他人の物を占有した者は，

その占有の開始の時に，善意であり，かつ，過失がなかったときは，その所有権を

取得する。 

（設例） 

Ａは，自己が所有している甲土地の隣にあるＢ所有の乙土地の一部を

長年使用していた。 

（1）Ａは，乙土地の一部が自己の土地でないことを知っていた場合，ど

のような要件を満たせば，乙土地の一部を時効取得することができる

か？ 

（2）Ａは，乙土地の一部が自己の土地でないことを知らず，知らなかっ

たことに過失もなかった場合，どのような要件を満たせば，乙土地の

一部を時効取得することができるか？ 

 

Ａ Ｂ 

甲土地 乙土地 
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（1） 長期取得時効の要件（民法162条1項） 

① 20年間の占有の継続 

② 所有の意思をもって占有（ex.賃借人としての占有ではダメ。自分の

物でないとわかっているから） 

③ 平穏かつ公然と占有（    暴行若しくは強迫または隠匿） 

（2） 短期取得時効の要件（民法162条2項） 

① 10年間の占有の継続 

② 所有の意思をもって占有（ex.賃借人としての占有ではダメ。自分の

物でないとわかっているから） 

③ 平穏かつ公然と占有（    暴行若しくは強迫または隠匿） 

④ 自己の物でないということについて，善意無過失 

3. 消滅時効 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債権者が有する債権は，10 年間それを行使しないと時効によって消滅して

しまう。 

上記の設例でいえば，弁済期（これが民法 166 条 1 項の権利を行使するこ

とができる時に当たる）から 10年を経過しているので，ＢのＡに対する債権

30万円は消滅時効にかかる。 

 

※なお，取得時効も消滅時効も，援用が必要である（民法 145条）。 

 

（設例） 

Ａは，友人のＢから，平成 17年 2月 11日に，弁済期を平成 18年 2月

10日として，30万円を借りた。しかし，Ａは，平成 28年 3月 23日現在

においても，30 万円を返済していない。Ａは，この借金 30 万円を消滅

させられないか？ 

 

民法１６７条（債権等の消滅時効） 

1 債権は，10 年間行使しないときは，消滅する。 

2 債権又は所有権以外の財産権は，20 年間行使しないときは，消滅する。 

民法１６６条（消滅時効の進行等） 

１ 消滅時効は，権利を行使することができる時から進行する。 
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第２章 物権 
 

【民法に規定されている物権】 

 

占有権：物の所持という事実的支配状態を保護するもの 

物権    所有権：目的物の利用価値・交換価値の全部を全面的に支配できる権利 

用益物権：物を利用してその利用価値を取得する権利 

制限物権       地上権，永小作権，地役権，入会権 

担保物権：目的物を債権担保の用に供することを目的と

し，交換価値を把握する権利 

留置権，先取特権，質権，抵当権（根抵当権） 

 

１ 占有権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「占有権」とは，自己のためにする意思をもって物を所持しているという事

実的支配状態そのものを保護する権利である。民法 180 条にあるとおり，「自

己のためにする意思」が必要である。「自己のためにする意思」とは，所持に

よる事実上の利益を自己に帰属させようとする意思であり，これがないのが意

思無能力者による所持である。上記の設例でいえば，①のブランド物のバッグ

を盗んできた泥棒，および，②のマンションを借りている賃借人には占有権が

あり，③の買ってもらったおもちゃで遊んでいる 3歳の子供には占有権がない。 

簡単にいうと，自己のためにする意思をもって物を“持っている”だけで，

法律上の権利を有するわけである。たとえば，占有権に基づいて，訴えを提起

することまでできる（民法 197条～202条）。泥棒であっても，このような権利

（設例） 

以下の者のうち，以下の物について，占有権を有する者はどれか？ 

① ブランド物のバッグを盗んできた泥棒 

② マンションを借りている賃借人 

③ 買ってもらったおもちゃで遊んでいる 3歳の子供 

 

民法１８０条（占有権の取得） 

占有権は，自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 
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がある。 

なお，「持っている」とは，実際に手の中にある必要はなく，社会通念上所

持していると考えられれば足りる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自力救済の禁止】 

たとえば，自転車を盗まれた 1 週間後に，自分の自転車が置いてある泥棒の

家を発見した。この場合に，その自転車を持って帰ることはできるか？ 

→できない。 

（理由） 

それが許されてしまうと，力があるかどうかによって違いが出てきてしま

う世の中になってしまう。だから，裁判所や警察（国家権力）の力を借りて，

解決しなければならない（自力救済の禁止）。 

簡単にいうと，『北斗の拳』の世界になってはいけないということである。 

 

２ 所有権 

以下の 2つの点を兼ね備えた権利である。 

Ⅰ 利用価値 

Ⅱ 交換価値 

物を使うこと（自ら使用したり，貸して家賃を得たり）もできるし（Ⅰ），

その物を売り払ってしまうこともできる（Ⅱ）。簡単にいうと，オールマイテ

ィーな権利である。しかし，無制限に使えるわけではない。たとえば，住宅地

にある自らが所有する土地に，スカイツリーを超える高さのビルを建てようと

思っても，許されない。 

 

３ 用益物権 

所有権の利用価値・交換価値のうち，利用価値のほうのみを有する権利である。

【泥棒にも占有権がある理由】 

泥棒であっても，物を持っていたら，その人が，その物について何

らかの権利（本権）を有していると思うのが普通です。よって，そ

のような現実的支配（占有）を保護する必要があるのです。 
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利用方法によって，以下のように分かれる。 

 

1. 地上権 

 

 

 

 

他人の土地において工作物（ex. 建物）または竹木を所有するため，その

土地を利用する権利である。たとえば，企業が駅前の地主から地上権の設定

を受け，商売をするなどというときに使うことができる。しかし，あまり使

われていない。 

 

2. 永小作権 

 

 

 

 

工作または牧畜をするために，小作料を支払い他人の土地を利用する権利

である。 

戦前の小作制度（小作人が地主から土地を借りて農業をする制度）の名残

りで残っている権利である。ほとんど使われていない。 

 

3. 地役権 

 

 

 

 

一定の土地（要役地）の利用価値を高めるために，他の土地（承役地）を

利用する権利である。たとえば，Ａが，自己所有の土地の便宜のために，乙

土地を所有しているＢとの間で，「乙土地を通行することができる」という

内容の通行地役権を設定することができる。 

 

 

 

民法２６５条（地上権の内容） 

地上権者は，他人の土地において工作物又は竹
ちく

木
ぼく

を所有するため，その土地を使

用する権利を有する。 

民法２７０条（永小作権の内容） 

永小作人は，小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有

する。 

民法２８０条（地役権の内容） 

地役権者は，設定行為で定めた目的に従い，他人の土地を自己の土地の便益に供

する権利を有する。（略） 

甲土地 乙土地 

Ａ 
Ｂ 

（承役地） （要役地） 
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４ 担保物権 

 

典型担保 (民法に定めがある)     留置権，先取特権，質権 

                     抵当権（根抵当権） 

担保物権   特別法上の担保物権         仮登記担保，工場抵当 

 

非典型担保（法令に定めがない）   譲渡担保, 所有権留保 

 

【担保物権とは？】 

所有権の利用価値・交換価値のうち，交換価値を把握（支配）する権利で

ある。交換価値とは，「その物を金にしたらいくらになるか」ということで

ある。たとえば，担保が建物であれば，「システムキッチンが付いている家

であるか」といったことは担保権者にはどうでもよく，「その物を金にした

らいくらになるか」ということしか担保権者には興味がないということであ

る。 

担保物権は，簡単にいうと，債権者が債権を回収するためにとる人質のこ

とである。ここでは，質権と抵当権のみ説明する。 

 

1. 質権 

質権には，①動産質，②不動産質，③債権質とあるが，ここでは動産質の

みのイメージを持てば十分である。動産質は，質屋の権利だと考えておけば

よい。厳密にいうと，質屋には「商法」と「質屋営業法」という特別法が適

用されるので，民法の質権とは異なる点がある。しかし，最もイメージしや

すいのが質屋であるから，この時点ではそのイメージで構わない。 

つまり，質権を設定するとは，お金を借りるために，質屋に時計やブラン

ド物のバッグを差し出すわけである。弁済期までに返済すれば，時計やバッ

グを取り返すことができる。占有を移転するという点が，次の抵当権との最

大の違いである。 

 

2. 抵当権 

抵当権は，住宅ローンで購入するときのマイホームでイメージするのが最

も適切である。マイホームを購入するときには，銀行から数千万円を借りる

ことが通常である。その際に，人質として購入するマイホームを差し出し，
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抵当権という権利を購入するマイホーム（建物と土地）に設定する。 

ただし，差し出すといっても，抵当権という銀行の権利が登記記録に記録

されるだけであり，実際に銀行が建物と土地を占有するわけではない。この

点が，抵当権の最大の利点である。占有が銀行に移転してしまうのであれば，

銀行から融資を受けてマイホームを購入する人はいなくなってしまう。しか

し，占有移転は不要であるため，抵当権は，「住宅ローンを借りて，マイホ

ームは使いたい」というマイホームを購入した人の要望と，「マイホームは

使いたくないが，確実に担保として確保しておきたい」という銀行の要望を

満たすものとなっている。 
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第３章 債権 
 

１ 相手が契約を履行しない場合どうするか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

上記の設例では，Ｂはパソコンが必要であったから購入したわけだから，第

一に「早くパソコンを引き渡せ」と言うと考えられる（履行の強制。民法 414

条）。それでも家電量販店Ａがグダグダ言ってくるようであれば，売買契約自

体を解除して，別の家電量販店から購入したいと考えるだろう。 

また，損害が生じたわけだから，強制履行を請求するにしても，解除するに

しても，それに加えて損害賠償も請求するのが当然であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設例） 

Ｂは，家電量販店Ａで，パソコンを購入する契約をした。しかし，Ｂ

が売買代金を支払ったにもかかわらず，家電量販店Ａは，約束の日にな

っても，パソコンを引き渡さない。それによって，Ｂの仕事に損害が出

た。Ｂは，家電量販店Ａに対して，どのような請求をすると考えられる

か？ 

 

家電量販店Ａ Ｂ 

△損害 

債務不履行 

強制履行・損害賠償請求 

解除・損害賠償請求 

民法４１５条（債務不履行による損害賠償） 

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは，債権者は，これによって

生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によっ

て履行をすることができなくなったときも，同様とする。 
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２ 債権譲渡 

 

 

 

 

 

 

上記の設例で，真っ先に考えられるのが，裁判だろう。しかし，裁判で勝

訴判決を得ても，Ｂに目ぼしい財産がなければ，全く回収できず弁護士費用

などが無駄になるだけである。 

実は，裁判以外にも，方法がある。その 1つの方法が，債権譲渡である。 

 

 

 

 

 

「Ｂに 100万円の返還を請求できる」という債権を売ることができるのであ

る。100 万円の債権を 100 万円で買ってくれる者はいないが，10 万円くらい

なら買ってくれる者もいる。1円も回収できないことや，回収の手間を考えれ

ば，10万円でも買ってもらったほうがましである。債権を 10万円で購入した

者は，10 万円以上の回収をし，利益をあげるわけである。このように債権を

買う者に，たとえば，債権回収会社（サービサー）がある。 

 

 

 

 

 

（設例） 

Ａは，Ｂに，100 万円を貸しているが，Ｂは弁済期になっても返そう

としない。Ａは，貸したお金を回収するために，どのような方法を採る

だろうか？ 

 

民法５４１条（履行遅滞等による解除権） 

当事者の一方がその債務を履行しない場合において，相手方が相当の期間を定め

てその履行の催告をし，その期間内に履行がないときは，相手方は，契約の解除

をすることができる。 

Ａ 

Ｂ 

 

 

債権回収会社Ｃ 

（サービサー） 100万円 

民法４６６条（債権の譲渡性） 

１ 債権は，譲り渡すことができる。ただし，その性質がこれを許さないときは，この

限りでない。 
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【ＭＥＭＯ】
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 ―第３編― 
親族・相続 
―第３編― 
親族・相続 
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【家族法（親族・相続）の特殊性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

婚姻意思のない婚姻は，無効である（民法 742条 1号）。民法 93条の真意で

はない意思表示も原則として有効であるという心裡留保の規定は，適用されな

い。これ以外にも，多くの民法総則の規定が，家族法（身分法）には適用され

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【財産法の規定が適用されない例】 

原則として，制限行為能力者が法定代理人の同意を得て，または法定代理人

が代理して家族法（身分法）の身分行為をするということはできない。 

（理由） 

身分行為は“生活の根幹をなす”ものであるため，本人の意思が非常に

重要視される。よって，誰かの同意を得て，または，誰かに代わってもら

って，婚姻したり遺言を書いたりするのは，おかしいのである。 

従って，たとえば，未成年者であっても 15歳以上であれば単独で有効に遺言

を書くことができる（民法 961条）。 

 

（設例） 

Ａ男は，婚姻する意思もないのに，Ｂ女との婚姻届を提出した。この

婚姻は有効か？ 

 

【家族法（身分法）を学習する注意点】 

「家族法（身分法）」は，「財産法」と大きく異なります。この「家族

法（身分法）」は，国によっては民法と別の法律とされているくらいで

す。よって，“別の法律を勉強している”くらいの感覚で学習しましょう。 

民法７４２条（婚姻の無効） 

婚姻は，次に掲げる場合に限り，無効とする。 

一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 

二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし，その届出が第 739 条第 2 項に定

める方式を欠くだけであるときは，婚姻は，そのためにその効力を妨げられな

い。 
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【相続編の特異性】 

相続編は，民法の他の規定と比べて，“非常に詳細に”規定されている。た

とえば，父親が死亡した場合に，相続人が母親・長男・二男だったときの法定

相続分は，以下のように法定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

母親は 2・長男は 1・二男は 1と“数字で”割合が決まっている。民法の他の

規定では，ないことである。たとえば，「損害賠償を請求できる」という規定

はあるが（民法 415条），「具体的にいくら請求できる」という規定はない。 

（理由） 

「相続」が最も泥沼化し醜い争いになることが多いからである。たとえば，

兄弟同士で相続分を争う裁判がされると，「オレは，お前のお下がりの服し

か着られなかった」とか，法律と関係のない“感情論”が飛びかい収拾がつ

かなくなる。揉め事が起きたときに，家族ほど面倒になることはない。だか

ら，あらかじめ法律で詳細に規定し，関係者の争いの余地，裁判所の裁量の

余地を少なくしておく必要があるわけである。 

 

 

父 母 

長男 二男 

2/4 

1/4 1/4 
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