
　
公
益
通
報
者
保
護
法
は
、
公
益
通

報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
公
益

通
報
者
の
解
雇
を
無
効
と
し
、ま
た
、

不
利
益
な
取
扱
い
を
禁
止
す
る
こ
と

に
よ
り
、
公
益
通
報
者
の
保
護
を
図

る
等
の
目
的
で
、
二
〇
〇
六
年
に
施

行
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
、
自
組
織
内
に
内

部
通
報
制
度
を
導
入
す
る
事
業
者
が

増
加
し
、
従
業
員
数
が
一
〇
〇
〇
人

を
超
え
る
事
業
者
に
お
い
て
は
、
九

割
超
の
導
入
実
績
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
導
入
し
て
い
る

事
業
者
で
も
ほ
と
ん
ど
通
報
実
績
が

な
い
な
ど
、
実
態
は
機
能
し
て
い
な

い
ケ
ー
ス
も
多
く
、
不
祥
事
の
た
び

に
機
能
不
全
が
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し

た
。

　
そ
こ
で
、
喫
緊
の
課
題
と
し
て
、

い
か
に
内
部
通
報
制
度
の
実
効
性
を

高
め
る
か
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
制

度
の
さ
ら
な
る
活
用
を
促
進
し
、
自

組
織
内
の
問
題
を
早
期
に
発
見
し
て

是
正
す
る
こ
と
に
よ
り
被
害
の
防
止

を
図
る
こ
と
等
を
目
的
に
、
改
正
公

益
通
報
者
保
護
法
が
二
〇
二
二
年
六

月
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　
本
稿
で
は
、
改
正
公
益
通
報
者
保

護
法
を
は
じ
め
と
し
た
法
令
の
内
容

を
理
解
し
、
実
効
性
の
高
い
内
部
通

報
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
対
応
手

順
や
対
応
例
を
解
説
し
ま
す
。

【
制
度
構
築
の
た
め
の
基
礎
と
な
る

三
つ
の
資
料
】

　
改
正
公
益
通
報
者
保
護
法
の
施
行

に
向
け
て
、
消
費
者
庁
が
公
表
す
る

と
し
て
い
た
「
公
益
通
報
者
保
護
法

第
一
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
事
業
者
が
と
る
べ
き
措

置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効

な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
指

針
」（
令
和
三
年
八
月
二
〇
日
内
閣

府
告
示
第
一
一
八
号
）（
以
下
、「
指

針
」
と
い
う
）
が
二
〇
二
一
年
八
月

二
〇
日
に
、
ま
た
、「
公
益
通
報
者

保
護
法
に
基
づ
く
指
針
（
令
和
三
年

内
閣
府
告
示
第
一
一
八
号
）の
解
説
」

（
以
下
、「
指
針
の
解
説
」
と
い
う
）

が
二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
三
日
に
公

表
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
で
、
内
部
通
報
制
度
構
築
の

た
め
の
基
礎
と
な
る
次
の
三
つ
の
資

料
が
出
揃
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
改
正
公
益
通
報
者
保
護
法

②
指
針

③
指
針
の
解
説

　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
自
組
織
に
お

け
る
実
効
性
の
高
い
内
部
通
報
制
度

の
構
築
に
向
け
た
取
組
み
を
行
な
っ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

特 集

行政書士福田法務事務所
代表　福田 秀喜

改
正
公
益
通
報
者
保
護
法
が
間
も
な
く
施
行
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
改
正
法
と
、
消

費
者
庁
公
表
の
指
針
等
各
種
資
料
を
も
と
に
、
内
部
通
報
制
度
の
役
割
と
意
義
を
取

り
上
げ
、
Ｊ
Ａ
内
に
お
け
る
内
部
通
報
制
度
の
構
築
方
法
を
整
理
し
、
実
効
性
の
高

い
制
度
を
作
る
た
め
の
基
礎
知
識
を
確
認
す
る
。

「金融」を専門領域としたリーガルサ
ポートを提供することで、金融機関、
金融商品取引業のコンプライアンス経
営を支援する。金融機関での実体験に
基づき、法務知識の向上の支援などコ
ンプライアンスサポートを専門分野と
して活動中。

改
正
公
益
通
報
者
保
護
法
と
内
部
通
報
制
度
の
構
築

①
　
実
効
性
向
上
の
た
め
の

　
　
基
礎
知
識
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改
正
公
益
通
報
者
保
護
法

の
理
解
を
深
め
る

　
改
正
公
益
通
報
者
保
護
法
に
お
い

て
は
、
労
働
者
数
三
〇
〇
人
超
の
事

業
者
に
対
し
て
、
内
部
通
報
対
応
体

制
の
整
備
を
義
務
化
す
る
と
と
も

に
、
保
護
さ
れ
る
通
報
者
に
は
現
行

の「
労
働
者
」に
加
え
、「
退
職
者（
退

職
後
一
年
以
内
）」
や
「
役
員
」
を

追
加
す
る
な
ど
の
規
定
が
新
設
さ
れ

ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
改
正
公
益
通
報
者

保
護
法
の
理
解
を
深
め
、
改
正
内
容

に
準
拠
し
た
内
部
通
報
制
度
を
設
計

す
る
と
と
も
に
、「
安
心
し
て
内
部

通
報
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
か
」「
通

報
者
が
保
護
さ
れ
や
す
く
な
っ
て
い

る
か
」
の
観
点
か
ら
も
内
部
通
報
制

度
を
設
計
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り

ま
す
。指

針
の
理
解
を
深
め
る

　
指
針
で
は
、
事
業
者
が
と
る
べ
き

措
置
の
個
別
具
体
的
な
内
容
で
は
な

く
、事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置
の「
大

要
」
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
指
針
は
、
公
益

１２

通
報
者
保
護
法
一
一
条
一
項
・
二
項

の
規
定
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
事
業
者
に
と
っ
て
は
、

指
針
に
示
さ
れ
た
事
項
に
は
必
ず
対

応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
改
正
公
益
通
報
者
保
護
法

で
は
、
処
分
権
限
の
あ
る
行
政
機
関

は
、
事
業
者
の
内
部
通
報
体
制
の
整

備
が
十
分
で
な
い
と
判
断
し
た
場

合
、
当
該
事
業
者
に
対
し
助
言
・
指

導
・
勧
告
す
る
と
と
も
に
、
勧
告
に

従
わ
な
い
場
合
は
当
該
事
業
者
名
を

公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ
ゆ

る
「
行
政
措
置
」
が
導
入
さ
れ
る
こ

と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

指
針
の
解
説
の
理
解
を
深

め
る

　
指
針
の
解
説
で
は
、
次
の
考
え
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置
の
個

別
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
各

事
業
者
に
お
い
て
、
指
針
に
沿
っ
た

対
応
を
と
る
た
め
に
い
か
な
る
取
組

等
が
必
要
で
あ
る
か
を
、（
略
）
諸

要
素
を
踏
ま
え
て
主
体
的
に
検
討
を

行
っ
た
上
で
、
内
部
公
益
通
報
対
応

体
制
を
整
備
・
運
用
す
る
こ
と
が
必

３

要
で
あ
る
」

　
な
お
、
指
針
の
解
説
は
、
現
行
の

「
公
益
通
報
者
保
護
法
を
踏
ま
え
た

内
部
通
報
制
度
の
整
備
・
運
用
に
関

す
る
民
間
事
業
者
向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」（
平
成
二
八
年
一
二
月
九
日
、

消
費
者
庁
）
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ

て
お
り
、
本
指
針
の
解
説
が
、
改
正

公
益
通
報
者
保
護
法
施
行
後
の
実
質

的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
な
り
ま
す
。

　
指
針
の
解
説
は
、
次
の
四
つ
の
項

目
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
指
針
の
本
文
：
指
針
の
規
定
を
項

目
ご
と
に
記
載
し
た
項
目

②
指
針
の
趣
旨
：
指
針
の
各
規
定
に

つ
い
て
、
そ
の
趣
旨
・
目
的
・
背

景
等
を
記
載
し
た
項
目

③
指
針
を
遵
守
す
る
た
め
の
考
え
方

や
具
体
例
：
指
針
を
遵
守
す
る
た

め
に
参
考
と
な
る
考
え
方
（
指
針

の
解
釈
等
）
や
、
指
針
が
求
め
る

措
置
に
関
す
る
具
体
的
な
取
組
例

を
記
載
し
た
項
目

④
そ
の
他
の
推
奨
さ
れ
る
考
え
方
や

具
体
例
：
指
針
を
遵
守
す
る
た
め

の
取
組
み
を
超
え
て
、
事
業
者
が

自
主
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
推
奨
事
項
に
関
す
る
考
え

方
や
具
体
例
を
記
載
し
た
項
目

⑴
　「
③
指
針
を
遵
守
す
る
た
め
の

考
え
方
や
具
体
例
」
の
留
意
点

　
本
項
目
の
具
体
例
を
採
用
し
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
業
者
の
状
況

等
に
即
し
て
、
本
項
目
に
示
さ
れ
た

具
体
例
と
類
似
ま
た
は
同
様
の
措
置

を
講
ず
る
等
、
適
切
な
対
応
を
行
な

っ
て
い
れ
ば
、
内
部
通
報
対
応
体
制

の
整
備
義
務
違
反
と
な
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
項
目
の
具
体

例
を
踏
ま
え
つ
つ
、
自
組
織
の
状
況

等
を
勘
案
し
て
、
具
体
例
に
沿
っ
た

対
応
を
と
る
た
め
の
検
討
を
行
な
っ

た
う
え
で
、
内
部
通
報
対
応
体
制
を

整
備
・
運
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
本
項
目
は
必
ず
対
応

す
べ
き
で
す
。

⑵
　「
④
そ
の
他
の
推
奨
さ
れ
る
考

え
方
や
具
体
例
」
の
留
意
点

　
本
項
目
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容

に
つ
い
て
も
、
法
の
理
念
の
達
成
や

事
業
者
の
法
令
遵
守
の
観
点
か
ら
は

重
要
な
考
え
方
や
取
組
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
自
組
織
で
検
討
を
行
な
っ
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機
能
し
て
い
な
い
内
部
通

報
制
度

　

多
く
の
企
業
が
内
部
通
報
制
度
を

採
用
し
て
い
ま
す
が
、
き
ち
ん
と
機

能
し
て
い
る
企
業
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る

の
か
疑
わ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。

　

ス
ル
ガ
銀
行
で
不
祥
事
が
発
生
し

た
際
の
ス
ル
ガ
銀
行
第
三
者
委
員
会

「
調
査
報
告
書
（
公
表
版
）」（
二
〇

一
八
年
九
月
七
日
）
に
は
次
の
重
要

な
指
摘
が
あ
り
ま
す
。

　
「
そ
も
そ
も
会
社
の
企
業
風
土
が

回
復
不
能
な
ほ
ど
悪
化
し
て
い
る
か

ど
う
か
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
内
部

通
報
制
度
が
生
き
て
い
る
か
ど
う
か

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
内
部
通
報
制

度
が
最
後
の
望
み
の
綱
な
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
会
社
は
も

う
改
善
の
見
込
み
は
な
い
」

　
「
最
後
の
望
み
の
綱
」
と
い
う
言

葉
に
、
切
迫
感
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り

ま
す
。

　

拙
著
『
内
部
通
報
制
度　

調
査
担

当
者
必
携
』
を
上
梓
し
て
か
ら
、
そ

れ
を
読
ん
だ
私
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い

な
い
企
業
の
社
員
か
ら
の
問
い
合
わ

せ
が
増
え
ま
し
た
。
悲
痛
な
問
い
合

わ
せ
に
胸
が
塞
が
れ
る
こ
と
が
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。「
当
社
の
通
報
制

度
は
絶
対
に
利
用
で
き
な
い
。
転
職

す
る
し
か
な
い
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と

い
う
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。

　

な
ぜ
「
絶
対
に
利
用
で
き
な
い
」

と
考
え
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
聞
く

と
、「
勇
気
を
出
し
て
通
報
し
て
く

だ
さ
い
」
と
は
と
て
も
言
え
な
い
、

耳
を
疑
う
様
々
な
理
由
を
聞
か
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

　

大
別
す
る
と
、
内
部
通
報
制
度
を

利
用
で
き
な
い
理
由
は
二
種
類
あ
り

ま
す
。
一
つ
は
不
利
益
取
扱
や
秘
密

が
守
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
の
拭
い
去
り
が
た
い
不
安
、
一
つ

は
通
報
し
て
も
き
ち
ん
と
問
題
を
解

決
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

い
と
い
う
不
安
で
す
。

　

前
述
し
た
拙
著
を
著
し
た
と
き
、

『
公
益
通
報
者
保
護
法
を
踏
ま
え
た

内
部
通
報
制
度
の
整
備
・
運
用
に
関

す
る
民
間
事
業
者
向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
』（
注
１
）（
以
下
、「
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
と
い
う
）
で
事
細
か
に
不
利
益

取
扱
の
禁
止
や
守
秘
に
つ
い
て
示
さ

れ
て
い
る
か
ら
「
さ
す
が
に
不
利
益

取
扱
や
守
秘
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る

内
部
通
報
制
度
は
存
在
し
な
い
だ
ろ

う
」
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
む
し
ろ

問
題
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
ほ
と
ん

ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
、
通
報
受
理

後
の
調
査
能
力
・
認
定
能
力
に
あ
る

１ 特 集

森原憲司法律事務所
弁護士　森原 憲司

組
織
内
に
構
築
さ
れ
た
内
部
通
報
制
度
も
、
実
効
性
が
伴
わ
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ

な
い
。
不
利
益
取
扱
や
秘
密
が
守
ら
れ
、
問
題
を
解
決
で
き
る
と
い
う
実
感
が
あ
っ

て
こ
そ
安
心
し
て
利
用
で
き
る
と
い
え
る
。
で
は
実
際
に
内
部
通
報
が
行
わ
れ
た

時
、
調
査
担
当
者
は
ど
う
対
応
す
べ
き
か
。
具
体
例
を
も
と
に
本
稿
で
考
え
る
。

1992 年 10 月司法試験合格。1995 年
4 月弁護士登録、虎門中央法律事務所
入所。アフラック企業内弁護士、日本
弁護士連合会民事介入暴力対策委員会
委員等を経て 2005 年 10 月森原憲司
法律事務所開設。企業コンプライアン
ス、金融法務、内部通報制度などに取
り組む。金融機関での講演多数。

改
正
公
益
通
報
者
保
護
法
と
内
部
通
報
制
度
の
構
築

②
　
調
査
担
当
者
の
た
め
の

　
　
内
部
通
報
制
度
の
実
践
手
法
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の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
い
ま
し

た
。

　

と
こ
ろ
が
、
読
者
か
ら
は
「
不
利

益
取
扱
や
守
秘
の
問
題
も
実
際
に
あ

る
」
と
い
う
指
摘
を
多
数
い
た
だ
い

た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
筆
者
の
予
想

と
異
な
り
、
内
部
通
報
制
度
を
利
用

す
る
入
口
の
段
階
で
の
問
題
も
、
根

強
い
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

本
稿
は
、
制
度
利
用
の
入
口
の
段

階
で
守
秘
等
の
不
安
を
感
じ
る
こ
と

は
な
い
と
し
て
も
、
調
査
能
力
や
認

定
能
力
に
疑
問
を
覚
え
、
そ
の
実
効

性
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
制
度
利
用

者
の
信
頼
を
得
る
た
め
に
調
査
担
当

者
が
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
、
具

体
事
例
を
ベ
ー
ス
に
検
討
し
ま
す
。

（
注
１
）https://w

w
w
.caa.go.jp/

policies/policy/consum
er_

sy
ste

m
/w
h
isle

b
lo
w
e
r_

protection_system
/overview

/
pdf/overview

_190628_0004.
pdf調
査
担
当
者
の
教
育
研
修

の
重
要
性

　

次
の
よ
う
な
通
報
が
あ
っ
た
場

２

合
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
で
し

ょ
う
か
。

〈
内
部
通
報
事
例
１
〉

　
私
は
携
帯
の
待
受
画
面
に

妻
の
写
真
を
使
っ
て
い
る
ん

で
す
が
、
こ
の
前
同
僚
が
そ
れ
に
気

付
い
て
「
そ
の
写
真
〇
〇
さ
ん
の
カ

ミ
さ
ん
な
の
？
　
超
美
人
や
ん
」
と

ち
ょ
っ
と
テ
ン
シ
ョ
ン
高
め
に
話
し

た
ん
で
す
よ
。
そ
う
し
た
ら
、
そ
れ

を
聞
き
つ
け
た
部
長
が
「
嫁
さ
ん
の

写
真
、
俺
に
も
見
せ
て
く
れ
」
と
言

う
の
で
「
す
い
ま
せ
ん
。
遠
慮
し
と

き
ま
す
」
と
返
し
た
ら
、「
減
る
も

ん
じ
ゃ
な
い
し
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」

と
か
、
冗
談
と
は
思
い
ま
す
が
「
見

せ
な
い
な
ら
減
点
イ
チ
」
な
ん
て
言

わ
れ
て
苦
笑
い
す
る
し
か
な
か
っ
た

ん
で
す
が
、
最
後
に
真
顔
で
「
仕
事

と
家
庭
の
区
別
っ
て
の
は
大
事
だ
か

ら
な
。仕
事
に
家
庭
持
ち
込
む
な
よ
」

と
捨
て
台
詞
み
た
い
に
言
わ
れ
て
、

こ
れ
っ
て
ど
う
な
の
か
な
っ
て
思
っ

て
連
絡
し
ま
し
た
。

　

こ
の
通
報
に
対
し
て
、
通
報
受
理

者
が
勉
強
不
足
で
あ
れ
ば
「
そ
ん
な

た
い
そ
う
な
問
題
な
の
か
」
と
受
け

止
め
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、こ
れ
は
「
た
い
そ
う
な
問
題
」

で
す
。

　

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て

は
、
厚
生
労
働
省
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

六
類
型
を
示
し
て
い
ま
す
が
（
精
神

的
攻
撃
・
身
体
的
攻
撃
・
過
大
要
求
・

過
少
要
求
・
人
間
関
係
か
ら
の
切
り

離
し
・
個
の
侵
害
）、
人
間
関
係
の

切
り
離
し
や
個
の
侵
害
が
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
一
類
型
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
知
ら
な
い
通
報
受
理
者
や
調
査
担

当
者
も
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
自
分
の
感
覚
の
み
で
通
報
を
受

け
た
瞬
間
に
、「
そ
ん
な
た
い
そ
う

な
問
題
な
の
か
」
と
通
報
を
甘
く
受

け
止
め
る
と
い
っ
た
こ
と
に
も
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。

　

通
報
事
例
１
は
、
厚
生
労
働
省
が

「
個
の
侵
害
」
と
し
て
動
画
で
紹
介

し
て
い
た
事
例
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も

の
で
す
が
、
き
ち
ん
と
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
に
関
す
る
基
礎
知
識
を
身
に
つ
け

た
通
報
受
理
者
な
ら
、「
も
し
通
報

さ
れ
た
内
容
の
や
り
と
り
が
真
実
存

在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
看

過
で
き
な
い
な
」
と
受
け
止
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

内部通報制度 
調査担当者

必携 聴取・調査・
事実認定の手引き

●森原憲司法律事務所 弁護士 森原憲司 著　●A5判・240頁　●定価：2,530円（税込）

①内部通報制度の点検で社員と会
社を守る方法を解説
②内部通報制度における聴取・調
査、事実認定の具体的方法を解
説
③内部通報制度の入口問題と出口
問題を徹底解説

本書の特徴

令和４年施行法令改正対応　内部通報制度で会社を活かす !
※お申込みは巻末の申込書をご利用ください
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１

  

成
年
年
齢
の
引
下
げ
の

概
要

　
成
年
年
齢
の
引
下
げ
を
内
容
と
す

る
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」（
以
下
、「
改
正
民
法
」
と
い

う
）
の
施
行
日
は
、
二
〇
二
二
（
令

和
四
）
年
四
月
一
日
で
す
の
で
、
同

日
現
在
一
八
歳
以
上
二
〇
歳
未
満
の

方
（
出
生
日
が
二
〇
〇
二
（
平
成
一

四
）
年
四
月
二
日
か
ら
二
〇
〇
四

（
平
成
一
六
）
年
四
月
一
日
ま
で
の

方
）
は
、
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年

四
月
一
日
に
成
年
と
な
り
ま
す
。
一

方
、
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
四

月
二
日
生
ま
れ
以
降
の
方
は
一
八
歳

の
誕
生
日
に
成
年
と
な
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
公
職
選
挙
法

の
改
正
に
よ
り
一
八
歳
以
上
の
未
成

年
者
に
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
（
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）

年
六
月
一
九
日
施
行
）、
改
正
民
法

は
市
民
の
日
常
生
活
の
基
本
法
で
あ

解
説

る
民
法
に
お
い
て
成
年
年
齢
を
引
き

下
げ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り

よ
う
や
く
一
八
歳
以
上
の
方
が
「
成

年
」
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
た
だ
し
、
養
子
縁
組
に
お
け
る
養

親
の
要
件
は
改
正
民
法
で
も
二
〇
歳

以
上
で
す
（
こ
れ
ま
で
の
「
成
年
に

達
し
た
者
」
と
い
う
要
件
が
「
二
〇

歳
に
達
し
た
者
」
に
変
更
さ
れ
た
）。

ま
た
、
民
法
以
外
の
法
律
に
よ
る

酒
、
た
ば
こ
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等

の
年
齢
制
限
は
二
〇
歳
の
ま
ま
維
持

さ
れ
ま
す
。

２

  

未
成
年
者
に
対
す
る
法

的
保
護

　
民
法
上
、
未
成
年
者
は
、
①
原
則

と
し
て
単
独
で
は
契
約
等
の
法
律
行

為
が
で
き
な
い
、
②
父
母
の
親
権
に

服
す
る
、
と
い
う
二
点
で
制
約
を
受

け
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
社
会
的

に
未
熟
な
未
成
年
者
を
保
護
す
る
と

い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。
改
正
民
法

で
は
一
八
歳
以
上
に
な
る
と
こ
の
よ

う
な
保
護
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
未
成
年
者
に

対
す
る
法
的
保
護
に
つ
い
て
確
認
し

成
年
年
齢
の
引
下
げ
と

金
融
実
務
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト

二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
四
月
一
日
、
成
年
年
齢
を
二
〇
歳
か
ら
一
八
歳
に
引
き
下
げ

る
こ
と
を
内
容
と
す
る
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
ま
す
。
こ
の

年
齢
引
下
げ
が
金
融
実
務
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
、
ま
た
、
今
後
ど
の
よ

う
な
点
に
注
意
す
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

東京グリーン法律事務所
弁護士　井﨑淳二

2002 年弁護士登録、東京弁護士会所属。
主な取扱分野は、企業法務、金融法務、不
動産、家事（相続、離婚等）など。ＪＡ、
信用組合、建材メーカー、住宅リフォー
ム業、不動産管理 ･取引業等における様々
な業務上の法律問題に幅広く対応してい
る。
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て
お
き
ま
し
ょ
う
。

■
未
成
年
者
取
消
権

　
未
成
年
者
は
、
原
則
と
し
て
契
約

等
の
法
律
行
為
を
す
る
た
め
に
は
親

権
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
親
権

者
の
同
意
な
く
行
な
っ
た
行
為
は
取

消
し
が
可
能
で
す
。
つ
ま
り
、
未
成

年
者
の
未
熟
な
判
断
に
よ
る
取
引
に

つ
い
て
取
消
権
を
認
め
る
こ
と
で
未

成
年
者
が
不
利
な
取
引
を
強
い
ら
れ

な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
側
面
が
あ

り
ま
す
。

　
な
お
、
今
般
の
改
正
民
法
の
施
行

日
以
前
に
、
未
成
年
者
が
親
権
者
の

同
意
を
得
ず
に
行
な
っ
た
法
律
行
為

は
、
施
行
後
も
（
成
年
年
齢
の
引
下

げ
に
よ
り
成
年
に
達
す
る
こ
と
に
な

っ
た
時
期
の
行
為
で
あ
っ
て
も
）
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
親
権

　
親
権
の
内
容
は
、
財
産
管
理
権
お

よ
び
身
上
監
護
権
（
婚
姻
に
対
す
る

同
意
権
、
監
護
教
育
権
、
居
所
指
定

権
、
懲
戒
権
、
職
業
許
可
権
な
ど
）

で
す
。
つ
ま
り
、
未
成
年
者
は
、
自

由
に
処
分
で
き
る
財
産
を
保
有
で
き

ま
せ
ん
し
、
自
分
が
住
む
場
所
や
進

路
（
進
学
・
就
職
）
を
自
由
に
決
め

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
親
権
の

行
使
は
、
親
権
者
の
権
利
で
あ
る
と

と
も
に
、
社
会
的
に
未
熟
な
未
成
年

者
を
保
護
す
る
た
め
の
親
権
者
の
義

務
で
も
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
改
正
民
法
で
は
婚
姻
適
齢

に
つ
い
て
男
女
の
区
別
な
く
一
八
歳

と
規
定
さ
れ
ま
し
た
（
改
正
前
は
男

性
一
八
歳
、
女
性
一
六
歳
）。
つ
ま

り
、
未
成
年
者
は
婚
姻
で
き
な
い
こ

と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
婚
姻
に
対

す
る
同
意
権
の
規
定
は
削
除
さ
れ
ま

し
た
。
あ
わ
せ
て
、
婚
姻
を
し
た
と

き
は
成
年
に
達
し
た
も
の
と
み
な
す

と
い
う
成
年
擬
制
の
規
定
も
削
除
さ

れ
ま
し
た
。

　　
前
述
の
と
お
り
、
改
正
民
法
の
施

行
に
よ
り
法
的
保
護
の
対
象
年
齢
が

下
が
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ

の
な
か
で
金
融
実
務
に
影
響
が
あ
る

の
は
、
一
八
歳
お
よ
び
一
九
歳
の
者

（
以
下
、
便
宜
上
「
一
八
歳
等
」
と

す
る
）
に
つ
い
て
、
未
成
年
者
取
消

権
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
つ
ま

り
完
全
に
有
効
な
取
引
が
可
能
に
な

っ
た
と
い
う
点
で
す
。

　
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
金
融
機
関
と

し
て
は
、
何
ら
対
策
な
く
画
一
的
に

取
引
を
す
る
と
問
題
が
生
じ
る
場
面

も
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
一
八

歳
等
と
い
っ
て
も
金
融
機
関
と
の
取

引
に
関
す
る
知
識
・
経
験
の
程
度
に

は
差
が
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
一
八 

歳
等
の
多
く
は
大
学
進
学
・
就
職
な

ど
に
よ
っ
て
生
活
環
境
と
と
も
に
自

ら
管
理
す
る
金
銭
の
額
も
大
き
く
変

わ
る
時
期
に
あ
る
か
ら
で
す
。

■生年月日と成人となる日

生年月日 新成人となる日 新成人となる
日時点の年齢

2002（H14）年４月１日
以前生まれ

20歳の誕生日 20歳

2002（平成 14）年 4月 2日～
2003（平成 15）年 4月 1日生まれ

2022（令和４）年
４月１日

19歳

2003（平成 15）年 4月 2日～
2004（平成 16）年 4月 1日生まれ

2022（令和４）年
４月１日

18歳

2004（平成 16）年 4月 2日
以降生まれ

18歳の誕生日 18歳

18歳

☑民法上の成人
☑選挙権
☑国民投票の投票権
☑婚姻（男女とも）
☑ 10 年有効のパスポート取得
☑公認会計士、司法書士など
　の国家資格取得　　　　ほか

20歳
☑養子を迎える
☑飲酒
☑喫煙
☑競馬、競輪などの公営ギャンブル
　　　　　　　　　　　　　　ほか

■年齢別にできるようになることをみると……

☑親の同意がなくても契約可
・携帯電話の契約
・ローンの契約
・クレジットカード
・一人暮らしの部屋を借りる
� ほか
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