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３ 法務 
 

１ 社債・融資法制の連続化【平成15年度以降逐次検討・結論】 

最近の金融市場の環境変化の中で、ジェネラルシンジケートローンが急速に普及する

など、金融機関による融資形態が変化し、貸出債権の流通市場が育ちつつある。このよ

うな与信形態の多様化は、円滑な金融手段を提供し、我が国の金融市場を活性化してい

く上で重要であり、一層推進する必要がある。ところが、現行法制度においては、社債

に関する法制と借入れに関する法制は、別個の世界を形成しており、実際に両者の融合

現象が生じているにもかかわらず、法制度上の不便を生じている。特に社債制度は柔軟

性を欠いている点があり、融資と社債との融合現象が生じている中で使いにくさが出て

きているとの指摘がある。したがって、両者の法制を連続化することが、将来における

日本の金融の活性化を図る観点から必要であると考えられる。 

したがって、以上のような観点から、次のような制度の改善を検討する。（Ⅲ法務イ

⑩） 

 

① シンジケートローン等において、１人の債権者が他の債権者の債権も含めた被担保

債権の担保権者となり、その担保権の管理を行うことができるようにすべきであると

の指摘があることから、信託の在り方を見直す中で、制度の整備の必要性を検討する。 

 

 ② 社債について、担保の種類の制限（担保附社債信託法（明治38 年法律第52号）第

４条）は撤廃する。 

 

 ③ 社債の発行形態の自由度を高める（いわゆる売出発行形態の許容を含む）。 

 

 ④ 有限会社についても、社債の発行を認める。 

 

２ 動産・債権担保法制の整備による資金調達の円滑化 

近時、急速に事業者の資金調達における担保として不動産以外の動産や債権を活用す

ることや、包括的な資産を担保として資金調達する手法が注目されてきているが、更な

る活用の前提となるインフラ整備が進んでいないとの指摘がある。この点については、

総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第２次答申」（平成14年12月12日）にお

いて「動産・債権担保法制の整備による資金調達の円滑化」として所管官庁において平

成15年度中に検討開始するとされたところであり、政府としても動産や債権を譲渡する

際の公示制度については早急に整備すべき事項であると考える。また、プロジェクトフ

ァイナンスといった手法の発展に資する観点から、包括的な資産を担保とする制度につ
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いても検討する必要があると考える。 

したがって、動産担保及び債権担保の実効性をより一層高めるという観点から動産譲

渡及び債権譲渡の公示制度を整備する。【平成15年度中に検討、平成16年度中に結論・

法案提出】 

また、企業担保権制度等について、改善の余地が無いかどうか検討する。【平成16年

度中に検討開始】（Ⅲ法務イ⑬） 

 

３ 株式会社に関する最低資本金規制の抜本的見直し【平成 16年度中に検討・結論】 

 1980年代以降、我が国の開業率は長期的な低下傾向にあり、近年においては廃業率が

開業率を上回るなど、経済成長の原動力となる起業の促進が喫緊の課題となっている。 

新たなビジネスとしてネットビジネスや高い技術を有するベンチャーなど低資本で

創業可能な業態や、サラリーマンや主婦、学生、外国人など起業の担い手の多様化が進

みつつある中で、最低資本金制度が起業の障害となっているとの指摘が多い。 

現在、法制審議会（法務大臣の諮問機関）において、最低資本金制度の在り方を含め、

会社法制の現代化に関する検討を行っているが、中小企業挑戦支援法（中小企業等が行

う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律）にお

いて商法の特例措置として実施している最低資本金制度の猶予制度の活用実績等を踏

まえ、起業を促進し我が国経済の活性化に資する観点から、商法における最低資本金制

度について、その内容を機能に応じて分解し、起業段階での最低資本金制度は撤廃する

方向で見直す。（Ⅲ法務イ③） 

 

４ 「新しい投資スキーム」の創設（日本版リミテッドパートナーシップ（ＬＰＳ）、有限

責任組織（ＬＬＣ）など） 

我が国の事業再編・事業再生の促進やベンチャー企業等への円滑な資金調達等を実現

するためには、従来型の銀行を中心とした間接金融のみならず、資本市場を通じた直接

金融あるいは市場型間接金融による多様な資金調達手段を一層促進するインフラ整備

やその資金を供給する投資者の投資活動の活性化を図るための環境整備を行う必要が

ある。 

米国においては、資金供給を円滑に行う事業形態・投資形態として、構成員の有限責

任、課税のパススルーなどの特徴を有するリミテッドパートナーシップ（ＬＰＳ）が普

及している。我が国の投資形態としては、米国のＬＰＳと類似する中小企業等投資事業

有限責任組合制度があるが、投資先事業者、投資事業の範囲が限定的であるなど、資金

調達のニーズ等に対して十分に応えるものとはなっていないとの指摘がある。 

したがって、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成 10 年法律第

90号）及び証券取引法（昭和 23年法律第25号）の改正により、投資先事業者の要件や



 

Ⅱ法務- 3 - 

投資事業範囲を拡大するとともに、投資者保護ルールを整備することによって、より一

般的な投資ファンド法制を整備する。【第 159 回国会に法案提出】なお、投資事業範囲

の制限を撤廃することについては、早急に検討し、結論を得る。【平成 16年度中に検討

開始、平成 17年度結論】（Ⅲ法務イ⑪） 

また、米国において日本の法制度上存在しない事業形態として、リミテッドライアビ

リティカンパニー（ＬＬＣ）がある。ＬＬＣは、ガバナンスの柔軟性があり、近年その

利用が急速に拡大している。米国での普及状況にかんがみ、創業の活性化、資金調達の

円滑化等に資するため、我が国においても、出資者の有限責任が確保されつつ内部関係

における柔軟なガバナンスが認められるというような特徴を有する新たな事業組織形

態として、投資者保護ルールの整備と併せ、私法上の日本版ＬＬＣ制度の創設を図るこ

とについて検討し、結論を得る。【平成16年度中に検討・結論】（Ⅲ法務イ⑫ａ） 

 

５ 司法制度改革の推進等 

 

（１）弁護士法第72条の見直し等【平成15 年度末までに措置、以降も引き続き実施】 

弁護士法第 72条について、隣接法律専門職種の業務内容や会社形態の多様化などの

変化に対応する見地からの企業法務等との関係も含め検討した上で、その規制対象と

なる範囲・態様に関する予測可能性を確保することとし、所要の措置を講ずる。 

その際、法律サービスの質的向上のためには、その担い手の増加を通じた競争の活

性化が重要である。したがって、非弁護士の法律事務の取扱い等を禁止する弁護士法

第72条については、非弁護士の法律事務の取扱可能範囲を拡大させる観点から、法廷

外法律事務について、少なくとも会社がグループ内の他の会社の法律事務を有償で受

託できるようにすることを含め消費者保護の必要性が薄い対事業所向けの法律サービ

スについて直ちに同条の例外とするなど、弁護士以外の専門家（隣接法律専門職種に

限定しない）が行うことのできる範囲を拡大すべきであるとの指摘も行われており、

上記検討はこのような指摘があることも認識しつつ行う。 

また、弁理士、税理士、司法書士など、近年法改正がなされた結果、その行うこと

のできる業務に一定の法律業務が追加された隣接法律専門職種について、規制改革委

員会の「規制改革についての第２次見解」（平成 11年12月14日）及び司法制度改革

審議会の意見等を踏まえ、更なる業務拡大が可能かどうかの観点から、これらの法律

の改正後の状況についてフォローアップを行う。 

さらに、会社から権限を付与された社員が、当該会社の訴訟代理人となれるように

することについても、そのようにすべきであるとの指摘があることを認識しつつ、引

き続き検討を行う。（Ⅲ法務ア⑤） 
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（２）国際化時代の法的需要への対応【平成 15年度以降逐次検討・結論】 

弁護士事務所の法人化については、日本弁護士については平成14年度から可能とな

ったところであるが、外国法事務弁護士（外弁）については現在のところ認められて

いない。今後増加すると見込まれる国際的な法的需要に適切に対応する観点から、外

弁事務所についても日本弁護士と同様の位置付けで法人化を認めるべきであるとの指

摘があることを踏まえ、今後の我が国における国際的な法的需要の動向や外弁の登録

数、外弁と日本弁護士（法人を含む）との外国法共同事業の実態等も考慮しつつ、外

弁事務所の法人化について検討を行い、結論を得る。（Ⅲ法務ア⑥） 

 


