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伊 

藤 
 

洋 

民

法

１

６

７

条

に

は

、
「

債

権

ハ

１

０

年

間

之

ヲ

行

ハ

サ

ル

ニ

因

リ

テ

消

滅

ス

」

と

書

い

て

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

借

金

し

て

も

貸

主

が

１

０

年

間

何

も

請

求

し

て

こ

な

か

っ

た

ら

「

時

効

」

だ

と

し

て

、

こ

れ

を

返

済

し

な

く

て

良

い

、

と

い

う

の

で

あ

る

。「

こ

れ

は

怪

し

か

ら

ん

！

、

貸

し

た

者

よ

り

借

り

た

者

の

権

利

を

擁

護

し

て

い

る

」

と

憤

慨

す

る

人

が

い

る

か

も

知

れ

な

い

。

し

か

し

、

法

律

は

厳

然

と

こ

の

よ

う

に

な

っ

て

い

る

。

 

こ

う

い

う

考

え

方

は

、

一

定

の

期

間

を

越

え

て

な

お

行

使

さ

れ

な

い

権

利

を

、

塩

漬

け

に

さ

せ

ず

に

消

滅

さ

せ

る

と

い

う

意

味

か

ら

「

消

滅

時

効

」

制

度

と

言

い

、

先

進

国

の

法

律

で

は

大

同

小

異

こ

う

な

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

債

務

者

に

有

利

な

こ

と

を

述

べ

た

の

で

は

な

く

、

債

権

者

と

い

え

ど

も

自

分

の

権

利

の

上

に

あ

ぐ

ら

を

か

い

て

、

そ

れ

を

維

持

す

る

努

力

を

怠

っ

て

い

る

の

で

あ

れ

ば

、

そ

の

権

利

は

剥

奪

さ

れ

て

し

か

る

べ

き

だ

、

と

い

う

考

え

方

に

基

礎

が

置

か

れ

て

い

る

。

 

世

の

中

を

見

渡

し

て

み

る

と

、

特

権

の

上

に

あ

ぐ

ら

を

か

き

、

我

欲

が

強

く

不

平

ば

か

り

言

う

が

、

自

身

で

は

何

も

行

動

し

な

い

怠

け

者

が

大

勢

い

る

。
消

滅

時

効

制

度

は

、

自

ら

の

「

権

利

」

を

維

持

す

る

た

め

に

は

、

不

断

の

努

力

が

必

要

だ

と

い

う

、

近

代

市

民

社

会

に

生

き

る

者

に

と

っ

て

の

基

本

の

「

キ

」

を

定

め

て

い

る

の

で

あ

る

。

 
さ

て

、

参

議

院

選

挙

が

終

わ

っ

た

。

結

果

は

、

か

く

の

ご

と

き

低

調

さ

。

投

票

率

６

１

．

８

％

は

史

上

下

か

ら

２

番

目

と

い

う

。
こ

れ

で

は
「

消

滅

時

効

」

制

度

に

よ

っ

て

選

挙

権

と

い

う

権

利

を

剥

奪

さ

れ

て

も

仕

方

が

な

い

。

こ

の

事

態

に

つ

い

て

、

参

政

権

運

動

に

身

を

投

じ

た

多

く

の

先

人

達

に

、

私

達

は

何

と

言

い

訳

す

れ

ば

い

い

の

だ

ろ

う

。
 

い

や

、

言

い

訳

だ

け

で

は

駄

目

だ

。

低

投

票

率

に

は

大

き

な

実

害

が

あ

る

。

そ

れ

は

無

数

に

あ

る

の

だ

が

、

こ

こ

で

は

以

下

の

２

点

に

絞

っ

て

説

明

し

て

お

こ

う

。

 

第

一

に

、

低

投

票

率

の

結

果

、
民

意

の

支

持

の

薄

い
「

当

選

者

」

が

輩

出

す

る

こ

と

で

あ

る

。

近

年

投

票

率

は

常

に

低

い

の

で

、

現

に

そ

う

い

う

政

治

家

や

首

長

が

多

数

輩

出

し

て

い

る

。

 

政

治

家

の

権

力

の

源

泉

は

何

と

言

っ

て

も

そ

の

権

力

の



支

持

基

盤

で

あ

り

、

そ

れ

が

権

力

を

振

る

う

上

の

正

当

性

で

あ

り

、

正

統

性

な

の

で

あ

る

。

こ

れ

を

レ

ジ

テ

ィ

マ

シ

ー

と

い

う

が

、

選

挙

の

勝

ち

負

け

を

い

う

得

票

率

で

は

な

く

、

当

日

有

権

者

の

何

％

の

支

持

を

獲

得

し

た

か

が

レ

ジ

テ

ィ

マ

シ

ー

の

最

大

の

源

泉

で

あ

る

。

 

今

回

の

参

議

院

選

挙

で

い

え

ば

、

当

選

し

た

輿

石

東

氏

は

、

得

票

率

こ

そ

５

５

．

０

９

％

だ

が

、

当

日

有

権

者

の

３

分

の

一

の

支

持

し

か

な

か

っ

た

と

い

う

意

味

で

、

勝

負

に

は

勝

っ

た

も

の

の

、

勝

利

の

う

ま

酒

を

乾

す

に

は

少

々

物

足

り

な

か

っ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

こ

の

よ

う

に

当

日

有

権

者

全

体

に

対

す

る

絶

対

得

票

率

は

、

前

回

第

１

９

回

参

院

選

の

当

選

者

中

島

真

人

氏

に

つ

い

て

２

９

．

１

％

、

第

１

８

回

参

院

選

に

お

け

る

輿

石

東

氏

に

つ

い

て

も

２

６

．

７

％

と

低

か

っ

た

。
こ

の

よ

う

に

、

勝

利

者

が

、

勝

利

の

感

動

を

味

わ

え

な

い

よ

う

な

結

果

に

な

る

の

は

、

選

挙

民

と

し

て

も

決

し

て

幸

福

な

こ

と

で

は

な

い

。

レ

ジ

テ

ィ

マ

シ

ー

が

不

足

し

て

政

治

家

の

活

力

が

阻

喪

す

る

か

ら

で

あ

る

。

 

投

票

率

な

ど

低

く

て

も

選

挙

の

結

果

に

は

変

わ

り

な

く

、

選

ば

れ

る

べ

き

人

が

選

ば

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

っ

て

い

る

人

が

意

外

と

多

い

。

こ

れ

が

必

ず

し

も

そ

う

な

っ

て

は

い

な

い

の

だ

。

そ

こ

で

、

も

う

一

つ

の

点

に

つ

い

て

も

説

明

し

よ

う

。

 

選

挙

の

投

票

率

が

、

有

権

者

の

中

か

ら

無

作

為

抽

出

し

て

出

て

き

た

数

値

で

あ

る

と

い

う

の

な

ら

、

原

理

的

に

問

題

は

無

い

。

し

か

し

、

そ

う

で

は

な

い

の

だ

。

 

平

時

に

政

党

支

持

率

が

調

査

さ

れ

、

各

政

党

は

一

喜

一

憂

し

て

い

る

。

が

、

選

挙

に

お

け

る

党

派

別

得

票

率

は

あ

れ

と

は

大

い

に

相

違

す

る

の

が

普

通

で

あ

る

。

 

政

党

支

持

率

で

５

％

し

か

な

い

小

規

模

政

党

が

あ

っ

た

と

し

よ

う

。

だ

が

、

こ

の

政

党

の

支

持

層

の

結

束

の

固

さ

は

高

く

、

全

員

が

投

票

に

行

く

と

す

れ

ば

、

投

票

率

３

０

％

な

ら

、

こ

の

政

党

に

限

っ

て

党

派

別

得

票

率

は

３

倍

の

１

５

％

に

跳

ね

上

が

る

。

普

段

の

政

党

支

持

率

が

３

０

％

の

人

気

政

党

で

も

、

支

持

層

の

結

束

が

国

民

平

均

的

で

あ

る

な

ら

、

得

票

率

は

１

０

％

と

逆

転

す

る

勘

定

だ

。

 

こ

う

い

う

「

異

変

」

は

、

投

票

率

が

低

け

れ

ば

低

い

ほ

ど

大

き

く

な

る

。

選

挙

制

度

が

、

統

計

的

無

秩

序

性

を

前

提

と

し

て

成

り

立

っ

て

い

る

の

に

対

し

て

、

現

実

は

大

き

く

相

違

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

低

投

票

率

は

小

な

り

と

言

え

ど

も

結

束

の

高

い

政

治

的

集

団

に

決

定

権

を

委

ね

る

こ

と

と

な

り

、

健

全

性

を

失

う

。

 

昭

和

時

代

の

フ

ァ

ッ

シ

ズ

ム

は

、

こ

う

い

う

メ

カ

ニ

ズ

ム

に

よ

っ

て

フ

ァ

ナ

テ

ィ

ッ

ク

な

政

治

集

団

に

よ

っ

て

陵

辱

さ

れ

た

歴

史

だ

っ

た

。

決

し

て

参

政

権

に

消

滅

時

効

を

適

用

さ

せ

て

は

な

ら

な

い

。

 


