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のむら・しゅうや／1962年、北海道生ま
れ。中央大学法学部、同大学大学院法学研
究科を経て、92年、西南学院大学法学部助
教授。98年、中央大学法学部教授に就任。
同年金融監督庁検査部（現金融庁検査局）
非常勤参事となり、企業のコンプライア
ンスに関するマニュアル策定にかかわ
る。現在、中央大学法科大学院教授、森・濱
田松本法律事務所客員弁護士。多数の政
府専門会議の委員を務める一方、2011年
4月より、サーティファイコンプライアン
ス検定委員に就任し、正しいコンプライ
アンスの普及に尽力している。

川下から川上へ広がっていく内部統制
専門部署が考えたリスク管理の施策を押しつけるばかり
では、現場レベルではPDCAがうまく回らない。「発想
を転換し、現場それぞれが生み出した手法の中で優れた
ものを組織全体に広げていくべき」と野村氏は強調する。

未
来
の
リ
ス
ク
に
着
目
し

有
効
な
回
避
策
を
考
え
る

　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
い
え
ば
「
法
律

を
守
る
こ
と
」―

―

。
そ
ん
な
認
識
が
、

ま
だ
一
般
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
の
方
々

に
は
強
く
浸
透
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。
し
か
し
、
じ
つ
は
法
律
に
は
守
る

べ
き
最
低
限
の
こ
と
し
か
書
か
れ
て
い
ま

せ
ん
。
法
律
の
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
広
く

社
会
や
消
費
者
か
ら
の
要
請
に
応
え
る

こ
と
で
、
初
め
て
リ
ー
ガ
ル
リ
ス
ク
や
レ

ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン（
風
評
）リ
ス
ク
を
回
避

し
な
が
ら
企
業
活
動
を
健
全
に
存
続
で

き
る
の
で
す
。

　

本
当
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
は
単
な

る
法
令
遵
守
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
広
い

視
点
か
ら
の
「
リ
ス
ク
管
理
」
を
行
う
こ

と
な
ん
で
す
。
そ
れ
も
過
去
を
見
る
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
未
来
に
向
け
た
取
り

組
み
で
あ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
こ
こ
に
２
軒
の
ホ
テ
ル
が

あ
る
と
し
ま
す
。
今
ま
で
火
災
を
出
し
た

こ
と
の
な
い
１
軒
は
法
律
に
定
め
ら
れ
た

最
低
限
の
防
火
設
備
し
か
備
え
て
い
な

い
。
も
う
１
軒
は
、
過
去
に
起
こ
し
た
火

災
を
教
訓
に
、
日
々
意
識
を
新
た
に
し
な

が
ら
念
入
り
な
設
備
構
築
や
従
業
員
の

訓
練
を
行
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
宿
泊
し

た
ほ
う
が
い
い
か
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
ホ
テ
ル
を
運
営
す

る
側
も
利
用
す
る
側
も
「
火
事
を
出
し
た

こ
と
が
な
い
／
あ
る
」
と
い
う
点
に
ば
か

り
着
目
し
が
ち
で
す
。
こ
ん
な
チ
グ
ハ
グ

感
が
、
ま
だ
多
く
の
企
業
で
残
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

「
面
倒
な
こ
と
」と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
た
い

　

も
う
１
つ
気
に
な
る
の
は
、「
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
は
上
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
る
も

修
へ
の
出
席
や
書
類
の
提
出
な
ど「
専
門

部
署
や
経
営
陣
か
ら
面
倒
な
こ
と
を
求

め
ら
れ
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。

そ
れ
も
、
男
性
ば
か
り
の
部
署
な
の
に
セ

ク
ハ
ラ
対
策
の
報
告
を
聞
か
さ
れ
た
り
、

業
務
で
忙
し
い
の
に
後
ろ
向
き
の
細
か
な

職
場
点
検
ば
か
り
を
繰
り
返
し
や
ら
さ
れ

て
い
れ
ば
、
ウ
ン
ザ
リ
し
て
し
ま
う
の
も

無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。　

現
場
社
員
が
主
体
的
に

対
策
を
考
え
て
い
く
べ
き

　

私
は
、「
川
下
か
ら
川
上
へ
広
が
っ
て

い
く
内
部
統
制
」
こ
そ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
達
成
の
望
ま
し
い
手
法
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。
ま
ず
は
各
職
場
の
社
員
た
ち
が
リ

ス
ク
管
理
を
自
分
た
ち
の
問
題
と
と
ら

え
、
自
分
た
ち
の
発
想
で
起
こ
り
う
る
リ

ス
ク
の
回
避
策
を
考
え
る
。
そ
の
中
に

優
れ
た
も
の
が
あ
れ
ば
、
積
極
的
に
汲
み

上
げ
て
組
織
全
体
に
広
め
て
い
く―

―

。

そ
の
積
み
重
ね
が
で
き
れ
ば
、
効
果
的
に

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
実
践
で
き
る
ば
か

り
か
、
社
員
１
人
ひ
と
り
の
意
識
も
確
実

に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

最
近
、
大
手
の
コ
ン
ビ
ニ
・
飲
食
店
な

ど
の
チ
ェ
ー
ン
店
舗
で
１
万
円
札
を
使
う

と
、
店
員
さ
ん
が
大
き
な
声
で
「
１
万
円

入
り
ま
す
！
」
と
上
司
や
同
僚
に
確
認
を

取
る
シ
ー
ン
が
見
ら
れ
ま
す
。あ
れ
な
ど
は
、

お
そ
ら
く
現
場
レ
ベ
ル
か
ら
生
ま
れ
て
き

た
有
効
な
リ
ス
ク
管
理
手
法
。
釣
り
銭

間
違
い
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
や
、
横

領
な
ど
の
不
正
行
為
を
疑
わ
れ
な
い
こ
と

に
も
つ
な
が
る
わ
け
で
す
か
ら
、だ
れ
も
が

喜
ん
で
前
向
き
に
参
加
し
て
く
れ
る
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
実
践
例
と
い
え
ま
す
。

　

こ
う
し
た
発
想
が
現
場
レ
ベ
ル
か
ら
活

発
に
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
法

務
担
当
者
の
仕
事
も
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま

す
よ
。
あ
れ
こ
れ
企
画
し
た
こ
と
を
上
か

ら
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
ボ
ト
ム
ア

ッ
プ
を
上
手
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
だ
け

で
、
優
れ
た
リ
ス
ク
管
理
体
制
を
構
築
で

き
る
わ
け
で
す
。

楽
し
ん
で
取
り
組
め
る

リ
ス
ク
管
理
が
理
想

　

そ
れ
で
は
、
各
職
場
で
リ
ス
ク
管
理
の

た
め
の
有
効
な
対
策
を
議
論
し
て
も
ら
う

の
」と
い
う
誤
解
が
目
立
つ
こ
と
で
す
。

　

各
企
業
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
含
む

内
部
統
制
の
状
況
を
見
る
と
、
統
制
環

境
の
整
備
に
始
ま
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が

正
し
く
実
践
さ
れ
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

が
き
ち
ん
と
回
っ
て
い
る
会
社
は
増
え
て

き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ

は
あ
く
ま
で
組
織
全
体
の
視
点
で
の
話
で

す
。
本
来
は
事
業
部
門
、大
小
の
ビ
ジ
ネ

ス
ユ
ニ
ッ
ト
、グ
ル
ー
プ
会
社
な
ど
、あ
ら

ゆ
る
組
織
単
位
で
も
同
じ
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル
が
成
立
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

む
し
ろ
、
ま
ず
は
職
場
チ
ー
ム
な
ど
の
小

さ
な
単
位
の
中
で
こ
そ
「
自
分
た
ち
は
ど

ん
な
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
」「
そ

れ
を
回
避
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い

い
か
」
を
主
体
的
に
考
え
て
も
ら
う
べ
き

な
ん
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
多
く
の
企
業
の
現
場
の
人

た
ち
の
意
識
は
、
実
際
に
は
ど
う
で
し
ょ

う
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
い
え
ば
、
研

に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。
ま

ず
必
要
な
の
は
、
や
は
り
最
低
限
の
「
共

通
認
識
」
を
持
つ
こ
と
。
自
分
た
ち
の
業

務
に
か
か
わ
る
法
律
の
基
礎
知
識
や
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ

い
て
は
、
現
場
社
員
に
も
し
っ
か
り
と
学

ん
で
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

サ
ー
テ
ィ
フ
ァ
イ
が
主
催
す
る
ビ
ジ
ネ

ス
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
検
定
の
「
初
級
」

は
、
そ
の
た
め
の
絶
好
の
ツ
ー
ル
。
パ
ソ

コ
ン
能
力
同
様
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
の

一
般
常
識
と
し
て
、
多
く
の
方
々
に
受
験

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

合
格
で
き
る
だ
け
の
下
地
が
身
に
つ

け
ば
、
業
務
上
の
リ
ー
ガ
ル
リ
ス
ク
を
未

然
に
察
知
し
、
回
避
す
る
た
め
に
は
ど
う

す
れ
ば
い
い
か
も
主
体
的
に
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
仲
間
同
士
で
議
論

し
た
結
果
、安
心
し
て
仕
事
に
打
ち
込
め

る
職
場
環
境
が
形
成
さ
れ
、
ま
た
自
分

た
ち
が
考
え
た
手
法
が
他
部
署
・
他
部
門

で
も
採
用
さ
れ
る
手
応
え
も
味
わ
え
る

よ
う
に
な
る
。「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
は

前
向
き
で
楽
し
い
こ
と
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
も
、
着
実
に
広
が
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

[ 組織全体 ]

コンプライアンスは法令遵守ではなく、社会や消費者からの要請を踏まえ
ながらリスク管理を行うことだと提唱する野村教授。その体制構築の考え
方と「ビジネスコンプライアンス検定」の意義について話を聞いてみた。
構成／堀正人、撮影／大沼洋平
制作／レクシスネクシス・ジャパン企画制作部

すべての社員が前向きなリスク管理に取り組める組織づくり

真のコンプライアンスコンプライアンス
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さらに問題演習を行ってみたい方、本試験と同レベルの模擬問題に「無料」でチャレンジ！

【サーティファイ模擬検サイト】

解説●藤井裕之
株式会社コンプライアンス・コミュニケーションズ代表取締役

問題解決思考が検定合格の鍵

ビジネスコンプライアンス検定

　

ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
検
定
は
、

企
業
に
と
っ
て
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が

「
単
な
る
法
令
遵
守
で
は
な
く
、
法
令
の

背
後
に
あ
る
社
会
的
要
請
に
応
え
る
こ
と

で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
に
立
脚
し
て
い

ま
す
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
い
う
言
葉

が
世
の
中
に
登
場
し
た
ば
か
り
の
段
階
で

は
、
ま
ず「
法
令
を
守
る
こ
と
」と
解
釈
さ

れ
、次
に「
倫
理
・
モ
ラ
ル
を
守
る
こ
と
も

大
切
だ
」
と
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、
企
業
の
社
会

に
お
け
る
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
一
段
と
強
ま
り
、

持
続
可
能
な
社
会
の
構
成
員
と
し
て
「
ど

ん
な
活
動
が
求
め
ら
れ
る
か
／
ど
ん
な
活

動
が
許
さ
れ
な
い
か
」を
、
ひ
と
き
わ
シ
ビ

ア
に
考
え
て
い
く
べ
き
状
況
に
な
っ
て
い

ま
す
。
２
０
１
０
年
11
月
に
発
行
さ
れ

た
Ｉ
Ｓ
Ｏ
２
６
０
０
０（
組
織
の
社
会
的

責
任
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
が
注
目

さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
１
つ
の
現
れ
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

【 

問
題
１ 

】
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と

い
う
言
葉
の
意
味
を
確
認
す
る
問
題
。

前
述
の
こ
と
を
把
握
で
き
て
い
れ
ば
解
答

は
容
易
で
す
。
選
択
肢
の「
ア
」と「
イ
」

は
論
理
的
に
不
適
切
と
は
い
ま
せ
ん
。

「
エ
」
も
企
業
が
社
会
の
構
成
員
と
し
て

要
請
に
応
え
て
い
く
こ
と
が
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
正
し
く

記
述
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て「
ウ
」

は
、倫
理
・
法
令
と
社
会
的
要
請
は
重
な

る
部
分
も
あ
る
も
の
の
同
一
と
は
い
え
ま

せ
ん
か
ら
、
こ
れ
が
不
適
切
な
選
択
肢
に

な
り
ま
す
。

　

次
に【 

問
題
2 

】で
は
、
民
法
に
か
か

わ
る
基
礎
知
識
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
正
解
す
る
に
は
、
法
律
の
体
系
に
つ

い
て
大
ま
か
に
で
も
理
解
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
法
律

に
は
適
用
対
象
が
広
い「
一
般
法
」と
、
そ

れ
だ
け
で
は
処
理
で
き
な
い
個
別
の
状
況

に
対
応
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
、
適
用

対
象
が
限
定
さ
れ
る
「
特
別
法
」
と
が
あ

り
ま
す
。
民
法
は
、
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
を
規
定
す
る
一
般
法
で
す
か
ら
、「
１
」

と
「
４
」
は
適
切
な
記
述
で
す
。
し
か
し

「
２
」に
書
か
れ
て
い
る「
物
を
直
接
支
配

す
る
権
利
」は「
物
権
」で
あ
り
、「
債
権
」

は
契
約
相
手
な
ど
に
一
定
の
行
為
を
要

求
す
る
権
利
の
こ
と
で
す
。
ま
た「
３
」に

あ
る
「
総
則
」
は
民
法
全
体
に
通
用
す
る

一
般
的
・
包
括
的
な
規
定
を
明
ら
か
に
し

た
部
分
で
、
も
ち
ろ
ん「
親
族
・
相
続
」の

法
律
関
係
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

従
っ
て
不
適
切
な
の
は
「
２
」
と
「
３
」。

正
解
の
選
択
肢
は「
エ
」と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
民
法
の
知
識
は
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ー

ン
で
直
接
役
立
つ
こ
と
は
少
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
し
っ
か
り
と
概
念
を
把
握

し
て
お
け
ば
適
切
な
対
応
に
つ
な
が
る
こ

と
が
多
い
は
ず
。
法
務
担
当
者
以
外
の

一
般
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
の
方
々
に
も
、

こ
の
程
度
は
理
解
し
て
お
い
て
い
た
だ
き

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

【 

問
題
3 

】
は
、
消
費
者
契
約
法
に
つ
い

て
の
問
題
で
す
。
こ
れ
は
、
消
費
者
と
事

業
者
の
間
で
締
結
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て

定
め
た
特
別
法
。
一
般
消
費
者
は
事
業

者
に
比
べ
て
情
報
力
や
交
渉
力
で
不
利

な
立
場
に
あ
る
た
め
、
公
平
・
公
正
な
取

引
が
で
き
る
よ
う
、
そ
う
し
た
格
差
に
配

慮
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
が
あ
り
ま
す
。

　

従
っ
て
「
１
」
の
記
述
は
適
切
。「
２
」

も
、
事
業
者
が
将
来
の
不
確
実
な
事
項
に

つ
い
て
断
定
的
な
判
断
を
提
供
し
た
場
合

は
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
規
定
が
あ
り
ま
す
か
ら
適
切
で
す
。
し

か
し「
３
」は
、損
害
賠
償
責
任
を
免
除
す

る
契
約
条
項
は
無
効
と
さ
れ
て
い
ま
す
か

ら
不
適
切
。「
４
」も
、同
法
に
は
刑
事
罰

の
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
不
適
切
で
、

正
解
の
選
択
肢
は
「
エ
」
と
な
り
ま
す
。

何
も
司
法
試
験
の
よ
う
に
細
か
な
条
項
を

覚
え
た
り
判
例
を
参
照
し
た
り
し
な
く
て

も
、
法
律
の
趣
旨
や
背
景
さ
え
し
っ
か
り

と
理
解
で
き
て
い
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
正
解

は
十
分
に
導
き
出
せ
る
で
し
ょ
う
。
何
よ

り
、
こ
う
し
た
問
題
を
実
際
に
解
い
て
み

る
こ
と
で
、
法
律
の
考
え
方
そ
の
も
の
が

体
得
で
き
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
現
実
的
な

リ
ス
ク
を
予
測
す
る
能
力
も
着
実
に
身
に

サーティファイコンプライアンス検定委員会が主催する
ビジネスコンプライアンス検定で問われる実践的知識と
対応力とはどのようなものなのか。検定初級問題をもとに、
問題解決のための論理的思考プロセスをみていく。検
定の詳細については、P14の告知も併せてご覧ください。

つ
い
て
い
く
は
ず
で
す
。

　

最
後
の
【
問
題
4
】
は
、
公
益
通
報
者

保
護
法
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
を
問
う
も

の
。
こ
れ
は
内
部
通
報
を
行
う
労
働
者

を
保
護
す
る
た
め
の
法
律
で
、
異
論
も
あ

り
ま
す
が
労
働
法
の
１
つ
と
も
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

社
員
Ａ
、Ｂ
の
回
答
は
法
律
の
趣
旨
を

理
解
し
て
い
れ
ば
適
切
と
判
断
で
き
ま
す

が
、
Ｄ
の
回
答
に
あ
る
通
報
先
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
る
要
件
が
異
な
る
こ
と
は
知
っ

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。
同
法
で
は

「
公
益
通
報
者
は
、
①
事
業
者
内
部
、
②

行
政
機
関
、
③
そ
の
他
の
外
部
の
者
（
マ

ス
コ
ミ
等
）に
通
報
で
き
る
」と
定
め
て
い

ま
す
が
、
特
に
③
の
場
合
は
証
拠
隠
滅
の

恐
れ
が
あ
る
な
ど
複
数
の
要
件
を
満
た
す

必
要
が
あ
り
ま
す
。
不
適
切
な
の
は
社

員
Ｃ
の
回
答
。
公
益
通
報
と
認
め
ら
れ

る
に
は
不
正
な
目
的
で
な
い
こ
と
が
必
要

で
、
ま
た
企
業
の
名
誉
や
信
用
を
害
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
通
報
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
法
律
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
実
践
し
て
い
く
上
で
非

常
に
重
要
と
な
り
ま
す
。
自
分
が
通
報

者
と
な
る
ケ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
所
属
す

る
会
社
が
通
報
さ
れ
た
際
に
適
切
な
判
断

や
行
動
を
と
る
た
め
に
も
、
し
っ
か
り
と

理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

解説●藤井裕之


