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(478)

第
一
章

は

じ

め

に

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
が
我
が
国
の
会
社
法
研
究
に
お
い
て
活
発
と
な
っ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ

の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
に
お
け
る
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
、
訴
訟
に
よ
る
株
主
の
会
社
経
営
者
等
に
対
す

る
責
任
追
及
が
挙
げ
ら
れ
る
。
我
が
国
の
会
社
法
の
も
と
、
株
主
が
訴
訟
に
よ
っ
て
取
締
役
を
は
じ
め
と
し
た
会
社
経
営
者
等
の
責

任
を
追
及
す
る
場
合
、
代
表
訴
訟
（
株
主
代
表
訴
訟
、
会
社
法
八
四
七
条
以
下
）
あ
る
い
は
四
二
九
条
一
項
訴
訟
（
会
社
法
四
二
九

条
一
項
に
基
づ
く
訴
え)
を
用
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

代
表
訴
訟
と
四
二
九
条
一
項
訴
訟
の
い
ず
れ
も
会
社
経
営
者
等
に
対
す

る
責
任
追
及
の
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
の
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
を
株
主
に
認
め
る
こ
と
は
、

会
社
経
営
者
に
よ
る
違
法
・
不
当
な
企
業
運
営
の
抑
止
な
ど
に
寄
与
す
る
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
一

役
買
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
株
主
個
人
の
救
済
の
面
に
着
目
し
、
株
主
が
会
社
経
営
者
等
に
対
し
て
直
接
的
に
損
害
賠

償
請
求
を
し
個
人
的
な
救
済
を
求
め
る
こ
と
（
以
下
、「
直
接
請
求
」
と
い
う
）
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
学
説
と
も
に
議
論

が
錯
綜
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

(

�)

そ
の
た
め
、
代
表
訴
訟
や
四
二
九
条
一
項
訴
訟
の
い
ず
れ
を
利
用
し
て
も
、
株
主
が
実
際
に

被
っ
た
権
利
侵
害
の
回
復
に
直
結
し
て
い
る
か
は
、
現
状
で
は
明
ら
か
と
言
い
が
た
い
。

本
稿
で
は
、
株
主
個
人
に
対
す
る
保
護
の
必
要
性
と
実
効
性
の
視
点
か
ら
、「
株
主
の
会
社
経
営
者
等
に
対
す
る
直
接
的
な
責
任

追
及
の
可
否
」
と
い
う
命
題
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
。
そ
の
際
、
比
較
法
研
究
の
対
象
と
し
て
ア
メ
リ
カ
法
の
分
析
を
行
う
が
、

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
は
会
社
経
営
者
等
に
対
す
る
直
接
的
な
責
任
追
及
お
よ
び
株
主
個
人
の
保
護
を
可
能
と
す
る
訴
訟
が
判
例
法
上

認
め
ら
れ
て
お
り
、
制
度
設
計
あ
る
い
は
議
論
の
整
理
の
点
で
我
が
国
の
解
釈
論
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
点
が
多
い
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
法
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
示
唆
に
基
づ
い
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
筆
者
な
り
の
日
本
法
の
解
釈
論
も
展
開
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す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

(
�)

本
稿
に
お
い
て
は
、
株
主
代
表
訴
訟
（
会
社
法
八
四
七
条
以
下
）
に
つ
い
て
は
代
表
訴
訟
と
、
ま
た
、
役
員
等
の
第
三
者
に
対
す
る

責
任
（
会
社
法
四
二
九
条
一
項
）
に
基
づ
く
訴
え
に
つ
い
て
は
四
二
九
条
一
項
訴
訟
と
表
記
す
る
。

(

�)
第
三
章
参
照
。

第
二
章

ア
メ
リ
カ
法

一

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟

ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
株
主
が
取
締
役
・
支
配
株
主
を
は
じ
め
と
し
た
会
社
経
営
者
等
が
行
っ
た
違
法
行
為
な
ど
に
よ
っ
て

損
害
を
被
っ
た
場
合
、
こ
れ
ら
会
社
経
営
者
等
の
責
任
を
追
及
す
る
た
め
に
直
接
訴
訟(

d
ire

ct
actio

n)

あ
る
い
は
派
生
訴
訟(

d
e
-

riv
ativ

e
su

it)

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

直
接
訴
訟
は
自
ら
の
損
害
回
復
と
権
利
救
済
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
り
、

(

�)

ア
メ
リ
カ
で
は
判
例
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。
派
生
訴
訟
は
、
株
主
が
会
社
の
損
害
回
復
と
権
利
救
済
を
求
め

て
会
社
の
た
め
に
提
起
す
る
も
の
で
あ
り
、

(

�)

制
定
法
や
裁
判
所
規
則
に
よ
っ
て
提
訴
要
件
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
に

ア
メ
リ
カ
法
の
も
と
で
は
、
株
主
に
は
、
信
認
義
務(

fid
u

ciary
d

u
ty)

を
負
っ
て
い
る
会
社
経
営
者
等
に
対
す
る
責
任
を
追
及
す

る
手
段
と
し
て
、
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
の
二
つ
の
ツ
ー
ル
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
れ
ら
、
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
と
の
違
い
は
、
訴
え
の
形
式
に
着
目
す
る
と
、
直
接
訴
訟
は
訴
権(

cau
se

o
f

acito
n)

が
株
主

に
帰
属
し
て
い
る
の
に
対
し
、
派
生
訴
訟
の
訴
権
は
会
社
に
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

と
こ
ろ
が
、
現

実
問
題
と
し
て
、
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
と
の
区
別
に
は
判
別
し
難
い
グ
レ
ー
・
ゾ
ー
ン
の
部
分
が
存
在
し
、

(

	)

株
主
訴
訟
と
し
て
提

起
さ
れ
た
訴
え
を
い
ず
れ
に
振
り
分
け
る
か
は
、

(


)

判
例
法
あ
る
い
は
実
務
の
ホ
ッ
ト
・
イ
シ
ュ
ー
と
し
て
こ
れ
ま
で
議
論
の
対
象
と
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な
っ
て
き
た
。

(

�)

こ
の
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訴
訟
と
の
振
り
分
け
は
、
特
に
原
告
で
あ
る
株
主
に
と
っ
て
は
実
体
・
手
続
の
両
面
で
大

き
な
影
響
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

実
体
面
に
お
い
て
は
、
直
接
訴
訟
で
あ
る
な
ら
ば
勝
訴
し
た
場
合
の
損
害
回
復
（
救
済
）
は
訴
え
を
提
起
し
た
本
人
で
あ
る
株
主

に
直
接
与
え
ら
れ
る
が
、

(

�)

こ
れ
が
派
生
訴
訟
で
あ
っ
た
場
合
は
勝
訴
し
た
と
し
て
も
提
訴
し
た
株
主
本
人
で
は
な
く
会
社
に
対
し
て

救
済
が
な
さ
れ
る
。

(
�)

ま
た
、
手
続
面
に
お
い
て
も
訴
状
の
記
載
事
項(

p
le

ad
in

g)

、
当
事
者
適
格(

stan
d

in
g)

な
ど
の
面
で
大
き

な
違
い
が
あ
る
。
訴
状
の
記
載
事
項
に
関
し
て
は
、
訴
え
が
直
接
訴
訟
で
あ
る
な
ら
ば
、「
告
知
訴
答(

n
o

tice
p

le
ad

in
g)

」
の
基

準
を
満
た
す
記
述
で
足
り
る
。

(
�)

こ
の
告
知
訴
答
と
は
「
原
告
に
救
済
を
与
え
る
べ
き
こ
と
を
示
す
簡
易
か
つ
明
確
な
記
述
」
が
訴
状

に
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
も
の
で
そ
の
内
容
も
原
告
に
有
利
に
扱
わ
れ
る
た
め
、

(

�)

被
告
に
よ
る
却
下
申
立
な
ど
手
続
面
の
不
備
に

よ
る
敗
訴
の
危
険
性
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。

(

�)

一
方
で
、
訴
え
が
派
生
訴
訟
で
あ
る
な
ら
ば
、
よ
り
厳
格
な
訴
答
基
準
、
す
な
わ
ち

告
知
訴
答
で
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
特
定
性(

p
articu

larity)

を
も
っ
た
記
載
を
訴
状
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

�)

こ
の
た
め
、

派
生
訴
訟
を
提
起
す
る
際
に
は
、
取
締
役
会
に
対
す
る
提
訴
請
求
が
不
当
に
拒
絶
さ
れ
た
と
い
う
事
実
、
あ
る
い
は
、
取
締
役
会
に

対
す
る
提
訴
請
求
が
無
益(

fu
tile)

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
特
定
の
事
実
の
主
張
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

�)

ま
た
、
当
事
者
適
格

の
点
で
は
、
直
接
訴
訟
に
つ
い
て
は
当
該
会
社
の
株
式
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
ず
し
も
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
派
生
訴
訟

の
場
合
は
訴
訟
係
属
中
は
当
該
会
社
の
株
式
保
有
が
求
め
ら
れ
る
。

(

	)

そ
の
た
め
、
合
併
に
よ
っ
て
当
該
会
社
の
株
主
で
は
な
く
な
っ

た
場
合
な
ど
は
、
当
事
者
適
格
（
原
告
適
格
）
を
喪
失
し
、

(


)

訴
え
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
な
両
者
の
違
い
か
ら
、
原
告
で
あ
る
株
主
は
、
実
体
・
手
続
い
ず
れ
に
お
い
て
も
個
人
株
主
と
し
て
考
え
た
場
合
に
は

メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
直
接
訴
訟
と
し
て
手
続
を
遂
行
す
る
傾
向
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

(

�)

も
っ
と
も
、
裁
判
所
は
訴
答
基
準
を
は
じ

め
と
し
た
手
続
面
の
ハ
ー
ド
ル
が
派
生
訴
訟
と
比
べ
て
低
い
か
ら
と
い
っ
て
、
容
易
に
株
主
の
直
接
訴
訟
を
認
め
て
き
た
わ
け
で
は
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な
く
、

(

�)

実
際
は
個
別
具
体
的
な
事
案
に
即
し
て
判
断
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

(

�)

本
章
で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
直
接
訴

訟
を
め
ぐ
る
近
時
の
状
況
を
明
ら
か
と
し
、
ア
メ
リ
カ
各
州
の
な
か
で
も
直
接
訴
訟
に
つ
い
て
と
り
わ
け
深
い
議
論
が
な
さ
れ
て
き

た
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
判
例
法
を
中
心
に
分
析
す
る
。
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
に
お
い
て
は
、
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
の
区
別
の
基
準
を
論
じ

た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
は
古
く
は
一
九
五
三
年
の
衡
平
法
裁
判
所
の
判
決

(

�)

に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
在
確
固
た
る
判
例
法

と
し
て
定
着
し
て
い
る
の
は
二
〇
〇
四
年
の
最
高
裁
判
所
の

T
o

o
le

y

判
決

(

�)

に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
枠
組
み
で
あ
る
。

(

�)

二
で
は
、
こ

の

T
o

o
le

y

判
決
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
近
時
の
判
例
法
の
動
向
を
検
討
し
、
現
状
と
し
て
直
接
訴
訟
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け

に
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
意
義
と
機
能
は
い
か
な
る
も
の
か
を
検
討
す
る
。

二

近
時
の
判
例
法
の
展
開

一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
の
振
り
分
け
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
の
位
置
づ
け
に
あ
る
の

が
、
二
〇
〇
四
年
の

T
o

o
le

y

判
決
で
あ
る
。T

o
o

le
y

判
決
以
前
の
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
判
例
法
は
、“

sp
e

cial
in

ju
ry

”

と
い
う
概
念

が
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
と
の
区
別
の
基
準
と
さ
れ
て
い
た
が
、

(

�)

こ
の

“
sp

e
cial

in
ju

ry
”

は
必
ず
し
も
判
例
法
と
し
て
確
立
さ
れ

た
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

(

�)

そ
の
よ
う
な
中
で
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
最
高
裁
判
所
と
し
て

“
sp

e
cial

in
ju

ry
”

を
廃
棄
す
る
こ
と

を
明
確
に
し
、
新
た
な
判
断
枠
組
み
を
示
し
た
の
が

T
o

o
le

y
判
決
で
あ
る
。

(

�)

同
判
決
で
示
さ
れ
た

T
o

o
le

y

基
準
は
現
在
の
と
こ

ろ
確
立
し
た
判
例
法
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

(

	)

以
下
、T

o
o

le
y

判
決
の
検
討
と
新
た
な
判
断
枠
組
み
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
背

景
の
分
析
、
そ
の
後
にT

o
o

le
y

基
準
が
具
体
的
な
事
案
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
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T
o

o
le

y

判
決(

T
ooley

v.
D

on
a

ld
son

,
L

u
fk

in
&

Jen
rette,

In
c.,
(

�)

）

【
事
実
】

Ｙ
社
は
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
投
資
銀
行
業
を
主
な
業
務
と
す
る
会
社
で
あ
り
、
同
社
の
社
外
株
式
の
う
ち

七
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
Ａ
社
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
〇
年
八
月
に
Ａ
社
は
、
Ｂ
社
と
Ｙ
社
と
の
間
で
総
額
一
三
四
億
ド

ル
に
お
よ
ぶ
合
併
の
合
意
に
達
し
た
と
の
発
表
を
行
っ
た
。
こ
の
合
併
は
、
先
ず
Ｙ
社
の
一
般
少
数
派
株
主
に
現
金
公
開
買
付
に
よ

る
売
却
の
機
会
を
与
え
、
そ
の
後
Ａ
社
が
保
有
し
て
い
る
Ｙ
社
株
式
を
Ｂ
社
に
対
し
て
公
開
買
付
価
格
と
同
額
で
譲
渡
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
こ
の
現
金
公
開
買
付
は
、
一
株
当
た
り
の
買
付
価
格
が
九
〇
ド
ル
で
買
付
期
間
は
二
〇
日
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
で
、
本
件
現
金
公
開
買
付
は
、
合
併
合
意
に
よ
る
二
種
類
の
期
間
延
長
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
一
つ
は
、
五
日
間
の
期
間
延
長

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
支
払
義
務
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
要
求
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
し
て
買
付
に
応
じ
た
Ｙ
社
株
式

の
割
合
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
超
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
場
合
の
い
ず
れ
か
の
条
件
が
満
た
さ
れ
た
と
き
に
Ｙ
社
の
意
向
に
関
係
な

く
延
長
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
Ｙ
社
株
式
の
取
得
対
価
の
支
払
い
に
つ
き
Ｙ
社
と
Ｂ
社
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
履

行
期
に
関
す
る
延
長
の
合
意
な
ど
、
一
定
の
条
件
の
も
と
Ｂ
社
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
期
間
延
長
で
あ
る
。
Ｂ
社
は
二
〇
〇
〇
年
九

月
八
日
に
公
開
買
付
を
開
始
し
、
当
初
の
買
付
期
間
の
終
了
日
は
同
年
一
〇
月
五
日
と
設
定
さ
れ
た
。
Ｂ
社
は
、
五
日
間
の
期
間
延

長
を
行
い
、
期
間
終
了
後
直
ち
に
前
記
合
意
に
基
づ
く
再
延
長
を
し
た
。
結
局
、
公
開
買
付
期
間
は
五
日
間
の
延
長
終
了
か
ら
二
二

日
後
の
同
年
一
一
月
二
日
ま
で
引
き
延
ば
さ
れ
た
。
公
開
買
付
期
間
終
了
後
、
Ｙ
社
の
一
般
少
数
派
株
主
は
一
株
当
た
り
九
〇
ド
ル

に
よ
っ
て
締
め
出
さ
れ
た
。

Ｙ
社
の
株
主
で
あ
っ
た
原
告
ら
は
訴
え
を
提
起
し
、
二
回
目
の
公
開
買
付
期
間
の
延
長
は
正
当
な
も
の
で
は
な
く
、
Ｙ
社
の
取
締

役
会
の
構
成
員
ら
は
法
律
上
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
株
主
に
株
式
の
売
却
代
金
を
支
払
う
べ
く
公
開
買
付
手
続
を
遂
行
す
る
義
務
を
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負
っ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
を
果
た
さ
な
か
っ
た
た
め
信
認
義
務
に
違
反
し
て
い
る
と
主
張
し
、
公
開
買
付
期
間
が
延
長
さ

れ
売
却
代
金
の
支
払
が
遅
延
し
た
こ
と
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
と
の
主
張
を
展
開
し
た
。

原
審
の
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
は
、
原
告
ら
は
訴
訟
を
提
起
し
た
時
点
で
は
Ｙ
社
の
株
主
と
し
て
の
地
位
を
喪
失
し
て
い

る
た
め
派
生
訴
訟
を
追
行
す
る
当
事
者
適
格
は
も
は
や
な
く
、
ま
た
直
接
訴
訟
を
提
起
す
る
際
に
必
要
な
特
定
の
損
害
の
主
張
も
な

い
と
し
て
訴
え
を
棄
却
し
た
。

【
判
旨
】

直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
と
の
区
別
は
次
に
示
す
二
つ
の
判
断
枠
組
み
か
ら
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
誰
が
（
会
社

か
株
主
か
）
損
害
を
被
っ
た
の
か
、
誰
が
（
会
社
か
株
主
か
）
損
害
回
復
や
他
の
救
済
に
よ
る
利
益
を
享
受
す
べ
き
な
の
か
、
の
二

点
で
あ
る
。

裁
判
所
は
侵
害
行
為
の
本
質
お
よ
び
救
済
を
与
え
る
べ
き
当
事
者
は
誰
で
あ
る
か
を
見
極
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
株
主
が
主
張

す
る
直
接
的
な
損
害
と
は
、
会
社
に
対
す
る
損
害
か
ら
は
独
立
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
株
主
は
、
自
ら
に
対
す
る
義
務

違
反
が
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
会
社
に
対
す
る
侵
害
行
為
の
証
明
を
せ
ず
に
勝
訴
で
き
る
こ
と
の
い
ず
れ
も
立
証
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
訴
状
の
記
載
か
ら
派
生
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
と
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
会
社

そ
の
も
の
に
対
す
る
損
害
に
関
す
る
派
生
的
な
請
求
は
主
張
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
会
社
に
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
救
済
も
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
件
の
訴
状
に
お
け
る
主
張
が
派
生
訴
訟
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
前
提
は
欠
く
。
し
か
し
な
が
ら
、

派
生
訴
訟
で
は
な
い
と
し
て
も
、
必
然
的
に
訴
状
の
記
載
が
直
接
訴
訟
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
訴
状
の
記
載
か
ら
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直
接
訴
訟
と
し
て
提
起
す
る
意
思
が
窺
え
た
と
し
て
も
、
実
際
に
原
告
は
そ
の
よ
う
な
主
張
は
一
切
し
て
い
な
い
。
原
審
で
は
、
訴

状
を
分
析
し
た
上
で
、
原
告
が
権
利
侵
害
を
受
け
た
と
の
主
張
を
し
て
い
な
い
と
適
切
に
判
示
し
た
。
原
告
ら
の
権
利
は
未
だ
具
体

化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る(

h
av

e
n

o
t

y
e

t
rip

e
n

d)

。
株
主
の
契
約
上
の
地
位
に
基
づ
く
訴
え
は
、
こ
の
よ
う
な
株
主
と
し
て
の
権

利
が
具
体
化
す
る
ま
で
は
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
は
合
併
契
約
が
履
行
さ
れ
る
ま
で
は
、
原
告
は
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
原
告
の
訴
状
を
も
っ
て
直
接
訴
訟
と
判
断
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

【T
o

o
le

y

判
決
の
意
義
と
残
さ
れ
た
問
題
】

T
o

o
le

y

判
決
は
、
そ
れ
ま
で
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
判
例
法
に
お
い
て
、
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
と
の
棲
み
分
け
を
決
す
る
た
め
の

基
準
と
さ
れ
て
い
た

“
sp

e
cial

in
ju

ary
”

に
つ
い
て
、
こ
れ
は
適
切
な
分
析
手
法
で
は
な
い
と
し
否
定
し
、

(

�)

損
害
を
被
っ
た
主
体

（
株
主
か
会
社
か
）
お
よ
び
救
済
を
与
え
る
べ
き
主
体
（
株
主
か
会
社
か
）
は
誰
か
と
い
う
観
点
か
ら
原
告
の
訴
え
を
分
析
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
判
断
枠
組
み
を
採
用
す
る
こ
と
を
、
最
高
裁
判
所
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
判
例
法
に
お

い
て
は
、
株
主
が
被
っ
た
損
害
の
性
質
や
侵
害
行
為
の
分
類
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
姿
勢
を
変
え
た
も
の
と
し
て
評
価

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)
“
sp

e
cial

in
ju

ry
”

は
制
限
の
な
い
分
析(

o
p

e
n

e
n

d
e

d
an

aly
sis)
(

�)

に
よ
る
基
準
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、

T
o

o
le

y

基
準
は
、
こ
の
よ
う
な

“
sp

e
cial

in
ju

ry
”

に
変
わ
り
株
主
が
そ
も
そ
も
自
身
に
救
済
を
与
え
る
べ
き
侵
害
行
為
が
あ
っ
た

と
の
主
張
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
着
目
す
べ
き
と
す
る
よ
り
狭
い
テ
ス
ト(

n
arro

w
te

st)

に
移
行
し
た
と
の
評
価
が

な
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
と
の
振
り
分
け
に
関
し
て
、T

o
o

le
y

基
準
は
、「
直
接
訴
訟
に
よ
り
救
済
さ
れ
る
べ
き
当
事
者
は
誰
か
」
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と
い
う
視
点
を
示
し
て
お
り
、
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
と
の
区
別
に
加
え
て
実
体
的
救
済
の
た
め
に
い
ず
れ
の
訴
訟
が
用
い
ら
れ
る

べ
き
か
と
い
う
点
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。T

o
o

le
y

判
決
や
近
時
の
判
例
法
に
関
し
て
、
勝
訴
可
能
性
の
観

点
か
ら
の
分
析(

a
m

e
rit-b

ase
d

an
aly

sis)

に
よ
り
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
の
棲
み
分
け
を
決
す
る
姿
勢
に
シ
フ
ト
し
た
と
い
う

理
解
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

(

�)
T

o
o

le
y

基
準
に
よ
り
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
と
の
区
別
が
一
つ
の
転
換
期
を
迎
え
た
と
言
え
る
。
ま
た
、

T
o

o
le

y

基
準
は
、
次
に
検
討
す
る

J.
P

.
M

o
rg

a
n

判
決
〜F

e
ld

m
a

n

判
決
な
ど
最
近
の
事
件
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、

現
在
の
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
確
立
し
た
判
例
法
で
あ
る
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

(

�)

ま
た
、
こ
の

T
o

o
le

y

基
準
は
、
デ
ラ
ウ
エ
ア

州
の
み
な
ら
ず
連
邦
裁
判
所
や
他
州
の
裁
判
所
の
判
断
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

(

�)

T
o

o
le

y

基
準
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
、
漠
然
と
し
て
混
乱
を
招
く
概
念
で
あ
る
と
し
て

“
sp

e
cial

in
ju

ry
”

を
否
定
し
、

(

�)

簡
潔
・

明
瞭
な
準
則

(

�)

あ
る
い
は
予
測
し
や
す
い
基
準

(

�)

を
採
用
す
る
に
至
っ
た
と
の
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
直
接
訴
訟
と

派
生
訴
訟
の
振
り
分
け
が
容
易
に
な
っ
た
と
断
言
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。T

o
o

le
y

基
準
を
適
用
し
た
と
し
て
も
、
直
接
訴
訟
か

派
生
訴
訟
か
を
振
り
分
け
る
こ
と
が
容
易
な
事
案
と
そ
う
で
は
な
い
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
事
案
が
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
か
ら

で
あ
る
。

(

�)

判
旨
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
裁
判
所
は
訴
状
の
記
載
か
ら
原
告
の
意
思
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
直
接
訴
訟
か
派
生

訴
訟
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
振
り
分
け
の
判
断
に
関
し
裁
判
所
が
果
た
す
べ
き
役
割
も
重
要
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、T

o
o

le
y

判
決
は
、
公
開
買
付
の
期
間
延
長
に
よ
る
株
主
の
権
利
侵
害
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
が
、
以

下
で
検
討
す
る
判
決
は

T
o

o
le

y

判
決
と
は
異
な
り
い
ず
れ
も
株
式
の
経
済
的
価
値
の
下
落
あ
る
い
は
持
株
比
率
の
低
下
に
関
し
て

会
社
経
営
者
等
の
責
任
を
追
及
す
る
も
の
で
あ
り
、

(

�)

そ
の
点

T
o

o
le

y
判
決
そ
の
も
の
に
は
事
案
と
し
て
の
特
殊
性
が
あ
る
。
そ
の

た
め
、T

o
o

le
y

基
準
が
現
実
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
に
関
し
て
、
実
際
に
同
基
準
が
適
用
さ
れ
た
裁
判
例
に
つ
い
て
よ

り
一
層
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

(

	)
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J.
P

.
M

o
rg

a
n

判
決(

In
re

J.P
.

M
orga

n
C

h
a

se
&

C
o.

S
h

a
reh

old
er

L
itiga

tion
.)

(

�)

【
事
実
】

ア
メ
リ
カ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
本
拠
地
を
置
く
Ｙ
社(

J.
P

.
M

o
rg

an
C

ah
se)

は
投
資
銀
行
業
務
な
ど
を
行
う
全
米
最
大
規
模
の
金

融
機
関
で
あ
る
。
Ｙ
社
は
、
二
〇
〇
四
年
一
月
に
商
業
銀
行
で
あ
る
Ａ
社(

B
an

k
O

n
e)

の
買
収
を
決
定
し
、
Ｙ
社
と
Ａ
社
は
共
同

で
株
式
交
換
に
よ
る
合
併
を
実
施
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
合
併
に
つ
い
て
は
、
両
社
の
取
締
役
会
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
全
会
一

致
で
承
諾
が
得
ら
れ
て
い
る
。
両
社
の
合
意
に
よ
れ
ば
、
合
併
発
表
時
に
お
け
る
Ａ
社
株
式
の
終
値
に
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
プ
レ
ミ

ア
ム
を
付
加
し
た
額
に
相
当
す
る
Ｙ
社
の
普
通
株
式
を
Ａ
社
の
株
主
に
交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
二
〇
〇
四
年
二
月
に
Ｙ
社

と
Ａ
社
は
共
同
で
委
任
状
説
明
書
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
提
出
し
、
そ
れ
に
は
「
資
産
総
額
で
全
米
第
二
位
の
規
模
の
金
融
機
関
と
な
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
」
な
ど
の
合
併
の
理
由
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
四
年
の
五
月
の
Ｙ
社
の
株
主
総
会
に
お
い
て
、
総
議
決
権
の

う
ち
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
圧
倒
的
多
数
の
承
認
に
よ
っ
て
合
併
は
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
四
年
七
月
に
本
件
合
併

手
続
は
完
了
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
委
任
状
説
明
書
に
お
い
て
、
Ａ
社
か
ら
同
社
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
Ｙ
社
に
お
い
て
も
同
様
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
し

て
の
地
位
が
一
定
期
間
保
証
さ
れ
れ
ば
、
株
式
交
換
の
際
の
プ
レ
ミ
ア
ム
は
ゼ
ロ
で
も
よ
い
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

こ
の
事
実
は
株
主
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

以
上
の
事
実
に
基
づ
い
て
、
Ｙ
社
の
株
主
で
あ
る
原
告
ら
が
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
提
起
し
、
Ｙ
社
の
取
締
役
ら
に
対
し
て
信
認

義
務
違
反
に
よ
る
七
〇
億
ド
ル
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
そ
の
際
原
告
は
、
Ｙ
社
と
Ａ
社
の
合
併
に
あ
た
り
、
Ａ
社
の
株
主
ら
に
不

必
要
か
つ
過
剰
な
プ
レ
ミ
ア
ム
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
承
認
し
た
こ
と
、
そ
し
て
Ｙ
社
の
株
主
ら
に
対
し
て
不
正
確
か
つ
不
完
全
な

委
任
状
説
明
書
を
提
供
し
重
要
事
項
に
関
す
る
開
示
を
せ
ず
に
本
件
合
併
に
賛
成
さ
せ
た
こ
と
、
の
二
点
を
主
に
主
張
し
た
。
原
審

の
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
は
、
本
件
の
よ
う
に
過
剰
な
額
の
合
併
対
価
と
な
る
株
式
を
交
付
し
た
場
合
の
訴
え
は
派
生
訴
訟
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で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
原
告
は
事
前
の
提
訴
請
求
を
懈
怠
し
た
こ
と
の
理
由
を
述
べ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
衡
平
法

裁
判
所
規
則
二
三
・
一
に
よ
り
訴
え
を
却
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
は
Ｙ
社
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
唯
一
の
被
上
訴
人
と
し
て
、
同
人

の
開
示
義
務
違
反
の
争
点
の
み
に
つ
い
て
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
最
高
裁
判
所
に
上
訴
し
た
。

【
判
旨
】

原
審
の
衡
平
法
裁
判
所
は
訴
え
が
直
接
訴
訟
か
派
生
訴
訟
で
あ
る
か
を
決
す
る
た
め
、T

o
o

le
y

基
準
を
適
用
し
た
上
で
、
合
併

に
あ
た
り
過
剰
に
プ
レ
ミ
ア
ム
を
支
払
っ
た
こ
と
で
損
害
を
被
っ
た
の
は
Ｙ
社
の
み
で
あ
り
、
い
か
な
る
損
害
回
復
で
あ
れ
そ
れ
が

与
え
ら
れ
る
べ
き
当
事
者
は
Ｙ
社
の
み
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
伝
統
的
に
会
社
財
産
の
浪
費
に
対
す
る
訴
え
は
派
生
訴
訟
と
分
類
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
審
の
こ
の
判
断
に
誤
り
は
な
い
。

株
主
は
、
情
報
に
基
づ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
権
利
に
対
す
る
侵
害
と
な
る
開
示
義
務
違
反
を
主
張
し
て
直
接
訴
訟
を
提
起
す
る

こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
開
示
義
務
違
反
に
基
づ
く
訴
え
に
よ
り
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

原
告
は
自
ら
が
損
害
賠
償
を
認
め
う
る
地
位
に
あ
る
と
の
主
張
を
し
て
い
な
い
。
派
生
訴
訟
に
よ
っ
て
会
社
に
損
害
回
復
が
認
め
ら

れ
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
必
然
的
に
同
じ
損
害
に
つ
い
て
株
式
の
経
済
的
価
値
の
低
下
と
議
決
権
比
率
の
希
釈
化
に

対
す
る
株
主
の
開
示
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
回
復
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
原
告
の
主
張
す
る
七
〇
億
ド
ル

の
損
害
を
、
開
示
義
務
違
反
に
よ
っ
て
株
主
個
人
に
も
た
ら
さ
れ
た
権
利
侵
害
と
す
る
に
は
、
論
理
的
か
つ
合
理
的
な
関
連
性
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
さ
な
け
れ
ば
、
仮
に
責
任
を
負
っ
た
場
合
に
、
取
締
役
ら
は
同
一
の
損
害
に
つ
い
て
二
重
の
損
害

賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
原
告
は
、
取
締
役
ら
の
開
示
義
務
違
反
に
よ
っ
て
株
式
の
経
済
的
価
値
の
低
下
と
議
決
権
比
率
の
希
釈
化
が
も
た
ら
さ
れ
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た
場
合
は
株
主
は
損
害
賠
償
を
請
求
し
う
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
は
せ
い
ぜ
い
名
目
的
な
損
害

(
n

o
m

in
al

d
am

ag
e)

の
み
し
か
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
名
目
的
な
損
害
の
回
復
を
求
め
る
た
め
に
は
、
原
告
は
開

示
義
務
違
反
に
よ
り
株
式
の
経
済
的
価
値
の
搾
取
あ
る
い
は
議
決
権
の
侵
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

全
て
の
開
示
義
務
違
反
に
関
し
て
、
株
主
に
名
目
的
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
こ
と
を
当
然
と
す
る
規
範
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

原
告
は
、
株
主
と
し
て
の
株
式
の
経
済
的
価
値
と
議
決
権
に
対
す
る
侵
害
を
主
張
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
経
済
的
な
損
失
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
Ｙ
社
が
Ａ
社
を
よ
り
好
条
件
で
買
収
す
る
と
い
う
機
会
の
喪
失
に
帰
因
す
る
損
害
で
あ
り
、
こ
れ
は
会
社
が

被
っ
た
損
害
と
な
る
。
会
社
の
支
配
に
つ
い
て
は
変
更
が
な
い
状
態
で
あ
る
た
め
、
本
件
合
併
に
よ
っ
て
Ｙ
社
の
株
主
ら
に
何
ら
影

響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｙ
社
の
株
主
ら
の
持
株
比
率
の
希
釈
化
に
よ
っ
て
利
益
を
享
受
し
た
の
が
、
大
株
主
や

支
配
株
主
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

G
e

n
tile

判
決(

G
e

n
tile

v
.

R
o

sse
tte

,)
(

�)

【
事
実
】

Ａ
社
は
原
告
で
あ
る
Ｘ
、
被
告
で
あ
る
Ｙ１
に
よ
っ
て
設
立
が
計
画
さ
れ
、
こ
れ
に
賛
同
し
た
Ｙ２
の
出
資
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
会

社
で
、
主
な
事
業
内
容
は
フ
ァ
イ
ナ
シ
ャ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
サ
ポ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
Ａ
社
は
設
立
当
初
は
、
Ｘ
と
Ｙ１
が
会
社
経
営

を
掌
っ
て
い
た
が
、
実
用
可
能
な
製
品
の
商
用
化
に
失
敗
し
た
こ
と
か
ら
同
社
は
常
に
重
大
な
財
政
難
の
状
況
に
あ
り
、
Ｙ２
か
ら
追

加
で
融
資
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
を
存
続
さ
せ
て
き
た
。
Ｙ２
は
、
Ａ
社
に
対
し
て
総
額
で
三
〇
〇
万
ド
ル
を
超
え
る
追
加
融

資
を
行
っ
た
が
、
融
資
の
度
に
Ａ
社
の
普
通
株
式
と
の
転
換
を
約
し
た
書
面
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
都
度
、
転
換
比
率
は
Ｙ２
に
有
利

な
条
件
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
Ｙ２
は
、
自
ら
が
Ａ
社
に
対
し
て
行
っ
た
融
資
の
額
が
大
き
く
、
同
社
の
財
務
構
成
に
占
め
る
負
債
の
割
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合
が
余
り
に
も
高
い
た
め
第
三
者
か
ら
の
出
資
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
、
Ｙ２
の
Ａ
社
に
対
す
る
債
権
の
う
ち
約
二
〇
〇
万
ド
ル

を
株
式
に
転
換
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
時
点
で
、
Ｘ
は
Ａ
社
の
取
締
役
の
地
位
に
は
な
く
、
同
社
の
取
締
役
会
の
構
成
員
は
Ｙ１
と

Ｙ２
の
み
で
あ
っ
た
。
Ｙ２
と
の
交
渉
に
は
Ｙ１
が
あ
た
り
、
両
者
は
追
加
融
資
を
行
っ
た
時
に
設
定
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
著
し
く
Ｙ２
に
有

利
と
な
る
一
株
当
た
り
〇
・
〇
五
ド
ル
の
比
率
に
よ
っ
て
Ｙ２
の
債
権
を
株
式
に
転
換
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
そ
の
後
、
Ｙ１
と
Ｙ２
は

Ａ
社
の
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
取
締
役
会
を
開
催
し
、
一
株
当
た
り
〇
・
〇
五
ド
ル
で
Ｙ２
の
債
務
を
転
換
す
る
こ
と
を
決

定
し
た
。
も
っ
と
も
、
二
〇
〇
万
ド
ル
も
の
債
権
を
一
株
当
た
り
〇
・
〇
五
ド
ル
の
比
率
で
転
換
し
て
し
ま
う
と
、
Ａ
社
の
発
行
可

能
株
式
総
数
を
超
え
て
し
ま
う
た
め
、
同
社
の
定
款
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ａ
社
は
臨
時
株
主
総
会
を
開
催
し

て
、
発
行
可
能
株
式
総
数
の
変
更
を
付
議
し
承
認
さ
れ
た
が
、
Ｙ２
に
と
っ
て
有
利
な
比
率
で
同
人
の
債
権
が
転
換
さ
れ
る
こ
と
は
株

主
ら
に
は
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
Ｙ２
の
債
権
が
一
株
当
た
り
〇
・
〇
五
ド
ル
の
比
率
で
転
換
さ
れ
た
結
果
、
Ｙ２
の
Ａ
社
株
の
持
株
比

率
は
六
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
九
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
加
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
少
数
派
株
主
の
持
株
比
率
は
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
か

ら
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
急
落
し
た
。
そ
の
後
Ａ
社
は
、
Ｂ
社
と
の
間
で
株
式
交
換
に
よ
る
合
併
の
合
意
に
達
し
、
Ｘ
を
除
く
大
多
数
の

株
主
の
賛
成
を
得
て
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
Ａ
社
は
Ｂ
社
の
完
全
子
会
社
と
な
っ
た
。

以
上
の
事
実
に
基
づ
き
、
Ｘ
は
本
件
債
務
転
換
に
よ
っ
て
株
式
の
経
済
的
利
益
お
よ
び
議
決
権
に
対
す
る
侵
害
が
あ
っ
た
と
し
て

訴
え
を
提
起
し
た
。
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
は
、
Ｘ
の
訴
え
は
派
生
訴
訟
に
よ
っ
て
追
及
す
べ
き
と
判
断
し
、
Ａ
社
が
Ｂ
社

の
完
全
子
会
社
と
な
り
Ｘ
が
Ａ
社
の
株
主
と
し
て
の
地
位
を
喪
失
し
た
た
め
、
派
生
訴
訟
の
当
事
者
適
格
は
な
い
と
し
て
訴
え
を
却

下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
上
訴
し
た
。
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【
判
旨
】

会
社
が
対
価
に
比
し
て
過
剰
な
数
の
株
式
を
発
行
し
た
場
合
は
、
当
該
会
社
の
み
に
対
す
る
損
害
と
扱
わ
れ
る
の
で
、
か
か
る
訴

え
は
通
常
派
生
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。T

o
o

le
y

判
決
の
文
言
を
用
い
れ
ば
、
ま
さ
に
当
該
会
社
そ
の
も
の
が
損
害
を
被
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
救
済
も
受
け
る
べ
き
当
事
者
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
（
少
数
派
）
株
主
も
損
害
を
与
え
た
行
為
に
対
し
て
、
直
接
的
に
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
を
独
立
し
て
有

し
て
い
る
。
株
式
割
当
人
に
対
し
て
有
利
な
条
件
で
発
行
さ
れ
た
株
式
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
に
経
済
的
価
値
や
議
決
権
は
あ
る

た
め
、
有
利
な
条
件
で
株
式
発
行
に
応
ず
る
こ
と
は
、
一
般
（
少
数
派
）
株
主
か
ら
多
数
派
・
支
配
株
主
へ
の
経
済
的
利
益
お
よ
び

議
決
権
の
不
当
な
移
転(

im
p

ro
p

e
r

tran
sfe

r)

が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
少
数
派
株
主
が
有
し
て
い
る
利
益

が
多
数
派
・
支
配
株
主
に
よ
っ
て
収
奪(
e

x
p

ro
p

riatio
n)

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
屈
に
従
え
ば
、
株
式
割
当
人
に
有
利

な
条
件
で
株
式
発
行
を
し
た
こ
と
で
生
じ
た
権
利
侵
害
は
、
会
社
の
全
体
の
社
外
株
式
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
的
価
値
お
よ
び
議
決
権
比

率
の
低
下
に
限
定
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
少
数
派
株
主
が
有
し
て
い
る
株
式
の
経
済
的
価
値
お
よ
び
議
決
権
を
彼
ら

の
不
利
益
の
下
で
収
奪
し
て
支
配
株
主
へ
再
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
別
個
独
立
し
た
損
害
を
、
少
数
派
株
主
は
被
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
支
配
株
主
が
利
益
を
受
け
た
限
度
に
お
い
て
少
数
派
株
主
は
固
有
か
つ
個
人
的
な
損
害
を
被
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
の
下
で
は
、
少
数
派
株
主
は
、
支
配
株
主
に
対
す
る
有
利
な
条
件
で
の
株
式
発
行
で
生
じ
た
損
害
の
回

復
を
求
め
る
訴
訟
上
の
請
求
権
を
有
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
少
数
派
株
主
が
直
接
訴
訟
と
し
て
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

ま
た
、
会
社
の
損
害
を
回
復
す
る
請
求
権
の
存
否
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
な
い
。

確
か
に
、
会
社
は
全
体
の
利
益
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
て
い
る
が
、
少
数
派
株
主
も
ま
た
固
有
に
損
害
を
被
っ

て
お
り
、
そ
れ
は
会
社
が
被
っ
た
損
害
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
少
数
派
株
主
の
損
害
は
、
支
配
株
主
が
少
数
派
株
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主
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
信
認
義
務
に
違
反
す
る
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
信
認
義
務
違
反
と
は
少
数

派
株
主
の
負
担
の
も
と
に
フ
ィ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
ー
が
利
益
を
得
る
よ
う
な
取
引
を
会
社
を
利
用
し
て
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
本
件
で
は
実
効
性
の
あ
る
救
済
手
段
は
た
だ
ひ
と
つ
し
か
な
く
、
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
原

告
で
あ
る
少
数
派
株
主
の
み
で
あ
る
。
Ａ
社
は
も
は
や
存
在
し
て
お
ら
ず
、
裁
判
所
が
発
行
を
無
効
と
で
き
る
株
式
も
な
い
の
で
あ

る
。

F
e

ld
m

a
n

判
決(

F
e

ld
m

an
v
.

C
u

taia,)
(

�)

【
事
実
】

Ａ
社
は
、
Ｘ
、
Ｙ１
ら
の
出
資
に
よ
っ
て
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
主
に
イ
ン
タ
ー
コ
ネ
ク
ト
関
連
の
事
業
を
展

開
す
る
閉
鎖
会
社
で
あ
る
。
Ｘ
は
、
自
己
が
保
有
し
て
い
る
大
半
の
Ａ
社
株
を
取
締
役
の
一
人
に
独
立
当
事
者
間
取
引
に
よ
っ
て
一

株
当
た
り
三
・
三
六
ド
ル
で
売
却
し
た
。
そ
の
後
も
、
残
り
の
約
一
〇
〇
〇
株
に
つ
い
て
Ｘ
は
保
有
を
続
け
、
こ
れ
は
Ａ
社
が
後
に

Ｂ
に
買
収
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
。

二
〇
〇
三
年
の
年
末
頃
か
ら
、
Ａ
社
の
取
締
役
会
は
、
従
業
員
に
対
し
て
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
い
わ
ゆ
る
Ｅ
Ｓ
Ｏ

Ｐ(
E

m
p

lo
y
e
e

S
to

ck
O

p
ttio

n
P

lan)

を
導
入
す
る
こ
と
の
検
討
を
は
じ
め
、
翌
二
〇
〇
四
年
の
二
月
に
Ａ
社
の
取
締
役
会
に
お

い
て
、
ま
た
、
同
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
同
社
の
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
導
入
が
承
認
さ
れ
た
。
Ａ
社
が
承
認
し
た

Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
計
画
に
基
づ
き
、
Ｙ１
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
社
長
、
取
締
役
会
の
議
長
を
兼
務)

、
Ｙ２(

Ｃ
Ｆ
Ｏ
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
を
兼
務)

、
Ｙ３
（
法
務

担
当
役
員
と
会
計
監
理
役
を
兼
務
）
ら
三
名
の
取
締
役
と
全
て
の
Ａ
社
従
業
員
が
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
付
与
を
受
け
、
こ
の

う
ち
Ｙ１
、
Ｙ２
、
Ｙ３
の
三
名
は
Ａ
社
の
優
先
株
式
を
一
株
当
た
り
二
ド
ル
で
取
得
す
る
権
利
を
得
た
。
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そ
の
後
、
Ａ
社
は
フ
ァ
ン
ド
で
あ
る
Ｂ
と
合
併
す
る
こ
と
で
合
意
し
、
Ｂ
が
Ａ
社
の
全
社
外
株
式
を
現
金
で
取
得
す
る
現
金
交
付

合
併
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
Ａ
社
の
株
主
の
九
割
を
超
え
る
賛
成
を
得
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
Ａ
社
の
全

社
外
株
式
は
Ｂ
が
一
株
当
た
り
一
五
ド
ル
で
取
得
し
、
Ａ
社
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
ワ
ラ
ン
ト
を
保
有
し
て
い
る
者
ら
は
株
式
の
買
取
価

格
と
同
額
の
一
五
ド
ル
か
ら
オ
プ
シ
ョ
ン
と
ワ
ラ
ン
ト
の
行
使
価
格
を
差
し
引
い
た
金
銭
を
受
領
し
た
。
Ｂ
が
Ａ
社
の
株
式
な
ど
の

保
有
者
に
支
払
っ
た
金
銭
は
総
額
で
二
億
一
三
〇
〇
万
ド
ル
を
超
え
る
も
の
と
な
っ
た
。

以
上
の
事
実
に
基
づ
き
、
Ｘ
は
Ｙ１
、
Ｙ２
、
Ｙ３
ら
に
付
与
さ
れ
た
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
は
無
効
で
あ
る
と
し
て
Ｙ１
、
Ｙ２
、
Ｙ３
を

含
む
Ａ
社
の
取
締
役
会
の
構
成
員
ら
を
被
告
と
し
て
派
生
訴
訟
を
提
起
し
た
。
し
か
し
、
派
生
訴
訟
の
提
起
後
に
Ｂ
に
よ
る
Ａ
社
の

買
収
が
行
わ
れ
た
た
め
、
Ｘ
は
締
め
出
さ
れ
Ａ
社
の
株
主
で
は
無
く
な
り
派
生
訴
訟
を
追
行
す
る
当
事
者
適
格
を
喪
失
し
た
。
そ
の

た
め
、
Ｘ
は
訴
状
を
補
正
し
、｢
被
告
Ｙ１
ら
三
名
は
本
件
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
有
効
性
に
つ
い
て
取
締
役
会
の
構
成
員
と
し

て
再
検
討
を
怠
り
信
認
義
務
に
違
反
し
た
」
と
の
主
張
を
付
け
加
え
た
。
原
審
の
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
は
、T

o
o

le
y

基

準
を
適
用
し
た
上
で
、
本
件
訴
え
は
派
生
訴
訟
で
あ
る
と
し
て
訴
え
を
却
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
上
訴
し
た
。

【
判
旨
】

T
o

o
le

y

判
決
に
お
い
て
、
当
裁
判
所
は
、
請
求
が
直
接
訴
訟
で
あ
る
か
派
生
訴
訟
か
の
確
定
に
関
す
る
分
析
的
な
枠
組
み
を
示

し
て
い
る
。
同
判
決
で
は
、「
誰
が
損
害
を
被
り
、
誰
が
損
害
の
回
復
あ
る
い
は
そ
の
他
の
救
済
を
求
め
て
い
る
の
か
」
と
い
う
基

準
に
よ
り
直
接
訴
訟
か
派
生
訴
訟
か
を
区
別
す
べ
き
と
判
示
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
損
害
を
被
っ
て
い
る
の
が
株
主
個
人
で
は
な
く

会
社
単
独
で
あ
る
場
合
は
、
会
社
の
み
に
損
害
回
復
の
請
求
権
が
帰
属
し
、
請
求
は
派
生
的
な
も
の
と
な
る
。
反
対
に
、
株
主
が
被
っ

た
損
害
が
、
会
社
の
あ
ら
ゆ
る
損
害
と
は
独
立
し
て
い
る
な
ら
ば
、
か
か
る
株
主
に
は
個
人
的
な
救
済
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
請
求
の
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訴
訟
原
因
は
直
接
的
な
も
の
と
な
る
。

Ｘ
は
、
本
件
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
発
行
の
結
果
、
Ａ
社
は
不
十
分
な
対
価(

in
ad

e
q

u
ate

co
n

sid
e

ratio
n)

で
株
式
を
発
行

す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
Ｘ
保
有
の
Ａ
社
株
の
持
株
比
率
が
低
下
し
た
と
の
主
張
を
展
開
し
た
。
こ
の
よ
う
な
持
株
比
率
の
希

釈
化
の
不
当
性
を
追
及
す
る
訴
え
は
、
不
十
分
な
対
価
に
よ
り
追
加
的
に
株
式
を
発
行
す
る
こ
と
は
原
告
株
主
の
投
資
の
価
値
の
減

退
を
引
き
起
こ
す
の
だ
と
い
う
理
論
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。G

e
n

tile

判
決
に
お
い
て
も
「
通
常
は
直
接
訴
訟
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
株
式
の
価
値
の
低
下
は
、
会
社
そ
の
も
の
の
価
値
の
低
下
と
い
う
不
可
避
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
に
す

ぎ
ず
、
こ
れ
が
個
々
の
株
主
の
持
分
に
等
し
く
現
れ
る
の
で
あ
る
」
と
当
裁
判
所
は
判
示
し
、
こ
の
よ
う
な
訴
え
を
分
類
し
て
い
る
。

支
配
株
主
が
不
在
の
場
合
は
、
株
式
発
行
に
際
し
会
社
が
対
価
に
対
し
余
分
な
株
式
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、(

会
社
の)

株
式

に
も
た
ら
さ
れ
る
損
害
は
平
等
な
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
株
主
に
対
す
る
個
人
的
な
損
害
と
は
な
ら
な
い
。

Ｘ
は
さ
ら
に
、
Ａ
社
の
取
締
役
会
が
、
Ｂ
と
の
合
併
協
議
の
際
に
本
件
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
検
討
を

懈
怠
し
た
た
め
、
被
告
ら
は
信
認
義
務
に
違
反
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
原
審
は
こ
の
点
に
つ
き
、T

o
o

le
y

判
決
に
依
拠
し
た
上
で
、
Ａ
社
の
取
締
役
会
の
意
図
的
な
信
認
義
務
違
反
に
よ
り
生
じ
た
損
害
は
、
す
で
に
会
社
が
ス
ト
ッ
ク
・
オ

プ
シ
ョ
ン
を
付
与
し
た
時
点
で
発
生
し
た
損
害
と
同
じ
も
の
、
す
な
わ
ち
会
社
が
対
価
に
対
し
て
過
剰
な
数
の
株
式
の
発
行
に
応
じ

た
た
め
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
そ
の
上
で
、
原
審
は
、
Ｘ
が
持
株
比
率
の
低
下
と
基
本
的
に
同
じ
損
害
の
主
張
に
つ
い

て
少
し
形
を
変
え
た
請
求
を
行
う
と
い
う
訴
え
の
す
り
替
え(

re
cast)

を
行
っ
て
い
る
と
判
断
し
、
請
求
を
棄
却
し
た
。

J.
P

.
M

o
rg

an

判
決
に
お
い
て
、
当
裁
判
所
は
、
派
生
訴
訟
を
提
起
す
る
際
に
主
張
し
た
損
害
や
金
銭
的
損
失
を
、
直
接
訴
訟
の

訴
訟
原
因
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
、
原
告
が
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。
原
審
の
衡
平
法
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
こ
の

J.
P

.
M

o
rg

an

判
決
の
判
示
部
分
（
レ
イ
シ
オ
・
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
）
に
依
拠
し
た
上
で
Ｘ
の
訴
え
を
棄
却
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
衡
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平
法
裁
判
所
は
、
Ｘ
に
は
、
本
件
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
保
有
者
に
対
し
て
対
価
を
必
要
以
上
に
支
払
っ
た
こ
と
に
よ
る
会
社

の
損
害
が
Ｘ
自
身
に
直
接
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
を
す
り
替
え
る
意
図
が
あ
る
と
認
定
し
た
。

会
社
の
全
て
の
株
主
が
損
害
を
被
り
、
か
つ
、
株
主
で
あ
る
が
た
め
に
各
々
の
持
分
に
比
例
し
た
損
害
の
回
復
を
求
め
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
場
合
は
、
当
該
訴
え
は
派
生
訴
訟
と
な
る
。
単
に
、
結
果
的
に
損
害
を
被
っ
た
で
あ
る
と
か
、
最
終
的
に
救
済
を
す
る
こ

と
が
利
益
に
繋
が
る
の
だ
と
い
う
事
実
の
み
で
は
、T

o
o

le
y

判
決
に
依
拠
し
た
と
し
て
も
、
当
該
訴
え
が
直
接
訴
訟
と
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
直
接
訴
訟
を
提
起
す
る
た
め
に
は
、
原
告
は
、
株
主
全
体
で
は
な
く
特
定
の
個
人
的
な
損
害
を
被
っ
た
と
い
う
主
張
を

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｘ
は
、
原
審
か
ら
上
訴
審
で
あ
る
当
裁
判
所
の
審
理
に
お
い
て
も
、
合
併
が
承
認
さ
れ
た
時
点
で
本
件
ス
ト
ッ

ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
再
考
が
懈
怠
さ
れ
た
と
の
結
論
を
導
き
う
る
事
実
の
主
張
を
行
っ
て
い
な
い
。
Ｘ
が
追
加

的
に
主
張
し
た
損
害
は
、
当
初
主
張
さ
れ
て
い
た
派
生
訴
訟
に
よ
っ
て
追
及
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
発

行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
株
主
と
し
て
の
投
資
価
値
の
減
退
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
衡
平
法
裁
判
所
は
、J.

P
.

M
o

rg
an

判
決
に
依
拠
し
た
上
で
、「
直
接
訴
訟
に
よ
っ
て
責
任
追
及
す
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
た
訴
状
の
補
正
に
よ
っ
て
追
加
さ

れ
た
損
害
と
、
派
生
訴
訟
に
よ
っ
て
責
任
追
及
さ
れ
て
い
る
当
初
主
張
さ
れ
て
い
た
損
害
と
は
全
く
同
じ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
損
害

は
原
告
ら
の
ク
ラ
ス
で
は
な
く
会
社
全
体
に
生
じ
た
損
害
と
み
な
さ
れ
る
」
と
結
論
づ
け
た
こ
と
に
誤
り
は
無
い
。

【T
o

o
le

y

判
決
後
の
裁
判
例
の
分
析
】

T
o

o
le

y

判
決
後
のT

o
o

le
y

基
準
の
適
用
状
況
な
ど
を
分
析
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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J.
P

.
M

o
rg

a
n

判
決

J.
P

.
M

o
rg

an

判
決
は

T
o

o
le

y

基
準
を
適
用
し
、
損
害
を
被
っ
た
の
は
七
〇
億
ド
ル
相
当
の
対
価
を
交
付
し
た
Ｙ
社
で
あ
り
、

救
済
さ
れ
る
べ
き
当
事
者
も
Ｙ
社
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
直
接
訴
訟
で
は
な
く
派
生
訴
訟
に
よ
っ
て
損
害
回
復
を
求
め
る
べ

き
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
開
示
義
務(

d
u

ty
o

f
d

isclo
su

re)

違
反
に
対
し
て
は
直
接
訴
訟
を
提
起
し
、
損
害
賠

償
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
も
判
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
面
は
限
定
さ
れ
、
判
旨
に
よ
る
と
損
害

賠
償
を
求
め
る
た
め
に
は
、
原
告
は
主
張
し
た
損
害
と
開
示
義
務
違
反
と
の
間
に
論
理
的
か
つ
合
理
的
な
関
連
性
が
存
在
す
る
こ
と

の
主
張
・
立
証
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
事
件
に
お
い
て
は
、
開
示
義
務
違
反
に
よ
り
株
主
は
正
確
な
情
報
を
得
な
い
ま
ま
、

七
〇
億
ド
ル
相
当
の
対
価
の
交
付
と
な
る
合
併
に
賛
成
し
て
い
る
が
、
原
告
は
こ
の
七
〇
億
ド
ル
を
株
主
が
被
っ
た
損
害
と
し
て
損

害
賠
償
を
求
め
て
い
る
。

(

�)

こ
の
主
張
に
対
し
て
、
こ
の
七
〇
億
ド
ル
相
当
の
対
価
の
交
付
は
あ
く
ま
で
も
会
社
の
損
害
で
あ
り
、
少

な
く
と
も
原
告
株
主
が
被
っ
た
損
害
と
の
間
で
は
論
理
的
か
つ
合
理
的
な
関
連
性
は
な
い
と
裁
判
所
は
判
断
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
、

原
告
が
求
め
う
る
損
害
の
算
定
方
法
は
具
体
的
に
は
示
さ
ず
先
例
を
引
用
し
て
い
る
の
み
な
の
で
、

(

�)

実
際
問
題
と
し
て
こ
の
よ
う
な

場
合
に
株
主
が
ど
の
よ
う
な
算
定
方
法
を
も
っ
て
自
ら
の
損
害
を
示
せ
ば
良
い
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
判
断
の
裏
に
は
、
派
生

訴
訟
で
賠
償
請
求
す
べ
き
と
し
て
い
る
損
害
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
直
接
訴
訟
で
の
賠
償
請
求
を
容
易
に
認
め
て
し
ま
う
と
、
取
締
役

に
は
二
重
責
任
を
負
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
の
考
慮
も
働
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
判
示
部
分
（
レ
イ
シ
オ
・
デ
シ
デ

ン
ダ
イ)

は
、
後
の

F
e

ld
m

a
n

判
決
で
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
株
式
の
経
済
的
価
値
の
低
下
と
議
決
権
比
率
の
希
釈
化
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
が
開
示
義
務
違
反
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
損
害
は
名
目
的(

n
o

m
in

al)

に
し
か
過
ぎ
な
い
と

判
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
原
告
は
こ
れ
を
認
め
た

T
ri-S

tar
判
決

(

�)

に
依
拠
し
た
上
で
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
原
告
の
主
張
を
排
斥
し
た
上
で
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て

T
ri-S

tar
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判
決
の
枠
組
み
に
よ
っ
た
と
し
て
も
救
済
さ
れ
る
の
は
名
目
的
損
害
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

(

�)

同
判
決
の
適
用
範
囲
を
狭

く
解
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

G
e

n
tile

判
決

G
e

n
tile

判
決
の
特
徴
は
、
伝
統
的
に
は
派
生
訴
訟
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
持
株
比
率
の
希
釈
化
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
直
接
訴
訟

に
よ
っ
て
救
済
す
る
こ
と
を
認
め
た
点
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
判
断
に
至
る

T
o

o
le

y

基
準
の
適
用
状
況
を
み
る
に
、
損
害
を
被
っ
た
の
は

誰
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
会
社
と
株
主
の
い
ず
れ
も
損
害
を
被
っ
た
当
事
者
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
を
株
式

に
転
換
す
る
際
に
有
利
な
転
換
比
率
に
応
じ
た
た
め
会
社
が
損
害
を
被
り
、
か
つ
少
数
派
株
主
で
あ
っ
た
原
告
が
そ
の
保
有
し
て
い

る
株
式
の
経
済
的
価
値
の
低
下
お
よ
び
議
決
権
比
率
の
希
釈
化
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
と
認
定
し
て
い
る
。

(

�)

ま
た
、
救
済
さ
れ
る

べ
き
当
事
者
に
つ
い
て
は
、
Ａ
社
が
合
併
に
よ
っ
て
Ｂ
社
の
子
会
社

(

�)

と
な
っ
た
た
め
、
Ｘ
の
み
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
本
来
、

派
生
訴
訟
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
べ
き
事
案
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
実
効
的
な
救
済
の
観
点
か
ら
直
接
訴
訟
を
認
め
て
い
る
本
件

に
つ
い
て
は
、
多
数
派
・
支
配
株
主
が
存
在
し
て
い
る
局
面
で
の
例
外
的
な
事
例
と
の
位
置
付
け
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
も
あ
る
。

(

�)

ま
た
、
本
判
決
に
対
し
て
は
、
少
数
派
株
主
で
あ
る
原
告
が
被
っ
た
損
害
は
間
接
的
で
あ
る
と
し
て
、T

o
o

le
y

基

準
の
枠
組
み
の
も
と
で
原
告
は
損
害
を
被
っ
た
当
事
者
で
は
な
く
、

(

�)

ま
た
Ａ
社
が
合
併
し
た
こ
と
に
よ
り
本
来
適
切
な
救
済
手
段
で

あ
る
株
式
の
発
行
の
無
効
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
会
社
を
介
し
た
間
接
的
な
損
害
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
例
外
的
に
直

接
訴
訟
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
た
も
の
で
あ
りT

o
o

le
y

基
準
が
修
正
さ
れ
た
と
の
評
価
も
あ
る
。

(

�)
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F
e

ld
m

a
n

判
決

F
e

ld
m

an

判
決
の
特
徴
は
、
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
一
部
の
経
営
陣
に
有
利
発
行
し
、
こ
れ
ら
が
行
使
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り

既
存
の
株
主
の
持
株
比
率
が
希
釈
化
し
た
点
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
損
害
は
全
株
主
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
特
定
の
個
人

の
み
が
被
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
直
接
訴
訟
で
は
な
く
派
生
訴
訟
に
よ
っ
て
責
任
追
及
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と

判
示
し
た
点
で
あ
る
。
そ
の
判
断
の
過
程
で
、G

e
n

tile

判
決
と
の
違
い
を
明
ら
か
と
し
、
支
配
株
主
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
は

希
釈
化
事
案
で
あ
っ
て
も
原
則
通
り
派
生
訴
訟
で
あ
る
と
指
摘
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、J.

P
.

M
o

rg
a

n

判
決
の
レ
イ
シ

オ
・
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
に
依
拠
し
た
上
で
、
派
生
訴
訟
で
訴
え
を
提
起
し
、
派
生
訴
訟
に
よ
る
手
続
追
行
が
困
難
と
な
っ
た

(

�)

同
一
の
損

害
に
つ
い
て
訴
状
の
記
載
を
補
正
し
て
直
接
訴
訟
と
し
て
手
続
を
継
続
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

三

判
例
法
理
の
ま
と
め

直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
の
振
り
分
け
に
関
す
る
判
例
法
理
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
と
の
振
り
分
け
に
関
す
る
判
例
法
理
は
、
①
誰
が
損
害
を
被
っ
た
か
、
②
誰
に
救
済
が
な
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
か
、
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
分
析
さ
れ
る

T
o

o
le

y

基
準
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
同
基
準
が
提
示
さ
れ
た

T
o

o
le

y

判
決
後
の
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
裁
判
例
を
検
討
す
る
に
、
こ
の
基
準
が
確
固
た
る
も
の
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
も
確
認

さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
二
で
も
述
べ
た
と
お
り
、T

o
o

le
y

基
準
を
も
っ
て
し
て
も
不
明
確
な
部
分
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
点
に
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
点
と
し
て
、T

o
o

le
y

基
準
の
文
言
と
ア
メ
リ
カ
の
民
事
手
続
上
の
却
下
申

立
の
制
度(

m
o

tio
n

to
d

ism
iss)
(

�)

と
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。
直
接
訴
訟
を
提
起
す
る
に
当
た
っ
て
は
告
知
訴
答
の
要
件
を
満
た

す
「
自
ら
に
救
済
を
与
え
る
べ
き
こ
と
を
示
す
簡
易
か
つ
明
確
な
記
述
」

(

�)

を
訴
状
に
記
載
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
不
備
が
あ
れ
ば
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被
告
に
よ
る
却
下
申
立
の
対
象
と
な
る
。

(

�)

し
か
し
、
こ
の
と
き

T
o

o
le

y

基
準
の
「
誰
に
救
済
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
」
と
の
文
言
と

告
知
訴
答
で
求
め
ら
れ
る
記
載
事
項
と
の
関
係
が
判
例
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
手
続
規

範
と

T
o

o
le

y

基
準
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
残
さ
れ
た
課
題
と
い
え
よ
う
。

(

�)

こ
れ
ら
の
事
情
に
鑑
み
る
に
、
現
在
の
と

こ
ろ
は

T
o

o
le

y

基
準
が
確
立
さ
れ
た
判
例
法
理
と
は
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
は
今
後
の
裁
判
例
の
集
積
が
待
た
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
は
言
え
、T

o
o

le
y

基
準
は
救
済
の
面
を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
派
生
訴
訟
が
利
用
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
直
接
訴
訟

に
よ
る
救
済
の
途
を
残
す
も
の
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
派
生
訴
訟
で
は
当
事
者
適
格
の
喪
失
な
ど
に
よ
り
訴
え
却
下
（
敗
訴
）
と

な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
直
接
訴
訟
に
よ
れ
ば
そ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

こ
れ
を
可
能
と
す
る
の
が
、
訴
状

の
記
載
内
容
の
補
正(

am
e

n
d)

を
広
く
認
め
る

(

�)

ア
メ
リ
カ
の
民
事
手
続
特
有
の
制
度
で
あ
る
。
こ
の
補
正
に
よ
っ
て
原
告
株
主
は

訴
訟
の
形
式
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
、
(

�)
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
と
い
う
実
体
・
手
続
両
面
に
お
い
て
異
な
る
両
制
度
間
の
訴
え
の

変
更
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
の
振
り
分
け
（
区
別
）
は
、
裁
判
所
に
よ
り
原
告
の
意
思
い
か
ん
に
関
わ
ら

ず
、
訴
状
の
記
載
の
み
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
の
振
り
分
け
に
関
し
裁
判
所
が
果
た
す
役
割
に
も

期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
を
株
主
に
認
め
、
さ
ら
に
両
制
度
は
と
り
わ
け
手
続
面
で
リ
ン

ク
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
派
生
訴
訟
に
よ
る
救
済
が
不
可
能
と
な
っ
た
と
き
、
直
接
訴
訟
が
補
完
的
な
制
度
、
す
な
わ
ち

株
主
に
救
済
手
段
の
欠
落
が
生
じ
た
場
合
の
間
隙
を
埋
め
る
制
度
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
点

は
、
次
章
で
検
討
す
る
日
本
法
と
の
大
き
な
違
い
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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※

本
稿
は
、(

財
）
全
国
銀
行
学
術
研
究
振
興
財
団
二
〇
一
〇
年
度
研
究
助
成
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
�)

H
arry

G
.

H
e

n
n

&
Jo

h
n

R
.

A
le

x
an

d
e

r,
L

aw
s

o
f

th
e

C
o

rp
o

ratio
n

s
an

d
o

th
e

r
B

u
sin

e
ss

E
n

te
rp

rise
s

1
0

4
4
(

1
9

8
3)

;
R

o
b
e

rt

C
.

C
lark

,
C

o
rp

o
rate

L
aw

6
3

9
(

1
9

8
6)

;
F

ran
k

ilin
A

.
G

e
v

u
rtz,

C
o

rp
o

ratio
n

L
aw

4
0

8
(

2
n

d
e

d
.

2
0

1
0)

.

邦
語
文
献
と
し
て
、
竹

内
昭
夫
「
株
主
の
代
表
訴
訟
」『

会
社
法
の
理
論
Ⅲ
』(

一
九
九
〇
年
、
有
斐
閣
）
二
二
九
頁
、
北
沢
正
啓
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
株
主

の
代
表
訴
訟
」『
株
式
会
社
法
研
究
Ⅲ
』(

一
九
九
七
年
、
有
斐
閣
）
二
四
〇
頁
、
岩
原
紳
作
「
株
主
総
会
決
議
を
争
う
訴
訟
の
構
造(

三)

」

法
協
九
六
巻
八
号
九
八
六
頁(

一
九
七
九
年)

、
カ
ー
テ
ィ
ス
・
Ｊ
・
ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
編
『
米
国
会
社
法
』(

二
〇
〇
九
年
、
有
斐
閣
）
一

二
〇
�一
二
二
頁
、
ア
ー
サ
ー
・
Ｒ
・
ピ
ン
ト=

ダ
グ
ラ
ス
・
Ｍ
・
ブ
ラ
ン
ソ
ン
（
著)

＝
米
田
保
晴
（
監
訳
）『

ア
メ
リ
カ
会
社
法
』(

二

〇
一
〇
年
、
レ
ク
シ
ス
・
ネ
ク
シ
ス
ジ
ャ
パ
ン
）
五
八
五
�五
九
七
頁
。

(

�)
S

ee
e.g.,

E
lizab

e
th

J.
T

h
o

m
p

so
n
,

D
irect

H
a

rm
,

S
p

ecia
l

In
ju

ry,
or

D
u

ty
O

w
ed

:W
h

ich
T

est
A

llow
s

for
th

e
M

ost
S

h
a

reh
old

er

S
u

ccess
in

D
irect

S
h

a
reh

old
er

L
itiga

tion
?,

3
5

J.
C

o
rp

.
L

2
1

5
,

at
2

1
7
(

2
0

0
9)

.

(

�)
Id

.
at

2
1

8
.

(

�)
D

e
l.

C
o

d
e

A
n

n
.

tit.
8
,

§
3

2
7
;

D
e
.

C
h
.

C
t.

R
.

2
3
.1

.

(

�)
S

ee,
T

h
o

m
p

so
n

su
p

ra
n

ote
4

at
2

1
7
.

(

�)
S

ee
e.g.,

K
u

rt
M

.
H

e
y

m
an

an
d

P
atricia

L
.

E
n

rio
,

T
h

e
D

isa
p

p
ea

rin
g

D
isn

tin
ction

b
etw

een
D

eriva
tive

a
n

d
D

irect
A

ction
s,

4
D

e
l

L
.

R
e

v
.

1
5

5
,

at.
1

5
6
(

2
0

0
1)

.

(

�)
Id

.

(

	)

直
接
訴
訟
と
派
生
訴
訟
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
と
な
る
行
為
（
取
引
）
に
つ
い
て
、
宮
崎
裕
介
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
直
接
訴
訟
制

度
―
株
主
の
フ
ィ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
ー
に
対
す
る
直
接
的
な
責
任
追
及
」
神
戸
法
学
雑
誌
五
八
巻
三
号
一
六
九
�一
七
〇
頁
、
一
七
二
頁

(

二
〇
〇
八
年)

参
照
。

株主の会社経営者等に対する責任追及手段とその実効性（一）

179



(500)

(

�)
S

ee
e.g.,

K
e

n
n

e
th

B
.

D
av

is,
Jr.,

T
h

e
F

orgotten
D

eriva
tive

S
u

it,
6

1
V

an
d
.

L
.

R
e

v
.

3
8

7
,

at
4

4
2
(

2
0

0
8)

.

(
�)

T
h

o
m

p
so

n
,

su
p

ra
n

ote
4

at
2

1
7
.

(
�)

Id
.

(

�)
D

e
.

C
h
.

C
t.

R
.

8(
a)

;
H

e
y

m
an

,
su

p
ra

n
ote

8
,

at
1

6
6
.

な
お
本
稿
で
は
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
判
例
法
を
中
心
に
考
察
す
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例
え
ば
、
不
十
分
な
対
価
に
よ
る
新
株
（
新
株
予
約
権
）
発
行
に
対
す
る
訴
え
は
伝
統
的
に
は
派
生
訴
訟
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
が

(
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p
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.
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3
6

3
(

2
0

0
2))

、
事
実
に
よ
っ
て
は
派
生
訴
訟
で
は
な
く
直

接
訴
訟
に
よ
る
救
済
を
認
め
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、G

e
n

tile

判
決
参
照
。
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章
二
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照
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稿
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、
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のT

o
o

le
y

判
決
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
準
則
を
「T

o
o

le
y

基
準
」
と
呼
ぶ
。

(

�)
T

o
o

le
y

判
決
ま
で
の
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
直
接
訴
訟
を
め
ぐ
る
判
例
法
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
・
前
掲
注(
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一
八
五
�二
一
六
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そ
れ
ま
で
の
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
判
例
法
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ry
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概
念
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直
接
訴
訟
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生
訴
訟
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み
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概
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初
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ra
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株
主
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単
独
で
損
害
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与
え
る
侵
害
行
為
、
株
主
の
新
株
引
受
権
や
会
社
の
支
配
権
と
い
っ
た
特
定
の
権
利
に
関
す
る
侵
害
行

為
、
あ
る
い
は
会
社
で
は
な
く
株
主
に
対
す
る
侵
害
行
為
」
の
主
張
を
す
る
こ
と
が
直
接
訴
訟
の
提
起
に
お
い
て
は
必
要
で
あ
る
と
判
示

し
て
い
る(
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9
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.)

に
お
い
て
は
「
他
の
株
主
が
被
っ
た
も

の
か
ら
は
別
個
・
独
立
し
た
損
害
、
ま
た
は
、
議
決
権
や
多
数
派
と
し
て
有
し
て
い
る
支
配
権
な
ど
、
会
社
に
属
し
て
い
る
い
か
な
る
権

利
か
ら
も
独
立
し
て
い
る
株
主
と
し
て
の
権
利
に
対
す
る
侵
害
行
為
」
の
主
張
が
直
接
訴
訟
の
提
起
に
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る

(
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1
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。

こ
の
よ
う
に
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
で
は
直
接
訴
訟
を
提
起
す
る
た
め
の
基
準
の
定
立
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
試
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ら
れ
て
き
た
が
、
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述
し

た

E
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r

判
決
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o
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判
決
の
い
ず
れ
も
衡
平
法
裁
判
所
に
よ
る
も
の
で
最
高
裁
判
所
の
判
断
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
デ
ラ
ウ
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ア
州
最
高
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て
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の
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で
あ
る
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決
は
「
損
害
が
他
の
株
主
が
被
っ
た
も
の
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
か
、
あ

る
い
は
株
主
の
契
約
上
の
権
利
に
関
す
る
侵
害
行
為
で
あ
る
か
の
主
張
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
原
告
は

“
sp

e
cial

in
ju

ry
”

の
主
張
を
行

い
、
個
別
訴
訟
（
直
接
訴
訟
）
の
提
起
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
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の
提
訴
要
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に
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か
か
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は
な
か
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で
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確
な
否
定
の
立
場
が
と
ら
れ
、
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o
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判
決
に
お
い
て
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
最
高
裁
判
所
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っ
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e

cial
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ry
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廃
棄
が
宣
言
さ
れ
る
に
至
っ
た
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踏
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社
財
産
の
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費
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会
社
の
財
産
が
既
に
流
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
派
生
訴
訟
に
よ
る

責
任
追
及
の
対
象
と
な
る
こ
と
、
ま
た
、
会
社
の
合
併
決
議
に
あ
た
っ
て
不
実
記
載
の
あ
る
委
任
状
資
料
が
送
付
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
は

直
接
訴
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追
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し
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す
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行
為
の
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と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
と
き
株
主
個
人
に

直
接
訴
訟
を
認
め
る
と
多
く
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
会
社
に
先
ん
じ
て
株
主
が
救
済
を
受
け
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と
債
権
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の
利
益
を
害
さ
れ
る
と
し
て
、
か
か
る
場
合
に
お
い
て
裁
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所
は
直
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訴
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と
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と
も
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事
実
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あ
る
よ
う
に
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Ｙ
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七
〇
億
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ル
相
当
の
Ｙ
社
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式
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レ
ミ
ア
ム
と
し
て
Ａ
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に
交
付
し
た
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け
で

あ
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、
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に
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。
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損
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か
ら
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れ
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と
を
裁
判
所
は
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
だ
が(

S
ee,

S
tra

ssb
u

rger
v.

E
a

rley,
7

5
2

A
.2

d
5

5
7
,

5
7

9
(

D
e

l.
C

h
.

2
0

0
0))

、
本
件
の
よ
う
な
事
例
で
は
そ
の
算
定
は
容
易
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(
�)

In
re

T
ri-S

ta
r

P
ictu

res,
In

c.,
L

itig.,
6

3
4

A
.2

d
3

1
9
(

D
e

l.
1

9
9

3)
.

(

�)
S

ee,
3

1
N

o
.

4
P

ro
fe

ssio
n

al
L

iab
ility

R
e

p
o

rte
r

art.
2

3
.

(

�)
S

h
an

n
o

n
G

e
rm

an
,

W
h

a
t

T
h

ey
D

on
’t

K
n

ow
C

a
n

H
u

rt
T

h
em

:
C

orp
ora

te
O

fficers’
D

u
ty

of
C

a
n

d
or

to
D

irectors,
3

4
D

e
l.

J.

C
o

rp
.

L
.

2
2

1
,

at
2

6
7
(

2
0

0
9)

.

(

�)
O

lso
n
,

su
p

ra
n

ote
3

2
at

5
9

7
.

(

�)
Id

.
at

6
1

5
.

(

�)

そ
の
後
Ｂ
社
は
経
営
破
綻
し
解
散
し
て
い
る
。

(

�)
G

e
v

u
rtz,

su
p

ra
n

ote
3

at
4

1
2
.

(

�)
O

lso
n
,

su
p

ra
n

ote
3

2
at

6
1

9
.

(

	)
Id

.
at

6
2

2
.

(


)

本
件
で
は
Ａ
社
が
Ｂ
に
買
収
さ
れ
た
た
め
、
Ｘ
は
株
主
で
は
な
く
な
り
派
生
訴
訟
の
当
事
者
適
格
を
喪
失
し
た
。

(

�)
D

e
C

h
.

C
t.

R
.1

2(
b)(

6)
.

(

�)
D

e
C

h
.

C
t.

R
.8(

a)
.

(

)
H

e
y

m
an

,
su

p
ra

n
ote

8
,

at
1

6
6
.

(

�)
O

lso
n
,

su
p

ra
n

ote
3

2
at

6
2

2

�62
3
.

(

�)
S

ee
a

lso,
D

o
n

ald
o

so
n
,

su
p

ra
n

ote
3

4
at

4
1

1
.

(

�)

直
接
訴
訟
と
し
て
手
続
を
追
行
す
れ
ば
提
訴
請
求
を
は
じ
め
と
し
た
派
生
訴
訟
で
は
要
求
さ
れ
る
手
続
き
、
特
別
訴
訟
委
員
会

(
sp

e
cial

litig
atio

n
co

m
m

itte
e)

の
判
断
に
基
づ
く
訴
え
却
下
の
危
険
性
は
な
い(

S
ee

e.g.,
T

h
o

m
p

so
n
,

su
p

ra
n

ote
4

at
2

1
9
.)

。
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(505)

(

�)
D

e
R

C
h
.

C
t.

R
.

1
5
(

a)
;

S
ee

e.g.,
F

rie
d
e

n
th

al,
su

p
ra

n
ote

1
6

at
3

2
1
;

な
お
、
邦
語
文
献
と
し
て
浅
香
吉
幹
『
ア
メ
リ
カ
民

事
手
続
法
（
第
二
版)

』(

二
〇
〇
八
年
、
弘
文
堂
）
六
九
頁
�七
〇
頁
参
照
。

(
�)
二
で
検
討
し
た
、J.

P
.

M
o

rg
a

n

判
決
、G

e
n

tile

判
決
、F

e
ld

m
a

n

判
決
で
は
原
告
が
合
併
な
ど
の
理
由
に
よ
り
派
生
訴
訟
の

当
事
者
適
格
を
喪
失
し
た
た
め
訴
状
を
補
正
し
直
接
訴
訟
と
し
て
訴
え
の
継
続
を
試
み
て
い
る
。

（
未
完
）

株主の会社経営者等に対する責任追及手段とその実効性（一）
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