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〔
商
法
　
二
二
五
〕

　　一二

社
員
総
会
決
議
不
存
在
確
認
訴
訟
と
同
取
消
訴
訟
の
訴
訟
物

決
議
訴
訟
に
お
け
る
社
員
の
訴
訟
参
加

（
懸
灘
叢
雛
員
総
会
決
議
）

〔
判
示
事
項
〕

　
一
、
有
限
会
社
の
社
員
総
会
の
決
議
不
存
在
確
認
請
求
に
同
決
議
取
消
請
求

が
予
備
的
に
併
合
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
事
例

　
二
、
右
社
員
総
会
の
決
議
訴
訟
に
お
け
る
社
員
の
会
社
側
へ
の
参
加
は
共
同

訴
訟
的
補
助
参
加
で
あ
る
．

〔
参
照
条
文
〕

　
一
に
つ
き
、
有
限
会
社
法
四
一
条
、
商
法
二
四
七
条
・
二
五
二
条
、
民
訴
法

一
八
六
条

　
二
に
つ
き
、
民
訴
法
六
二
条

〔
事
　
実
〕

　
X
（
原
告
・
控
訴
人
）
は
Y
有
限
会
社
（
被
告
・
被
控
訴
人
）
の
代
表
取
締
役
で

あ
つ
た
が
、
本
件
社
員
総
会
決
議
で
解
任
さ
れ
、
右
決
議
の
議
事
録
が
作
成
さ

れ
、
ま
た
右
解
任
を
事
由
と
す
る
変
更
登
記
も
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
X
は
右
解

任
決
議
の
不
存
在
確
認
を
請
求
し
て
、
本
件
訴
を
提
起
し
た
。

　
第
一
審
判
決
は
、
本
件
総
会
決
議
に
蝦
疵
の
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
、
そ

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

れ
は
決
議
の
取
消
原
因
に
と
ど
ま
る
と
判
断
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
．

　
X
控
訴
．
控
訴
審
で
X
は
、
本
件
決
議
の
不
存
在
を
主
張
す
る
ほ
か
、
原
審

が
決
議
に
袈
疵
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
請
求
を
棄
却
し
た
点
に
つ
き
、

「
：
控
訴
人
の
決
議
不
存
在
確
認
請
求
は
、
要
す
る
に
決
議
の
効
力
の
否
定

宣
言
を
求
め
る
趣
旨
に
ほ
か
な
ら
ず
、
取
消
訴
訟
と
し
て
の
出
訴
期
問
も
遵
守

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
裁
判
所
と
し
て
は
、
決
議
取
消
し
の
判
決
を
す

べ
き
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
控
訴
審
で
X
は
右
決

議
の
取
消
請
求
を
予
備
的
に
追
加
し
た
。

　
ま
た
控
訴
審
に
お
い
て
Y
の
代
理
人
は
、
従
前
の
主
張
の
う
ち
X
の
主
張
に

反
す
る
部
分
を
す
べ
て
撤
回
し
、
請
求
原
因
事
実
を
全
部
自
白
し
た
．
そ
こ
で

Z
（
Y
補
助
参
加
人
・
反
X
派
の
社
員
）
の
代
理
人
は
、
Y
側
の
主
張
の
撤
回
お
よ
び

自
白
は
不
当
か
つ
無
効
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
X
の
代
理
人
は
、

Z
側
の
陳
述
は
民
訴
法
六
九
条
二
項
に
よ
り
効
力
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

〔
判
　
旨
〕

　
原
判
決
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
（
六
八
五
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
第
一
次
請
求
棄
却

　
予
備
的
請
求
に
も
と
づ
き
本
件
社
員
総
会
に
お
け
る
代
表
取
締
役
X
を
解
任

す
る
旨
の
決
議
を
取
消
す
．

　
判
示
事
項
第
一
点
に
つ
い
て
。
本
件
に
お
い
て
決
議
は
不
存
在
と
は
い
え
ず
、

取
消
原
因
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
（
原
判
決
は
こ

の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
）
。
か
よ
う
な
場
合
に
は
、
「
…
－
控
訴
人
が
本
訴
で
求

め
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
決
議
不
存
在
確
認
の
判
決
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
の
で
は
な
く
、
決
議
取
消
し
の
判
決
を
得
る
こ
と
が
で
ぎ
れ
ば
そ
れ
で
十
分

で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
の
を
相
当
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
取
消
事
由
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
控
訴
人
の
請
求
を
不
存
在
確
認
と
の
み
理
解
し
て
こ
れ
を

棄
却
し
て
し
ま
う
の
は
．
そ
の
意
に
添
わ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
と
、
い
わ
ゆ
る
『
大
は
小
を
兼
ね
る
』
の
た
と
え
ど
お

り
、
控
訴
人
の
本
訴
請
求
は
、
予
備
的
に
本
件
決
議
取
消
し
の
請
求
を
含
む
も

の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
．
そ
し
て
ま
た
、
本
件
訴
状
は
決
議
の
目
で
あ

る
昭
和
三
七
年
一
〇
月
三
一
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

出
訴
期
間
の
点
で
も
適
法
な
訴
え
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
控
訴
人
は
、
当
審

で
本
件
社
員
総
会
決
議
取
消
し
の
請
求
を
予
備
的
に
追
加
す
る
旨
申
立
て
て
い

る
が
、
こ
れ
は
右
の
よ
う
に
当
初
か
ら
決
議
取
消
請
求
が
予
備
的
に
併
合
さ
れ

て
い
る
の
を
確
認
す
る
意
味
で
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．
」

　
判
示
事
項
第
二
点
に
つ
い
て
。
社
員
総
会
決
議
不
存
在
確
認
請
求
に
つ
い
て

も
、
同
取
消
請
求
に
つ
い
て
も
、
「
請
求
認
容
の
判
決
は
．
第
三
者
に
対
し
て

も
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
不
存
在
確
認
判
決
に
つ
い
て

は
、
最
判
昭
和
三
八
年
八
月
八
日
民
集
一
七
巻
六
具
、
八
二
三
頁
参
照
．
ま
た
、
決
議
取
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
（
六
八
六
）

判
決
に
対
世
的
効
力
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
）
。
そ
し
て
、
　
《
証
拠
略
V
に
よ

れ
ば
、
被
控
訴
補
助
参
加
人
は
被
控
訴
会
社
の
社
員
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、

右
に
い
う
判
決
の
効
力
を
受
け
る
第
三
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
補
助
参
加
は
、

い
わ
ゆ
る
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
に
該
当
す
る
．
し
た
が
つ
て
、
参
加
人
は
、

民
事
訴
訟
法
第
六
九
条
第
二
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
必
要
的
共
同
訴

訟
の
場
合
に
準
じ
同
法
第
六
二
条
を
類
推
し
、
被
参
加
人
の
訴
訟
行
為
に
抵
触

す
る
訴
訟
行
為
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
被
参
加
人
た
る
被
控

訴
人
が
控
訴
人
の
請
求
原
因
事
実
を
全
部
自
白
し
て
い
て
も
．
参
加
人
に
お
い

て
本
件
社
員
総
会
決
議
に
は
か
し
が
な
い
旨
主
張
し
て
控
訴
人
と
対
立
抗
争
し

て
い
る
以
上
、
被
控
訴
人
の
右
自
白
は
、
参
加
人
が
争
つ
て
い
る
限
度
に
お
い

て
そ
の
本
来
の
効
力
を
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
．
」

　
そ
こ
で
事
実
認
定
に
よ
る
と
以
下
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
．
本
件
総
会
の
招

集
通
知
は
全
社
員
に
対
し
て
適
法
に
な
さ
れ
、
総
会
に
お
い
て
一
応
議
案
が
提

出
さ
れ
か
つ
採
決
も
な
さ
れ
た
．
し
か
し
本
件
決
議
は
X
派
に
議
決
権
代
理
行

使
や
質
疑
応
答
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
し
て
強
行
採
決
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
X
の
解
任
に
賛
成
す
る
者
の
有
す
る
出
資
口
数
は
決
議
に
際
し
過
半

数
を
占
め
て
い
な
か
つ
た
．
こ
れ
ら
の
蝦
疵
は
決
議
の
不
存
在
と
目
す
る
ほ
ど

で
は
な
く
、
単
に
取
消
原
因
が
存
す
る
に
と
ど
ま
る
。

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
の
結
論
は
妥
当
で
あ
る
が
、
判
示
事
項
第
一
点
に
関
す
る
理
論
構
成
に

は
賛
成
で
き
な
い
．
判
示
事
項
第
二
点
に
つ
い
て
は
判
旨
に
賛
成
す
る
。

一
　
判
示
事
項
第
一
点
に
つ
い
て
。

　
判
決
理
由
は
ー
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
文
言
の
意
味
ど
お
り
に
解
す
る
限



り
ー
以
下
の
ご
と
く
解
釈
さ
れ
る
．
す
な
わ
ち
、
「
請
求
が
予
備
的
に
併
合

さ
れ
て
い
る
」
と
い
つ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
判
旨

は
、
決
議
不
存
在
確
認
請
求
と
同
取
消
請
求
と
は
別
個
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て

両
者
の
訴
訟
物
は
異
別
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
判
旨
は
、
前
者
は
当

然
に
予
備
的
に
後
者
を
含
む
も
の
と
解
し
て
い
る
（
前
田
．
い
わ
ゆ
る
決
議
不
存

在
確
認
の
訴
・
実
務
民
訴
講
座
5
四
二
i
四
三
頁
参
照
．
ま
た
広
島
高
裁
岡
山
支
判
昭
和
四

二
年
一
二
月
二
二
旦
局
民
集
二
〇
巻
六
号
五
五
六
頁
は
決
議
無
効
確
認
請
求
と
同
取
消
請

求
の
間
に
類
似
の
関
係
を
み
と
め
て
い
る
．
そ
の
他
類
似
の
判
例
は
、
霜
島
・
決
議
を
争

う
訴
訟
の
訴
訟
物
・
民
訴
雑
誌
二
号
一
七
〇
ー
一
七
一
頁
お
よ
び
前
田
・
前
掲
論
文
四

四
頁
注
（
9
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
）
．
し
か
し
か
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
取
消

の
訴
の
提
起
ー
し
た
が
つ
て
訴
状
の
提
出
1
が
な
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
取
消
請
求
に
対
す
る
判
決
を
下
す
こ
と
は
、
処
分
権
主
義
（
民
訴
法
一

八
六
条
）
に
反
す
る
か
（
大
須
賀
・
判
批
・
ジ
ュ
リ
四
五
七
号
一
三
三
頁
）
、
さ
も
な
く

ば
訴
提
起
の
要
式
性
（
民
訴
法
二
二
三
条
）
に
反
す
る
．

　
確
か
に
決
議
の
取
消
原
因
・
無
効
原
因
、
不
存
在
原
因
の
限
界
は
明
確
で
は

な
く
、
現
実
の
殺
疵
が
そ
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
判
断
は
時
と
し
て
困
難

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
の
訴
訟
に
お
い
て
、
た
と
え
裁
判
所
が
蝦
疵
の
存

在
を
認
定
し
た
と
し
て
も
、
堰
疵
の
性
質
（
取
消
．
無
効
．
不
存
在
の
い
ず
れ
の
原

因
か
）
に
つ
い
て
の
原
告
の
判
断
が
誤
つ
て
い
る
場
合
に
、
請
求
を
棄
却
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
原
告
に
と
つ
て
苛
酷
で
あ
り
、
具
体
的
妥
当
性
を
欠
く
処

置
で
あ
る
。
第
一
審
判
決
に
対
し
て
は
ま
さ
に
か
よ
う
な
批
判
が
妥
当
す
る
。

も
つ
と
も
控
訴
審
に
お
い
て
は
、
決
議
の
取
消
が
予
備
的
に
追
加
請
求
さ
れ
た

の
で
、
第
一
審
が
採
用
し
た
論
理
に
よ
つ
て
も
取
消
請
求
の
認
容
は
可
能
で
あ

　
　
　
　
判
　
例
　
研
究

つ
た
．
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
控
訴
審
が
第
一
審
と
異
な
る
、
上
述
の
ご
と
き

理
論
構
成
を
採
つ
た
の
は
、
一
般
論
と
し
て
も
（
予
備
的
訴
の
提
起
な
ぎ
場
合
．
』

も
）
具
体
的
妥
当
性
を
そ
な
え
た
結
論
を
も
た
ら
す
理
論
を
提
示
し
よ
う
と
し

た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
判
決
理
由
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に

指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
．

　
各
理
疵
の
限
界
の
不
明
確
か
ら
生
じ
う
る
、
こ
の
具
体
的
妥
当
性
の
欠
如
を

回
避
す
る
た
め
の
理
論
構
成
と
し
て
は
、
坂
井
判
事
お
よ
び
霜
島
教
授
に
よ
り

提
唱
・
主
張
さ
れ
て
い
る
、
決
議
取
消
・
無
効
確
認
・
不
存
在
確
認
訴
訟
を
一

元
化
し
て
把
握
す
る
見
解
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
坂
井
・
株
主
総
会
決
議
不
存

在
確
認
の
訴
は
許
さ
れ
る
か
・
判
タ
七
〇
号
二
五
頁
以
下
、
七
二
号
三
六
頁
以
下
．
同
・

株
主
総
会
の
決
議
を
目
的
と
す
る
訴
の
性
質
・
会
社
と
訴
訟
　
上
（
松
田
判
事
在
職
四
十
年

記
念
）
二
七
六
頁
以
下
．
霜
島
・
前
掲
論
文
・
民
訴
雑
誌
一
一
号
一
二
六
頁
以
下
．
同
・

総
会
決
議
の
取
消
・
無
効
を
主
張
す
る
訴
訟
の
訴
訟
物
・
実
務
民
訴
講
座
5
三
頁
以
下
。

1
本
評
釈
で
は
、
坂
井
・
霜
島
説
を
（
決
議
訴
訟
の
）
「
一
元
論
」
と
称
す
る
．
と
す
な

わ
ち
、
一
元
論
に
よ
れ
ぽ
、
特
定
の
会
社
の
特
定
の
総
会
の
特
定
の
決
議
に
つ

い
て
争
う
訴
訟
の
訴
訟
物
は
、
取
消
・
無
効
確
認
・
不
存
在
確
認
と
い
つ
た
訴
訟

の
態
様
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
通
一
個
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
該
決
議
の

効
力
の
否
定
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
坂
井
説
と
霜
島
説
と
で
相
違
点
が

全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
評
釈
に
関
す
る
限
り
相
違
点
は
間
題
と
な
ら
な
い
。
）
。

　
確
か
に
一
元
論
に
よ
れ
ば
、
決
議
の
取
消
原
因
・
無
効
原
因
あ
る
い
は
不
存

在
原
因
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
訴
訟
物
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は

請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
る
主
張
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
裁
判

所
は
、
決
議
の
蝦
疵
の
存
在
を
認
定
す
れ
ば
、
そ
れ
が
訴
状
の
請
求
の
趣
旨
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
　
（
六
八
七
）
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欄
の
記
載
か
ら
考
え
ら
れ
る
堰
疵
（
例
え
ば
「
－
：
の
決
議
の
不
存
在
を
確
認
す
る
」

と
い
う
場
合
の
不
存
在
）
と
種
類
が
異
な
つ
て
い
て
も
、
処
分
権
主
義
や
訴
提
起

の
要
式
性
に
抵
触
す
る
こ
と
な
し
に
、
請
求
を
認
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
ー

も
と
よ
り
、
取
消
原
因
の
存
在
を
認
定
し
て
請
求
を
認
容
す
る
た
め
に
は
、
訴
が

決
議
の
日
か
ら
三
ケ
月
以
内
に
提
起
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ー
．

そ
し
て
本
件
判
旨
も
、
実
は
そ
の
真
意
に
お
い
て
、
一
元
論
に
基
づ
い
て
判
決

を
下
し
た
の
で
あ
る
と
臆
測
す
る
余
地
も
あ
る
（
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
判
決

理
由
の
記
述
は
判
旨
の
真
意
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
）
。

　
し
か
し
私
は
以
下
に
述
べ
る
理
由
に
よ
り
、
一
元
論
に
は
賛
成
で
き
な
い
．

　
決
議
無
効
確
認
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
形
成
訴
訟
と
み
る
見
解
と
確
認

訴
訟
と
み
る
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
決
議
取
消
訴
訟
が
形
成
訴
訟
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
。
ま
た
決
議
不
存
在
確
認
訴
訟
が
確
認
訴

訟
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
諸
説
は
一
致
し
て
い
る
（
た
だ
し
適
法
性

を
否
定
し
、
あ
る
い
は
形
成
訴
訟
と
み
る
少
数
説
も
あ
る
。
ま
た
確
認
の
対
象
の
何
で
あ

る
か
に
つ
い
て
は
見
解
の
一
致
を
み
な
い
が
、
こ
の
点
に
は
た
ち
い
ら
な
い
。
）
。
　
し
た

が
つ
て
三
種
の
訴
訟
の
す
べ
て
の
間
に
そ
の
性
質
の
同
一
性
を
見
い
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
（
各
訴
訟
の
性
質
に
関
す
る
諸
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
坂
井
・
前
掲
論

文
・
会
社
と
訴
訟
　
上
二
八
二
頁
以
下
．
霜
島
・
前
掲
論
文
・
実
務
民
訴
講
座
5
八
i
九
頁

参
照
．
判
例
に
つ
い
て
は
、
霜
島
・
前
掲
論
文
・
民
訴
雑
誌
二
号
一
三
九
頁
以
下
参

照
）
．
も
と
よ
り
同
じ
類
型
の
訴
訟
と
解
さ
れ
る
も
の
（
決
議
無
効
確
認
訴
訟
を
形

成
訴
訟
と
解
し
た
場
合
の
、
同
訴
訟
と
取
消
訴
訟
。
あ
る
い
は
無
効
確
認
訴
訟
を
確
認
訴

訟
と
解
し
た
場
合
の
同
訴
訟
と
不
存
在
確
認
訴
訟
）
の
間
に
は
、
性
質
の
同
一
性
が

存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
．
し
か
し
少
く
と
も
本
件
で
問
題
と
な
つ
た
、
不
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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（
六
八
八
）

確
認
訴
訟
と
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
言
え
ば
、
前
者
は
確
認
訴
訟
で
あ
り
、
後
者

は
形
成
訴
訟
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
も
つ
と
も
、

一
元
論
の
主
張
者
は
、
そ
も
そ
も
確
認
・
形
成
と
い
つ
た
訴
訟
類
型
の
相
違
に

よ
る
壁
を
越
え
て
訴
訟
物
を
把
握
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
が

（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
坂
井
判
事
・
霜
島
教
授
の
論
文
の
他
、
小
山
・
訴
訟
物
論
集
二

六
＝
貢
参
照
）
、
し
か
し
や
は
り
訴
訟
類
型
の
相
違
は
訴
訟
物
の
統
一
的
把
握
に

と
つ
て
障
害
と
な
る
．
け
だ
し
形
成
判
決
の
効
力
は
新
た
な
権
利
関
係
の
創
設

で
あ
り
、
確
認
判
決
り
効
力
は
既
存
の
権
利
関
係
の
確
定
で
あ
る
．
形
成
訴
訟

と
確
認
訴
訟
と
で
は
、
か
よ
う
に
、
そ
の
目
指
す
判
決
の
効
力
が
異
な
る
の
で

あ
る
か
ら
、
両
者
の
訴
訟
物
を
同
一
の
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

の
こ
と
は
訴
訟
物
に
関
す
る
旧
説
・
新
説
の
い
ず
れ
の
立
場
か
ら
も
認
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
た
だ
し
同
一
類
型
の
訴
訟
－
例
え
は
無
効
確
認
訴
訟
を
形
成
訴

訟
と
み
た
場
合
の
、
同
訴
訟
と
取
消
訴
訟
ー
に
お
い
て
訴
訟
物
か
同
一
で
あ
る
か
否
か

の
結
論
ば
、
い
か
な
る
訴
訟
物
理
論
を
採
る
か
に
よ
り
異
な
る
）
．

　
さ
ら
に
一
元
論
に
対
し
て
は
も
う
一
つ
の
疑
問
が
あ
る
．
そ
れ
は
、
こ
の
説

の
よ
う
に
訴
訟
物
を
広
範
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
決
の
遮
断
効
が
不
当

に
拡
大
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
．
例
え
ば
、
決
議
の
手
続
上
の
堰
疵
（
取
消

原
因
）
を
主
張
し
て
訴
を
提
起
し
た
が
、
請
求
を
棄
却
さ
れ
た
老
が
、
同
一
決

議
に
内
容
上
の
堰
疵
（
無
効
原
因
）
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
再
び
訴
を
提
起

し
た
場
合
、
一
元
論
に
よ
れ
ば
後
訴
は
前
訴
の
既
判
力
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
れ
で
は
原
告
に
と
つ
て
苛
酷
で
あ
ろ
う
（
前
田
・
前
掲
論
文
四
二
頁
．
も

つ
と
も
霜
島
教
授
は
、
か
よ
う
な
再
訴
を
封
じ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ

る
．
同
・
前
掲
論
文
・
実
務
民
訴
講
座
5
一
〇
．
頁
）
．



　
か
く
し
て
私
は
本
件
判
決
理
由
に
も
一
元
論
（
あ
る
い
は
判
旨
の
真
意
は
こ
れ

か
？
）
に
も
首
肯
し
え
な
い
．
し
か
し
私
は
、
三
種
の
訴
訟
の
訴
訟
物
が
異
別

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
下
の
ご
と
き
理
論
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、

決
議
の
取
消
原
因
・
無
効
原
因
・
不
存
在
原
因
の
限
界
の
不
明
確
か
ら
生
じ
う

る
具
体
胸
妥
当
性
の
欠
如
お
よ
び
原
告
の
危
険
負
担
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
て
い
る
．

　
す
な
わ
ち
、
訴
訟
物
を
決
定
す
る
の
は
（
換
言
す
れ
ば
請
求
を
い
か
な
る
権
利
関

係
と
し
て
把
握
す
る
か
は
）
原
告
の
責
任
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
職
責
で
あ
る
。

そ
し
て
裁
判
所
は
訴
訟
物
の
決
定
に
あ
た
り
、
原
告
が
当
該
訴
訟
に
付
し
た
名

称
・
訴
状
の
請
求
の
趣
旨
の
欄
の
記
載
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
裁
判
所
は
こ
れ
ら

の
ほ
か
に
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
こ
れ
ら
以
上
に
請
求
原
因
を
勘
酌
し
て
、
訴

訟
物
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
　
（
兼
子
・
民
訴
体
系
一
六
六
頁
。
同
．
実
体
法
と
訴
訟

法
・
七
二
頁
。
た
だ
し
霜
島
教
授
は
、
　
「
自
己
の
請
求
を
法
律
的
に
構
成
す
る
の
は
原
告

の
仕
事
」
で
あ
る
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
同
・
前
掲
論
文
・
民
訴
雑
誌
一
一
号
一
六
三
頁
。

し
か
し
賛
成
で
き
な
い
．
）
。
か
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
原
告

は
適
切
な
訴
を
提
起
し
た
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
本
件
に
お
い
て
も
、
原
告
が
提
起
し
た
訴
は
当
初
か
ら
1
訴
状
に
「
社
員

総
会
決
議
不
存
在
確
認
」
と
い
う
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
1
決

議
取
消
の
訴
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
決
議
後
三
ケ
月
以
内
に
提
起
さ
れ
て
い

る
．
し
た
が
つ
て
、
仮
に
控
訴
審
に
お
い
て
予
備
的
請
求
が
な
さ
れ
な
か
つ
た

と
し
て
も
、
請
求
は
認
容
さ
れ
得
た
は
ず
で
あ
る
．
こ
の
認
容
は
処
分
権
主
義

や
訴
提
起
の
要
式
性
に
も
抵
触
し
な
い
（
大
須
賀
．
前
掲
判
批
一
三
三
頁
は
、
一
元

論
に
よ
ら
ず
に
請
求
を
認
容
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
無
理
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
が
、
首
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肯
で
き
な
い
。
）
。

　
私
が
こ
こ
で
主
張
し
た
考
え
方
は
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
一
元
論
と
も
、
あ

る
い
は
本
件
判
旨
と
も
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
み
え
る
か
も
L
れ
な
い
。
確

か
に
、
本
件
の
ご
と
く
、
一
つ
の
澱
疵
の
法
的
評
価
を
裁
判
所
と
原
告
と
で
異

に
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
結
論
に
差
異
は
な
い
．
し
か
し
、
一
つ
の
決
議
が

複
数
の
暇
疵
を
帯
有
し
、
そ
れ
ら
が
取
消
・
無
効
・
不
存
在
原
因
の
う
ち
の
二

つ
な
い
し
総
て
に
ふ
り
わ
け
ら
れ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
見
解
を
と

る
か
に
よ
り
、
訴
訟
の
取
扱
い
が
異
な
る
（
複
数
の
堰
疵
の
主
張
が
請
求
の
併
合

と
な
る
か
？
一
つ
の
暇
疵
か
ら
他
の
蝦
疵
へ
の
主
張
の
変
更
か
訴
の
変
更
に
な
る
か
？
一

つ
の
種
類
の
蝦
疵
の
み
を
主
張
し
て
訴
を
提
起
し
た
者
が
、
別
訴
で
他
種
の
理
疵
を
主
張

す
る
こ
と
は
、
二
重
起
訴
に
な
る
か
？
決
議
後
三
ケ
月
以
内
に
提
起
さ
れ
た
、
無
効
確
認

な
い
し
不
存
在
確
認
訴
訟
に
お
い
て
、
三
ケ
月
経
過
後
に
は
じ
め
て
取
消
原
因
を
追
加
主

張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
？
等
の
点
で
結
論
が
異
な
る
．
）
．

二
　
判
示
事
項
第
二
点
に
つ
い
て
．

　
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
は
、
判
決
の
効
力
は
受
け
る
が
、
当
該
訴
訟
の
当
事

者
適
格
を
欠
く
た
め
、
共
同
訴
訟
参
加
（
民
訴
法
七
五
条
）
を
し
え
な
い
者
に
、

民
訴
法
六
九
条
二
項
の
適
用
を
排
除
す
る
た
め
、
判
例
・
学
説
上
つ
く
り
出
さ

れ
た
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
人
は
必
要
的
共
同
訴
訟

人
に
準
ず
る
者
と
し
て
扱
わ
れ
、
彼
に
は
民
訴
法
六
二
条
が
適
用
さ
れ
る
（
こ

の
点
に
つ
き
、
山
田
・
日
本
民
訴
論
二
巻
二
一
九
頁
以
下
．
細
野
・
民
訴
要
義
二
巻
三
一

六
頁
以
下
．
兼
子
・
民
訴
体
系
四
〇
七
頁
．
瀧
川
・
株
主
総
会
決
議
の
．
効
力
を
争
う
訴
訟
に
お

け
る
訴
訟
参
加
・
会
社
と
訴
訟
上
三
二
九
頁
以
下
等
参
照
）
。
そ
し
て
こ
の
参
加
が
み

と
め
ら
れ
る
者
と
し
て
は
、
元
来
破
産
管
財
人
が
当
事
者
と
な
つ
た
場
合
の
破
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）
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産
者
・
遺
言
執
行
者
が
当
事
者
と
な
つ
た
場
合
の
相
続
人
の
ほ
か
判
決
の
効
力

が
第
三
者
に
も
お
よ
ぶ
形
成
訴
訟
に
お
け
る
第
三
者
が
考
え
ら
れ
て
い
た
．

　
た
だ
し
決
議
取
消
・
無
効
確
認
・
不
存
在
確
認
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
効
力

の
拡
張
（
対
世
効
）
と
、
破
産
者
・
相
続
人
へ
の
判
決
の
効
力
の
拡
張
と
で
は
、

拡
張
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
が
異
な
る
。
前
老
に
あ
つ
て
は
社
団
を
め
ぐ
る
権
利

関
係
の
画
一
化
が
そ
の
根
拠
で
あ
り
、
後
者
に
あ
つ
て
は
本
来
実
体
法
上
は
破

産
者
・
相
続
人
が
紛
争
の
主
体
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
等
に
判
決
の
効
力
が
お

よ
ぶ
の
で
あ
る
．
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
も
、
判
決
の
効
力
を
受
け
る
者
が
当

事
老
の
席
に
置
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
．
換
言
す
れ
ば
、

い
ず
れ
の
場
合
も
参
加
人
の
置
か
れ
て
い
る
状
態
は
類
似
し
て
い
る
。
し
た
が

つ
て
破
産
者
・
相
続
人
に
判
例
法
上
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
が
認
め
ら
れ
る
な

ら
ば
、
決
議
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
も
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
ぎ
で

あ
る
。

　
な
お
参
加
の
形
態
と
し
て
は
、
他
に
独
立
当
事
者
参
加
（
民
訴
法
七
一
条
）
も

考
え
ら
れ
る
。
私
自
身
は
、
総
会
決
議
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
独
立
当
事
老

参
加
を
認
め
る
余
地
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
本
件
で
は
判
例
集
の
記

載
か
ら
、
Z
が
補
助
参
加
を
し
、
そ
の
補
助
参
加
が
通
常
の
補
助
参
加
で
あ
る

か
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
で
あ
る
か
が
争
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た

が
つ
て
本
件
に
関
す
る
限
り
独
立
当
事
者
参
加
は
問
題
と
な
ら
ず
、
そ
れ
故
そ

の
許
容
性
に
つ
い
て
は
た
ち
い
ら
な
い
こ
と
に
す
る
．

　
要
す
る
に
、
一
般
論
と
し
て
は
、
決
議
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
は
共
同
訴

訟
的
補
助
参
加
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
具
体
的
場
合
に
こ
れ
が
許
容
さ
れ
る

た
め
に
は
、
参
加
人
に
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
の
利
益
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

七
四

（
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〇
）

な
い
。

　
決
議
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
を
す
る
の
は
、
多
く

の
場
合
当
該
決
議
に
よ
つ
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
な
い
し
清
算
人
で
あ
る
．
こ

れ
ら
の
者
の
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
の
利
益
を
肯
定
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易

で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
瀧
川
・
前
掲
論
文
三
三
五
頁
以
下
参
照
）
．

　
し
か
し
本
件
で
参
加
し
た
Z
は
社
員
で
あ
る
。
総
会
決
議
の
効
力
の
肯
定
・
否

定
に
つ
い
て
直
接
利
害
を
も
つ
の
は
、
元
来
会
社
お
よ
び
当
該
決
議
に
よ
り
会

社
と
の
間
に
何
ら
か
の
法
的
関
係
を
形
成
し
た
者
で
あ
る
（
例
え
ば
当
該
決
議
に

よ
り
取
締
役
・
溝
算
人
等
に
選
任
さ
れ
た
者
．
ま
た
は
解
任
さ
れ
た
者
）
．
社
員
や
株
主

は
こ
の
点
に
は
直
接
の
利
害
を
も
た
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
社
員
お
よ
び
株

主
の
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
の
利
益
を
肯
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
疑
問
が
も

た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
社
員
・
株
主
も
総
会
に
お
い
て
は
決
議
に
参
加
す
る
権
利
、
す
な

わ
ち
議
決
権
を
有
し
て
い
る
。
も
し
彼
が
議
決
権
を
行
使
し
て
な
さ
れ
た
決
議

に
つ
ぎ
、
後
に
な
つ
て
取
消
・
無
効
確
認
な
い
し
不
存
在
確
認
の
訴
が
提
起
さ

れ
、
請
求
が
会
社
の
馴
れ
合
い
に
よ
り
不
当
に
認
容
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

社
員
・
株
主
に
と
つ
て
一
種
の
権
利
侵
害
と
な
る
。
し
か
も
訴
訟
参
加
に
よ
ら

な
い
限
り
、
こ
の
権
利
侵
害
は
防
禦
さ
れ
得
な
い
。
あ
る
い
は
、
社
員
・
株
主

に
は
、
会
社
に
対
し
決
議
有
効
確
認
の
訴
を
、
当
該
決
議
に
よ
り
会
社
と
の
間

に
法
律
関
係
を
結
ん
だ
者
に
は
、
そ
の
法
律
関
係
の
存
在
（
本
事
例
に
即
し
て

言
え
ば
、
X
が
代
表
取
締
役
の
地
位
に
な
い
こ
と
）
の
確
認
の
訴
を
提
起
す
る
と
い

う
途
は
考
え
ら
れ
る
．
し
か
し
か
よ
う
な
訴
の
確
認
の
利
益
が
肯
定
さ
れ
る
か

は
問
題
で
あ
る
し
、
仮
に
請
求
が
認
容
さ
れ
た
と
し
て
も
、
別
訴
た
る
決
議
取



消
・
無
効
確
認
な
い
し
不
存
在
確
認
の
訴
が
認
容
さ
れ
れ
ば
、
認
容
判
決
の
対

世
効
に
よ
り
、
社
員
・
株
主
は
決
議
の
有
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
え
な
く
な

る
。　

か
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
私
は
社
員
・
株
主
に
も
共
同
訴
訟
的
補
助
参

加
の
利
益
は
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
（
同
旨
、
瀧
川
．
前
掲

論
文
三
三
五
頁
）
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
判
示
事
項
第
二
点
は
正
当
で
あ
る
．

三
　
控
訴
審
が
認
定
し
た
本
件
決
議
の
穀
疵
が
取
消
事
由
に
該
当
す
る
点
に
つ

い
て
は
、
異
論
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
判
旨
の
結
論
は
妥
当

で
あ
る
。
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