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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
一
七
九
〕

昭
五
四
7
へ
撮
騙
祇
瞭
だ
毘
巻
）

　
株
主
総
会
決
議
無
効
確
認
の
訴
が
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
の
要
件
を
み
た

　
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
決
議
取
消
の
主
張
と
決
議
取
消
の
訴
と
し
て
の
出

　
訴
期
間
の
遵
守

　
　
株
主
総
会
決
議
無
効
確
認
請
求
事
件
（
昭
和
五
四
・
二
・
一
六
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
Y
会
社
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
昭
和
五
〇
年
五
月
三
〇
日
に
第
三
回

　
　
定
時
株
主
総
会
を
開
催
し
、
第
三
期
営
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
、
損
益
計
算

　
　
書
承
認
の
決
議
を
行
つ
た
。
X
ら
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
同
年
八
月
二

　
　
〇
日
に
、
本
件
総
会
に
お
い
て
承
認
決
議
の
な
さ
れ
た
計
算
書
類
は
、
監
査
役
の
監

　
　
査
を
経
て
い
な
い
事
を
理
由
と
し
て
、
　
「
Y
会
社
が
行
つ
た
第
三
期
営
業
報
告
書
貸

　
　
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
承
認
の
決
議
は
無
効
で
あ
る
事
を
確
認
す
る
。
」
と
の

　
　
判
決
を
求
め
、
決
議
無
効
確
認
の
訴
を
提
起
し
た
が
、
さ
ら
に
右
訴
訟
係
属
中
の
昭

　
　
和
五
二
年
五
月
二
四
日
に
、
予
備
的
請
求
と
し
て
決
議
取
消
の
申
立
を
な
し
た
。
一

　
　
審
は
右
決
議
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
は
理
由
な
し
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
が
、

　
　
決
議
取
消
の
訴
に
つ
い
て
は
、
決
議
の
日
を
五
月
三
日
と
認
定
し
た
た
め
、
出
訴
期

　
　
間
経
過
後
に
提
訴
さ
れ
た
も
の
で
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
訴
を
却
下
し
た
。
X
は
こ

　
　
れ
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
。
原
審
は
、
最
初
の
訴
が
総
会
決
議
の
日
か
ら
三
ケ
月

　
　
内
で
あ
る
五
月
三
〇
日
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
認
定
し
、
こ
の
提
起
の
時
に
、
予
備

　
　
的
に
決
議
取
消
の
訴
が
包
含
さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
し
て
、
昭
和
五
二
年
五
月
二
四

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

日
の
X
の
主
張
は
、
こ
れ
を
明
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
一
審
判
決
の
予
備
的

請
求
の
部
分
を
取
り
消
し
て
、
右
部
分
を
一
審
裁
判
所
に
差
戻
し
そ
の
余
の
部
分
に

対
す
る
控
訴
を
棄
却
す
る
と
の
判
決
を
し
た
。
Y
は
こ
れ
に
対
し
て
、
商
法
二
四
八

条
に
違
反
し
た
判
断
で
あ
る
と
し
て
、
上
告
し
た
。
本
判
決
は
こ
れ
に
応
え
て
、
株

主
総
会
決
議
の
無
効
確
認
を
求
め
る
訴
に
お
い
て
、
決
議
無
効
原
因
と
し
て
主
張
さ

れ
た
暇
疵
が
決
議
取
消
原
因
に
相
当
し
て
お
り
、
し
か
も
決
議
取
消
訴
訟
の
原
告
適

格
、
出
訴
期
間
等
の
要
件
を
み
た
し
て
い
る
時
に
は
、
た
と
え
決
議
取
消
の
主
張

が
、
出
訴
期
間
経
過
後
に
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
決
議
無
効
確
認
の
訴
提
起
時

か
ら
、
取
消
の
訴
も
提
起
さ
れ
て
い
た
も
の
と
同
様
に
扱
う
の
を
相
当
と
し
、
本
件

取
消
訴
訟
は
出
訴
期
間
違
守
の
点
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
て
、
原
判
決
を
支

持
し
、
上
告
を
棄
却
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

一
、
株
主
総
会
決
議
に
、
な
ん
ら
か
の
蝦
疵
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
効

力
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
者
の
た
め
に
、
商
法
は
、
鍛
疵
の
種
類
に
よ
つ
て
、

手
続
的
な
蝦
疵
は
、
決
議
取
消
の
訴
、
内
容
的
な
蝦
疵
は
、
決
議
無
効
確
認
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

訴
に
よ
る
べ
く
規
定
し
て
い
る
。
蝦
疵
が
、
手
続
上
の
も
の
で
あ
る
か
、
内
容

上
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
論
理
的
に
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
る
が
、
実
際
に
、

一
三
一

（
一
〇
〇
三
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

具
体
的
な
蝦
疵
の
主
張
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
、
手
続
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
内

容
上
の
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
事
が
、
非
常
に
技
術
的
で
あ
る
た
め
に
、

決
議
の
効
力
を
争
お
う
と
す
る
当
事
者
は
、
訴
の
選
択
に
迷
う
事
も
多
い
。
こ

の
た
め
、
こ
の
訴
の
選
択
を
誤
つ
て
訴
が
起
さ
れ
る
事
が
あ
り
、
下
級
審
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
べ
き
か
に
つ
い
て
、
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
し
た
判
例
が
確
立
し
て
い
な
か
つ
た
。
本
判
決
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
最
高

裁
が
新
た
な
判
断
を
し
た
と
い
う
意
味
で
、
価
値
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
株
主
総
会
決
議
の
訴
に
関
し
て
は
、
訴
訟
法
上
、
訴
訟
物
の
構
成
の
点
で
、

学
説
の
対
立
が
あ
る
が
、
本
判
決
と
こ
れ
ら
の
学
説
の
関
係
を
、
以
下
考
察
し

て
み
る
事
に
す
る
。

二
、
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
に
関
す
る
訴
に
は
、
前
述
し
た
、
決
議
取
消
の
訴

と
、
決
議
無
効
確
認
の
訴
の
他
に
、
学
説
上
は
、
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
が
、

認
め
ら
れ
て
お
り
、
争
い
は
な
い
。
こ
れ
ら
三
者
の
訴
の
訴
訟
物
は
別
個
独
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
構
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
が
、
通
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ

ら
三
者
の
訴
を
起
す
当
事
者
は
も
と
も
と
こ
の
訴
の
結
果
を
、
別
個
な
も
の
で

あ
る
事
を
意
識
し
た
上
で
、
い
ず
れ
の
訴
に
よ
る
べ
き
か
を
判
断
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
裁
判
所
に
よ
る
決
議
の
否
定
宣
言
な
る
も
の
を
、
い
ず
れ
に
せ
よ

欲
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
三
者
の
訴
訟
物
を
一
個
と
し
て
構
成

し
ょ
う
と
す
る
少
数
説
（
以
下
通
例
に
従
つ
て
、
こ
の
説
を
一
元
論
と
呼
ぶ
）
が
あ

（
4
）

る
。　

一
元
論
を
主
張
す
る
論
者
の
中
に
は
、
「
従
前
の
理
論
に
お
い
て
は
決
議
を

争
う
訴
訟
の
訴
訟
物
の
同
一
性
を
左
右
す
る
事
実
を
攻
撃
防
禦
方
法
た
る
に
と

ど
ま
る
地
位
に
位
置
づ
け
る
理
論
が
現
わ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
新
し
い
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
　
　
（
一
〇
〇
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

物
理
論
の
ひ
と
つ
の
構
造
的
特
長
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
」
と
し

て
、
新
訴
訟
物
理
論
と
の
脈
絡
を
示
唆
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で
あ
え
て
脈

絡
の
示
唆
と
す
る
の
は
、
一
元
論
を
と
る
事
が
、
新
訴
訟
物
理
論
を
主
張
す
る
諸

説
に
と
つ
て
の
、
論
理
的
必
然
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
通
常
言
わ

れ
る
新
旧
の
訴
訟
物
理
論
の
区
別
は
、
そ
の
構
造
的
な
特
徴
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
本
来
の
両
説
の
対
立
の
出
発
点
は
、
実
体
権
と
訴
訟
と
の
関
わ
り
方
の
捉

え
方
に
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
構
造
的
特
徴
の
差
異
は
、
そ
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
新
訴
訟
物
理
論
を
と
り
な
が
ら
、
一
元
論
を
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

す
る
学
説
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
従
2
－
、
前
述
の
引
用
を
、
新
訴
訟
物
理
論

を
と
る
学
説
は
、
一
元
論
を
肯
定
す
べ
き
だ
と
読
む
よ
う
な
事
は
、
誤
り
で
あ

る
と
言
え
る
　
（
但
し
、
あ
え
て
言
え
ば
、
一
元
論
は
、
新
訴
訟
物
理
論
を
と
る
学
説
に

と
つ
て
、
基
本
的
な
態
度
の
上
で
、
な
じ
み
や
す
い
事
は
否
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
元

論
に
お
い
て
、
決
議
訴
訟
の
訴
訟
物
は
、
決
議
否
定
宣
言
請
求
権
と
い
う
一
つ
の
訴
訟
上

の
請
求
権
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
新
訴
訟
物
理
論
の
法
条
競
合
の
場
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

態
度
に
、
類
似
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
二
兀
論
は
、
新
訴
訟
物
理
論
を
最
も

徹
底
さ
せ
た
形
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
が
、
右
請
求
権
が
実
体
法
上
に
も
一
つ
の
請
求
権

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
新
訴
訟
物
理
論
と
称
す
る
の
は
あ
た
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し

て
も
こ
こ
に
い
う
一
元
論
は
、
蝦
疵
の
主
張
を
実
体
法
上
に
一
個
の
請
求
権
と
見
る
も
の

で
あ
る
）
。

三
、
右
の
如
く
、
一
元
論
の
本
質
は
、
実
体
法
上
の
一
つ
の
選
択
に
依
つ
て
い

る
と
考
え
る
と
、
通
説
と
の
違
い
が
明
瞭
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説
が
訴
訟

物
で
あ
る
、
取
消
請
求
権
と
無
効
確
認
請
求
権
さ
ら
に
不
存
在
確
認
請
求
権
を
、

別
個
独
立
な
実
体
権
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
元
論
は
ま
と
め
て
、
一

つ
の
実
体
権
と
考
え
て
い
る
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
両
説
は
、
訴
訟
法
上
の



闘
題
で
あ
る
訴
訟
物
に
関
す
る
議
論
を
、
実
体
法
上
の
選
択
を
す
る
事
で
解
決

し
て
い
る
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
だ
が
、
法
条
が
別
個
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
通
説
の
よ

う
に
実
体
権
と
し
て
別
個
と
説
く
の
も
飛
躍
な
ら
、
結
局
は
決
議
の
否
定
に
帰

す
る
と
い
う
事
だ
け
で
、
一
元
論
の
よ
う
に
実
体
権
と
し
て
の
同
一
を
説
く
の

も
短
絡
で
あ
ろ
う
。
実
体
法
は
訴
訟
を
通
じ
て
探
索
さ
れ
、
形
成
せ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
ま
た
ど
ち
ら
の
説
に
よ
つ
て
も
、
原
告
の
当
初
の
訴
の
選
択
が
誤
つ
て
い

た
場
合
、
そ
の
救
済
は
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
元
論
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
、

容
易
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。
本
件
を

例
に
と
つ
て
考
え
る
と
、
訴
自
体
は
、
無
効
確
認
の
訴
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一

元
論
の
い
わ
ゆ
る
読
み
か
え
の
操
作
に
よ
つ
て
、
決
議
否
定
宣
言
の
要
求
と
な

り
、
理
由
づ
け
は
、
取
消
原
因
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
決
議
否
定
の
根
拠
と
な
り

う
る
の
で
、
救
済
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
今
仮
に
、
こ
の
理

由
づ
け
が
、
決
議
の
日
よ
り
三
ケ
月
以
後
に
、
な
さ
れ
た
場
合
は
ど
う
な
る
で

あ
ろ
う
か
。
一
元
論
上
こ
れ
は
、
訴
訟
物
の
同
一
性
を
左
右
す
る
事
実
で
は
な

く
、
攻
撃
方
法
の
地
位
に
立
つ
が
、
商
二
四
八
条
一
項
の
解
釈
に
、
更
に
手
を

加
え
な
い
限
り
、
こ
れ
と
の
関
係
で
当
該
攻
撃
方
法
は
、
理
由
な
し
と
い
う
扱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
を
う
け
ざ
る
を
、
得
な
い
筈
で
あ
る
。

　
他
方
、
通
説
に
よ
る
と
、
原
判
決
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
訴
提
起
時
か
ら
、

予
備
的
な
訴
と
し
て
、
取
消
の
訴
も
含
ま
れ
て
い
た
と
、
言
う
よ
り
他
に
、
救

済
の
仕
様
は
な
い
。
そ
れ
で
は
し
か
し
、
原
告
が
当
初
か
ら
取
消
原
因
を
主
張

し
て
い
た
と
い
う
、
本
件
の
よ
う
な
特
殊
な
場
合
に
、
救
済
が
限
ら
れ
る
。
三

　
　
　
判
例
研
　
究

ケ
月
内
に
無
効
の
訴
が
起
さ
れ
て
、
無
効
原
因
の
み
が
主
張
さ
れ
お
り
∀
三
ケ

月
経
過
後
に
、
取
消
の
訴
も
し
く
は
、
取
消
原
因
の
主
張
が
追
加
さ
れ
た
と
い

う
場
合
に
、
こ
れ
を
救
済
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
、
実
体
権
は
、
訴
訟
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
形
成
の
主

体
は
、
も
ち
ろ
ん
訴
訟
の
当
事
者
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
通
説
は
、
取
消
の
訴

が
起
さ
れ
た
か
、
確
認
の
訴
が
お
こ
さ
れ
た
か
と
い
う
事
に
よ
つ
て
、
直
ち
に

当
事
者
の
意
思
を
、
取
消
権
の
行
使
に
あ
る
か
、
無
効
の
主
張
に
あ
る
か
と
を
、

一
律
に
決
め
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
元
論
は
、
た
と

え
訴
が
ど
ち
ら
の
形
で
お
こ
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
決
議
否
定
宣
言
を
要

求
し
よ
う
と
す
る
当
事
者
の
意
思
し
か
あ
り
え
な
い
と
、
決
め
つ
け
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
自
己
の
規
矩
に
よ
つ
て
、
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
べ
き
と
こ
ろ

を
、
却
つ
て
こ
れ
を
無
視
す
る
の
と
、
同
様
の
結
果
に
帰
し
て
い
る
。
当
事
者

の
う
ち
に
は
、
　
「
要
す
る
に
決
議
の
効
力
が
否
定
さ
れ
れ
ば
良
い
」
と
考
え
る

者
も
い
れ
ば
、
　
「
無
効
確
認
を
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
だ
め
だ
」
と
考
え
て
い

る
老
も
い
る
筈
で
、
こ
の
両
者
の
意
思
が
、
そ
の
ま
ま
、
各
自
の
訴
の
訴
訟
物

の
構
成
に
、
反
映
さ
れ
る
事
こ
そ
、
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
事
を
よ
り
確
実
に
実
現
す
る
た
め
に
、
こ
の
当
事
者
の
意
思

は
、
訴
訟
の
終
点
ま
で
（
具
体
的
に
は
、
口
頭
弁
論
終
結
の
時
点
ま
で
）
、
探
さ
れ

る
努
力
が
続
け
ら
れ
る
事
を
、
前
提
と
せ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。
訴
訟
が
、
紛
争
解

決
の
た
め
に
、
訴
－
判
決
の
プ
ロ
セ
ス
を
選
ん
だ
時
か
ら
、
訴
訟
で
第
一
義
の

も
の
は
判
決
と
な
り
、
こ
れ
に
す
べ
て
の
訴
訟
行
為
が
収
束
す
る
事
に
な
つ

た
。
従
つ
て
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
の
行
為
が
、
判
決
に
意
味
を
与
え
る
限
度

で
、
遡
つ
て
評
価
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
考
え
ら
れ
、
訴
も
提
起
の
段
階
で
、
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
壬
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（
一
〇
〇
五
）
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定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
必
要
は
な
く
、
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に
整
え
ら
れ
れ

ば
、
そ
れ
で
足
り
る
。
そ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
初
め
て
、
当
事
者
は
技
術

や
形
式
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
、
自
己
の
信
ず
る
実
体
権
を
探
索

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

し
、
確
証
す
る
事
が
、
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

六
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
件
の
よ
う
に
、
取
消
原
因
は
、
三
ケ
月
以
内

に
主
張
さ
れ
て
い
た
場
合
の
他
に
、
三
ケ
月
経
過
後
に
、
取
消
原
因
が
主
張
さ

れ
た
場
合
に
も
、
当
初
か
ら
、
そ
の
訴
が
取
消
の
訴
を
も
含
ん
で
い
た
か
、
あ

る
い
は
も
と
も
と
取
消
の
訴
だ
つ
た
か
が
、
認
め
ら
れ
た
上
で
、
こ
れ
を
許
す

と
い
う
可
能
性
も
考
え
る
事
が
で
き
る
。
こ
の
時
、
商
法
二
四
八
条
は
、
決
議

の
椴
疵
を
主
張
す
る
訴
の
い
ず
れ
か
が
、
三
ケ
月
以
内
に
起
さ
れ
れ
ぽ
、
取
消

の
訴
と
し
て
　
（
た
と
え
取
消
の
主
張
が
、
あ
る
い
は
取
消
原
因
の
主
張
が
、
三
ヶ
月
以

後
に
な
さ
れ
た
と
し
て
も
）
、
扱
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
三
ヶ
月
を
過
ぎ
て
、

い
か
な
る
訴
が
起
さ
れ
て
も
、
こ
れ
が
取
消
の
訴
と
し
て
扱
わ
れ
る
余
地
は
な

い
と
い
う
意
味
に
、
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
三
ケ
月
内
に
待
つ
た

が
か
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
決
議
は
手
続
上
は
確
定
し
て
、
無
効
主
張
の
余
地
が

残
る
だ
け
だ
が
、
何
ら
か
の
訴
（
無
効
確
認
で
あ
れ
取
消
の
訴
で
あ
れ
）
を
も
つ

て
、
三
ケ
月
内
に
待
つ
た
の
か
か
つ
た
決
議
は
、
手
続
的
に
も
確
定
し
な
い
と

い
う
事
で
、
そ
の
方
が
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
で
商
法
二
四
八
条
の
目
的
も
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

（
1
）
鈴
木
・
会
社
法
二
一
＝
頁

（
2
）
適
法
と
す
る
も
の
大
阪
地
判
昭
二
七
二
一
・
一
〇
下
民
三
二
一
・
一
五
九

〇
、
東
京
地
判
昭
三
〇
・
七
・
八
下
民
六
・
七
・
一
三
八
二
、
大
阪
高
判
昭
四
一
丁

九
．
二
六
高
民
二
〇
四
、
四
一
一
、
大
阪
高
判
昭
四
五
・
二
・
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四
　
　
（
一
〇
〇
六
）

不
適
法
と
す
る
も
の
・
東
京
地
判
昭
二
七
・
三
・
二
八
下
民
三
・
三
・
四
二
〇
、
金

沢
地
判
昭
三
四
・
九
・
二
三
下
民
一
〇
・
九
・
一
九
八
四
、
大
阪
地
判
昭
三
五
・

五
・
｝
九
下
民
二
・
五
・
二
三
二

（
3
）
松
田
・
会
社
法
概
論
二
〇
一
頁
、
鈴
木
・
前
掲
二
二
〇
頁
、
前
田
「
い
わ
ゆ
る

決
議
不
存
在
確
認
の
訴
」
実
務
民
訴
講
座
五
・
四
二
頁

（
4
）
小
山
「
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
訴
訟
物
に
つ
い
て
」
現
代
商
法
学
の
課
題

　
（
上
）
二
八
七
頁
、
坂
井
「
株
主
総
会
の
決
議
を
目
的
と
す
る
訴
の
性
質
」
会
社
と

訴
訟
（
上
）
二
七
七
頁
、
霜
島
「
決
議
を
争
う
訴
訟
物
」
民
訴
雑
誌
一
一
号
二
〇
三

頁
（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

小
山
前
掲
二
四
七
頁

三
ケ
月
「
訴
訟
物
再
考
」
民
訴
雑
誌
一
九
号
五
四
頁

伊
東
・
民
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
麟
二
七
頁

小
山
・
前
掲
二
八
八
頁
、
坂
井
・
前
掲
三
二
頁

伊
東
・
前
掲
六
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
東

乾
・
山
田
　
恒
久


