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〔
商
法
　
三
三
六
〕

配
当
可
能
な
未
処
分
利
益
を
配
当
し
な
い

と
す
る
株
主
総
会
決
議
の
適
法
性

（
難
灘
鞭
講
順
）

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

　
会
社
の
経
営
お
よ
び
財
務
内
容
の
安
定
を
図
る
た
め
暫
時
無
配
当
と
す

る
配
当
政
策
を
選
択
す
る
こ
と
が
、
一
般
的
に
不
合
理
と
は
い
え
な
い
場

合
、
未
処
分
利
益
を
配
当
し
な
い
と
す
る
株
主
総
会
決
議
が
違
法
で
あ
る

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
二
五
二
条
、
二
九
〇
条

〔
事
　
実
〕

　
被
告
Y
会
社
は
、
資
本
金
四
、
八
O
O
万
円
、
発
行
済
株
式
総
数
九
万

六
〇
〇
〇
株
の
株
式
会
社
で
あ
り
、
原
告
瓦
は
、
Y
会
社
の
株
式
八
、
○

○
○
株
（
全
株
式
の
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
、
原
告
為
は
、
Y
会
社
の

株
式
一
万
六
、
六
〇
〇
株
（
全
株
式
の
一
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
そ
れ

ぞ
れ
有
す
る
株
主
で
あ
り
、
原
告
凶
と
為
の
所
有
持
株
合
計
は
、
Y
会
社

の
発
行
済
株
式
総
数
の
二
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
。

　
被
告
Y
会
社
は
、
設
立
以
来
順
調
に
事
業
を
進
展
さ
せ
て
収
益
を
上
げ
、

初
年
度
を
除
い
て
三
割
の
配
当
（
一
株
あ
た
り
一
五
〇
円
）
を
実
施
し
続

け
て
き
た
。
し
か
し
、
Y
会
社
は
、
第
＝
一
期
事
業
年
度
（
昭
和
五
九
年
～

六
〇
年
）
お
よ
び
第
二
二
期
事
業
年
度
（
昭
和
六
〇
年
～
六
一
年
）
に
つ

い
て
、
配
当
可
能
利
益
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
配
当
を
行
な
わ
な
い

旨
の
決
議
を
し
、
第
一
二
期
に
お
い
て
は
、
役
員
賞
与
を
こ
れ
ま
で
の
三

倍
に
増
額
し
、
第
一
三
期
に
お
い
て
は
、
三
・
六
倍
に
増
額
し
た
。

　
原
告
瓦
と
端
は
、
右
の
二
つ
の
事
業
年
度
に
つ
い
て
の
利
益
処
分
案
を

承
認
す
る
株
主
総
会
決
議
の
無
効
確
認
を
求
め
て
、
本
訴
に
及
ん
だ
。
そ

の
理
由
は
、
①
右
の
決
議
は
，
株
主
の
固
有
権
で
あ
る
利
益
配
当
請
求
権

を
侵
害
し
て
違
法
で
あ
る
、
②
被
告
Y
会
社
の
代
表
者
で
あ
る
A
と
原
告

端
と
は
夫
婦
で
あ
る
が
、
Y
会
社
が
無
配
当
と
し
た
第
一
二
期
は
、
右
夫

婦
が
別
居
し
た
時
期
に
相
当
し
、
Y
会
社
の
無
配
当
決
議
は
、
ん
を
経
済

的
に
困
窮
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
私
情
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
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あ
り
、
株
式
会
社
の
公
的
性
質
に
反
し
、
公
序
良
俗
に
違
反
す
る
と
の
二

点
で
あ
る
。

　
被
告
Y
会
社
は
、
①
株
式
会
社
に
未
処
分
利
益
が
あ
る
場
合
．
そ
の
処

分
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
的
に
は
株
主
か
ら
経
営
を
委
任
さ
れ
た
取
締
役

会
の
経
営
判
断
に
委
ね
ら
れ
、
最
終
的
に
は
、
株
主
総
会
が
決
す
る
の
で

あ
り
、
②
利
益
配
当
を
行
な
う
こ
と
は
、
株
主
の
私
的
利
益
に
関
す
る
こ

と
が
ら
で
あ
っ
て
、
利
益
配
当
を
行
な
わ
な
い
こ
と
が
株
式
会
社
の
公
的

性
質
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
決
議
無
効
原
因
た
る

法
令
違
反
は
な
い
と
主
張
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
原
告
瓦
ら
の
請
求
を
棄
却
。

一
　
「
株
式
会
社
に
配
当
可
能
な
利
益
が
存
し
た
と
し
て
も
．
そ
れ
を
株

主
に
配
当
す
る
か
否
か
は
、
第
一
次
的
に
は
株
主
か
ら
会
社
の
経
営
を
委

託
さ
れ
、
利
益
処
分
案
を
作
成
し
承
認
す
る
代
表
取
締
役
及
び
取
締
役
会

の
経
営
上
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
判
断
に
誤
り
が
あ
っ

た
場
合
に
お
け
る
是
正
の
方
法
と
し
て
は
、
株
主
総
会
の
取
締
役
に
対
す

る
選
任
、
解
任
権
の
行
使
、
取
締
役
会
の
業
務
執
行
に
対
す
る
監
視
権
の

行
使
、
監
査
役
の
監
査
権
の
行
使
又
は
株
主
に
与
え
ら
れ
て
い
る
各
種
の

監
督
是
正
権
の
行
使
に
よ
る
べ
き
こ
と
が
法
律
上
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
在
り
方
か
ら
み
る
と
、
株
式

会
社
に
存
す
る
配
当
可
能
な
未
処
分
利
益
を
配
当
し
な
い
と
す
る
株
主
総

会
の
決
議
は
、
そ
れ
が
株
主
の
抽
象
的
な
利
益
配
当
請
求
権
を
阻
害
す
る

こ
と
に
な
る
に
し
て
も
、
原
則
と
し
て
そ
れ
は
当
不
当
の
問
題
を
生
ず
る

に
止
ど
ま
り
．
直
ち
に
そ
れ
が
違
法
の
評
価
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と

解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
未
処
分
利
益
を
配
当
し
な
い

と
す
る
決
議
が
長
期
に
亙
っ
て
連
続
し
、
か
つ
、
一
般
的
な
株
式
会
社
に

お
け
る
配
当
政
策
決
定
の
合
理
的
な
限
度
を
著
し
く
超
え
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
よ
う
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
ぎ
は
、
単
に
当
不
当
の
問
題
に
止

ど
ま
ら
ず
、
違
法
の
間
題
を
生
ず
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
右
の
観
点
か
ら
、
本
件
各
決
議
を
み
る
に
…
…
被
告
（
Y
会
社
）
に
お

い
て
は
昭
和
四
九
年
ご
ろ
か
ら
恒
常
的
に
三
割
配
当
を
実
行
し
て
き
た
が
、

第
一
二
期
事
業
年
度
及
び
第
コ
ニ
期
事
業
年
度
に
つ
い
て
配
当
を
行
わ
な

い
と
い
う
決
議
を
し
た
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
．
…
…
被
告
（
Y
会
社
）
の
各
年

の
利
益
は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
っ
て
…
…
第
一
二
期
及
び
第
一
三
期
の
積

立
金
の
額
…
…
も
従
前
の
積
立
金
の
額
…
…
に
比
し
て
相
当
程
度
減
少
し

て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
よ
っ
て

み
れ
ば
、
被
告
（
Y
会
社
）
の
よ
う
な
中
小
会
社
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な

場
合
経
営
及
び
財
務
内
容
の
安
定
を
図
る
た
め
に
暫
時
無
配
当
と
す
る
配

当
政
策
を
選
択
す
る
こ
と
も
一
般
的
に
は
不
合
理
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
だ
無
配
当
を
決
定
し
た
本
件
決
議
を
し
て
、
不
当

と
い
う
に
止
ど
ま
ら
ず
、
配
当
政
策
決
定
の
合
理
的
な
限
度
を
超
え
た
違

法
が
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
』
さ
ら
に
、

「
役
員
賞
与
を
大
幅
に
増
額
し
な
が
ら
株
主
に
対
し
て
は
無
配
当
と
し
た

こ
と
を
も
っ
て
、
配
当
政
策
決
定
の
合
理
的
限
度
を
超
え
た
も
の
と
評
価

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事

情
は
被
告
（
Y
会
社
）
の
配
当
政
策
決
定
の
当
不
当
の
問
題
を
生
ず
る
に
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止
ど
ま
り
、
無
配
当
を
承
認
し
た
本
件
決
議
の
違
法
を
根
拠
づ
け
る
も
の

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

二
　
「
原
告
（
瓦
・
濁
）
ら
は
、
本
件
決
議
は
破
綻
し
た
夫
婦
の
一
方
当

事
者
の
経
済
的
困
窮
を
目
的
と
し
て
私
情
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
公

序
良
俗
に
反
す
る
と
主
張
す
る
が
、
…
－
原
告
勾
の
持
株
の
比
率
は
全
株

式
の
一
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
他
に
も
少
な
く

な
い
株
主
が
存
す
る
こ
と
は
容
易
に
推
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
直
ち

に
原
告
（
澱
・
濁
）
ら
の
主
張
す
る
よ
う
な
事
実
の
存
在
を
肯
認
す
る
こ

と
は
難
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
事
実
が
認
め
ら

れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
当
事
者
は
親
族
法
上
の
各
種
の
財
産
的
請
求
権
を

行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
よ
う
な
事
実
の
故
に
、
配
当
政
策
の
在
り
方
に
関
す
る
と
は
い
え
専
ら

株
式
会
社
の
利
益
処
分
案
を
承
認
す
る
に
す
ぎ
な
い
本
件
決
議
の
内
容
が

公
序
良
俗
に
反
す
る
と
ま
で
い
う
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
」

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
に
疑
問
。

一
　
株
式
会
社
は
、
商
法
上
、
営
利
を
目
的
と
す
る
社
団
で
あ
る
と
規
定

さ
れ
て
い
る
（
五
二
条
一
項
、
二
項
〉
。
通
説
に
よ
れ
ぽ
、
そ
の
場
合
の

「
営
利
の
目
的
」
と
は
、
会
社
が
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
利
益
を
獲
得
し
、

そ
れ
を
社
員
へ
分
配
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ
て

い
る
（
谷
川
・
新
版
注
釈
会
社
法
五
二
条
注
一
一
全
巻
三
九
頁
〉
）
。
従

っ
て
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
会
社
の
営
利
目
的
と
は
、
会
社
自
身
が
利
益
を

あ
げ
る
の
み
で
は
充
分
で
な
く
、
会
社
は
、
そ
の
事
業
か
ら
生
ず
る
利
益

を
、
利
益
配
当
の
方
法
や
残
余
財
産
分
配
の
方
法
で
、
そ
の
社
団
構
成
員

で
あ
る
社
員
に
分
配
す
る
こ
と
ま
で
含
む
こ
と
と
な
る
．

　
確
か
に
．
会
社
と
い
う
社
団
の
構
成
員
で
あ
る
社
員
も
、
営
利
意
思
を

持
っ
て
結
集
し
、
団
体
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
社
員
の
営
利
意
思
は
、

そ
の
結
集
の
動
機
に
と
ど
ま
り
、
会
社
が
営
利
を
目
的
と
す
る
と
い
う
場

合
に
は
、
会
社
自
身
に
利
益
を
あ
げ
る
意
思
が
あ
る
か
で
決
す
る
べ
き
な

の
で
あ
る
（
高
鳥
・
新
版
会
社
法
七
頁
）
。
会
社
と
い
う
法
人
に
は
、
そ

の
実
体
は
な
く
、
法
人
の
背
後
に
存
在
す
る
実
質
関
係
者
の
権
利
義
務
関

係
を
「
法
人
格
」
と
い
う
法
的
技
術
を
使
用
し
て
便
利
な
よ
う
に
整
え
て

い
る
の
が
法
人
制
度
で
あ
る
と
解
す
る
法
人
否
定
説
や
法
人
擬
制
説
の
発

想
に
よ
れ
ぽ
、
社
団
の
構
成
員
と
さ
れ
る
社
員
の
営
利
意
思
、
つ
ま
り
．

利
益
獲
得
意
思
が
、
直
接
的
に
法
人
制
度
に
反
映
し
、
そ
の
制
度
内
容
そ

の
も
の
に
な
り
ぎ
る
と
も
解
さ
れ
る
の
で
、
社
員
の
利
益
獲
得
意
思
を
満

足
さ
せ
る
社
員
へ
の
利
益
分
配
が
、
会
社
と
い
う
法
人
の
有
す
る
営
利
目

的
の
観
念
的
な
内
容
と
な
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、

法
人
実
在
説
を
前
提
と
す
れ
ば
、
社
団
た
る
法
人
と
そ
の
社
団
の
構
成
員

で
あ
る
社
員
と
は
、
別
個
の
も
の
と
し
て
峻
別
さ
れ
、
法
人
は
法
人
と
し

て
、
独
自
に
、
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
担
し
得
る
の
だ
か
ら
、
法
人
の

有
す
る
営
利
の
目
的
に
つ
い
て
も
、
法
人
自
身
に
そ
の
基
点
を
置
き
、
社

員
の
有
す
る
営
利
意
思
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
法
人
自
身
の
観
点
か

ら
決
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。
法
人
自
身
か
ら
す
れ
ぽ
、
そ
の
活
動
に
よ
っ

て
自
分
自
身
が
利
益
を
獲
得
す
れ
ぽ
、
営
利
目
的
は
充
分
に
達
成
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
社
員
へ
の
利
益
分
配
を
最
終
的
な
目
的
と
解
す
る
必
要
は
毛
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頭
な
い
（
倉
沢
「
営
利
社
団
法
人
の
意
義
」
法
学
研
究
四
四
巻
三
号
一
二

一
頁
も
「
利
益
の
社
員
へ
の
分
配
と
商
行
為
の
営
業
を
目
的
と
す
る
社
団

と
い
う
こ
と
と
は
、
む
し
ろ
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
事
柄
で
あ
る
」
と
さ
れ

る
）
。
社
員
へ
の
利
益
分
配
は
、
会
社
自
身
の
利
益
獲
得
に
次
ぐ
、
別
の

段
階
の
事
項
で
あ
り
、
そ
の
利
益
を
ど
の
よ
う
に
使
用
す
る
か
は
、
利
益

を
あ
げ
た
会
社
自
身
が
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
、

株
式
会
社
と
い
う
法
人
で
は
、
会
社
自
身
が
、
社
員
の
有
す
る
営
利
意
思

に
充
分
な
配
慮
を
す
る
結
果
、
し
か
る
べ
き
利
益
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
株

主
へ
分
配
す
る
と
い
う
第
二
段
階
目
の
選
択
を
す
る
の
が
通
例
と
い
う
に

す
ぎ
な
い
。

　
右
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
株
式
会
社
が
利
益
配
当
を
長
期
に
、
あ
る
い

は
．
場
合
に
よ
っ
て
は
永
久
に
し
な
い
こ
と
自
体
は
．
公
序
に
反
す
る
わ

け
で
も
な
く
、
ま
た
、
強
行
法
に
反
す
る
わ
け
で
も
な
い
と
解
さ
れ
る
。

社
員
へ
の
利
益
分
配
を
社
団
の
営
利
目
的
の
観
念
上
の
内
容
と
考
え
る
か

ら
、
株
式
会
社
は
利
益
配
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
強
行
法
で
あ
る
旨
の
通

説
の
誤
解
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
判
旨
第
一
点
に
よ
れ
ば
、
未
処
分
利
益

を
長
期
問
に
わ
た
っ
て
分
配
せ
ず
．
「
配
当
政
策
決
定
の
合
理
的
な
限
度

を
著
し
く
超
え
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
特
別
の
事
情
」
が
存
す
る

場
合
、
違
法
の
間
題
が
生
ず
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
合
理
的
な

範
囲
を
超
え
る
長
期
間
の
利
益
配
当
制
限
を
違
法
と
解
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
帰
結
は
、
株
式
会
社
に
お
い
て
、
利
益
配
当
が
最
終
的
に
は
強
行

法
的
に
保
証
さ
れ
て
い
る
と
の
誤
解
に
基
づ
く
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
従

っ
て
、
判
旨
第
一
点
の
こ
の
部
分
の
理
由
づ
け
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

　
な
お
、
通
説
に
よ
れ
ぽ
、
現
行
法
上
は
と
も
か
く
と
し
て
、
理
論
的
に

も
外
国
に
そ
の
例
を
み
る
営
利
財
団
な
る
も
の
は
存
在
し
得
な
く
な
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
営
利
財
団
に
は
社
員
が
存
在
し
な
く
、
社
員
へ
の
利
益
分

配
は
観
念
的
に
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
私
見
に
よ
れ
ぽ
、
無

配
当
が
永
久
的
に
続
ぎ
．
会
社
自
身
に
利
益
が
蓄
積
さ
れ
て
も
、
現
行
商

法
の
規
制
か
ら
は
、
そ
の
利
益
は
会
社
自
身
の
た
め
に
、
つ
ま
り
、
会
社

の
定
款
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
会
社
が
獲
得
し

た
利
益
を
定
款
改
正
あ
る
い
は
総
会
決
議
に
基
づ
い
て
．
福
祉
目
的
の
た

め
に
外
部
へ
全
部
を
寄
付
す
る
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
現
行
商
法
は
、
営
利
・
公
益
社
団
た
る
会
社
を
認
め
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。

二
　
判
旨
に
よ
れ
ば
．
結
論
的
に
本
件
無
配
決
議
は
適
法
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
〇
年
に
わ
た
り
三
割
配
当
を
続
け
た
会
社
が
、
配
当
可
能
利

益
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
急
に
無
配
当
と
な
り
、
そ
の
一
方
で
役
員

賞
与
を
三
倍
、
三
・
六
倍
と
増
額
す
る
こ
と
に
は
不
自
然
さ
が
あ
る
。
経

営
お
よ
び
財
務
内
容
の
安
定
を
図
る
た
め
に
、
し
か
る
べ
き
配
当
可
能
利

益
が
あ
り
な
が
ら
無
配
当
に
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
役
員
賞
与
の
ほ
う
は
、

掘
え
置
き
か
、
あ
る
い
は
、
減
額
と
い
う
の
が
物
事
の
道
理
あ
る
い
は
釣

り
合
い
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
役
員
賞
与
も
、
株
主
へ
の
配
当

も
、
物
的
会
社
に
と
っ
て
は
、
会
社
の
保
有
す
る
責
任
財
産
か
ら
の
社
外

流
出
で
あ
る
が
．
そ
の
社
外
流
出
阻
止
の
第
一
の
方
策
が
無
配
決
議
で
あ

り
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
役
員
賞
与
が
、
三
倍
、
三
・
六
倍
と
い
う
の
で

は
、
株
主
軽
視
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
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確
か
に
、
株
式
会
社
に
は
、
配
当
政
策
に
つ
い
て
、
自
由
裁
量
権
が
あ

り
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
無
配
を
永
久
的
に
決
議
し
続
け
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
、
一
〇
年
間
続
い
た
配
当
政
策
を
役
員
に
利
益
．
株
主
に

不
利
益
な
方
向
で
変
更
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
合
理
的
理
由
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
旨
は
、
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
お
よ
び
財
務
内

容
の
安
定
を
図
る
た
め
合
理
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
会
社

自
身
の
都
合
で
あ
り
、
何
故
に
株
主
が
無
配
を
甘
受
し
、
役
員
が
三
倍
、

三
・
六
倍
の
賞
与
を
享
受
し
得
る
こ
と
に
な
る
か
の
合
理
的
理
由
に
つ
い

て
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
本
件
決
議
は
、
利
益
配
当

を
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
会
社
に
与
え
ら
れ
た
裁
量
権
の
濫
用
が
あ
り
、

民
法
一
条
に
基
づ
き
、
本
件
決
議
は
、
権
利
濫
用
の
た
め
違
法
と
解
さ
れ

る
。
本
件
判
旨
は
、
被
告
Y
株
式
会
社
代
表
取
締
役
A
と
Y
会
社
の
発
行

済
株
式
の
一
七
・
三
パ
1
セ
ン
ト
を
所
有
す
る
場
が
夫
婦
で
あ
り
、
そ
し

て
、
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
と
認
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

そ
の
観
点
か
ら
権
利
濫
用
を
理
由
づ
け
ら
れ
な
い
。
会
社
の
裁
量
権
濫
用

の
理
由
づ
け
と
し
て
、
一
〇
年
間
続
い
た
配
当
政
策
を
合
理
的
な
理
由
を

明
示
し
な
い
で
、
役
員
有
利
、
株
主
不
利
と
変
更
し
た
こ
と
に
も
と
め
て

も
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
並
木
・
本
件
評
釈
・
金
融
・
商

事
判
例
八
〇
九
号
四
二
頁
以
下
は
判
旨
結
論
賛
成
）
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
五
年
六
月
二
一
日
稿
）
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