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●「総務のマニュアル」本文に関するご意見・ご要望・お問い合わせは、編集部までご連絡ください。
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●バックナンバーの詳しい内容は、下記のホームページでご覧になれます。
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2006年に施行された会社法は機関設計や取締役会、
株式の譲渡など、総務の業務に深くかかわるものですが、
項目が多岐にわたり、また相互の関係性が複雑なため、
実はよくわからない、という担当者の方も多いと思われます。
今回は会社法について絶対に知っておきたい項目を整理し、
さらに今回の改正において特に中小企業に
関係のある項目について解説します。
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会社法の基礎
総務担当者が知っておきたい
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二
〇
〇
五
年
に
会
社
法
が
成
立
す
る
以

前
、
会
社
に
関
す
る
決
ま
り
は
、「
商
法
」
や

「
有
限
会
社
法
」、「
株
式
会
社
の
監
査
等
に

関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
な

ど
、
各
所
に
分
散
し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
商
法
は
明
治
時
代
、
有
限
会
社
法

も
一
九
三
八
年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
カ

タ
カ
ナ
文
語
体
で
書
か
れ
た
難
し
い
も
の
で

し
た
。
会
社
法
で
は
こ
れ
ら
の
点
を
改
め
、

会
社
に
関
す
る
法
律
を
一
本
化
し
、記
載
も
、

ひ
ら
が
な
口
語
体
の
読
み
や
す
い
も
の
に
し

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
会
社
法
制
定
で
変
わ
っ
た
こ
と

は
、
形
式
面
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
前

の
商
法
で
は
、
そ
の
規
定
の
た
め
に
諸
外
国

で
で
き
る
こ
と
が
日
本
で
は
で
き
な
い
、
と

い
っ
た
場
面
が
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
国
際
競
争
力
を
高
め
る
目
的
も
あ
り
、
で

き
る
限
り
規
制
緩
和
を
進
め
る
方
向
で
実
質

的
な
改
正
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。
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会
社
法
は
、
実
は
制
定
さ
れ
た
時
点
で
次

の
附
帯
決
議
（
法
律
案
が
国
会
で
可
決
さ
れ

る
際
に
、
意
見
や
改
善
案
な
ど
を
表
明
し
て

お
く
も
の
。
拘
束
力
は
な
い
）
が
さ
れ
て
い

ま
し
た（
＊
１
）。

2005年に成立した会社法は、当時の社会情勢を受け、
極限まで規制緩和を推し進めたものでした。

2014年の改正では、その規制緩和に対する揺り戻しがあったと見られており、
一方で、その内容は当時の政権交代の影響を受けています。
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「会社法」制定から
2014年改正まで

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ

き
で
あ
る
。

八

　企
業
再
編
の
自
由
化
及
び
規
制
緩

和
に
伴
い
、
企
業
グ
ル
ー
プ
や
親
子
会

社
な
ど
企
業
結
合
を
利
用
し
た
事
業
展

開
が
広
く
利
用
さ
れ
る
中
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
会
社
の
ג
ओ
ͦ
の
ଞ
の
ར

ؔ


ऀ
の
ར
ӹ
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
、

ใ
։
ࣔ
制

の
Ұ

の
ॆ
࣮

を
図
る
ほ
か
、
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Δ
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の
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͋
Γ
ํ

、
い
わ

ゆ
る
ا
ۀ
݁
߹
๏
制
に
つ
い
て
、
検
討

を
行
う
こ
と
。

　

こ
れ
を
受
け
て
関
係
各
所
は
、
制
定
直
後

か
ら
、コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化

な
ど
を
求
め
る
提
言
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
二
〇
〇
九
年
八
月
の
衆
議
院

議
員
選
挙
で
、
政
権
が
自
民
党
か
ら
民
主
党

へ
と
移
り
ま
し
た
。
民
主
党
政
権
下
で
は
、

会
社
法
案
の
中
に
監
査
役
の
一
部
を
労
働
者

の
代
表
か
ら
選
ぶ
と
い
う
項
目
を
入
れ
る
こ

と
が
検
討
さ
れ
、
大
き
な
議
論
を
呼
び
ま
し

た
が
、
最
終
的
に
は
当
時
の
法
務
大
臣
に
よ

り
、次
の
よ
う
な
諮
問
が
な
さ
れ
ま
し
た
（
＊

２
）。千

葉
景
子
法
務
大
臣
の
発
言
「
会
社
法

制
に
つ
い
て
、
会
社
が
社
会
的
、
経
済

的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ

と
に
照
ら
し
て
ձ
ࣾ
Λ
औ
Γ
ר
͘
෯


͍
ར

ؔ

ऀ
か
ら
の
一
層
の
信
頼
を

確
保
す
る
観
点
か
ら
、
ا
ۀ
౷
࣏
の
ࡏ

Γ
ํ


ࢠ
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ʹ
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Δ
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等

を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
、
そ
の
要
綱
を
示
さ
れ
た
い
」

　

二
〇
〇
五
年
の
附
帯
決
議
で
は
、「
利
害

関
係
者
」
の
代
表
例
と
し
て
「
株
主
」
が
掲

げ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
諮
問
で
は
「
株
主
」

の
文
言
は
削
ら
れ
て
「
会
社
を
取
り
巻
く
幅

広
い
利
害
関
係
者
」
と
さ
れ
ま
し
た
。
一
方

で
、「
幅
広
い
利
害
関
係
者
」
と
記
載
し
つ

つ
も
「
従
業
員
」
と
は
明
示
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
民
主
党
政
権
に
配
慮
し
な
が
ら
も

「
従
業
員
の
利
益
を
は
か
る
こ
と
を
会
社
法

の
目
的
と
す
る
」
と
い
う
議
論
に
な
ら
な
い

よ
う
に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
新
た
に
「
企
業
統
治
の
在
り
方
」

と
い
う
文
言
も
明
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
多
方
面
の
関
係
者
に
よ

る
法
制
審
議
会
会
社
法
制
部
会
が
設
置
さ

れ
、
約
二
年
半
を
か
け
て
会
社
法
の
改
正
内

容
に
つ
い
て
審
議
が
な
さ
れ
ま
し
た
。途
中
、

二
〇
一
二
年
九
月
の
自
民
党
の
政
権
復
帰
や

大
規
模
な
企
業
不
祥
事
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ

ら
も
審
議
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
結
局
、
二
〇
〇
五
年
に
極
限
ま
で

規
制
緩
和
を
し
た
会
社
法
の
内
容
に
つ
い
て
、

二
〇
一
四
年
の
改
正
で
は
規
制
を
か
け
る
方

向
へ
の
揺
り
戻
し
が
な
さ
れ
た
の
で
す
。

ʢˎ̍ ʣ20055݄17ऺٞӃ๏ҕһձʹΑΔձࣾ๏੍ఆ࣌ͷෟଳܾٞ�ʢ20056݄28ٞࢀӃ๏ҕһձಉ͡ʣ
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ら
ず
、
こ
れ
ら
の
機
関
を
置
き
た
く
な
い
場

合
は
有
限
会
社
な
ど
に
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
会
社
法
で
は
、「
定

款
自
治
」
の
概
念
を
取
り
入
れ
、
株
式
会
社

で
も
旧
有
限
会
社
と
同
様
の
機
関
設
計
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
ま
た
大
会
社
で
も

一
定
の
タ
イ
プ
の
会
社
は
取
締
役
会
や
監
査

役
会
を
設
け
な
い
形
が
許
さ
れ
た
り
と
、
大

幅
な
自
由
化
が
は
か
ら
れ
ま
し
た
。

　

と
は
い
っ
て
も
以
下
の
よ
う
に
、
一
定
の

決
ま
り
は
あ
り
ま
す
。

●    

株
主
総
会
と
取
締
役
は
必
ず
設
置
す
る
。

●    

譲
渡
制
限
会
社
（
株
主
が
株
式
を
譲
渡
す    

　る
に
は
取
締
役
会
の
承
認
が
必
要
と
な
る

　会
社
）
以
外
の
会
社
は
、
取
締
役
会
を
設

　置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●    

取
締
役
会
を
設
置
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を

　チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
関
を
置
く
。
具
体
的
に

　は
監
査
役
、監
査
役
会
、委
員
会
、ま
た
は

　一
定
の
要
件
の
下
で
会
計
参
与
で
あ
る
。

●    

大
会
社
に
は
、
会
計
監
査
人
を
設
置
し
な

　け
れ
ば
な
ら
な
い

　等

　

家
族
経
営
か
ら
上
場
企
業
ま
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
企
業
の
特
色
に
合
っ
た
機
関
設
計
を
可

能
に
す
る
こ
と
が
、
会
社
法
制
定
の
目
的
で

も
あ
り
ま
し
た
。

˙�

Ͳ
͏
ػ
ؔ
ઃ
ܭ
͢
Δ
͔

　

取
締
役
の
働
き
方
や
株
式
の
流
動
性
、
会

社
の
規
模
と
い
う
視
点
か
ら
、
機
関
設
計
の

在
り
方
を
考
え
て
み
ま
す
。

れ
が
、「
監
査
役
」「
監
査
役
会
」「
会
計
監

査
人
」「
会
計
参
与
」
と
い
う
制
度
で
す
。

ᶃ

ࠪ


　

わ
が
国
で
は
も
っ
と
も
用
い
ら
れ
て
い
る

チ
ェ
ッ
ク
機
関
で
す
。
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ

を
は
じ
め
と
す
る
諸
外
国
の
投
資
家
に
は
わ

か
り
づ
ら
い
と
い
う
批
判
も
あ
り
ま
す
。
な

お
、
監
査
役
が
三
人
以
上
い
る
場
合
は
「
監

査
役
会
」
を
置
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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会
計
に
特
化
し
た
監
査
を
行
う
者
で
す
。

公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
の
み
が
、
な

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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二
〇
〇
五
年
の
会
社
法
制
定
で
初
め
て
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
会
計
参
与
に
な
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
公
認
会
計
士
、
監
査
法
人
、
税

理
士
、
税
理
士
法
人
の
み
で
、
取
締
役
と
共

同
で
計
算
書
類
を
作
成
す
る
職
務
を
担
い
ま

す
。

　

以
上
、「
株
主
総
会
」「
取
締
役
」「
取
締

役
会
」「
監
査
役
」「
監
査
役
会
」「
会
計
参

与
」
な
ど
が
会
社
の
機
関
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。「
会
計
監
査
人
」
は
、
厳
密
に
は

会
社
の
「
機
関
」
で
は
な
い
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
併
せ
て
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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会
社
法
制
定
以
前
は
、
株
式
会
社
は
必
ず

取
締
役
会
や
監
査
役
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
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二
〇
〇
五
年
に
成
立
し
た
会
社
法
の
目
玉

の
一
つ
は
、
会
社
の
機
関
を
非
常
に
柔
軟
に

設
計
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
た
。

　

会
社
の
「
機
関
」
に
は
、
ま
ず
「
株
主
総

会
」が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
株
主
と
は
、

会
社
に
出
資
を
し
た
者
で
、
い
わ
ば
会
社
の

所
有
者
で
す
。
た
だ
し
株
主
が
複
数
い
る
場

合
、
意
思
決
定
の
際
に
誰
の
意
思
を
尊
重
す

る
の
か
を
決
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

意
思
決
定
を
行
う
場
が
「
株
主
総
会
」
で
す
。

ま
た
、株
主
は
会
社
の
所
有
者
で
あ
っ
て
も
、

会
社
の
運
営
に
秀
で
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
経
営
に
つ
い
て
は
得
意
な
人
に
任
せ
る

の
が
合
理
的
で
あ
り
、
そ
こ
で
経
営
を
「
取

締
役
」
に
委
任
し
ま
す
。
取
締
役
が
三
人
以

上
い
る
場
合
は
、「
取
締
役
会
」
が
設
置
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
取
締
役
会

は
、
業
務
執
行
の
意
思
決
定
を
す
る
だ
け
で

な
く
、
各
取
締
役
の
業
務
執
行
を
監
督
す
る

役
目
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
株
主
は
「
取
締
役
」「
取

締
役
会
」
な
ど
の
機
関
に
経
営
を
任
せ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
経
営
陣
が
勝
手
な
こ
と

を
し
て
、
会
社
の
利
益
を
毀
損
す
る
よ
う
な

こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
会
社
法
は
い
く
つ
か

の
チ
ェ
ッ
ク
機
関
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
そ

会社法は、株式会社に関するさまざまな規定が幅広く定められており、
すべてを端的に網羅することはなかなか困難です。
そこでここでは、2005年に整理された点を中心に、

特に中小企業にとって重要な点をピックアップして説明します。
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を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
、
そ
の
要
綱
を
示
さ
れ
た
い
」

　

二
〇
〇
五
年
の
附
帯
決
議
で
は
、「
利
害

関
係
者
」
の
代
表
例
と
し
て
「
株
主
」
が
掲

げ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
諮
問
で
は
「
株
主
」

の
文
言
は
削
ら
れ
て
「
会
社
を
取
り
巻
く
幅

広
い
利
害
関
係
者
」
と
さ
れ
ま
し
た
。
一
方

で
、「
幅
広
い
利
害
関
係
者
」
と
記
載
し
つ

つ
も
「
従
業
員
」
と
は
明
示
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
民
主
党
政
権
に
配
慮
し
な
が
ら
も

「
従
業
員
の
利
益
を
は
か
る
こ
と
を
会
社
法

の
目
的
と
す
る
」
と
い
う
議
論
に
な
ら
な
い

よ
う
に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
新
た
に
「
企
業
統
治
の
在
り
方
」

と
い
う
文
言
も
明
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
多
方
面
の
関
係
者
に
よ

る
法
制
審
議
会
会
社
法
制
部
会
が
設
置
さ

れ
、
約
二
年
半
を
か
け
て
会
社
法
の
改
正
内

容
に
つ
い
て
審
議
が
な
さ
れ
ま
し
た
。途
中
、

二
〇
一
二
年
九
月
の
自
民
党
の
政
権
復
帰
や

大
規
模
な
企
業
不
祥
事
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ

ら
も
審
議
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
結
局
、
二
〇
〇
五
年
に
極
限
ま
で

規
制
緩
和
を
し
た
会
社
法
の
内
容
に
つ
い
て
、

二
〇
一
四
年
の
改
正
で
は
規
制
を
か
け
る
方

向
へ
の
揺
り
戻
し
が
な
さ
れ
た
の
で
す
。
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設
置
す
る
必
要
が
な
く
、
そ
の
場
合
に
は
経

営
の
チ
ェ
ッ
ク
機
関
と
し
て
監
査
役
を
置
く

必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
そ
う
で
な
い
公
開
会
社
は
、
必
ず

取
締
役
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
取
締
役
会
を
設
置
す
る
公
開
会
社
は
、

委
員
会
設
置
会
社
で
な
い
限
り
、
監
査
役
を

置
く
必
要
が
あ
り
ま
す
（
委
員
会
設
置
会
社

に
つ
い
て
は
後
述
）。
株
式
が
自
由
に
譲
渡

さ
れ
る
環
境
に
あ
る
以
上
、
株
主
を
保
護
す

る
た
め
に
一
定
レ
ベ
ル
以
上
の
監
視
機
能
が

必
要
と
い
う
考
え
で
す
。

ᶅ
ձ
ࣾ
の
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会
社
法
上
、
資
本
金
が
五
億
円
以
上
あ
る

か
、
ま
た
は
負
債
額
が
二
〇
〇
億
円
以
上
あ

る
会
社
は
「
大
会
社
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

会
社
の
規
模
も
、
機
関
設
計
に
影
響
を
与

え
ま
す
。
た
と
え
ば
「
大
会
社
」
は
会
計
監

査
人
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
規

模
の
大
き
い
会
社
の
計
算
に
は
、
プ
ロ
の
目

に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
ま
た
大
会
社
で
、
か
つ
公
開
会
社
で
あ

れ
ば
、
委
員
会
設
置
会
社
で
な
い
限
り
、
監

査
役
会
も
置
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
会
社
法
は
実
に
さ
ま
ざ

ま
な
機
関
設
計
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
具
体

例
は﹇
コ
ラ
ム
❶
﹈を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

˙̇�

ג
ࣜ
の
ਐ
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会
社
法
で
は
、
種
類
株
式
の
利
用
拡
大
、
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会
社
法
上
、
取
締
役
は
一
人
以
上
で
あ
れ

ば
、何
人
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し「
取

締
役
会
」
を
設
置
す
る
場
合
は
、
取
締
役
が

三
人
以
上
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
取
締
役
会
を
設
置
す
る
か
ど
う
か

で
、
株
主
の
関
与
の
程
度
が
変
わ
り
ま
す
。

取
締
役
会
を
設
置
す
る
会
社
で
は
、
基
本
的

な
業
務
執
行
の
方
針
を
取
締
役
会
が
決
め
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
、
取
締
役
会
を
置
か
な
い

場
合
、
株
主
総
会
が
ほ
と
ん
ど
万
能
の
機
関

と
な
り
ま
す
。
何
で
も
株
主
が
決
め
て
し
ま

う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
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連
日
株
価
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
上
場
会
社

の
株
式
は
、
会
社
か
ら
承
認
な
ど
を
受
け
る

自
己
株
式
の
取
得
の
容
易
化
、株
券
の
廃
止
、

社
債
発
行
の
柔
軟
化
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
株
式

制
度
の
拡
充
が
な
さ
れ
ま
し
た
。こ
こ
で
は
、

株
式
の
う
ち
「
種
類
株
式
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス

し
ま
す
。

˙�

छ
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そ
も
そ
も
「
株
式
」
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な

権
利
が
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

基
本
的
に
株
主
は
株
主
総
会
で
会
社
が
提
案

す
る
議
案
に
対
し
て
、「
議
決
権
」
を
行
使

で
き
ま
す
。
ま
た
、「
配
当
」
を
受
け
取
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

種
類
株
式
で
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
に
つ
い

て
、
異
な
る
種
類
の
株
式
を
作
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
株
主
の
中
に
は
会

社
の
経
営
に
興
味
が
な
く
、
配
当
が
受
け
取

れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

半
面
、
出
資
は
し
て
ほ
し
い
が
経
営
に
口
を

出
し
て
ほ
し
く
な
い
会
社
も
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
場
合
に
、「
配
当
」
の
権
利
は
そ

の
ま
ま
で
「
議
決
権
」
だ
け
を
制
限
す
る
株

式
「
議
決
権
制
限
株
式
」
を
用
い
れ
ば
、
双

方
に
と
っ
て
利
益
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
株
式
を
発
行
す
る

こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
株
主
を
迎
え
入
れ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

事
業
承
継
に
有
効
に
使
う
こ
と
も
可
能
で
す

﹇
コ
ラ
ム
❷
﹈。

　

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
種
類
株
式

が
あ
る
か
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

SOUMU no MANUAL

必
要
な
く
、
自
由
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
上
場
会
社
は
株
主

を
ほ
と
ん
ど
選
べ
な
い
の
で
す
。

　

他
方
、
同
じ
株
式
会
社
で
も
、
家
族
経
営

や
小
規
模
な
会
社
な
ど
、
そ
う
簡
単
に
株
主

が
代
わ
っ
て
し
ま
っ
て
は
困
る
会
社
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、株
式
に「
譲

渡
制
限
」
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
譲

渡
制
限
が
付
せ
ら
れ
た
株
式
を
誰
か
に
譲
渡

す
る
際
に
は
会
社
の
承
認
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
会
社
の
閉
鎖
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

　

株
式
に
譲
渡
制
限
が
付
い
て
い
る
か
否
か

に
よ
っ
て
、
機
関
設
計
の
在
り
方
も
変
わ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、
す
べ
て
の
株
式
に
譲
渡

制
限
が
付
い
て
い
る
会
社
は
、
取
締
役
会
を

　ຊจதͰड़ͨ௨Γɺձࣾ๏ɺձ͕ࣾެ։
ձ͔ࣾ൱͔ɺ͋Δ͍େձ͔ࣾ൱͔Ͱؔػઃܭ
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ࣾʯ͕ɺͬͱࣗ༝ʹؔػΛઃ͢ܭΔ͜ͱ͕
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株
主
は
会
社
か
ら「
配
当
」や
、会
社
が
解

散
し
た
と
き
に
は
残
っ
た
財
産
（
＝
残
余
財

産
）の
分
配
を
受
け
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。こ

れ
ら
の
金
銭
的
な
権
利
に
つ
い
て
、
優
先
的

に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
、ま
た
は
逆
に
後

回
し
に
な
る
株
式
な
ど
を
発
行
で
き
ま
す
。

ᶄ
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一
定
の
事
項
に
つ
い
て
、
株
主
の
議
決
権

の
行
使
を
制
限
で
き
ま
す
。

ᶅ
ৡ
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株
式
は
、
原
則
と
し
て
自
由
に
譲
渡
で
き

ま
す
。
し
か
し
小
規
模
な
会
社
な
ど
、
見
ず

知
ら
ず
の
人
が
株
主
に
な
っ
て
は
困
る
会
社

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
っ
た
場
合
は
、

株
式
に
「
譲
渡
制
限
」
を
付
け
ま
す
。
株
主

が
他
者
に
株
式
を
譲
渡
す
る
に
は
、
取
締
役

会
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
定
め
て
お
く
の

で
す
。
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株
主
総
会
の
特
別
決
議
さ
え
あ
れ
ば
、
そ

の
種
類
の
す
べ
て
の
株
式
を
会
社
が
取
得
で

き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
す
。

　

も
と
も
と
は
会
社
が
債
務
超
過
に
陥
っ
た

場
合
の
一
〇
〇
％
減
資
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る

趣
旨
で
創
設
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
少
数
株

主
の
締
め
出
し
（
ス
ク
イ
ー
ズ
・
ア
ウ
ト
）

に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
一
四
年

の
改
正
で
は
、
そ
の
よ
う
な
実
務
に
対
応
し

て
制
度
の
整
備
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
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こ
れ
は
、
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
、
当
該

種
類
株
式
の
株
主
の
決
議
を
必
要
と
す
る
と

い
う
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
ナ
ー
社

長
が
引
退
を
す
る
際
に
、「
株
式
は
長
男
に

譲
っ
て
経
営
も
任
せ
た
い
が
、
古
参
の
役
員

が
不
当
に
辞
め
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
だ

け
は
避
け
た
い
」と
考
え
て
い
る
と
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
場
合
、
普
通
株
式
の
大
半
は
長

男
に
譲
渡
し
て
お
い
て
、
自
分
は
、
持
ち
株

割
合
自
体
は
低
い
、
役
員
の
選
解
任
に
つ
い

て
拒
否
権
の
付
い
た
種
類
株
式
を
保
有
し
て

お
け
ば
、
長
男
が
勝
手
な
役
員
人
事
を
し
た

と
き
に
拒
否
権
を
発
動
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
以
外
に
も
、
会
社
法
上
は
取
得
請

求
権
付
株
式
、
取
得
条
項
付
株
式
、
種
類
株

主
総
会
に
よ
り
取
締
役
・
監
査
役
を
選
任
で

き
る
株
式
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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会
社
の
「
計
算
」
と
は
、
会
社
の
お
金
の

流
れ
を
ど
の
よ
う
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
か
と
い

う
問
題
で
す
。

　

会
社
の
持
つ
お
金
を
め
ぐ
っ
て
は
、株
主
、

投
資
家
、
債
権
者
、
役
員
、
従
業
員
な
ど
、

多
く
の
利
害
関
係
人
が
登
場
し
ま
す
。
一
部

の
利
害
関
係
人
だ
け
が
不
当
に
利
益
を
得
た

り
、
逆
に
不
利
益
を
被
っ
た
り
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
会
社
法
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を

凝
ら
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
、
会
社
法
制
定
前
か
ら
存
在
し
た

規
定
も
含
め
て
「
計
算
」
の
内
容
を
検
討
し

て
み
ま
し
ょ
う
。
計
算
の
中
で
も
重
要
な
の

は
、
剰
余
金
の
配
当
と
、
計
算
書
類
、
お
よ

び
決
算
の
手
続
き
で
す
。

˙�
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株
式
会
社
が
利
益
を
上
げ
た
と
き
に
は
、

そ
の
利
益
を
株
主
に
還
元
し
ま
す
が
、
そ
の

還
元
方
法
の
一
つ
が
配
当
で
す
。会
社
法
は
、

こ
の
剰
余
金
の
配
当
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

手
続
き
を
定
め
て
い
ま
す
。
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配
当
を
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
そ
の

都
度
、
配
当
の
額
な
ど
に
つ
い
て
株
主
総
会
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害
関
係
者
が
多
く
、
適
切
な
計
算
書
類
の
開

示
が
強
く
求
め
ら
れ
る
会
社
も
あ
れ
ば
、
そ

れ
よ
り
も
費
用
負
担
能
力
を
考
慮
し
て
手
続

き
を
合
理
化
す
べ
き
会
社
も
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
会
社
法
は
、
会
社
の
機
関
設
計
に
よ
っ

て
手
続
き
の
内
容
を
変
え
て
い
ま
す
。

ᶃ
作

の
ख
ଓ
͖

　

計
算
書
類
作
成
の
手
続
き
は
、
会
計
参
与

が
い
る
か
ど
う
か
で
異
な
り
ま
す
。

　

会
計
参
与
が
い
な
い
場
合
、
代
表
取
締
役

が
計
算
書
類
を
作
成
し
ま
す
。
会
計
参
与
が

い
る
場
合
、
代
表
取
締
役
は
、
会
計
参
与
と

共
同
で
計
算
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

ᶄ

ࠪ
の
ख
ଓ
͖

　

会
社
に
監
査
役
が
い
る
場
合
、
計
算
書
類

は
、
監
査
役
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
監
査
役
は
、
計
算
書
類
に
つ
い
て

監
査
報
告
と
い
う
書
類
を
作
成
し
、
意
見
を

記
載
し
ま
す
。

　

ま
た
会
計
監
査
人
が
い
る
場
合
は
、
会
計

監
査
人
の
監
査
も
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
会
計
監
査
人
も
ま
た
、
計
算
書
類
に
つ

い
て
会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
、
意
見
を
記

載
し
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
「
無
限
定
適

正
意
見
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
、
当
該
会
社
の
財
務
状
況
を

「
す
べ
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示

し
て
い
る
」と
し
て
い
る
意
見
の
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
取
締
役
会
設
置
会
社
の
計
算
書
類

は
、
か
か
る
監
査
を
受
け
た
あ
と
に
取
締
役

会
の
承
認
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ᶅ
ג
ओ

の
ఏ
ڙ

　

取
締
役
会
設
置
会
社
の
場
合
は
、
定
時
株

主
総
会
の
招
集
通
知
を
送
付
す
る
に
当
た

り
、
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
た
計
算
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ᶆ
ܭ
ࢉ
ॻ
ྨ
の
උ
͑
ஔ
͖

　

取
締
役
会
の
設
置
・
非
設
置
に
か
か
わ
ら

ず
、
株
式
会
社
は
計
算
書
類
等
を
本
店
・
支

店
に
備
え
置
き
、
株
主
の
閲
覧
に
供
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
期
は
、
取
締
役

会
設
置
会
社
で
あ
れ
ば
定
時
株
主
総
会
の
二

週
間
前
か
ら
、
非
設
置
会
社
で
あ
れ
ば
一
週

間
前
の
日
か
ら
で
す
。そ
し
て
こ
の
日
か
ら
、

本
店
は
五
年
間
、
支
店
は
三
年
間
備
え
置
き

ま
す
。

ᶇ
ঝ
ೝ

　

会
計
監
査
人
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
会
社

は
、
計
算
書
類
を
株
主
総
会
に
提
出
の
上
、

株
主
の
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
定
時
株
主
総
会
が
終
了
し
た
ら
、
遅

滞
な
く
承
認
を
得
た
計
算
書
類
の
貸
借
対
照

表
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

他
方
、
会
計
監
査
人
が
設
置
さ
れ
て
い
る

会
社
で
は
、
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
株
主
総

会
の
承
認
ま
で
は
不
要
と
さ
れ
、
報
告
を
す

れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

会
計
監
査
人
の
監
査
に
一
定
の
信
用
を
置
く

た
め
で
す
。
そ
し
て
総
会
の
あ
と
は
、
原
則

と
し
て
、
遅
滞
な
く
貸
借
対
照
表
、
ま
た
は

そ
の
要
旨
を
公
告
し
ま
す
。

で
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
取
締
役
会
設
置
会
社
で
あ
れ
ば
、
定
款

に
定
め
て
お
く
こ
と
で
、
年
に
一
回
だ
け
、

取
締
役
会
の
決
議
で
配
当
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
（
中
間
配
当
）。

　

ま
た
、
会
計
監
査
人
が
い
る
会
社
で
、
監

査
役
会
ま
た
は
委
員
会
（
監
査
等
委
員
会
・

指
名
委
員
会
等
）
を
設
置
し
て
お
り
、
か
つ

取
締
役
の
任
期
が
一
年
を
超
え
な
い
場
合

は
、
定
款
で
定
め
る
こ
と
で
、
年
に
二
回
以

上
で
あ
っ
て
も
、
取
締
役
会
が
配
当
の
金
額

な
ど
を
定
め
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
こ
れ
だ

け
し
っ
か
り
と
し
た
チ
ェ
ッ
ク
機
関
が
あ
る

場
合
は
、
配
当
に
つ
い
て
取
締
役
会
に
任
せ

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
趣
旨
で
す
。

ᶄ
͍
ͭ


͢
Δ
͔
ʁ

　

会
社
法
制
定
以
前
は
、
配
当
は
年
に
一
度

が
原
則
で
あ
り
、
一
定
の
場
合
に
中
間
配
当

も
で
き
る
、と
い
う
だ
け
で
し
た
。
で
す
が
、

回
数
を
限
定
す
る
合
理
性
も
乏
し
い
と
の
指

摘
が
あ
り
、
会
社
法
で
は
、
特
に
回
数
の
制

限
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
米
国
な
ど

で
行
わ
れ
る
四
半
期
配
当
と
い
っ
た
方
法
も

可
能
で
す
。

ᶅ
͍
͘
Β


͢
Δ
͔
ʁ

　

株
主
へ
の
利
益
還
元
と
い
っ
て
も
、
無
制

限
に
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
配
当

を
払
い
過
ぎ
て
資
金
繰
り
に
窮
し
て
も
困
り

ま
す
し
、
社
内
留
保
も
必
要
で
す
。
そ
こ
で

会
社
法
は
、
配
当
で
き
る
金
額
の
範
囲
を
規

制
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
分
配
可
能
額
」

と
い
い
ま
す
。

　

分
配
可
能
額
は
、
基
本
的
に
は
、
最
終
事

業
年
度
の
末
日
の
剰
余
金
の
額
か
ら
、
会
社

法
が
定
め
る
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額
と
な

り
ま
す
。「
剰
余
金
」
と
は
、
そ
の
他
資
本
剰

余
金
と
そ
の
他
利
益
剰
余
金
を
指
し
ま
す
。

˙�

ܭ
ࢉ
書
ྨ

　

会
社
法
で
い
う
「
計
算
書
類
」
と
は
、
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変

動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
お
よ
び
そ
れ
ら
の

附
属
明
細
書
を
指
し
ま
す
。
こ
れ
を
作
成
す

る
こ
と
で
、
会
社
の
情
報
を
債
権
者
や
株
主

に
公
開
し
、
情
報
を
提
供
す
る
と
い
う
意
味

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
「
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
」

は
、
会
社
法
制
定
時
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

内
容
は
、
一
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照

表
の
純
資
産
の
部
の
変
動
で
す
。
純
資
産
の

部
の
内
容
は
、
主
に
資
本
金
、
準
備
金
、
剰

余
金
で
、
新
株
の
発
行
や
自
己
株
式
の
取
得

な
ど
に
よ
り
こ
れ
ら
の
数
字
に
変
化
が
あ
っ

た
場
合
、
こ
の
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に

記
載
さ
れ
ま
す
。

˙�

ܾ
ࢉ
ͷ
ख
ଓ
き

　

計
算
書
類
に
つ
い
て
株
主
の
承
認
等
を
受

け
、公
告
を
す
る
手
続
き
が
「
決
算
」
で
す
。

株
式
会
社
は
、
す
べ
か
ら
く
決
算
の
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

ひ
と
く
ち
に
株
式
会
社
と
い
っ
て
も
、
利

SOUMU no MANUAL
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˙̇�


৫
࠶
ฤ
の
ར
༻
ଅ
ਐ

　

組
織
再
編
、
あ
る
い
は
Ｍ
＆
Ａ
は
、
二
〇

〇
五
年
の
会
社
法
制
定
で
促
進
さ
れ
、
二
〇

一
四
年
の
改
正
で
も
整
備
が
さ
れ
て
お
り
、

常
に
時
勢
に
即
し
た
規
定
が
さ
れ
る
よ
う
に

配
慮
さ
れ
て
き
た
分
野
で
す
。
こ
こ
で
は
、

会
社
法
上
ど
の
よ
う
な
定
め
が
あ
る
の
か
概

観
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

˙�

ג
ࣜ
ৡ


　

ま
ず
い
ち
ば
ん
単
純
な
方
法
が
、
株
式
を

売
り
買
い
す
る
こ
と
で
す
。
株
式
を
大
き
な

割
合
で
購
入
す
れ
ば
、
実
質
的
に
会
社
の
支

配
者
が
代
わ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
立
派

な
Ｍ
＆
Ａ
の
手
法
の
一
つ
で
す
。
で
す
が
大

規
模
な
会
社
の
場
合
、
一
人
ひ
と
り
の
株
主

と
買
い
取
り
交
渉
を
す
る
こ
と
は
非
現
実
的

な
た
め
、
公
開
買
い
付
け
と
い
う
手
法
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
公
開
買
い
付

け
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

˙�

߹
ซ

　

合
併
に
は
、
吸
収
合
併
と
新
設
合
併
が
あ

り
ま
す
。
吸
収
合
併
と
は
、
た
と
え
ば
Ｂ
社

が
解
散
し
て
、
Ａ
社
が
Ｂ
社
の
権
利
義
務
を

包
括
的
に
引
き
継
ぎ
ま
す
。
あ
と
に
は
Ａ
社

だ
け
が
残
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
新
設
合

併
は
、
Ａ
社
も
Ｂ
社
も
解
散
し
ま
す
。
そ
し

て
新
し
く
設
立
さ
れ
る
Ｃ
社
が
、
Ａ
社
と
Ｂ

社
の
権
利
義
務
を
丸
々
承
継
し
ま
す
。

　

実
務
で
使
わ
れ
て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が

吸
収
合
併
で
す
。
ま
た
、
合
併
の
よ
う
に
、

会
社
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
す
る

た
め
に
は
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
が
必
要

で
す
。
普
通
決
議
と
特
別
決
議
の
違
い
は
、

﹇
コ
ラ
ム
❸
﹈を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

˙�

ձ
ࣾ

ׂ

　

会
社
分
割
と
は
、
会
社
が
、
そ
の
事
業
の

権
利
義
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
他
の
会
社

に
承
継
さ
せ
る
こ
と
で
す
。会
社
分
割
に
も
、

吸
収
分
割
と
新
設
分
割
が
あ
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
Ａ
社
の
Ｘ
事
業
部
を
既
存
の

Ｂ
社
に
承
継
さ
せ
る
の
は
吸
収
分
割
で
す
。

新
し
く
Ｃ
社
を
設
立
し
て
、
Ｘ
事
業
部
を
Ｃ

社
に
承
継
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
は
、
新
設
分

割
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
は
「
株
式
分

割
」と
は
違
う
概
念
で
す
。
株
式
分
割
と
は
、

一
株
を
複
数
に
分
割
し
て
発
行
済
み
株
式
総

数
を
増
や
す
こ
と
を
い
い
ま
す
。

˙�

ࣄ
ۀ
ৡ


　

会
社
の
一
部
の
事
業
を
他
社
に
移
す
事
業

譲
渡
も
、
Ｍ
＆
Ａ
の
一
種
で
す
。
会
社
分
割

と
似
て
い
ま
す
が
、
会
社
分
割
は
「
包
括
承

継
」
で
あ
る
と
い
う
点
が
異
な
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
Ａ
社
の
Ｘ
事
業
部
で
、
Ｄ
社
か

ら
機
械
を
レ
ン
タ
ル
す
る
契
約
を
締
結
し
て

い
る
と
し
ま
す
。
Ａ
社
が
Ｘ
事
業
部
の
権
利

義
務
を
Ｂ
社
に
事
業
譲
渡
し
た
場
合
、
今
後

は
Ｂ
社
が
Ｄ
社
か
ら
レ
ン
タ
ル
を
す
る
こ
と

CHAPTER 2 会社法の概要
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社
で
あ
る
Ｂ
社
を
、
一
〇
〇
％
子
会
社
に
し

た
い
と
考
え
て
い
る
と
し
ま
す
。

　

Ｂ
社
の
株
式
を
Ａ
社
と
株
式
交
換
す
る

と
、Ｂ
社
の
株
式
を
Ａ
社
が
全
部
取
得
し
て
、

Ａ
社
は
、
Ｂ
社
の
ほ
か
の
株
主
に
対
し
、
Ｂ

社
の
株
式
を
交
付
し
て
も
ら
う
対
価
と
し
て

自
社
株
式
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
Ｂ
社
の
も
と
も
と
の
株
主

は
、
Ｂ
社
の
株
式
を
失
う
代
わ
り
に
Ａ
社
の

株
式
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
Ａ
社
の
株
主
と

な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
Ａ
社
は
Ｂ
社
の
一

〇
〇
％
株
主
＝
一
〇
〇
％
親
会
社
に
な
る
わ

け
で
す
。

　

Ａ
社
が
Ｂ
社
の
一
〇
〇
％
親
会
社
に
な
る

に
は
、
単
に
Ｂ
社
の
ほ
か
の
株
主
か
ら
株
式

に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
契
約
上
の
地

位
を
移
転
す
る
た
め
に
は
、
Ｄ
社
の
個
別
の

承
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
、
会
社
分
割
の
場
合
は
Ｄ
社

の
承
認
が
要
り
ま
せ
ん
。
Ｄ
社
の
意
向
に
か

か
わ
ら
ず
、
機
械
を
レ
ン
タ
ル
す
る
地
位
は

Ｂ
社
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■ 

株
式
交
換

　

株
式
交
換
と
は
、
会
社
が
発
行
し
て
い
る

株
式
の
全
部
を
、
ほ
か
の
会
社
に
取
得
さ
せ

る
こ
と
で
す
。
あ
る
会
社
を
一
〇
〇
％
子
会

社
に
し
た
い
と
き
に
使
わ
れ
ま
す
（
図
表

1
）。

　

た
と
え
ば
、
Ａ
社
が
自
社
の
八
〇
％
子
会

を
買
い
取
る
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
方

法
は
多
額
の
購
入
資
金
が
必
要
で
す
。
株
式

交
換
で
あ
れ
ば
、
現
金
が
な
く
と
も
自
社
株

を
交
付
す
る
こ
と
で
Ｂ
社
の
株
を
入
手
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
株
式
買
い
取
り
の
場
合
は
一
人
で

も
反
対
の
株
主
が
い
る
と
一
〇
〇
％
親
会
社

に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
株
式
交
換

で
あ
れ
ば
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
が
通
り

さ
え
す
れ
ば
、
一
部
に
反
対
の
株
主
が
い
て

も
強
行
で
き
る
の
で
す
。
な
お
、
Ａ
社
が
交

付
す
る
対
価
が
現
金
の
場
合
、
Ｂ
社
の
元
株

主
は
現
金
を
得
て
株
主
の
地
位
を
全
く
失
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を「
ス
ク
イ
ー
ズ・

ア
ウ
ト
」「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト
」
と
い
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｐ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
３
で

説
明
し
ま
す
。

■ 

株
式
移
転

　

株
式
移
転
と
は
、
会
社
が
発
行
し
て
い
る

株
式
の
全
部
を
、
新
た
に
設
立
す
る
会
社
に

取
得
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
株
式
を
取
得
さ
せ

る
会
社
を
新
た
に
設
立
す
る
と
い
う
点
が
、

株
式
交
換
と
の
違
い
で
す（
図
表
2
）。

　

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
を
作
る

と
き
な
ど
に
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
既
存
の
一

社
の
持
ち
株
会
社
を
作
る
だ
け
で
な
く
、
複

数
の
会
社
を
ま
と
め
て
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・

カ
ン
パ
ニ
ー
を
作
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

CHAPTER 2 会社法の概要
SOUMU no MANUAL

株式交換のイメージ

株式移転のイメージ
（複数の会社をホールディング制にする場合）

1

2

対価の例① Ａ社株

Ａ社からＢ社への対価が
Ａ社株の場合：
Ｂ社株主（元）はＡ社株主
になる

対価

Ｂ社株

Ｂ社株

対価：
Ａ社株

対価：
Ａ社株

C社株

Ｂ社株

対価

Ａ社株主 B社株主

B社株主 C社株主

新設する

100％ 100％

80％

対価の例② 現金

Ａ社からＢ社への対価が
現金の場合：
（元）Ｂ社株主はＡ・Ｂい
ずれの株主でもなくなる
（スクイーズ・アウト）

￥ ￥
Ａ社

Ａ社

Ａ社

Ａ社

B社

B社

C社

C社

Ａ社

B社 B社

B社
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コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
係
で
は
、

主
に
①
社
外
取
締
役
の
設
置
、
②
社
外
取
締

役
の
要
件
の
見
直
し
、
③
監
査
等
委
員
会
設

置
会
社
制
度
の
創
設
が
あ
り
ま
し
た
。

ᶃ
ࣾ
֎
औ
క

の
ઃ
ஔ

　

取
締
役
に
は
広
範
囲
な
権
限
が
あ
り
、
こ

れ
を
利
用
し
て
自
己
の
利
益
の
み
を
追
求
し

た
り
、
少
数
株
主
な
ど
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ

ー
の
利
益
を
侵
害
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能

な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
取
締
役
会
が

各
取
締
役
を
監
督
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
構
成
員
が
従
業
員
出
身
で
は
、
や

は
り
監
視
が
甘
く
な
り
が
ち
で
す
。
そ
こ
で

社
外
か
ら
取
締
役
を
呼
び
寄
せ
て
、
経
営
の

内
部
か
ら
適
切
な
監
視
を
行
う
体
制
に
す
べ

き
だ
、
と
い
う
の
が
、
社
外
取
締
役
設
置
の

主
な
趣
旨
で
す
。

　
「
社
外
」
の
人
と
は
い
っ
て
も
取
締
役
で

あ
り
、
経
営
判
断
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
会
社
と
利
害
関
係
の
少
な
い
公
正
な

人
が
経
営
に
参
画
す
る
こ
と
で
、
内
側
か
ら

会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
効
か
せ
る
こ
と
が
で

き
る
た
め
、
非
常
に
有
効
な
存
在
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
に
つ
い

て
、ど
の
よ
う
に
定
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

一
つ
は
単
純
に
、
社
外
取
締
役
を
設
置
す
る

こ
と
を
義
務
に
し
て
し
ま
う
方
法
で
す
。
し

か
し
経
済
界
の
反
対
も
あ
り
、
結
果
と
し
て

義
務
化
は
見
送
ら
れ
ま
し
た
。
最
終
的
に
採

用
さ
れ
た
の
が
、
社
外
取
締
役
を
設
置
し
な

い
場
合
、
会
社
は
「
社
外
取
締
役
を
置
く
こ

と
が
相
当
で
な
い
理
由
」
を
開
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
規
制
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
上
場
企
業
等
が
社
外
取
締

役
を
設
置
し
な
い
場
合
、
事
業
報
告
に
「
相

当
で
な
い
理
由
」
を
記
載
し
、
か
つ
、
株
主

総
会
で
取
締
役
が
口
頭
で
説
明
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
取
締
役
選
任
議
案
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
社
外
取
締
役
が
候
補

者
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
は
、参
考
書
類（
議

案
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類
。
一
定
の
要
件

を
満
た
す
会
社
に
お
い
て
招
集
通
知
と
一
緒

に
送
付
さ
れ
る
）
に
も
「
相
当
で
な
い
理
由
」

を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

注
視
す
べ
き
は
、
社
外
取
締
役
を
「
置
か

な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
理
由
」で
は
な
く
、

「
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
」
を
記
載

す
る
こ
と
で
す
。「
置
か
な
い
こ
と
が
相
当

で
あ
る
理
由
」
で
あ
れ
ば
、
意
思
決
定
の
機

動
性
が
欠
け
る
と
か
、
適
切
な
人
材
が
い
な

い
な
ど
の
理
由
付
け
が
で
き
そ
う
で
す
が
、

社
外
取
締
役
が
い
る
こ
と
で
か
え
っ
て
不
都

合
が
生
じ
る
理
由
を
述
べ
な
く
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
当
然
、
そ
ん
な
こ
と
は
書
き
よ
う
が

な
い
た
め
、
実
質
的
に
は
社
外
取
締
役
の
設

置
が
義
務
に
な
っ
た
の
も
同
然
だ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

ᶄ
ࣾ
֎
औ
క

の
ཁ
݅
の
ݟ

͠

　

改
正
前
は
主
に
、
自
社
ま
た
は
子
会
社
の

出
身
者
等
で
は
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、子
会
社
出
身
の
者
が「
社

内
」
の
人
間
だ
と
い
う
な
ら
、
親
会
社
や
兄

弟
会
社
の
出
身
者
も
同
じ
で
す
。
ま
た
、
近

親
者
も
、
や
は
り
「
社
外
」
の
人
と
は
い
い

難
い
で
し
ょ
う
。
改
正
で
は
、
親
会
社
・
兄

弟
会
社
の
関
係
者
と
取
締
役
等
の
近
親
者

も
、「
社
外
」
の
人
と
は
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
審
議
の
際
は
、
重
要
な
取
引
先
の
人

も
「
社
外
」
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
問
題
提
起
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回

の
改
正
で
は
社
外
取
締
役
の
要
件
と
す
る
こ

と
は
見
送
ら
れ
ま
し
た
。

ᶅ
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ҕ
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会
社
法
で
は
も
と
も
と
委
員
会
設
置
会
社

と
い
う
機
関
設
計
が
可
能
で
し
た
。
こ
れ
は

二
〇
〇
二
年
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
監
査

役
を
置
く
必
要
が
な
く
、
取
締
役
で
構
成
さ

れ
る
委
員
会
が
経
営
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果

た
す
と
い
う
も
の
で
す
﹇
コ
ラ
ム
❹
﹈。
し

か
し
、
取
締
役
の
指
名
や
取
締
役
の
報
酬
に

つ
い
て
社
外
の
取
締
役
が
主
導
権
を
握
る
こ

と
に
抵
抗
感
が
あ
り
、
導
入
後
も
委
員
会
設

置
会
社
の
普
及
は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
今
回
の
改
正
で
は
、
新
た
な
機
関

設
計
と
し
て
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
を
採

用
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
監
査
役
を
置
か
ず
、

代
わ
り
に
監
査
等
委
員
会
が
取
締
役
の
監
査

CHAPTER

3 SO
U

M
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2014年の会社法改正では、2005年の制定時の大幅な規制緩和から一転、
時勢の流れを受けて若干の揺り戻しがされました。

中でも注目されているのが、①コーポレート・ガバナンスの強化、
②親子会社関係の規律、および③Ｍ＆Ａ関連の改正です。

2014年に
何が変わったのか



己
の
職
務
を
き
ち
ん
と
遂
行
す
る
義
務
を
負

い
ま
す
。
こ
れ
を
怠
っ
て
会
社
に
損
害
を
与

え
た
場
合
な
ど
は
、
会
社
に
対
し
て
個
人
的

に
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

通
常
は
会
社
が
そ
の
取
締
役
等
に
対
し
て
損

害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

会
社
が
こ
れ
を
し
な
い
と
き
は
、
株
主
が
直

接
裁
判
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ

を
株
主
代
表
訴
訟
と
い
い
ま
す
。

　

改
正
前
は
株
主
が
訴
訟
を
提
起
で
き
る
の

社
株
主
の
保
護
が
薄
く
な

り
が
ち
な
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
ホ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
制
の
場
合
、
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
は
た
だ
の
持

ち
株
会
社
で
あ
り
、
子
会

社
で
あ
る
事
業
会
社
か
ら

配
当
を
受
け
る
だ
け
の
立

場
で
す
。
そ
し
て
実
際
に

事
業
を
行
う
各
事
業
会
社

の
株
主
は
一
〇
〇
％
が
ホ

ー
ル
デ
ィ
ン
グ
で
す
。
そ
う

す
る
と
一
般
投
資
家
は
、

事
業
会
社
で
は
な
く
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
の
株
を
所
有

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

他
方
で
、
会
社
法
で
は

株
主
は
会
社
の
取
締
役
の

選
解
任
を
す
る
権
限
を
持

ち
、
そ
の
責
任
を
追
及
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
し

か
し
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
制
の
下
で
は
、
こ
う

い
っ
た
株
主
の
権
限
が
直
接
及
ぶ
の
は
親
会

社
で
、
実
際
に
事
業
を
行
う
子
会
社
で
あ
る

事
業
会
社
に
対
し
て
は
、
直
接
権
限
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
（
図
表
3
）。

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
会
社
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
た
め
、
い
く
つ
か
の
改

正
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

①
多
重
代
表
訴
訟

　

取
締
役
や
監
査
役
は
、
会
社
に
対
し
て
自

722016.3

ホールディング
の
株主

ホールディング

ま
い
ま
す
の
で
、
一
定
の
抑
止
力
が
あ
る
と

い
え
ま
す
。

　

そ
の
他
の
権
限
は
従
来
の
監
査
役
と
似
た

も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
監
査
役
と
監
査
等

委
員
会
の
も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
、
社
外

取
締
役
は
取
締
役
会
に
お
い
て
決
議
へ
の
投

票
権
が
あ
る
こ
と
で
す
。
重
要
な
経
営
に
関

す
る
事
項
に
対
し
独
立
し
た
立
場
で
直
接
賛

否
を
表
明
で
き
る
こ
と
か
ら
、
非
常
に
実
効

性
の
あ
る
監
督
機
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

■ 

親
子
関
係
の
規
律

　

親
子
会
社
の
根
本
的
な
問
題
点
に
、
親
会

等
を
行
い
ま
す
。
監
査
等
委
員
会
の
メ
ン
バ

ー
は
、
過
半
数
が
社
外
の
取
締
役
で
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
改
正
前
の
委
員
会
設
置
会
社
も
残
っ

て
い
ま
す
が
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
と

区
別
す
る
た
め
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

監
査
等
委
員
会
の
権
限
の
大
き
な
も
の
と

し
て
、
株
主
総
会
で
取
締
役
の
報
酬
等
に
つ

い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
監
査
等
委
員
会
が
直

接
取
締
役
の
報
酬
を
決
定
す
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
あ
ま
り
不
当
な
も
の
が
あ
れ

ば
、
株
主
の
集
ま
る
場
で
意
見
を
さ
れ
て
し

SOUMU no MANUAL

　指名委員会等設置会社には「指名委員会」「報酬委員会」

「監査委員会」の３つの委員会があります。各委員会の取

締役は、過半数が社外の人でなければなりません。指名委

員会は取締役を指名し、報酬委員会は取締役の報酬を決

定します。監査役設置会社では、取締役の選任の権限は株

主総会にありますが、総会の議案を作るのは取締役会です。

つまり株主総会では、取締役が作った選任議案に「賛成」

するか「反対」するかだけです。これに対し指名委員会は、

候補者を決めるところから委員会が行います。指名につい

て、圧倒的な主導権を持っているわけです。

　また報酬についても、監査役設置会社では、報酬総額の

上限は株主総会で決めますが、各取締役の個別の金額の

決定を取締役会に委ねることができます。他方、報酬委員

会は、個別の金額も報酬委員会が決めます。

　このように社外の取締役の権限を大きくすることで、経

営の内部からガバナンスを効かせる制度なのですが、その

効力の大きさから、逆にわが国では導入が進みませんでし

た。そこで、そのためもう少し使いやすい委員会制度とし

て採用されたのが、監査等委員会設置会社なのです。

〉〉〉指名委員会等設置会社とは4コラム

ホールディング制の問題点（2014 年改正前）3

株主代表訴訟に
よる責任追及可株主代表訴訟に

よる責任追及不可

B社
スーパー経営

C社
コンビニ経営

A社
デパート経営

100％100％ 100％



日
法
務
省
令
第
一
二
号
」
で
す
。
し
た
が
っ

て
、施
行
規
則
よ
り
も
法
律
本
体
の
方
が「
上

位
」、
つ
ま
り
改
正
な
ど
に
も
一
層
厳
し
い

要
件
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
格

上
げ
も
ま
た
、
親
会
社
株
主
の
保
護
の
一
環

と
し
て
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

ᶅ

ࢠ
ձ
ࣾ
ؒ
औ
Ҿ
の
։
ࣔ

　

グ
ル
ー
プ
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て

考
え
る
と
き
、
問
題
点
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
先
述
し
た
親
会
社
株
主
の
保
護
で

す
。
他
方
、
子
会
社
株
主

の
保
護
が
問
題
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
子
会
社

が
一
〇
〇
％
子
会
社
で
は

な
い
場
合
、
子
会
社
の
株

主
は
、
親
会
社
の
ほ
か
に

も
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す

（
図
表
⬥
）。
し
か
し
親
会

社
が
、
た
と
え
ば
親
会
社

に
と
っ
て
の
み
有
利
な
契

約
を
子
会
社
と
結
び
、
利

益
を
吸
い
上
げ
る
な
ど
、

そ
の
強
い
権
限
を
利
用
し

て
子
会
社
か
ら
搾
取
す
る

こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
こ

う
い
っ
た
行
為
を
防
ぐ
た

め
、
親
会
社
等
と
の
取
り

引
き
が
あ
る
場
合
、
会
社

は
自
社
の
利
益
を
害
さ
な

い
よ
う
に
留
意
し
た
事
項

な
ど
を
、
事
業
報
告
に
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
情
報
開
示
に
よ
り
、
間
接

的
に
子
会
社
の
株
主
の
利
益
を
保
護
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
す
。
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ス
ク
イ
ー
ズ
・
ア
ウ
ト
と
い
う
言
葉
は
、

少
数
株
主
を
排
除
し
て
一
〇
〇
％
親
子
会
社
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親会社

は
、株
主
と
な
っ
て
い
る
会
社
の
み
で
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
制
を
採
用

し
て
い
る
会
社
で
、
子
会
社
で
あ
る
事
業
会

社
の
役
員
が
親
会
社
の
役
員
と
異
な
る
場

合
、
株
主
は
子
会
社
の
役
員
の
責
任
を
追
及

で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
親
会

社
の
株
主
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
子
会

社
の
役
員
責
任
を
追
及
で
き
る
「
多
重
代
表

訴
訟
」
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
多

重
代
表
訴
訟
を
可
能
に
す
る
と
、
企
業
グ
ル

ー
プ
の
経
営
の
効
率
性
を
害
す
る
可
能
性
が

あ
る
ほ
か
、
濫
用
の
恐
れ
も
無
視
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
、多
重
代
表
訴
訟
の
要
件
は
、

非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
要
件
と
は
、
訴
え
を
提
起
で
き
る
株

主
の
限
定
、
追
求
で
き
る
責
任
の
限
定
、
責

任
追
及
で
き
な
い
場
面
の
設
定
な
ど
で
す
。

詳
細
は
省
き
ま
す
が
、
た
と
え
ば
、
株
主
の

中
で
も
持
ち
分
割
合
が
一
％
未
満
の
株
主
は

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
子
会
社
の
価
値
が
親
会
社
と
比
べ
て
一

定
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た

め
、
親
会
社
自
身
が
事
業
を
行
い
資
産
を
多

く
保
有
し
て
い
る
場
合
は
、
訴
訟
を
行
う
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ご
く
限
ら
れ
た
場
面
・
株
主
に
の
み
可
能

な
制
度
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ᶄ
ά
ル
ồ
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෦
౷
制
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た
と
え
ば
、
あ
る
社
員
が
会
社
の
お
金
を

横
領
し
た
と
し
ま
す
。
そ
の
横
領
事
件
が
取

締
役
の
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
行
わ

れ
た
場
合
、
取
締
役
が
個
人
的
に
責
任
を
負

う
こ
と
は
な
い
、
と
考
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
の
社
員
だ
け
が
現
金
を
管

理
し
て
お
り
、
誰
も
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な

い
体
制
に
な
っ
て
い
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
そ
ん
な
体
制
に
し
て
い
た
会
社
の

仕
組
み
、
ひ
い
て
は
体
制
を
作
り
上
げ
た
そ

の
取
締
役
に
も
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
会
社
法
は
、
業
務
の
適
正
を
確
保

す
る
た
め
、
内
部
統
制
に
つ
い
て
一
定
の
規

定
を
置
い
て
い
ま
す
。
内
部
統
制
の
仕
組
み

を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
取
締
役
会
で

す
。
そ
し
て
、
大
会
社
ま
た
は
委
員
会
設
置

会
社
は
、
会
社
法
の
定
め
た
仕
組
み
に
関
す

る
事
項
を
実
際
に
決
め
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
会
社
が
グ
ル
ー
プ
会
社
の
一
部
で

あ
る
場
合
、
グ
ル
ー
プ
の
内
部
統
制
に
つ
い

て
も
決
議
事
項
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
自
社
だ
け
で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
の
こ

と
も
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
環
と
す
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
規

定
が
、
改
正
前
は
会
社
法
施
行
規
則
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
後
は
会
社
法
本

体
に
格
上
げ
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
施
行
規
則
と
は
省
令
の
一
つ

で
、
国
会
で
は
な
く
内
閣
が
決
め
る
も
の
で

す
。
憲
法
上
、法
律
は
国
会
が
定
め
ま
す
が
、

法
律
に
つ
い
て
の
詳
細
は
内
閣
に
委
任
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
省
令
と
い
い
ま
す
。

会
社
法
施
行
規
則
は
「
平
成
一
八
年
二
月
七

CHAPTER 3 2014年に何が変わったのか

子会社株主保護の必要性4
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を
創
設
す
る
場
合
な
ど
に
使
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
親
会
社
が
九
〇
％
の
株
を
保
有
す
る

会
社
が
あ
る
と
し
ま
す
。
九
〇
％
の
株
を
保

有
し
て
い
れ
ば
、
会
社
に
お
け
る
重
要
な
意

思
決
定
は
ほ
と
ん
ど
で
き
て
し
ま
い
ま
す

が
、
そ
れ
で
も
、
残
り
の
一
〇
％
の
株
主
の

た
め
に
株
主
総
会
の
招
集
通
知
を
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、
法
定
書
類
の
閲
覧

請
求
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
し

ま
す
。

　

ま
た
、
株
主
全
員
の
同
意
が
な
け
れ
ば
で

き
な
い
手
続
き
も
存
在
し
ま
す
。
そ
こ
で
機

動
的
な
会
社
経
営
の
た
め
に
、
少
数
株
主
を

排
除
し
て
一
〇
〇
％
の
株
式
を
取
得
す
る
こ

と
が
要
請
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
を
、
一
般
的

に
ス
ク
イ
ー
ズ
・
ア
ウ
ト
と
い
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
場
合
少
数
株
主
に
は
、
株
主
か
ら

排
除
す
る
対
価
と
し
て
現
金
を
交
付
す
る
こ

と
が
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
場
合
に
は
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
ア
ウ
ト
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

会
社
法
改
正
以
前
は
、キ
ャ
ッ
シ
ュ・ア
ウ

ト
の
方
法
と
し
て
、
主
に
①
現
金
を
対
価
と

す
る
組
織
再
編
、
②
全
部
取
得
条
項
付
種
類

株
式
の
取
得
、③
株
式
併
合
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
③
の
方
法
は
、
少
数
株
主
を
保
護
す

る
た
め
の
制
度
が
少
な
く
適
切
で
な
い
こ
と

か
ら
実
務
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
ず
、
①
と

②
の
方
法
の
う
ち
、
税
法
上
有
利
な
②
が
一

般
的
に
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
と
は
い
う

も
の
の
、
②
を
行
う
に
は
株
主
総
会
の
特
別

決
議
が
必
要
で
す
。
株
主
総
会
の
開
催
は
時

間
も
コ
ス
ト
も
か
か
り
、
会
社
に
と
っ
て
負

担
が
大
き
い
と
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

②
特
別
支
配
株
主
に
よ
る
株
式
等
売
渡
請
求

　

そ
こ
で
改
正
で
は
、
②
よ
り
簡
易
な
手
続

き
と
し
て
、「
特
別
支
配
株
主
に
よ
る
株
式

等
売
渡
請
求
」の
制
度
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
株
式
の
議
決
権
の
九
〇
％
以
上
を

持
つ
特
別
支
配
株
主
が
、
他
の
少
数
株
主
等

に
対
し
て
、
そ
の
株
式
を
売
り
渡
す
こ
と
を

請
求
で
き
る
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
で
は
株

主
総
会
決
議
が
不
要
で
あ
り
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
が
短
縮
で
き
ま
す
。

　

一
方
で
、
こ
の
よ
う
に
簡
単
に
決
め
ら
れ

て
し
ま
う
と
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト
さ
れ

る
少
数
株
主
に
不
利
益
が
生
じ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
会
社
法
は
、
少
数
株
主

に
よ
る
差
止
請
求
や
、
売
買
価
格
の
決
定
の

申
し
立
て
の
制
度
も
置
く
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
価
格
決
定
の
申
し
立
て
と
は
、
会
社
か

ら
支
払
わ
れ
る
株
式
の
対
価
の
額
に
不
満
が

あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
訴
え
出
て
、
適
正

な
価
額
を
決
め
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
制

度
で
す
。

③
株
式
併
合
の
手
続
き

　

こ
れ
ま
で
は
会
社
が
株
式
併
合
を
行
っ
て

株
主
に
現
金
を
交
付
し
た
場
合
、
株
主
が
そ

の
額
に
不
満
を
持
っ
て
も
、
こ
れ
を
争
う
た

め
の
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は

あ
ま
り
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト
さ
れ
る
株

主
に
不
利
益
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、半
面
、

会
社
に
と
っ
て
も
の
ち
に
株
式
併
合
が
無
効

と
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
っ
た
た
め
、
実
務
で

は
株
式
併
合
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

今
回
の
改
正
で
は
、
少
数
株
主
の
救
済
方

法
と
し
て
、
差
止
請
求
と
株
式
買
取
請
求
権

を
創
設
し
ま
し
た
。
株
主
は
、
株
式
併
合
の

内
容
が
不
当
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
は
、
差

し
止
め
の
請
求
や
、
株
式
の
買
い
取
り
の
請

求
が
で
き
、
さ
ら
に
株
の
対
価
の
額
を
争
う

こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
株
式

併
合
の
際
に
は
、
株
主
等
に
対
し
て
通
知
や

公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た

上
、
事
前
備
置
手
続
と
事
後
備
置
手
続
が
整

備
さ
れ
ま
し
た
。
備
置
手
続
と
は
、
必
要
な

書
類
を
会
社
に
備
え
置
い
て
お
い
て
、
株
主

が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
で

す
。
こ
れ
に
よ
り
株
主
は
、
株
式
併
合
に
関

す
る
情
報
を
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。■■ 

お
わ
り
に

　　

こ
れ
ら
の
改
正
は
、
非
上
場
会
社
や
中
小

会
社
に
と
っ
て
は
、
直
接
影
響
す
る
も
の
は

少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
時
勢
の
流
れ

と
し
て
、
法
の
求
め
る
方
向
性
を
つ
か
む
こ

と
は
、
今
後
の
経
営
方
針
を
決
め
る
た
め
に

も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
細
か
な
改
正
が
い
く
つ
か

あ
り
ま
す
の
で
、
業
務
の
関
連
の
必
要
な
ど

加
味
し
て
、
参
考
文
献
﹇
コ
ラ
ム
❺
﹈
に
当

た
る
な
ど
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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SOUMU no MANUAL

● 会社法全般を知る

江頭憲治郎  著 『株式会社法〔第６版〕』
（有斐閣、2015）

　全実務家の必携の書。閉鎖型の会社に関

　する記述が詳しく、中小企業にとって実際

　的な内容となっています。

髙田 剛・鄭 一志・北口 建  著
『非公開会社のためのやさしい会社法』
（商事法務、2015）

　主に非公開会社の担当者を対象とした会

　社法の概要本。2014 年改正にも対応し

　ています。

● 2014年改正を知る

岩原紳作・神田秀樹・野村修也  編
『平成２６年会社法改正～会社実務における
影響と判例の読み方』
（有斐閣、2015）

　法務省法制審議会の部会長を務め、直接

　立法に関与した岩原紳作東京大学教授を

　中心に、審議の過程も踏まえて解説した

　ものです。
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