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】

今
日

､

商
法
の

封
象
を

企

業
と

す
る

説
が

支
配
的
と

な

り
､

こ

れ

を

資
質
的
意

義
の

商
法
と

理

解
す
る

｡

か

く
一商
法
を
企

業
法
と

な

す
こ

と

は
､

単
に

歴
史
的
に

そ

の

封
象
が

経
済
生

活
の

餞
展
と

(

一

)

共
に

欒
遷
し
て

来
た

と
い

う
外
に

､

商
法
撃
の

研
究
方

法
に

つ

い

(

二
)

て

も

革
新
が

行
わ

れ

て

い

る

こ

と

を

示

す
｡

そ

れ

は
こ

れ

ま
で

の

研
究
方
法

が

形
式

的
意
義
の

商
法
即
ち

商
法
典
の

字
句

､

概
念

､

こ

れ

ら
の

解
繹

及
び

沿

革
､

比

較
法
等
に

重

鮎
が

置
か

れ

た
の

に

封
し

､

今
日

の

そ

れ

は
､

そ

の

対
象
た

る

法
律
草

書
､

そ

の

社
食

経
済
現
象
た

る

性
格
及
び

そ

の

基
盤
た

る

経
済
慣
制

･

秩
序
な

ど

ヽ

ヽ

に

目
を

向

け
､

こ

れ

ら
の

所
輿
の

中
か

ら

商
法
若
く

は

そ

の

封
象

を

特
色
づ

け
る

も
の

を

求
め

ん

と

し
て

い

る
｡

社
食
学
的
方

法
若

し

く
ほ

､

経
済
法
約
方

法

と

解
さ

れ
･
る

の

も
､

こ

れ

を

瀕
し

又

商

富

永

柴

助

法
が

親
祭
科
学
(

S
O

岩
.

ロ
N

p

巴

○
払

琵

ヨ
P
N
-

○

ロ
e
)

の

性
格
を

有
す

(

三
)

る

も
の

と

さ

れ

る

の

も
こ

の

烏
で

あ
る

｡

こ

の

商
法
の

封
象
た

る

企

業
の

観
念
は

､

ロ

ー

マ

法
以

束
の

法
源
に

由
来
す
る

も
の

で

は

な

く
(

商
法
の

ロ

ー

マ

法

知
ら

ず
)

､

近
代
の

社
倉
科

畢
殊
に

経
済

畢
､

経
営
学
に

於
て

始
め

て

学
問
的
対
象
と

さ

れ

た

と

こ

ろ
の

も

の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

法
学
に

は

濁
自
の

立

場
が

あ

り
､

右
の

企

業
観
念
を

生

地
の

ま

ま

受
入

れ

る

こ

と

は

出
来
な
い

｡

更
に

こ

れ

を

加
工

し
て

後
に

と

り

入
れ

る
､

即
ち

商
法

若
し

く
は

､

企
業
法

に

於
て

､

企

業
と

は

何
か

､

そ

の

法
的
な

構
成
要
素

､

若
し

く
は

本

髄
を
い

か

に

理

解
す
る

か

が

重

要
な

課

題
で

あ

り
､

こ

れ

に

つ

(

四
)

い

て

は

今
な
お

説
が

分
れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

説

は

大

髄
に

お

い

て

二

汲
に

分
れ

る
｡

一

流

は
､

企

業
を

普
遍
的
に

制
度
的
に

理

解

し
､

他
の

一

汲
は

､

企

業
を

更
に

賓
質
的
に

分
析
し

､

経
済
的

祀

ヽ

ヽ

ヽ

禽
約

要
素
を

法
孝
拍
に

明

か

に

し
ょ

う
と

す
る

｡

前
者
は

階
層
的

J β∂



ー
γ
で

.
耶

÷
訂‾

､ `- 1
こ

一 橋論叢 第 四十
一

巻 第 二 戟 ( 3 0 )

な

人

格
結
合
に

重

き

を

置
く
の

に

暫
し

て
､

後
者
は

資
本

的
経
済

機
能
に

重

き

を

置
く

｡

勿
論
こ

れ

に

は
､

種
々

の

こ

上

ア

ン

ス

が

考
え

ら

れ

る

(

例
え
ば

米
谷

博
士

は

｢

制
度
+

に

物
的
の

も

の

も

含
ま

せ

る
)

｡

い

ず
れ

に

し
て

も
､

企

業
中

心

説
の

唱

導

者

た

る

ゲ
ィ

ー

ラ

ン

ド

の

影
響
が

見

ら

れ

る

(

い

わ

ゆ

る

ゲ

ィ

ー

ラ

ン

ド

寧

(

五
)

汲

弓
i

e
-

巴
-

巴
岩
F
e

∽

す
げ

已
e

)

｡

制

度
法

畢
は

､

｢

制
度

て
+

い

う

特
有
な

理

念
を

以

て

人

間
の

生

活

関
係
及
び

組
織
を

意

味
づ

け
､

或
は

そ

の

餞

展

を

方

向

づ

け

る
｡

我

国
に

於
て

は
､

故
米
谷

博
士

が
､

商
法
理

論
に

於
て

展
開

さ

れ
､

そ

の

著
｢

約
款
法
の

理

論
+

は
､

畢
生
の

大

作
で

あ

り
､

学
士

院
賞
を

受
賞
し
た

の

も
､

そ

の

輝
か

し
い

業
績
に

よ

る
｡

イ

タ

リ

ー

に

於
て

も
､

企
業
を

制
度
と

解
す
る

説
が

､

有
力
に

存
す

(

六
)

る
｡

も
っ

と

も
､

A
∽

p

已
已

は
､

｢

制
度
+

の

意

味
を

二

つ

に

分
け

る
｡

一

つ

は

前
述
の

濁
特
の

理

念
を

も
つ

も
の

で

あ

り
､

他
は

普

通
に

使
わ

れ

て

い

る

も
の

で

あ

る
｡

後
者
の

場
合
に

は
､

｢

組
織
+

と

云

う
の

と

大

差
が

な
い

よ

う
に

受
取
ら

れ

る
｡

企

業
に

つ

い

て

営
利
組
織

若
く
は

人
的

･

物

的

組
織
慣
と

云

う

組
織
か

ら
､

そ

れ

以

上
の

.

｢

制
度
+

に

至

る

ま
で

種
々

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

が

あ

る
｡

ま

た
､

｢

制
度
+

は

｢

法
人
+

と

は

別
の

観
念
で

あ

る

こ

と

は

勿
論
で

あ

る

が
､

人

的
組
織
に

法
人

格
を

付

興

す
る

こ

と

は
､

そ

の

成
員

と

は

別
に

､

主

恩
性
を

組

織
の

外

部
的
法
律
蘭
係
に

勤
し

て

輿
え

診一丁
▲

る

こ

と
に

な
る

｡

こ

れ

に

勤
し
て

人

的
組
織
を

｢

制
度
+

と

し
て

認

識
す
る

こ

と

は
､

組
織
の

成
員
間
の

関
係
が

共

同
の

目

的
に

向

っ

て

い

る

こ

と

を

決
定

的
の

方

法
で

認
め

る

こ

と

を

意

味

す
る

(

労

資

共

同

形

態
な

ど
)

｡

企

業
の

資
質
を

更
に

掘
り

下

げ
て

行
く
と

､

利
潤
の

追
求

､

資

本
と

努
力
と
の

結
合

､

企

業
危
険

､

覿
織
の

猫
立

､

公
共

性
と

云

っ

た

も
の

が

と

り

出
さ

れ

る
｡

こ

れ

ら
の

諸
内

容
又
は

諸
要
素
を

(

七
)

濁
白
に

綜
合

し
て
一
商

法

学
的
の

企

業
概

念
が

構

成
さ

れ

て

い

る
｡

此
の

事
は

商
法
畢
の

基

本
問
題

と

し
て

､

頗
る

重

要
で

あ

る

が
､

更
に

も

う
一

歩
問
題
を

前
進
さ

せ

る

必

要
が

あ
る

｡

そ

れ

は

何
よ

り

も
､

先
ほ

ど
の

法

敵
食
草
的
方

法
に

よ

り
､

企

業
の

現

経
済
段

階
の

諸
々

の

様
相

を

把

握
し

､

そ

の

現
ふ

貫

に

ア

プ
ロ

ー

チ

す
る

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

こ

と
は

既
に

今
ま

で

判

例
研
究
を

通
し

､

或

は

ま

た
､

茸
際
問

題
の

虚
理

に

つ

き
､

各
学
者

賓
務
家

を

ま
じ

え

て

の

座
談
曾

､

討
論
禽

､

審
議
禽
等
に

於
て

行
わ
れ

て

い

る

が
､

現

資
へ

の

ア

プ

ロ

ー

チ

は

こ

れ

に

つ

き

る

も
の

で

は

な
い

｡

以

下

に

述
べ

る

企

業
の

各

種
の

経
済
形

態

と

法

形
態
と

の

関
係
こ

そ
､

こ

の

様
な

課
題
を

充
す

一

方

法
で

は

な
い

か

と

考
え

る
｡

こ

の

事

は
､

企

業
形
態
の

立

法

論
に

封
し
て

､

重

要
な

示

唆
を

興
え

る

こ
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(

∧
)

と

に

な

ろ

う
｡

(

一

)

西

原
･

｢

近

代

的

商

法
の

成

立
と

螢

展
+

九

三

頁
以

下
｡

鈴

木
･

｢

商
法
の

企

業

法

的

考

察
の

意

義
+

一

頁
以
下

｡

(

二
)

田

中

誠
二

･

｢

現

代

商

法

学

理

論
の

重

要
問
題
+

七

四

頁
以

下
｡

(

三
)

声
O
C

0

0

の

言

葉
で

あ

る
｡

米
谷

隆
三

｢

商
法

概
論
(

営
業
法
)

+

五

頁
参
照

｡

(

四
)

田

中

誠
二

､

前

掲
喜

一
頁

以

下
｡

(

五
)

米
谷

･

前

掲
書
四

七

八

東
｡

(

六
)

イ

タ

リ

ー

に

於
て

は

A
-

訂
ユ
○

担
∽

丘

七
ぎ
r

七

ヰ
○

巴
-

d
e
】

-
､

-

月
胃
e

筐
-

河
-

5 .

S
t

P

n
b
-

d
-

コ.

t

t

0

0

0

2
ヨ
e

3
㌻
-

e

e

n
わ
ー

d
汁

ユ
･

t
t

O

g
e

臼
e

→

巴
e

d
e
】

】

e

O

三
好
P
N
-

0

2 .

.

勺
P

ユ
e

吋
r
}

目
p

-
ワ
ー

ひ

琵
q
一

(

七
)

企

業
に

関
す
る

諸
説

｡

｢

企

業
は

､

私

経
済
的

自

己

責
任

負

塘

主

義
の

下
に

､

糧

績
的

意

圏

を

も
っ

て

企

査
的

に

経

済

行

為
を

苦

行
し

､

こ

れ

に

よ

っ

て

国
民

鐙

■
済
に

寄

興

す
る

と

共
に

(

公

共

性
)

､

自

己

及
び

構
成

員
の

存

横
覆

展

の

た

め

収

益
を

挙

げ

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

(

営
利

性
)

､

一

個
の

統
一

あ

る

濁
立

の

経
済
的

生

活

倍
で

あ

る
｡

+

西

原
･

合
祀

法

(

商

法

講
義
Ⅱ
)

一

頁

｢

企

業
と

は

准
穎
的
な

意

囲
の

下
に

企

量

的
に

不

定

量
の

利
潤

獲

得

の

た

め
に

資
力
と

努
力
と

を

投
ず
る

こ

と

を
い

う
｡

+

田

中

(

誠
)

･

新

版

商

法

絶
論

一

二

頁

但
し

､

博
士

は
､

一

商

法
の

封

象

を

商

的

企

業
に

限

定
さ

れ

る
｡

｢

企

業
こ

は
､

資
本
主

義

経

済
組

織
の

も

と
に

お

け

る
一

個
の

統
一

あ
る

濁
立
の

経
済
単
位
で

あ
っ

て
､

裾

横
的

･

計

量

的
な

意

圏

を

以

で

資
本

肘

計

算
方

法

(

い

わ

ゆ

る

資

本
に

対
す

る

利

親

り

計

算
)

の

も

と
に

､

.
営
利

行

為
を

賓
現

す
る

も

の

を
い

う
｡

+

石

井
･

一

商

法
Ⅰ

九

頁
｢

企

業
と

は
､

一

定
の

計
毒
に

従
い

楷

凍
的

意

囲

を

も
っ

て

営
利

行

為
を

賓
現

す
る

濁
立

の

経

済

単
位

を
い

う
｡

+

大
隅

･

商

法

絶

則

三

七

頁
｡

私

は
､

｢

企

業

と
は

､

多
少
の

営
利
意

思
と

資
本

と

労

働
の

組
織
を

有

す
る

生

崖

憶
で

あ
つ

て
､

更
に

そ

の

活

動
即

ち

経
営
の

成

果
が

合
計

的
原
理

に

よ

り
て

表

示

し

得
べ

き

も
の

+

と

定
め

る

の

を

邁

嘗
と

考

え
る

｡

一

橋
論

叢
､

十

九

竜
三

･

四

兢
(

昭
二

三
､

四
)

五

三

頁
｡

夙
に

資
本

計

算
に

重

き
を

置
き
こ

の

匙
は

石

井
説
に

近
い

｡

(

八
)

A
-

b
e

り
t

O

A
s

β

已

阜
i

E
d

-

∽

e

β
.

｢

企

業
の

観
念
は

､

多
面

的

な

経
済
現

象
の

観

念
で

あ

り
､

法

律

的

見
地
に

お

い

て

も
､

そ
こ

に

現

わ
れ

る

種
々

の

要
素
に

應
じ

て
､

各

種
の

面
を

有
す

る
｡

従
っ

て
､

企

業
の

法

概
念
は

経

済
現

象
が

考
察

さ

れ

る

種
々

の

様
相
に

従
っ

て
､

相

異
す
る

こ

と

が

有
り

得

る
｡

+

な

お

ア

ス

キ

ー

ニ

ー

ほ
､

こ

の

こ

と

よ

り

論
じ

て
､

こ

れ

ま
で

の

学

説
中

､

立

法

が

企

業
の

法

概

念
の

構
成
に

失

敗
し
て

い

る

の

は
､

こ

の

企

業
の

多
面

的
な

経
済

現

象
を

考

慮

し
て

い

な
い

か

ら

で

あ

る
､

と

さ

え

述
べ

て

い

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

暫
く

別
に

し

て
､

商
法

撃
と

し
て

は
､

企

業
の

各

種
の

具

僅
的

な

様
相
の

法

的

分

析
に

よ

り
､

企

業
法
と

し

て

の

鰹
系

を

整

え

る
ぺ

き
で

あ
り

､

事
案
こ

わ

方

面
に

お

い

て

相

嘗
の

業
蘇
も

出
現

し
て

い

る
｡

J 3ヱ
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ニ

一

企
業
が

社
食
的
事
物
で

あ

ト
､

先

ず
経
済
現

象
と

し

て

と

り
上

げ
ら

れ

て

い

る

が
､

そ

の

法

的
側
面
の

研
究
が

一

商

法

畢
若
く

は
､

企

業
法
の

分
野
に

属
す
る

｡

同

じ
企

業
の

異
っ

た

面

を

扱
う

の

で

も

内
部

的
な

連

関
が

あ
る

以
上

従
っ

て

ま

ず
企

業
の

法

的

側

面
と

経
済
的

側
面
の

関
係
が

問
題
に

な

ろ

う
｡

し

か

し
こ

れ

で

は

問
題
が

虞
き
に

過
ぎ

る

の

で
､

し

ぼ
っ

て
､

｢

企

業
の

法

形

態
と

経

済
形
態
+

と

す

る
｡

こ

こ

に
､

法
形

態
と

経
済
形
態

を

並
べ

た

と

き
､

意

識
的
に

両

者
の

相

違
を

き

わ

立

た

せ

て

い

る
｡

即
ち

法
形

態
と

は
､

商
法
典
上

規
定
さ

れ

て

い

る

法
形

式
若
く

は
､

そ

れ

を

以

て

形
成
さ

れ

て

い

る

形

態
(

法
形
成

慣
)

を

指
す

｡

こ

れ

に

封

し
､

経
済
形

態
と

は
､

現

賓
の

経
済
目

的
の

た

め

に
､

右
の

法
形

態
が

利
用

さ

れ

る
､

或
い

は

現

賓
に

具

倍
化

さ

れ

て

機
能
し
っ

1

あ

る

様
相

を

指
す

｡

法

形
態
が

規
範
で

あ

れ

ば
､

経
済
形

態
は

事

苦
闘
係
で

あ

る
｡

ま

た

前
者
が

形
式
的
に

整
一

さ

れ

て

い

る

の

に

封
し

､

後
者
は

発
多
の

要
素
が

複
合
さ

れ
､

種
々

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

を

も
つ

｡

前
者
は

劃
一

的
で

あ

る

が
､

後
者
は

個
性
的
で

あ

る
｡

以

上
の

相

異
は

､

一
商

法
と

経
営
撃
と

の

学
問
の

性
格

､

そ

の

考

察
方

法
の

相

異
に

塞
く

｡

こ

の

た

め
に

法

形

態
と

経
済
形
態

と

は

各
々

､

照
應
若
く

は

封
應
す
る

こ

と

は

望
ま
し
い

が
､

す
べ

て
一

ば

致
し

な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

と

云

う
こ

と

は

な
い

｡

二

株
式
合
社
に

つ

い

て

法

形
式

(

法
形
態
)

と

経
済
論
(

経

ヽ

ヽ

ヽ

済
形
態
)

を

封
立

的
に

考
察
を

進
め

た

の

は

経
済
尊
者

(

経
営
者
)

の

側
か

ら

で

あ
っ

た
｡

故
上

田

貞
次
郎
博
士

が

名

著
｢

株
式
食
紅

経
済
論
+

を

世
に

問

わ

れ

た

常
時
は

株
式
食
紅

論
と

云

え

ば
､

殆

.

ん

ど

法
律
論
で

あ
っ

た

(

大

正
二

年
序

文

参

照
)

｡

こ

れ

に

封

し

て

経
済
論
は

､

そ

の

経
済
上
の

基
礎
を

論
じ

た

も
の

で

あ

り
､

必

ず

し

も
､

こ

1

で

取
扱
う

経
済
形
態
だ

け
で

は

な

く
､

も
っ

と

贋
範

ヽ

園

に

亘

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

そ

し

て

上

田

博
士

は
､

法

律
論
は

形

ヽ

ヽ

ヽ

式

を
､

経
済
論
は

そ

の

資
質
を

扱
う
と

し
へ

至

る

と

こ

ろ
､

法
律

上
の

形
式
と

異
な
る

経
済
上
の

資
質
の

あ

る

こ

と

を

指
摘
し
こ

れ

を

論
ず
る

｡

こ

の

方

法
か

ら

す
れ

ば
､

法
律
形
態

と

相

異

す
る

賛

際
の

経
済
形

態
が

重

要
で

あ
っ

て
､

こ

の

コ

ン

ト

ラ

ス

ト

を

明
か

に

す
る

こ

と
に

経
済
論
の

本

領
が

あ
っ

た

と

云

え

る
｡

上

田

博
士
の

高
弟
で

あ
っ

た

故
檜
地

膚

次

郎

博
士

も

そ

の

著

｢

扶
式

合
祀
の

本

質
に

関
す
る

経

営

経

済

的

研

究
+

(

昭

和
十
二

年
)

の

冒
頭
に

お

い

て
､

企

業
の

法

律

形
態
と

経
済
形
態
と

の

関

係
を

扱
う

｡

こ

の

と

き

に

は
､

単
に

｢

形

式

と

資
質
と

の

封
立
+

と
云

う

鮎
に

は

な

く
､

両
者
の

関
係
づ

け

と

同

時
に

経
費
率
的
考
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察
の

ウ
ェ

イ

ト

が

ど
こ

に

存
す
る

か

を

明
か

に

す
る

方

向
が

見
え

る
｡

そ

し

て
バ

ッ

ソ

ー

が

株
式

食
紅
に

つ

い

て
､

｢

典
型

的
+

な
も

の

と

｢

非
典
型

的
+

な

も
の

に

国
別

し

た

こ

と
､

又
ス

タ

イ
ニ

ッ

ツ

ァ

ー

が

｢

株
式
合
杜
に

於
て

､

そ

の

最
も

適

合

せ

る

法

律
的

表

現
を

見

出
せ

る

経
済
現

象
+

を

以

て

経
済
形
態
と

す
る

説
を

引

用

し

た

後
､

最
も

詳
し

く
バ

リ

ー

の

盃
を

紹
介
す
る
･ ｡

バ

リ

ー

に

よ

れ

ば
､

法
律
学
的

概
念
構
成
は

必

然
的
に

法

律
賓
務

上

支
配

的
な

特
徴
に

印
す
る

こ

と

を

要
し

､

従
っ

て

こ

れ

は
､

純
形
式

的

性
質

ヽ

ヽ

ヽ

を

有
す
る

｡

然
る

に
､

こ

れ

は

経
済
上

無
意
味
で

あ
る

か
､

又

概

し
て

､

甚
し

く

違
っ

た

意

味
を

有
す
る

｡

ま

た

個
々

の

場
合
に

､

一

義
的
に

､

経
済
的
意

義
に

従
っ

て

決
定
さ

れ

得
る

よ

う
な

邁

嘗

な

法
律
形
態
を

､

か

ろ

う
じ
て

螢
見

し

得
る

で

あ

ろ

う
が

､

こ

れ

を

以
て

､

あ

り

と

几
ゆ

る

葦
際
上
の

目

的
に

役
立
た

せ

る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

こ

の

場
合
に

は
､

法

律
形
態
は

､

経
済
形
態
に

と
っ

て

決
定

的
な

も

の

で

な

く
､

経
済
形
態
は
こ

れ

と

は

別
の

意

味
を

有
す
る

こ

と

に

な

る

と
い

う
｡

こ

れ

に

よ

る

と
､

法
形

態

と

経
済
形
態
と

は

あ

る

種
の

関
係
は

あ

る

が
､

法
形

態
は

経
済
形

態
を

決
め

る

も
の

で

も

な

く
､

ま

た
､

経
済
形
態
は

既

存
の

法
形

態
を

も
つ

て

は
､

そ

の

賓
際
上
の

多
様

の

目

的
を

充

す
に

は

不

充

分
で

あ

る

こ

と

を

明
か

に

し
て

い

る
｡

然

ら

ば

経
済
形

態
は

ど
の

よ

う

な

見
地
か

ら

決
め

ら

れ

る

か

と

云

え

ば
､

経
営
学
的
に

は
､

資
本

調

達
､

企

業
の

目

的
､

市
場
の

支
配
或
い

は

事
業
指
揮
等
に

よ

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

ら

は
い

ず

れ

も

直

接
､

法
律
的
に

は

関
係
が

少

な
い

と
さ

れ

る
｡

終
戦
後
の

株
式
食
紅

法
の

改
正

期
に

於
て

､

経

営

学

者

は

再

び
､

そ

の

法

形
態

と

経
済
形

態

と

の

関
係
を

と

り

上

げ

て

い

る
｡

こ

の

場
合
に

は
､

積
極
的
に

｢

高
度
脅
杜
+

な

る

観
念
を

提
唱
し

こ

れ

を

対
象
と

し
て

改
正

立

法
が

な

さ

れ

る

こ

と

を

提
案
し
て

い

る
｡

つ

ま

り
､

法

形
態
と

経
済
形
態
と

の

間
に

重

大

な

ギ

ャ

ァ

プ

が

で

き

て

い

る

の

は

｢

法
が

株
式
合
社
成
立
の

経
済
的
要
件
を

改

定
せ

ず
､

従
っ

て

こ

れ

を

規
定

し
て

い

な
い

こ

と

よ

り

生

ず
る

の

で

あ
っ

て
､

換
言
す
れ

ば
､

株
式
合
祀
は

株
式

合
杜
た

る
べ

き

最

小

限

度
の

要
求
す

ら

規
定

し
て

い

な
い

こ

と

に

基
く
+

と

非
質

す

る
｡

論
者
は
｢

高
度
食
紅
+

の

ほ

か

に

｢

零
細
食
紅
+

｢

低

度
合
祀
+

及
び

｢

擬
装
食

草
+

が

あ

り
､

新
に

株
式

曾
敢
法
と

し
て

立

法
す

る

に

嘗
っ

て

は
､

後
の

三

形
態
を

排
除
若
し

く

は
､

整
理

す
る

と

共
に

｢

高
度
食
紅
+

に

安

富
す
る

法

規
を

以
て

作
る

べ

し
と

い

う

の

で

あ

る
｡

そ

し

て

｢

高
度
食
紅
+

の

外

形
的
要
素
と

し
て

､

U

資
本

金

即
ち

線
株
数
が
一

定
以

上

な

る

こ

と
､

切
株

主
が

一

定
多

っ

J

数
以

上

な
る

こ

と
､

川
抹
式
が

市
場

流
通

置
穿
た

る

賓
饅
を

備
え

〃

モ
バ

町
J

臣

モ
ー

J

賢
ぎ
.㌢

才

ぎ

′

∴

r
r

-
.

[

レ
.

ト

L

巨
巨
-
.

圭
一

邑
r

ト
L

.
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(

九
)

て

い

る

こ

と

を

あ

げ

る
｡

三

法

聾
者
の

側
に

お

い

て

賓
際
の

要
求
か

ら

来
る

経
済
形
態

を

法
制
化
し

た

例
と

し
て

､

ド

イ

ツ

に

お

け

る
一

八

九
二

年
の

有

限

責
任

合
祀
法
(

D
P
∽

声
①

訂

ど
g
e

∽

e
t

N

b
e
t

→
.

巴
e

の
e

琵
-

-

払

〇

F

巳
t

m
i

t

訂
払

〇

F

蒜
臼
杵
t

e
→

H
已
t

仁

ロ
g
)

が

あ

る
｡

こ

れ

は

後
述
の

人

的
合
祀
の

長
所
と

物

的
合
祀

(

資
本
食
紅
)

の

長
所
を

併
有
さ

せ

た

｢

近

世
立

法
者
の

合

理

的

創
作

､

歴

史
な

き

人
工

的
建
設
物
+

と

し
て

誇
示
さ

れ

る
｡

し
か

し

な

が

ら
こ

の

場
合
に

も
､

雷
初
か

ヽ

ヽ

ら

あ
る

貴
際
上

の

要
求
に

基

く

あ

る

経
済

形

態

を

念

頭

に

置
い

て
､

こ

の

内
容
に

最
も

適
合

し

た

法

形
態
が

立

法
化
さ

れ

た

と

云

い

得
る

の

で

は

な

か

ろ

う
か

｡

一

方
こ

の

よ

う
な

特
別

な

法
形

態

が
､

立

法

化

さ

れ

な

く

と

も
､

一

般
の

株
式
食
紅

法
の

中
で

右
の

要
求
に

基
く

経
済
形

態
を

可
能
な
ら

し

め

て

い

る

の

は
､

イ

ギ

リ

ス

の

｢

私

合
杜
+

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

は

株
式

食
紅
と

は

別

種
の

も

の

で

は

な

く

て
､

株
式

合

敢
の

中
の

特
殊
の

性
質
を

有
す
る

も
の

と

さ

れ

る
｡

即
ち

定

款
で

株
式

譲
渡
の

制
限

､

抹
式

社

債
の

公

募
の

禁
止

及
び

社
員
数
の

制

限
を

し

て
■い

る

も

の

が
､

こ

れ

に

嘗
り

､

こ

の

も

の

は

設

立

及
び

ヽ

ヽ

開
業
手

積
の

簡
易
と

､

計

算
書
類
に

つ

い

て

の

あ

る

煩
雑
な

手

横

を

省
略
出
来
る

こ

と

に

な
っ

て

い

る
｡

右
の

非
公

開
性
と

手

緩
の

簡
易
化

は
､

経
済
的
に

見
て

非
常
に

3 4
ィ
･

⊥

重

要
な
の

で

あ
る

か

ら
､

法
が

漁
恋

し

た

以

上
に

経
済
的
な

需
要

若
し

く

は
､

経
済
目

的
に

應
ず
る

こ

と

が

出
来

､

私

合
祀
は
こ

の

為
に

イ

ギ

リ

ス

の

全

株
式

含
社
数
の

う
ち

九

割
ま
で

が

こ

れ

に

よ

っ

て

占
め

ら

れ

た

と
云

わ

れ

る
｡

し

か

ら

ば
､

私
合
牡
は

経
済
形

態

と

し
て

は

株
式

合
祀
と

は

別

個
濁

立
の

も
の

と
云

わ

ざ

る

を

待

な
い

｡

云

い

換
れ

ば
､

同
じ

株
式

合
祀
の

法
形
態
の

中
に

経
済
形

､

態
と

し

て

は

普
通
の

も
の

と

私
合
祀

と
い

う

特
別
の

も
の

と

の

二

種
が

あ

る

こ

と

を

認
め
る

こ

と

が

出
来
る

｡

終
戦
後
間
も

な

く
､

協
同

食
紅
及
び

企

業
協
同

有
制
度
な
る

濁

特
の

形
態
が

提
唱
さ

れ

た
｡

そ

れ

は

昔
時
の

民

主

化
の

線
に

そ
っ

て
､

有
力

な

賛
美
家
の

間
に

描
か

れ

た

理

想

的
な

労
資
共

同
の

合

祀
若
し

く

は

企

業
像
の

提
示
で

あ
っ

た
｡

こ

の

構
想
に

よ

る

と
+

合
祀
(

企

業
)

は
､

出
資
(

株
主
)

､

経
営
(

者
〕

､

螢
働
(

者
)

の

三

者
を

以
て

構
成
す
る

が
､

そ

の

覿

織
と

管
理
に

つ

い

て

は

協

同

食
紅

案
と

協
同

有
制
度
と

の

間
に

､

そ

れ

ぞ

れ

異
っ

た

行
き

方

を

示

し
て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な

民

主

化
の

線
に

そ

う
た

､

特
殊
な

経
済
形
態
に

封
し
て

､

田

中
誠
二

博
士

が

立

法

論
的
考

察
と

解
繹

(

一
〇
)

論
的

考
察
を

試
み

て

い

る
｡

更
に

こ

の

よ

う

な

労
資
協
同
の

食
紅

に

つ

き
､

特
別

法
を

制
定

し
､

そ

の

賓
行
を

計
る

べ

き
こ

と

を

掟
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( 3 5 ) 合祀 ( 企 業) の 法形 態と経済形 態

案
さ

れ
､

又
こ

の

合
杜

形
艶
が

唯
一

の

も
の

で

は

な

く
､

他
の

曾

社
形

態

と

併
存
し
て

任
意

的
に

採
用

出
来
る

形
式
に

す
べ

し

と

い

う
の

で

あ
る

｡

賓
際
家
の

構
想
か

ら

出
さ

れ

た

経
済
形
態
を

､

法

学
者
が

法

形
態
に

採
用
せ

ん

こ

と

を

論
じ

た

注

目

す
べ

き

事
例
で

あ
っ

た

が
､

逐
に

こ

れ

は

立

法
化

さ

れ

ず
に

終
っ

た
｡

.
｢

人
工

的

建
剖

硯

物
+

た

る

有
限

含
社
が

立

法

化

さ

れ

て
､

各
国
に

於
て

普
及

さ

れ

た

前
述
の

例
に

鑑
み

て

多
少

惜
し
い

気
も

す
る

｡

ま
た

抹
式

合
資
合
祀
が

､

飴
り

葦
際
上

利
用
さ

れ

な
い

に

も
か

か

わ

ら

ず
法

典
上

存
置
さ

れ

た

こ

と
も

あ

り
､

た

と

え

勢
資
協
同
の

合
祀
Ⅵ

資

(

一
一

)

際
の

利
用

度
が

低
い

と

し
て

も
､

こ

の

よ

う

な

経
済
形

態
に

封
す

る

要
求
が

事
案
上

あ
れ

ば
､

■
正

式
な

法

形

態

と

し
て

､

立

案
し

て

も

よ

か
っ

た

と

も

考
え

ら
れ

る
(

例
え

ば

小

人

数
の

商
事

食
紅

な
ど
)

｡

四

前
述
の

如
く

商
法
が

､

企
業
を

そ

の

封

象
と

す
る

な

ら

ば
､

一
両
法
学
者
が

正

面
か

ら
､

企

業
形
態

を

採
り

上

げ
る

の

は

嘗

然
と
い

え

よ

う
｡

石

井
照

久

教
授
の

｢

企

業
形

態
論
+

(

昭

和

廿
四

年
)

は
､

法

学
的
の

立

場
か

ら
､

こ

の

間
題

を

論
じ

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

つ

き
､

二
､

三

の

特
色
を

あ

げ

れ

ば
､

第
一

に
､

こ

こ

に

示
さ

れ

た

企

業
は

､

こ

れ

ま
で

商
法
的

ま

た

は

合
祀

法

的
に

思

考
さ

れ

た

企
業
上

り

具

髄
的
で

あ

り
､

は
る

か

に

廉
い

地

盤
の

上
で

又

昔
時
の

経
済
髄
制
若
t

く
は

経
済
的

動
向
の

脚
光
の

下
に

置
か

れ

て

い

る
｡.

従
っ

て

そ

れ

だ

け
に

､

経
済
現

象
と

し
て

の

企

業
の

性
格
が

強
ま

っ

て

い

る

と

云

い

得
る

｡

こ

れ

に

封
し
て

商
法

二

一
a

)

の

封
象
た

る

企

業
は

｢

抽
象
的
概
念
と

し
て

の

企

業
そ

の

も
の
+

と

さ

れ

る

こ

と
に

留
意
さ

れ

た

い
｡

第
二

に
､

企

業
に

お

け
る

労

働
の

地

位
を

､

重

く

見
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

商
法

単
に

お

い

て

は
､

企

業
と
い

っ

て

も
､

そ

れ

は

資
本
の

面

か

ら

主

と

し
て

見
て

い

る

の

で
､

そ

の

労
働
の

面
は

努
働
法
に

譲
っ

て

い

る

と

云
っ

七

よ

い
｡

し

か

し
､

前
述
の

｢

企
業
形

態
論
+

で

は
､

従
業
員
持
株

制
度
若
し

く

は

労
働
株
を

通
し

て
､

企

業
へ

の

参
加

方

式
が

考
察

さ

れ
､

し

か

も

労
働
組

合
の

在
り

方
を

考
慮
し
て

論
じ
て

い

る
｡

又

そ

の

議
論
の

基
礎
に

､

こ

れ

を
一

つ

の

経
済
形
態

若
し

く
は

制

度
と

し

て

把

握
し
て

い

る

の

で

は

な
い

か

と
の

推
量
も

出
来
る

｡

第
三

に
､

比

較
法
的
研

究
と

共
に

､

立

法

論
が

非

常
に

多
い

こ

と

で
､

こ

れ

は

企

業
を

そ

の

種
々

の

経
済
的
角
度
や

硯

野
か

ら

考
凛

す
る

場
合

に
､

新
た

な
る

法
形
式
の

要
求
が

著
し

く

強
く

表
わ

れ

る

こ

と

よ

り

来
る

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る
｡

こ

れ

を

本

論
文

の

テ

ー

マ

に

関
し
て

､

語
を

強
め

て
一

苧
え

ば
､

企

業
の

経
済
形
態

を

基

礎
に

し

た

法
形
態
に

関
す
る

立

法
論
と

云

え

な
い

こ

と
は

な

い
｡

第
四

に
､

一

般
企

業
形

態
と

し

て

の

株
式

合
祀
の

外
に

特
殊

よ

J

企

業
形
態

と

し
て

の

公

有
食
紅
を

論
じ

て

い

る

が
､

そ

の

間
に

私

β
㌢

㌧

ト
.

1.

臣
Ⅳ

巨
ト
L

芦
ト
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ギ草野 守準で

企

業
の

公

共

化
の

現

象
に

卸
し
て
.
の

法
形
式
若
し

く
は

法
形
態

が

論
ぜ

ら
れ

て

い

る

こ

と

も

注
目

す
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

五

経
臍
形
態
と

法
形
態
の

相

違

を

若
干

述
べ

る
｡

経
済
形

態

に

と
っ

て

重

要
な

の

は
､

第
一

に

そ

の

大
き

さ
､

数
と

量
の

問
題

で

あ

ろ

う
｡

一

言
に

し

て

云

え

ば
､

企

業
の

規
模
と

云

う
こ

と
に

な
る

｡

更
に

企

業
の

組
成
要
素
た

る

資
本

､

株
主

､

利
益

､

経
営

者
､

努
働
者

､

生

産
物

､

取

引

関
係
者
等
に

つ

い

て
､

各
ヒ

そ

の

敷
と

量
が

企

業
の

経
済

形
態

を

決
定

す
る

原
因
と

な

ろ

う
｡

こ

れ

に

よ
っ

て
､

五

大
･

大
･

軒
･

小
･

零
細
等
の

経
済
形

態
の

基
礎

が

提
供
さ

れ

る
｡

第
二

は
､

そ

の

質
で

あ
っ

て
､

そ

の

形
態
の

企

男
が

､

他
の

経

済
形
態
に

比

較
し
て

､

ど
れ

だ

け

優
れ

て

お

り
､

ま

た

国
民

経
済

に

と
っ

て

ど

れ

だ

け

重

要
か

香
か

と

云

う
こ

と
で

あ

る
｡

換
言

す

れ

ば
､

国
民

経
済
に

於
て

占
め

る

地

位
で

あ
る

｡

こ

れ

は

前
述
の

企

業
規
模
と

必

ず
し
も

現

賓
に

一

致

す
る

も
の

で

は

な

い

(

例

え

ば

中

小

企

業
)

｡

第
三

に
､

経
済
形

態
に

関
す
る

機
能
と

活
動
が

､

貨
幣
額
に

よ

っ

て

把

握
さ

れ

る

こ

と

で

あ

る
｡

資
本
は

､

金

額
に

よ
っ

て

表

示

さ

れ

る

と

同

時
に

､

そ

の

廻

轄

率
､

利
益

率
が

計
ら

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

企

業
に

必

要
な

資
本
は

､

ど

の

様
な

方

法
を

と
っ

て

も

調

達
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

経
済
形

態

に

と
っ

て

関
心

を

も

つ

■
の

諮
一
･

▲

は
､

株
主

の

権
利
義
務
で

は

な

く
､

株
債
で

あ

り
､

財
務
で

あ
る

｡

文

法

律
的
な

解
決
で

は

な

く
､

金

銭
に

よ

る

妥

協
取

引
で

あ
る

｡

費
用

､

税

金

等
の

顧
慮
は

無
理
な

不

適

嘗
な

法

形

態
さ

え
､

敢
え

て

と

ら

せ

る
｡

一

方
こ

れ

に

封
し

て

法

形

態
に

つ

い

て

は

商
法
上

の

合
社

を

問
題
と

す
る

限
り

､

そ

れ

は

何
ら
か

の

形
で

民

法
上

の

契
約

､

取
合

､

祀

圃
､

財
囲
に

関
係
づ

け

ね

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

方

向

を

逆
に

進
め

れ

ば

結
局

｢

人
+

の

結
社

形
式
に

還

元
で

き

る

こ

と

に

も

な
る

｡

又

企

業
の

経
済
形
態
に

於
て

も

純
粋
に

こ

の

私

法

的
の

方

向
に

推
し

進

め

れ

ば

樺
利
義
務
の

主

膿
た

る

｢

人
+

の

物

質
的
(

貨

幣
を

疎
外

し

た
)

生

満
開
係
に

締
着
す
る

｡

云

わ

ば
｢

人
+

中
心

に

主

膿
的
法

､

客
膿
的
法
を

企

業
形
態
に

つ

き

思

考

す
る

こ

と
に

法
形

態
の

核
心
が

あ
る

よ

う
に

考
え

ら

れ

る
｡

企

業
の

経
済
形

態
が

､

外

側
の

企

業
及
び

国
民

経
済
に

僧
侶
的

に

関
係
づ

け

ら

れ
､

こ

れ

と

の

俵

接
交
錯
関
係

が

許
慣
基

準
に

な

る

の

に

封
し
て

､

法
形

態
に

つ

い

て

は

逆
に

内

側
の

｢

人
+

に

法

秩
序
が

主

観
的
(

権
利
義
務
)

に

も

客
観
的
に

も

関
係
づ

け
ら

れ

る

と

云

い

得
よ

う
か

｡

(

九
)

高

瀬

荘

太

郎

編
｢

新

合
祀

法

と

食
紅

経
営
+

平

井

泰
太

郎

博
士

執

筆
三

九

～
四

〇

貞
じ

一商
法

的
に

こ

れ

を

採
り

上

げ
た

も
の

と

し
て

†

l
n
卜

.
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( 3 7 ) 食紅 ( 企 業) の 法 形 鰻 と経 済形態

は

田

中

誠
二

･

｢

合
祀

法
+

(

青
林

書
院
)

五

四

頁
｡

(

一

〇
)

田

中

誠
二

･

｢

我

国
に

お

け

る

労
資

協

同

骨

社
の

構

想

に

つ

い

て
+

法

学

新

報

第
五

十

五

巷

第

四

競
｡

(

一

一

)

最
近
の

企

業
に

於

け

る

労

働
の

参

加
忙

っ

い

て

は

池

田

直
戒

｢

労
使

協
議
の

制

度
+

昭

和

三

十
三

年
､

文

献
は

同

書
二

五

六

頁
以

下
に

掲
げ
る

｡

一
商

法

聾
者
の

論

文

と

し

て

大

塚
･

｢

西
ド

イ

ツ

の

経

営
参

加

制

度
と

自

然

法
論

上
の

若

干
の

問
題
+

東
京

外

大
六

〇

周

年

記
念
論

文

集
｡

(

一

一

a

)

石

井
･

一
商

法
1

一

〇

頁
｡

三

従
来

､

合
祀
法
に

お

い

て
､

経
済
形

態
と

し

て

そ

の

特
殊
の

意

味
が

論
議
さ

れ

て

き

た

も
の

に

つ

い

て
､

次
に

述
べ

る
｡

一

人

的
合
祀
と

物
的
(

資
本
)

合
祀

こ

れ

は

嘗
初
は

経
営

畢
上

分
類
さ

れ

た

経
済
形

態
で

あ
っ

た
｡

舎
杜
の

活
動
が

｢

人
+

に

依
存
す
る

が
､

｢

財
産
+

に

依
存
す
る

か

に

基
く

の

で

あ

る
｡

こ

れ

を

法
学
的
に

引
き

直

す

と
､

フ

ラ

ン

ス

で

は
､

社
員
(

出
資
者
)

資
格
の

移
韓
の

難
易
に

そ

の

直
別
の

規

準
を

置
く

｡

そ

れ

は

社
員

(

出
資
者
)

が

容
易
に

食
紅
か

ら

離
脱
で

き

る

の

で

あ

れ

ば
､

合

祀
と

社
員
と

の

結
合

関
係
は

弱
く

な

り
､

人

又

は

そ

の

社
員
個
人

に

封
し
て

合
祀
の

活

動
を

期
待
す
る

詳
に

は

い

か

な
い

｡

そ

し
て

株
式

は

移
特
が

容
易
で

あ

る

に

封
し
て

､

持
分
は

困

難

な
の

で
､

人

的
食
紅

を

｢

持
分
に

よ

る

合
祀
+

､

物
的
合
祀
を

｢

株
式
合
祀
+

と

科

す

る

こ

と

も

あ

る
｡

ド

イ

ツ

の

学
説
は

､

信
用
の

基
礎
が

禽

杜
の

出

資
者
た

る

社
員
に

か

る

か
､

食
紅

財
産
に

あ
る

か

に

よ

っ

て

直
別

す
る

｡

こ

れ

は

結
局

､

社

員
の

無

限

責
任

､

有
限

責
任
の

直
別
に

裏
付

け

ら
れ

､

社
員
(

株
主
)

が

有
限

責
任
で

あ
れ

ば
､

合
祀
の

財
産
を

信
用

す
る

よ

り

外
は

な
い

｡

法

形
態
の

中
で

､

こ

の

程
別

に

高

富
す

る

も
の

を

求
め

れ

ば
､

人

的
食
紅
は

合

名

合
祀

､

物
的
合
祀
は

株
式
合
故
に

嘗
る

｡

し

か

し
､

両

者
は

正

確
に

合
致

若
く

は

相

蔽
う

も
の

で

は
な
い

｡

経
済

形
態
と

し
て

の

こ

の

直
別

は
､

ニ

ュ

ア

ン

ス

が

あ

り
､

そ

の

雨

着

の

交

錯
が

あ

る

所
に

特
色

が

あ

る

こ

と

は
一

言
し

た
｡

又

人

的
食

紅
と

物
的
曾
社
の

中

間
的

な

法
形
態

と

し
て

､

有
限

合
赦

が

存
す

る

し
､

株
式

合
祀
の

法

形
態
を

と
る

も

の

の

う
ち

､

極
め

て

人

的

色
彩
の

強
い

も
の

も

存
す
る

｡

一

人

食
紅

､

非
公

開
食
紅

な

ど

そ

の

典
例
で

あ

る
｡

経
済
形

態
か

ら

見

た

場
合
に

､

そ

の

持
つ

人

的
色

彩
の

度
合
の

厚
薄
に

適
應
す
る

法
形
態
が

､

現
行
法
の

下
で

十

分
で

あ

る

か

香

か

は

問
題
と

さ

れ

よ

う
｡

殊
に

有
限

食
紅
と

株

式

曾
社
の

中
間
に

別

種
の

法
形
態
が

立

法
論
と

し
て

考
え

ら
る

べ

き

か

香
か

は
､

慎

重

な
る

検
討
を

要
し

ょ
う

｡

何
れ

に

し
て

も
､

人

的
色

彩
の

濃
い

Ⅳ
′

賢
.;

レ

ト
断

賢
ト
L
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株
式
合
敵
に

つ

い

て

は

邁

嘗
な

立

法

措
置
を

講
ず
べ

せ

で

あ

る
｡

二

公

開

合
祀
と

非
公

開
食
紅

こ

れ

は

株
式
を
一

般
市

場
に

公

開
し

て

い

る

か

香
か

に

よ

る
｡

公

開
食
紅
の

場
合
は
+

何
人

も

讃
券
市

場
を

通
し

て

自
由
に

株
式
を

取
得
し

て
､

株
主

た

り

得
る

と

共

に
､

い

つ

で

も

市
場
を

通
し

て

株
式

を

譲
渡
す
る

こ

と
に

よ

り
､

株
主

た

る

資
格
を

失

う
こ

と

が

で

き

る
｡

法

形
態
と

し
て

は

株
式
合
祀
は

抹
式
の

自
由
譲
渡
制
を

強

制
さ

れ
て

い

る

か

ら
､

株

式
を

譲
り

た

い

人
と

買
い

た

い

人

と
の

契
約
が

成
立

す
れ

ば
､

何

人

も

そ

の

食
紅
の

株
主
た

り

得
る

は

ず
で

あ

る
｡

こ

れ

だ

け

で

は
､

只

法

律
上

返

還
を

許
さ

れ

な
い

資
本
を

偶
然
の

契

約
に

よ

り

事
賓
上

(

経
済
的
に
)

回

収
し

得
る

と
い

う
に

過
ぎ

な
い

｡

経
済
的
に

は

株
式
合
祀

は

株
式
な
る

有
償
謹
券
を

通
し

て

非
人

的
な

､

遊
離

資
本
を

投
資

､

投
機
そ

の

他
の

形
で

蒐
集
す
る

形
態

で

あ

り
､

こ

の

た

め
に

は

謹
券
市

場
を

介
す
る

の

が

最
も

適
し

､

合
目

的
で

あ

る
｡

殊
に

大

資
本
を

必

要
と

し
､

し
か

も

無
限
に

撰

大
す
る

企

業
規
模
に

必

要
な

資
本
を

集
め

る

た

め
に

は
､

こ

の

こ

と

は

紹

封
的
と
い

い

得
る

｡

従
っ

て

公

開
的
な

食
紅
こ

そ
､

株
式

合
祀
の

法
形

態
に

最
も

邁
應
せ

る

経
済
形
態
で

あ

り
､

非
公

開
的

な

も
の

な

ど

は
､

そ

の

亜

種
で

あ

り

欒
態
で

あ

る

と
い

え

る

■
｡

し

か

し

な
が

ら

現

資
の

法
形
態
を

見
る

と
､

こ

の

こ

と

は

必
し

も

鶉

､

/

く
云

い

切

れ

な
い

｡

そ

れ

は
､

株
式
の

自
由

譲
渡
制
す

ら

も
､

あ

湘
イ

⊥

る

種
の

法
的
制
限
を

設

け
る

こ

と

が

有
効

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

と
､

わ
が

商
法
は

資
本
最
低
限
の

規
定

を

設

け
て

い

な
い

こ

と

に

ょ

る
｡

非
公

開
的
な

株
式

合
社
の

存
立

す
る

飴

地

は

こ

こ

に

あ

る
｡

公

開
的
な

株
式

合
杜
と

し

て

は
､

株
式
の

自

由

譲

渡
制
の

他

に
､

資
本
金

が

高
い

こ

と
､

株
主

数
が

多
く

分
散
し
て

い

る

こ

と
､

資
本

市
場
を

通
し
て

の

み

資
本
が

調

達
で

き

る

こ

と

な

ど

必

要
で

ぁ

ろ

う
(

前

述
､

高
度
食

紅
の

形

態

参

照
)

｡

商
法
は

こ

こ

ま
で

細
目

的
に

規
定

し

て

い

な
い

｡

､

謹
券
市
場
に

つ

い

て

は
､

有
償
記
券
の

公

募
と
い

う

観
鮎
か
■
ら

､

讃
券
取

引
法
の

規
定
す
る

と
こ

ろ
と

な

り
､

株
式
及
び

社
債
の

畿
行

倍
額
の

絶

額
が

､

五

千

寓
園

以

上
か

以

下
か

に

よ
っ

て

異
な

る

手

横
を

課
す

る
｡

多
額
の

有
償
讃
券
の

嶺
行
を

必

要
と

す
る

合
祀
は

､

事

賓
上

大

資
本
の

株
式

合
祀
で

あ

る
｡

讃
券
取

引

法
に

よ

る

届

出
の

形
式
に

よ

る

国
別
も

可

能
で

あ

り
､

こ

の

届

出
を

要
す
る

株
式
合
祀
は

､

質
に

お

い

て

(

国
民

経

済
上
)

重

要
で

あ

る

が
､

数
に

お

い

て

は

多
く

な

い
｡

た

だ

公

開

株
式
食
紅
を

非
公

開
の

も
の

と

別

個
の

法

形
態
と

す
る

か

香
か

が
､

経
営
学
者
の

間
に

議
論
さ

れ

て

い

る

こ

と

は

前
述

し

た
｡

非
公
開

株
式
食
紅
に

つ

い

て

云

え

ば
､

株
式
の

讃
渡
を

定

款
を

l上

土



( 3 9 ) 食紅 ( 企業) の 法形 態 と経済形 態

も
っ

て

禁
止

者
し

く

は

制
限

す
る

こ

と

が

出
来
な
い

と
い

う

規
定

(

二

〇

四

條

六

項
)

は

公

開

性
の

最
少
の

限

度

を

ま

し

た

に

過

ぎ

ず
､

こ

れ

を

も
っ

て

直
ち
に

､

高
度
合
杜
の

如
く

株
式
が

市
場
に

お

い

て

流
通

し
､

或
は

資
本
市
場
に

お

い

て
､

珠
式
に

よ

り

資
本

を

調

達
で

き

る

こ

と
に

は

な
ら

な
い

｡

昭

和
二

十

六

年
の

改
正

前

に

は

こ

の

規
定
が

な
い

こ

と

と

有
限

合
祀

法
(

昭

和

十

三

年
)

が

施

行
さ

れ

て

い

な

か
っ

た

時
期
が

あ
っ

た

た

め

に
､

小

規
模
家

族
的

企
業
が

す
べ

て

株
式
合
祀
の

形
態
を

と
っ

て

来
て

い

た
｡

昭

和
二

十

六

年
に

株
式
食
紅
法
を

改
正

す
る

時
､

こ

れ

ら

小

規
模
の

株
式

食
紅
に

対
し
て

適
嘗
な

虞
置
を

採
る

べ

き
で

あ
っ

た

か

も

し

れ

な

(

一
二
)

い

が

(

有

限

食
紅
へ

の

組
織

攣
更

等
)

､

そ

の

ま

ま
と

な
っ

て

し

ま
っ

た

の

で
､

経
済
形
態
と

し

て

は

す
こ

ぶ

る

乱
雑
な

非
公

開
の

形
態

を

も

含
む
こ

と

と
な
っ

た
｡

株
式
の

自
由
譲
渡
に

封
す
る

制
限
に

つ

い

て

は
､

右
の

現

賓
の

小

規
模
非
公

開
の

株
式

食
紅
の

現

存
に

鑑
み

て
､

椚
各
個
の

株
主

が

具

健
的
な

意
思

決
定
に

よ

り
､

合
社
と
の

個
別

的
契
約
に

よ

っ

て
､

譲
渡
の

自
由
を

制
限

す
る

方

法
､

何
棟
圭
相

互

間
に

株
式
の

棄
却
に

つ

き
一

定
の

者
の

承

認
を

要
し

､

そ

の

違
約
の

場
合
に

違

約
罰
と

し

て
一

定

金

額
の

支

排
を

約
束
す
る

債
権
契
約
を

結
ぶ

方

法
が

掲
げ
ら

れ

有
効
か

無
効
か

が

論
ぜ

ら

れ

て

い

る
｡

脛
済
形
態

と

し
て

は

こ

の

程
度
ま
で

非
公

開
に

す
る

こ

と
が

認
め

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

う
だ

と

す
る

と
､

経
済
形

態
と

し

て

有
限

合
祀

を

利
用

す
る

か

株
式
食
紅
を

利
用
す
る

か

は

そ

れ

ほ

ど

大
き

な

相

違
が

出
て

こ

な
い

｡

経
済
形
態
と

し
て

の

非
公

開
食
紅
と

公

開

含
杜
の

差
は

､

相

封

的
の

も
の

で

あ

り
､

非
公

開
含
敢
が

機
の

熟
す
る

に

お

よ

ん

で
､

つ

ま

り

公

開
食
紅
へ

の

経
済
的
條
件
を

充
し

さ

え

す
れ

ば
そ

の

株

を

公

開
し
て

公

開
合
祀
忙

な
れ

る

と
い

う
所
に

､

経
済
的
の

意

味

が

あ

る
｡

な

れ

る

か

な
れ

な
い

か

は
､

法

律
問
題
で

は

な

く

経
済
､

的
の

問
題
で

あ

る
｡

も

し

最
初
か

ら

公

開
合
祀
へ

の

畿
展
の

道
が

閉
さ

れ

て

い

る

な

ら

ば
､

そ

れ

は

株
式

合
杜
の

形
を

採
る

に

し
て

(

一
三
)

も
､

経
済
形
態
と

し

て

人

的
合
祀
と

見
る

こ

と

が

出
来
る

｡

三

一

人

曾
敢

株
主

一

人

と

な
っ

た

株
式

合
祀
を

一

人

合
祀

(

一

四
)

と
い

う
｡

こ

れ

が

有
効
か

無
効
か

は
､

法
形
態
と

し

て

は

非
常
に

重

要
な

議
論
で

あ

る
｡

即
ち

設

立
の

時
に

少

く

と
も

七

人
以

上

必

要
と

し

た

饅
起
人
に

よ
っ

て

設
立

さ

れ

た

株
式
禽
敢
が

､

株
主

一

人

に

な

る

と
い

う
こ

と

は

極
限

現

象
で

あ
っ

て
､

こ

の

見

地
か

ら

株
式
合
祀
の

本

質
が

財
圃

な

り
や

杜

圃

な

り

や

と
い

う
議
論
が

学

問
的
に

研
究
さ

れ

る
｡

ま

た
こ

の

結
果
と

し
て

こ

の
一

人
の

個
人

▲U
レ

に

つ

い

て

有
限

責
任
を

認
め

る

こ

と

を

許

す
か

香
か

と

い

う
問
題
.

乃

二
ゝ

巨
㌢

巨
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て-
1 て

に

も

な

る
｡

し

か

し

な
が

ら
､

経
済
形

態
と

し

て
一

人

含

敢
を

見
る

場

合

に
､

そ

れ

ほ

ど

重

大

な

も
の

か

ど

う
か

は

疑
わ

し
い

｡

即
ち

経
済

的
意

味
と

法
律
的
意

味
と

が
､

こ

の

鮎
は

な

は

だ

し

く

相

違

す

る
｡

第
一

に

公

開
合
社
に

つ

い

て
､

た

だ
一

人

が

全

市

場
に

流
通

す
る

株
式
を

所
有
す
る

こ

と

は

事
賓
上

あ

り

得
な
い

｡

従
っ

て

経

済
形
態
と

し

て

の

株
式

食
紅
が

高
度
の

形
態
を

探
る

か

ぎ

り
､

こ

の

こ

と

は

問
題
と

な

ら

な
い

｡

只
小

規
模
家

族
的
な

倉
杜
に

つ

い

て

偶
然
的
に

稀
有
の

場
合
に

生

じ

う
る

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

一

人

禽
政

が

有
効
か

無

効
か

は
､

は

げ
し
い

議
論
の

封
象
と

な

っ

て

い

る

が
､

事
賓
株
主

一

人
に

な

り
そ

う
な

時
に

賓
際
上

他
に

ヽ

ヽ

一

人

位
の

株
主
を

求
め

る

こ

と

は

容
易
で

あ

り
､

殊
に

わ

ら

人
形

を

使
う

方

法
も

あ

る
｡

そ

う

す
れ

ば

法

律
的
に

は

致

命
と

も

な

り

か

ね

な
い

一

人

食
紅
は

事

茸
上

岡

避
出

来
る

の

で

あ

り
､

こ

の

方

法
を

経
済
人
と

し

て

は

採
ら

な
い

者
は

恐

ら

く

皆
無
で

あ

ろ

う
｡

ま

た
一

人

合
祀
が

無
効
で

あ

り

解

散
せ

し

む
べ

き
で

あ
っ

て

も

そ
の

無
数
を

誰
が

主

張
す
る

か
､

そ

の

無

効
の

訴
の

途
中
で

株
主

二

人

と

な
っ

た

時
に

無

効
を

訴
え

る

利
益

が

あ

る

の

か
､

又
そ

の

費
用

を

詭
が

負
揺
す
る

か

な

ど

も

併
せ

て

考

え

ね

ば

な

ら

な
い

｡

し
か

し
一

方

法
形
態
と

見
る

と

き

は

甚
だ

厳
し
い

｡

株
式

食
紅

が

祀
圃

法
人
で

あ

る

限
り

は
､

一

人
の

杜

圃
は

府
封
に

あ

り

得
な

如上

い
｡

ま

た

無
限

責
任
を

負
う
べ

き

個
人
が

､

株
式
食
紅
の

法

形
態

を

借
り

て

有
限

責
任
の

利
益
の

み

を

受
け

る

こ

と
は

許
さ

る

べ

き

で

は

な
い

｡

従
っ

て
､

一

人

食
紅
は

､

こ

の

限

り
に

お

い

て

無
数

と
い

う
説
が

首
肯
さ

れ

る
｡

最
初
か

ら
こ

の

よ

う

な

意
固
を

以
て

設
立

さ

れ

る
一

人

合
敢

は

法
形

態
と

し

て

許
さ

る

べ

き

で

は

な

い
｡

し

か

し

法
律
的
に

無

効
説
が

強
く

な

れ

ば

な
る

程
､

経
済
的

ヽ

ヽ

に

は
､

わ

ら

人

形

的

な

株
主
を

利
用
し

た

り

相

嘗
の

犠
牲
を

沸
っ

て

も

秩
圭
を

二

人

置

く
こ

と
を

厭
わ

な
い

で

あ

ろ

う
｡

法

形

態
と

し
て

考
え

ら
れ

る
一

人

合
祀
は

､

こ

の

様
な

事
案
上

の

問
題
を

離
れ

て
､

株
式
の

自
由
譲
渡
制
の

下
で

は
､

秩
圭
が

一

人
に

な

る

こ

と
が

理

論
上

あ

り

得
る

と

云

う
極
限

的

な

も
の

が

却

っ

て

草
間
的
に

珠
式

合
祀
の

本

質
を

明
か

に

す
る

と

見

て

い

る
｡

又
､

株
主

一

人

と

な
っ

て

も

そ

れ

は

偶
然
的
で

あ

る

か

ら
､

こ

れ

が
､

株
主

一

人
増

え

る

こ

と
に

よ

り

解

治
さ

れ

得
る

蓋

然

性
が

多

い
｡

そ

こ

で

企

業
維
持
の

観
念
を

も
っ

て

法
律
的
に

も
こ

れ

を

有

ヽ

ヽ

裁
と

す
る

の

で

あ

る
｡

も

し
､

採
り

上

げ
る

と

す
れ

ば

わ

ら

人

形

的
な

株
主
又

は

名

義
だ

け
の

株
主

を

以
て

法
律
的
に

株
主

た

る

要

件
が

充
た

さ

れ

て

い

る

か

ど

う
か

で

あ
る

｡

も

う
一

つ

問
題
に

な

る

の

は
コ

ン

ツ
ェ

ル

ン

関
係
で

親
食
紅

が
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食
紅
の

株
式
を

全

株
も
っ

て

い

る

場
合
で

あ

ろ

う
｡

こ

の

場
合

に

も

形
式
的
に

株
主

一
人
で

あ

れ

ば

有
効

無

数
が

論
ぜ

ら

れ

る

が
､

恐

ら

く
､

こ

･
の

場
合
に

は

親
食
紅
と

し
て

二

人
以

上

の

株
主

を

設

け

る

こ

と

は

極
め

て

容
易

な
こ

と

で

あ

ろ

う
か

ら

茸
際
上

は

解
決
済
み

と

考
え

ら
れ

よ

う
､

四

同

族
食
紅

､

非
同

族
合
祀

税

法

的

見
地
か

の

の

経
済
形

態
で

あ

る
｡

法
人

税

七

條
の

二

に

よ

る

と
､

H
株
主
又

は

社
員
の

三

人

以

下

及
び

こ

れ

ら
の

親

族
そ

の

他
こ

れ

ら
と

命
令
で

定
め

る

特

殊
の

関
係
の

あ

る

個
人

及
び

法
人

(

こ

れ

を

科
し

て

同

族
関
係
者
と

云

う
)

の

有
す
る

株
式
金

額
の

合

計

額
が

､

そ

の

合
祀
の

株
式

金

額
又
は

出
資
金

額
の

百

分
の

五

十

以

上
に

相

嘗
す
る

食
紅

｡

持

株
主

文

は

社
員
の

四

人
及

び

こ

ら
の

同

族

関
係
者
が

有

す
る

株
式

又

は

出

資
の

合

計

額
が

そ

の

合
杜
の

株
式

金

額
又

は

出
資
金

額
の

百

分
の

六

十

以

上
に

相

嘗
す
る

曾
敢

｡

持

株
圭

又

は

社
員
の

五

人

及
び

こ

れ

ら
の

同

族
関
係

者
の

有
す

る

株
式

又

は

出
資
の

合

計

額
が

そ

の

食
紅
の

株
式
金

額
又
は

出
資

金

額
の

百

分
の

七

十

以
上

に

相

嘗
す
る

食
紅
で

あ

る
｡

以
上

の

規
定

に

よ

る

と

同

族
合
祀
は

経
済
形
態
と

し
て

は

か

な

り

確
定
的
な

形
式
で

願
わ

れ

て

い

る
｡

こ

の

同

族
合
祀
に

封
し
て

ノ

は
､

税
法
上

､

政

府
は

そ

の

行

為
又
は

計

算
を

否
認
で

き

る

こ

と

に

な
っ

て

い

る

(

法
人

程
法

三
一

儀
ノ

三
)

｡

即

ち
､

右
の

同

族
合

祀
の

要
件
を

充

た

す
か

香
か

の

数
字

的
に

紙
一

重

の

差
に

基
い

て

も

税
務
計

算
上

決
定

的
に

重

要
な

否

認
権
が

生

ず
る

｡

裏
返

に

言

え

ば
､

同

族
合
祀
と

云

う

莫
然
た

る

経
済
形

態
の

中
に

､

税

法
上

の

香
認
権
の

封
象
と

な
る

同

族
合
祀
と

然
ら

ざ
る

同

族
合
敢
と

の

二

つ

の

法

形
態

が

存
す
る

こ

と

に

な

る
｡

高
度
の

し

か

も

公
開
さ

れ

た

株
式

食
紅

形
態
か

ら

見
れ

ば
､

こ

の

様
な

同

族
禽
祀
は

少
い

で

あ

ろ

う
が

､

し
か

し
､

そ

れ

に

近
い

も

の

は

我

国
に

お

い

て

は

あ

り

得
る

｡

従
来
(

改
正

前
も

含
め

て
)

の

株
式

合
祀
の

法

形
態
の

下
で

は
､

斯
の

如
き

同
族

合
祀
が

大

部

分
を

占
め
て

い

た

こ

と

を

知
る
べ

き
で

あ
る

｡

こ

の

様
な

株
式

合

社
は

物
的
食
紅
よ

り

も

人

的
禽
杜
に

近
い

鮎
が

多
く

存
す
る

｡

中
小

企

業
の

大

部

分
が

同

族
合
社
で

あ

れ

ば
､

祝

計

算
に

お

い

て

右
の

税
法

上
に

否

認
権
の

封
象
と

な

り
､

椀

政

策
に

よ

り

そ

の

経
理

内

容
が

左

右
さ

れ

る

こ

と

も

知
り

得
る

｡

た

だ

ド

イ

ツ

が

有

限

合
祀
に

つ

き

税

法
上

有
利
な

取

扱
を

し

た

こ

と

は

附
記

す
る

に

止
め

る
｡

五

大

合
祀

中

食
敢
小

舎
紅

綬
済
形

態
と

し
て

重

要
で

あ
る

一

⊥

こ

と
は

先
に

述
べ

た
｡

何
に

よ

っ

て

大
中

小
の

規
模
を

決
め
る

か

′プ4
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が

問
題
で

あ

る
｡

商
法

と

し
て

は

資
本

額
に

よ

る

で

あ

ろ

う
｡

H

資
本
最
低
限
の

原

則

我
が

商
法
上

は
､

規
定
が

な
い

が
､

特
別

法
に

は

あ

る
っ

こ

れ

は

事
業
毎
に

そ

の

額
が

相

異
し
て

定
め

(

一
五
)

ら

れ

て

お

る

の

で

抽
象
的
法

形
態
と

し
て

で

は

な
い

｡

こ

の

原
則
は

立

法

論
と

し

て

取

上

げ

ら
れ

て

い

る
｡

ま
た

比

較

法

的
に

み

る

と
､

ド

イ

ツ

株
式

法
(

七

條
)

は

資
本
の

最

低
公

科

額
を
五

十

萬
マ

ル

ク

と

し
､

こ

れ

に

封
す
る

例
外
は

､

司
法
大

臣

が

経
済
大

臣
と

協
議
し

て

定

め
る

こ

と
に

な
っ

て

い

る
｡

ま

た

施

行
昔
時

､

五

十

萬
マ

ル

ク

以

下
の

合
祀
に

つ

い

て
､

こ

れ

を

以
て

最
低
資
本

額
と

看
倣
し

た

が

十

寓
マ

ル

ク

以

下
の

株
式

禽
牡

は
､

組
織
を

襲
更
又

は

解
散
す

る

こ

と
に

な
っ

て

い

る
｡

そ

の

他
こ

れ

(

一

六
)

に

つ

き

規
定

す
る

立

法
例
も

多
い

｡

資
本

最
低
限
の

原
則
を

鉄
く
た

め
､

株
式
履
行

額
と

覆

起
人
の

数
よ

り

し

て
､

額
面

株
式
を

蟄

行

す
る

場
合
に

お

い

て

は

資
本
金

三

千
五

百

園

以

上
､

無
額
面

株
式
の

場
合
に

お

い

て

は

そ

れ

以

下

の

資
本
金

額
の

株
式
舎
敢
が

存
す
る

こ

と
に

な
る

｡

し

か

し
､

経

済

形
態

と

し
て

､

こ

れ

ら
の

合
敢
が

ど

れ

だ

け
の

経
済
的
活

動
が

で

き

る

か
､

現

在
の

貨
幣
慣
値
か

ら

見
て

疑
わ

し

い
｡

も

し
､

そ

れ
に

も
か

か

わ

ら

ず
資
本

金
三

千
五

百

園
の

株
式
食
紅
が

事

賓
上

宝

記
さ

れ

て

い

る

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

経
済
活

動
を

す
る

も
の

で

な

く
､

他
の

法

律
上
の

目

的
例
え

ば
一
商

競
の

保
持
の

た

め
に

あ

ら

舶
一

⊥

か

じ
め

登

記
し
て

お

く

必

要
に

基
く
と

思
わ

れ

る
｡

ま
た

有
限

合
社
に

つ

い

て

は
､

資
本

最
低
限
の

原

則
が

あ

り
､

資
本
の

線
額
が

十

寓
園
を

下
る

こ

と

を

得
な
い

｡

こ

れ

と

の

均
衡

を

考
え

る

と

株
式

食
紅
に

資
本

最
低
限
の

原

則
が

な
い

の

は
､

不

思

議
と
い

う

外

は

な
い

｡

た

だ
､

い

く

ら
の

最
低
資
本

額
に

す
べ

き

か
､

そ

れ

以

下
の

合
祀
を

ど

の

よ

う
な

形
態
に

組
織
愛
更

､

又

は

解
散
せ

し

む
べ

き

か

は

惧
重

な
る

考
慮
を

必

要
と

す
る

が
､

安

定

し
た

今
日

の

経
済
事
情
と

中

小

企

業
の

規
模
の

現

況
に

鑑
み

て

決
定

す
べ

き

段
階
に

現

在
来
て

お

る

と

思

わ

れ

る
.｡

中

小

企

業
に

つ
.

き

特
別

法
た

る

中

小

企

業
安
定

法
に

は
､

常
時

使
用

す
る

従
業
員
の

敦
が

三

百

人

以

下
の

事
業
者
を

い

い
､

い

か

な
る

法
形
態
を

採
る

か

は

問
わ

な
い

｡

我

国
で

は

前
述
の

如
く
に

中

小
企

業
の

法
形

態

と

し
て

非
公

開

的
な

扶
式
合
祀
を

利
用
す
る

者
が

歴

倒
的
に

多
い

の

で

資
本
最
低
の

原
則
を

定
め
る

と

き

も
こ

の

鮎
も

考

慮
さ

る
べ

き
一

つ

と

な

ろ

う
｡

た

だ

近

時
有
限

食
紅
の

数
が

増
加
の

一

途
を

た

ど
っ

て

い

る

の

で
､

中

小

企

業
の

主
要
法

形

態
が

漸
時
こ

れ

に

移
行

す
る

傾
向

も

見

ら

れ

う
る

｡

大
骨
敢
に

な

れ

ば

大

資
本
を

要
す
る

｡

そ

の

資

本
を

特
定
の

入

着
し

く

は

特

定
の

個
人

的
な

儲
周

か

ら

調

遷
す
る

こ

と

は

不

可
能
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( 4 3 ) 食紅 (企 業) の 法形 態 と脛済形 態

で

あ

る
｡

従
っ

て

公
開
合
祀
の

形
を

採
る

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

が

経

済
形
態
と

し
て

の

株
式

食
紅
で

も

あ

り
､

ま

た

経
営
学
者
は
こ

れ

を

高
度
食
紅
と

し
て

詳
細
な
こ

れ

に

適
合

す
る

法

形
態
を

立

案
す

べ

し

と

主

張
す

る

こ

と

は

前
述

し
た

｡

六

国

債
主

義
的
合
社

､

個
人

主

義
的
食
紅

社
員
資
格
と

業

(

一
七
)

務
執
行

と
の

関
係
に

基
づ

く

形
態
の

直
別
で

あ
る

｡

即
ち

自
己

機

関
を

有
す
る

も
の

が

個
人

主

義
的
合
祀

､

第
三

者
機
関
を

有
す
る

も
の

が

国

債
主

義
的
合
祀
で

､

前
者
で

は
､

企

業
所
有
と

企
業
経

営
と
が

一

致
し

､

後
者
で

は

こ

れ

が

分
離
す
る

｡

企
業
所
有
と

企

業
経

営
と
い

う

経
営
畢
的
の

観
念
を

取
入
れ

た

所
に

こ

の

形
態
の

特
色
が

あ
る

｡

又
こ

れ

は

合
祀
の

み

な

ら

ず
他
の

祀

圃
に

つ

い

て

も

あ
て

は

ま
る

｡

こ

れ

は

事

茸
上

は

人

的
合
祀

､

物
的
合
敢
の

直

別
と

一

致
す
る

し
叉

中

間
の

法
形
態
も

有
す
る

｡

(

一

二
)

絵
本

先
生

古

稀
記

念
｢

食
紅

法
の

諸

問

題
+

石

井
･

｢

株

式

･
′
の

讃
渡
+

三

三

四

貞
は
こ

れ

に

腐
れ

る
｡

(

一

三
)

檜

地

こ
剛

掲
は

非
公

開
合
祀

を

人

的

食

紅

と

す

る
｡

(

一

四
)

最
近
の

論

文
と

し

て

野

津
･

｢

一

人

食
紅

に

つ

い

て
+

日

本

法

畢
第
二

四

巷

第
二

競
参

照
｡

(

一

五
)

銀

行
に

つ

い

て

は

百

萬
園

以

上

(

同

法

第
三

條
一

項
)

貯
蓄

銀

行
に

つ

い

て

は

五

十
富

国

以

上

(

同

法

第
三

條
)

.
相
互

銀

行
に

つ

い

て

ほ

三

千

萬
園
以

上

(

同

法

第
五

億
)

長

期
信

用
銀

行
に

つ

い

て

は

五

億
園

以

上

(

同

法

第
三

條
)

外

国
為
替

銀

行
に

つ

い

て

は

十

億

園
以

上

(

同

法
第

三

條
)

､

信
託

業
に

つ

い

て

は

百

萬

園
以

上
(

同

法

第
二

僕
)

､

保

険

業
に

つ

い

て

は
三

千

萬
園
以

上

(

同

法

第

三

保
)

､

委
託

食
紅

に

つ

い

て

は
五

千

萬

園

以
上

(

讃

券

投

資
信
託

法

第
四

僕

二

項
)

を

以
て

最
低

資
本

と

規

定

し
て

い

る
｡

(

一

六
)

各

国
の

状
況

は

次
の

通
り
で

あ

る
｡

ス

イ

ス

で

は
五

萬
ス

イ

ス

フ

ラ

ン

(

債

務

法

第

六
二

一

條
)

､

イ

タ

リ

ー

で

は

百

萬
リ

ラ
(

イ

タ

リ

ー

民

法
二

三

二

七

傑
)

､

メ

キ

シ

コ

で

は
二

萬
五

千
ペ

ソ

(

一

九

三

四

年

含

社

法

八

九

條
)

を

最
低

資
本

と

規

定

す
る

が
､

そ

の

他
オ

ー

ス

ト

リ

ア
､

デ
ン

マ

ー

ク
､

ブ

ル

ガ

リ

ア
､

ポ

ー

ラ

ン

ド
､

米

国

一

部

諸

州

な
ど

の

立

法
､

更

に
､

ア

ル

ゼ

ン

チ

ン

(

一

九
四

五

年

草

案
)

ベ

ル

ギ

ー

(

一

九

四
一

年

草
案

､

一

九

四

六

年

草

案
)

な

ど

に

も
､

こ

れ

を

規

定

し
て

い

る

の

が

見

ら
れ

る
｡

(

一

七
)

弓
i

e
-

巴
-

♀

H
p

n

d
e
】

笥
e
O

F
t

功

-
.

の
.

毛

戸

宰

お

よ

そ

法

形
態

を

立

法
す
る

場
合
に

､

何
ら

か

の

歴

史
的
な

､

具

鰻
的
な

形
態
を

手
が

か

り
と

し
て

､

こ

れ

か

ら

抽
象
し
て

法
規

を

作
る

の

が

常
道
で

あ
る

｡

だ

が

法
典
に

規

定

さ

れ

た

法

形

敵

は
､

元
の

賓
態
と

離
れ

て

法
規
と

し

て

濁
立

し
､

そ

の

後
は

主
と

し

て

裁
判
規
範
と

し
て

濁
走
す
る

｡

ま

た

法

髄
系
と

し
て

は
こ

れ

に

闇
適
す

る

偶
の

法
令
と

の

間
に

矛

盾
な

き

論
理

的

関
係
を

保
萄

淵
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す
る

た

め
に

髄
裁
を

整
え

ね

ぼ

な

ら

な
い

｡

こ

の

法

典
上

の

法

形
態
は

､

私
法
に

お

い

て

は
､

私

人
の

利
用

に

ま
か

さ

れ

て

お

り
､

只

二
疋

の

目

的
の

為
に

は

特
定
の

形
態
を

と

る

こ

と

が

要
求
さ

れ

る

(

例
え

ば
､

公

益

法

人
､

営
利

法

人
)

｡

経

済
形

態
ほ
こ

れ

に

封
し

て
一

定
の

経
済
目

的

達
生

の

た

め

に

最
初

か

ら

合

理

的
･

合
目

的
に

作
ら

れ

る
｡

法

形

態

を

利

用

す
る

の

は
､

こ

の

目

的
に

て

ら

し
て

､

そ

れ

を

利
用

す
る

の

が
､

最
も

経

済
的
に

よ

い

と

判
断
さ

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

し

か

し
､

如
何
に

自

己
の

目

的
の

為
に

利
用

し

ょ

う

と

し
て

も
､

法
形
態
を

と

る

限

り

は
､

強
行

規
定
に

違
反

す
る

こ

と

は

許
さ

れ

な
い

｡

も

し

違
反

す

れ

ば

違
法
に

な

り
､

無
効
と
い

う

効
果
が

輿
え

ら

れ

て
､

法
律
上

抹
殺
さ

れ

る

か
､

又

は

違

反
し
た

嘗
事
者
に

射
し
て

損
害
賠
償

､

原
状
同

復
等
の

厳
椅
な

責
任
を

負
わ

せ

る
｡

従
っ

て

経
済
形

態
が

合
法
的
に

成
立

す
る

た

め
に

は
､

法
形

態
の

中
の

強
行

規
定
に

違

反
し

て

は

な

ら

な
い

｡

こ

れ

を

法
形
態
の

最
小

限

度
の

要
求
と

い

ぅ
｡

一

方
､

経
済
形
態
は

そ

の

経
済
目

的
の

為
に

は
､

法
の

許
す

限
り

､

＼
法
形
態
を

修
正

･

加
工

す
る

｡

任
意

法
及
び

輿
え

ら

れ

た

自
治
の

範
囲

内
に

お

い

て
､

法
の

本

束
の

目

的
も

し

く
は

趣
旨
を

最
大

限

度
に

境
張
し
て

自
己
の

欲

す
る

形
態
を

作
ら
ん

と

す
る

｡

こ

れ

を

経
済
形
態
の

最
大

限

度
の

要
求
と

い

う
｡

こ

の

二

つ

の

要

求
限

度
の

範
囲

内
に

お

い

て

法

形

敵
と

経
済
形
嵐
と

の

合

致
･

奉

加
ィ

.⊥

離
･

相

剋
の

現

象
が

生

ず
る

､

又
､

こ

の

限

度
範
囲
が

慶
す
ぎ
る

こ

と

は
､

本

来
の

法
形
態
の

目

的
を

離
れ

た

経
済
形
態
が

存
す
る

鎗
地

の

多
い

こ

と

及
び

目
の

荒
い

こ

と

を

示

し
､

時
に

は
､

混

乱

を

ま

ね

き

好
ま

し

く

な
い

で

あ

ろ

う
(

典
型

的

株
式

食
紅

､

非

典
型

的

秩
式

食
紅
)

｡

し
か

し
､

徐
り

窮
屈
で

も
､

賓
際
の

要
求
に

そ

わ

な

い
｡

そ

の

最
適
の

幅
と

範
囲
を

何
虞
で

劃
す
る

か

は
､

立

法
政

策

の

問
題
で

あ
る

｡

こ

の

幅
が

襲
え

ら

れ

な
い

現

状
に

お

い

て

は
､

解
繹
諭
と

し
て

操
作
す
る

他
は

な
い

｡

し
か

し
､

合
祀
法
に

お

け

ヽ

ヽ

る

解
澤
論
の

中
に

は
､

知
ら

ず
知
ら

ず
あ

る

種
の

経
済
形
態
を

前

提
と

し
て

い

る

も
の

が
､

多
い

こ

と

を

特
に

指
摘
し

た

い
｡

そ

し

て

無

理

な

解
繹
論
を

す
る

よ

り
.
も

､

現

賓
の

経
済
形

態
を

定

型

的

に

把

握
し
て

､

こ

れ

に

適
合

す
る

法
形
態
を

立

案
す
べ

き

で

あ

る

(

ア

ス

キ

ー

ニ

ー

の

言
う

所

も
こ

れ
で

あ

ろ

う

註
八
)

｡

殊
に

､

計

算
ま

た

は

合
計
規
定
あ

る

い

は

機
関
の

制
度
の

改
正

に

嘗
っ

て

は
､

そ

の

前
提
と

な

る
ぺ

き

経
済
形

態
を

充

分
に

把

挺
し

た

後
で

な

け

れ

ば

安

富
性
が

得
ら

れ

な
い

｡

こ

れ

が

現

賓
へ

の

ア

プ

ロ

ー

チ

で

あ

る

と

考
え

る
｡

(

五

八
･

一

二

二
一

)

(

一

橋
大

単

数
授
)




