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紹
介
と
批
評

『
民
事
訴
訟
雑
誌
』
第
一
號
と

『
民
事
訴
訟
法
講
座
』
第
一
巻

　
職
後
相
次
い
で
設
立
せ
ら
れ
た
諸
分
野
の
全
國
的
學
會
に
先
騙
け
て
、
民
事

訴
訟
の
畑
で
は
、
既
に
職
前
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
學
會
と
い
う
全
國
の
研
究
者

を
横
に
糾
合
し
た
學
會
組
織
が
、
活
動
し
て
い
た
。
そ
の
劉
外
的
活
動
と
し
て

は
、
『
訴
訟
法
學
の
諸
問
題
』
第
一
輯
が
、
今
日
で
も
貴
重
な
論
文
集
と
し
て
、

な
お
好
學
の
士
に
利
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
職
後
い
ち
早
く
從
前
の
組
織
を
復
活

し
た
こ
の
學
會
は
、
主
と
し
て
報
告
討
論
と
講
演
會
と
に
カ
を
注
い
で
今
日
に

至
つ
た
が
、
先
頃
會
員
野
間
繁
博
士
に
依
囑
し
て
作
ら
れ
た
『
民
事
訴
訟
記

録
』
を
學
會
名
義
で
公
刊
し
た
あ
と
を
う
け
て
、
こ
の
度
、
い
よ
い
よ
『
民
事

訴
訟
難
誌
』
を
創
刊
す
る
に
至
つ
た
（
法
律
文
化
社
）
。
第
一
輯
の
み
を
世
に
間

う
て
出
版
事
情
に
妨
げ
ら
れ
第
二
輯
以
後
を
刊
行
し
え
ず
に
い
た
『
訴
訟
法
學

の
諸
間
題
』
の
、
擾
充
せ
ら
れ
た
形
で
の
繹
績
事
業
の
開
始
と
L
て
、
ま
た
、

同
學
者
間
の
討
論
を
製
肘
の
な
い
徹
底
し
た
形
で
行
え
る
夏
、
門
の
機
關
誌
を
特

設
す
る
も
の
と
し
て
、
學
界
の
た
め
に
は
最
大
慶
事
の
ひ
と
つ
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

七
二

（
五
一
〇
）

　
創
刊
號
に
は
五
人
の
專
門
家
の
五
つ
の
論
読
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
編
集
方

針
が
、
設
定
テ
ー
マ
に
よ
る
執
筆
と
自
由
論
題
に
よ
る
執
筆
と
の
、
二
本
建
に

な
つ
て
い
る
た
め
に
、
五
つ
の
論
稿
も
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ヤ
　
　
ヤ

設
定
せ
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
假
庭
分
で
あ
る
。

　
こ
の
編
集
テ
ー
マ
に
基
づ
く
論
読
は
、
掲
載
の
順
序
に
從
え
ば
、
桑
子
一
教

授
の
「
特
殊
假
庭
分
の
手
績
」
と
吉
川
大
二
郎
博
士
の
「
占
有
移
韓
禁
止
假
庭

分
の
効
力
」
の
二
編
。
一
般
に
假
庭
分
と
い
う
言
葉
は
、
民
事
訴
訟
法
典
中
張

制
執
行
編
の
末
尾
に
規
定
せ
ら
れ
た
特
殊
の
手
績
を
さ
す
の
に
用
い
ら
れ
る

が
、
字
義
を
廣
く
解
す
れ
ば
、
狡
義
の
假
協
分
以
外
に
も
色
々
な
假
の
塵
分
を

含
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
粂
子
教
授
の
論
稿
は
、
狭
義
の
假
塵
分
以
外

の
こ
の
種
「
假
の
庭
分
」
を
横
漸
的
に
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
績
の
性

格
を
明
か
に
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
る
も
の
で
、
家
庭
裁
到
所
が
家
事
々
件
に
關

し
て
行
う
假
庭
分
か
ら
、
破
産
法
・
和
議
法
・
會
靴
更
生
法
上
の
保
全
庭
分
、

不
動
産
登
記
法
上
の
假
登
記
假
庭
分
、
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
上
の
行
政
、
庭
分

執
行
停
止
命
令
、
商
法
上
の
取
締
役
職
務
執
行
停
止
代
行
者
選
任
假
庭
分
、
等

に
お
よ
び
、
殊
に
こ
の
最
後
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
狭
義
の
假
庭
分
と

は
別
個
の
特
殊
の
手
績
で
あ
つ
て
「
本
案
訴
訟
の
附
随
手
綾
と
し
て
の
假
塵
分

の
一
類
型
に
属
す
る
も
の
」
と
見
る
べ
き
だ
と
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
到
し
て
、

吉
川
博
士
の
論
稿
は
、
固
有
の
意
昧
で
の
假
塵
分
に
關
し
、
不
動
産
に
つ
い
て

の
い
わ
ゆ
る
占
有
移
韓
禁
止
の
假
庭
分
を
と
り
あ
げ
、
現
状
攣
更
に
よ
る
債
罐

者
の
救
濟
を
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
理
論
と
實
際
と
の
相
剋
の
露

呈
す
る
困
難
な
問
題
に
な
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
博
士
に
よ
れ
ば
「
第
一

に
、
債
務
者
が
假
塵
分
に
蓮
背
し
て
現
歌
を
饗
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
執

行
吏
は
債
務
者
を
強
制
力
を
も
つ
て
退
去
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
債
務



者
の
建
設
し
た
工
作
物
を
取
殿
つ
爲
に
は
執
行
裁
到
所
の
取
殿
命
令
が
必
要
で

あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
當
該
假
庭
分
の
執
行
と
し
て
爲
さ
れ
る
も
の
で
、

別
個
の
債
務
名
義
を
要
し
な
い
。
第
二
に
、
假
庭
分
後
第
三
者
が
執
行
吏
の
占

有
を
侵
奪
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
第
三
者
が
債
務
者
と
通
謀
し
て
い
る

な
ら
ば
、
債
権
者
は
承
纏
執
行
文
を
得
た
上
で
當
該
假
腿
分
命
令
に
基
づ
き
第

三
者
に
封
し
債
務
者
に
甥
す
る
と
同
様
の
執
行
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
反
し
、
第
三
者
が
債
務
者
の
意
思
と
は
無
關
係
に
執
行
吏
（
の
）
占
有
を
侵

奪
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
債
灌
者
は
こ
の
第
三
者
に
封
す
る
別
個
の
債
務
名

義
…
…
に
よ
つ
て
執
行
す
る
ほ
か
な
い
」
。
こ
れ
ら
二
つ
の
論
稿
の
ほ
か
に
、
三

ヵ
月
章
・
中
務
俊
昌
爾
氏
の
協
同
執
筆
に
か
か
る
「
職
後
の
假
麗
分
判
例
の
研

究
」
と
い
う
到
例
綜
合
研
究
が
あ
る
。
詳
細
で
明
快
、
力
作
と
構
す
べ
き
資
料

で
あ
る
。

　
自
由
論
題
に
よ
る
論
読
は
、
こ
れ
も
掲
載
の
順
序
に
從
え
ば
、
岩
松
三
郎
最

高
裁
到
所
到
事
の
「
纒
験
則
論
」
・
田
中
和
夫
教
授
の
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

司
法
審
査
の
限
界
」
・
中
田
淳
一
教
授
の
「
形
成
訴
訟
の
訴
訟
物
」
の
三
編
。

訴
訟
は
裁
到
所
の
判
断
の
形
成
過
程
で
あ
り
、
主
観
的
到
闘
を
客
観
的
判
断
へ

高
め
る
努
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
到
断
の
基
準
と
し
て
輕
験
則
の
、
訴
訟

に
お
け
る
役
割
は
、
極
め
て
基
本
的
な
も
の
が
あ
る
。
岩
松
最
高
裁
到
事
の
論

稿
は
、
か
よ
・
）
な
脛
瞼
則
を
多
角
的
に
考
察
し
て
そ
の
綜
合
的
理
解
に
蓬
し
よ

う
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
自
ら
も
蜥
つ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
裁
到
上
の
實
例
が

あ
ま
り
引
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
執
筆
者
が
岩
松
最
高
裁
到
事
で
あ
る
こ
と

か
ら
期
待
す
る
所
に
反
し
て
、
些
か
遺
憾
な
こ
と
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
れ
で
も

随
所
に
裁
到
官
の
生
き
た
苦
悩
を
感
得
し
う
る
こ
と
は
貴
重
で
あ
る
。
田
中
教

授
の
司
法
審
査
に
關
す
る
論
稿
は
、
我
國
最
近
の
二
三
の
關
蓮
事
件
に
筆
を
起

紹
介
と
批
評

こ
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
司
法
審
査
の
限
界
と
し
て
、
事
件
性
の
問
題
お
よ

び
政
治
性
の
問
題
を
詳
論
せ
ら
れ
る
。
印
ち
司
法
審
査
は
、
司
法
罐
の
本
質

上
、
具
騰
的
事
件
に
關
し
て
の
み
行
わ
れ
、
三
権
分
立
の
構
造
上
、
政
治
問
題

に
つ
い
て
は
自
ら
抑
制
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
し
、
同
時
に
我
國
に
つ

い
て
も
同
様
の
取
扱
が
好
ま
し
い
旨
、
示
唆
せ
ら
れ
て
い
る
。
殊
に
、
い
わ
ゆ

る
政
治
問
題
と
は
「
純
法
律
的
な
到
臨
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
政
治
的
と
い

う
意
昧
で
は
な
い
」
こ
と
を
強
調
し
、
先
頃
の
衆
議
院
議
員
資
格
確
認
並
び
に

歳
費
請
求
事
件
に
つ
い
て
の
東
京
地
裁
の
到
決
を
「
ア
メ
リ
カ
の
裁
到
所
が
百

敷
十
年
の
間
違
憲
審
査
制
の
健
全
な
獲
展
の
た
め
に
梯
つ
て
來
た
努
力
に
一
顧

だ
に
與
え
ず
に
自
己
の
も
つ
て
い
る
概
念
法
學
で
お
し
通
し
た
」
も
の
と
許
し

て
い
ら
れ
る
馳
は
、
重
要
で
あ
る
。
中
田
教
授
の
訴
訟
物
に
關
す
る
論
稿
は
、

離
婚
ま
た
は
婚
姻
の
取
潤
の
要
求
と
い
う
訴
の
目
標
こ
そ
が
婚
姻
訴
訟
の
訴
訟

物
で
あ
つ
て
、
そ
の
原
因
が
訴
訟
物
な
の
で
は
な
い
と
す
る
ベ
ッ
テ
ィ
ヒ
ェ
ァ

の
見
解
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
批
剣
し
つ
つ
、
こ
れ
を
機
豫
と
し
て
、
形
成
訴

訟
一
般
の
訴
訟
物
を
關
明
し
よ
う
と
試
み
て
お
ら
れ
る
。
ヘ
ル
ウ
ィ
ヒ
の
系
統

を
ひ
い
て
、
我
國
訴
訟
法
學
界
は
、
實
膣
法
規
を
基
準
に
し
て
訴
訟
物
を
決
め

る
こ
と
に
概
ね
見
解
が
一
致
し
て
い
る
が
、
奇
妙
に
こ
の
貼
ド
イ
ッ
の
學
界
は

異
な
つ
て
、
そ
こ
で
の
支
配
説
は
今
日
で
は
寧
ろ
訴
訟
物
を
實
農
法
規
か
ら
切

離
す
の
を
當
然
と
考
え
て
い
る
。
ペ
ッ
テ
ィ
ヒ
ェ
ア
の
見
解
も
、
か
よ
う
な
訴

訟
物
観
の
一
顯
現
に
他
な
ら
な
い
。
中
田
教
授
は
先
ず
彼
の
見
解
を
紹
介
し
、

次
い
で
こ
れ
を
ド
イ
ッ
訴
訟
物
理
論
一
般
の
う
ち
に
位
置
づ
け
、
最
後
に
こ
れ

を
極
め
て
鏡
く
批
到
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
形
成
訴
訟
の
訴
訟
物
も
、
…
…
箪
な
る

形
成
の
要
求
、
た
と
え
ば
離
婚
も
し
く
は
婚
姻
取
浩
の
要
求
ま
た
は
婚
姻
解
消

の
要
求
で
な
く
、
む
し
ろ
、
か
か
る
要
求
を
な
す
に
つ
い
て
の
法
律
的
根
擦
と

七
三
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紹
介
と
批
評

し
で
、
主
喪
せ
ろ
れ
る
も
の
、
た
と
え
ば
離
婚
原
因
ま
た
は
婚
姻
取
潜
原
因
て
あ

る
」
。
「
訴
談
物
と
は
何
か
…
…
は
、
原
告
の
訴
状
に
お
け
る
陳
述
の
客
観
的
内

容
に
つ
い
て
の
合
理
的
解
催
に
よ
つ
て
定
ま
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
ワ
て
の
客
襯

的
基
準
は
、
や
は
り
賢
膿
法
規
を
お
い
て
他
に
は
存
し
な
い
」
と
、
教
授
は
い

わ
れ
る
。
律
年
の
名
篇
「
請
求
の
同
一
性
」
の
姉
．
妹
篇
で
あ
る
。
な
お
、
か
か

る
訴
訟
物
た
る
形
成
原
因
を
主
膿
化
し
て
形
成
灌
と
も
講
え
う
る
も
の
で
、
こ

の
呼
構
に
よ
つ
て
こ
れ
を
普
通
の
形
成
樒
と
同
列
に
置
く
こ
と
は
不
當
だ
と
い

う
非
難
に
は
、
　
「
輩
な
る
形
式
主
義
的
な
概
念
構
成
以
上
の
債
値
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
と
の
一
節
に
も
、
併
せ
て
注
意
し
て
お
ぎ
た
い
。
こ
れ
ら
三

つ
の
論
読
の
ほ
か
、
書
評
二
篇
と
學
界
消
息
一
篇
と
が
あ
る
。

　
全
騰
を
通
じ
て
最
も
興
味
ふ
か
く
眺
め
ら
れ
る
の
は
、
右
の
中
田
教
授
の
論

読
で
あ
る
。
訴
訟
物
の
決
定
を
實
膿
法
規
か
ら
切
離
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、

別
の
機
會
に
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
中
田
教
授
の
論
誰
せ
ら
れ
る
と
お

り
で
あ
る
。
加
え
て
ド
イ
ッ
の
學
界
が
何
を
目
的
と
し
て
こ
れ
ら
を
切
離
す
こ

と
に
な
つ
た
か
、
そ
の
根
振
と
志
向
と
を
明
か
に
し
、
遡
つ
て
根
櫨
の
當
否
を

吟
昧
し
、
下
つ
て
志
向
浦
足
の
代
案
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
批

判
と
し
て
完
壁
な
も
の
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
、
こ
の
論
詮
の
ご
と
ぎ
は
、
國
際
研
究
協
力
の
ひ
と
つ
の
恰
好
の
素
材
に
な

る
の
で
ば
あ
る
ま
い
か
。
制
度
や
渉
外
間
題
に
限
る
こ
と
な
く
、
か
よ
う
な
理

論
的
且
つ
基
本
的
な
問
題
の
討
論
せ
ら
れ
る
こ
と
こ
炉
、
が
望
ま
し
い
。
雑
誌
の

創
刊
に
よ
つ
て
、
ド
イ
ッ
の
陣
．
統
あ
る
民
事
訴
訟
雑
誌
に
野
し
、
我
國
も
こ
こ

に
民
事
訴
訟
雑
誌
を
も
つ
こ
と
に
な
つ
た
。
芳
、
れ
ぞ
れ
自
國
の
雑
誌
に
擦
る
の

で
も
よ
い
、
相
互
に
原
稿
を
交
流
さ
せ
る
の
も
よ
い
が
、
協
力
し
や
す
い
態
勢

の
作
ら
れ
た
今
、
中
田
教
授
の
論
文
を
眺
め
な
が
ら
國
境
を
こ
え
た
討
論
を
夢
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＝
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み
る
の
ば
、
果
し
て
幼
稚
な
室
想
こ
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
雑
誌
の
創
刊
と
前
後
し
て
、
　
『
民
事
訴
訟
法
講
座
』
第
一
巻
も
ま
た
、
よ
う

や
く
公
刊
の
運
び
に
至
つ
た
（
有
斐
閣
）
。
全
五
巻
の
豫
定
で
計
蚤
せ
ら
れ
、
殆

ど
學
會
の
全
會
員
が
蓼
劃
し
て
い
ろ
。
難
誌
と
異
な
り
一
般
讃
者
を
豫
想
し
て

い
る
か
ら
、
事
業
と
し
て
雑
誌
ほ
ど
に
は
高
く
評
贋
で
き
な
い
が
、
論
文
と
教

科
書
と
の
中
間
に
残
さ
れ
た
問
題
に
解
明
の
機
會
が
與
え
ら
れ
、
ま
た
、
同
學

の
研
究
者
の
大
同
的
協
力
が
と
に
か
く
ひ
と
つ
の
成
果
を
幾
す
と
い
う
意
昧

で
、
そ
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。

　
第
一
雀
に
牧
め
ら
れ
た
項
目
は
、
全
五
六
項
目
中
一
一
項
目
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
有
釜
な
且
つ
便
利
な
解
読
で
あ
る
が
、
全
雀
を
通
讃
し
て
、
ひ
と
つ
だ
け

特
に
と
り
わ
け
て
秀
れ
た
論
稿
が
注
意
を
ひ
く
。
三
ヵ
月
章
氏
捲
當
の
「
灌
利

保
護
の
資
格
と
利
釜
」
が
こ
れ
で
あ
つ
て
、
周
到
で
調
子
が
高
く
、
講
座
に
と

つ
て
は
過
ぎ
た
る
も
の
の
感
さ
え
あ
る
。
亥
い
で
は
、
ハ
ッ
タ
リ
の
な
い
綿
密

な
資
料
の
跡
づ
け
を
含
む
小
山
昇
氏
捲
當
の
「
必
要
的
共
同
訴
訟
」
に
、
敬
意

を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
講
座
で
な
け
れ
ば
差
當
り
邦
語
の
文
献
で
見
ら

れ
な
い
も
の
と
な
る
と
、
中
務
俊
昌
氏
携
當
の
「
當
事
者
の
確
定
」
に
見
ら
れ

る
懇
切
な
奮
読
の
紹
介
を
、
撃
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
菊
井
維
大
教
授
推
當
の

「
訴
の
墜
更
」
に
含
ま
れ
る
詳
細
な
滑
革
の
解
読
を
も
或
は
こ
れ
に
加
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
か
。
他
に
、
兼
子
・
宮
崎
・
中
田
・
山
木
戸
の
諸
教
授
（
掲
載

順
）
並
び
に
齋
藤
・
中
村
・
野
聞
の
諸
博
士
（
掲
載
順
）
の
捲
當
項
目
が
あ
る
。

　
か
く
、
期
せ
ず
し
て
、
難
誌
の
創
刊
號
と
講
座
の
第
一
雀
と
を
並
べ
て
見
る

こ
と
が
で
き
る
仕
合
わ
せ
に
會
う
と
、
同
學
の
人
聞
は
今
更
な
が
ら
責
務
の
電

大
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
今
は
、
講
座
の
事
故
な
く
完
結
に
至
る
こ
と
、
殊

に
難
誌
の
永
く
打
絶
え
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を
、
何
に
も
況
し
て
心
か
ら
願
わ



な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
　
（
一
九
五
四
年
七
月
六
日
記
）

（
伊
東
　
乾
）

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

七
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