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紹
介
と
批
評

伊
　
東

乾
著

『
民
事
訴
訟
法
研
究
』

　
本
書
は
伊
東
教
授
が
今
日
迄
に
も
の
せ
ら
れ
た
論
文
中
十
一
稿
及
び
附
篇
と

し
て
到
例
批
許
四
稿
、
書
評
一
稿
を
牧
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
ず
注
目
す
べ

き
こ
と
は
、
右
十
一
稿
が
箪
に
執
筆
叉
は
稜
表
の
年
月
日
に
よ
つ
て
羅
列
さ
れ

て
い
ろ
こ
と
な
く
、
全
部
が
訴
訟
の
封
象
に
關
す
る
研
究
と
い
う
観
黙
か
ら
、

三
篇
に
整
理
さ
れ
て
牧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
う
ち

「
米
國
讃
振
法
の
基
本
的
特
質
」
（
但
し
抄
録
）
、
「
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階
」

「
紛
争
の
解
決
と
具
髄
法
」
「
競
費
手
績
と
公
信
的
効
果
」
の
四
稿
は
、
「
訴
訟

到
象
の
性
格
の
問
題
」
と
題
す
る
第
一
篇
に
、
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
眞
實
義

務
」
「
眞
實
義
務
の
再
吟
味
」
「
當
事
者
關
與
の
訴
訟
構
造
と
辮
論
主
義
」
の
三

稿
は
「
訴
訟
封
象
の
形
成
の
問
題
」
と
題
す
る
第
二
篇
に
、
叉
「
訴
訟
物
管

見
」
「
訴
訟
物
の
動
態
的
把
握
」
皿
離
婚
訴
訟
の
訴
訟
物
」
「
請
求
補
読
」
の
四

稿
は
「
訴
訟
封
象
の
把
握
の
問
題
」
と
題
す
る
第
三
篇
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
教
授
は
ハ
本
書
の
序
に
お
い
て
、
「
本
論
各
篇
の
標
題
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
　
（
一
一
三
二
）

直
接
の
テ
ー
マ
と
し
て
取
上
げ
て
い
る
と
否
と
に
拘
わ
り
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

論
稿
執
筆
當
時
、
關
心
方
向
と
し
て
抱
懐
せ
ら
れ
て
い
た
目
標
テ
ー
マ
を
明
示

し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
本
書
に
牧
録
さ
れ
た

諸
論
文
（
そ
れ
は
教
授
の
今
日
迄
に
登
表
さ
れ
た
研
究
の
大
部
分
で
あ
る
が
）

が
訴
訟
の
封
象
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
り
、
論
文
は
い
ず
れ
も
、
直
接
叉
は
間
接

に
訴
訟
封
象
の
理
論
的
究
明
に
あ
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
先
ず
第
一
篇
か
ら
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
米
國
讃
振
法
の
基
本
的
特
質
」

の
冒
頭
に
お
い
て
「
個
別
的
な
訴
訟
は
、
確
定
手
績
に
つ
い
て
言
ふ
な
ら
ぽ
、

具
膣
法
の
畿
見
へ
向
つ
て
凝
集
せ
ら
れ
た
一
聯
の
人
間
行
爲
の
有
機
的
な
蓮
鎖

で
あ
り
、
此
の
目
標
を
志
向
し
て
不
臨
に
護
展
す
る
目
的
的
過
程
を
形
成
す

る
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
、
叉
同
檬
「
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階
」
の
冒
頭
に

お
い
て
も
「
最
近
流
行
す
る
英
米
法
の
研
究
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
に
關
心
を
寄

せ
る
者
が
、
解
答
を
待
望
す
る
、
重
要
な
問
題
の
一
は
、
そ
の
衡
李
法
（
エ
ク

ヰ
テ
ィ
）
の
、
裁
到
の
準
則
と
し
て
の
性
質
が
、
ど
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
來

た
か
、
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
裁
到
な
い
し
訴
訟
の
本
質
を
明
か
に
理
解
し
よ

う
と
す
る
に
つ
い
て
、
我
々
に
と
つ
て
一
見
ま
こ
と
に
奇
異
な
法
膣
系
の
二
元

的
構
成
が
、
奇
異
な
る
が
故
に
却
つ
て
、
何
か
啓
示
的
な
も
の
を
與
へ
る
の
で

は
な
い
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
既
に
こ
れ
ら
の
論
文
執
筆
當
時
に
お

い
て
、
教
授
の
關
心
は
訴
訟
封
象
の
性
格
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
右

二
論
文
の
内
容
自
髄
は
、
直
接
に
は
訴
訟
樹
象
の
問
題
を
取
扱
つ
て
は
い
な
炉
。



「
競
費
手
績
と
公
信
的
効
果
」
に
お
い
て
も
、
訴
訟
射
象
を
側
面
か
ら
明
に
す

る
意
圖
が
見
ら
れ
は
す
る
が
、
封
象
に
直
接
い
ど
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
結
局

訴
訟
封
象
の
問
題
を
正
面
か
ら
取
扱
つ
た
も
の
は
「
紛
雫
の
解
決
と
具
膣
法
」

で
あ
る
。
教
授
が
こ
こ
で
得
た
結
論
は
、
「
民
事
訴
訟
の
制
度
目
的
は
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
セ
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
　
む
　
　
も

紛
雫
の
正
し
い
解
決
で
あ
り
、
一
そ
う
正
確
に
い
ふ
な
ら
ば
、
正
し
い
も
の
の

ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
　
セ
　
　
し
　
　
　
む
　
　
ち
　
　
セ
　
　
も
　
　
ち

認
識
に
よ
る
紛
雫
の
解
決
に
あ
る
、
と
言
は
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
い
ま
、
認
識

せ
ら
る
べ
き
正
し
い
も
の
を
、
先
學
の
用
語
例
に
從
つ
て
、
具
豊
法
と
名
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
し
　
　
　
ち
　
　
　
セ
　
　
　
し
　
　
　
ヨ
　
　
　
セ
　
　
　
ヤ
　
　
　
セ
　
　
　
ヤ

よ
う
。
然
る
と
き
は
、
民
事
訴
訟
の
目
的
は
、
具
髄
法
の
到
蜥
に
よ
る
紛
璽
の

ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
じ

解
決
に
ほ
か
な
ら
ず
、
訴
訟
は
法
令
と
の
關
係
で
前
法
的
存
在
で
あ
り
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
や
　
　
ち

も
、
な
ほ
具
髄
法
と
の
關
係
で
は
飽
く
ま
で
後
法
的
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
第
二
篇
「
訴
訟
封
象
の
形
成
の
間
題
」
に
目
を
移
そ
5
。
牧
め
ら
れ
た
三
論

稿
中
第
一
の
「
民
事
訴
訟
に
お
げ
る
眞
實
義
務
」
と
、
第
二
の
「
眞
實
義
務
の

再
吟
味
」
と
は
、
等
し
く
眞
實
義
務
を
直
接
に
テ
ー
マ
と
し
、
叉
そ
の
も
の
さ

れ
叉
は
獲
表
さ
れ
た
時
期
も
ほ
ぼ
同
時
で
あ
る
が
、
第
一
の
も
の
は
、
「
法
學

研
究
」
に
論
交
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
後
者
は
日
本
私
法
學
會
第
九
同
大
會
に
於

け
る
報
告
記
録
で
あ
り
、
後
に
「
私
法
」
八
號
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

教
授
は
こ
の
二
つ
の
論
文
に
お
い
て
民
事
訴
訟
に
お
け
る
「
眞
實
」
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
か
を
究
明
し
、
い
わ
ゆ
る
眞
實
義
務
な
る
も
の
は
こ
れ
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
へ
の
到
達
過

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

程
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
、
眞
實
義
務
と
癖
論
主
義
と
の
關
係
に
關
す
る
詳

細
な
研
究
、
纏
艦
と
し
て
は
紛
雫
解
決
機
構
で
あ
る
訴
訟
も
、
同
時
に
そ
れ
は

紛
雫
形
成
の
場
で
あ
り
、
過
程
と
し
て
の
訴
訟
に
は
解
決
機
構
と
し
て
作
用
す

る
機
能
面
、
す
な
わ
ち
解
決
形
成
面
と
、
紛
雫
の
與
件
と
し
て
作
用
す
る
機
能

面
、
す
な
わ
ち
紛
雫
形
成
面
と
の
二
つ
の
側
面
が
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ

と
の
指
摘
等
は
、
か
つ
て
學
者
の
な
さ
ざ
り
し
と
こ
ろ
を
な
し
、
叉
は
指
摘
せ

ざ
り
し
も
の
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
功
績
は
高
く
評
贋
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
第
三
の
論
文
「
當
事
者
關
與
の
訴
訟
構
造
と
辮
論
主
義
」
は
、
第
一

の
論
文
の
補
足
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
第
一
の
論
稿
に
關
し
て
な
さ
れ
た
批

評
や
意
見
に
封
し
て
、
教
授
の
見
解
を
明
に
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
に
お
け
る

「
眞
實
」
と
の
關
係
で
、
訴
訟
の
當
事
者
關
與
の
構
造
な
ら
び
に
民
事
訴
訟
の

辮
論
主
義
が
も
つ
べ
き
意
味
を
一
暦
究
明
し
た
も
の
で
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
と

同
様
の
意
味
に
お
い
て
贋
値
多
い
論
交
で
あ
る
。

　
最
後
に
第
三
篇
「
訴
訟
封
象
の
把
握
の
問
題
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
牧
め
ら

れ
た
四
篇
は
、
い
ず
れ
も
教
授
の
最
近
作
で
あ
り
、
叉
そ
の
直
接
の
テ
ー
マ
が

「
訴
訟
物
」
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
第
二
篇
に
お
い
て
表
明
さ

れ
た
理
論
の
一
段
の
進
展
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
の
中
心
は
訴
訟
物
に

關
す
る
蛋
読
と
新
読
と
の
批
到
の
裡
に
自
己
の
立
場
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
努

力
に
あ
る
が
、
こ
こ
に
な
さ
れ
て
い
る
訴
訟
・
訴
訟
物
と
實
膿
法
と
の
關
係
に

關
す
る
學
読
の
詳
細
な
瞼
討
、
そ
し
て
こ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
濁
自
の
所
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
二
一
三
三
）



紹
介
と
批
評

と
没、
ひ
と
り
訴
訟
法
撃
に
志
す
者
ば
か
り
で
は
な
く、
ひ
ろ
く
法
撃
に
志
す

者
に
封
し
て
極
め
て
有
盆
な
教
示
と
示
唆
と
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

率
直
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い。

既
に
述
べ
た
よ
う
に、
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
論
文
は
全
部、
他
の
雑
誌、
論

交
集
等
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
し
た
が
っ
て
本
書
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

会
に
さ
れ
る
も
の
は
全
く
な
い。
し
か
し、
今
本
書
に
よ
っ
て
教
授
の
こ
れ
ら

の
諸
論
文
を一
括
し
て
逼
讃
す
る
機
曾
が
輿
え
ら
れ、
し
か
も、
そ
れ
が
訴
訟

法
皐
の
基
本
問
題
で
あ
る
訴
訟
物
に
閲
す
る
論
稿
と
い
う
観
離
か
ら、
盟
系
的

に
牧
録
さ
れ
て
い
る
と
き、
我
々
は
右
の
論
文
を
個
別
的
に
讃
ん
だ
と
き
に
は

得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。
そ
し
て
こ
れ

に
よ
っ
て
教
授
の
抱
懐
さ
れ
る
訴
訟
観
や
訴
訟
の
基
本
問
題
に
閲
す
る
立
場
や

ら
が、
一
一暦
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
に
大
き
な
喜
を
感
ず
る
者
で
あ
る。

勿
論
教
授
の
所
読
に
封
し
て
は、
多
く
の
疑
問
も
起
り、
反
射
論
も
成
立
つ

で
あ
ろ
う。
現
に
そ
れ
ら
の
中
の
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
は、
教
授
自
ら
そ
の

所
設
の
内
で、
解
答
を
輿
え
て
い
る。
し
か
し、
こ
れ
で
教
授
の
所
読
が
全
面

的
に
承
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
謬
で
は
勿
論
な
い。
今
日
の
と
こ
ろ
は
む
し
ろ

異
を
誘
え
る
者
の
方
が
多
い
か
も
知
れ
な
い。
し
か
し、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
本

書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
の
債
値
は
高
く
評
債
さ
る
べ
き
で
あ
り、
叉
本
書
の
出

現
が
法
撃
の
研
究
に
寄
興
す
る
こ
と
の
極
め
て
大
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
謹

に
は
ゆ
か
な
い。
す
な
わ
ち、
本
書
の
刊
行
を
喜
ぶ
と
と
も
に、
こ
れ
を
紹
介

八
八

（一
二一一
四）

し、
安
く
同
皐
の
士
に
推
薦
す
る
所
以
で
あ
る。
〈
慶
慮
義
塾
大
串
接
撃
肝
究
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