


前
回
は、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
弁
護
士
制
度
に
つ
い

て
ご
説
明
し
ま
し
た
が、

今
回
は、
わ
が
国
の
戦
前
の
弁

護
士
制
度
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す。

一
、

明
治
以
前

鎌
倉
時
代
の
日
記
文
学
の
名

作
と
い
わ
れ
る
十
六
夜
日
記
は、

阿
仏
尼
と
い
う
人
が
所
領
争
い

の
た
め
幕
府
に
訴
え
よ
う
と
し

て、

播
磨
の
国
か
ら
鎌
倉
ま
で

遥
々
出
て
き
た
と
き
の
旅
日
記

で
す。こ

の
よ
う
に
昔
は
公
事
訴
訟

に
は
本
人
が
出
廷
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず、

江
戸
時
代
に
な
っ
て

も、
本
人
が
老
幼
で
あ
る
と
か

病
人
で
あ
る
と
か
の
場
合
に
限っ

て、

親
族
・
主
従
な
ど
特
別
の

関
係
に
あ
る
者
が
例
外
的
に
代

人
と
し
て
出
廷
を
認
め
ら
れ
て

い
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん。

公
事
訴
訟
人
は
多
く
の
場
合

宿
屋
に
長
期
間
逗
留
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
た
め、
公
事
訴
訟
人

が
逗
留
す
る
宿
屋
の
主
人
は
自

然
に
訴
訟
手
続
き
に
通
ず
る
よ

う
に
な
り、
公
事
訴
訟
人
に
助

言
を
し
た
り
奉
行
所
に
提
出
す

る
書
類
を
作
成
し
て
や
っ
た
り

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す。

こ
の
よ
う
な
宿
屋
の
主
人
は

公
事
師
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
が、
公
認
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
う
え、
そ
の

行
動
も
い
か
が
わ
し
い
も
の
が

多
か
っ
た
た
め、
社
会
的
信
用

は
き
わ
め
て
低
か
っ
た
と
い
わ

れ
ま
す。

弁
護
士

坂

元

和

夫

弁
護
士
制
度
の
あ
ら
ま
し

そ
の

二、

代
言
人
時
代

明
治
五
年
政
府
は
職
業
的
代

理
人
と
し
て
代
言
人
の
制
度
を

設
け
ま
し
た。
同
時
に
設
け
ら

れ
た
代
書
人
が
訴
訟
書
類
を
作

成
す
る
の
に
対
し、

代
言
人
は

訴
訟
に
お
い
て
弁
論
を
す
る
も

の
と
さ
れ
ま
し
た。

代
言
人
に
な
る
に
は
ニ
―
オ

以
上
で
あ
れ
ば
よ
く、
何
ら
の

資
格
も
必
要
と
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た。
そ
の
た
め
法
律
知
識
の

乏
し
く
素
行
も
芳
し
く
な
い
も

の
が
数
多
く
代
言
人
に
な
る
に

い
た
っ
た
の
で、
「
三
百
代
言」

と
い
う
蔑
称
さ
え
生
ま
れ
ま
し

た。
ち
な
み
に、
こ
れ
は
青
銭

三
百
文
の
報
酬
で
代
言
を
引
き

受
け
る
代
言
人
が
多
か
っ
た
か

ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す。

政
府
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を

放
置
し
て
お
け
ず、

明
治
九
年

に
代
言
人
の
規
制
を
作
り、
代

言
人
の
志
願
者
に
対
し
法
律
知

識
や
品
行
に
つ
い
て
試
験
を
行

い、
こ
れ
に
合
格
し
た
も
の
に

司
法
卿
よ
り
免
許
状
を
下
す
こ

と
に
し
ま
し
た。
し
か
し、
代

言
人
で
な
く
て
も
他
人
の
代
理

人
と
し
て
出
廷
す
る
こ
と
は
禁

じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で、

「
潜
り
代
言
人」
の
弊
害
が
大

き
か
っ
た
よ
う
で
す。

三、

戦
前
の
弁
護
士

不
平
等
条
約
改
正
は
明
治
政

府
の
悲
顧
で
し
た
か
ら、
政
府

は
我
が
国
を
形
だ
け
で
も
欧
米

風
に
近
代
化
し
よ
う
と
し
て、

躍
起
に
な
っ
て
い
ま
し
た。

弁

護
士
制
度
も
こ
う
し
て
司
法
制

度
の
近
代
化
の
一
環
と
し
て
整

備
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す。明
治
二
六
年
に
施
行
さ
れ
た

弁
護
士
法
は、

弁
護
士
試
験
に

よ
る
資
格
付
与、

弁
護
士
会
へ

の
強
制
加
入、
検
事
正
に
よ
る

監
督
な
ど
を
定
め
て
い
ま
す。

形
式
的
に
は
近
代
的
弁
護
士
制

度
を
採
用
し
た
も
の
の、

中
身

は
自
由
民
権
運
動
の
指
導
者
層

を
形
成
し
て
い
た
代
言
人
に
対

す
る
上
か
ら
の
官
僚
的
取
締
ま

り
に
重
点
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ

ま
す。そ

の
後、

大
正
十
二
年
に、

弁
護
士
と
判
・
検
事
の
資
格
付

与
試
験
は、
高
等
試
験
の
玉
巴
広

科
試
験
に
統一
さ
れ
ま
し
た。

明
治
末
期
か
ら
大
正
に
か
け

て
の
弁
護
士
の
活
動
は、
官
尊

民
卑
の
風
の
甚
だ
し
か
っ
た
当

時
に
お
い
て
国
民
の
人
権
の
擁

護
を
標
榜
す
る
も
の
で、
特
に

刑
事
事
件
に
お
け
る
弁
護
活
動

は
世
の
注
目
を
集
め
ま
し
た。

当
時
の
有
名
な
弁
護
士
と
し
て

は、
花
井
卓
蔵、
原
嘉
道、

岸

清一
の
名
が
挙
げ
ら
れ
ま
す。

大
正一
四
年
に
制
定
さ
れ
た

治
安
維
持
法
に
対
す
る一
部
の

弁
護
士
の
抵
抗
は、

今
で
も
法

曹
界
の
語
り
草
と
な
っ
て
い
ま

す。
例
え
ば、

山
崎
今
朝
弥
と

か
布
施
辰
治
は、

「
闘
う
弁
護

士」
の
先
駆
者
と
言
っ
て
よ
い

で
し
ょ
う。

し
か
し、
や
が
て
軍
国
主
義

の
隆
盛
に
伴
い、
在
野
法
曹
も

時
代
の
趨
勢
に
勝
て
ず、
戦
時

体
制
に
組
み
込
ま
れ、
全
体
と

し
て
は
時
流
に
迎
合
し
戦
争
協

カ
の
度
合
い
を
深
め
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す。（

以
下
次
号）
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ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
音
楽
が 、
ブ
ー

ム
を
迎
え
て
い
ま
す 。

あ
の

「
ブ
ー

ニ
ン

」
・
シ
ン
ド
ロ
ー

ム

に
は
じ
ま
り 、
マ
ー
ラ
ー
・
ブ
ー

ム 、

数
万
円
も
す
る
オ
ペ
ラ
の

切
符
が
あ
っ
と
い
う
間
に
売
り

切
れ 。

豪
華
な
コ
ン
サ
ー
ト
・

ホ
ー

ル
で
ゆ
っ
た
り
と
音
楽
を

聞
く
の
が
最
高
の
お
し
ゃ

れ
と

い
う
若
者
も
ふ
え
て
い
ま
す 。

私
の
好
き
な
モ
ー

ツ
ア
ル
ト

を
み
て
も 、

京
都
で
ヘ
ブ
ラ
ー

の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲 、

大
阪
で
は

リ
コ
ー

ダ
ー

の
天
オ 、
ブ
リ
ュ
ッ

ヘ
ン
が
指
揮
す
る一
八
世
紀
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
の
「
プ
ラ
ハ
」

演
奏

な
ど 、

楽
し
い
企
画
が
目
じ
ろ

お
し
で
し
た 。

こ
の
よ
う
な
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク

の
活
況
を
横
目
に 、

日
本
の
古

典
音
楽
は 、

ま
だ
ま
だ
注
目
す

る
人
が
少
な
い
状
態
が
続
い
て

い
ま
す 。

既
に
何
人
か
の
方
も

ご
承
知
の
と
お
り 、

尺
八
の
師

範
資
格
を
一
応
は
持
っ

て
い
る

私
と
し
ま
し
て
は 、

本
当
に
淋

．

．

ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
音
楽
の

楽
し
み

西
洋
の
音
楽
に
比
べ
て
日
本

の
音
楽
は 、

そ
れ
程
魅
力
の
な

い
も
の
で
し
ょ
う
か 。

私
は
そ

う
は
思
い
ま
せ
ん 。

第一
に 、

日
本
の
音
楽
は 、

西
洋
の
音
楽
に
比
べ
て
一
音一

音
の
持
つ
味
わ
い
が
よ
り
深
い

気
が
し
ま
す 。

西
洋
の
音
楽
は 、

限
り
な
く
「
楽
音」
11

純
粋
な

音
に
近
づ
け
る
よ
う
に 、

楽
器

も
奏
法
も
工
夫
を
繰
り
返
し
て

き
ま
し
た 。

こ
れ
に
対
し
て 、

日
本
の
音
楽
は 、

雑
音
や
倍
音

を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ 、

時
に

は
逆
用
し
て
使
い 、

楽
器
も
自

然
の
素
材
を
そ
の
ま
ま
使
っ

て

い
ま
す 。

琵
琶
や
能
管
な
ど
は

そ
の
最
た
る
も
の
で
す 。

そ
の

結
果 、

日
本
の
音
楽
は 、
一
音

一

音
全
て
が
個
性
と
独
立
し
た

存
在
感
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま

し
た 。第

二
に 、

日
本
の
音
楽
は 、

自
然
や
環
境
と
相
寄
り
添
い
調

和
を
保
ち
な
が
ら
自
然
の
良
さ

を
引
き
出
す
と
い
う
特
性
を
持
っ

し
い
限
り
で
す 。

．

 

日
本
の
音
の
魅
力

の
音
を
取
り
入
れ
た
地
唄 、

箪

曲
は 、

季
節
の
風
情
を
し
み
じ

み
と
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す 。

第
三
に 、

日
本
の
音
楽
は 、

大
き
な
ホ
ー

ル
で
大
人
数
で
聞

く
よ
り
も 、

身
近
か
な
場
で
親

し
い
位
置
で
聞
く
の
に
適
し
て

日本の音、

弁護士

西洋の音

尾藤廣

て
い
ま
す 。

竹
林
の
中
で
吹
か

れ
る
笛
の
音
は 、

静
寂
を
よ
り

深
い
も
の
に
し
て
く
れ
ま
す 。

ち
ょ
う
ど 、

茶
の
「
松
風」
の

音
や
躇
鋸
の
「
水
琴
窟」

や
庭

園
の
「
添
水」
の
よ
う
に 。

ま

た 、

虫
の
音
や
砧
（
き
ぬ
た）

い
ま
す 。

笛
や
琵
琶 、

尺
八
な

ど
が 、

い
ず
れ
も
一
人
一
人
に

語
り
か
け
る
楽
器
で
あ
る
こ
と

が 、

音
楽
に
個
性
を
求
め
る
こ

れ
か
ら
の
潮
流
に
は
合
っ

て
い

る
と
思
い
ま
す 。

．

．

日
本
音
楽
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ

こ
の
よ
う
に 、

日
本
の
音
楽

は 、

多
く
の
魅
力
を
持
っ

て
い

ま
す
が 、

最
大
の
問
題
点
は 、

と
に
か
く

市
民
に
な
じ
み
が
少

な
い
こ
と
で
す 。

し
か
し 、

市

民
の
多
様
化
し
た
ニ
ー

ズ
に
あ

わ
せ
た
日
本
音
楽
を
身
近
に
提

供
し
よ
う
と
い
う
努
力
は 、

着

実
に
広
が
っ

て
い
ま
す 。

私
の
師 、

三
好
梵
山
師
は 、

ジ
ャ
ズ
や
ポ
ッ

プ
ス
と
結
び
つ

け
た
り 、

「
見
る
尺
八」
と
し

て
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
尺
八
を
求
め

る一

方 、

古
典
を
身
近
か
な
も

の
に
と
い
う
努
力
も
着
実
に
つ

み
あ
げ
て
い
ま
す 。

ま
た 、

箪

の
沢
井
忠
夫
師
は 、

四
季
の
自

然
の
場
で
箪
を
演
奏
し 、

若
い

感
性
に
直
接
訴
え
る
と
い
う
取

り
組
み
を
続
け
て
い
ま
す 。

山
本
邦
山
師
は 、

超
絶
的
な

技
巧
と
豊
か
な
感
性
で
次
々
と

尺
八
の
新
し
い
世
界
を
切
り
拓

い
て
い
ま
す
し 、

横
山
勝
也
師

は 、

武
満
徹
作
曲
の
「
ノ
ベ
ン

バ
ー

ス
テ
ッ

プ
ス
」

を
ひ
っ
さ

げ
て
世
界
で
活
躍
す
る
一

方 、

新
人
の
教
育
に
流
派
を
超
え
た

努
力
を
し
て
い
ま
す 。

次
に 、

京
都
で
の
日
本
音
楽

の
身
近
か
な
鑑
賞
の
機
会
を
紹

介
し
ま
す
の
で 、

是
非一
度
の

ぞ
い
て
み
て
下
さ
い 。

◎
「
む
し
ぽ
し
の
会」

室
町
三
条
上
ル

「
芸
蒼
苑」

尭
山
師
を
は
じ
め
一
流
の

演
奏
家
の
演
奏
が
無
料
で

聞
け
る
（
年
四
回）

◎
「
邦
楽
ラ
イ
ブ」

四
条
河
原
町
西
入
ル
茶
房

「
龍
庵」

邦
楽
の
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン

ル
が 、

お
茶
を
飲
み
な
が

ら
楽
し
め
る 。
（
月一
固）

会
費一
五
0
0
円

い
ず
れ
も
問
い
あ
わ
せ
先

三
一
四

ー

四
九
六
九

ゲ
ン
ザ
ン
音
楽
事
務
所
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●

政
治
の
し
く
み

最
近、

衆
議
院
の
解
散
の
話

題
が
世
上
を
賑
わ
せ
て
い
ま
す

が、

こ
の
機
会
に
す
こ
し
政
治

の
し
く
み
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す。

政
治
の
し
く
み
を
論
じ
る
究

極
の
目
的
は、

い
か
に
権
力
者

の
独
裁
を
防
い
で、

国
民
の
意

思
を
で
き
る
だ
け
国
政
に
反
映

す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す。

ど
ん
な
し
く
み
を
つ
く
れ
ば

こ
の
目
的
を
達
成
で
き
る
か
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
始
め
多
く

の
先
人
が
頭
を
悩
ま
し
て
来
ま

し
た。と

こ
ろ
で、

現
在
の
日
本
で

採
用
さ
れ
て
い
る
し
く
み
と
い

え
ば、

権
力
の
分
立
と
議
院
内

閣
制
の
採
用
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
し
ょ
う。

●
権
力
分
立

権
力
の
分
立
は、

権
力
の
担

い
手
を
分
け
て、

そ
の
担
い
手

の
間
の
摩
擦
に
よ
り、

権
力
者

が
暴
走
す
る
こ
と
を
抑
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
す。

こ
れ
は
「
羊
も
権
力
を
も
て

ば
狼
に
な
る
」

と
い
う
権
力
者

に
対
す
る
基
本
的
な
不
信
感
を

前
提
と
し
て
い
ま
す。

立
法
権
は
国
会
が、

行
政
権

は
内
閣
が、

司
法
権
は
裁
判
所

が
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

そ
の
現
れ
で
す。

●
議
院
内
閣
制

一

方、

議
院
内
閣
制
は、

権

力
分
立
に
よ
り
行
政
権
と
立
法

権
を
い
ち
お
う
分
離
し
た
後
に、

民
主
主
義
の
要
請
に
よ
り
行
政

権
を
民
主
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
た
め
の
制
度
で
す。

弁
護
士

山

崎

浩

人

間

は

狼
？

．

�

 

つ
ま
り、

内
閣
を
国
会
が
い

ろ
い
ろ
な
方
法
に
よ
り
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で、

例
え
ば、

内
閣
総
理
大
臣
と
国
務
大
臣
の

過
半
数
は
国
会
議
員
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す

�
 し、

衆
議
院
の
内
閣
に
対
す
る

不
信
任
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い

ま
す。

●

解
散
制
度
と
は

そ
し
て、

今、

話
題
の
衆
議

院
の
解
散
は、

権
力
の
分
立
と

議
院
内
閣
制
の
両
方
に
関
連
し

た
制
度
な
の
で
す。

権
力
分
立
制
度
の
も
と
で
は

内
閣
と
国
会
の
対
立
関
係
が
前

提
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら、

あ

る
問
題
に
つ
い
て
内
閣
の
意
見

と
国
会
の
意
見
が
対
立
し
て
妥

協
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
う
る

わ
け
で
す。

ま
た、

あ
る
重
要
な
問
題
に

つ
い
て
特
に
国
民
の
真
意
を
確

か
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
も
あ

り
ま
す。

こ
の
よ
う
な
場
合
に、

衆
議

院
を
解
散
し
て、

改
め
て
総
選

挙
を
し
て
国
民
の
審
判
を
求
め

よ
う
と
す
る
も
の
で
す。

で
す
か
ら、

衆
議
院
の
解
散

は、

民
主
主
義
を
実
現
す
る
重

要
な
手
段
と
言
え
る
で
し
ょ
う。

今
日、

衆
議
院
の
解
散
が
強

く
い
わ
れ
て
い
る
の
は、

消
費

税
の
問
題
な
ど、

現
在
の
国
政

に
対
し
て
国
民
が
支
持
を
し
て

い
な
い
と
い
う
お
そ
れ
が
非
常

に
強
い
た
め、

解
散
し
て
選
挙

に
よ
り
国
民
の
審
判
を
仰
ぐ
必

要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら

な
の
で
す。

と
こ
ろ
で、

衆
議
院
の
解
散

は、

実
質
的
に
は
内
閣
が
行
う

と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら、

今
回

解
散
を
す
る
と
す
れ
ば
内
閣
が

こ
れ
を
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す。た
だ、

現
実
に
は
こ
の
よ
う

に
公
式
ど
お
り
い
か
な
い
問
題

が
あ
り
ま
す。

そ
れ
は、

現
在

の
政
治
で
は、

政
党
が
実
質
的

な
決
定
権
を
握
っ
て
い
る
か
ら

で
す。せ

っ
か
く
国
会
と
内
閣
に
分

け
て
も、

そ
の
ど
ち
ら
も
一
っ

の
政
党
が
支
配
し
て
い
た
場
合

に
は、

そ
の
間
で
の
チ
ェ
ッ
ク

が
有
効
に
な
さ
れ
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す。

衆
議
院
の
解
散

に
つ
い
て
も
内
閣
と
衆
議
院
が

同
じ
政
党
で
占
め
ら
れ
て
い
る

場
合、

し
か
も
そ
の
政
党
が
自

分
達
の
保
身
の
み
を
考
え
て
い

る
と
す
れ
ば
解
散
自
体
が
な
さ

れ
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
す。

権
力
分
立
の
趣
旨
が
生
か
さ

れ
る
た
め
に
は、

複
数
の
政
党

が
あ
っ
て、

与
党
に
対
す
る
野

党
か
ら
の
抑
制
が
充
分
に
働
く

こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う。

●
チ
ェ
ッ
ク
＆
バ
ラ
ン
ス

と
こ
ろ
で、

権
力
分
立
の
発

想
は、

国
の
政
治
の
場
面
だ
け

に
限
ら
れ
ま
せ
ん。

何
か
の
組
織
で
あ
れ
ば、

そ

の
運
営
に
つ
い
て、

チ
ェ
ッ
ク

＆
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
権
力
分
立

の
発
想
を
生
か
す
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す。

誰
か
の
専
制
に
苦
し
ん
で
い

る
時
は、

こ
の
制
度
を
採
用
し

て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う。

残
念
な
が
ら、

基
本
的
に
は

誰
し
も
狼
に
な
る
の
だ
と
い
う

懐
疑
的
人
間
観
が
組
織
の
世
界

で
は
正
し
い
よ
う
で
す。
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自
筆
証
書
遺
言
は、

全
文、

＊

＊

＊

 

最
近、

の
よ
う
で
す。

遺
言
に
は、

類
が
あ
り
ま
す
が、

れ
て
い
る
の
は、

遺―――口
を
書

く
人
が
ふ
え
て
き
ま

こ
れ
は、

不

動
産
の
価
格
の
高
騰

な
ど
も
あ
っ
て、

自

分
の
財
産
の
処
理
を

め
ぐ
っ
て、

争
い
を

を策・：：：号•UE望凡止廷以坦患4宦〗・ー·• -~ -----· •ー・ー·······
予
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め う残
考考し
ぇ え た
て やく
ぉ ‘ な
こ 相い
う続と

と税い

し
た。

い
う
考
え
な
ど
に
基
づ
く
も
の

い
ろ
い
ろ
な
種

多
く
行
わ

自
筆
証
書
遺

言
と
公
正
証
書
遺
言
の
二
つ
で

す。こ
の
う
ち
の
自
箪
証
書
の
遺

言
に
つ
い
て、

最
近
お
も
し
ろ

い
最
高
裁
の
判
決
が
あ
り
ま
し

た
の
で
紹
介
し
ま
す。

日
付
署
名
を
自
書
し
て、

押
印

す
る
な
ど、

民
法
に
定
め
ら
れ

た
方
式
を
守
ら
な
い
と
無
効
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す。

こ
の
押

印
に
つ
い
て、

印
鑑
を
押
し
た

場
合
は
問
題
は
な
い
の
で
す
が、

印
鑑
の
か
わ
り
に
拇
印
を
押
し

た
事
例
に
つ
い
て、

遺
言
が
有

効
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た

の
で
す。

無
効
説
は、

署
名
の
外
に
押

印
ま
で
必
要
と
し
た
趣
旨
は、

わ
が
国
の
慣
行
上
印
鑑
を
押
す

こ
と
が、

遺
言
者
が
真
実
遺
言

を
す
る
意
思
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
た
め
に
も
必
要
で
あ
り、

遺

言
者
が
作
っ
た
も
の
か
否
か
を

照
ら
し
あ
わ
せ
る
た
め
に
も
印

鑑
の
押
捺
が
必
要
で
あ
る
と
し

て
い
ま
す。

こ
れ
に
対
し
て、

有
効
説
は、

押
印
を
印
鑑
に
限
定
し
て
考
え

る
理
由
は
な
い
し、

拇
印
で
も

言

も

ボ

印

遺
言
作
成
の
意
思
が
な
い
と
は

言
え
な
い
と
し
て
い
ま
す。

こ

の
度
の
最
高
裁
の
判
決
は、

後

者
の
有
効
説
を
と
っ
て、

拇
印

で
も
押
印
と
し
て
認
め
ら
れ
る

と
し
た
も
の
で
す。

こ
の
よ
う
に、

自
筆
証
書
遺

言
の
要
件
は、

少
し
ゅ
る
め
ら

れ
ま
し
た
が、

い
ず
れ
に
し
て

も、

自
筆
証
書
遺
言
は、

要
件

が
厳
し
く‘
―
つ
で
も
問
題
が

あ
る
と
無
効
に
な
り
ま
す
の
で、

遺
言
を
作
る
と
き
は、

公
証
人

に
公
正
証
書
遺
言
を
作
っ
て
も

ら
っ
た
方
が
無
難
で
し
ょ
う。

夏
休
み
の
お
知
ら
せ

お
盆
の
八
月一
五
日
は

事
務
所
を
休
み
に
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で、

御

了
承
下
さ
い。

土
鱈

i”・

め
て
体
験
す
る
こ
と
な
ど
気
の

[

抜
け
る
時
が
あ
り
ま
せ
ん。

今

i

は
一
っ
ず
つ
で
も
確
実
に
学
ん

i

で
い
こ
う
と
必
死
で
す。

i
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