
 

 

篠 崎 総 合
法 律
事 務 所 報

ご
挨
拶篠崎

総
合
法
律
事
務
所

所
長
弁
護
士
篠
崎
芳
明

皆
様
に
は
平
素
よ
り
当
事
務
所
を
お
引

き
立
て
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

私
は
、昭
和
42
年
に
弁
護
士
登
録
を
し
て

以
来
、弁
護
士
と
し
て
多
く
の
事
件
に
関
わ

って
参
り
ま
し
た
。

こ
の
間
、依
頼
さ
れ
る
事
件
内
容
は
、遺

産
分
割
、賃
料
不
払
い
に
よ
る
建
物
明
渡
請

求
、離
婚
な
ど
の
通
常
事
件
に
加
え
て
、企

業
買
収
、事
業
再
生
、都
市
再
開
発
、暴
力

団
排
除
請
求
な
ど
多
様
化
・
専
門
化
し
た
案

件
が
増
加
す
る
等
、
大
き
く
様
変
わ
り
し

ま
し
た
。

最
も
変
わ
っ
た
と
感
じ
る
第
一
は
、弁
護

士
や
裁
判
所
の
あ
り
方
な
ど
司
法
制
度
に

対
す
る
社
会
の
認
識
で
す
。

法
律
は
国
が
定
め
た
強
制
的
社
会
規
範

で
あ
り
、市
民
間
に
紛
争
が
生
じ
た
と
き
は
、

法
律
に
則
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
紛

争
解
決
の
最
終
的
手
段
は
裁
判
で
あ
る
こ
と

は
当
然
の
筈
で
す
。

し
か
し
、
話
し
合
い
や
互
譲
で
穏
や
か

に
解
決
す
る
こ
と
を
好
む
日
本
人
の
気

質
・
風
土
に
照
ら
し
て
、
白
黒
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
裁
判
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い

と
永
い
間
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
裁
判

で
解
決
す
る
こ
と
を「
裁
判
沙
汰
」と
称
し
、

裁
判
に
し
な
い
こ
と
を
最
優
先
に
し
、
弁
護

士
に
相
談
し
た
り
、
訴
訟
を
提
起
し
た
り

す
る
こ
と
は
例
外
的
対
応
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

さ
り
な
が
ら
、
現
実
の
紛
争
を
解
決
す

る
場
合
に
は
、
明
確
な
判
断
基
準
が
必
要

で
す
。
条
理
と
か
慣
行
も
基
準
に
な
り
ま

す
が
、
地
域
や
人
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
一

律
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
律
は
紛
争
解
決

の
基
準
が
明
確
で
あ
り
、公
正
・
公
平
で
す
。

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
外
国
企
業
の
日
本

進
出
な
ど
も
あ
り
、
現
在
で
は
、
徐
々
に
で

は
あ
り
ま
す
が
、
法
律
を
基
準
と
し
、
最

終
的
に
は
裁
判
手
続
で
紛
争
を
解
決
す
る

こ
と
が
適
切
・
合
理
的
と
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、
民
主
主
義
国
家
で
あ
る
た

め
に
は
、そ
れ
を
支
え
る
屋
台
骨
と
し
て
健

全
な
司
法
制
度
が
存
在
し
、
機
能
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

日
本
で
は
、
司
法
制
度
が
充
分
に
機
能

し
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
弁
護

士
数
も
足
り
な
い
し
、
裁
判
に
は
時
間
と

金
が
か
か
り
す
ぎ
る
な
ど
欠
陥
が
多
い
と

し
て
、
制
度
そ
の
も
の
の
改
革
が
求
め
ら
れ

た
の
で
す
。

そ
こ
で
国
は
、ロ
ー
ス
ク
ー
ル
創
設
に
よ
る

弁
護
士
増
員
、裁
判
員
制
度
の
導
入
、行
政

訴
訟
制
度
等
各
種
法
制
度
の
改
善
な
ど
、

司
法
制
度
の
改
革
に
鋭
意
取
り
組
む
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

弁
護
士
も
司
法
制
度
に
対
す
る
社
会
の

期
待
と
要
望
に
適
切
に
応
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
す
。

変
化
の
第
二
は
、反
社
会
的
勢
力
への
社

会
の
対
応
が
著
し
く
変
っ
た
こ
と
で
す
。
暴

力
や
脅
し
に
よ
り
不
当
に
利
益
を
獲
得
し

よ
う
と
す
る
民
事
介
入
暴
力
も
激
減
し
て

い
ま
す
。
企
業
も
市
民
も
法
律
上
支
払
義

務
の
な
い
、理
屈
の
通
ら
な
い
金
銭
の
支
払
い

を
拒
絶
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
か

ら
で
す
。
こ
れ
も
法
と
司
法
制
度
が
機
能
し

始
め
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

当
事
務
所
は
、
社
会
の
期
待
に
応
え
て

我
々
自
身
が
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

の
考
え
の
下
に
、
長
い
間
休
刊
し
て
お
り
ま

し
た
事
務
所
報
を
復
活
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

事
務
所
報
を
通
じ
て
当
事
務
所
が
扱
って

い
る
事
件
内
容
な
ど
を
広
く
お
知
ら
せ
す

る
こ
と
、所
属
弁
護
士
の
経
歴
や
専
門
分
野

を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
、ト
ピ
ッ
ク
な
法
改

正
に
関
す
る
解
説
を
し
て
質
問
が
寄
せ
ら
れ

る
前
に
改
正
内
容
を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
な

ど
を
心
掛
け
てい
き
ま
す
。

当
事
務
所
は
、弁
護
士
と
職
員
が
一
体
と

な
っ
て
皆
様
の
ご
期
待
と
ご
信
頼
に
応
え
て

い
く
所
存
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

「
人
権
擁
護
と
社
会
正
義
の
実
現
」
を
通
じ
て
社
会
に
奉
仕
す
る
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顧
問
会
社
法
務
担
当
者
ご
相
談
し
た
い
件

が
あ
る
の
で
す
が
。

弁
護
士
ど
う
し
ま
し
た
か
。

担

実
は
、当
社
の
支
店
で
、従
業
員
が
商

品
運
搬
の
台
車
を
押
し
て
い
た
と
こ
ろ
、お

客
様
に
台
車
を
ぶ
つ
け
て
怪
我
を
さ
せ
る
と

い
う
事
故
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
怪
我
を
し

た
お
客
様
の
親
戚
だ
と
名
乗
る
方
が
で
て

き
て
、、「
責
任
者
が
謝
罪
に
来
い
、補
償
し

ろ
」と
言
う
の
で
す
。
ど
う
し
た
ら
いい
で
し
ょ

う
か
。

弁

判
り
ま
し
た
。
大
丈
夫
で
す
よ
。
不
法

行
為
や
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請

求
に
か
こ
つ
け
て
不
当
な
要
求
を
さ
れ
た
場

合
の
対
応
方
法
は
、二
段
階
に
分
け
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

担
　
二
段
階
？

弁

そ
う
で
す
。
第
一
は
、そ
も
そ
も
不
法

行
為
や
債
務
不
履
行
の
成
立
要
件
を
充
足

す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
段
階
で
す
。

不
法
行
為
や
債
務
不
履
行
の
成
立
要
件

を
充
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
、

第
二
は
、相
手
方
の
要
求
が
損
害
賠
償
請
求

と
し
て
相
当
か
否
か
を
検
討
し
ま
す
。
こ
の

二
段
階
を
意
識
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
大
事

で
す
。以

前
、こ
わ
面
の
男
が「
俺
の
舎
弟
が
お
宅

の
社
員
に
殴
ら
れ
て
大
怪
我
を
し
た
、ど
う

し
て
く
れ
る
！
」と
会
社
に
乗
り
込
ん
で
き

て
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま

し
た
。
社
員
が
仕
事
帰
り
に
居
酒
屋
で
酒

を
飲
ん
で
店
で
喧
嘩
と
な
り
相
手
を
怪
我

さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
し
た
。
社
員
に
損
害

賠
償
責
任
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、社
員
が
そ

の
職
務
の
執
行
に
つ
き
相
手
に
損
害
を
被
ら

せ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、会
社
は
民

法
第
七
一
五
条
の
使
用
者
責
任
を
負
い
ま

せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、担
当
者
は
第
一
段
階
の

検
討
を
せ
ず
に
、謝
罪
し
て
第
二
段
階
で
行

う
べ
き
損
害
の
内
容
に
つい
て
の
交
渉
を
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、後
で
、そ

も
そ
も
会
社
は
損
害
賠
償
責
任
が
あ
り
ま

せ
ん
と
第
一
段
階
の
議
論
を
し
て
も
、相
手

は
、会
社
は
責
任
を
認
め
た
か
ら
謝
罪
し
た

ん
だ
ろ
う
と
難
癖
を
つ
け
て
き
た
の
で
す
。

二
段
階
を
意
識
す
る
こ
と
は
、非
常
に
重

要
な
こ
と
な
の
で
す
。

担

判
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、当
社
に
損

害
賠
償
責
任
が
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
っ
た

場
合
、ど
う
す
る
ん
で
す
か
。

弁

先
ず
、第
一
段
階
で
は
謝
罪
を
し
ま
せ

ん
が
、第
二
段
階
で
は
、き
ち
ん
と
非
を
認

め
て
謝
罪
し
ま
す
。
次
に
、「
社
会
通
念
を
基

礎
に
し
て
、加
害
行
為
と
相
当
因
果
関
係
の

認
め
ら
れ
る
損
害
の
賠
償
を
し
ま
す
が
、こ

れ
を
超
え
て
の
損
害
賠
償
請
求
に
は
応
じ
ま

せ
ん
」と
不
当
要
求
を
拒
絶
し
ま
す
。
第
二

段
階
で
最
初
に
き
ち
ん
と
非
を
認
め
て
謝
罪

を
し
な
かっ
た
ば
か
り
に
、相
手
か
ら「
俺
は

被
害
者
な
の
に
、そ
ち
ら
は
謝
罪
の
一
つ
も

し
な
い
ば
か
り
か
、俺
を
不
当
要
求
す
る
犯

罪
者
の
如
き
扱
い
を
す
る
の
か
！
」と
糾
弾

さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

本
件
で
は
、御
社
の
従
業
員
に
台
車
を
誤

っ
て
お
客
様
に
ぶ
つ
け
た
と
い
う
過
失
が
あ

り
ま
す
の
で
、先
ず
謝
罪
を
き
ち
ん
と
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

担
そ
う
し
ま
す
と
、誰
か
責
任
者
が
第
三

者
の
指
定
す
る
場
所
に
行
っ
た
方
が
いい
の
で

し
ょ
う
か
。

弁

き
ち
ん
と
謝
罪
を
す
る
と
い
う
こ
と

は
、相
手
の
いい
な
り
に
な
る
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
来
い
」と
言
わ
れ
て
、当
然
に
そ
こ

に
行
く
義
務
は
な
い
の
で
す
。
お
互
い
に
対
等

な
当
事
者
間
に
お
い
て「
謝
罪
と
交
渉
」を

す
る
に
相
応
し
い
場
所
で
面
談
す
べ
き
こ
と

は
当
然
で
す
。
特
に
、第
三
者
の
素
性
や
指

定
さ
れ
た
場
所
の
性
質
か
ら
、担
当
者
が
不

当
要
求
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に

は
、こ
ち
ら
か
ら
別
の
協
議
場
所
を
提
案
す

べ
き
で
す
。

担

相
手
や
第
三
者
か
ら「
念
書
を
書
け
」

「
謝
罪
文
を
書
け
」と
言
わ
れ
た
ら
、ど
う
す

れ
ば
いい
で
し
ょ
う
か
。

弁
「
念
書
・
謝
罪
文
は
絶
対
に
書
か
な
い
」

と
い
う
民
暴
対
応
の
原
則
を
徹
底
し
て
下

さ
い
。
き
ち
ん
と
謝
罪
は
し
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
が
、
謝
罪
文
や
念
書
を
差
し
入
れ

る
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
念
書
・
謝
罪
文
と

い
う
も
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
交
渉
経
緯（
被

害
者
に
も
重
大
な
落
ち
度
が
あ
っ
た
と
か
、

長
時
間
の
軟
禁
状
態
の
下
で
書
か
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
か
）が
捨
象
さ
れ
て
相
手
方

に
都
合
の
い
い
内
容
で
作
成
さ
れ
ま
す
の

で
、
更
な
る
不
当
要
求
行
為
に
利
用
さ
れ

た
り
、
念
書
が
怪
文
書
に
添
付
さ
れ
て
一

人
歩
き
し
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

で
す
の
で
、
担
当
者
に
は
、「
相
手
か
ら
念

書
を
書
け
と
言
わ
れ
た
ら
、『
会
社
の
業
務

命
令
で
、ま
た
は
、顧
問
弁
護
士
の
指
示
で
、

会
社
名
で
も
個
人
名
で
も
念
書
は
書
け
ま

せ
ん
』と
回
答
す
る
よ
う
に
」と
指
示
し
て

下
さ
い
。

担
「
会
社
が
一
切
の
責
任
を
負
い
ま
す
」

と
い
う
念
書
を
書
い
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、

ど
う
な
り
ま
す
か
。

弁

相
手
は
そ
の
念
書
を
盾
に
会
社
に
対

し
て
不
当
要
求
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、別
の
反
社
会
的
勢
力
が
不
当

要
求
を
す
る
材
料
に
利
用
す
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。い
ず
れ
に
せ
よ
、会
社
と
し
て
は
こ

れ
を
放
置
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
先
ず
、念

書
を
書
い
た
担
当
者
に
、書
い
た
理
由
・
経
緯

を
報
告
さ
せ
て
下
さ
い
。
相
手
方
の
仲
間
に

囲
ま
れ
て
、拒
否
し
た
ら
何
を
さ
れ
る
か
判

ら
な
かっ
た
と
か
、長
時
間
拘
束
さ
れ
て
、書

従
業
員
が
お
客
様
に
怪
我
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
場
合
　弁
護
士
　
小
川
幸
三
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か
な
け
れ
ば
帰
し
て
も
ら
え
な
かっ
た
と
か
、

そ
う
い
う
事
情
が
あ
れ
ば
、
相
手
に
対
し
、

直
ち
に
、内
容
証
明
郵
便
で
、強
迫
を
理
由

に
債
務
負
担
の
意
思
表
示
を
取
り
消
し
た

り
、債
務
負
担
の
意
思
は
真
意
で
は
な
く
無

効
だ
と
通
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
不
法
行
為
で「
貴
殿
の
被
っ
た
損

害
を
す
べ
て
賠
償
し
ま
す
」と
い
う
念
書
は
、

「
相
当
因
果
関
係
の
認
め
ら
れ
る
す
べ
て
の

損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
に
す

ぎ
ず
、相
当
因
果
関
係
の
な
い
損
害
を
賠
償

す
る
こ
と
ま
で
約
束
し
た
も
の
で
は
な
い
と

解
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
」と
い
う
判
例

も
あ
り（
例
え
ば
、
東
京
地
裁
昭
和
63
年
11

月
8
日
判
決
等
）、
念
書
を
書
く
に
至
っ
た

経
緯
が
非
常
に
重
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

担
当
者
に
は
必
ず
会
社
に
報
告
さ
せ
る
よ

う
に
し
て
下
さ
い
。

担

判
り
ま
し
た
。
弁
護
士
に
は
ど
の
タイ

ミ
ン
グ
で
委
任
す
れ
ば
いい
の
で
し
ょ
う
か
。

弁

相
手
が
反
社
会
的
勢
力
で
あ
る
可
能

性
が
あ
れ
ば
、「
直
ち
に
」で
す
。

弁
護
士
代
理
の
大
き
な
効
用
と
し
て
、

「
軌
道
修
正
」と「
担
当
者
の
解
放
」が
あ
る

と
考
え
ま
す
。

担
当
者
の
誤
っ
た
対
応
を
修
正
し
た
り
、

相
手
の
ペ
ー
ス
に
担
当
者
が
振
り
回
さ
れ
て

い
る
の
を
断
ち
切
っ
た
り
す
る
の
に
、弁
護
士

代
理
は
非
常
に
有
用
で
す
。
例
え
ば
、相
手

の
呼
び
出
し
に
承
諾
し
て
し
ま
っ
た
が
、こ
れ

を
拒
絶
し
た
い
と
考
え
れ
ば
、弁
護
士
に
依

頼
し
て
、弁
護
士
か
ら
相
手
に
拒
絶
の
連
絡

を
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。

こ
の「
軌
道
修
正
」と
重
複
し
てい
る
面
も

あ
り
ま
す
が
、「
担
当
者
の
解
放
」と
い
う
効

用
が
あ
り
ま
す
。

弁
護
士
、
裁
判
官
の
経
歴
を
有
す
る
現
職

公
証
人
の
著
者
に
よ
る
、
具
体
的
な
事
例
に
お

け
る
関
係
当
事
者
の
悩
み
と
希
望
、そ
し
て
こ

れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
公
証
人
の
苦
悩
に

つ
い
て
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
タ
ッ
チ
で
の
紹
介
を
通

じ
て
、
遺
言
や
財
産
管
理
に
関
す
る
法
的
手
続

な
ど
を
幅
広
く
解
説
す
る
一
般
向
け
啓
蒙
書

で
す
。

具
体
的
な
事
例
部
分
に
は
、
著
者
の
経
験
に

基
づ
く
様
々
な
人
生
模
様
の
奥
底
に
流
れ
る

生
々
し
い
悩
み
が
淡
々
と
描
か
れ
て
お
り
、こ

の
部
分
だ
け
で
も
十
二
分
な
読
み
応
え
が
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
遺
言
の
方
法
や
遺
産
分
割

と
い
っ
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
テ
ー
マ
だ
け
で
な

く
、
尊
厳
死
、
任
意
後
見
契
約
、
遺
言
信
託
、

年
金
分
割
問
題
な
ど
の
最
新
ト
ピ
ッ
ク
ま
で
を

「これからの遺言と財産管理
－ドキュメント 公証人の現場から」

（生田治郎 著日本評論社 刊）

網
羅
し
た
用
語
解
説
部
分
が
あ
り
ま
す
。
具

体
的
事
例
部
分
と
用
語
解
説
と
を
あ
わ
せ
て

読
む
な
ら
ば
、
一
般
向
け
啓
蒙
書
の
域
を
超
え

て
実
務
上
有
益
な
情
報
が
凝
縮
さ
れ
た
解
説

書
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た

こ
の
文
例
集
は
、
私
た
ち
法
律
実
務
家
に
と
っ

て
も
十
分
参
考
と
な
る
も
の
で
す
。

お
そ
ら
く
、
多
く
の
一
般
の
方
々
に
と
っ
て

は
、
遺
言
を
す
る
こ
と
自
体
に
必
要
性
を
感
じ

ず
、あ
る
い
は
心
理
的
に
抵
抗
が
あ
る
と
い
う
の

が
実
情
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、「
遺
言

の
こ
と
も
考
え
ず
単
純
に
死
ね
た
法
定
相
続
に

よ
る「
遺
産
分
割
の
時
代
」か
ら
、
死
ん
だ
後
を

託
す「
遺
言
の
時
代
」に
、さ
ら
に
老
後
を
如
何

に
生
き
、
余
録
を
死
後
誰
に
託
す
か
を
考
え
る

「
遺
言
と
任
意
後
見
と
の
二
本
立
て
の
時
代
」に

書評

弁護士　大川康徳

反
社
会
的
勢
力
か
ら
の
攻
撃
に
対
応
す

る
担
当
者
の
精
神
的
ス
ト
レ
ス
は
尋
常
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
は「
明
日
の
何
時
ま
で

に
連
絡
し
ろ
」と
プ
レッ
シ
ャ
ー
を
か
け
て
き

ま
す
。
ま
た
、頻
繁
に
電
話
を
か
け
て
き
て

早
く
回
答
し
ろ
と
追
い
込
ん
で
き
ま
す
。
そ

う
し
ま
す
と
、電
話
が
リ
ン
と
鳴
っ
た
だ
け

で
、担
当
者
は
心
臓
が
ギ
ュッ
と
痛
く
な
っ
た

り
し
ま
す
。
実
際
に
体
調
を
崩
し
て
休
職
し

て
し
ま
っ
た
人
も
い
ま
す
。
私
は
、会
社
経
営

者
の
方
に
よ
く
言
う
の
で
す
が
、「
会
社
の
経

営
者
に
とって
社
員
と
弁
護
士
費
用
、ど
ち

ら
が
大
事
か
？
当
然
、社
員
に
決
ま
って
ま

す
よ
」と
お
話
し
てい
ま
す
。
社
員
は
会
社
の

業
務
の
た
め
に
一
生
懸
命
働
い
て
く
れ
てい
る

の
で
す
か
ら
、そ
の
社
員
を
守
る
の
は
会
社

経
営
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
す
。
で
す
か

ら
、反
社
会
的
勢
力
と
の
対
応
と
い
う
ス
ト

レ
ス
の
溜
ま
る
厄
介
な
こ
と
は
サ
ッ
サ
と
弁

護
士
に
依
頼
す
る
の
が
いい
の
で
す
。

担

判
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
か
ら
窓
口
は
弁

護
士
で
す
と
言
って
も
、相
手
が
弁
護
士
代

理
を
認
め
な
い
、会
社
の
人
間
が
担
当
し
ろ

と
言
って
き
た
ら
、ど
う
す
れ
ば
いい
で
し
ょ

う
か
。

弁

そ
の
場
合
は
、相
手
に
こ
う
言
っ
て
下

さ
い
。「
弁
護
士
か
ら
、『
今
後
は
私
が
会
社
の

窓
口
と
し
て
対
応
す
る
か
ら
、あ
な
た
は
も

う
窓
口
対
応
し
な
い
で
下
さ
い
』と
き
つ
く
言

わ
れ
ま
し
た
の
で
、私
と
し
て
は
も
う
何
も

で
き
ま
せ
ん
」と
。

担

判
り
ま
し
た
。
で
は
、直
ぐ
に
弁
護
士

事
務
所
に
委
任
す
る
社
内
手
続
を
取
り
ま

す
の
で
、親
戚
と
名
乗
る
人
物
への
対
応
を

宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

弁
了
解
し
ま
し
た
。

な
り
、世
は
移
行
し
つ
つ
あ
る
。」（
は
じ
め
に
）と

い
う
本
書
を
支
え
る
著
者
の
問
題
意
識
は
正
鵠

を
射
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
で
感
じ
る
こ
と
の

で
き
る
著
者
の
事
件
処
理
に
お
け
る
悩
み
は
、

遺
産
分
割
事
件
な
ど
に
携
わ
っ
て
き
た
私
も
大

い
に
共
感
し
ま
し
た
。

い
ま
遺
言
や
財
産
管
理
の
必
要
を
感
じ
て
い

る
方
々
は
勿
論
の
こ
と
、
著
者
が「
法
律
を
専

門
と
し
な
い
一
般
の
読
者
の
方
々
は
用
語
解
説

を
読
ま
ず
に
は
し
ょ
ら
れ
る
こ
と
も
一
考
か
と

存
じ
ま
す
」（
は
じ
め
に
）と
い
う
と
お
り
、
そ

の
よ
う
な
事
柄
に
こ
れ
ま
で
関
心
を
持
っ
て
い

な
か
っ
た
方
々
に
も
、
自
分
や
家
族
の
身
に
い

つ
起
こ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
出
来
事
が
触
れ

ら
れ
た
生
々
し
い
読
み
物
と
し
て
、
是
非
ご
一

読
い
た
だ
く
こ
と
を
お
薦
め
し
ま
す
。



4

１．
は
じ
め
に

第
166
回
通
常
国
会
に
、
労
働
関
係
法
案

と
し
て
６
法
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
政
治

銘
柄
の
法
案
で
も
あ
り
予
断
を
許
し
ま
せ

ん
が
、
現
在
の
日
程
で
推
移
す
れ
ば
、
参
議

院
議
員
選
挙
後
の
国
会
で
成
立
す
る
の
で

は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

新
聞
報
道
等
で
、
法
制
審
議
会
で
の
審

議
過
程
に
お
け
る
労
使
間
の
対
立
や
、い
わ

ゆ
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
が

「
残
業
代
ゼ
ロ
法
案
」と
し
て
喧
伝
さ
れ
た
こ

と
も
あ
り（
結
局
法
案
に
盛
込
む
こ
と
は
見

送
ら
れ
ま
し
た
）、と
り
わ
け
企
業
の
人
事

労
務
担
当
者
に
お
か
れ
て
関
心
が
高
い
も
の

と
思
い
ま
す
。
本
稿
で
は
、６
法
案
の
う
ち
、

労
働
契
約
法
案
、
労
働
基
準
法
改
正
案
、

パ
ー
ト
労
働
法
改
正
案
に
つい
て
、
先
取
り

し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

２．
労
働
契
約
法
案

こ
の
法
律
は
、労
使
の
自
由
な
交
渉
の
下

で
、
労
働
契
約
が
合
意
に
よ
り
成
立
し
又

は
変
更
さ
れ
る
と
い
う
合
意
の
原
則
を
確

認
す
る
と
共
に
、
労
働
契
約
と
就
業
規
則

と
の
関
係
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
合
理
的

な
労
働
条
件
の
決
定
又
は
変
更
が
円
滑
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
労

働
者
の
保
護
を
図
り
つつ
、
個
別
の
労
働
契

約
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す（
１
条
）。
こ
れ
ま
で
労
働
契
約
を
規
律

し
て
き
た
と
さ
れ
る
民
法
が
、実
質
的
に
使

用
者
優
位
の
労
働
契
約
を
律
す
る
に
は
不

十
分
で
あ
る
こ
と
、他
方
で
労
働
基
準
法
は

労
働
契
約
に
対
す
る
直
律
性
を
定
め
て
い

る
と
し
て
も
労
使
間
の
労
働
契
約
の
あ
る
べ

き
姿
を
指
し
示
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、労
働
者
保
護
を
目
的
と
し
つつ
労
使
間

の
契
約
の
指
針
と
し
て
労
働
契
約
法
が
規

定
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
法
律
の
制
定
は
、

労
使
間
に
お
け
る「
労
働
契
約
」への
意
識

を
高
め
、労
働
契
約
に
か
か
る
紛
争
の
未
然

防
止
に
大
き
く
寄
与
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
理
解
の
下
に
、「
労
働
者
」

「
使
用
者
」の
定
義
条
項（
２
条
）、
労
働
契

約
の
原
則
等（
３
条
・４
条
）、
労
働
者
に
対

す
る
使
用
者
の
安
全
配
慮（
５
条
）が
定
め

ら
れ
ま
し
た
。
安
全
配
慮
義
務
は
判
例
理

論
を
反
映
し
た
も
の
で
す
が
、
健
康
面
への

配
慮
義
務
を
含
む
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ

ろ
で
す
。

６
条
で
、労
働
契
約
は
、労
働
者
が
使
用

者
に
使
用
さ
れ
て
労
働
し
、使
用
者
が
こ
れ

に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う
こ
と
に
つ
い
て
、

労
働
者
及
び
使
用
者
が「
合
意
」す
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
労
働
契
約
の
基

本
を
定
め
つつ
、７
条
で
は
、「
使
用
者
が
合

理
的
な
労
働
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
就
業

規
則
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
た
場
合
に
は
、

労
働
契
約
の
内
容
は
、そ
の
就
業
規
則
で
定

め
る
労
働
条
件
に
よ
る
。」と
規
定
し
、就
業

規
則
が
労
働
契
約
の
内
容
と
な
る
要
件
を

明
文
化
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、従
来
の
電
電

公
社
帯
広
局
事
件（
最
判
昭
和
61
年
３
月
13

日
労
判470-6

）で
示
さ
れ
た
要
件
で
あ
る

周
知
義
務
・
意
見
聴
取
義
務
・
届
出
義
務
を

一
部
緩
和
し
た
よ
う
に
読
め
ま
す
。

労
働
契
約
の
内
容
の
変
更
は
、
労
働
者

と
使
用
者
の
合
意
に
よ
り（
８
条
）、原
則
と

し
て
就
業
規
則
に
よって
労
働
者
に
不
利
な

内
容
の
労
働
条
件
に
変
更
で
き
ま
せ
ん
が

（
９
条
）、就
業
規
則
の
変
更
が
合
理
的
で
あ

る
場
合
に
は
、
就
業
規
則
に
よ
る
労
働
条

件
の
変
更
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す

（
10
条
）。
問
題
は
合
理
性
判
断
の
た
め
の
事

情
で
す
が
、①
労
働
者
の
受
け
る
不
利
益
の

程
度
、②
労
働
条
件
の
変
更
の
必
要
性
、③

変
更
後
の
就
業
規
則
の
内
容
の
相
当
性
、

④
労
働
組
合
等
と
の
交
渉
の
状
況
、⑤
そ
の

他
就
業
規
則
の
変
更
に
か
か
る
事
情
、
を

考
慮
す
る
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
概
ね
秋
北

バ
ス
事
件（
最
大
判
昭
和
42
年
12
月
25
日
民

集22-13-3459

）、
第
四
銀
行
事
件（
最
判

平
成
９
年
２
月
28
日
民
集51-2-705

）等
の

各
最
判
が
挙
げ
た
要
件
が
踏
襲
さ
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

12
条（
就
業
規
則
違
反
の
労
働
契
約
に
お

け
る
就
業
規
則
の
強
行
的
直
律
的
効
力
）

と
13
条（
法
令
及
び
労
働
協
約
の
就
業
規
則

に
対
す
る
優
越
）は
、現
行
の
労
働
基
準
法

93
条
と
92
条
１
項
を
労
働
契
約
法
に
移
行

し
た
も
の
で
す
。

14
条
は
、
出
向（
出
向
元
企
業
に
お
け
る

従
業
員
と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
た
ま
ま
、

出
向
先
企
業
の
労
務
に
従
事
さ
せ
る
人
事

異
動
）に
つい
て
、使
用
者
が
そ
の
権
限
を
有

し
て
い
て
も
権
利
濫
用
に
な
る
場
合
が
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
規
定
で
あ
り
、
15
条
は
懲

戒
権
行
使
に
関
す
る
同
旨
の
規
定
で
す
。

出
向
命
令
権
や
懲
戒
請
求
権
の
取
得
要
件

に
つい
て
は
こ
れ
ま
で
裁
判
で
多
数
争
わ
れ

て
き
ま
し
た
が
、実
務
的
に
は
判
例
理
論
の

集
積
が
行
わ
れ
て
お
り
、
14
条
・
15
条
が
特

段
要
件
を
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、

実
務
への
影
響
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

労
働
契
約
の
終
了
に
か
か
る
い
わ
ゆ
る
解

雇
権
濫
用
法
理
は
、
日
本
食
塩
製
造
事
件

（
最
判
昭
和
50
年
４
月
25
日
民
集2

9
-4
-

456

）以
後
最
判
が
定
立
し
て
き
た
規
範
で

あ
り
、平
成
15
年
の
労
基
法
改
正
に
よ
り
同

法
18
条
の
２
で
明
定
さ
れ
ま
し
た
が
、こ
の

規
定
が
労
働
契
約
法
16
条
へ
移
行
さ
れ
ま

し
た
。

弁
護
士
　
進
士
肇

労
働
関
係
法
案
の

ご
紹
介

と
は
、
偏
に
皆
様
の
ご
厚
情
の
賜
物
で
あ

り
、
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

新
し
い
事
務
所
に
お
き
ま
し
て
も
、
篠
崎

総
合
法
律
事
務
所
で
培
っ
た
経
験
を
活
か

し
、
社
会
正
義
の
実
現
と
人
権
の
擁
護
を

目
指
し
た
弁
護
士
活
動
を
続
け
て
い
く
所

存
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
皆
様
へ
の
ご
恩
に
感
謝
す

る
と
共
に
、
今
後
も
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
ご

鞭
撻
の
程
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

5

正
社
員
に
お
け
る
労
働
契
約
は
期
間
の

定
め
の
無
い
の
が
通
常
で
す
が
、こ
れ
に
対

し
て
有
期
労
働
契
約
に
関
し
、
雇
用
契
約

に
か
か
る
民
法
628
条
を
使
用
者
側
か
ら
の

み
定
め
、
期
間
中
の
雇
用
保
障
を
厚
く
し

た
の
が
17
条
１
項
で
す
。
ま
た
17
条
２
項
は
、

有
期
労
働
契
約
に
つ
き
、必
要
以
上
に
短
い

期
間
を
定
め
て
こ
れ
を
反
復
更
新
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

旨
を
定
め
て
い
ま
す
。

３．
労
働
基
準
法
改
正
案

労
基
法
37
条
改
正
法
案（
時
間
外
労
働
）

は
、１
か
月
80
時
間
を
超
え
た
時
間
外
労
働

に
対
し
、
割
増
賃
金
率
を
50
％
に
引
き
上

げ
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
現
行
37
条
で
は
、

80
時
間
を
超
え
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
割

増
賃
金
率
は
一
律
に
25
％
で
す
。
な
お
、
引

き
上
げ
ら
れ
た
25
％
部
分
に
つ
い
て
は
、
割

増
賃
金
の
代
わ
り
に
有
給
休
暇（
年
休
を
除

き
ま
す
）を
付
与
す
る
こ
と
を
労
使
協
定
で

定
め
、
労
働
者
が
そ
の
休
暇
を
取
得
し
た

と
き
は
、
支
払
の
必
要
が
な
い
も
の
と
し
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

労
基
法
37
条
改
正
法
案
の
精
神
は
、１
か
月

80
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
高
率
の

割
増
賃
金
を
払
え
ば
良
い
と
す
る
の
で
は
な

く
、
休
暇
を
十
分
に
取
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
労
働
者
の
健
康
に
配
慮
す
る
よ
う
使
用

者
に
求
め
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

労
基
法
39
条
改
正
法
案（
年
次
有
給
休

暇
）は
、労
使
協
定
で
定
め
た
場
合
に
、５
日

の
範
囲
で
、労
働
者
の
請
求
に
基
づ
き
時
間

単
位
で
年
休
取
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と

し
て
お
り
、こ
れ
は
１
日
単
位
又
は
半
日
単

位
で
休
ま
な
く
て
も
済
む
私
用
が
あ
る
場

合
に
、
時
間
単
位
の
年
休
取
得
を
認
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ

ン
や
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
拡
大
に

関
す
る
改
正
法
案
を
盛
り
込
む
の
が
見
送

ら
れ
た
の
は
、冒
頭
に
申
し
上
げ
た
と
お
り

で
す
。

４．
パー
ト
労
働
法
改
正
案

パ
ー
ト
労
働
法
は
、
正
式
名
を「
短
時
間

労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る

法
律
」と
い
う
も
の
で
す
。
現
行
８
条
で
は
、

厚
生
労
働
大
臣
が
雇
用
管
理
改
善
措
置
の

指
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い

る
だ
け
で
す
が
、こ
れ
に
対
し
て
改
正
法
案

は
、一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
パ
ー
ト
労
働

者
に
つい
て
、賃
金
を
含
め
た
す
べ
て
の
待
遇

に
お
い
て
正
社
員
と
差
別
的
取
扱
い
を
す
る

こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
一
定
の
要
件
と

は
、正
社
員
と
比
較
し
て
、①
職
務
が
同
じ
、

②
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結

し
て
い
る
、
③
全
雇
用
期
間
を
通
じ
て
、
職

務
内
容
及
び
配
置
の
変
更
範
囲
が
同
じ
、

と
い
う
も
の
で
す
。

ま
た
、均
等
待
遇
確
保
の
た
め
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
改
正
法
案
９
〜

11
条
）、そ
の
他
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関

す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
改

正
法
案
６
条
、
12
条
、
13
条
）と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
度
、
篠
崎
先
生
の
ご
快
諾
を
得

て
、
父
が
共
同
経
営
す
る
青
葉
総
合
法

律
事
務
所
に
移
籍
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
篠
崎
総
合
法
律
事
務
所
在

職
中
は
、
篠
崎
芳
明
先
生
の
ご
指
導
の

も
と
、
社
会
正
義
の
実
現
と
人
権
の
擁

護
を
使
命
と
す
る
弁
護
士
と
し
て
の

基
本
的
姿
勢
を
学
ば
せ
て
頂
き
ま
し

た
。ま

た
、
事
業
再
生
及
び
倒
産
案
件
、

企
業
に
対
す
る
不
当
要
求
の
排
除
案

件
、損
害
賠
償
請
求
案
件
、債
権
回
収
、

労
働
事
件
、
刑
事
事
件
な
ど
数
多
く
の

案
件
を
担
当
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ

http://www.shinozaki-law.gr.jp/
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１．
は
じ
め
に

最
近
、遺
言
書
を
作
成
す
る
人
が
急
増
し

てい
ま
す
。
高
齢
化
社
会
が
到
来
し
た
こ
と
に

加
え
、権
利
意
識
の
高
ま
り
に
よ
る
相
続
ト

ラ
ブ
ル
を
経
験
し
た
人
が
増
え
た
こ
と
な
ど
が

背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

相
続
は
、「
争
族
」と
い
わ
れ
る
ほ
ど
争
い
が

生
じ
や
す
く
、争
族
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、

生
前
に
遺
言
書
を
書
い
て
お
く
こ
と
が
有
益

で
す
。し

か
し
、遺
言
は
、民
法
で
定
め
ら
れ
た
方

式
で
書
か
な
け
れ
ば
法
律
上
の
効
力
が
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、生
前
に
、「
俺
が
死
ん

だ
ら
こ
の
家
を
お
前
に
や
る
。」と
言
っ
た
と
し

て
も
、口
約
束
で
は
法
的
に
有
効
な
遺
言
と

は
い
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、そ
の
様
子
を
カ
セッ
ト

テ
ー
プ
や
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
録
音
・
録
画
し
てい

て
も
遺
言
と
し
て
は
無
効
で
す
。

そ
こ
で
、今
回
は
遺
言
書
の
中
で
も
主
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
①
自
筆
証
書
遺
言
と
②

公
正
証
書
遺
言
の
書
き
方
を
お
伝
え
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

２．
自
筆
証
書
遺
言

自
筆
証
書
遺
言
と
は
、そ
の
字
の
と
お
り
、

自
筆
で
作
成
す
る
遺
言
書
で
す
。
遺
言
者
本

人
が
遺
言
の
全
文
、日
付
、氏
名
の
全
て
を
自

書
し
、捺
印
し
て
作
成
し
ま
す
。
自
ら
筆
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、パソ
コン
で
作
成
し

た
り
、代
筆
で
作
成
し
た
り
す
る
こ
と
は
出
来

ま
せ
ん
。
日
付
は「
平
成
○
年
○
月
○
日
」と

はっ
き
り
特
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
平

成
○
年
○
月
吉
日
」と
書
い
た
遺
言
書
は
日

付
が
特
定
で
き
な
い
た
め
無
効
と
なって
し
ま

い
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、遺

言
書
に
、加
除・変
更
を
加
え
る
場
合
も
法
律

の
定
め
る
ル
ー
ル
に
従
う
必
要
が
あ
り
ま
す。

な
お
、自
筆
証
書
遺
言
の
場
合
、遺
言
者

が
亡
く
な
る
と
、保
管
者
は
遺
言
書
を
開
封

せ
ず
に
速
や
か
に
家
庭
裁
判
所
に
提
出
し
、

検
認
手
続
を
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

自
筆
証
書
遺
言
は
、自
分
で
書
く
だ
け
で

効
力
が
生
じ
る
た
め
、簡
便
で
費
用
も
か
か

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、一
般
の
人
が
民
法
で
定

め
ら
れ
た
方
式
で
遺
言
書
を
作
成
す
る
こ
と

は
難
し
く
、せっ
か
く
作
成
し
た
遺
言
書
が

無
効
と
な
って
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、自
筆
証
書
遺
言
に
は
、保
管
場
所
の

問
題
や
検
認
手
続
が
必
要
で
あ
る
点
な
ど
の

デメ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

3．
公
正
証
書
遺
言

公
正
証
書
遺
言
は
、法
律
上
の
利
害
関
係

が
な
い２
名
以
上
の
証
人
の
立
会
いの
も
と
で
、

遺
言
者
が
、遺
言
と
な
る
主
要
な
部
分
を
公

証
人
に
話
し
、そ
れ
を
公
証
人
が
公
文
書
と

し
て
書
面
化
す
る
も
の
で
す。

公
正
証
書
遺
言
を
作
成
す
る
手
順
は
以
下
の

と
お
り
で
す。

予
め
予
約
し
た
日
時
に
、証
人
２
人
と
と

も
に
公
証
役
場
へ
行
き
、遺
言
者
が
話
し
た

こ
と
を
公
証
人
が
聞
き
取
り
筆
記
し
ま
す

（
実
務
上
は
、事
前
に
遺
言
者
と
公
証
人
と

の
間
で
打
合
せ
を
行
う
場
合
が
多
い
で
す
）。

そ
し
て
、公
証
人
が
筆
記
し
た
も
の
を
読
み

上
げ
、そ
れ
を
遺
言
者
と
証
人
が
聞
き
、そ
の

内
容
で
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、遺
言
者

本
人
、証
人
２
名
、公
証
人
の
合
計
４
名
が

作
成
過
程
に
誤
り
が
な
い
か
を
確
認
し
連

署
・
実
印
を
押
捺
し
て
完
成
し
ま
す
。
な
お
、

遺
言
者
が
病
気
な
ど
の
た
め
公
証
役
場
へ
行

く
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
に
は
公
証
人
に
出

張
し
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、手

が
不
自
由
な
ど
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
は
公
証
人
が
理
由
を
付
記
し
て
代
署

し
ま
す
。
公
正
証
書
遺
言
の
原
本
は
公
証
役

場
で
保
管
さ
れ
、正
本
と
謄
本
が
遺
言
者
に

交
付
さ
れ
ま
す
。

公
正
証
書
遺
言
を
作
成
す
る
に
は
、遺
言

の
対
象
と
なった
財
産
の
時
価
に
応
じ
た
公
証

人
手
数
料
が
必
要
で
あ
り
、公
証
役
場
に
出

向
く
手
間
が
か
か
る
と
い
う
デメ
リ
ッ
ト
も
あ

り
ま
す
が
、①
専
門
家
で
あ
る
公
証
人
が
作

成
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
様
式
不
備
で
無
効
と

な
る
お
そ
れ
が
な
い
、②
公
証
人
と
証
人
2
名

が
立
ち
会
う
た
め
遺
言
の
効
力
を
め
ぐ
る
争

い
が
生
じ
る
可
能
性
が
低
い、③
保
管
も
安
全

で
紛
失・変
造・隠
匿
の
お
そ
れ
が
な
い
、④
家

庭
裁
判
所
の
検
認
手
続
が
不
要
で
あ
り
、相

続
開
始
後
す
ぐ
に
遺
言
書
の
内
容
を
実
行
で

き
る
、な
ど
の
メ
リッ
ト
が
あ
り
ま
す。

そ
こ
で
、遺
言
書
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、

安
全
確
実
で
、面
倒
な
検
認
手
続
も
不
要

と
な
る
公
正
証
書
遺
言
の
作
成
を
お
勧
め
し

ま
す
。

４．
お
わ
り
に

公
正
証
書
遺
言
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、

公
証
人
か
ら
遺
言
書
作
成
に
関
す
る
ア
ド
バ

イ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、公
証
人

に
相
談
で
き
る
の
は
遺
言
書
の
形
式
面
に
限

ら
れ
ま
す
。
遺
言
の
内
容
に
つい
て
は
、遺
留

分
な
ど
法
的
に
難
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、遺
言
の
内
容
が
複
雑
で
あ
る
場
合
や
、遺

言
執
行
に
あ
たって
ト
ラ
ブ
ル
が
予
想
さ
れ
る

場
合
に
は
事
前
に
弁
護
士
に
相
談
し
た
方
が

よ
い
で
し
ょ
う
。

遺
言
書
の
作
成
方
法
や
内
容
、効
力
な
ど

に
関
し
ご
不
明
な
点
、ご
質
問
な
ど
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、ご
遠
慮
な
く
当
事
務
所
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い。

弁
護
士
　
山
際
悟
郎

身
近
な
法
律
相
談

「
遺
言
書
の
書
き
方
」

〜
相
続
を「
争
族
」に
し
な
い
た
め
に
〜

１

今
回
は
、当
事
務
所
が
勝
ち
取
っ
た
判

決
を
ご
紹
介
し
ま
す
。こ
の
裁
判
は
、詐
害
行

為
取
消
請
求
訴
訟
と
言
い
ま
し
て
、債
務
者

が
自
己
の
一
般
財
産
を
第
三
者
に
譲
渡
す

る
等
し
た
場
合
、債
権
者
が
そ
の
譲
渡
行
為

等
を
債
権
者
を
害
す
る
行
為（
詐
害
行
為
）

と
し
て
取
り
消
し
て
元
へ
戻
さ
せ
る
と
い
う
も

の
で
す
。

こ
の
判
決
は
、詐
害
行
為
取
消
権
の
債
権

者
代
位
行
使
を
認
め
た
判
例
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
お
り
ま
す
が
、今
回
は
、債
務
者
の
財
産

で
あ
る
不
動
産
を
売
却
す
る
に
あ
たって
売

買
代
金
の
支
払
い
が
な
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う

事
実
認
定
の
争
点
に
絞
って
解
説
致
し
ま
す
。

２
前
記
争
点
に
必
要
な
範
囲
で
事
案
を
要

約
し
ま
す
と
、債
務
者
が
多
数
の
無
担
保
不

動
産
を
一
括
し
て
不
動
産
業
・
金
融
業
を
目

的
と
す
る
株
式
会
社
に
一
億
七
五
〇
〇
万
円

と
い
う
多
額
の
金
額
で
売
却
し
た
行
為
を
、

債
権
者
が
詐
害
行
為
と
し
て
取
消
請
求
を
し

た
と
い
う
も
の
で
し
た
。

そ
も
そ
も
、諸
般
の
事
情
か
ら
、無
担
保

不
動
産
が
非
常
に
廉
価
で
譲
渡
さ
れ
て
い
る

可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
、売
買
代
金
の
支
払
の

有
無
が
裁
判
上
の
争
点
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、相
手
方
か
ら
提
出
さ
れ
た
証
拠
は
、売

買
当
事
者
が
通
謀
す
れ
ば
い
く
ら
で
も
容
易

に
作
出
で
き
る
領
収
書
と
契
約
当
事
者
両
者

の
供
述
の
み
だった
の
で
す
。

に
も
拘
わ
ら
ず
第
一
審（
東
京
地
方
裁
判

所
平
成
11
年
4
月
26
日
判
決
）は
、領
収
書

の
存
在
と
売
買
当
事
者
双
方
の
供
述
・
証
言

で
、売
買
代
金
が
現
実
に
支
払
わ
れ
た
と
認

定
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、第
二
審
は
、「
被
控
訴
人
主

張
の
売
買
代
金
の
支
払
に
つい
て
は
、そ
の
原

資
の
存
在
、金
銭
の
交
付
そ
の
も
の
及
び
そ
の

使
途
の
い
ず
れ
に
つい
て
も
、多
大
の
疑
問
が

あ
って
、こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」と
判
示
し
、「
被
控

訴
人
代
表
者
の
供
述
や
売
渡
会
社
元
代
表
者

の
証
言
は
信
用
で
き
な
い
。
ま
た
、領
収
書
も

代
金
支
払
の
証
拠
と
は
な
ら
な
い
」と
認
定
し

た
の
で
す
。

３
こ
の
第
二
審
の
事
実
認
定
の
ポ
イ
ン
ト
に

つ
き
ま
し
て
検
討
致
し
ま
す
。

①
売
買
代
金
の
原
資
の
存
在

第
二
審
は
、売
買
代
金
の
原
資
に
関
す
る

被
控
訴
人
代
表
者
の
供
述
の
不
自
然
・
不
合

理
さ
を
一
つ
一
つ
指
摘
し
た
う
え
で
、「
被
控

訴
人
の
よ
う
に
、不
動
産
や
金
融
を
業
と
す

る
会
社
で
は
、年
間
の
金
銭
の
出
入
り
は
、数

え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
経
営
者
が
記
憶
し
て
お
け
る
ほ
ど

の
数
で
は
な
い
。
し
か
も
、金
銭
で
出
入
り
だ

け
で
は
な
く
、日
付
・
使
途
そ
の
他
の
必
要
な

情
報
も
、後
々
の
た
め
に
残
し
て
お
か
ね
ば
、

経
営
判
断
自
体
に
支
障
が
生
じ
る
。そ
れ
故
、

こ
れ
ら
の
情
報
を
記
録
す
る
手
段
と
し
て
、

通
常
は
、帳
簿
が
備
え
付
け
ら
れ
る
の
で
あ

り
、法
規
に
のっ
とっ
た
正
規
の
帳
簿
が
な
く

て
も
、そ
れ
に
代
わ
る
記
録
が
あ
る
も
の
で
あ

る
。
被
控
訴
人
が
真
実
こ
の
よ
う
な
多
額
の

金
銭
の
支
払
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、被

控
訴
人
と
し
て
帳
簿
に
記
載
し
た
り
、こ
れ
に

代
わ
る
記
録
を
し
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
あ

り
、被
控
訴
人
か
ら
裁
判
所
に
対
し
て
帳
簿

や
記
録
の
片
鱗
さ
え
も
提
出
さ
れ
な
い
の
は
、

被
控
訴
人
の
主
張
す
る
支
払
い
が
あ
っ
た
事

実
に
多
大
の
疑
問
を
持
た
せ
る
も
の
で
あ
る
」

と
判
示
し
ま
し
た
。

即
ち
、第
二
審
は
、売
買
代
金
の
原
資
の

存
在
自
体
が
争
わ
れ
た
場
合
に
は
、や
は
り

原
資
の
存
在
に
つい
て
の
客
観
的
証
拠
の
提
出

が
必
要
な
の
で
あ
り
、そ
の
客
観
的
証
拠
を

提
出
せ
ず
、か
つ
、提
出
で
き
な
い
理
由
が
不

自
然
・
不
合
理
で
あ
れ
ば
、特
に
、不
動
産
や

金
融
を
業
と
す
る
会
社
が
帳
簿
等
を
証
拠
で

提
出
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、売
買
代
金
の
支
払

の
事
実
に
つい
て
多
大
な
疑
問
を
抱
く
こ
と

を
判
示
し
た
の
で
す
。

②
領
収
書
に
つい
て

次
に
、本
件
で
は
、不
動
産
の
売
買
代
金
が

分
割
し
て
支
払
わ
れ
てい
ま
し
た
が
、残
代
金

の
支
払
の
前
に
、不
動
産
の
売
主
で
あ
る
債

務
者
が
会
社
売
買
に
よ
り
会
社
代
表
者
が
交

替
し
てい
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、そ
の
後
に
作
成

さ
れ
た
残
金
支
払
い
の
領
収
書
は
元
代
表
者

の
名
義
で
あ
り
、し
か
も
、会
社
売
買
に
よ
り

会
社
買
主
に
交
付
し
た
は
ず
の
代
表
者
印
が

押
捺
さ
れ
て
お
り
、第
二
審
は「
領
収
書
に
は

証
拠
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」と
判

示
し
ま
し
た
。

③
売
買
代
金
の
使
途

更
に
、裁
判
に
お
い
て
、不
動
産
売
渡
会
社

元
代
表
者
は
、売
買
代
金
の
殆
ど
を
債
権
者

への
弁
済
に
使
っ
た
と
証
言
し
、第
三
者
か
ら

の
高
額
の
借
用
書
が
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ

ま
し
た
が
、第
二
審
は
、元
代
表
者
の
供
述
が

曖
昧
で
あ
る
こ
と
、高
額
の
借
用
書
の
記
載

内
容
と
し
て
は
杜
撰
な
印
象
を
否
め
な
い
こ

と
、同
借
用
書
に
は
時
系
列
か
ら
し
て
あ
り

え
な
い
印
鑑
が
押
捺
さ
れ
て
お
り
、借
用
書
記

載
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
存
在
自
体
に
疑

問
が
生
じ
る
こ
と
、そ
も
そ
も
借
用
し
た
高

額
の
金
銭
を
何
に
使
った
の
か
全
く
不
明
で
あ

る
こ
と
等
を
指
摘
し
、「
以
上
の
点
か
ら
す
る

と
、真
実
、元
代
表
者
と
債
権
者
と
称
す
る

者
と
の
間
に
金
銭
消
費
貸
借
契
約
が
あ
っ
た

の
か
自
体
疑
問
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
」と
判
示
し
ま
し
た
。

４

詐
害
行
為
取
消
訴
訟
は
、原
告
に
有
利

な
証
拠
が
乏
し
い
中
で
訴
え
を
提
起
せ
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
が
多
く
、し
か
も
、相
手
方
が

周
到
に
証
拠
を
用
意
し
て
い
る
場
合
が
多
い

た
め
、苦
戦
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
り

ま
す
。第

二
審
の
判
決
は
、相
手
が
疑
わ
し
い
が

一
応
形
式
の
整
っ
た
証
拠
を
提
出
し
て
き
た

中
で
、反
対
尋
問
に
よって
相
手
側
の
証
言
・

供
述
の
不
自
然
性
・
不
合
理
性
を
引
き
出
す

立
証
活
動
の
重
要
性
を
教
え
て
く
れ
る
も
の

で
あ
り
、非
常
に
参
考
と
な
り
ま
す
。

（
依
頼
者
は
都
市
銀
行
）
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詐
害
行
為
で
あ
る
売
買
代
金
の
授
受

弁
護
士
　
小
川
幸
三

東京高等裁判所平成1
2年2月17日判決

（金融・商事判例109
0号14頁）



最近、相談で、ちょっとした落ち度を奇貨として、反社会的勢力ではない
普通の人が法外な請求を執拗に繰り返すという事例が目立つように感じま
す。当事務所では、担当者レベルでの対応方法についてアドバイスすること
は勿論、代理人に就任して、被害者と称する相手方の法外な請求を拒絶し、
相手方と対応することも行っております。

昨年１０月に弁護士登録し、当事務所に入所してから約１０ヶ月が経
ちました。この間、一般民事・家事・商事・刑事事件等多種多様な案
件を担当してまいりましたが、弁護士の職責の重さを感じる毎日です。
依頼者に信頼される弁護士になれるよう迅速かつ適切な事件処理を
目指し、日々 の研鑽に努めてまいりたいと思っております。

平成10年税理士登録し、会計事務所及び不動産コンサルティング会
社勤務を経て入所しました。相続税の事前試算や対策提案、分割シ
ミュレーション、申告業務が主で、法人の顧問も行っています。税制も
めまぐるしく変わっていますが、ご質問ご相談等ありましたらお気軽にご
連絡下さい。

消費者契約法を巡る学納金返還請求事件における大学側弁護団
の一員として、先般、上告審判決と差戻審判決を得ることができまし
た。新たな法理論構築の一端に携わることのできた貴重な経験を、新
法律の施行や社会の変化に伴う新たな紛争への対応など今後の業
務に活かすべく、これからも切磋琢磨していきたく感じています。

相変わらず小論稿を積み重ねるのみの研究生活です。今年度より、
更に、法学部との掛持ちで、法科大学院の専任教員となってしまいま
した。責任重大です。また、肩書きも“助”教授から“准”教授へと変わ
っておりますが、待遇のほうはあまり変わることがなく、名刺などはその
うち換えればいいやなどと考えています。

弁護士　小川幸三 弁護士　山際悟郎

弁護士　清水恵介（客員）

弁護士　大川康徳

税理士　藤代節子

弁護士近況報告

弁護士以外に、法科大学院講師、サービサー会社取締役、上場企業
社外監査役、農協監事、法曹会役員などを務めさせていただき、お陰様
で毎日元気に飛びまわっています。皆様のご期待に応える、真にご満足
をいただける法律事務所として更に発展するようパートナー弁護士共 一々
層の努力と研鑽を重ねていく所存です。

弁護士　篠崎芳明（所長）

会社法及び倒産法における実務研究、執筆、ロースクール大学院にお
ける講義、顧問会社よりの質疑に忙しく対応しております。具体的な職務
内容は会社法訴訟、会社更生事件、会社再生事件の受任弁護士から
の相談を中心としており、事案によっては直接受任もあり、最近では、ある
会社の株主総会決議取消の訴えの控訴審における会社側代理を受任
処理しました。

事業再生案件で、地方を飛び回ることが多くなりました。地方の場合、法
的整理に対する嫌悪感や、個人保証が経営者以外にも及ぶという現実が、
手続選択を難しくします。中小企業再生支援協議会・整理回収機構の関与
により、事業再生のインフラも徐 に々整ってきた感はありますが、他方で経
済合理性、コンプライアンスといった概念が通用しない地域金融機関もあり
ます。案件毎に驚いたり感動したりしています。

弁護士　山口和男（客員）弁護士　進士肇

銀行・証券会社・保険会社等の金融機関が当事者となる訴訟、不
当要求への対応や不祥事発生時の法的対応のほか、交通事故、不
動産関係訴訟、知的財産権に関する訴訟等を主に担当しています。
なお、知的財産権については、現在日本弁護士連合会の知的財産
政策推進本部の事務局員でもあります。

弁護士　杉山一郎

水産、コンピュ－タ－にＩＴと、最近、新聞等で立て続けに「架空循環取引」
という言葉を目にします。物がないのに伝票だけが多数当事者間を転 と々す
る取引は、結論や理由の異なる多くの裁判例がある、古くて新しい問題取引
であり、過去に多数訴訟を経験させていただいて以来、私のライフワークで
す。最近の事例は新たな勉強の素材であり、処理の行方を見守っています。

弁護士　寺嶌毅一郎


