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道
標 

～
弱
者
と
と
も
に
闘
う
弁
護
士
た
ち
～ 

 

思
い
返
せ
ば
、
私
は
弁
護
士
人
生
の
折
々

に
、
弁
護
士
と
し
て
道
標
と
な
る
恩
師
に
出

会
っ
て
き
た
。
弁
護
修
習
時
代
に
指
導
を
受

け
た
清
水
直
弁
護
士
も
そ
の
お
一
人
で
あ

る
。
企
業
再
建
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と

し
て
知
ら
れ
る
清
水
直
弁
護
士
か
ら
は
、
依

頼
者
の
盾
と
な
り
妥
協
せ
ず
に
闘
う
弁
護

士
の
魂
を
教
え
て
頂
い
た
。
時
に
は
債
権
者

の
み
な
ら
ず
依
頼
者
も
叱
り
な
が
ら
再
建

計
画
を
組
み
立
て
て
い
く
、
そ
の
命
懸
け
で

闘
う
姿
に
感
銘
を
受
け
た
。
会
社
は
生
き
物

で
生
か
す
も
殺
す
も
弁
護
士
の
力
。
債
権
者

の
猶
予
を
引
き
出
し
、
会
社
に
関
わ
る
多
く

の
人
々
の
生
活
を
守
る
た
め
、
弁
護
士
は
妥

協
せ
ず
に
闘
い
ぬ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
覚
悟
と
闘
志
を
感
じ
た
。
な
お
、
銀
行
担

当
者
か
ら
は
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
「
鬼
の
シ

ミ
チ
ョ
ク
」
と
も
呼
ば
れ
た
と
い
う
清
水

先
生
で
あ
る
が
、
普
段
は
温
厚
で
、
丹
後
の

宮
津
節
と
い
っ
た
民
謡
を
十
八
番
と
す
る

ご
趣
味
を
お
持
ち
で
あ
っ
た
。
情
熱
家
で

闘
志
家
。
愛
に
溢
れ
た
清
水
直
弁
護
士
と

の
お
付
き
合
い
は
今
も
続
い
て
い
る
。 

 

昭
和
５６
年
４
月
に
弁
護
士
登
録
を
し
た

私
は
、
間
も
な
く
、
民
法
学
者
で
あ
る
森
泉

章
先
生
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
当
時
、
消

費
者
金
融
に
よ
る
多
重
債
務
を
苦
に
し
た

自
殺
者
が
続
出
し
「
サ
ラ
金
地
獄
」
と
も

呼
ば
れ
て
社
会
問
題
化
し
て
い
た
。
私
自

身
、
弁
護
士
登
録
直
後
の
夏
、
ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド
の
経
営
者
が
サ
ラ
金
地
獄
に
陥

っ
て
多
額
の
負
債
を
抱
え
て
生
活
が
立
ち

ゆ
か
な
い
と
い
う
相
談
を
受
け
た
。
必
死

に
返
済
し
て
も
借
金
が
減
ら
な
い
と
い
う

依
頼
者
の
話
を
聞
く
う
ち
に
、
過
払
い
が

あ
る
か
も
し
れ
ぬ
と
考
え
た
。
過
払

金
計
算
ソ
フ
ト
も
な
い
時
代
。
帳
簿

と
に
ら
め
っ
こ
し
な
が
ら
１０
社
余

り
、
過
去
４
年
間
の
返
済
と
借
入
れ

を
辿
っ
て
い
く
と
過
払
金
が
あ
る

こ
と
が
判
明
。
反
訴
等
を
請
求
し
て

返
還
を
認
め
ら
れ
た
と
き
に
は
泣

い
て
喜
ば
れ
た
。 

 

そ
の
案
件
が
終
結
し
た
昭
和
５８

年
、
国
会
で
は
貸
金
業
規
制
法
が
制

定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
貸
金
業

を
規
制
す
る
と
い
う
名
称
と
は
裏

腹
に
、
４３
条
に
お
い
て
、
超
過
利
息

も
債
務
者
が
任
意
に
支
払
っ
た
場

合
に
は
一
定
の
要
件
の
も
と
で
有

効
な
弁
済
と
す
る
(
み
な
し
弁
済
)

と
定
め
て
お
り
、
超
過
利
息
は
元
本

に
充
当
さ
れ
、
充
当
後
は
不
当
利
得

と
し
て
返
還
請
求
で
き
る
と
い
う

従
前
の
最
高
裁
判
例
を
制
限
す
る

業
法
で
あ
っ
た
。
森
泉
章
先
生
は
利

息
制
限
法
の
著
書
も
あ
り
、
早
い
段

階
か
ら
新
た
に
制
定
さ
れ
た
貸
金

業
規
制
法
が
消
費
者
を
さ
ら
に
苦

し
め
る
こ
と
に
な
る
と
懸
念
し
て

お
ら
れ
た
。
森
泉
先
生
よ
り
貸
金
業

規
制
法
の
体
系
的
な
解
説
本
を
執

筆
し
な
い
か
と
お
誘
い
を
頂
き
、
徹

夜
で
執
筆
し
た
。
特
に
４３
条
に
つ
い

て
は
、
書
面
に
記
載
さ
れ
た
超
過
利

息
の
無
効
な
こ
と
を
知
っ
て
支
払
う

こ
と
が
任
意
性
の
前
提
で
あ
る
と
し

て
「
任
意
に
支
払
っ
た
」
と
い
う
要
件

を
限
定
的
に
解
釈
し
た
ほ
か
、
弁
済

が
預
貯
金
の
口
座
に
対
す
る
払
込
み

の
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
で

も
、
受
取
証
書
の
交
付
請
求
の
有
無

を
問
わ
ず
、
受
取
証
書
を
交
付
し
な

け
れ
ば
法
４３
条
の
適
用
は
な
い
と
解

釈
す
る
な
ど
、
消
費
者
保
護
の
た
め

に
同
条
を
死
文
化
す
る
解
釈
論
を
展

開
し
た
。
こ
の
解
釈
論
は
、
そ
の
後
、

み
な
し
弁
済
を
実
質
的
に
否
定
す
る

著
名
な
最
高
裁
平
成
１８
年
１
月
１３

日
判
決
(
民
集
第
６０
巻
１
号
１
頁
)

と
し
て
結
実
し
た
も
の
と
密
か
に
自

負
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
初

一
粒
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
「
貸
金
業

規
制
法
」
は
勁
草
書
房
に
引
き
継
が

れ
、
同
法
の
改
正
と
と
も
に
、
改
訂
を

繰
り
返
し
て
き
た
。
森
泉
先
生
は
大

学
を
退
任
さ
れ
た
後
、
鬼
籍
に
入
ら

れ
る
ま
で
、
客
員
弁
護
士
と
し
て
私

の
事
務
所
に
在
籍
し
て
頂
い
た
。
消

費
者
を
思
う
熱
い
お
気
持
ち
と
、
酒

席
で
の
柔
和
な
笑
顔
が
今
で
も
忘
れ

ら
れ
な
い
。 

森泉章先生と共著の「貸金業規制法」(一粒社)と

「新・貸金業規制法」(勁草書房) 

 


