


問
題
提
起

日
弁
連
第
17
回
司
法
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
お
い
て、

法
曹
一

元

を
「
弁
護
士
を
中
心
と
す
る
法

律
職
の
中
か
ら
裁
判
官
を
任
用

す
る
制
度
で
あ
る
」

と
す
る
定

義
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

「
弁
護
士
を
中
心
と
す
る
」

と
は、

裁
判
官
の
給
源
と
な
る

法
律
職
の
中
で、

弁
護
士
が
圧

倒
的
に
多
数
を
占
め
る
現
実
を

前
提
と
す
る
表
現
で
す
が、

弁

護
士
以
外
の
法
律
職
が
給
源
と

な
る
場
合
に、

任
用
資
格
と
し

て
一

定
年
数
の
弁
護
士
経
験
を

要
求
す
る
制
度
の
可
能
性
を
も

想
定
し
て
い
ま
す。

い
ず
れ
の

場
合
に
も、

法
曹
一

元
の
下
で

は、

弁
護
士
が
裁
判
官
選
抜
の

母
集
団
の
大
部
分
を
構
成
す
る

こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

法
曹
一

元
は、

裁
判
官
任
用

制
度
と
し
て、

キ
ャ
リ
ア
シ
ス

テ
ム
に
代
え
て
非
キ
ャ
リ
ア
シ

ス
テ
ム
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ

り、

①
大
き
な
母
集
団
か
ら
の

よ
り
良
質
の
裁
判
官
の
選
抜
を

可
能
に
し
（
不
適
格
者
の
排
除

も
容
易
に
な
る
）
、

②
キ
ャ
リ

ア
シ
ス
テ
ム
の
上
に
構
築
さ
れ

て
い
る
司
法
の
官
僚
的
統
制
シ

ス
テ
ム
を
消
滅
さ
せ
、

③
裁
判

官
に
民
主
的
基
盤
を
与
え
る
こ

と
（
国
民
を
代
弁
す
る
弁
護
士

を
給
源
と
す
る
こ
と
に
よ
り、

裁
判
官
と
国
民
の
同
質
性
を
間

接
的
に
せ
よ
保
つ
ほ
か、

選
抜

過
程
に
市
民
を
参
加
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ

て
民
主
的
要
素
を
加

味
す
る）
、

こ
の
三
つ
を
制
度

導
入
の
目
的
と
し
て
い
ま
す。

以
下、
一

元
裁
判
官
の
主
な

給
源
と
な
る
弁
護
士
が、

こ
の

法
曹
一

元
導
入
の
目
的
に
照
ら

し
て、

現
状
の
ま
ま
で
よ
い
の

か、

あ
る
い
は、

い
か
な
る
点

法
曹
一

元
か
ら
み
た

弁
護
士
の
自
己
改
革

坂

和

夫

プ

に
お
い
て
改
革
を
迫
ら
れ
る
の

か
を
検
討
し
ま
す。

2

弁
護
士
の
量
と
質
と
配
置

良
質
の
裁
判
官
を
選
抜
す
る

に
は、

母
集
団
で
あ
る
弁
護
士

層
に
良
質
の
人
材
が
多
数
い
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

田

現
在
の
弁
護
士
人
ロ
一

七、

0
0
0
人
が、

母
集
団
と
し
て、

良
質
の
裁
判
官
を
二
0
0
0
人

以
上
選
抜
し、

そ
の
数
を
維
持

す
る
に
足
り
る
だ
け
の
規
模
で

あ
る
か
ど
う
か
は
確
定
的
に
判

定
す
る
こ
と
の
困
難
な
問
題
で

す。
し
か
し、

現
状
が
地
域
的
に

も
事
件
類
型
的
に
も、

国
民
の

法
的
ニ
ー
ズ
に
十
分
応
え
ら
れ

る
だ
け
の
人
数
で
は
な
い
こ
と

が
明
ら
か
だ
と
す
れ
ば、

そ
こ

か
ら
裁
判
官
を
輩
出
す
る
こ
と

に
は
相
当
の
困
難
を
伴
う
こ
と

も
明
ら
か
で
す。

従
っ

て、

少

な
く
と
も
こ
の
観
点
か
ら
だ
け

で
も、

か
な
り
の
弁
護
士
人
口

増
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す。

法
曹
一

元
は、

弁
護
士
人
口

増
を
必
要
と
す
る
改
革
の
一

っ

に
す
ぎ
ず、

他
に
も、

被
疑
者

国
選
弁
護
人
制
度
の
導
入
や
法

律
扶
助
制
度
の
拡
充
な
ど
弁
護

士
人
口
増
を
要
す
る
改
革
が
あ

る
の
で、

現
状
の
不
足
状
況
と

今
後
の
改
革
の
実
現
を
考
え
る

と、

か
な
り
大
幅
な
増
員
が
な

さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
り
ま
す。

弁
護
士
人
口
を
増
加
さ
せ
る

に
は、

毎
年
の
司
法
試
験
合
格

者
の
数
を
増
や
す
し
か
方
法
が

あ
り
ま
せ
ん
。

平
成
二
年
の
司

法
試
験
改
革
に
関
す
る
法
曹
三

者
の
基
本
合
意
に
よ
っ

て、

従

来
の
年
間
五
0
0
人
か
ら
七
0

0
人
に
増
え
た
合
格
者
は、

平

成
一

0
年
か
ら
一

0
0
0
人
に

な
り
ま
し
た
。

最
近
で
は、

こ

れ
を
さ
ら
に
増
や
し
て
一
、
五

0
0
人
程
度
に
す
べ
き
だ
と
す

る
考
え
方
が
有
力
で
す。

合
格
者
数
を
飛
躍
的
に
増
や

す
と、

現
在
の
司
法
修
習
制
度

で
は、

物
理
的
に
も
対
処
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
が

合
格
者
増
の
上
限
と
な
る
と
い

う
見
解
が
あ
り
ま
す
が、

発
想

を
変
え
て
、

法
曹
養
成
を
大
学

に
託
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す。

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
（
法
科
大
学
院）

構
想
と
呼
ば
れ
る
も
の
で、

各

大
学
の
法
学
部
終
了
者
で
法
曹

を
目
指
す
人
を
対
象
に
実
務
法

学
教
育
を
行
う
も
の
で
す。

こ

の
制
度
で
は、

司
法
試
験
は、

本
来
の
資
格
試
験
性
を
回
復
す

こ
と
に
な
り
ま
す。

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
方
式
を
採
用

す
れ
ば、

現
在
の
司
法
研
修
所

は
廃
止
す
る
の
が
筋
で
す。

官

営
の
修
習
で
は
批
判
精
神
が
育

ち
ま
せ
ん
。

全
国
の
公
私
の
大

学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
活
か

し
て
法
曹
を
養
成
す
る
シ
ス
テ

ム
の
方
が
魅
力
的
で
す。

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
構
想
は、

大

学
改
革
の
一

環
と
し
て、

大
学

側
が
熱
心
に
こ
れ
を
提
唱
し
て

い
ま
す。

し
か
し、

こ
の
方
式

は、

官
僚
養
成
学
校
と
い
わ
れ

る
東
大
等
の
出
身
者
が
合
格
者

の
中
に
占
め
る
割
合
が
大
き
く

な
る
た
め、

キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ

ム
の
ま
ま
で
は、

官
僚
司
法
の

弊
が
益
々
大
き
く
な
る
こ
と
が

危
惧
さ
れ
ま
す。

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
方
式
は、

法

曹
一

元
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
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お
正
月
の
曲

麟
彎

「
春
の
海
」

お
正
月 、
こ
の
原
稿
を
読
ま

れ
て
い
る
皆
様
は 、

連
日
の
よ

う
に
T
V
で
「
春
の
海」
を
聞

か
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す 。

今
で
は
邦
楽
を
代
表
す
る
こ
の

曲
は 、

お
正
月
を
描
写
し
た
曲

の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
が 、

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。

宮
城
道
雄
が 、

昭
和
五
年
の

勅
題
「
海
辺
の
巌」
に
ち
な
ん

で 、

瀬
戸
内
海
を
船
で
旅
し
た

文
字
ど
お
り
春
の
海
の
状
況
を

描
い
た
曲
で
す 。

ゆ
っ
た
り
と
寄
せ
る
波 、

船

ば
た
に
当
た
る
小
波
の
音 、
か

も
め
の
鳴
き
声 、

勇
ま
し
い
魯

を
こ
ぐ

音
な
ど
が
巧
み
に
織
り

込
ま
れ
た 、

誰
に
も
親
し
ま
れ

る
こ
の
曲
で
す
が 、

意
外
な
こ

と
に 、

発
表
さ
れ
た
当
初
は
さ

ん
ざ
ん
の
評
価
だ
っ
た
そ
う
で

す 。

旧
来
の
日
本
音
楽
が 、

型
を
重
ん
じ 、

感
情
を
押
さ
え

た
抽
象
的
な
音
楽
作
り
を
目
指

し
て
い
た
と
こ
ろ
に 、

素
直
に

感
情
や
情
景
を
表
し
た
宮
城
の

曲
作
り
に
対
し
て
の
反
発
に
は 、

異
常
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た 。

特
に 、

擬
音
を
巧
み
に
使
っ
た

曲
が
ま
さ
に
独
創
的
で
あ
っ
た

が
故
に 、

下
品
で
あ
る
と
か 、

日
本
の
音
楽
の
伝
統
を
無
視
す

る
も
の
で
あ
る
と
か
の
感
情
的

な
批
判
が
多
く

寄
せ
ら
れ
て
い

ま
し
た 。

シ
ュ

メ
ー

と
の
出
会

・

し
か
し 、

昭
和
七
年
に
来
日

し
た
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ァ

イ
オ
リ

ニ
ス
ト 、

ル
ネ
・
シ
ュ
メ
ー

が

こ
の
曲
の
評
価
を一
変
し
た
の

で
す 。
シ
ュ
メ
ー

は 、
こ
の
曲

尾

藤

廣

に
よ
せ
て

喜

を
高
く

評
価
し 、

尺
八
の
パ
ー

ト
を
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
で
演
奏
し 、

こ
れ
が
大
評
判
に
な
り
ま
し
た 。

さ
ら
に 、

米 、

英
で
レ
コ
ー
ド

発
売
さ
れ
る
や 、
た
ち
ま
ち
当

時
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
な
り
ま

し
た 。
こ
う
な
る
と 、
「
西
洋

の
音
楽
の
模
倣
者」
と
い
う
評

価
が 、
「
世
界
の
宮
城」
と
大

転
換
す
る
か
ら
不
思
議
で
す 。

天
才
宮
城
道

編一

し
か
し 、

宮
城
の
才
能
は 、

当
時
の
評
価
を
逝
か
に
超
え
て

い
ま
し
た 。

幼
い
こ
ろ
に
朝
鮮

に
渡
り 、
貧
し
さ
の
た
め
レ
コ
ー

ド
を
買
う
余
裕
が
な
か
っ
た
宮

城
は 、

寒
中
に
レ
コ
ー
ド

店
の

前
に
立
っ

て
レ
コ
ー
ド

を
聞
き 、

バ
ッ

ハ
や
モ
ー

ツ
ァ

ル
ト

な
ど

の
洋
楽
を
独
学
し
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す 。
そ
し
て 、
そ
の
鋭

い
感
性
で 、
ラ
ヴ
ェ

ル 、
ド
ビ
ュ
ッ

シ
ー 、

ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー

と
い
う
同
時
代
の
音
楽
家
を
高

く
評
価
し
て
い
ま
し
た 。

宮
城
は
ま
た 、

第
（
こ
と）

の
音
域
が 、

洋
楽
に
比
較
し
て

低
音
部
が
弱
い
と
考
え 、

低
音

の
箪
で
あ
る
十
七
弦
箪
を
開
発

し
た
り 、
ピ
ア
ノ
の
発
想
で
八

十
弦
を
創
る
な
ど
の
楽
器
の
改

良
に
も
大
き
な
力
を
発
揮
し
て

い
ま
す 。

「
春
の
海」
の
可
能
鵬一

こ
の
曲
は 、

他
の
邦
楽
曲
と

は
違
っ

て 、

箪
と
尺
八
と
い
う

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
演
奏
以
外

に 、
ピ
ア
ノ
と
尺
八 、
ハ
ー

プ

と
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン 、
箪
と
フ
ル
ー

ト
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
で
の

演
奏
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
が

嬉
し
い
と
こ
ろ
で
す 。
ま
た 、

箪
と
尺
八
の
演
奏
で
も 、

元
祖

宮
城
道
雄
と
吉
田
晴
風
の
演
奏

と
今
日
の
演
奏
家
の
演
奏
と
は

大
き
く

変
わ
っ

て
き
て
い
ま
す 。

な
か
で
も 、
ジ
ョ
ン
•

海
山
・

ネ
プ
チ
ュ
ー
ン
師
の
尺
八
に
よ

る
「
春
の
海」
は 、
師
が
元
サ
ー

フ
ァ
ー

で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響

し
て
か 、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
の

「
春
の
海」
の
よ
う
で
大
変
お

も
し
ろ
い
も
の
で
す 。

宮
城
曲
に
は 、

数
え
年
十
六

歳
の
時
の
処
女
作
「
水
の
変
態」

で
の
清
新
さ 、
尺
八
オ
プ
リ
ガ
ー

成
田
松
代
師 、

加
藤
創
子
師
ほ
か

尾
藤
憲
山

春
の
海 、

万
歳、

越
後
獅
子

一
五
0
0
円

（
ケ
ー

キ
セ
ッ
ト）

参
加
ご
希
望
の
方
は 、

当
事

務
所
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い 。

参
加
費

曲尺

目八
拳

■
二
0
0
0
年一
月一
六
日（
日）

午
後
二
時
三
0
分
か
ら

■
京
都
東
急
ホ
テ
ル

（
堀
川
五
条
下
ル）

ド
の
歌
曲
「
秋
の
調
べ
」
に
み

る
叙
情
性 、
「
手
事」
の
高
度

の
テ
ク
ニ
ッ
ク 、
「
日
蓮」
「
越

天
楽
変
奏
曲」
な
ど
の
オ
ー

ケ

ス
ト
ラ
性
な
ど
多
面
的
な
魅
力

が
あ
り
ま
す 。

「
春
の
海」
を
き
っ

か
け
に 、

二
0
0
0
年
は 、

宮
城
道
雄
の

世
界
に
遊
ん
で
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か 。

-5-



■

裁
判
で
家
を
失
う
？

よ
く

言
わ
れ
る
こ
と
に 、
裁

判
沙
汰
に
な
る
と
家
・

屋
敷 、

を
失
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す 。
確
か
に 、
裁
判
に
費
用
が

か
か
る
の
は
事
実
で
す
が 、
裁

判
費
用
で
家
を
失
う
と
い
う
の

は
ど
う
考
え
て
も
誇
張
だ
し 、

か
と
い
っ
て
何
の
根
拠
も
な
し

に
こ
れ
だ
け
流
布
す
る
は
ず
も

な
い 。
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ

と
だ
ろ
う
か
と
不
思
議
に
思
っ

て
い
た
と
こ
ろ 、
こ
の
疑
問
に

答
え
る
本
を
見
つ
け
ま
し
た 。

岩
波
新
書
『
江
戸
の
訴
訟』

（
著
者
は
国
立
歴
史
民
族
博
物

館
教
授
の
高
橋
敏
氏）
で
す 。

こ
の
本
の
内
容
を
紹
介
し
つ

っ 、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
裁
判
費

用
に
対
す
る
国
民
の
見
方
が
で

き
た
の
か
を
考え
て
み
ま
し
ょ
う 。

■

変
死
の
無
届
埋
葬

嘉
永
二
年
（一
八
四
九
年）

富
士
山
麓
の
御
宿
村
の
源
右
衛

門
宅
を 、
武
装
し
た
博
徒
が
急

襲
し
ま
し
た 。
狙
い
は
無
宿
人

の
惣
蔵
で
し
た 。
惣
蔵
殺
害
後 、

博
徒
は
家
を
去
り
ま
し
た
が 、

残
っ
た
源
右
衛
門一
族
は
博
徒

と
の
付
き
合
い
を
知
ら
れ
る
の

を
恐
れ 、
無
届
け
の
ま
ま
死
骸

を
埋
葬
し
た
の
で
す 。
し
か
し

公
事
方
御
定
書
に
よ
れ
ば 、
変

死
者
が
生
じ
た
場
合
に
は
発
見

者
は
即
刻
検
使
願
い
を
領
主
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す 。

こ
の
件
は 、
村
内
部
で
は
源

右
衛
門
を
出
奔
さ
せ
て 、
表
沙

汰
に
し
な
い
こ
と
に
し
た
の
で

す
が 、
一
連
の
広
域
抗
争
事
件

の
関
与
者
が
捕
ま
り 、
芋
づ
る

式
に
惣
蔵
の
一
件
も
幕
府
の
知

る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た 。

■

公
事
宿

嘉
永
三
年 、
勘
定
奉
行
池
田

山

崎

浩

江
戸
の

訴
訟
弁
護
士

播
磨
守
か
ら
の
差
紙
が
源
右
衛

門
家
に
飛
脚
に
よ
り
届
け
ら
れ

ま
し
た 。

差
紙
に
は 、

た
だ

「
尋
ね
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で

一
同
の
者
早
々
に
出
頭
せ
よ」

と
書
い
て
い
ま
し
た 。
こ
の
差

紙
を
届
け
た
飛
脚
は
馬
喰
町
の

公
事
宿
の
者
で
し
た 。

公
事
宿
は
訴
訟
の
た
め
出
府

し
た
人
々
を
宿
泊
さ
せ
る
傍
ら 、

訴
訟
事
務
を
助
け
る
こ
と
を
奉

行
所
か
ら
公
認
さ
れ
て
い
ま
し

た 。
幕
府
は
公
認
の
代
わ
り
に

逗
留
の
旅
人
の
監
視
を
さ
せ 、

訴
訟
の
末
端
組
織
と
し
て
の
任

を
負
わ
せ
た
の
で
す 。

他
方
で 、
幕
府
は
公
事
宿
に

対
し 、
落
着
に
際
し
祝
儀
を
も

ら
っ
た
り
し
な
い
こ
と
や 、
内

済
（
示
談）
の
場
所
に
は
金
の

か
か
る
水
茶
屋
を
使
わ
ず 、
双

方
の
宿
か
幕
府
公
認
の
控
所
を

使
う
事
な
ど
を
徹
底
さ
せ
て
い

ま
す 。
訴
訟
費
用
が
か
さ
む
こ

と
に
よ
る
村
騒
動
が
起
き
る
こ

と
を
恐
れ
て
い
た
の
で
す 。

御
宿
村
か
ら
は 、

出
奔
し
た

当
主
の
か
わ
り
に
父
親
・

親
戚

五
人
組 、
そ
し
て
名
主
吟
右
衛

門
も
江
戸
に
出
向
き
ま
し
た 。

■
吟
味
の
渋
滞
と
賄
賂

江
戸
に
着
い
た
吟
右
衛
門一

行
で
し
た
が 、
一
向
に
吟
味
が

始
ま
り
ま
せ
ん 。
農
事
の
こ
と

が
気
に
な
り
帰
村
し
た
く
と
も 、

許
可
が
な
い
限
り
定
め
ら
れ
た

公
事
宿
に
宿
泊
し
続
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん 。

吟
右
衛
門一
行
の
江
戸
滞
在

期
間
は 、
通
算一
八
九
日
間
に

の
ぼ
り
ま
し
た 。
し
か
し 、
こ

の
う
ち
吟
味
の
た
め
の
呼
び
出

し
は
わ
ず
か一
三
日
間
で
し
た 。

吟
味
の
促
進
と
落
着
の
た
め 、

吟
右
衛
門
は
勘
定
奉
行
の
用
人

を
接
待
し 、
か
つ
多
額
の
賄
賂

（
二
0
両）
を
渡
し
て
い
ま
す 。

高
級
料
亭
は 、
幕
政
を
め
ぐ
る

幕
閣
の
要
人
等
の
官
官
接
待
の

舞
台
と
な
っ
て
い
ま
し
た 。
当

時
の
江
戸
は 、
タ
テ
社
会
で
あ

り 、
大
名
家
臣
間
の
下
賜
献
上

と
い
う
贈
答
儀
礼
が
幕
藩
制
社

会
を
貫
く
原
理
と
な
っ
て
い
ま

し
た 。さ

て 、
こ
の
事
件
の
費
用
総

額
は
二
四一
両
で
し
た 。
公
事

宿
滞
在
費 、

贈
答
（
賄
賂） 、

\
！
＼r
 

接
待
費
な
ど
が
大
半
で
し
た
が

こ
の
額
は
寒
村
に
と
っ
て
は
莫

大
で
し
た 。
こ
の
負
担
を
巡
り

紛
争
が
生
じ 、
内
済
騒
動
に
な

り
ま
し
た
が 、

最
終
的
に
吟
右

衛
門
四
0
両 、

村
の
家
々
が
資

産
に
応
じ
て
負
担
し 、
不
足
分

の
五
0
両
は
領
主
か
ら
の
借
入

で
済
ま
せ
ま
し
た 。
三
五
両
の

負
担
を
求
め
ら
れ
た
源
右
衛
門

一
族
は
結
局
分
散
し
ま
し
た 。

ま
さ
に
公
事
に
よ
り
家
・

屋
敷

を
失
っ
た
の
で
す 。

こ
れ
は
わ
ず
か一
五
0
年
前

に
行
わ
れ
て
い
た
裁
判
で
す 。

し
か
し 、
裁
判
費
用
と
い
っ
て

も 、
中
身
は
公
事
宿
の
費
用 、

接
待
費 、
賄
賂
が
主
で 、
今
の

裁
判
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん 。

も
し
今
で
も
こ
の
よ
う
な
印
象

が
完
全
に
は
ぬ
ぐ
い
去
ら
れ
て

は
い
な
い
と
す
れ
ば
裁
判
に
と
っ

て
由
々
し
い
事
態
で
す 。

と
こ
ろ
で 、

嘉
永
四
年
六
月

に
下
さ
れ
た
判
決
は 、
ほ
ぼ
公

事
方
御
定
書
の
定
め
る
と
お
り

父
親
に
「
急
度
叱
り」 、
五
人

組
は
過
料
三
貫
文 、
名
主
は
過

料
三
貫
文
で
し
た 。
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0

薔
薇
を
植
え
よ
う

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、

買

酒
と
薔
薇
の
日
々

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
本
番
に
は
ま

だ
遠
い
、

一

昨
年
の
二
月、

忙

し
か
っ
た
事
務
所
の
仕
事
が
一

段
落
し
た
と
き
の
こ
と
。

書
店

で、

園
芸
の
本
が
並
べ
ら
れ
て

い
た
の
を
見
か
け
た
私
は、

薔

薇
の
育
て
方
な
ん
て
い
う
本
を

衝
動
買
い
し
て
し
ま
っ

た
の
で

し
た
。

「
一

日
三
時
間、

日
が

あ
た
れ
ば
薔
薇
は
咲
く
」、

な

ん
て
い
う
文
句
を
見
て、

そ
う

い
え
ば、

う
ち
に
は
お
あ
つ
ら
え

向
き
に
も
南
向
き
の
ベ
ラ
ン
ダ

が
あ
る
と
考
え
た
私
は、

荷
物

持
ち
に
夫
を
動
員、

早
速
薔
薇

の
苗
を
買
い
に
出
か
け
ま
し
た。

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
ブ
ー
ム
と
世

間
で
は
騒
が
れ
て
は
い
て
も、

忙
し
さ
に
か
ま
け
て、

花
を
眺

め
る
余
裕
も
失
い
が
ち
の
私
に

と
っ

て、

い
き
な
り
薔
薇
を
育

て
る
な
ん
て、

ツ
ェ
ル
ニ
ー
も

弾
け
な
い
の
に
コ
ン
チ
ェ
ル
ト

に
挑
戦
す
る
よ
う
な
も
の
。

し

か
し、

何
事
も
や
っ

て
み
な
く

て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

も
し
も

う
ち
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
大
輪
の
薔

薇
が
咲
き
誇
る
よ
う
に
な
れ
ば、

仕
事
の
疲
れ
も
飛
ぶ
と
い
う
も

の
で
す。

園
芸
店
の
人
に
お
願
い
し
て、

初
心
者
向
き
の
大
輪
の
白
薔
薇

（
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
テ
ィ
ー
ロ
ー

ズ
と
い
う
種
類
ら
し
い
。

名
前

は
「
白
川
」
）

の
新
苗
を
選
ん

で
も
ら
い
、

併
せ
て
買
っ

た
植

木
鉢
（
結
構
大
き
く
て
重
い
）

を
夫
に
持
た
せ
て、

意
気
揚
々

と
引
き
揚
げ
た
の
で
し
た
。

®

銀
難
辛
苦
を
乗
り
越
え
て

中

村

多
美
子

い
込
ん
だ
園
芸
書
と
首
っ

引
き

で、

新
芽
が
出
な
い
か
と
待
ち

望
み
ま
す。

歯
ブ
ラ
シ
を
口
に

つ
っ
こ
ん
で、

パ
ジ
ャ
マ
の
ま

ま
ベ
ラ
ン
ダ
に
出
て、

水
を
や
っ

て
は、

飽
き
ず
に
眺
め
て
い
る

と、

三
月
に
入
っ
た
頃、

よ
う

や
く
待
望
の
新
芽
が
出
て
き
ま

し
た
。

こ
ん
な
に
植
物
を
観
察

す
る
の
は、

小
学
校
の
ひ
ま
わ

り
以
来
で
す。

そ
れ
で
も、

何
と
か
四
月
に

は、

一

人
前
に
枝
葉
が
の
び
て

き
ま
し
た
。

中
に
は、

小
さ
な

蕃
が
先
に
付
い
て
い
た
り
も
し

て
い
ま
す
が、

本
に
は
新
苗
は

秋
ま
で
花
を
咲
か
せ
て
は
だ
め

と
あ
り
ま
す。

泣
く
泣
く
蕃
を

切
り
落
と
し
て
は
様
子
を
見
ま

す。

そ
し
て、

五
月、

六
月
の

梅
雨
本
番、

つ
い
に、

う
ど
ん

こ
病
が
発
生
し
ま
し
た
。

土
日
の
休
み
ま
で
待
て
な
い

し、

帰
宅
し
て
か
ら
で
は
真
っ

暗
だ
と
い
う
の
で、

早
起
き
し

て
は
薬
剤
を
塗
布
し
ま
す。

結

局、

午
前
中
に
日
の
当
た
る
東

北
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
鉢
を
移
し
て、

何
と
か
う
ど
ん
こ
病
を
撃
退
し

ま
す。し

か
し、

気
温
が
上
が
っ

て

く
る
と、

虫
は
付
く
わ、

鳥
が

葉
を
食
い
散
ら
か
す
わ
で、

気

の
休
ま
る
と
き
は
あ
り
ま
せ
ん。

ま
た、

株
の
成
長
が
早
く
な
っ

て
い
る
の
で、

二
、

三
日、

ば

た
ば
た
し
て
朝
の
観
察
を
怠
っ

た
と
こ
ろ、

立
派
な
齋
が
つ
い

て
し
ま
い
ま
し
た
。

新
苗
に
は
御
法
度
と
書
か
れ

て
い
る
夏
の
薔
薇、

で
も
ま
あ

―

つ
く
ら
い
と
様
子
を
見
て
い

る
と、

あ
っ
と
い
う
間
に、

見

本
通
り
の
可
憐
な
白
い
薔
薇
の

花
を
咲
か
せ
ま
し
た
。

そ
の
後

も、

株
が
弱
っ
た
様
子
が
な
い

の
で、

気
を
ゆ
る
め
て、

花
を

眺
め
て
は
和
ん
で
い
る
と、

次

か
ら
次
へ
と
薔
薇
が
咲
い
て
い

き
ま
す。

居
間
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
鉢
を
運

ん
で、

夫
と
ま
ず
は
成
功
を
祝

し
ま
す。

夏
の
終
わ
り
に
追
肥

を
や
っ

て
、

し
ば
ら
く
放
っ

て

お
く
と、

い
よ
い
よ
秋
の
曹
が

つ
き
ま
し
た
。

秋
の
奮
は、

ゆ
っ

く
り
膨
ら

み
ま
す。

花
弁
の
数
も
夏
と
は

今、

う
ち
の
薔
薇
は、

葉
を

ゆ
っ

く
り
と
落
と
し
な
が
ら、

新
年
に
向
け
て
充
電
を
し
て
い

る
よ
う
で
す。

思
え
ば、

昨
年

も
め
ま
ぐ
る
し
く
過
ぎ
去
り
ま

し
た
が、

今
年
も
ま
た
、

時
折

ベ
ラ
ン
ダ
に
出
て
は、

大
輪
に

咲
い
た
薔
薇
を
眺
め
て
英
気
を

養
い
た
い
も
の
で
す。

衡

新
年
に
向
け
て

比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
重
厚
で

す。

半
月
も
経
っ
た
頃、

つ
い

に
次
か
ら
次
へ
と
花
弁
が
開
き、

ま
る
で
牡
丹
か
菊
の
よ
う
な
白

薔
薇
が
三
輪
咲
き
ま
し
た。

も
っ

と
も、

折
し
も、

我
が
家
を
訪

れ
て
い
た
友
人
は、

こ
の
花
を

見
て
、

「
こ
れ
っ

て
、

本
当
に

薔
薇
な
の
？
」

と
疑
わ
し
げ
で

し
た
が
。

そ
れ
で
も、

初
め
て

精
魂
込
め
て
育
て
た
薔
薇
な
の

で
す。

す
っ

か
り
ご
満
悦
で、

花
を
肴
に
ま
ず
は
一

献。

外
は

す
っ
か
り
涼
し
く
な
っ
て
い
て、

切
っ

て
花
瓶
に
挿
し
て
二
週
間

近
く
も
楽
し
ん
だ
の
で
し
た
。
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い
つ

貸
家

の

返
還

を
受
け

ら
れ

る
か
予
測

が
困
難で

り
、

賃
貸

を
控
え

る
傾
向

が
あ

る
た
め

、

定
期
借
家
制
度

を
創
設
す
る
こ

と
で

優
良

な賃
貸
住
宅
等
の

供

給
を
促
進

す
る
こ
と
を
目
的

と

し

てい
ま
す。

正
当
事
由
を
要
求

す
る
借
地

借
家
法
は

、

貸
主

、

借
主
と

い

う
経
済
的

地
位
の

差
に

着
目

し
、

借
家
人

が
安

定
し

て居
住で

き

る
よ
う
に

と
の

意
図
に

出
た
も

の
で

す。
た

だ
、

こ
れ
は
い
わ
ば
国

家

の

住
宅
福
祉
政
策
の

貧
困

を
家

主
に

肩
代
わ
り
さ
せ

た
も
の
で

あ
り 、

賃
貸
住
宅

が
増
加

し

て

い
る
今

日、

家
主
の

不
満

が
募
っ

てい
る

の

が
現
実で

す。

し
か
し

、

は
た
し

て
、

新
法

の

実
施
に

よ
り

立
法
者
の

意
図

ど
お
り

賃
貸
住
宅
の

供
給
が
増

え
、

家
賃
相
場

が
下

が
る

の

か

予
想

は
困
難
で

す。

逆
に

、

家
主
か

定
期
惜

家
ば

か
り

を
希
望

し、
立
場
の
弱

い

定
期
借
家
制
度
の
創
設

借
家
人

が
定
期
借
家
に
甘
ん
じ

なけ
れ
ば

なら

ない
事
態

が
生

じ
る

こ
と
を
危
惧

す
る
意
見

が

あ
り

ま
す。

ド
イ
ツで

は
定
期

借
家
制
度
の

濫
用
現
象

が
生
じ

た
た
め
見
直

し
を
余
儀

なく
さ

れ
た
と

の

こ
と
で

す。

こ
の

問
題
の

本
質
は
住
宅
福

祉
政
策
の

充
実で

す。

新
法
も

こ
の

点
の

配
慮

を
求

め
た

規
定

を
置

い

てい
ま
す
が、

こ
れ
が

現
実
に

実
の

あ
る
も
の

と
し

て

実
施
さ

れ

なけ
れ
ば
全
体

と
し

ては
不
備

な法
律

と

なっ

てし

ま
うで

し
ょ
う 。


