


ロ
ン
ド
ン
の
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー

駅
か
ら
汽
車
で
西
南―
一
時
間
程

の
と
こ
ろ
に
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー

と
い
う
美
し
い
古
都
が
あ
り
ま

す
0

I

 

0
六
六
年、
イ
ギ
リ
ス

を
征
服
し
た
ノ
ル
マ
ン
王
ゥ
ィ

リ
ア
ム
は、
こ
こ
に
砦
を
築
き

居
城
と
し
ま
し
た。
こ
の
時
代

の
も
の
は、

今
は
僅
か
に、
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
歩
道
を
跨

ぐ
城
門
と
南
側
の
城
壁
が
残
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
す
が、

壁
面

に
積
み
上
げ
ら
れ
た
フ
リ
ン
ト

（
火
打
ち
石）
の
燿
き
に
千
年

の
歴
史
が
感
じ
ら
れ
ま
す。

―
ニ
―
五
年、
ジ
ョ
ン
王
の

マ
グ
ナ
カ
ル
タ
（
大
憲
章）
は

こ
こ
で
制
定
さ
れ
ま
し
た。

近

く
に
あ
る
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー

寺
院
に
は、

当
時
の
大
僧
正
が

立
会
証
人
と
な
っ
た
こ
と
が、

寺
院
の
床
に
埋
め
込
ま
れ
て
い

る
墓
石
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す。

一
三
世
紀
に
王
の
居
所
と
し

て
グ
レ
イ
ト
・
ホ
ー
ル
が
建
て

ら
れ、
そ
こ
に
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー

ブ
ル
（
円
卓）
が
置
か
れ
ま
し

た。

直
径
五
•
五
メ
ー
ト
ル、

重
さ
一
ト
ン
あ
ま
り
の
樫
材
の

寄
木
細
工
で、

や
が
て‘
―
ニ

元

和

夫

ア
ー
サ
ー
王
の
円
卓

本
の
脚
が
取
り
は
ず
さ
れ、
ア
ー

サ
ー
王
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
プ
ル

と
し
て
ホ
ー
ル
の
壁
に
掛
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た。

ア
ー
サ
ー
王
は、

六
世
紀
頃

に
実
在
し
た
ケ
ル
ト
人
の
英
雄

で、
ロ
ー
マ
軍
と
と
も
に
サ
ク

ソ
ン
人
の
侵
略
を
度
々
撃
退
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す。

勇
者

ア
ー
サ
ー
の
物
語
は、

崎
士
道

華
や
か
な
り
し
中
世
に、

吟
遊

詩
人
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
は
も

と
よ
り、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
広

く
伝
え
ら
れ
ま
し
た。
ワ
ー
グ

ナ
ー
の
楽
劇
「
ト
リ
ス
タ
ン
と

イ
ゾ
ル
デ」
も、
ア
ー
サ
ー
王

物
語
に
出
て
く
る
円
卓
の
騎
士

の
一
人
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
と
そ
の

想
い
人
イ
ソ
ー
ル
ド
の
物
語
が

形
を
変
え
た
も
の
で
す。

物
語
の
内
容
は、
ア
ー
サ
ー

王
と
臣
下
の
騎
士
達
の
冒
険
諏

や
宮
廷
恋
愛
か
ら
成
る
も
の
で

す
が、
時
代
の
異
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
地
の
伝
承
を
集
大
成
し
た

の
が
一
五
世
紀
の
ト
ー
マ
ス
・

マ
ロ
リ
ー
卿
の
「
ア
ー
サ
ー
王

の
死」
ニ
―
巻
で
す。

中
世
騎
士
道
で
は、

貴
族
の

生
ま
れ
の
若
者
が

武術・
狩
猟・

音
楽
・
礼
儀
作
法
な
ど
を
学
び、

―
―
―
歳
に
な
る
と、

剣
の
先
で

肩
を
叩
く
叙
任
式
を
経
て
騎
士

の
称
号
を
与
え
ら
れ
ま
す。
そ

し
て、

城
中
の
一
人
の
貴
婦
人

を
心
に
定
め
て
奉
仕
す
る
こ
と

を
光
栄
と
し、
そ
し
て、

王
に

仕
え、

王
の
た
め
に
戦
う
の
で

す。ア
ー
サ
ー
王
に
忠
誠
を
誓
う

騎
士
の
一
団
は、
「
円
卓
の
騎

士」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た。

言
い
伝
え
に
よ
る
と、
ク
リ
ス

マ
ス
の
宴
会
の
時、

席
次
の
こ

と
か
ら
騎
士
達
の
間
で
死
者
を

出
す
ま
で
の
争
い
が
起
っ
た
の

で、
ア
ー
サ
ー
王
が
急
逮
大
工

に
命
じ
て
六
週
間
で
円
卓
を
作

ら
せ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す。

ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
城
に
掛

け
ら
れ
て
い
る
円
卓
に
は、

名

剣
エ
ク
ス
キ
ャ
リ
バ
ー
を
携
え

た
ア
ー
サ
ー
王
の
肖
像
が
描
か

れ、
二
四
人
の
騎
士
の
名
前
が

円
形
に
記
さ
れ
て
い
ま
す。
そ

の
中
に
は、

勿
論、

王
妃
ギ
ネ

ヴ
ィ
ア
と
の
純
愛
で
知
ら
れ
る、

か
の
「
湖
の
ラ
ー
ン
ス
ロ
ッ
ト」

も
含
ま
れ
て
い
ま
す。

こ
の
図
の
よ
う
に、

王
の
席

を
定
め
て
し
ま
う
と、

自
ず
と

席
次
の
上
下
が
生
ず
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で、
こ
れ
は
推
測

で
す
が、

王
は、

騎
士
逹
に
先

に
席
に
着
か
せ、

自
分
は
最
後

に
残
っ
た
空
席
に
座
っ
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん。

近
時、

わ
が
国
で
は、

政
界

再
編
成
に
さ
い
し、

各
党
首
脳

が
「
円
卓
会
議」
を
開
こ
う
と

し
た
り、

裁
判
所
で、
「
ラ
ウ

ン
ド
テ
ー
ブ
ル
法
廷」
が
も
て

囃
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す。

古

の
ア
ー
サ
ー
王
が
こ
れ
を
知
っ

た
ら、

何
と
言
う
で
し
ょ
う
か。

「
ち
と、

目
的
が
違
う
よ
う
じ
ゃ

な」
と
言
っ
て
微
苦
笑
す
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の

想
像
で
す。
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●
ス
モ
ン
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
て

去
る
―
一

月
二
七
日、

京
都

ス
モ
ン
基
金
と
京
都
新
聞
社
が

共
催
す
る
「
薬
害
根
絶
フ
ォ
ー

ラ
ム
」

が
開
か
れ、

私
は
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
こ
れ
に

参
加
し
ま
し
た。

議
論
は、

薬

害
は
な
ぜ
起
き
る
の
か、

ま
た、

薬
害
を
防
ぐ
た
め
に
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
か
と
い
う
柱
で
進
め

ら
れ
ま
し
た
が、

そ
の
中
で、

パ
ネ
リ
ス
ト
の
一
人
と
し
て
出

席
さ
れ
た
川
田
龍
平
君
(
-
九

歳）

の
発
言
が、

ひ
と
き
わ
印

象
的
で
し
た。

川
田
君
は、

血
友
病
の
患
者

で、

そ
の
治
療
の
た
め
使
用
し

た
血
液
製
剤
の
中
に
あ
っ
た
エ

イ
ズ
・
ウ
ィ
ル
ス
が
原
因
で
H

I
V
に
感
染
し、

こ
れ
に
よ
る

損
害
賠
償
を
国
と
製
薬
会
社
に

請
求
し
て
い
る
東
京
H
I
V
訴

訟
原
告
の
一
人
で
す。

エ
イ
ズ
に
対
す
る
偏
見
が
未

だ
に
根
強
い
こ
の
国
の
現
状
の

下
で、

川
田
君
は、

勇
気
を
持
っ

て
名
前
を
明
ら
か
に
し
て
裁
判

を
闘
っ
て
い
ま
す。

川
田
君
は、

い
つ
エ
イ
ズ
が

発
病
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い

う
極
度
の
不
安
の
中
で、

生
命

あ
る
限
り、

自
分
が
こ
の
よ
う

な
身
体
に
な
っ
た
原
因
は
何
な

の
か、

責
任
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
を
明
ら
か
に
し
た
い、

ま
た、

―
一
度
と
薬
害
を
起
こ
し
て
は
な

ら
な
い
と
訴
え
て
い
ま
す。

川
田
君
の
切
実
な
訴
え
の
結

果、

今、

川
田
君
と
同
世
代
の

若
い
人
達
が、

続
々
と
「
薬
害

根
絶」
の
ア
ピ
ー
ル
に
賛
同
し、

H
I
V
訴
訟
に
対
す
る
自
然
発

生
的
な
支
援
が
盛
り
上
が
っ
て

い
ま
す。

こ
の
支
援
に
は、

決
ま
っ
た

組
織
を
持
た
な
い
こ
と、

思
い

尾

藤

廣

「
若
い
力
」

に
思
う

つ
い
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
す
ぐ
実

行
す
る
こ
と、

明
る
＜
楽
し
く

や
る
こ
と
な
ど
私
達
の
世
代
と

は
一

味
違
っ
た
い
か
に
も
若
者

ら
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
り

ま
す。厚

生
省
や
製
薬
会
社
を
取
り

巻
く
「
人
間
の
鎖」。

デ
モ
行

進
と
い
わ
ず
「
ラ
ッ
プ」

や
サ

ン
バ
の
リ
ズ
ム
を
口
ず
さ
み
な

が
ら、
パ
レ
ー
ド
す
る
な
ど、

若
い
感
性
に
あ
っ
た
運
動
が
と

ら
れ
て
い
る
の
で
す。

当
日
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
会
場

で
も、

多
く
の
学
生
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
の
思
い
が
語
ら
れ
た
り
質

問
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た。

そ
の
中
で、

川
田
君
が
「
こ

の
裁
判
の
中
で、

個
人
の
責
任

を
含
め
て
責
任
の
所
在
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が、

二
度
と
再

び
薬
害
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
に

つ
な
が
る
」
「
研
究
者
や
企
業

に
勤
務
す
る
人
達
は、

何
の
た

め
に
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
と

い
う
原
点
を
い
つ
も
見
つ
め
て

欲
し
い
」

と
語
ら
れ
た
こ
と
が

印
象
的
で
し
た。

◆
水
俣
写
真
展

一

方、

こ
の
企
画
に
先
立
っ

て‘
―
一

月
ニ―――
日
か
ら
二
六

日
ま
で
の
間、

市
内
北
区
の
ス

ペ
ー
ス
「
K
i」

で、

水
俣
の

写
真
展
が
開
か
れ
ま
し
た。

こ

の
企
画
は、

水
俣
現
地
の
御
所

ノ
浦
で
知
り
合
っ
た
京
都
の
学

生
N
君
と
東
京
の
田
中
史
子
さ

ん
と
い
う
写
真
家、

そ
し
て
浅

見
洋
子
さ
ん
と
い
う
詩
人
が、

そ
れ
ぞ
れ
公
式
発
見
か
ら
約
四

0
年
経
っ
た
水
俣
の
実
情
を
語

り
あ
い、

あ
わ
せ
て
田
中
さ
ん

の
写
真
を
展
示
し、

水
俣
病
の

今
日
を
広
く
市
民
に
知
っ
て
も

ら
お
う
と
い
う
も
の
で
す。

こ

れ
は、

京
都
の
学
生
が
発
案
し、

場
所
の
確
保
か
ら
宣
伝、

運
営

ま
で
全
て
学
生
の
自
主
的
な
計

画
に
よ
る
も
の
で
し
た。

二
0
-1―1
0
人
も
入
れ
ば
い
っ

ぱ
い
に
な
る
と
い
う
小
さ
な
会

場
で
し
た
が、

マ
ス
コ
ミ
の
協

力
も
あ
っ
て、

大
き
な
反
響
を

呼
び、

大
成
功
を
納
め
ま
し
た。

ま
た、

水
俣
病
京
都
訴
訟
の

最
新
の
実
情
を
訴
え
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
ろ
う
と
い
う
企
画

が
か
ね
て
か
ら
あ
り
ま
し
た
が、

弁
護
団
で
は
手
が
足
り
ず、

な

か
な
か
実
現
で
き
ま
せ
ん
で
し

た。

そ
の
中
で、

学
生
の
T
君

が、

裁
判
を
応
援
す
る
中
で
自

分
な
り
に
ま
と
め
た
内
容
を
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
に
し
て
く
れ
ま
し

た。

こ
れ
は、

水
俣
病
支
援
の

訴
え
の
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て

い
ま
す。

◆
「
若
さ」

の
魅
力

今、

学
校
で
は
「
い
じ
め
」

の
問
題
が
い
わ
れ、

若
い
世
代

の
無
気
力
や
目
的
喪
失
が
喧
伝

さ
れ
て
い
ま
す。

し
か
し、

こ
れ
ら
の
若
い
世

代
の
行
動
を
見
て
い
ま
す
と、

物
事
に
対
す
る
素
直
で
誠
実
な

取
組
み、

結
果
を
お
そ
れ
な
い

実
行
力、

既
存
の
枠
に
と
ら
わ

れ
な
い
企
画
力
な
ど、
「
若
さ

の
魅
力」

が
私
達
の
周
辺
に
は

満
ち
満
ち
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す。

要
す
る
に、

変
革
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
は、

こ
れ
ら
の

「
若
い
力」

を
引
出
し、

受
け

止
め
る
我
々
の
世
代
の
姿
勢
自

体
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。
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ギ
タ
ー
レ
ッ

ス
ン

▼
カ
モ
ガ
ワ
バ
ン
ド

覚
悟
の
う
え
で
昨
年
か
ら
始

め
た
ギ
タ
ー
レ
ッ
ス
ン
が
一
年

目
を
迎
え
ま
す。

よ
く一
年
間

続
い
た
も
の
だ
と
思
う
と
と
も

に、

ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い

う
気
持
ち
で
い
ま
す。

何
で
ま
た
今
頃
ギ
タ
ー
な
ん

か
を、

と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う。

子
供
の
頃
は、

音
楽
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
は、

決
し
て
男
友

達
の
間
で
は
評
価
さ
れ
な
い
と

い
う
風
潮
が
あ
り、

中
学
生
の

頃
音
楽
の
授
業
で
「
男
ら
し
く」

落
ち
こ
ぼ
れ
て
以
来、

音
楽
と

い
う
も
の
は
僕
に
は
無
縁
の
も

の
と
な
り
ま
し
た。

音
楽
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
と
で
も
い
う
べ
き

で
し
ょ
う
か。

と
こ
ろ
が、

た
ま
た
ま
鴨
川

法
律
事
務
所
の
事
務
員
が
結
婚

し
た
時
に、

余
興
で
事
務
所
員

全
員
参
加
で
カ
モ
ガ
ワ
バ
ン
ド

を
や
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た。

全
員、

歌
ま
た
は
楽
器
に
よ
る

参
加
が
必
須
と
な
り、

歌
に
全

く
自
信
の
な
い
僕
と
し
て
は、

何
か
の
楽
器
を
選
ぶ
し
か
あ
り

ま
せ
ん。

僕
と
し
て
は
一
番
手

頃
な
ギ
タ
ー
を
購
入
し
ま
し
た。

こ
の
時
は
尺
八、

お
琴、

キ
ー

ボ
ー
ド、

ギ
タ
ー、

フ
ル
ー
ト

と
い
う
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
な
取
り

合
わ
せ
で、

カ
モ
ガ
ワ
バ
ン
ド

だ
か
チ
ン
ド
ン
屋
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が、

と
に
か
く
賑
や
か
に

演
奏
し
ま
し
た。

こ
の
時
に
は、

合
奏
も
結
構

面
白
い
な
と
思
い
ま
し
た
が、

当
事
務
所
の
事
務
員
も
そ
う
度
々

結
婚
式
を
し
て
く
れ
る
わ
け
で

は
な
く、

そ
の
後、

あ
と
一
回

結
婚
式
で
日
の
目
を
見
た
だ
け

で、
ギ
タ
ー
は
ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ

山

崎

浩

て
い
ま
し
た。

▼
音
楽
を
や
っ
て
み
た
い

あ
る
日
の、

近
所
の
楽
器
店

で
の
問
答
で
す。

「
落
ち
こ
ぼ
れ
の
男
が
今
か
ら

始
め
る
楽
器
は
何
が
適
当
か
？

バ
イ
オ
リ
ン
等
は
如
何」

「
絶
対
音
階
は
あ
る
か
？
」

「
?
？
?
」

「
音
は
耳
で
拾
え
る
か
？
」

「
音
痴
と
い
わ
れ
て
い
る」

「
し
か
ら
ば
バ
イ
オ
リ
ン
は
無

理。

フ
ル
ー
ト
等
が
適
当」

こ
の
回
答
を
聞
い
て、

子
供

の
頃、

音
楽
の
時
間、

縦
笛
を

吹
い
て
い
て、

長
時
間
吹
く
と

笛
か
ら
涎
が
垂
れ
る
の
を
思
い

出
し、

フ
ル
ー
ト
を
選
択
す
る

の
は
や
め
ま
し
た。

そ
し
て、

帰
宅
後、

ギ
タ
ー
の
ほ
こ
り
を

は
ら
っ
た
の
で
し
た。

そ
の
ギ

タ
ー
を
睛
入
し
た
楽
器
店
に
行

き、

店
の
主
人
と
話
し
合
っ
た

結
果
ギ
タ
ー
を
習
う
こ
と
に
し

ま
し
た。

レ
ッ
ス
ン
は
毎
週
水

曜
日
の
夜。

先
生
は、

楽
器
店

の
主
人
が
僕
の
性
格
や
希
望
を

聞
い
て、

こ
の
人
が
適
任
と
推

薦
し
て
く
れ
た
方
で
す。

僕
の
希
望
は、

ク
ラ
シ
ッ
ク

も
あ
る
程
度
ひ
け
る
よ
う
に
な

り
た
い
け
れ
ど
も、
バ
ン
ド
で

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
を
楽
し
く
弾
き
た

い
と
い
う
こ
と
で
し
た。

▼
理
論
派
の
先
生

い
ざ、

レ
ッ
ス
ン
を
始
め
る

と、

最
初
か
ら、
一
拍
に
は
表

と
裏
が
あ
る
と
い
う
話
で
興
味

を
そ
そ
ら
れ、

以
後、

レ
ッ
ス

ン
の
た
び
に、

今
ま
で
知
ら
な

か
っ
た
音
楽
の
世
界
が
広
が
り、

興
味
は
尽
き
ま
せ
ん。

中
学
時

代
か
ら
理
解
で
き
な
か
っ
た
疑

問
だ
っ
た
四
分
の
四
拍
子
の
意

味
も
判
り、

二
分
の
二
拍
子
の

違
い
が
実
感
で
き
た
時
に
は、

何
で
こ
ん
な
大
事
な
こ
と
を
学

校
で
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
の

か
と
学
校
の
音
楽
教
育
の
あ
り

方
を
考
え
て
し
ま
い
ま
し
た。

▼
悪
戦
苦
闘
の
レ
ッ
ス
ン
風
景

こ
の
よ
う
に
い
う
と
何
や
ら

順
調
に
レ
ッ
ス
ン
が
進
ん
で
い

る
よ
う
に
誤
解
さ
れ
そ
う
で
す

が、

レ
ッ
ス
ン
の
前
の
気
の
重

い
こ
と。

事
務
所
で
「
あ
あ、

今
日
も
練
習
し
て
い
な
い。

行

き
た
く
な
い
」
と
ぼ
や
い
て
い

ま
す。

「
こ
れ
は
何
長
調
で
す
か
？
」

と
の
先
生
の
質
問
に
「
え
］
っ

と、
へ
長
調
で
す」

先
生
「
ト

長
調
で
す
ね
え」

と
い
う
会
話

は
毎
回
の
こ
と。

し
か
も
一
週
間
が
こ
ん
な
に

短
い
の
か
と
痛
感
し
て
い
ま
す。

練
習
時
間
は
仕
事
に
追
わ
れ
る

毎
日
の
中、

し
か
も
飲
酒
し
て

い
な
い
時、

と
い
う
き
わ
め
て

限
ら
れ
た
幸
運
に
恵
ま
れ
た
瞬

間
に
し
か
見
出
せ
ま
せ
ん。

当

然
な
が
ら
毎
回
練
習
不
足。

で

き
て
い
な
い
と
い
う
焦
り
で、

ま
す
ま
す
も
つ
れ
る
指。

レ
ッ

ス
ン
が
終
わ
る
た
び
に、

今
度

こ
そ
は
ち
ゃ
ん
と
練
習
を
し
よ

う
と
心
に
誓
い
ま
す
が、

う
ま

く
行
き
ま
せ
ん。

な
か
な
か
ギ
タ
ー
の
腕
前
は

上
達
し
ま
せ
ん
が、

僕
の
今
ま

で
知
ら
な
か
っ
た
音
楽
と
い
う

新
し
い
世
界
に
ふ
れ、

何
事
に

も、

そ
れ
ぞ
れ
奥
の
深
い
世
界

が
あ
る
の
だ
な
と
感
じ
た
次
第

で
す。

今
年
も
新
し
い
世
界
を

求
め
て
果
敢
に
挑
戦
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す。
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聞
き
な
れ
な
い
言
葉
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が、
一

言
で
い
え
ば、

女
性
か
ら
の
法
律
へ
の
問
い
か

け
で
あ
り
ま
す。

昨
秋
の
世
界

女
性
北
京
会
議
で
は、

日
本
は

婦
女
暴
行
（
強
姦）

の
法
定
刑

（
二
年
以
上
の

懲
役）

の

方
が

強
盗
（
五
年
以
上）

よ
り
軽
い

で
は
な
い
か
と
か、

男
女
の
役

割
分
担
の
名
の
下
に
専
業
主
婦

は
無
償
で
は
な
い
か、

な
ど
と

諸
外
国
か
ら
指
摘
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す。

●

法
女
性
学
の
講
座

男
女
平
等
の
意
味
を
見
直
し、

問
題
点
や
将
来
を
考
え
る
た
め

に、

法
女
性
学
の
講
座
を
も
っ

●

法
女
性
学
と
は
？

て
い
る
大
学
が
あ
り
ま
す。

女

性
が
法
律
と
関
わ
る
分
野
は
さ

ま
ざ
ま
で
す
が、

労
働
そ
の
他

社
会
の
場
か
ら、

そ
し
て
家
族

の
場
か
ら
問
い
か
け
る
こ
と
と

し、

こ
の
内
の
家
族
篇
の
講
座

を、

私
は
昨
秋
か
ら
二
つ
の
大

学
で
担
当
し
ま
し
た。

一

年
半
前
ま
で
学
生
と
机
を

並
べ
て
心
理
学
の
講
義
を
受
け

て
い
た
私
に
と
っ

て、

息
子
や

娘
（
い
ず
れ
も
大
学
生）

と
同

年
齢
の
学
生
に
講
義
を
す
る
体

験
は
新
鮮
な
も
の
で
し
た。

従
来
裁
判
所
で
さ
ま
ざ
ま
な

仕
事
に
関
わ
る
中
で
、

女
性
が

み
じ
め
な
目
に
遭
遇
せ
ざ
る
を

え
な
い
場
面
を
目
の
当
た
り
に

し
て
き
た
も
の
で
す。

人
生
を

こ
れ
か
ら
歩
む
若
い
学
生
の
方
々

に、

こ
れ
ら
の
実
情
を
伝
え、

将
来
を
考
え
て
い
っ

て
も
ら
う

杉

本

孝

子

法

女

性

学

機
会
を
得
ら
れ
た
こ
と
は、

私

に
と
っ

て
嬉
し
い
こ
と
で
も
あ

り
ま
し
た。

●

家
族
篇
…
…
そ
の
一

結
論
的
に
は、

こ
れ
か
ら
の、

女
性
は、

是
非
自
主
的
に
自
分

の
生
き
方
を
選
び
と
り、

そ
し

て、

い
ざ
と
な
れ
ば
精
神
的
に

も
経
済
的
に
も
自
立
で
き
る
だ

け
の
も
の
を
備
え
て
欲
し
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す。

生
き
方
自
体
は、

ま
さ
に
価

値
観
の
多
様
化
時
代、

そ
の
女

性
自
身
が
決
め
る
も
の
で
あ
っ

て、

子
育
て
も
誠
に
意
義
あ
る

一

大
事
業
で
す。

し
か
し、

例

え
ば
慢
然
と
専
業
主
婦
に
な
る

の
で
は
な
く、

ど
の
道
で
あ
れ

自
分
の
生
き
方
を
ま
ず
自
主
的

に
選
び
と
っ
て
い
っ
て
欲
し
い、

と
い
う
こ
と
で
す。

つ
ぎ
に、

生
涯
夫
婦
が
「
真

に
」

平
和
で
あ
れ
ば
別
と
し
て、

一

旦
不
和
と
な
っ

た
場
合
が
問

題
で
す。

若
い
男
性
に
も、

男
女
観、

夫
婦
観
に
変
化
が
見
ら
れ
る
と

は
い
わ
れ
ま
す
が、

永
年
に
わ

た
る
わ
が
国
の
伝
統
的
な
考
え

が、

本
音
ま
で
そ
う
簡
単
に
変

化
す
る
も
の
で
は
決
し
て
あ
り

ま
せ
ん
。

男
性
の
横
暴
に
泣
か

さ
れ
る
場
合
も
多
い
で
し
ょ
う

（
も
ち
ろ
ん、

最
近
こ
の
反
対

も
若
い
世
代
を
中
心
に
結
構
見

ら
れ
ま
す
が
）
。

或
い
は
、

ど

ん
な
に
努
力
し
て
も
性
格
不
一

致
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す。

ま
し
て
五
年
別
居
で
否
応
な
し

に
離
婚
が
認
め
ら
れ
る
法
制
度

が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す。

女
性
一

人
で
は
生
き
て
い
け

な
い
と
し
て
夫
と
離
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
も、

余
り
に
も

自
分
が
惨
め
で
す。

そ
う
か
と

い
っ

て、

母
子
家
庭
と
な
れ
ば、

収
入
は
一

般
世
帯
の
年
収
の
約

一
二
割
(
-

九
九―
二
年
厚
生
省）

と
い
う
実
情
で
す。

●

家
族
篇
…
…
そ
の
二

仮
に
夫
婦
が
表
面
上
の
不
和

に
ま
で
は
至
ら
ず
と
も、

い
ざ

と
い
う
時
女
性
が
精
神
的、

経

済
的
に
自
立
で
き
な
い
よ
う
で

は、

と
も
す
れ
ば
妻
が
「
個」

や
「
人
間」

を
喪
失
し
た
表
面

的
な
平
穏
を
維
持
し
て
い
る
だ

け
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

中
高

年
の
少
な
か
ら
ぬ
専
業
主
婦
の

方
々
が、

苦
渋
を
な
め
さ
せ
ら

れ
て
き
た
道
と
も
い
え
ま
し
ょ

う。

そ
も
そ
も、

男
女
が
真
に

平
等
で
、

互
い
の
人
格
を
認
め

合
っ

た
本
来
の
夫
婦
と
は
い
え

な
い
こ
と
で
し
ょ
う。

●

男
性
そ
し
て
社
会

以
上
の
女
性
の
生
き
方、

こ

れ
は
ひ
い
て
は
男
性
の
男
女
観、

夫
婦
観
に
も
関
わ
る
こ
と
で
す。

今
後
の
若
い
世
代
に
対
し
期
待

す
る
と
こ
ろ
は
小
さ
く
あ
り
ま

せ
ん
。

講
義
に
出
席
し
た
男
子

学
生
も
結
構
熱
心
に
聞
い
て
く

れ
た
こ
と
は
印
象
的
で
し
た
。

し
か
し、

現
実
問
題
と
し
て、

峨
場
な
ど
社
会
の
受
け
容
れ
状

況
抜
き
に
は
議
論
で
き
ま
せ
ん。

今
日
の
女
子
学
生
の
就
峨
難
に

は、

胸
を
痛
め
て
お
り
ま
す。
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すに習れ程00のはすわの生裁 ‘

° 短期て 度名〇 炉占 ‘ ° ろ制み判弁
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し 現〗増
‘

名で試 う度出官

護

の元験 とがす
‘ 士

よィ了。や近合々の し大司検を

司
法
試
験
の

●

畠
誠

稟
肉

尾
藤
廣
喜

弁

護

士
が、
共
著

で
『
生
活
保

護

法
の

ル
ネ
ッ
サ

ン
ス』

を
出
版

し
ま
し
た。

こ
の
本

は
前
回

出
版

し
た

「
誰

も
書

か
な
か

っ
た
生
活
保

護

法」
の
第
二
弾

で、
高
齢
者 、

子
ど

も、

母
子 、
ホ
ー

ム
レ
ス 、

第
三

は、
受

験
年
数

が
三
年

以
内
の

人
を、
三
年

を
超
え

た

人
よ

り
も
合
格
基
準

を
緩
和

し

て、
二
璽
の
合
格
基
準

を
作
ろ

う
と
い
う
も
の
で

す。

法
律
家
の
数
や
質

を
ど

う
す

べ
き
か
は、
そ
の
国
の

司
法
の

あ
り
方

を
十
分

に
考
え、

こ
れ

に
伴

う
需
要

を
客
観
的

に
十
分

に
予
測

し
た
う
え

で、
広
く
国

民
の
各
層

が
議
論

し
て
決
め

る

べ
き
で
す。

真
の
「
改
革」
の

た
め

に
は、

国
民
の
声

が
も
っ
と
反
映
さ

れ

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ
ん。

外
国

人
な
ど
具
体
的

な
ケ
ー

ス

に
あ
わ
せ 、
生
活
保

護

法
の
課

題
や
制
度
活
用
の

ノ
ー

ハ
ウ

を

わ
か

り
や
す

く
説
明

し
て
あ

り

ま
す
の
で 、

大
変
参
考

に
な
る

と
思

い
ま
す。

・
ご
希
望
の
方

は、
当
事
務
所

ま
で

ご
連
絡
下
さ

い。

--＝--

（
定
価
二 、
四
0

0
円
の

と
こ

ろ 、
二 、
二
0

0
円

に
て
販
売

致
し
ま
す。）

「
改
革」

と

は
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