


金

門
橋
の

情
景

金
髪
碧
眼
の
美
少
女
ジ
ェ

ニ
ー

が 、
ゴ
ー
ル

デ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
の
た
も
と
に
仔
ん
で 、

彼
方

の
海
上
に
浮
か
ぶ
ア
ル
カ
ト
ラ

ズ
島
を
眺
め
な
が
ら
微
笑
ん
で

い
る

。

法
曹一
元
調
査
団

本
年
六
月
日
弁
連
と
京
都
弁

護
士
会
の
共
同
企
画
で 、

カ
リ

フ
ォ
ル

ニ
ア
ヘ
法
曹一
元
調
査

団
が
派
遣
さ
れ
ま
し
た 。

当
事

務
所
か
ら
は 、

私
と
山
崎
弁
護

士
が
こ
れ
に
参
加
し
ま
し
た 。

総
勢一
五
名
で
す 。

調
査
先
は 、

カ
リ
フ
ォ
ル

ニ

ア
州
弁
護
士
会 、

州
最
高
裁 、

地
域
裁
判
所 、

上
位
裁
判
所 、

裁
判
官
行
動
規
律
委
員
会 、

全

米
司
法
大
学
な
ど
で
し
た 。

裁
判
官
任
命
シ
ス
テ
ム

カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
で
は 、

裁

判
官
は
原
則
と
し
て 、

州
民
の

選
挙
に
よ
っ

て
選
ば
れ
ま
す 。

任
期
は 、

事
実
審
裁
判
所
判
事

は
六
年 、

上
訴
裁
判
所
判
事
は

―
二
年
で
す 。

途
中
に
欠
員
が

で
き
た
と
き
は 、

知
事
が
裁
判

官
任
命
委
員
会
（
最
高
裁
首
席

裁
判
官
・

司
法
長
官
・

高
裁
首

席
裁
判
官）
の
承
認
を
え
て
裁

判
官
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す 。

但
し 、
そ
の
後
の
選
挙

で
州
民
の
信
任
を
得
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん 。

知
事
の
任
命
に
さ
い
し
て 、

知
事
が
選
定
し
た
裁
判
官
候
補

者
に
つ
い
て
評
価
意
見
を
述
べ

る
の
が
裁
判
官
候
補
者
評
価
委

員
会
(
The
Co
m
mission

 

on
 
Ju
dicial
 
No
minees

 

Evaluation)

で
す 。

普
通

そ
の
頭
文
字
を
と
っ

て
J
N
E

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
（
発
音
は

坂

元

和

夫

カ

リ
フ
ォ

ル
ニ

ア
の

「
ジ
ェ

ニ

ー
」

「
ジ
ェ
ニ
ー」 。
こ
れ
が
謎
の
美

少
女
の
正
体
で
し
た） 。

こ
の

委
員
会
は 、
二
六
名
の
弁
護
士

と
四
名
の
市
民
か
ら
成
り 、

州

法
に
基
づ
き
州
弁
護
士
会
に
設

置
さ
れ
て
い
る
機
関
で
す 。

こ
の
調
査
団
の
通
訳
は 、

当

時
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
大
学
バ
ー

ク
レ
ー

校
客
員
教
授
で
あ
っ
た

宮
澤
節
生
神
戸
大
学
教
授
に
お

願
い
し
ま
し
た 。

J
N
E
事
務

局
の
責
任
者
(
Di
rector)

か

ら 、
こ
の
制
度
の
あ
ら
ま
し
の

説
明
を
受
け
た
さ
い
に 、

彼
女

が
「
ジ
ェ
ニ
ー」
と
略
称
を
使っ

た
た
め 、

宮
澤
教
授
は
「
J
e

n
n
y
?

」
と
怪
誘
そ
う
に
聞

き
返
し
ま
し
た 。

突
然
女
性
の

名
前
(
J
a
n
e
の
愛
称）
が

出
て
き
た
か
ら
で
す 。

彼
女
は

一
寸
笑
っ

て
そ
の
説
明
を
し
ま

し
た 。J

N
E
成
立
の
由
来

J
N
E
は 、

今
で
こ
そ
高
い

評
価
を
受
け
て
い
ま
す
が 、

成

立
の
由
来
は
あ
ま
り
芳
し
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す 。

一
九
七
九
年
に
当
時
の
ジ
ェ
リ
ー・

ブ
ラ
ウ
ン
知
事
は 、

公
務
の
た

め
あ
る
期
間
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア

州
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
り
ま
し
た 。

知
事
不
在
の
間

の
職
務
は 、

副
知
事
が
代
行
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す 。

と
こ
ろ

が 、

ど
う
い
う
わ
け
か
知
事
は

マ
イ
ク
・
カ
ー

ブ
副
知
事
と
政

治
的
立
場
を
異
に
し 、

彼
を
信

用
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た 。
と

り
わ
け 、

裁
判
官
の
空
席
が
生

じ
た
と
き
に 、

副
知
事
が
自
分

の
好
み
の
者
を
任
命
す
る
こ
と

を
恐
れ
た
の
で
す 。

今
で
も
そ

う
で
す
が 、
ア
メ
リ
カ
で
は 、

だ
れ
を
裁
判
官
に
任
命
す
る
か

は
重
要
な
政
治
問
題
な
の
で
す 。

そ
こ
で 、

知
事
は一
計
を
案
じ 、

州
弁
護
士
会
に
設
置
さ
れ
た
委

員
会
の
評
価
意
見
を
尊
璽
し
て

知
事
が
裁
判
官
を
任
命
す
る
制

度
を
急
速
立
法
化
し
ま
し
た 。

一
説
に
よ
れ
ば 、
ブ
ラ
ウ
ン

知
事
は 、

副
知
事
が
留
守
中
に

行
っ
た
裁
判
官
任
命
を
無
効
と

し
た
う
え
で 、

今
後
に
備
え 、

こ
の
制
度
を
立
法
し
た
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す 。

J
N
E
の
活
動
内
容

政
争
の
産
物
と
し
て
生
ま
れ

た
J
N
E
で
し
た
が 、
そ
の
後

は 、

知
事
の
政
治
的 、
恣
意
的

な
裁
判
官
任
命
を
抑
止
す
る
機

能
を
果
す
も
の
と
し
て
成
長
し 、

他
の
州
の
制
度
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
ま
し
た 。

知
事
は 、

自
薦 、

他
薦
（
地

方
の
弁
護
士
会 、

議
員 、
そ
の

他
か
ら）
の
ロ
イ
ヤ
ー

（
弁
護

士 、

検
察
官 、
州
公
務
員
な
ど）

の
中
か
ら
補
佐
の
ス
タ
ッ
フ

（
弁
護
士）

の
意
見
に
基
づ
い

て
選
別
し
た
候
補
者
に
つ
い
て

J
N
E
に
諮
問
を
し
ま
す 。
J

N
E
は 、

九
0
日
以
内
に
評
価

を
行
い
知
事
に
意
見
書
を
提
出

し
ま
す 。

評
価
の
方
法
は
次
の
と
お
り

で
す 。
ま
ず 、

候
補
者
本
人
か

ら
約
五
0
項
目
に
わ
た
る
質
問

書
に
対
す
る
回
答
書
が
提
出
さ

れ
ま
す 。

次
い
で 、

候
補
者
の

所
属
す
る
弁
護
士
会
の
弁
護
士

と
地
域
の
裁
判
所
の
判
事
に
対

し 、

四
ー

五
0
0
通
の
質
問
書

を
送
り
ま
す 。

質
問
項
目
は 、

①
「
専
門
眠

業
的
能
力」 、

②
「
専
門
戦
業

的
経
験」 、

③
「
裁
判
官
気
質
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（
公
正
さ、

客
観
性、

礼
儀、

忍
耐、

倫
理
性、

勇
気、

共
感

性、

常
識、

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に

耐
え
る
能
力、

適
応
性、

決
断

カ）
」‘

④
「
専
門
戦
業
的
評
判

（
正
直、

廉
直
性
な
ど
）
」
、

⑤

「
職
業
倫
理
（
時
間
厳
守、

協

調
性、

徹
底
性、

正
確
性、

勤

勉
性
な
ど）
」‘

⑥
「
健
康
状

態」、

⑦
「
偏
見
の
有
無
（
人

種、

性
別
等
に
関
す
る
も
の
）
」

で
す。

こ
の
七
項
目
に
つ
い
て、

「
際
立
っ

て
い
る
」、

「
非
常
に

満
足
で
き
る」、
「
満
足
で
き
る
f

「
平
均
以
下
の

満
足
度
」、

「
知

ら
な
い
」

と
い
う
五
つ
の
う
ち

の
い
ず
れ
か
の
回
答
を
求
め
る

の
で
す。

回
答
は
必
ず
記
名
式
と
さ
れ

ま
す
が、

秘
密
が
保
証
さ
れ
ま

す。

そ
の
後、

委
員
会
の
二
な

い
し
三
名
の
委
員
が
担
当
者
と

な
り
（
そ
の
う
ち
の
一

名
は
必

ず
市
民、

あ
と
は
弁
護
士
）
、

回
答
者
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の

電
話
を
し
た
り、

直
接
面
談
し

た
り
し
て、

情
報
収
集
に
努
め

ま
す。

候
補
者
に
不
利
な
情
報

が
あ
る
と
き
は、

必
ず
本
人
に

告
げ
て
説
明
を
聴
く
そ
う
で
す。

調
査
結
果
は
委
員
会
に
報
告

さ
れ、

討
議
の
う
え、

①
き
わ

め
て
適
格、

②
か
な
り
適
格、

③
適
格、

④
不
適
格
の
四
段
階

評
価
を
し
ま
す。

不
適
格
の
評

価
は、

平
均
し
て
候
補
者
の
約

四
分
の
一

程
度
の
よ
う
で
す。

報
告
を
受
け
た
知
事
は、

こ
の

評
価
に
拘
束
は
さ
れ
ま
せ
ん
が、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
こ
れ
を
尊
重

し
ま
す。

も
し、

知
事
が
不
適

格
評
価
を
受
け
た
者
を
任
命
し

た
と
き
は、

J

N

E

は、

そ
の

旨
を
事
実
審
裁
判
官
に
つ
い
て

は
裁
判
官
任
命
委
員
会
の
公
開

審
理
の
場
で
明
ら
か
に
し、

上

訴
裁
判
所
裁
判
官
に
つ
い
て
は

一

般
に
公
表
し
ま
す。

最

近

の

状

況

最
近、

J

N

E

が
不
適
格
と

評
価
し
た
人
を
知
事
が
上
訴
裁

判
所
判
事
に
任
命
し
ま
し
た。

裁
判
官
任
命
委
員
会
も
知
事
の

任
命
を
支
持
し
ま
し
た。

こ
れ

は、

J

N

E
の
制
度
が
発
足
し

て
か
ら、

例
の
な
い
こ
と
だ
っ

た
よ
う
で、

い
ろ
い
ろ
と
物
議

を
か
も
し
て
い
ま
す。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は、

レ
ー
ガ
ン
知
事
以
来
共
和
党
知

事
が
数
代
に
わ
た
っ

て
続
い
て

お
り、

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
（
差
別
是
正
の
た

め
の
優
遇
措
置。

な
お、

こ
の

六
月
に
そ
の
廃
止
の
議
員
提
案

が
連
邦
議
会
に
お
い
て
否
決
さ

れ
て
い
ま
す）

を
全
米
に
先
駆

け
て
廃
止
す
る
な
ど、

保
守
的

な
政
策
を
積
極
的
に
実
施
し
て

お
り、

リ
ベ

ラ
ル
な
立
場
を
と

る
州
弁
護
士
会
と
の
関
係
が
険

悪
に
な
っ
て
い
ま
す。

右
の
裁

判
官
任
命
も
そ
の
―

つ
の
表
れ

と
い
わ
れ
て
い
ま
す。

わ
が
国
の
司
法
改
革
へ
の
示
唆

日
本
で
は、

最
高
裁
判
事
が

任
命
後
の
総
選
挙
に
さ
い
し
て

投
票
に
よ
る
国
民
審
査
を
う
け

る
ほ
か
は、

裁
判
官
の
適
格
性

審
査
に
つ
い
て、

初
任
の
時
は

勿
論、
一

0
年
ご
と
の
再
任
に

あ
た
っ

て
も、

ア
メ
リ
カ
の
よ

う
な
制
度
は
な
く、

も
っ

ぱ
ら

最
高
裁
が
裁
量
的
に
判
断
し
て

い
ま
す。

ア
メ
リ
カ
で
は、

裁
判
官
を

弁
護
士
経
験
の
あ
る
者
か
ら
選

抜
す
る
の
に
対
し、

日
本
で
は、

キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
（
子
飼
い

制
度）

を
と
っ

て
い
る
と
い
う

違
い
は
あ
り
ま
す
が、

カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
の
J
N
E
を
見
聞
し
て、

日
本
の
裁
判
官
任
命
シ
ス
テ
ム

は、

は
た
し
て
こ
れ
で
よ
い
の

だ
ろ
う
か
と
疑
問
を
感
じ
ま
し

た。

つ
ま
り、

任
命
権
者
の
恣

意
的
運
用
を
防
止
す
る
た
め
の

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
J

N

E
の

よ
う
な
諮
問
委
員
会
制
度
の
導

入
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す。

「
上
に
脱
ま
れ
た
ら
一

生
出

世
で
き
な
い
」

の
は、

企
業
や

官
僚
の
世
界
で
は
当
た
り
前
の

こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、

憲

法
に
よ
っ
て
戦
務
上
の
独
立
を

保
障
さ
れ
て
い
る
裁
判
官
が
同

じ
で
あ
っ

て
よ
い
の
で
し
ょ
う

か。

本
来、

裁
判
官
が
気
に
す

べ
き
は、

主
権
者
で
あ
り
裁
判

制
度
の
利
用
者
で
あ
る
国
民
の

筈
で
す。

ア
メ
リ
カ
の
多
く
の

州
の
よ
う
に、

裁
判
官
に
つ
い

て
選
挙
制
を
と
れ
ば、

裁
判
官

は
嫌
で
も
国
民
の
方
に
顔
を
向

け
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す。

し
か
し、

選
挙
制
に
は
問
題

も
あ
り、

ア
メ
リ
カ
で
も
次
第

に
任
命
制
を
採
用
す
る
州
が
多

く
な
っ

て
い
る
の
で、

わ
が
国

が
手
本
と
す
べ
き
は、

任
命
制

を
前
提
と
し
て、

こ
れ
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す。

市
民

代
表
と
弁
護
士
を
主
体
に
し
た

諮
問
委
員
会
が
数
多
く
の
法
律

関
係
者
に
照
会
し
て
候
補
者
に

関
す
る
情
報
を
あ
つ
め、

こ
れ

に
基
づ
い
て
適
格
性
審
査
を
す

る
こ
と
に
な
れ
ば、

裁
判
官
は、

上
に
で
は
な
く
下
々
の
評
判
を

気
に
し
て、

良
い
裁
判
を
す
る

よ
う
に
心
掛
け
る
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う。

キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
を
前
提

と
す
れ
ば、

審
査
は、
一

0
年

ご
と
の
再
任
に
さ
い
し
て
行
う

の
が
適
当
と
思
わ
れ
ま
す。
一

0
年
間
の
実
績
と
い
う
判
断
材

料
が
あ
る
か
ら
で
す。

も
し、

法
曹
一

元
制
度
が
実
現
す
る
こ

と
に
な
れ
ば、

最
初
の
任
命
時

に
も
再
任
時
に
も
適
格
性
審
査

が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す。
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わ
が
国
の
六
五
歳
以
上
の
方

の
人
口
比
率
は、
一

九
七
0
年

に
「
高
齢
化
の
始
ま
り
」

と
い

わ
れ
る
七
％
と
な
り、

九
五
年

に
「
高
齢
化
社
会」

と
い
わ
れ

る
一

四
％
に
な
り
ま
し
た。

こ

の
七
％
か
ら
一

四
％
に
な
る
ま

で、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
約
八

五
年
間、

ド
イ
ツ
が
約
四
五
年

間
か
か
っ
た
の
で
す
が、

わ
が

国
は、

二
五
年
し
か
か
か
っ
て

お
り
ま
せ
ん
。

し
か
も、

わ
が

国
は、

二
0
二
五
年
に
は
こ
の

比
率
が
二
五
・

八
％
に
も
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ、

超
高
齢
化

社
会
が
文
字
通
り
目
前
に
な
っ

て
い
ま
す。

最
近
で
は、

こ
の
よ
う
な
社

会
状
況
の
た
め
か
、

「
高
齢
化

社
会
に
ど
う
対
応
す
べ
き
か
」

/
超
高
齢
化
社
会
が
目
前
/

「
介
護
保
険
」

の
内
容
は
/

と
か
「
高
齢
者
の
人
権
に
つ
い

て
ど
う
考
え
る
べ
き
か
」

と
い

う
テ
ー
マ
で
講
演
を
求
め
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す。

介
護
保
険
制
度
は、

こ
の
よ

う
な
高
齢
化
社
会
の
進
行
の
下

で
深
刻
化
が
予
想
さ
れ
る
介
護

問
題
に
対
応
す
る
た
め、

新
た

な
保
険
の
制
度
を
作
る
も
の
で、

昨
年
―

二
月
に
法
律
が
成
立
し、

二
0
0
0
年
四
月
か
ら
実
施
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す。

こ
の
制
度
の
財
源
は、

保
険

料
と
公
費
負
担
の
折
半
と
し、

介
護
費
用
の
一

割
を
利
用
者
が

自
己
負
担
す
る
方
式
と
な
っ
て

い
ま
す。

毎
月
保
険
料
を
支
払

う
被
保
険
者
は、

四
0
歳
以
上

の
国
民
で、

厚
生
省
は、
一

九

九
五
年
度
価
格
で
一

人
平
均
月

尾

藤

廣

「
介
護
保
険
」

で

介
護
は
ど
う
な
る

喜

額
二
、

五
0
0
円
程
度
の
保
険

料
と
推
定
し
て
い
ま
す。

受
け
ら
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

と
し
て
は、

施
設
入
所
に
よ
る

介
護
サ
ー
ビ
ス
と
在
宅
の
ま
ま

で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
二
つ
に

分
け
ら
れ
て
い
ま
す
が、

ど
ち

ら
を
利
用
す
る
場
合
で
も、

ま

ず、

申
請
を
し
て、

介
護
を
必

要
と
す
る
状
態
に
あ
る
か
ど
う

か
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

こ
の
制
度
は、

と
も
す
れ
ば

個
人
的
な
犠
牲
に
頼
り
が
ち
だ
っ

た
介
護
負
担
を
社
会
的
に
支
え

る
制
度
を
作
っ

た
と
い
う
意
味

で
は、
一

歩
前
進
と
い
え
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が、

非
常
に
多

く
の
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す。

ま
ず
第
一

に、

保
険
で
あ
る

以
上、

保
険
料
負
担
に
み
あ
っ

た
給
付
の
内
容
が
定
め
ら
れ、

か
つ
、

そ
の
内
容
が
全
て
の
被

保
険
者
に
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し、

現
状

で
は、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

/

問
題
点
は
ど
こ
に
/

な
ど
の
施
設
の
面
で
も、

ま
た、

ホ
ー
ム
ヘ
ル
。ハ
ー
な
ど
の
人
的

ス
タ
ッ
フ
の
面
で
も
あ
ま
り
に

も
不
十
分
で、

必
要
な
介
護
を

満
た
す
内
容
に
は
な
っ

て
い
ま

せ
ん。

こ
れ
で
は、
「
保
険
あ
っ

て
介
護
な
し
」

と
い
う
こ
と
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

形
だ
け
整

え
る
た
め
に、

極
端
に
低
い
レ

ベ
ル
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
で
も
が

ま
ん
し
て
下
さ
い
と
い
う
こ
と

で
は、

保
険
の
意
味
が
あ
り
ま

せ
ん。第

二
に、

保
険
と
い
う
制
度

を
と
れ
ば、

制
度
へ
の
未
加
入

者
や
保
険
料
の
払
え
な
い
人
が

ど
う
し
て
も
出
て
き
ま
す。

こ

れ
ら
の
人
が
介
護
が
必
要
と
な
っ

た
と
き
に
ど
う
対
応
す
る
か
と

い
う
点
も
深
刻
で
す。

第
三
に、

介
護
が
必
要
か
ど

う
か
の
判
定
は、

市
町
村
に
お

か
れ
る
要
介
護
認
定
審
査
会
で

認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
が、

こ
の
判
定
が
本
当
に

「
科
学
的
」

で

「
公
正
」

な
も

の
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
も
あ
り
ま
す。

財
政
状
況
や

施
設
の
整
備
状
況
を
気
に
し
て、

高
齢
者
の
直
面
す
る
問
題
は、

介
護
問
題
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

財
産
管
理、

健
康
管
理、

心
理
的
ケ
ア
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
が
複
合
し
て
い
ま
す。

法
律
家
と
し
て
は、

ケ
ー
ス

ワ
ー
カ
ー、

保
健
婦、

医
療
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー、

医
師
な
ど

の
専
門
家
と
と
も
に、

こ
れ
ら

の
複
合
し
た
問
題
に
応
え
ら
れ

る
総
合
相
談ヽ
ソ
ス
テ
ム
を
ま
ず

作
る
必
要
が
あ
り
ま
す。

ま
た、

介
護
保
険
に
つ
い
て

も、

こ
の
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す

る
中
で、

申
請
か
ら
判
定
に
対

す
る
不
服
申
立
て
ま
で
一

貫
し

て
援
助
で
き
る
体
制
を
早
急
に

作
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す。

さ
ら
に、

制
度
の
不
十
分
な

点
に
対
し
て
は、

被
保
険
者
を

代
表
し
て、

そ
の
充
実
を
求
め

て
い
く
べ
き
で
す。

/

法
律
家
の
役
割
は
/

必
要
な
介
護
認
定
が
行
わ
れ
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば、

大

変
な
問
題
で
す。
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N
E
W
S
ワ
イ
ド
京
都
•

今
年
の
四
月
か
ら
K
B
S
京

都
の
報
道
番
組
「
N
E
W
S
ワ

イ
ド
京
都」
の
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー

と
し
て
毎
週
木
曜
日
に
出
演
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た。

こ
の
番
組
は、

以
前
に
人
気

の
あ
っ
た
タ
イ
ム
リ
ー
10
の
流

れ
を
く
む
も
の
で
す。

タ
イ
ム

リ
ー
10
と
い
え
ば、

僕
が
弁
護

士
に
な
り
た
て
の
頃、

弁
護
団

会
議
を
終
わ
っ
た
後
な
ど
に、

近
所
の
居
酒
屋
で
先
輩
弁
護
士

と
食
事
を
し
な
が
ら、

よ
く
見

た
番
組
で
し
た。

写
真
の
中
央
が
飛
鳥
井
雅
和

キ
ャ
ス
タ
ー、

左
が
ア
シ
ス
タ

ン
ト
の
吉
田
利
佐
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

で
す。

自
ず
と
キ
ャ
ス
タ
ー
や

ア
ス
シ
タ
ン
ト
の
人
柄
が
番
組

の
雰
囲
気
と
い
う
も
の
を
作
り

ま
す。

そ
の
意
味
で
は
上
品
で

家
庭
的
な
ニ

ュ
ー
ス
番
組
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

、
。こ

の
番
組
の
特
色
は、

い
い

意
味
で
の
ロ
ー
カ
ル
色
に
あ
る

と
い
え
る
で
し
ょ
う。
仝
国
ニ
ュ
ー

ス
も
報
道
し
ま
す
が、

京
都
で

の
出
来
事
や
京
都
で
活
躍
し
て

い
る
人
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す。

地
元
放
送
局
の
利
点
を
生
か
し

た
報
道
を
進
め
て
も
ら
い
た
い

と
思
い
ま
す。

山

崎

浩

K
B
S
ニ
ュ
ー
ス
出
演

コ
メ
ン

そ
の
日
の
ニ

ュ
ー
ス
の
い
く

つ
か
に、

コ
メ
ン
ト
す
る
と
い

う
の
が
僕
の
役
目
で
す。

今
ま
で
は、

他
局
の
ニ
ュ
ー

ス
番
組
の
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
の

発
言
を
聞
い
て、
「
な
る
ほ
ど

そ
う
い
う
こ
と
か
」

と
感
心
し

た
り、

逆
に
「
何
も
わ
か
っ
ち
ゃ

い
な
い
な
」

と
勝
手
に
思
っ
た

り
し
て
い
ま
し
た
が、

い
ざ
自

分
が
何
か
コ
メ
ン
ト
す
る
立
場

に
な
る
と、

そ
の
難
し
さ
を
痛

感
し
て
い
ま
す。

コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
の
役
割
●

視
聴
者
の
立
場
か
ら
期
待
さ

れ
て
い
る
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
の

役
割
は、

二
つ
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か。

―
つ
は、

ニ
ュ
ー
ス
の
送
り

手
と
し
て
の
放
送
局
と
視
聴
者

の
意
見
を
繋
ぐ
役
割
で
す。

例
え
ば、

大
蔵
省
官
僚
が
不

祥
事
を
起
こ
し
た
場
合
に、

ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
は
ニ
ュ
ー
ス
と
し

て
事
実
を
報
道
す
る。

コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
と
は
●

テ
イ
タ
ー
は
「
本
当
に
け
し
か

ら
ん
こ
と
を
し
ま
す
ね。
」

と

い
う
感
想
を
述
べ
る。

こ
ん
な

感
想
は、

誰
で
も
感
じ
て
い
る

こ
と
で、

そ
ん
な
素
朴
な
感
想

を
述
べ
て
て
い
い
の
か
と
い
う

気
も
し
ま
す。

し
か
し、

あ
え

て
当
た
り
前
の
感
想
を
コ
メ
ン

テ
イ
タ
ー
が
述
べ
る
こ
と
で、

や
は
り
そ
の
不
祥
事
が
け
し
か

ら
ん
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
は
大
切
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か。

ま
た
そ
れ

に
よ
っ
て、

視
聴
者
に
共
感
を

得
て
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す。

他
の
―
つ
は、

こ
れ
と
相
反

す
る
よ
う
で
す
が、

報
道
さ
れ

た
出
来
事
の
も
つ
意
味
を
一

般

人
の
抱
く
感
想
と
は
異
な
る
観

点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
と
い
う

こ
と
で
す。

例
え
ば、

随
分
前
の
こ
と
で

す
が、

オ
ウ
ム
の
事
件
で
は、

令
状
主
義
に
反
す
る
疑
い
の
あ

る
方
法
で
大
量
の
毒
物
の
押
収

や
別
件
逮
捕
な
ど
が
公
然
と
行

わ
れ
て
い
ま
し
た。

僕
が、

身
近
に
人
に
そ
う
い

う
感
想
を
述
べ
る
と
「
そ
ん
な

こ
と
を
い
う
か
ら
法
律
家
は
非

常
識
だ
と
い
わ
れ
る
の
だ
」

と

非
難
さ
れ
ま
し
た。

た
だ、

目
先
の
出
来
事
だ
け

で
評
価
を
す
る
の
で
は
な
く、

出
来
事
の
意
味
を
長
い
目
で
見

て
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
も
必

要
だ
と
思
い
ま
す。

僕
は
あ
く
ま
で
も
弁
護
士
と

し
て
の
立
場
で
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し

て、

で
き
る
だ
け
弁
護
士
的
視

点
と
い
う
も
の
を
出
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す。

ぜ
ひ
皆
さ

ん
も
ご
覧
の
う
え、

ご
意
見
を

お
寄
せ
下
さ
い。
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は
じ
め
ま
し
て。

今
年
の
四

月
よ
り、

当
事
務
所
で
勤
務
し

て
お
り
ま
す
中
村
多
美
子
と
申

し
ま
す。

こ
ち
ら
の
事
務
所
に

は、

司
法
修
習
生
時
代
に
お
世

話
に
な
り、

そ
の
ご
縁
で
入
所

い
た
し
ま
し
た。

ご
指
導
ご
鞭

撻
の
ほ
ど、

よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す。

＊
夫
婦
別
姓
？

突
然、

私
事
で
恐
縮
で
す
が

入
所
と
同
時
に
結
婚
し
ま
し
た。

と
申
し
ま
し
て
も、

結
納
も、

挙
式
も、

指
輪
の
交
換
も、

入

籍
も
し
て
い
な
い
の
で、

は
た

し
て
「
結
婚」

と
言
え
る
の
？

な
ん
て
言
わ
れ
ま
す
が、

当
人

同
士
は
そ
れ
で
も
い
い
か
と
気

楽
に
か
ま
え
て
い
ま
す。

ど
う
し
て、

そ
う
い
う
こ
と

に
な
っ

た
の
か
と
い
う
と、

そ

れ
は
昨
年
の
夏
に
遡
り
ま
す。

＊
娘
の
両
親
と
い
う
も
の

夏
休
み
に
私
が
実
家
に
帰
省

し
ま
し
た
折、

そ
ろ
そ
ろ
交
際

中
の
彼
と
結
婚
し
た
い
の
だ
け

ど、

と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た。

両
親
は、

わ
が
娘
が
結
婚
と
は

縁
遠
い
「
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
」

に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は、

と

心
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た

の
で、

そ
れ
を
聞
い
て
一

安
心。

と
こ
ろ
が、

は
た
と
気
が
付
い

た
の
は
「
姓」

の
問
題
で
し
た。

「
あ
な
た
、

名
前
は
ど
う
す

る
つ
も
り
？
」
「
う
ん
、

ど
っ

ち
で
も
い
い
や
と
思
っ

て
る
け

ど
」

さ
あ、

そ
れ
か
ら
が
大
変
で

し
た
。

娘
二

人
し
か
い
な
い

「
中
村
家」

に
と
っ

て
、

長
女

の
姓
が
代
わ
っ

て
し
ま
う
の
は

「
家」

の

断
絶
を
意
味
す
る
、

と
そ
れ
は
た
い
そ
う
な
お
小
言

中

村

多
美
子

ー
夫
婦
別
姓
と
私
ー

は
じ
め

ま
し

て

の
始
ま
り
で
す。

法
律
家
の
卵
と
し
て
勉
強
し

て
き
た
私
に
と
っ

て
こ
れ
は
晴

天
の
露
歴、

ま
さ
か
自
分
の
両

親
が
、

姓
の

変
更
は

相
手
の

「
家」

の
人
間
に
な
る
こ
と
で、

「
他
家
の

嫁
」

に
な
る
こ
と
で

相
続
権
す
ら
失
う
と
信
じ
て
い

た
な
ん
て
思
い
も
よ
ら
な
か
っ

た
の
で
す。

そ
れ
か
ら、

一

晩

か
け
て
明
治
民
法
は
も
う
な
い

こ
と、

現
行
民
法
で
は
そ
ん
な

こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
説
明
し
ま
し
た
が、

そ
ん

な
民
法
は
お
か
し
い
認
め
ら
れ

る
は
ず
が
な
い
と
の
猛
反
発。

こ
ん
な
娘
で
も、

娘
か
わ
い
さ、

手
放
し
た
く
な
さ
の
親
心
だ
と、

わ
か
っ

て
い
て
も
ほ
と
ほ
と
手

を
焼
い
て
し
ま
い
ま
し
た。

＊
現
行
民
法
と
「
家」

明
治
民
法
に
お
け
る
「

家」

制
度
と
い
う
の
は、

戸
主
を
中

心
と
す
る
広
範
囲
の
親
族
で
構

成
さ
れ、

戸
主
が
各
親
族
に
対

し
居
所
指
定
権、

結
婚
な
ど
に

つ
い
て
の
各
種
同
意
権
を
有
す

る
と
い
う
親
族
共
同
体
を
前
提

と
す
る
制
度
で
あ
り、

そ
の
呼

称
が
「

氏」

と
さ
れ
て
い
ま
し

た。

そ
し
て、

妻
は
結
婚
に
よ

り
夫
の
家
に
入
る
と
定
め
ら
れ

て
い
ま
し
た。

し
か
し、

こ
の
よ
う
に
別
世

帯
の
親
族
の
私
生
活
へ
の
干
渉

を
認
め、

親
族
関
係
の
実
態
と

遊
離
し
て
い
た
明
治
民
法
は
戦

後
改
正
さ
れ、

制
度
と
し
て
の

「
家」

は
無
く
な
っ

た
の
に
、

呼
称
で
あ
る
「
氏」

の
制
度
は

残
っ

た
こ
と
か
ら
、

意
外
と

「
家
」

と
い
う
観
念
は、

現
行

民
法
で
も
根
強
く
残
っ

て
い
る

よ
う
で
す。

＊
夫
婦
の
選
択

さ
て、

あ
り
が
た
く
も
困
惑

す
る
私
の
両
親
の
心
情
を、

彼

に
伝
え
ま
す
と
、

「
そ
れ
な
ら

別
姓
で
い
い
じ
ゃ
な
い
」

と
の

返
答
で
し
た
の
で、

そ
れ
か
ら

二
人
で
別
姓
に
つ
い
て、

い
ろ

い
ろ
調
べ
て
み
ま
し
た。

結
局、

結
婚
に
よ
る
姓
の
変

更
に
よ
り、

様
々
な
不
都
合
を

生
じ
る
人
々
の
努
力
に
よ
り、

事
実
婚
で
も
相
続
以
外
に
は
日

常
的
に
困
る
こ
と
は
な
さ
そ
う

な
こ
と、

改
姓
し
て
通
称
使
用

を
す
る
方
法
も
広
く
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
こ
と
な

ど
が
わ
か
り
ま
し
た。

別
姓
の
選
択
に
つ
い
て
は、

こ
れ
を
制
度
と
し
て
認
め
る
と

家
族
が
崩
壊
し、

子
供
に
悪
影

響
が
あ
る、

と
の
根
強
い
批
判

は
あ
る
と
こ
ろ
で
す
が、

身
近

な
別
姓
選
択
夫
婦
に
は、

と
り

あ
え
ず
そ
う
い
う
こ
と
も
な
さ

そ
う
で
す。

＊
こ
れ
か
ら
の
「
中
村
家」

ま
あ、

そ
う
言
っ
て
も
「
家」

の
問
題
が
全
て
解
決、

と
い
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
の
は
当
然

で、

暫
定
的
に
様
子
を
見
る
と

い
っ

た
と
こ
ろ
な
の
で
す
が、

私
の
両
親
は
今
の
と
こ
ろ、

別

姓
で
納
得
し
た
よ
う
で
す。

夫
の
「
家」

の
方
々
は、

寛

容
に
も
見
守
っ

て
く
れ
て
い
ま

す。
次
に
も
め
る
の
は、

子
供
が

で
き
た
時
か
な
あ、

と
二
人
で

の
ん
び
り
話
し
な
が
ら
、

「
別

姓
夫
婦」

を
め
ぐ
る
周
囲
の
反

応
を
そ
れ
な
り
に
楽
し
ん
で
い

る
今
日
こ
の
頃
で
す。
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裁をがあ っ少とにの
ま

すに制 ° の 一 制 議審 こ

し

場非世
判と判る て年の検論する再を論改年審 こ 論判とさ合行間少
の っ断の何法是察点が こ 審導点正ぶ議のさ制ながの事を年
よ てす

か

がは非官は ‘ とを入に問り会度れ度ど問事実驚の
うおるを最 ‘ でを ‘ 何の請すは題にの ての

か

題実がか凶
なりと専も少す立少と是求る

、

を再少法いあらと認争

せ

悪
‘ ‘

いら適年 ゜ ち年い非で こ 裁諮開年務ま
り ‘

さ定わ
‘

事

塁哭贔高旦凰 胄胃；誓言麦悶呼ピ篇裔： す。喜靡梵盆梵えば
官
が
被
告
人

と
並
ん
だ
当

事
者

の一
方

と

し

て
有
罪

を
主
張

す

る
対

審
構
造

を
と

っ
て

は
お
り

ま

せ
ん 。

従
っ

て、

仮
に、

少

年
側

が
非
行
事
実
を
争

った
場

合
で
も

、

検
察
官
が
い

か

に
も

当
事
者

の一
方

の
よ
う

な
立
場

で

、

少
年
審
判
に
立
ち

会
った

の
で
は
保
護
主

義
の
理
念

と
矛

盾
す
る

、

と
の
考
え

が
従
来

か

ら
強
く
主
張

さ
れ
て
き

ま

し

た
。

し

かし

、

少
年
側

が
事
実
を

争
っ

て
い
る
の
に

、

裁
判
所
が

す
べ
て

の
審
理

を
す
る
の
は
困

難
な
場
合
も
あ
り

、

却
っ

て

、

少
年
に
対

す
る
適
正
手
続
き

の

保
障

の
面

か

ら
も
問
題
が
あ
る

こ

と
も
従
前

か

ら
主
張

さ
れ

、

両
方

の
考
え

は
長

年
対
立

し

て

き

ま

し

た
。

最
近

、

法
務
省

、

最
高
裁

、

日
弁
連

の
法
曹
三
者

は

、

少
年

が
非
行
事
実
を
否

認

し

た
事
件

の
審
判
に
検
察
官
を
出
席

さ

せ

る

、

と
い

う
線

まで
は一
致

し

ま

し

た
。

し

かし

、

言
葉

で
は

少
年
法
改
正
問
題
に
つ
い
て

一

致

し

た
と
い

っ
て

も

、

そ
も

そ
も
検
察

官
は

一

方
の
当

事
者

と
な
る
の

か

審
判
の
協
力
者
程

度
な
の

か

、

立
場
に
よ

る
考
え

方
の
違

い
は
大

き
く

、

実
際

問

題
と

し

て

、

ど
の
よ
う

な
基
準

で
立
ち

会
わ

せ

、

ど
の
よ
う

な

効
果

を
もた

せ
る
の

か

、

今
後

も
激

し

い
議
論
に
な
る
の
は
必

至
で
す。

日
弁
連

で
は

、

一

定
の
事
件

に
限
っ

て
は
検
察
官
を
関
与

さ

せ
て

も
よ

い
と
す
る
案

を
示

し

て
い

ます
が

、

同
時

に

、

審
判

が
始

まる

まで
証
拠

が
裁

判
官

の
目

に
触

れ
な
い
よ
う

に
す
る

な
ど

、

厳
格

な
ル
ー

ル
を
立
て

る
こ

と
を
不
可
欠

の
条
件

と

し

、

検
察
官
の
抗
告

に
は
反
対

す
る

な
ど
の
立

場
を
と

っ
て

い

ます。

今
回

の
少
年
法
改
正

問
題
は、

少
年
司

法
の
根
幹

に
関

わ
る
重

要
な
課

題
で
あ
り

、

私
達

も
関

心
を
も
ち

、

今
後

、

拙
速

を
避

け

、

深
い
議
論
が
な
さ
れ
る

こ

と
を
期
待

し
ます 。
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