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青
柳
交
雄
著

『
全
訂
刑
事
訴
訟
法
通
論
上
、
下
』

　
一
　
裁
判
所
關
係
者
の
聞
で
と
り
わ
け
高
く
評
贋
さ
れ
て
い
た
青
柳
文
雄
氏

の
「
刑
事
訴
訟
法
通
論
」
が
、
今
度
「
全
訂
刑
事
訴
訟
法
通
論
上
、
下
」
と
し

て
、
新
た
な
装
い
を
以
て
刊
行
さ
れ
た
。
本
書
は
、
奮
版
に
、
掩
だ
軍
に
量
的

に
追
加
加
筆
さ
れ
た
も
の
、
若
く
は
た
だ
軍
に
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に
俘
う
當

然
の
訂
正
と
い
つ
た
も
の
と
異
り
、
膿
系
づ
け
に
お
い
て
も
理
論
構
成
に
お
い

て
も
、
將
又
學
読
、
到
例
の
引
用
、
批
判
等
々
質
的
に
全
く
面
目
を
一
新
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
敢
え
て
簡
輩
な
紹
介
と
批
判
を
試
み
る
こ
と
と

し
た
。

　
著
者
青
柳
文
雄
氏
が
最
高
裁
到
所
調
査
官
で
あ
る
と
同
時
に
本
塾
の
講
師
と

し
て
刑
事
法
、
こ
と
に
刑
事
訴
訟
法
學
の
領
域
に
お
い
て
籔
多
く
の
業
績
を
残

さ
れ
て
來
た
購
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
、
學
生
諸
兄
姉
の
中
に
は
、
著

者
が
駿
後
、
大
陸
法
的
な
刑
事
訴
訟
法
か
ら
英
米
法
的
な
刑
事
訴
訟
法
へ
と
大

轄
換
し
た
時
の
刑
訴
立
法
の
蔭
の
功
螢
者
で
あ
つ
た
事
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
な

い
む
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
氏
は
特
に
刑
事
訴
訟
規
則
の
立
案
に
参
畏
さ

れ
た
が
、
そ
の
最
中
（
昭
和
廿
三
年
九
月
）
に
ま
ず
東
洋
書
館
か
ら
「
新
荊
事

訴
訟
法
要
綱
」
と
い
う
著
書
を
出
版
さ
れ
た
。
私
が
學
生
時
代
に
刑
訴
の
教
科

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

書
と
し
て
使
用
し
た
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
且
今
日
の
「
全
訂
刑
事
訴
訟
法
通

論
」
の
母
胎
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
B
6
二
五
二
頁
の
簡
軍

な
新
法
解
読
書
と
い
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
・
〆
、
の
後
刑
事
訴
訟
規
則
が
制
定
さ

れ
る
や
、
刑
訴
法
と
規
則
と
の
統
一
酌
な
解
繹
を
狙
い
と
し
て
、
新
し
く
立
花

書
房
か
ら
「
刑
事
訴
訟
法
通
論
」
が
出
版
さ
れ
た
の
は
僅
か
に
一
年
牟
後
の
廿

四
年
十
二
月
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
の
充
實
は
注
目
に
便
す
る
も
の
が
あ
つ

た
。
そ
れ
が
廿
六
年
の
増
訂
版
を
脛
て
今
度
の
全
訂
版
に
至
り
、
い
よ
い
よ
著

者
の
研
究
の
進
境
め
ざ
ま
し
く
、
最
高
裁
判
所
の
調
査
官
と
し
て
山
積
す
る
裁

判
事
務
の
庭
理
と
、
決
し
て
砂
な
か
ら
ざ
る
講
義
の
爲
の
時
間
の
割
愛
を
想
う

時
、
そ
の
學
問
に
封
す
る
極
め
て
旺
盛
な
研
究
心
と
、
倦
ま
ず
擁
ま
ざ
る
努
力

の
程
に
た
だ
驚
歎
と
敬
服
の
外
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
二
，
さ
て
、
本
書
は
奮
版
の
四
二
〇
頁
に
比
し
本
文
だ
け
で
も
二
四
〇
頁
除

加
え
ら
れ
、
上
下
二
雀
に
分
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
前
述
の
通
り
奮
版
と
比
べ
て

読
を
改
め
ら
れ
た
箇
慮
が
か
な
り
多
く
、
そ
れ
だ
け
興
昧
も
深
い
の
で
あ
る
が

そ
の
一
々
に
つ
い
て
紹
介
と
批
詐
を
試
み
る
こ
と
は
紙
面
が
許
さ
な
い
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
セ

こ
こ
で
は
薦
版
と
比
較
し
て
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
見
解
の
饗
更
を
中
心
と
し

て
述
べ
よ
う
と
思
う
。

　
編
別
に
し
て
も
奮
版
は
緒
論
、
訴
訟
の
組
織
、
訴
訟
手
練
総
論
、
第
一
審
の

訴
訟
手
績
、
上
訴
、
非
常
上
告
、
略
式
手
綾
、
裁
判
の
執
行
と
い
う
八
編
別
で

あ
つ
た
の
に
劃
し
て
本
版
で
は
絡
論
、
縮
論
（
訴
訟
の
組
織
、
訴
訟
手
績
、
賀

禮
形
成
、
裁
判
。
以
上
上
巻
）
、
各
論
（
彊
制
虎
分
総
論
、
捜
査
、
誰
擦
保
全
、

公
訴
、
第
一
審
公
判
、
上
訴
、
裁
判
の
執
行
、
特
別
手
綾
、
非
常
救
濟
手
績
。

七
五

（
五
コ
ご



紹
介
と
批
評

以
上
下
巷
）
の
三
大
編
別
と
し
（
こ
の
鮎
は
前
述
「
要
綱
」
に
似
て
い
る
）
、
騰

系
づ
け
に
お
い
て
一
歩
前
進
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
騰
系
づ
け
に
お
い
て
一
貫

し
て
い
る
も
の
は
、
現
行
法
が
「
目
的
と
し
て
實
騰
的
眞
實
の
護
見
を
、
手
段
と

し
て
手
練
の
公
正
を
理
想
と
し
」
、
し
か
も
「
全
鶴
と
し
て
は
後
者
に
そ
の
重
貼

を
置
い
て
い
る
」
と
い
う
目
的
観
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
從
つ
て
刑
事
訴
訟
法

學
の
基
礎
理
論
に
關
聯
し
て
印
、
ち
刑
事
訴
訟
の
全
過
程
に
つ
い
て
ゼ
＜
σ
o
Q
即
9
①
目

の
い
わ
ゆ
る
　
く
霞
富
日
①
霧
一
営
ぽ
（
手
績
過
程
）
、
　
く
①
尾
o
黄
巳
饅
巴
冒
ご

（
追
行
過
程
）
、
留
魯
晦
霧
蜜
一
ξ
冒
鵯
冒
旨
Φ
（
實
龍
形
成
過
程
）
に
分
つ
三
分

読
、
或
い
は
卒
野
龍
一
助
教
授
の
訴
訟
追
行
々
爲
、
手
綾
形
成
行
爲
、
裁
判
と

い
う
三
分
読
更
に
は
小
野
清
一
郎
博
士
、
叉
は
李
場
安
治
教
授
の
所
読
等
に
封

決
し
つ
つ
、
實
騰
的
眞
實
の
獲
見
を
追
求
す
る
實
騰
面
と
、
手
練
の
公
正
を
追

求
す
る
手
績
面
と
に
分
ち
、
特
に
追
行
面
を
重
硯
す
る
立
場
を
遜
け
て
居
ら
れ

る
。
炉
、
し
て
著
者
は
、
結
局
種
々
の
騰
系
づ
け
の
中
「
最
も
よ
く
現
行
法
の
特
徴

を
捉
え
、
解
繹
の
指
針
を
示
し
得
」
る
も
の
を
重
親
す
る
の
で
あ
る
（
一
〇
四

頁
）
。
職
灌
主
義
的
な
ド
イ
ツ
法
に
基
く
ザ
ウ
エ
ル
の
三
分
読
は
と
も
か
く
と

し
て
、
ヤ
ー
メ
ス
・
ゴ
ー
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
筒
．
0
9
房
魯
9
一
暮
）
の
国
7

類
一
巨
e
ロ
の
硫
｝
5
目
色
g
一
寧
　
閃
Φ
巧
冒
犀
信
冒
磯
9
ε9
冒
色
e
一
箏
　
国
目
毛
胃
犀
6
0
国
①
－

＆
鱒
口
冒
鵯
冨
邑
言
ロ
磯
の
分
け
方
に
學
ば
れ
た
と
い
う
李
野
助
教
授
（
李

野
助
教
授
、
刑
事
訴
訟
法
1
、
九
三
頁
、
弘
丈
堂
法
律
學
講
座
）
の
三
分
読
は
、

團
藤
教
授
の
騰
系
づ
け
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
だ
け
で
は

な
く
、
理
論
構
成
そ
の
も
の
と
し
て
も
立
派
な
、
興
昧
あ
る
所
読
と
思
わ
れ
る

が
、
著
者
に
よ
れ
ば
「
訴
訟
の
追
行
が
全
く
當
事
者
に
一
任
さ
れ
る
建
前
（
例

え
ぼ
米
國
の
多
く
の
州
の
刑
訴
）
に
は
愛
當
し
て
も
」
「
現
行
法
の
設
明
に
十

分
で
あ
る
か
否
か
疑
問
」
で
あ
る
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
團
藤
融
擾
の
所

七
六

（
五
一
四
）

論
に
沿
つ
て
實
膣
面
と
手
績
面
と
の
封
立
を
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
叉
、
著
者
の
質
騰
的
眞
實
の
叢
見
よ
り
も
審
判
の
手
績
の
公
正
の
重
親
は
、

讃
振
法
に
於
け
る
傳
聞
詮
擦
排
斥
の
理
由
づ
け
に
影
響
し
、
或
い
は
擦
訴
申
立

の
理
由
に
お
け
る
到
決
に
影
響
あ
る
蓮
法
に
二
種
の
匠
別
を
考
え
る
こ
と
に
な

る
。
印
ち
、
傳
聞
讃
捺
排
斥
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
著
者
は
「
傳
聞
護
挨
の
排

斥
は
、
審
判
手
績
の
公
正
の
要
請
で
あ
り
、
反
封
尋
問
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
そ
の
中
心
で
あ
る
」
（
二
九
〇
1
二
九
一
頁
）
と
さ
れ
、
叉
到
決
に
影
響

の
あ
る
違
法
に
つ
い
て
は
「
現
行
法
の
目
的
の
第
一
は
公
正
な
訴
訟
手
績
の
維

持
で
あ
つ
て
、
法
令
適
用
の
誤
は
第
二
次
的
の
も
の
で
あ
る
」
か
ら
「
公
正
な

訴
訟
手
績
の
維
持
に
關
す
る
誤
は
法
三
七
九
條
に
該
當
し
、
然
ら
ざ
る
法
令
違

反
は
法
三
八
O
條
に
よ
る
も
の
」
と
し
、
　
「
爾
者
は
同
じ
『
到
決
に
影
響
あ
る

こ
と
明
ら
か
』
の
文
字
を
使
つ
て
い
て
も
目
的
論
的
に
考
え
て
訴
訟
手
績
の
誤

に
お
い
て
は
公
正
な
訴
訟
に
反
す
る
よ
う
な
も
の
は
到
決
に
影
響
す
る
蓋
然
性

が
強
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
た
め
に
必
ず
し
も
到
決
の
主
文
又
は
理
由
中
の
許

贋
に
現
實
に
影
響
を
與
え
た
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
の
に
反
し
て
、
そ
の
他
の

法
令
違
反
に
お
い
て
は
現
實
に
到
決
の
主
文
又
は
理
由
中
の
許
償
に
影
響
を
興

え
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
（
五
四
一
頁
）
と
匠
別
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
三
　
次
に
奮
版
に
比
し
最
も
根
本
的
な
改
正
を
加
え
ら
れ
た
の
は
何
と
云
つ

て
も
総
論
の
第
二
章
訴
訟
手
績
及
び
第
三
章
實
鎧
形
成
で
あ
る
。
こ
の
中
特
に

氣
づ
い
た
箇
庭
を
拾
つ
て
行
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　
ま
ず
訴
訟
手
綾
の
章
で
は
第
一
節
訴
訟
行
爲
中
第
三
節
の
無
敷
の
治
癒
に
注

意
が
惹
か
れ
る
。
こ
こ
で
も
本
書
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
詳
細
な
判



例
が
治
癒
を
認
め
た
も
の
、
追
完
を
認
め
た
も
の
、
治
癒
を
認
め
な
い
も
の
、

と
三
分
類
さ
れ
、
三
頁
に
も
亙
つ
て
詳
細
に
牧
集
、
解
読
さ
れ
て
あ
る
。
但
し

最
も
間
題
と
さ
れ
る
告
訴
の
追
完
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
「
訴
因
の
饗
更
が
あ
つ

た
よ
う
な
場
合
を
除
い
て
實
質
的
確
實
性
を
重
覗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
槍
察

官
の
公
訴
提
起
の
手
績
の
馳
に
ま
で
邉
完
を
認
め
る
の
は
疑
問
で
あ
る
」
（
一

二
一
頁
）
と
さ
れ
る
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
馳
に
關
し
、
宮
崎

教
授
が
起
訴
の
訴
訟
條
件
が
飲
け
て
い
て
も
、
い
や
し
く
も
起
訴
さ
れ
た
以
上

は
、
間
題
は
公
到
手
績
に
お
け
る
審
到
の
條
件
と
な
る
か
ら
、
そ
の
存
否
は
公

到
に
お
け
る
審
到
の
時
に
決
す
る
も
の
と
し
、
結
局
訴
訟
條
件
を
具
備
せ
し
む

る
に
足
る
行
爲
（
例
え
ば
告
訴
、
請
求
、
告
襲
等
）
の
許
さ
れ
る
時
期
の
問
題
だ

と
さ
れ
る
（
宮
崎
敦
授
「
訴
訟
條
件
」
刑
事
法
講
座
第
五
巻
一
〇
四
輔
、
一
〇

四
六
頁
）
の
は
、
結
果
的
に
は
團
藤
教
授
の
追
完
の
肯
定
と
同
檬
と
な
ろ
う
が
、

注
目
に
贋
す
る
。
そ
し
て
訴
訟
行
爲
の
動
的
、
護
展
的
見
地
か
ら
も
、
又
訴
訟

経
濟
の
見
地
か
ら
も
、
著
者
の
見
解
は
、
た
と
え
訴
因
攣
更
の
場
合
を
除
外
し

た
と
し
て
も
筒
少
し
狭
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
が
の
疑
を
禁
じ
得
な
い
。

　
第
三
節
訴
訟
條
件
も
、
著
者
は
從
來
各
論
部
に
お
い
て
、
公
訴
提
起
の
條
件

と
し
て
読
明
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
を
全
面
的
に
書
き
改
め
ら
れ
た

も
の
で
、
之
を
捜
査
、
公
訴
提
起
、
公
到
の
審
理
、
裁
鋼
、
刑
の
執
行
と
い
う

刑
事
訴
訟
の
夫
々
の
段
階
に
到
感
さ
せ
て
考
察
し
て
居
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
述

宮
崎
教
授
の
「
訴
訟
條
件
」
に
ヒ
ソ
ト
を
得
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
が
、
執
行
に

お
け
る
訴
訟
條
件
は
、
著
者
が
宮
崎
教
授
の
考
え
を
更
に
畿
展
さ
せ
た
も
の
で

あ
り
、
且
こ
れ
ら
の
訴
訟
條
件
に
つ
い
て
更
に
手
績
條
件
と
實
膿
條
件
に
分
析

し
て
居
ら
れ
る
。
訴
訟
條
件
に
關
す
る
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
動
的
な
分
析
は
、

從
架
類
似
の
教
科
書
に
は
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
、
卓
越
し
た
考
察
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
第
四
節
は
當
事
者
追
行
と
題
さ
れ
る
。
こ
の
第
一
款
は
公
訴
事
實
、
訴
因
、

罰
條
で
、
刑
訴
法
に
お
け
る
問
題
馳
を
一
手
に
引
受
け
る
。
何
故
な
ら
、
新
刑

事
訴
訟
法
は
、
大
陸
法
的
な
奮
法
か
ら
急
に
英
米
法
的
な
も
の
へ
韓
換
し
た
の

で
あ
る
が
、
倫
大
陸
法
的
な
考
え
方
を
捨
て
切
れ
ず
、
一
方
に
お
い
て
米
法
的

な
訴
因
制
度
を
導
入
し
乍
ら
、
他
方
、
大
陸
法
的
な
公
訴
事
實
の
概
念
を
留
保

し
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
、
木
に
竹
を
纒
い
だ
よ
う
な
公
訴
事
實
と
訴
因
と

の
關
係
を
統
一
的
に
解
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
學
読
が
沸
騰
し
た
の
で
あ
つ

た
か
ら
。

　
第
一
に
問
題
の
公
訴
事
實
の
意
義
に
關
し
て
、
著
者
は
手
場
教
擾
、
李
野
助

教
授
、
團
藤
教
授
の
所
読
を
批
判
さ
れ
た
後
、
醤
版
で
は
判
例
国
様
「
基
本
的

事
實
」
と
考
え
て
居
ら
れ
た
（
奮
、
一
二
〇
頁
）
の
を
改
め
、
　
「
公
訴
事
實
は

槍
察
官
が
審
到
を
請
求
し
た
事
實
」
或
い
は
「
一
面
に
お
い
て
假
設
的
な
枇
會

事
實
で
あ
る
と
同
時
に
他
面
或
る
程
度
法
律
的
な
評
償
に
も
服
す
る
も
の
」
で

あ
る
と
答
え
ら
れ
る
（
一
五
九
頁
）
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
定
義
か
ら
公
訴
事
實

の
範
園
は
表
示
（
訴
因
）
、
意
思
（
槍
察
官
の
意
思
解
繹
）
、
撃
動
（
検
察
官
の
胃

頭
陳
述
、
護
擦
の
提
出
等
）
の
三
つ
の
観
鮎
か
ら
決
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
そ

し
て
こ
こ
か
ら
公
訴
事
實
の
範
園
と
既
到
力
の
範
園
と
が
問
題
と
な
る
。
通
読

到
例
共
之
を
一
致
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
に
野
し
て
、
著
者
は
、
前
者
は
訴

訟
關
係
の
成
立
す
る
範
園
で
あ
り
て
、
明
確
な
基
準
を
必
要
と
す
る
の
に
反
し

て
、
後
者
は
被
告
人
の
保
護
と
公
共
の
謡
証
と
の
調
和
の
間
題
で
あ
つ
て
、

各
具
膿
的
場
合
に
つ
い
て
決
す
べ
き
で
あ
る
が
故
に
、
必
ず
し
も
常
に
一
致
す

る
も
の
で
は
な
い
と
説
か
れ
る
（
一
六
一
頁
）
。
本
來
目
的
を
異
に
す
る
こ
の
二

つ
の
も
の
を
同
一
標
準
で
解
繹
し
よ
う
と
し
て
い
た
從
來
の
學
説
に
、
鋭
い
批

紹
介
と
批
評

七
七

（
五
一
ー
五
）



紹
介
と
批
評

判
を
與
え
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
乍
ら
第
四
章
裁
到
の
第
三
節

確
定
力
の
と
こ
ろ
で
、
既
判
力
の
範
園
に
つ
き
「
公
訴
事
實
の
範
園
に
屍
せ
ず

ま
た
到
決
に
事
實
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
現
實
に
量
刑
に
勘
酌
さ
れ

て
い
れ
ば
既
到
力
が
及
」
び
「
ま
た
有
罪
無
罪
の
實
瞠
到
決
の
場
合
に
公
訴
事

實
の
輩
一
性
、
同
一
性
は
あ
つ
て
も
、
そ
れ
が
現
實
に
審
剣
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
既
到
力
は
及
ば
な
い
と
解
す
る
」
と
さ
れ
る
の
は
、
な
る
ほ
ど
そ
こ
に
引
用

さ
れ
た
到
例
の
解
羅
と
し
て
合
理
的
だ
と
し
て
も
、
理
論
的
に
は
既
到
力
の
範

園
が
非
常
に
曖
昧
な
も
の
に
な
つ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
、
一
懸
の
設
明
は

あ
つ
て
も
爾
直
ち
に
は
承
服
し
か
ね
る
も
の
を
感
ず
る
。

　
衣
い
で
公
訴
事
實
の
輩
一
性
、
同
一
性
の
問
題
も
學
読
の
岐
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
軍
一
性
に
關
し
て
は
著
者
が
か
つ
て
司
法
研
究
所
資
料
と
し
て
獲
表

さ
れ
た
「
犯
罪
の
個
敷
の
訴
訟
法
的
考
察
」
を
反
省
さ
れ
、
更
め
て
公
訴
事
實

の
軍
一
性
は
實
膿
的
考
察
に
服
せ
し
め
る
こ
と
の
正
當
性
を
認
め
、
同
一
性
に

關
し
て
は
小
野
博
士
の
罪
質
同
一
説
、
團
藤
教
授
の
構
成
要
件
共
通
読
に
つ
い

て
そ
れ
ぞ
れ
到
例
を
引
用
封
比
し
乍
ら
批
判
さ
れ
、
更
に
李
場
、
奉
野
、
井

上
三
氏
の
所
読
に
つ
い
て
の
批
到
を
加
え
ら
れ
た
後
結
局
、
公
訴
事
實
の
同
一

性
の
問
題
は
楡
察
官
の
表
示
、
意
思
、
撃
動
の
三
つ
の
標
準
に
よ
り
起
訴
状
の

記
載
の
解
繹
と
し
て
許
さ
れ
る
問
題
と
し
「
從
つ
て
訴
因
の
記
載
は
公
訴
事
實

の
中
心
部
分
を
な
し
、
検
察
官
の
意
思
を
合
理
的
に
解
羅
す
る
こ
と
に
よ
り
庭

臨
上
の
一
罪
が
こ
の
範
園
に
加
わ
り
、
更
に
起
訴
事
實
を
立
護
す
る
た
め
に
行

わ
れ
る
主
張
、
立
謹
も
、
こ
の
解
澤
の
標
準
の
一
つ
と
し
て
加
え
ら
れ
る
」
と

さ
れ
る
。
か
く
し
て
結
論
的
に
は
公
訴
事
實
を
槍
察
官
の
指
向
し
た
事
實
と
解

す
る
宮
崎
教
授
や
、
基
本
的
事
實
同
一
性
を
い
う
到
例
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と

と
な
る
（
一
七
三
頁
）
。

七
八

（
五
一
六
）

　
第
二
項
訴
因
に
つ
い
て
は
ま
ず
そ
の
定
義
づ
け
を
奮
版
に
お
い
て
は
「
犯
罪

事
實
を
巖
密
に
法
律
的
に
構
成
す
る
に
必
事
な
事
實
を
い
い
、
略
々
民
事
訴
訟

法
に
お
け
る
請
求
の
原
因
に
あ
た
る
」
（
奮
二
一
〇
頁
）
と
さ
れ
て
い
た
の
を
、

槍
察
官
が
審
判
を
請
求
し
た
事
蟹
即
ち
検
察
官
の
表
象
を
犯
罪
構
成
要
件
叉
は

そ
の
修
正
形
式
に
あ
て
は
め
た
も
の
と
し
「
訴
因
は
飽
く
ま
で
事
實
の
表
象
」
な

の
だ
か
ら
「
訴
因
そ
の
も
の
は
起
訴
状
に
は
現
わ
れ
ず
、
訴
因
の
記
載
の
合
理

的
解
羅
に
よ
つ
て
定
ま
る
」
と
し
て
訴
因
の
記
載
と
訴
因
そ
の
も
の
と
の
匪
別

を
明
確
に
L
て
居
ら
れ
る
（
一
七
六
頁
）
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
匠
別
は
ま
す
ま

す
公
訴
事
實
と
訴
因
と
の
重
な
り
合
う
面
を
多
く
し
、
公
訴
事
實
と
訴
因
と
は

何
れ
か
一
方
に
解
消
し
う
る
概
念
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
來
る
の
は
私
の
誤
解
で

あ
ろ
う
か
。
衙
奮
版
に
お
い
て
も
既
に
米
法
に
お
け
る
訴
因
に
關
す
る
読
明
は

か
な
り
詳
細
な
も
の
だ
つ
た
が
、
全
訂
版
で
は
更
に
詳
細
な
解
読
が
附
さ
れ
て

稗
釜
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　
更
に
訴
因
制
度
の
本
質
に
關
し
て
、
通
論
は
防
禦
の
た
め
の
手
績
上
の
要
請

で
あ
る
と
す
る
の
に
封
し
て
、
著
者
は
「
攻
撃
、
防
禦
の
た
め
の
手
績
上
の
要

請
で
あ
る
」
と
し
、
「
攻
撃
防
禦
に
不
意
打
を
興
え
な
い
こ
と
が
訴
因
制
度
の

本
質
で
あ
る
」
と
解
さ
れ
る
（
一
八
四
－
五
頁
）
。
こ
の
黙
も
奮
版
に
於
い
て
は

未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
新
刑
訴
法
の
當
事
者

主
義
的
訴
訟
構
造
に
照
し
、
訴
訟
當
事
者
と
し
て
の
被
告
人
と
検
察
官
の
双
方

に
勤
す
る
著
者
の
考
察
は
正
鵠
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
訴
因
制

度
の
探
用
が
な
ぜ
攻
撃
、
防
禦
の
手
段
を
霊
さ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と

い
う
根
本
問
題
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
解
答
が
與
え
ら
れ
で
、
い
な
い

憾
み
が
あ
る
。

　
既
に
し
て
割
當
の
紙
敷
も
突
破
し
て
し
ま
つ
た
の
で
先
を
急
ぎ
、
直
ち
に
第



三
章
實
鎧
形
成
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
護
擦
法
も
學

読
の
箏
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
多
く
を
語
る
暇
が
な
い
。
こ
こ
で
特
に

目
立
つ
の
は
自
由
な
讃
明
に
つ
い
て
の
分
析
で
、
著
者
は
犯
罪
動
機
、
情
状
と

い
つ
た
よ
う
な
、
構
成
要
件
事
實
及
び
こ
れ
に
密
接
に
關
聯
す
る
事
實
以
外
の

事
實
の
他
、
一
般
に
嚴
格
な
鐙
明
を
必
要
と
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
刑
罰
加
重

減
冤
事
由
も
、
叉
訴
訟
條
件
た
る
事
蜜
等
も
自
由
な
謹
明
で
足
り
る
も
の
と
し
、

且
、
嚴
絡
な
謹
明
と
の
匠
別
に
關
聯
し
て
之
を
謹
櫨
優
越
で
足
り
る
場
合
と
、

確
信
を
必
要
と
す
る
場
合
の
二
種
類
に
分
つ
て
考
察
し
て
い
る
鮎
で
あ
る
。

　
第
二
節
の
自
白
に
つ
い
て
は
そ
の
詮
嫁
能
力
に
つ
い
て
の
詳
細
な
到
例
の
引

用
と
橡
討
に
眼
を
奪
わ
れ
る
し
、
叉
法
第
三
一
九
條
第
二
項
の
解
繹
（
二
七
〇

ー
二
七
一
頁
）
や
共
犯
者
の
自
白
の
謹
明
力
（
二
八
七
頁
）
等
に
つ
い
て
は
著

者
の
賢
務
家
ら
し
い
裁
判
官
へ
の
信
頼
感
が
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
の
を
汲
み

と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
四
　
下
巻
各
論
に
お
い
て
特
に
目
立
つ
の
は
、
拘
留
開
示
理
由
に
づ
き
、
現

實
の
拘
禁
を
救
濟
す
る
手
段
で
あ
る
と
す
る
團
藤
教
授
（
團
藤
教
授
、
新
刑
事

訴
訟
法
綱
要
五
訂
版
二
三
一
頁
）
に
反
封
し
て
、
　
「
犯
罪
の
嫌
疑
及
び
勾
留
の

原
因
を
告
げ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
勾
留
朕
が
こ
の
嫌
疑
な
し
に
ま
た
法
に
定

め
る
原
由
な
し
に
は
稜
せ
ら
れ
な
い
よ
う
世
論
の
批
到
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
（
三
七
八
頁
）
と
さ
れ
る
黒
。
鑑
定
留
置
を
從
來
の
よ
う
に

裁
到
官
に
よ
る
庭
分
と
し
な
い
で
令
状
に
よ
る
彊
制
盧
分
で
あ
る
と
し
た
こ
と

（
四
〇
七
頁
）
、
挫
訴
申
立
の
理
由
と
し
て
の
到
決
に
影
響
あ
る
違
法
を
分
析
し

た
こ
と
（
前
述
）
、
破
殿
差
戻
移
邊
後
の
手
綾
に
お
け
る
井
上
、
横
川
読
の
批
到
、

そ
し
て
最
後
に
非
常
上
告
に
つ
い
て
の
考
察
等
に
隅
れ
る
べ
き
多
く
の
問
題
鼎

紹
介
と
批
評

は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
詳
細
に
述
ぺ
る
鹸
裕
を
持
た
な
い
。

　
五
　
全
膣
と
し
て
こ
の
全
訂
版
は
奮
版
に
比
し
、
釜
々
到
例
の
引
用
多
く
、

こ
と
に
未
だ
判
例
集
に
集
録
さ
れ
な
い
生
の
資
料
と
も
云
う
べ
き
、
最
高
裁
到

所
の
到
例
調
査
室
の
到
例
力
ー
ド
か
ら
の
引
用
も
か
な
り
多
く
、
し
か
も
各
高

等
裁
到
所
の
到
例
に
わ
た
つ
て
渉
、
の
引
用
が
極
め
て
詳
細
、
且
綱
羅
的
で
あ
る

事
、
刑
訴
の
教
科
書
中
の
匪
巻
で
あ
る
。
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
勲
多
く
の
到
例

は
中
に
は
特
に
興
味
を
惹
か
れ
る
も
の
も
相
當
あ
つ
た
が
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に

言
及
し
得
な
か
つ
た
の
が
残
念
で
あ
る
。
筒
こ
れ
ら
多
籔
の
到
例
と
學
読
の
批

到
と
が
關
聯
づ
け
ら
れ
で
い
る
こ
と
も
理
解
に
便
で
あ
る
。
そ
し
て
詳
細
な
到

例
と
學
読
と
の
比
較
槍
討
を
通
じ
て
、
お
そ
ら
く
讃
者
は
學
読
の
實
務
に
及
ぼ

す
影
響
だ
け
で
は
な
く
、
實
務
を
通
じ
て
學
訟
の
動
か
さ
れ
行
く
實
態
、
即
ち

學
読
と
實
務
（
判
例
）
と
の
交
互
作
用
と
い
つ
た
も
の
に
つ
い
て
何
か
し
み
じ

み
と
9
譲
霧
を
感
得
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
二
に
、
從
來
我
國
の
刑
事
訴
訟
法
學
は
、
奮
法
が
濁
法
系
で
あ
つ
た
爲
理

論
構
成
に
お
い
て
ド
イ
ッ
の
學
界
に
負
う
と
こ
ろ
多
く
、
英
米
法
系
に
韓
換
し

た
新
法
下
で
も
筒
基
礎
理
論
は
猫
法
的
に
読
か
れ
る
の
が
常
で
あ
る
の
に
甥
し

て
、
本
書
は
米
刑
訴
法
と
の
比
較
研
究
が
非
常
に
詳
細
で
さ
す
が
に
立
法
参
聲

者
ら
し
い
配
慮
の
窺
わ
れ
る
融
も
こ
の
書
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
奮
版
以

來
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
と
に
本
版
は
そ
の
後
の
著
者
の
研

究
の
纈
蓄
を
傾
げ
て
英
米
法
の
學
説
到
例
の
引
用
を
詳
細
且
明
白
に
し
て
居
ら

れ
る
。

　
第
三
に
編
輯
方
法
と
し
て
も
、
奮
版
が
全
麗
と
し
て
ベ
タ
組
で
、
あ
ま
り
讃

み
易
い
と
は
云
え
な
か
つ
た
の
に
到
し
て
本
版
は
本
文
を
9
ポ
に
、
外
國
法
と

七
九

（
五
一
七
）



紹
介
と
批
評

の
児
段
は
ゆ、
⑪、
細
か
い
理
論
は
①、
①、
賢
務
家
に
必
要
な
部
分
は
＠、

＠
と
そ
れ
ぞ
れ
符
践
を
別
に
し
て
よ
り
小
さ
な
活
字
に
し
て
あ
る
矯
奮
版
よ
り

も一
段
と
読
み
易
く、
理
解
し
易
く
な
っ
た。
こ
の
組
み
方
も
非
常
に
特
徴
的

で
あ
る。

最
後
に、
末
尾
に
詳
細
な
索
引
を
つ
け
ら
れ
た
事
は
一読
者
に
と
っ
て一
一居
こ

の
本
が
有
益、
便
利
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う。

以
上
極
め
て
粗
雑
な
紹
介
乍
ら
本
書
が
奮
版
と
比
べ
て一
段
と
す
ぐ
れ
た
内

容
を
も
ち、
類
書
の
中
で
他
を
医
す
る
高
い
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
つ
い
て
ほ

ぼ
御
諒
時い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
う。
締
切
間
際
の
倉
皇
の
中
に
こ
の一
文
を

草
し
た
魚、
或
い
は
著
者
の
畳、
意
を
誤
解
し、
又
は
借
越
E
不
首
な
批
剣
が
あ

る
こ
と
を
庭
れ、
著
者
並
び
に
読
者
諸
賢
の
御
海
容
を
乞
う
も
の
で
あ
る。

（
A
5
六
六
四
頁、
昭
和
廿
九
年
五
月
立
花
書
房）
（一
九
五
回
・
七・
三）

（
中
谷
瑳
子〉

i\ 

0 

（
五
一
八）


