
平
成
二
十
年
二
月
七
日
提
出

質

問

第

六

四

号

近
年
の
冤
罪
事
件
を
受
け
て
警
察
庁
が
公
表
し
た
「
警
察
捜
査
に
お
け
る
取
調
べ
適
正
化
指
針
」
に
関
す
る
再

質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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近
年
の
冤
罪
事
件
を
受
け
て
警
察
庁
が
公
表
し
た
「
警
察
捜
査
に
お
け
る
取
調
べ
適
正
化
指
針
」
に
関
す
る
再

質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
八
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。
な
お
、
冤
罪
と
い
う
言
葉
の
定
義
に
つ
い

て
は
、
前
回
質
問
主
意
書
同
様
、
富
山
県
氷
見
市
の
柳
原
浩
氏
が
強
姦
な
ど
の
容
疑
で
富
山
県
警
に
誤
認
逮
捕
さ
れ
、
二
年
あ

ま
り
服
役
し
た
後
に
無
罪
が
確
定
し
た
事
件
（
以
下
、
「
富
山
事
件
」
と
い
う
。
）
や
、
二
〇
〇
三
年
の
鹿
児
島
県
議
選
に
お

い
て
中
山
信
一
氏
と
志
布
志
市
の
運
動
員
ら
十
五
人
を
公
職
選
挙
法
違
反
容
疑
で
逮
捕
し
、
強
圧
的
な
捜
査
等
に
よ
り
自
白
を

強
要
し
、
後
に
全
員
の
無
罪
が
確
定
し
た
事
件
（
以
下
、
「
志
布
志
事
件
」
と
い
う
。
）
の
様
に
、
無
実
の
人
間
に
罪
を
着
せ

る
こ
と
と
す
る
。

一

二
〇
〇
八
年
一
月
二
十
四
日
に
警
察
庁
が
発
表
し
た
、
「
富
山
事
件
」
や
「
志
布
志
事
件
」
等
近
年
の
冤
罪
事
件
に
よ
り

低
下
し
た
警
察
庁
の
信
頼
を
取
り
戻
し
、
右
の
冤
罪
事
件
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
警
察
官
に
よ
る
取
り
調
べ
の
監
視
や

取
り
調
べ
中
の
禁
止
行
為
を
定
め
た
「
警
察
捜
査
に
お
け
る
取
調
べ
適
正
化
指
針
」
（
以
下
、
「
指
針
」
と
い
う
。
）
に
つ

き
、
前
回
質
問
主
意
書
で
取
り
調
べ
を
監
督
す
る
監
督
担
当
者
（
以
下
、
「
監
督
担
当
者
」
と
い
う
。
）
に
警
察
官
以
外
の

者
を
含
め
る
考
え
は
あ
る
か
、
「
監
督
担
当
者
」
が
警
察
官
の
み
で
構
成
さ
れ
る
の
な
ら
、
取
り
調
べ
中
に
「
指
針
」
に
反

一



す
る
行
為
が
行
わ
れ
て
も
、
同
じ
警
察
官
で
あ
る
「
監
督
担
当
者
」
が
そ
れ
を
適
正
に
指
摘
で
き
る
の
か
と
の
問
い
に
対

し
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
警
察
庁
と
し
て
は
、
監
督
担
当
者
は
警
察
官
を
含
む
警
察
職
員
と
す
る
方
向
で
検
討
中
で
あ

る
。
」
、
「
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
犯
罪
の
捜
査
を
直
接
担
当
し
な
い
総
務
又
は
警
察
部
門
に
取
調
べ
に
関
す
る
監
督
を

担
当
さ
せ
、
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
監
督
対
象
行
為
の
有
無
の
確
認
、
監
督
対
象
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合

に
お
け
る
監
察
部
門
等
へ
の
通
報
等
が
適
切
に
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
、

都
道
府
県
警
察
に
対
し
、
制
度
の
趣
旨
の
周
知
及
び
必
要
な
指
導
の
徹
底
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の

答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
「
指
針
」
の
趣
旨
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
で
、
本
当
に
右
に
述
べ

た
こ
と
を
防
げ
る
と
警
察
庁
は
考
え
て
い
る
の
か
。

二

「
指
針
」
が
目
指
す
取
り
調
べ
の
適
正
化
を
実
現
さ
せ
る
に
は
、
「
監
督
担
当
者
」
を
警
察
官
を
含
む
警
察
庁
職
員
と
す

る
の
で
は
な
く
、
せ
め
て
警
察
庁
の
上
位
官
庁
で
あ
る
国
家
公
安
委
員
会
の
職
員
が
そ
の
任
に
あ
た
る
か
、
も
し
く
は
取
り

調
べ
対
象
と
な
る
容
疑
者
の
弁
護
人
が
務
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

三

録
画
・
録
音
等
の
方
法
に
よ
る
取
り
調
べ
の
可
視
化
（
以
下
、
「
可
視
化
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
そ
の

導
入
に
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
べ
き
と
の
考
え
を
こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
述
べ
て
き
て
お
り
、
そ
の
問
題
点
に
つ
い

二



て
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
被
疑
者
が
、
録
音
・
録
画
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
取
調
べ
に
お
け
る
供
述
の
一
言
一
句
、
そ
の

際
の
動
作
や
表
情
等
が
後
に
再
生
さ
れ
、
近
親
者
、
知
人
等
取
調
官
以
外
の
第
三
者
が
こ
れ
を
視
聴
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

が
あ
り
得
る
こ
と
を
意
識
し
、
自
己
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
わ
た
る
事
項
等
を
供
述
す
る
こ
と
を
た
め
ら
い
、
取
調
官
と
の
信

頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
困
難
に
な
る
ケ
ー
ス
、
組
織
犯
罪
の
被
疑
者
が
、
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
の
記
録
を
視
聴
し
た
犯
罪

組
織
の
関
係
者
か
ら
報
復
等
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
、
当
該
犯
罪
組
織
の
実
態
や
当
該
犯
罪
組
織
に
お
け
る
上
位
者
の
関
与

状
況
等
を
取
調
官
に
対
し
て
供
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
ケ
ー
ス
等
が
考
え
ら
れ
る
。
」
と
、
二
つ
の
ケ
ー
ス
（
以

下
、
右
答
弁
に
あ
る
前
者
の
ケ
ー
ス
を
「
ケ
ー
ス
一
」
、
後
者
の
ケ
ー
ス
を
「
ケ
ー
ス
二
」
と
い
う
。
）
を
挙
げ
て
い
る
。

「
ケ
ー
ス
一
」
に
つ
い
て
、
被
疑
者
が
自
身
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
わ
た
る
事
項
等
（
以
下
、
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
」
と
い

う
。
）
を
供
述
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
と
政
府
は
言
う
が
、
そ
も
そ
も
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
」
が
当
該
事
件
の
真
相
解
明
等

に
関
係
な
く
、
必
要
な
い
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
取
調
官
が
被
疑
者
に
問
い
質
す
必
要
も
な
く
、
被
疑
者
も
話
す
必
要
は

な
い
。
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
」
が
当
該
事
件
の
真
相
解
明
等
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
取
調
官
に
よ
っ
て
問
い
質
さ

れ
、
調
書
等
の
記
録
に
残
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
可
視
化
」
に
よ
っ
て
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
」
を
供
述
す
る
こ
と
を
被
疑
者

が
た
め
ら
う
と
す
る
政
府
の
見
解
は
当
を
得
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

三



四

「
ケ
ー
ス
二
」
に
つ
い
て
、
組
織
犯
罪
の
被
疑
者
が
関
係
者
の
報
復
等
を
恐
れ
て
供
述
を
た
め
ら
う
と
政
府
は
言
う
が
、

そ
も
そ
も
組
織
犯
罪
の
被
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
、
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
時
点
で
、
当
該
犯
罪
組
織
か
ら
は
、
当

該
被
疑
者
が
事
件
に
つ
い
て
供
述
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
見
な
さ
れ
る
訳
で
あ
り
、
そ
の
事
件
が
解
決
さ
れ
れ
ば
、
当
該

被
疑
者
の
供
述
が
あ
っ
た
故
と
見
な
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
「
可
視
化
」
に
よ
っ
て
報
復
等
を
受
け
る
可
能
性

が
あ
る
と
被
疑
者
が
萎
縮
す
る
と
い
う
政
府
の
見
解
は
説
得
力
が
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

五

「
ケ
ー
ス
一
」
、
「
ケ
ー
ス
二
」
に
つ
い
て
も
、
取
り
調
べ
を
録
画
・
録
音
し
た
も
の
を
一
般
に
公
開
す
る
の
で
は
な

く
、
裁
判
等
、
事
件
の
真
相
解
明
に
必
要
な
場
の
み
で
用
い
る
、
ま
た
、
取
り
調
べ
を
録
画
・
録
音
し
た
も
の
を
公
開
す
る

際
に
は
、
当
該
裁
判
を
一
般
非
公
開
と
す
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
懸
念
さ
れ
る
事
態
を
防
ぐ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え

る
。
む
し
ろ
「
可
視
化
」
の
真
の
目
的
は
、
「
富
山
事
件
」
や
「
志
布
志
事
件
」
の
際
に
行
わ
れ
た
、
明
ら
か
に
度
を
超
し

た
、
そ
れ
こ
そ
「
指
針
」
に
反
す
る
警
察
官
に
よ
る
取
り
調
べ
を
証
拠
と
し
て
残
す
こ
と
で
、
取
り
調
べ
に
関
わ
る
警
察
官

の
暴
走
を
止
め
、
冤
罪
事
件
を
な
く
す
こ
と
に
あ
る
。
「
ケ
ー
ス
一
」
と
「
ケ
ー
ス
二
」
の
、
政
府
が
考
え
る
「
可
視
化
」

の
問
題
点
は
、
右
の
方
法
に
よ
っ
て
回
避
で
き
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
冤
罪
事
件
を
な
く
す
た
め
、
「
可
視
化
」
導
入
に
向

け
て
具
体
的
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

四



右
質
問
す
る
。

五


