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▼
四
年
前
の
京
都
ア
ニ
メ
放
火
殺

人
事
件
の
裁
判
が
や
つ
と
始
ま
る

ら
し
い
。犯
人
の
重
度
の
や
け
ど

の
治
療
に
長
時
間
を
要
し
た
と
い

ふ
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
へ

て
犯
人
の
責
任
能
力
を
問
ふ
精
神

鑑
定
に
も
か
な
り
の
時
間
が
割
か

れ
て
来
た
。そ
れ
は
故
安
倍
元
首

相
銃
撃
事
件
の
犯
人
・
山
上
某
に

つ
い
て
も
精
神
鑑
定
に
半
年
ほ
ど

の
時
間
が
費
や
さ
れ
て
や
つ
と
起

訴
が
確
定
さ
れ
た
。亦
、
何
年
か
前

の
吹
田
の
交
番
襲
撃
事
件
の
犯
人

も
鑑
定
の
結
果
無
罪
と
な
つ
た
。

▼
ま
た
直
近
で
は
長
野
県
中
野
市

議
会
議
長
息
子
に
よ
る
御
婦
人
二

名
、
警
察
官
二
名
の
殺
人
事
件
も

あ
り
、
こ
の
場
合
も
必
ず
精
神
鑑

定
期
間
が
半
年
程
見
込
ま
れ
る
で

あ
ら
う
。▼
事
ほ
ど
左
様
に
、
ど
の

刑
事
事
件
に
お
い
て
も
責
任
能
力

の
有
無
を
問
ふ
精
神
鑑
定
が
必
須

と
な
つ
て
ゐ
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

検
察
側
が
最
初
そ
の
必
要
性
を
認

め
な
く
て
も
犯
人
弁
護
側
が
そ
れ

を
要
求
す
れ
ば
結
果
的
に
応
じ
ざ

る
を
得
な
い
。▼
し
か
し
、
そ
の
責

任
能
力
と
は
何
な
の
で
あ
ら
う
か
。

犯
人
が
犯
し
た
事
件
は
厳
然
と
し

た
事
実
で
あ
り
、
被
害
者
も
存
在

す
る
。犯
人
と
被
害
者
と
い
ふ
関

係
が
な
い
も
の
と
さ
れ
る
責
任
能

力
を
振
り
か
ざ
す
現
行
法
の
在
り

様
は
事
件
そ
の
も
の
を
消
し
去
る

結
果
と
な
る
。被
害
者
及
び
そ
の

遺
族
等
の
立
場
は
ど
う
な
る
の
で

あ
ら
う
か
。▼
責
任
能
力
が
有
ら

う
が
無
か
ら
う
が
犯
し
た
罪
は
償

は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
単

純
明
快
な
事
実
に
立
ち
返
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。誤
つ
た

人
権
至
上
主
義
か
ら
の
脱
却
が
求

め
ら
れ
る
。こ
れ
も
戦
後
体
制
価

値
観
の
一
端
で
あ
る
。　　
　
（
谷
）

一
頁…

●
正
統
な
る
国
家
体
制
の
回
復

へ
む
け
て

二
頁…

●
新
風
ニ
ュ
ー
ス 

他

本
紙
目
次

下
し
た
日
本
が
果
た
せ
る
役
割

は
益
々
低
下
し
て
ゐ
る
と
言
は

ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。

　

中
・
ロ
独
裁
国
家
の
厳
し
い

国
際
戦
略
の
中
で
グ
ロ
ー
バ
ル

サ
ウ
ス
諸
国
に
対
す
る
Ｇ
７
の

影
響
力
も
相
対
的
に
低
下
し
て

ゐ
る
。
今
後
の
混
沌
と
し
た
国

際
社
会
に
対
応
し
て
行
く
た
め

に
も
今
こ
そ
戦
後
体
制
か
ら
脱

却
し
て
独
立
主
権
国
家
と
し
て

の
統
合
的
・
整
合
的
国
力
を
回

復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

正
統
日
本
の
岐
路

　

国
内
の
政
治
・
社
会
潮
流
は
、

所
謂
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
コ
レ
ク
ト

ネ
ス
（
政
治
・
社
会
の
俗
的
正

義
）
に
席
捲
さ
れ
か
け
て
ゐ
る

が
、
社
会
を
究
極
の
個
人
へ
と

細
分
化
、
分
断
化
し
よ
う
と
す

る
思
潮
は
、
多
様
性
を
認
め
る

社
会
と
い
ふ
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
は

逆
に
相
容
れ
な
い
サ
ヨ
ク
の
独

善
・
独
裁
的
正
義
の
主
張
で
あ

る
。
国
家
秩
序
・
社
会
秩
序
を

破
壊
す
る
企
図
の
も
の
で
あ
り
、

警
戒
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、

他
グ
ロ
ー
バ
ル

サ
ウ
ス
の
諸
国

を
も
含
め
て
、

主
権
国
家
と
し

て
の
基
本
的
属

性
＝
軍
隊
の
保
有
を
否
定
し
て

ゐ
る
憲
法
を
平
和
憲
法
と
称
し

て
後
世
大
事
に
押
し
戴
い
て
ゐ

る
独
立
主
権
国
は
皆
無
で
あ
る
。

そ
の
様
な
わ
が
国
が
国
際
政
治

の
中
で
指
導
的
立
場
に
立
て
る

と
錯
覚
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
が
、
そ
の
自
覚
を
欠
如
さ

せ
て
矛
盾
を
感
じ
な
い
と
こ
ろ

に
戦
後
体
制
の
根
の
深
さ
が
あ

る
。占

領
政
策
に
迎
合
し
た

国
家
意
志
の
卑
屈
さ

　

来
日
し
て
Ｇ
７
会
議
に
参
加

し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ゼ
レ
ン
ス

キ
ー
大
統
領
が
日
本
の
事
情
は

充
分
に
承
知
し
て
を
り
、
戦
争

終
結
後
の
復
興
事
業
に
期
待
し

て
ゐ
る
と
言
明
し
た
通
り
、
わ

が
国
要
路
者
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

戦
争
や
緊
迫
す
る
東
ア
ジ
ア
に

お
い
て
わ
が
国
が
主
権
国
家
と

し
て
の
外
交
力
を
発
揮
す
る
こ

と
に
は
基
本
的
に
欠
格
者
で
あ

る
こ
と
に
深
く
自
省
を
巡
ら
せ

ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
開
か
れ

た
ア
ジ
ア
太
平
洋
構
想
や
法
の

支
配
に
基
づ
く
自
由
で
開
か
れ

た
国
際
秩
序
構
想
等
々
に
自
己

略
、〝
遺
憾
〞
外
交
に
終
始
し
て

今
日
の
危
殆
に
瀕
す
る
事
態
を

招
い
て
ゐ
る
。

防
衛
予
算
増
額
の
限
界

　

ロ
シ
ア
・
北
朝
鮮
・
中
国
に

よ
つ
て
一
触
即
発
の
緊
迫
下
に

あ
る
東
ア
ジ
ア
情
勢
や
ウ
ク
ラ

イ
ナ
戦
争
等
に
対
し
て
は
、
主

権
国
家
と
し
て
厳
し
い
対
応
姿

勢
が
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
相

変
ら
ず
現
行
占
領
憲
法
と
日
米

安
保
条
約
体
制
即
ち
戦
後
体
制

を
脱
し
よ
う
と
す
る
意
識
も
見

受
け
ら
れ
な
い
。
戦
後
体
制
下

の
自
衛
隊
に
如
何
に
予
算
を
増

額
し
よ
う
と
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
二
％

の
防
衛
予
算
増
額
を
五
年
で
と

決
定
さ
れ
た
が
）、
軍
隊
と
し

て
の
属
性
を
基
本
的
に
否
定
さ

れ
て
ゐ
る
自
衛
隊
に
主
権
国
家

の
常
識
的
交
戦
能
力
は
与
へ
ら

れ
て
は
居
な
い
。
泥
縄
式
に
装

備
に
金
を
掛
け
れ
ば
済
む
と
い

ふ
問
題
で
な
い
こ
と
に
、
戦
後

体
制
価
値
観
で
覆
ひ
尽
く
さ
れ

て
ゐ
る
現
行
既
成
政
治
勢
力
に

は
本
質
的
に
理
解
不
能
な
の
で

あ
ら
う
。
今
更
の
如
く
〝
自
分

の
国
は
自
分
で
守
ら
ね
ば
な
ら

な
い
〞
程
度
の
政
治
意
識
で
真

の
独
立
主
権
国
家
と
し
て
冷
徹

な
る
国
際
社
会
に
伍
し
て
は
行

け
な
い
。

故
安
倍
首
相
へ
の
妄
信

　

令
和
の
御
代
は
戦
後
政
治
八

十
年
の
積
弊
の
結
果
と
し
て
正

に
亡
国
の
危
機
に
直
面
し
て
ゐ

る
。
国
防
外
交
、
内
政
共
々
こ

の
二
〜
三
年
の
舵
取
り
選
択
を

　

日
本
が
議
長
国
を
担
当
し
た

Ｇ
７
サ
ミ
ッ
ト
が
様
々
な
問
題

を
孕
み
な
が
ら
も
無
事
終
了
し

た
。
岸
田
首
相
が
原
爆
被
爆
地

広
島
で
の
開
催
に
込
め
た
意
義

は
、
核
の
な
い
世
界
│
│
核
軍

縮
で
あ
つ
た
が
、
ロ
シ
ア
・
北

朝
鮮
・
中
共
に
よ
つ
て
生
起
し

て
ゐ
る
核
の
先
制
使
用
の
現
実

的
可
能
性
の
高
ま
り
の
中
で
、

そ
れ
に
対
す
る
核
抑
止
力
を
如

何
に
保
持
し
て
対
抗
す
る
か
と

い
ふ
冷
厳
な
る
国
際
政
治
の
緊

迫
感
の
前
で
は
夢
想
的
と
し
か

捉
へ
ら
れ
な
か
つ
た
。
議
長
国

の
面
子
を
立
て
て
理
想
と
し
て

の
核
廃
絶
と
い
ふ
文
言
は
折
り

込
め
ら
れ
は
し
た
。
被
団
協
等

の
一
部
か
ら
は
そ
の
有
り
様
に

失
望
し
た
と
の
批
判
が
あ
つ
た

が
、
こ
れ
が
現
実
の
国
際
政
治

で
あ
る
。
彼
等
は
ロ
・
中
・
北

朝
鮮
首
脳
に
対
し
て
同
様
な
直

言
を
行
つ
た
こ
と
は
な
く
、
そ

の
意
気
も
な
い
で
あ
ら
う
。

　

抑
々
、
わ
が
国
が
ア
ジ
ア
か

ら
唯
一
の
Ｇ
７
構
成
国
と
し
て

参
加
し
て
ゐ
る
の
は
経
済
大
国

で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
度
拡
大
参
加
し
た
イ
ン
ド

陶
酔
し
て
ゐ
る
場
合
で
は
な
い
。

　

そ
れ
は
大
東
亜
戦
争
敗
戦
後

の
米
国
の
占
領
政
策
に
ま
で
立

ち
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
が
、
わ
が
国
要
路
者
に

は
戦
後
一
貫
し
て
そ
の
思
考
は

な
い
。
占
領
政
策
の
方
針
は
、

二
度
と
日
本
が
立
ち
上
が
つ
て

欧
米
に
対
抗
す
る
こ
と
の
な
い

様
に
永
久
的
に
国
家
意
志
の
弱

体
化
を
図
り
、
国
民
精
神
の
骨

抜
き
を
企
図
す
る
こ
と
に
あ
つ

た
。

　

そ
の
様
々
な
占
領
政
策
の
集

約
と
し
て
天
皇
の
御
存
在
へ
の

否
定
的
威
圧
の
下
、
現
行
憲
法

が
押
し
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

占
領
期
間
中
は
、
敗
戦
の
結
果

と
し
て
致
し
方
が
な
か
つ
た
の

で
あ
る
が
、
昭
和
二
十
七
年
四

月
二
十
八
日
に
一
応
主
権
回
復

し
た
後
に
は
、
占
領
基
本
法
と

し
て
失
効
を
宣
言
し
、
帝
国
憲

法
に
復
原
し
て
独
立
主
権
国
家

と
し
て
自
ら
の
意
志
に
よ
る
憲

法
改
定
作
業
を
最
大
の
政
治
課

題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

た
。
し
か
し
、
占
領
期
間
中
に
、

公
職
追
放
措
置
か
ら
逃
れ
る
た

め
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
阿
諛
追
従
し
た
り
、

戦
時
中
の
責
任
逃
れ
に
汲
々
と

し
て
占
領
政
策
に
迎
合
し
て
進

歩
的
と
称
す
る
立
場
に
身
を
置

か
う
と
す
る
正
に
曲
学
阿
世
の

徒
に
よ
つ
て
国
は
覆
ひ
尽
く
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

党
利
党
略
政
治
へ
の
埋
没

　

当
時
の
吉
田
首
相
は
、
現
行

占
領
憲
法
を
逆
手
に
と
つ
た
つ

も
り
で
主
権
国
家
と
し
て
の
基

本
的
属
性
の
回
復
を
先
づ
図
る

と
い
ふ
選
択
を
放
棄
し
て
経
済

復
興
至
上
路
線
で
米
国
へ
の
従

属
に
甘
ん
じ
た
。
そ
の
判
断
が

当
面
の
仮
面
意
識
を
若
干
は
有

し
て
は
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
が
、

そ
の
後
継
者
た
ち
が
織
り
な
し

た
戦
後
保
守
政
治
は
そ
の
仮
面

の
完
全
な
血
肉
化
を
全
く
認
識

す
る
こ
と
も
な
く
、
所
与
の
戦

後
民
主
主
義
と
し
て
作
為
的
に

戦
後
政
治
、
戦
後
日
本
を
形
成

し
て
迷
ふ
こ
と
も
な
か
つ
た
。

利
権
・
金
権
・
権
勢
欲
に
塗
れ

た
戦
後
保
守
政
治
は
、
東
西
冷

戦
構
造
の
中
で
ア
メ
リ
カ
の
背

に
隠
れ
な
が
ら
経
済
大
国
化
と

い
ふ
成
果
を
最
大
の
政
治
的
業

績
と
し
な
が
ら
長
期
政
権
を
保

持
し
て
今
日
に
至
つ
て
ゐ
る
が
、

東
西
冷
戦
構
造
が
終
焉
す
る
中

で
得
意
絶
頂
で
あ
つ
た
バ
ブ
ル

経
済
が
弾
け
て
低
迷
の
平
成
時

代
、
徐
々
に
国
力
の
低
下
に
直

面
し
て
も
左
程
の
危
機
感
を
抱

く
こ
と
も
な
く
、
様
々
に
生
じ

始
め
た
亡
国
の
危
険
性
の
政
治

課
題
・
社
会
問
題
に
対
し
て
も

小
手
先
の
選
挙
戦
術
的
党
利
党

特
に
戦
後
体
制
下
の
偽
善
的
・

欺
瞞
的
戦
後
民
主
主
義
社
会
は

一
段
と
そ
の
陥
穽
に
落
ち
込
み

か
ね
な
い
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

特
に
人
口
減
少
傾
向
が
顕
著

な
わ
が
国
に
お
い
て
、
統
合
的

国
家
社
会
の
長
期
構
想
が
今
日

ほ
ど
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
時
は
な

い
。
戦
後
保
守
政
治
の
習
ひ
性

で
あ
る
利
権
保
身
の
た
め
の
選

挙
戦
術
的
ツ
ギ
ハ
ギ
施
策
で
は

な
く
、
現
出
し
つ
つ
あ
る
Ａ
Ｉ

的
産
業
社
会
段
階
を
前
提
と
し

な
が
ら
も
故
三
島
由
紀
夫
氏
が

悲
観
し
た
「
無
機
的
な
、か
ら
っ

ぽ
な
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
、
中

間
色
の
…
…
或
る
経
済
的
大
国

が
極
東
の
一
角
に
残
る
で
あ
ら

う
」
と
い
ふ
見
事
な
る
予
感
を

覆
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
独

立
主
権
国
家
と
し
て
の
日
本
民

族
国
家
体
制
の
再
確
立
を
前
提

と
し
、
か
つ
真
面
目
に
働
く
国

民
が
各
々
そ
の
所
を
得
ら
れ
る

健
全
な
る
共
同
体
社
会
の
回
復

へ
む
け
て
戦
後
体
制
打
破
の
努

力
が
吾
等
に
与
へ
ら
れ
た
、
残

さ
れ
た
使
命
で
は
な
い
か
。

（
二
面
へ
続
く
）→

正統なる国家体制の
回復へむけて
正統なる国家体制の
回復へむけて

六
月
二
十
三
日

沖
縄
慰
霊
の
日

誤
る
と
一
気
に
わ
が
日
本
は

奈
落
の
底
に
転
落
し
て
仕
舞

ひ
か
ね
な
い
岐
路
に
あ
り
、

戦
後
体
制
を
打
破
、
脱
却
し

て
こ
そ
真
の
独
立
主
権
国
家

と
し
て
調
和
の
と
れ
た
社
会

へ
の
将
来
展
望
が
見
通
せ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
故
安
倍
元
首
相
が
提
示
し
て

ゐ
た
戦
後
レ
ヂ
ー
ム
か
ら
の
脱

却
と
は
真
逆
の
路
線
選
択
で
あ

る
こ
と
に
気
付
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
現
行
占
領
憲
法
に
自
衛
隊

の
存
在
を
明
記
し
て
従
属
的
日

米
安
保
体
制
を
強
化
す
る
と
い

ふ
の
が
安
倍
流
戦
後
レ
ヂ
ー
ム

か
ら
の
脱
却
で
あ
り
、
そ
れ
は

脱
却
ど
こ
ろ
か
容
認
強
化
路
線

の
極
致
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
安

倍
構
想
と
し
て
評
価
の
高
い
自

由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋

構
想
も
日
本
が
そ
の
有
力
な
任

務
を
遂
行
す
る
こ
と
も
画
餅
な

の
で
あ
る
（
ま
し
て
や
経
済
力

の
衰
退
の
中
で
は
言
は
ず
も
が

な
で
あ
ら
う
）。

　

抑
々
、
一
国
の
国
力
と
は
軍

事
力
・
政
治
力
・
経
済
力
・
教

育
文
化
力
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ

て
を
り
、
軍
事
力
の
背
景
の
な

い
外
交
政
治
力
は
国
際
社
会
に

お
い
て
は
一
人
前
と
は
見
な
さ

れ
な
い
。
経
済
大
国
化
以
後
の

わ
が
国
は
専
ら
経
済
力
を
背
景

に
国
際
的
影
響
力
を
行
使
し
て

来
た
が
、
冷
戦
後
の
主
権
国
家

が
鬩
ぎ
合
ひ
、
国
際
紛
争
の
多

発
す
る
国
際
情
勢
下
で
は
軍
事

力
を
背
景
と
し
た
外
交
政
治
力

が
必
要
と
さ
れ
、
経
済
力
の
低
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