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資
　
　
料

被
拘
置
者
に
対
す
る
死
刑
の
時
効
の
適
用
に
関

す
る
、
法
務
大
臣
へ
の
意
見
書

沢

登

佳

人

解

説

　
昭
和
二
三
年
一
月
二
六
日
、
開
店
直
後
の
帝
国
銀
行
椎
名
町
支
店
（
東
京
都
豊
島
区
）
に
、
都
の
「
防
疫
班
」
の
腕
章
を
し
た
五
〇

歳
前
後
の
男
が
現
わ
れ
、
赤
痢
の
予
防
薬
と
称
し
て
行
員
一
六
名
に
青
酸
性
の
毒
物
を
飲
ま
せ
た
。
一
二
名
が
死
亡
し
、
四
名
は
命
を

と
り
と
め
た
が
、
男
は
現
金
一
六
万
四
千
円
と
小
切
手
を
奪
っ
て
逃
走
し
た
。
警
視
庁
は
同
年
八
月
一
＝
日
、
テ
ン
ペ
ラ
画
家
平
沢
貞

通
を
容
疑
者
と
し
て
逮
捕
し
て
取
調
べ
、
自
白
を
獲
た
。
し
か
し
平
沢
は
一
審
公
判
か
ら
否
認
に
転
じ
た
。
一
、
二
審
と
も
死
刑
言
渡

を
受
け
上
告
し
た
が
、
昭
和
三
〇
年
四
月
六
日
上
告
棄
却
の
判
決
言
渡
を
受
け
（
最
高
裁
昭
和
二
六
年
㈲
第
二
五
一
八
号
強
盗
殺
人
等
被
告
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事
件
）
、
そ
の
結
果
平
沢
に
対
す
る
死
刑
言
渡
は
昭
和
三
〇
年
五
月
七
日
に
確
定
し
た
（
刑
訴
法
四
一
八
条
）
。
刑
確
定
後
も
平
沢
は
無
罪

を
主
張
し
て
一
六
回
に
わ
た
り
再
審
請
求
を
行
な
っ
た
が
す
べ
て
棄
却
さ
れ
、
一
七
回
目
の
再
審
請
求
が
現
在
東
京
高
等
裁
判
所
に
係

属
中
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
昭
和
六
〇
年
五
月
七
日
に
は
、
平
沢
に
対
す
る
死
刑
判
決
確
定
後
満
三
〇
年
が
経
過
し
終
る
。
平
沢
再
審
請
求
事
件
の

弁
護
人
ら
お
よ
び
「
平
沢
貞
通
氏
を
救
う
会
（
鶴
見
俊
輔
代
表
委
員
、
平
沢
武
彦
事
務
局
長
代
行
）
」
は
、
「
刑
法
三
一
条
お
よ
び
三
二
条
に

よ
り
、
こ
の
日
を
以
て
平
沢
に
対
す
る
死
刑
の
時
効
が
完
成
し
、
平
沢
に
対
す
る
死
刑
の
執
行
は
免
除
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
」
と
の

考
え
に
基
づ
き
、
昭
和
六
〇
年
一
月
二
四
日
法
務
大
臣
、
法
務
省
刑
事
局
、
中
央
厚
生
保
護
審
査
会
に
対
し
、
特
赦
に
よ
る
平
沢
の
即

時
釈
放
ま
た
は
死
刑
の
時
効
の
完
成
に
よ
る
昭
和
六
〇
年
五
月
七
日
平
沢
の
釈
放
を
要
請
す
る
と
共
に
、
釈
放
に
賛
同
す
る
法
学
者
一

七
五
名
の
賛
同
署
名
お
よ
び
四
〇
名
の
意
見
書
を
併
せ
提
出
し
た
。

　
し
か
し
、
法
務
省
は
か
ね
て
か
ら
「
時
効
は
完
成
し
な
い
」
と
の
立
場
を
と
り
、
篁
栄
一
刑
事
局
長
は
昭
和
五
九
年
三
月
国
会
で
、

「
刑
事
の
時
効
は
、
判
決
言
渡
後
に
逃
亡
す
る
な
ど
し
て
刑
の
執
行
を
逃
れ
て
い
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
平
沢
の
場
合
は
刑

の
執
行
を
前
提
と
し
た
拘
置
が
続
い
て
い
る
以
上
、
そ
の
間
は
時
効
は
進
行
し
な
い
。
」
と
の
見
解
を
表
明
し
た
。
そ
し
て
昭
和
六
〇

年
三
月
二
八
日
「
平
沢
貞
通
を
救
う
会
」
が
、
重
ね
て
死
刑
の
時
効
に
よ
る
釈
放
要
請
の
署
名
を
法
務
省
に
提
出
し
た
際
に
も
、
当
局

者
は
、
刑
の
時
効
を
否
定
す
る
見
解
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
旨
言
明
し
た
。

　
そ
こ
で
、
昭
和
六
〇
年
四
月
五
日
、
平
沢
の
弁
護
人
ら
は
、
島
崎
法
相
、
江
幡
検
事
総
長
ら
を
相
手
取
り
、
死
刑
の
時
効
が
完
成
す

る
昭
和
六
〇
年
五
月
七
日
に
平
沢
を
釈
放
す
る
こ
と
を
求
め
た
人
身
保
護
請
求
を
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
提
出
し
た
。

　
江
湖
の
参
考
に
供
せ
ん
が
た
め
に
、
以
下
、
沢
登
佳
人
が
平
沢
弁
護
人
団
お
よ
び
「
救
う
会
」
の
要
請
を
受
け
て
昭
和
六
〇
年
一
月
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二
四
日
法
務
大
臣
ら
に
提
出
し
た
意
見
書
を
転
載
す
る
。

平
沢
貞
通
氏
の
釈
放
問
題
に
関
す
る
意
見
書

新
潟
大
学
法
学
部
教
授
　
刑
法

　
　
　
　
　
沢
　
　
登
　
　
佳

人

　
死
刑
判
決
を
受
け
た
者
が
そ
の
判
決
の
確
定
後
三
〇
年
間
監
獄
に
拘
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
刑
法
三
二
条
に
従
い
三
〇
年
の
「
期

間
内
其
執
行
ヲ
受
ケ
サ
ル
ニ
因
リ
」
時
効
が
完
成
し
、
か
つ
刑
法
三
一
条
に
従
い
「
時
効
二
因
リ
其
執
行
ノ
免
除
ヲ
得
」
る
。
然
ら
ず

と
す
る
見
解
に
対
し
て
以
下
弁
駁
す
る
。

　
一
、
死
刑
執
行
ま
で
の
拘
置
期
間
中
は
時
効
期
間
は
進
行
し
な
い
と
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
拘
置
を
死
刑
執
行
の
一
部
と
解
し
、

す
で
に
執
行
に
着
手
し
て
い
る
の
だ
か
ら
時
効
期
間
は
進
行
し
な
い
の
だ
と
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
論
理
は
成
り

立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ー
刑
法
＝
条
二
項
は
「
死
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
其
執
行
二
至
ル
マ
テ
之
ヲ
監
獄
二
拘
置
ス
」
と
定

め
、
「
拘
置
」
を
明
確
に
「
死
刑
ノ
執
行
」
と
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
論
し
て
「
拘
置
は
死
刑
の
執
行
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、

死
刑
執
行
の
準
備
段
階
と
し
て
広
義
で
は
死
刑
の
執
行
の
一
部
で
あ
る
。
」
と
主
張
す
る
の
は
、
憲
法
三
一
条
の
定
め
る
刑
事
法
の
厳



格
解
釈
の
要
請
に
反
す
る
。

劃駅書見
意

のへ

臣
大務法へ

す

欄刷㎎駒肋研けは者置拘被3
1

　
二
、
の
み
な
ら
ず
、
三
〇
年
の
拘
置
を
死
刑
執
行
の
準
備
期
間
と
解
す
る
こ
と
自
体
が
、
次
の
理
由
に
よ
り
本
質
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
1
死
刑
囚
を
三
〇
年
間
死
の
恐
怖
の
下
に
置
き
続
け
た
こ
と
自
体
、
法
と
人
道
と
良
識
と
が
決
し
て
予
定
せ
ず
絶
対

に
認
め
え
な
い
違
法
な
拘
禁
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
す
で
に
、
死
刑
の
執
行
に
優
る
実
質
的
処
罰
が
な
さ
れ
ず
み
で
あ
る
。
「
こ
の
・

三
〇
年
の
拘
禁
は
死
刑
執
行
の
準
備
段
階
で
あ
っ
て
、
広
義
の
死
刑
執
行
の
一
部
で
あ
る
。
」
と
い
う
論
理
を
も
し
貫
き
通
す
な
ら
ば
、

三
十
年
経
過
後
い
ず
れ
死
刑
を
現
実
に
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
三
十
年
の
拘
禁
と
死
の
恐
怖
と
い
う
苦

痛
を
科
し
た
上
、
さ
ら
に
そ
の
命
を
絶
つ
と
い
う
が
如
き
は
、
人
道
に
反
し
、
明
ら
か
に
憲
法
三
六
条
が
禁
止
す
る
残
虐
刑
に
当
た
る
。

か
よ
う
に
、
も
は
や
人
道
上
憲
法
上
死
刑
を
科
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
以
上
は
、
「
三
〇
年
の
拘
置
は
死
刑
執
行
の
た
め
の
準
備
段

階
で
あ
り
、
従
っ
て
広
義
の
死
刑
執
行
の
一
部
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
論
拠
は
現
実
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
三
〇
年

の
経
過
を
以
て
時
効
の
完
成
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
三
、
「
死
刑
執
行
の
準
備
期
間
た
る
拘
置
期
間
中
時
効
は
そ
の
進
行
を
停
止
す
る
。
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
の
理
由
に

よ
り
誤
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
1
刑
法
三
四
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
「
時
効
ハ
刑
ノ
執
行
二
付
キ
犯
人
ヲ
逮
捕
シ
タ
ル
ニ
因
リ
之
ヲ
中

断
ス
」
る
。
単
に
「
中
断
ス
」
で
あ
っ
て
「
中
断
シ
タ
ル
後
拘
禁
中
停
止
ス
」
で
は
な
い
。
尤
も
、
自
由
刑
の
執
行
は
逮
捕
に
当
然
引

続
く
拘
禁
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
の
で
、
逮
捕
と
刑
の
執
行
と
は
連
続
し
、
そ
の
後
再
び
逃
亡
が
な
さ
れ
ぬ
限
り
、
時
効
中
断
後
の
時
効

の
再
開
始
は
事
実
上
問
題
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
死
刑
の
執
行
に
備
え
て
逮
捕
後
拘
置
す
る
場
合
に
は
、
拘
置
が
上
述
の
如
く
死
刑
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執
行
の
一
部
で
は
な
い
以
上
、
そ
の
拘
置
期
間
中
逮
捕
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
た
時
効
は
再
び
進
行
を
開
始
す
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

か
よ
う
に
一
旦
逃
亡
し
て
か
ら
逮
捕
さ
れ
て
死
刑
執
行
に
備
え
て
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
時
効
が
進
行
す
る
の
に
、
逃
亡
す

る
こ
と
な
く
法
に
従
っ
て
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
時
効
の
進
行
が
停
止
す
る
と
い
う
の
は
、
不
公
平
ど
こ
ろ
か
話
が
逆
で

あ
っ
て
、
憲
法
一
四
条
の
定
め
る
法
の
下
の
平
等
に
反
す
る
。
従
来
人
は
懲
役
刑
・
禁
銅
刑
の
場
合
の
み
を
念
頭
に
置
き
、
単
な
る
中

断
と
中
断
後
拘
禁
中
停
止
と
の
違
い
を
意
識
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
死
刑
の
場
合
に
は
こ
の
違
い
を
看
過
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。

　
四
、
以
上
に
対
し
次
の
よ
う
な
反
論
を
試
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
ー
刑
法
三
四
条
一
項
の
逮
捕
と
は
、
狭
義
の

逮
捕
と
そ
れ
に
引
続
く
監
獄
で
の
拘
置
と
の
全
体
を
指
称
す
る
広
義
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
狭
義
の
逮
捕
以
後
三
〇
年
間
監
獄
に

拘
置
さ
れ
て
い
た
死
刑
囚
は
三
〇
年
間
逮
捕
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
三
〇
年
間
時
効
の
進
行
が
中
断
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
こ
れ
と
対
比
し
て
、
死
刑
確
定
後
逃
亡
す
る
こ
と
な
く
引
続
き
三
〇
年
間
拘
置
さ
れ
て
い
た
者
に
つ
い
て
も
同
様
時
効
が
進

行
し
な
い
1
但
し
こ
の
場
合
は
一
旦
進
行
を
開
始
し
た
時
効
を
中
断
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
時
効
が
停
止
す
る
ー
と
解
す
る
こ

と
が
、
公
平
な
取
扱
い
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
こ
の
理
窟
は
次
の
理
由
に
よ
っ
て
成
り
立
た
な
い
。
す
な
わ
ち
1
刑
事
手
続
上
逮
捕

と
は
、
そ
れ
ま
で
身
体
的
に
自
由
で
あ
っ
た
人
を
ま
ず
捕
え
た
上
で
身
柄
拘
束
の
ま
ま
彼
を
法
が
予
定
す
る
次
の
段
階
の
手
続
に
移
送

す
る
手
続
を
言
う
。
従
っ
て
、
移
送
の
た
め
に
常
識
上
必
要
に
し
て
十
分
な
時
間
を
超
え
て
自
由
を
拘
束
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

被
疑
者
を
捕
え
た
上
で
こ
れ
を
勾
留
手
続
に
移
送
す
る
手
続
と
し
て
の
被
疑
者
逮
捕
は
、
そ
の
代
表
例
で
あ
っ
て
、
法
律
に
よ
り
そ
の

期
間
を
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
確
定
判
決
を
受
け
た
逃
亡
者
を
逮
捕
し
た
場
合
も
、
同
様
に
、
捕
え
た
逃
亡
者
は
次
の
手
続
段
階
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た
る
監
獄
内
拘
置
手
続
に
直
ち
に
こ
れ
を
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
移
送
さ
れ
た
人
が
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、

拘
置
手
続
即
刑
の
執
行
で
あ
る
か
ら
、
ど
ん
な
に
屈
理
窟
を
こ
ね
て
も
、
そ
の
拘
置
を
刑
の
執
行
に
先
立
つ
逮
捕
と
混
同
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
故
に
こ
の
場
合
、
逮
捕
が
監
獄
内
拘
置
手
続
へ
の
移
送
の
完
了
を
以
て
終
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
移
送
さ
れ
た
人
が

死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、
拘
置
即
刑
の
執
行
で
は
な
い
か
ら
、
現
実
に
死
刑
の
執
行
の
着
手
が
あ
る
ま
で
は
、
拘
置
手
続

を
逮
捕
の
継
続
す
な
わ
ち
被
逮
捕
者
を
次
の
手
続
た
る
死
刑
の
執
行
に
移
送
す
る
過
程
の
一
部
と
解
す
る
余
地
が
あ
り
そ
う
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
解
釈
は
次
の
理
由
に
よ
っ
て
成
り
立
た
な
い
。
す
な
わ
ち
ー
逮
捕
に
よ
る
身
柄
拘
束
下
の
移
送
は
、

な
る
ほ
ど
時
と
し
て
複
数
主
体
に
よ
り
次
々
に
引
継
が
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
移
送
た
る
限
り
、
そ
れ
は
通
算
し
て
短
期
間
内

に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
引
継
の
或
る
段
階
以
後
、
法
が
か
な
り
長
期
間
に
わ
た
る
身
柄
拘
束
を
定
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
単
に
移
送
の
た
め
に
必
要
だ
と
い
う
理
由
で
認
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
移
送
以
外
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
も
、
或
い
は
む
し
ろ
主
と
し
て
移
送
以
外
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
こ
そ
、
必
要
だ
と
い
う
理
由
で
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
身
柄
拘
束
を
伴
う
手
続
は
、
移
送
の
た
め
の
身
柄
拘
束
た
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
逮
捕
と
は
、
本
質
的
に
異
る

手
続
な
の
で
あ
る
。
被
疑
者
逮
捕
は
複
数
主
体
に
次
々
と
引
継
が
れ
う
る
が
通
算
し
て
七
二
時
間
を
超
え
え
ず
、
そ
れ
に
引
続
く
所
の
、

身
柄
の
移
送
で
は
な
く
そ
の
確
保
を
目
的
と
す
る
、
最
大
限
二
〇
日
間
の
起
訴
前
勾
留
ま
た
は
期
限
の
定
め
な
き
被
告
人
勾
留
が
、
逮

捕
と
は
全
く
別
個
の
手
続
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
同
様
に
、
死
刑
囚
の
身
柄
確
保
を
目
的
と
す
る
、
期
限
の
定
め

な
き
、
死
刑
執
行
に
先
立
つ
監
獄
内
拘
置
も
、
逮
捕
と
は
全
く
本
質
を
異
に
す
る
手
続
で
あ
る
。

3
3

五
、
刑
の
確
定
後
法
に
背
い
て
逃
亡
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
三
〇
年
経
過
す
れ
ば
時
効
が
完
成
す
る
。
法
に
背
い
て
逃
亡
し
差
し
迫
っ



3
4

た
生
命
の
危
険
を
免
れ
て
そ
の
間
相
対
的
に
自
由
で
安
穏
な
生
活
を
享
受
し
て
い
た
者
に
対
し
て
さ
え
、
刑
法
は
死
刑
の
執
行
を
免
除

す
る
と
い
う
恩
典
を
与
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
法
に
従
っ
て
三
〇
年
間
自
由
を
拘
束
さ
れ
る
苦
痛
を
忍
受
し
今
日
は
死
ぬ
か
明
日
は
殺

さ
れ
る
か
と
い
う
不
安
に
耐
え
て
来
た
者
に
対
し
て
は
、
「
も
ち
ろ
ん
」
死
刑
の
執
行
を
免
除
す
る
恩
典
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

象
が
通
っ
て
よ
い
道
な
ら
「
も
ち
ろ
ん
」
馬
も
通
っ
て
よ
い
、
と
い
う
の
と
同
じ
理
窟
で
あ
る
。
も
し
恩
典
を
与
え
な
け
れ
ば
、
不
公

平
ど
こ
ろ
か
、
象
は
通
っ
て
も
よ
い
が
馬
は
い
け
な
い
、
と
い
う
の
と
同
様
話
が
全
く
逆
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
死
刑
囚
に
逃
亡
を
奨

励
し
三
〇
年
間
逃
げ
お
お
せ
た
者
に
褒
美
を
与
え
る
一
方
、
お
と
な
し
く
死
刑
を
待
ち
ま
た
は
再
審
．
恩
赦
な
ど
適
法
な
手
段
に
よ
っ

て
死
刑
を
免
れ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
者
を
、
逃
亡
す
る
才
覚
も
な
い
無
能
者
ま
た
は
馬
鹿
正
直
者
と
軽
蔑
し
て
冷
遇
す
る
に
ひ
と
し

い
。
こ
れ
を
正
義
と
法
の
下
の
平
等
と
に
対
す
る
重
大
な
侵
犯
と
言
わ
ず
し
て
何
で
あ
ろ
う
。


