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再
審
請
求
中
の
者
に
対
す
る
死
刑
の
執
行

町
田
伸
一

１　
は
じ
め
に

昨
年
12
月
に
、
３
名
に
対
す
る
死
刑
が
執
行
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
２
名
は
再
審
請
求
中
で
し

た
。日

本
の
国
家
・
社
会
が
死
刑
制
度
を
存
置
し
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
日
本
の
国
家
機
関
が
死
刑
制

度
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
運
用
の
問
題
点
を
問

う
こ
と
が
本
号
特
集
の
テ
ー
マ
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

日
本
国
の
刑
事
訴
訟
手
続
き
に
お
け
る
刑
事
再
審

の
制
度
的
構
造
的
問
題
点
に
つ
い
て
も
、
日
本
弁

護
士
連
合
会
が
人
権
擁
護
大
会
で
再
審
法
の
速
や

か
な
改
正
を
求
め
る
決
議
を
挙
げ
る
な
ど
、
随
所

で
縷
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

私
は
、
死
刑
を
制
度
と
し
て
存
置
す
る
こ
と
、

そ
の
死
刑
制
度
を
国
家
機
関
が
用
い
る
こ
と
に
反

対
の
意
見
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
針
の
穴
に

ら
く
だ
を
通
す
よ
り
難
し
い
」
と
言
わ
れ
る
日
本

国
の
再
審
制
度
に
対
し
て
も
、
問
題
意
識
を
持
っ

て
い
ま
す
。
再
審
請
求
中
の
者
に
対
す
る
死
刑
の

執
行
は
、
死
刑
の
観
点
か
ら
も
再
審
の
観
点
か
ら

も
許
さ
れ
て
は
い
け
な
い
も
の
だ
と
考
え
ま
す
が
、

本
項
で
は
、
再
審
請
求
中
の
者
に
対
す
る
死
刑
執

行
と
い
う
運
用
の
在
り
方
に
絞
っ
て
、
抽
象
的
法

の
観
点
か
ら
、
そ
の
問
題
点
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
意
識

し
て
お
き
た
い
日
本
国
憲
法
（
以
下
「
憲
法
」
と
い
い

ま
す
。）
や
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
「
刑
訴
法
」
と
い
い
ま
す
。）

の
具
体
的
条
文
を
引
用
し
ま
す
。

２　
刑
事
再
審

「
再
審
」
と
は
、「
再
度
の
審
判
」
で
あ
り
、
一
度

目
の
審
理
判
断
が
誤
っ
て
い
た
場
合
に
、
こ
れ
を
糺た

だ

す
た
め
の
制
度
で
す
。
誤
っ
た
審
判
は
、
無
辜
の

者
に
刑
罰
を
科
し
、
よ
り
軽
い
刑
罰
を
科
さ
れ
る

べ
き
者
に
よ
り
重
い
刑
罰
を
科
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の

冤
罪
被
害
者
は
、
再
審
に
よ
り
幾
ら
か
の
権
利
を

回
復
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

刑
事
訴
訟
手
続
き
に
お
け
る
再
審
の
理
由
は
、

刑
訴
法
第
４
３
５
条
に
７
個
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
う
ち
、
実
務
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要

な
も
の
は
、「
有
罪
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
に
対
し

て
無
罪
（
中
略
）
を
言
渡
し
、（
中
略
）
又
は
原
判
決

に
お
い
て
認
め
た
罪
よ
り
軽
い
罪
を
認
め
る
べ
き
明

ら
か
な
証
拠
を
あ
ら
た
に
発
見
し
た
と
き
」
と
定

め
る
刑
訴
法
第
４
３
５
条
６
号
で
し
ょ
う
。
こ
の

条
号
は
、
無
実
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
無
罪
判
決

を
得
ら
れ
ず
に
有
罪
の
言
い
渡
し
を
受
け
た
者
や
、

例
え
ば
有
期
懲
役
に
な
る
べ
き
罪
を
犯
し
た
に
過

ぎ
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
死
刑
判
決
を
言
い
渡
さ
れ

た
者
に
対
し
て
、
再
審
の
請
求
権
を
認
め
る
も
の

で
す
。

な
お
、
無
実
で
あ
る
、
即
ち
、
犯
人
で
は
な
い
の

に
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
に
再
審
請
求
権
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
国
の

刑
訴
法
は
、
軽
い
犯
罪
で
あ
っ
た
の
に
、
重
い
刑
罰

を
科
さ
れ
た
者
に
対
し
て
も
再
審
の
請
求
権
を
認

め
て
い
る
こ
と
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
良
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
仮
に
、
死
刑
の
制
度
と
運

用
を
前
提
と
し
た
に
し
て
も
、
豆
腐
一
丁
を
盗
ん
だ

が
た
め
に
死
刑
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な

い
、
犯
罪
と
刑
罰
と
は
均
衡
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
昨
年
12
月
に
死
刑

が
執
行
さ
れ
た
３
名
の
う
ち
の
２
名
は
、
こ
の
「
原

判
決
に
お
い
て
認
め
た
罪
よ
り
軽
い
罪
を
認
め
る
べ

き
明
ら
か
な
証
拠
を
あ
ら
た
に
発
見
し
た
」
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
再
審
請
求
中
で
し
た
。

３　
死
刑
機
関

国
家
権
力
は
、
社
会
に
対
し
て
様
々
な
形
を
採
っ

て
現
れ
ま
す
が
、
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
三

形
態
の
分
類
は
、
司
法
権
・
行
政
権
・
立
法
権
の
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三
権
で
し
ょ
う
。
こ
の
３
つ
の
国
家
権
力
と
死
刑
と

の
関
係
は
、
立
法
権
（
国
会
）
が
、
死
刑
と
い
う
刑

罰
制
度
を
刑
法
・
刑
訴
法
に
定
め
る
こ
と
に
よ
り

創
り
出
し
、
そ
の
法
律
を
使
っ
て
司
法
権
（
裁
判
所
）

が
、
あ
る
人
間
に
対
し
て
死
刑
と
い
う
刑
罰
を
言

い
渡
し
、
そ
の
判
決
に
基
づ
い
て
行
政
権
が
死
刑
を

執
行
し
ま
す
（
刑
訴
法
第
４
７
２
条
第
１
項
「
裁
判
の
執

行
は
、
そ
の
裁
判
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
官
が
こ

れ
を
指
揮
す
る
」
刑
訴
法
第
４
７
５
条
第
１
項
「
死
刑
の
執

行
は
、
法
務
大
臣
の
命
令
に
よ
る
」）。

「
三
権
分
立
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
一
般
に
は
、

３
つ
の
独
立
し
た
機
関
が
相
互
に
抑
制
し
合
い
、
バ

ラ
ン
ス
を
保
つ
こ
と
に
よ
り
、
権
力
の
濫
用
を
防

ぎ
、
国
民
の
権
利
と
自
由
を
保
障
す
る
原
則
、
と

説
か
れ
ま
す（
衆
議
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
）。し
か
し
、

こ
と
死
刑
に
つ
い
て
は
、
３
つ
の
国
家
機
関
が
、
抑

制
し
合
う
の
で
は
な
く
相
俟
っ
て
、
人
の
生
命
と
い

う
究
極
的
な
人
権
を
剥
奪
す
る
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

４　
再
審
請
求
中
の
死
刑
に
関
す
る
具
体
的
条
文

さ
て
、
刑
訴
法
に
は
、
再
審
請
求
中
の
死
刑
執

行
に
つ
い
て
規
定
し
た
具
体
的
条
文
が
あ
り
ま
す
。

刑
訴
法
第
４
７
５
条
第
２
項
は
、「
前
項
の
命
令
（
法

務
大
臣
に
よ
る
死
刑
の
執
行
の
命
令
）
は
、
判
決
確
定
の

日
か
ら
６
箇
月
以
内
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
但
し
、（
中
略
）
再
審
の
請
求
（
中
略
）
が
さ

れ
そ
の
手
続
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
（
中
略
）
は
、

こ
れ
を
そ
の
期
間
に
算
入
し
な
い
」
と
規
定
し
て
い

ま
す
。
こ
の
刑
訴
法
４
７
５
条
第
２
項
但
し
書
き

の
趣
旨
が
、
裁
判
に
は
誤
り
が
あ
り
得
る
こ
と
（
誤

判
の
危
険
）、死
刑
の
執
行
が
不
可
逆
的
で
あ
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
、
誤
判
が
糺
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
あ
る

い
は
、
誤
判
の
疑
い
が
晴
れ
る
ま
で
の
間
、
つ
ま
り
、

再
審
請
求
期
間
中
に
は
６
ヵ
月
と
い
う
期
間
の
進

行
を
止
め
て
、
死
刑
の
執
行
を
許
さ
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
あ
る
の
は
、如
何
な
る
立
場
に
拠
っ
て
も
、

賛
同
が
得
ら
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
刑
訴
法
に
は
、
ま
た
別
の
意
味
に

読
む
こ
と
が
で
き
る
条
文
も
あ
り
ま
す
。
刑
訴
法

第
４
４
２
条
第
１
項
「
再
審
の
請
求
は
、
刑
の
執

行
を
停
止
す
る
効
力
を
有
し
な
い
。
但
し
、
管
轄

裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
再
審

の
請
求
に
つ
い
て
の
裁
判
が
あ
る
ま
で
刑
の
執
行

を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
条
文
が
そ

れ
で
す
。
こ
の
条
文
は
、
再
審
の
請
求
中
で
あ
っ

て
も
、
原
則
と
し
て
死
刑
の
執
行
は
停
止
さ
れ

な
い
、
た
だ
し
、
例
外
的
に
、
検
察
官
が
そ
の
裁

量
に
よ
っ
て
死
刑
の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
読
め
ま
す
。
ま
た
、
裁
判
例
に
も
、
再

審
請
求
中
の
死
刑
執
行
停
止
を
定
め
た
刑
訴
法

４
７
５
条
第
２
項
但
し
書
き
は
、
法
的
拘
束
力
の

な
い
訓
示
規
定
で
あ
る
と
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

訓
示
規
定
と
は
、
効
力
規
定
の
対
概
念
で
あ
り
、

違
反
し
て
も
法
的
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
法

律
を
言
い
ま
す
。

近
時
の
日
本
国
が
、
再
審
請
求
中
の
者
に
対
し

て
も
、
死
刑
を
頻
繁
に
執
行
し
て
い
る
根
拠
と
な

る
具
体
的
法
は
、
こ
の
条
文
と
裁
判
例
で
す
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
相
対
立
す
る
よ
う
に
読
め
る

２
つ
の
条
文
を
持
つ
具
体
的
法
の
レ
ベ
ル
で
は
、
再

審
請
求
中
の
死
刑
執
行
が
許
さ
れ
る
か
許
さ
れ
な

い
か
は
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
私
は
、
当
為
と
し
て
は
許
さ

れ
な
い
と
の
立
場
で
す
が
、
存
在
と
し
て
は
残
念

な
が
ら
こ
の
よ
う
な
状
況
で
す
。

５　
再
審
請
求
中
の
死
刑
執
行
が
許
さ
れ
な
い

抽
象
的
法

そ
れ
で
は
、
再
審
請
求
中
の
死
刑
執
行
が
許
さ

れ
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。
そ
れ
は
、

裁
判
の
公
平
性
と
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
求
め
ら

れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
憲
法
第
32
条
は
、「
何

人
も
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪

わ
れ
な
い
」
と
規
定
し
、
憲
法
第
37
条
第
１
項
は

「
す
べ
て
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
、
公

平
な
裁
判
所
の
（
中
略
）
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有

す
る
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
再
審
請
求
審
も
当
然

に
刑
事
裁
判
で
あ
る
と
こ
ろ
、
裁
判
に
お
け
る
審

理
・
判
断
の
主
体
で
あ
る
裁
判
所
（
狭
い
意
味
で
の
裁

判
所
は
、
広
い
意
味
で
は
国
家
権
力
で
あ
る
こ
と
は
後
に
述

べ
ま
す
。）
は
、
対
立
当
事
者
で
あ
る
被
告
人
と
検
察

官
と
の
、
い
ず
れ
の
当
事
者
の
側
に
片
寄
っ
て
も
な

り
ま
せ
ん
し
、
検
察
官
は
裁
判
の
ル
ー
ル
（
刑
事
訴
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訟
手
続
き
）
を
遵
守
し
て
訴
訟
を
遂
行
せ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

さ
て
、こ
こ
で
、再
審
請
求
の
当
事
者
と
は
誰
か
。

一
方
当
事
者
は
も
ち
ろ
ん
再
審
請
求
人
で
す
。

他
方
当
事
者
に
つ
い
て
は
、
２
つ
の
視
点
で
考

え
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
目
の
視
点
、
一
次
的

に
は
、
検
察
官
で
す
。
検
察
官
は
検
察
庁
に
所
属

す
る
官
吏
で
あ
り
、
検
察
庁
は
法
務
省
の
外
局
で

す
。
再
審
請
求
人
が
、
裁
判
制
度
の
枠
内
で
（
土

俵
の
上
で
）、
検
察
官
を
相
手
取
っ
て
、
裁
判
を
し

て
い
る
途
中
に
、
法
務
大
臣
が
命
令
し
て
、
検
察

官
が
執
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
つ
ま
り
、
他
方
当

事
者
が
、
好
き
な
と
き
に
、
裁
判
制
度
の
枠
外
で
、

相
手
方
当
事
者
で
あ
る
再
審
請
求
人
を
抹
殺
す
る

こ
と
で
、
裁
判
を
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
裁
判
が
終
わ
っ
た
結
果
と
し
て
、

誤
判
の
疑
い
が
あ
っ
た
裁
判
は
、
正
し
い
裁
判
と

し
て
生
き
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
運
用
は
、

他
方
当
事
者
に
よ
る
一
方
当
事
者
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
点
、
裁
判
中
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
裁
判

の
外
で
行
な
わ
れ
る
点
の
二
点
に
お
い
て
、
裁
判

と
い
う
ル
ー
ル
に
照
ら
し
て
お
か
し
な
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
。
裁
判
に
限
ら

ず
と
も
、
ス
ポ
ー
ツ
で
も
、
コ
ン
ク
ー
ル
で
も
、

選
手
が
、
設
定
さ
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
の
外
で
、
相

手
方
の
選
手
を
殺
す
こ
と
に
よ
り
勝
利
す
る
こ
と

が
異
常
で
あ
る
こ
と
は
、
論
を
俟
た
な
い
と
思
い

ま
す
。

二
つ
目
の
視
点
は
、
国
家
権
力
で
す
。
再
審
請

求
の
他
方
当
事
者
は
、
一
次
的
に
は
検
察
官
で
あ

る
と
述
べ
ま
し
た
。
し
か
し
、
誤
判
を
糺
す
こ
と

を
目
的
と
す
る
再
審
の
二
次
的
・
究
極
的
な
相
手

方
が
、
過
去
に
誤
っ
た
裁
判
を
行
な
っ
た
裁
判
所

で
あ
る
こ
と
も
ま
た
論
を
俟
た
な
い
で
し
ょ
う
。
裁

判
所
は
司
法
権
で
あ
り
司
法
権
は
国
家
権
力
で
す
。

国
家
権
力
の
誤
り
を
糺
そ
う
と
し
て
い
る
請
求
人

を
、
そ
の
国
家
権
力
で
あ
る
司
法
権
・
行
政
権
・

立
法
権
が
、一
体
と
な
っ
て
殺
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

な
お
、
死
刑
執
行
に
至
る
前
の
論
点
で
は
あ
り

ま
す
が
、
そ
も
そ
も
、
再
審
制
度
が
、
裁
判
所
の

誤
り
を
糺
す
役
割
を
裁
判
所
に
与
え
て
い
る
、
即

ち
、
糾
弾
さ
れ
る
べ
き
対
象
が
ジ
ャ
ッ
ジ
す
る
、
と

い
う
構
造
的
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
も
、
不

公
平
の
大
き
な
原
因
で
す
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
日
弁
連
は
、
え
ん
罪
原
因
究
明
の
た
め
の
裁

判
所
以
外
の
公
平
な
第
三
者
機
関
の
設
置
を
求
め

て
い
ま
す
。

６　
お
わ
り
に

２
０
２
１
年
９
月
22
日
、
東
京
高
等
裁
判
所
は
、

以
下
の
よ
う
な
判
決
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。
事
件

は
、
在
留
期
間
を
超
え
て
日
本
に
残
留
し
、
難
民

不
認
定
処
分
を
受
け
た
後
に
不
法
残
留
に
該
当
す

る
こ
と
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
令
の
発
布
処
分

を
受
け
、
そ
の
後
、
難
民
不
認
定
処
分
に
対
す
る

異
議
申
し
立
て
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
同
異
議
申

立
棄
却
決
定
の
告
知
を
受
け
た
そ
の
翌
日
に
退
去

強
制
の
執
行
を
受
け
、
強
制
送
還
さ
れ
た
ス
リ
ラ

ン
カ
人
２
名
が
、
難
民
不
認
定
処
分
に
対
す
る
取

消
訴
訟
等
の
提
起
に
つ
い
て
検
討
す
る
時
間
的
猶

予
を
与
え
ら
れ
ず
に
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害

さ
れ
た
と
し
て
、
訴
え
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
、
東
京
高
裁
は
、「
以
上
に
よ
れ
ば
、
入

管
職
員
が
、
控
訴
人
ら
が
集
団
送
還
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
難
民
不
認
定
処
分
に
対

す
る
本
件
各
異
議
申
立
棄
却
決
定
の
告
知
を
送
還

の
直
前
ま
で
遅
ら
せ
、
同
告
知
後
は
事
実
上
第
三

者
と
連
絡
す
る
こ
と
を
認
め
ず
に
強
制
送
還
し
た

こ
と
は
、
控
訴
人
ら
か
ら
難
民
該
当
性
に
対
す
る

司
法
審
査
を
受
け
る
機
会
を
実
質
的
に
奪
っ
た
も

の
と
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、
憲
法
32
条
で
保
障
す

る
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
し
、
同
31
条
の
適

正
手
続
の
保
障
及
び
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
同
13
条

に
反
す
る
も
の
で
、
国
賠
法
１
条
１
項
の
適
用
上

違
法
に
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
断
し
ま

し
た
。

法
務
大
臣
・
検
察
官
が
、
請
求
人
が
再
審
請
求

中
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
請
求
人
に
死
刑
を
執

行
す
る
こ
と
は
、
請
求
人
か
ら
誤
判
に
対
す
る
司

法
審
査
を
受
け
る
機
会
を
奪
っ
た
も
の
と
評
価
す

べ
き
で
あ
り
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る

も
の
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
ま
す
。

（
ま
ち
だ
・
し
ん
い
ち
／
弁
護
士
）


	



