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在
監
者
が
再
審
請
求
棄
却
決
定
に
対
し
異
議
申
立
書
を
差
し
出
す
場
合
と
刑
訴
法
三
六
六
条

一
項
の
準
用
の
有
無

刑
訴
法
三
六
六
条

1
項

･
四
二
八
条

･
四
四
四
条

･
四
五
〇
条

昭
和
五
四
年
五
月

一
日
第
三
小
法
廷
決
定

(謂

㌍

糾
艶

)ijSi#
恥虻
紅
絹

鎧
謂

脚
榊
細
相
順
)
刑
集
三
三
巻
四
号
二
七

1
頁

∩事
実
∪

高
松
高
等
裁
判
所
は
申
立
人
か
ら
の
再
審
請

求
事

件

に

つ
い
て
昭
和
五

l
年

一
〇
月
二
九
日
請
求
棄
却
の
決
定
を
な
し
､
そ

の
決
定
の
謄
本
が
同
年

二

月
三
日
徳
島
刑
務
所
に
在
監
中
の
申
立
人
に
送
達
さ
れ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
申
立
人
が
同
月
五
日
異
議
申
立

書
を
右
刑
務
所
長
に
差
し
出
し
た
と
こ
ろ
'
同
所
長
は
こ
れ
を
郵
送
に
付
し
､
高
松
高
等
裁
判
所
は
同
月
八
目
こ
れ
を
受
理
し
た
｡
高
松

高
等
裁
判
所
は
､
し
か
し
､
看
異
議
の
申
立
は
そ
の
期
間
経
過
後
に
な
さ
れ
た
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
棄
却
し
た
｡

そ
こ
で
､
申
立
人
は
､
監
獄
の
長
に
申
立
書
を
提
出
し
た
の
は
三
日
の
期
間
内
で
あ
1.っ
た
と
し
て
､
本
件
特
別
抗
告
の
申
立
を
な
し
た

の
で
あ
る
｡

∩判
旨
∪

第
三
小
法
廷
は
'
本
件
抗
告
の
趣
意
は
単
な
る
法
令
違
反
の
主
張
で
あ
っ
て
刑
訴
法
四
三
三
条
の
抗
告
理
由
に
あ
た
ら
な
い

と
し
た
が
､
職
権
に
よ
っ
て
調
査
を
な
し
'
原
決
定
に
は
法
令
の
解
釈
適
用
の
誤
-
が
あ
っ
て
こ
れ
を
取
-
消
さ
な
け
れ
ば
著
し
-
正
義

に
反
す
る
と
認
め
､
原
決
定
を
取
-
消
し
て
本
件
を
原
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
｡
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
-
で
あ
る
｡

｢刑
訴
法
三
六
六
条
の
規
定
は
､
再
審
の
請
求
の
み
な
ら
ず
再
審
請
求
棄
却
決
定
に
対
す
る
異
議
の
申
立
に
つ
い
て
も
準
用
さ
れ
る
も
の

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る

(量
局
裁
昭
和
五
〇
年
(し
)第
一
号
同
年
三
月
二
〇
日
第
1
小
法
廷
決
定
･
裁
判
集
刑
事
一
九
五
号
六
三
九
頁
参
照
)
か

ら
､
本
件
異
議
の
申
立
は
､
同
法
四
二
八
条
三
項
'
四
二
二
条
に
定
め
る
提
起
期
間
内
に
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.｣

∩評
釈
山

一

在
監
者
の
上
訴
申
立
に
関
す
る
特
則
と
し
て
､
刑
訴
法
三
六
六
条

一
項
は

｢監
獄
に
S
る
被
告
人
が
上
訴
の
提
起
期
間

内
に
上
訴
の
申
立
書
を
監
獄
の
長
又
は
そ
の
代
理
者
に
差
し
出
し
た
と
き
は
､
上
訴
の
提
起
期
間
内
に
上
訴
を
し
た
も
の
と
み
な
す
O｣



と
規
定
し
て
い
る
.
そ
し
て
､
こ
れ
は
法
お
よ
び
規
則
に
よ
っ
て
ほ
か
の
い
-
つ
か
の
申
立
に
つ
い
て
準
用
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､

上
訴
の
放
棄
､
取
下
､
上
訴
権
回
復
の
請
求

(諾

六
)､
再
審
の
請
求
､
取
下

(枇
緋
四
)､
訴
訟
費
用
執
行
免
除
の
申
立
､
裁
判
の
解
釈
の
申

立
､
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
異
議
の
申
立

(聖

和
l11)､
そ
し
て
略
式
手
続
に
お
け
る
正
式
裁
判
の
請
求
､
取
下
､
請
求
権
回
復

の
請

求

(詔

紅
)
に
つ
い
て
で
あ
る
0

二

右
の
よ
う
に
準
用
の
明
文
規
定
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
､
な
空

二
六
六
条

一
項
が
類
推
適
用
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
o
こ
れ
が
問
題

と
な
る
｡
こ
れ
ま
で
の
最
高
裁
の
判
断
と
し
て
は
､
控
訴
趣
意
書
の
提
出
(｡g
11肘
掛
霜

に
警

批
㌍

i
)'
判
決
訂
正
の
申
立

(㌍

詔

謂

㌍

詞

詣

謂
)､
付
審
判
請
求
事
件
に
つ
い
て
の
特
別
抗
告
の
申
立
(墜
二肘
鰍
詔

讐

㌍

霊

宗

)
そ
し

て
刑
事
補
償
請
求
事
件
に
つ
い
て
の
特
別

抗
告
の
申
立

(墜
前
掛
詔

禦

警

㌍

恥
)
に
関
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
｡
そ
の
う
ち
､
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
た
の
は
判
決
訂
正
の
申
立
に

関
す
る

7
件
の
み
で
あ
る
｡
三
六
六
条

7
項
の
類
推
適
用
の
可
否
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
つ
て
は
､
す
で
に
本
誌
四
七
巻
九
号

(鵬
細
詔

鍔

)

に
お
い
て
少
し
-
論
じ
て
い
る
O
そ
の
さ
い
､
三
六
六
条
の
特
則
は
'
国
家
か
ら
訴
追
さ
れ
て
い
る
､
あ
る
い
は
訴
追
さ
れ

て
い
た
者

が
､
現
に
身
体
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
場
合
に
､
当
該
事
件
に
つ
い
て
防
禦
の
万
全
を
計
ら
せ
る
た
め
に
､
基
本
的
に
し
て
重
要
な
訴
訟
行

3,=E

為
で
あ
る
上
訴
な
い
し
は
そ
れ
に
準
ず
る
不
服
申
立
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
､
と
理
解
し
た
O
あ
る
申
立
に
つ
い
て
､
三
六
六
条
の

類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
に
当
っ
て
は
､
石
の
よ
う
な
制
度
の
趣
旨
を
判
断
の
基
準
と
す
る
こ
と
と
な
る
｡

な
お
､
前
稿
に
お
い
て
は
､
控
訴
趣
意
書
の
提
出
に
関
し
､
そ
れ
は
三
六
六
条
の
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
う
る
性
質
の
行
為
で
は
あ
る

が
､
そ
の
期
間
は
か
な
-
長
-
､
ま
た
､
た
と
え
期
間
が
経
過
し
て
も
､
裁
判
所
が
そ
の
遅
延
を
や
む
を
え
な
い
事
情
に
基
づ
-
も
の
と

認
め
る
と
き
に
は
期
間
内
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
(詔

紅
)
と
い
う
理
由
か
ら
､
同
条
の
類
推
適
用
を
認
め
な
い
判

例
の
態
度
を
是
認
し
た
｡
し
か
し
'
い
ま
思
う
に
､
在
監
者
に
関
す
る
特
則
披
右
の
救
済
的
な
取
り
扱
い
以
前
に
働
-
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
O
さ
き
の
私
見
を
撒
回
し
'
控
訴
趣
意
書
の
提
出
に
関
し
て
も
三
六
六
条
の
類
推
適
用
を
認
め
た
い
と
思
う
O

tニ

本
件
の
検
討
に
入
る
と
､
ま
ず
､
再
審
の
請
求
そ
し
て
取
下
に
つ
い
て
は
法
の
明
文
で
三
六
六
条
の
準
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
注
意
さ
れ
る
｡
再
審
の
請
求
は
､
ま
さ
し
く
当
該
事
件
に
関
し
'
非
常
救
済
の
手
段
と
し
て
上
訴
に
準
ず
る
不
服
申
立
で
あ
る
｡
そ
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七
二

の
請
求
に
よ
っ
て
新
た
に
動
き
出
し
た
手
続
に
お
い
て
'
さ
ら
に
生
じ
て
-
る
不
服
申
立
に
つ
い
て
も
'
そ
れ
が
上
訴
に
準
ず
る
も
の
で

あ
れ
ば
'
同
様
に
三
六
六
条
の
特
則
を
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
O
夜
ぜ
な
ら
､
当
該
事
件
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
と
い
う
性
格
は

央
わ
れ
な
い
か
ら
冨

る
0

(2
)
(3
)

本
件
異
議
の
申
立
が
上
訴

〔
抗
告
〕
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
-
(州
緋
紺
讐
)'
判
旨
は
正
当
と
考
え
ら
れ
る
｡

四

と
こ
ろ
で
､
三
日
な
い
し
五
日
と
S
う
申
立
期
間
の
制
約
は
､
在
監
者
に
と
っ
て
'
現
実
的
に
極
め
て
厳
し
い
も
の
と
い
え
る
｡

そ
の
点
を
考
慮
し
て
'
三
六
六
条
の
類
推
適
用
を
前
述
の
基
準
よ
-
も
広
く
'

1
般
的
に
認
め
る
べ
き
で
は
夜
い
か
'
と
い
う
意
見
も
少

な
-
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
広
い
適
用
は
､
確
か
に
､
在
監
者
の
地
位
の
向
上
に
資
す
る
も
の
で
あ
-
'
ま
た
､
そ
れ
に
よ
っ
て
実
務

的
処
理
に
格
別
の
支
障
が
生
じ
る
と
も
思
え
な
い
O
そ
の
よ
う
な
取
-
扱
い
は
､
在
監
者
に
対
す
る
便
宜
供
与
の
1
つ
と
し
て
'
望
ま
し

い
こ
と
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
.
と
は
S
え
､
そ
こ
に
は
解
釈
上
の
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
で
､
現
行
規
定

の
解

釈
間
轟
と
し
て
､
い
ま

1
度
､
三
六
六
条
の

(類
推
)
適
用
範
囲
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

本
件
で
問
題
と
な
る
再
審
の
請
求
に
目
を
向
け
る
と
､
明
文
に
よ
-
､
そ
の
請
求
に
三
六
六
条
を
準
用
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

て
S

る
｡
再
審
の
請
求
は
､
自
己
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
の
上
訴
に
準
ず
る
不
服
申
立
で
あ
-
､
そ
こ
に
三
六
六
条
を
準
用
す
る
こ
と
に
問
題

は
な
い
.
と
こ
ろ
が
､
そ
の
請
求
に
期
間
の
制
約
は
な
い
の
で
あ
る
.
右
の
規
定
は
'
従
っ
て
､
再
審
の
請
求
そ
れ
自
体
に
つ

い
て
意
味

を
も
つ
も
の
で
は
な
-
'
そ
の
請
求
に
伴
う
諸
々
の
申
立
に
つ
い
て
三
六
六
条
の
特
則
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
'
と
解

さ
れ
る
｡
法
が
､
直
接
的
な
意
味
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
の
よ
う
な
規
定
を
と
-
に
設
け
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
､
自
己
の
刑

事
事
件
に
関
す
る
裁
判
に
対
し
て
の
上
訴
的
性
格
を
有
す
る
申
立
に
つ
い
て
三
六
六
条
の
準
用
な
い
し
類
推
適
用
を
認

め
よ
う
と
す
る
立

法
者
の
意
思
を
､
あ
ら
た
め
て
み
る
と
と
が
で
き
よ
う
｡
そ
し
て
'
例
え
ば
､
こ
れ
ま
で
に
問
題
と
さ
れ
た
付
審
判
請
求
お
よ
び
刑
事
補

償
請
求
の
手
続
に
お
い
て
は
'
三
六
六

条
の
特
則
を
認
め
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
､
と
考
え
ら
れ
る
.
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
れ

ば
'
右
の
特
則
を
前
述
の
基
準
よ
-
も
広
-
認
め
る
と
い
う
こ

と
は
'
現
行
規
定
の
解
釈
の
わ
く
を
超
え
る
こ

と
と
な
ろ
う
｡

三
六
六
条
の
準
用
な
い
し
類
推
適
用
を
前
述
の
基
準
よ
-
も
広
く
'
す
な
わ
ち

(
当
該
事
件
に
つ
い
て
防
禦

の
万
全
を
計

ら

せ
る
た



め
)
と
い
う
限
定
を
加
え
る
こ
と
な
く
認
め
る
た
め
に
は
､
新
た
な
規
定
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.

(1
)

最
高
裁
は

｢刑
事
上
の
処
分
を
受
け
た
本
人
の
刑
事
手
続
内
に
お
け
る
救
済
を
そ
の
目
的
と
す
る
｣
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る

(前
記
四
九
年

の
決
定
)
｡

(2
)

本
決
定
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
iJ
う
に
､
す
で
に
昭
和
五
〇
年
三
月
二
〇
日
,
第

一
小
法
廷
に
よ
っ
て
同

1
の
事
例
に
つ
い
て
積
極
的
判
断
が

示
さ
れ
て
い
る
.
す
な
わ
ち
､

｢刑
訴
法
四
四
四
条
が
再
審

の
請
求
及
び
そ
の
取
下
に
つ
い
て
､
同
法
三
六
六
条
を
準
用
し
て
い
る
の
は
'
再
審

が
確
定
判
決
に
対
し
､
当
該
判
決
手
続
で
刑
事
上
の
処
分
を
受
け
た
本
人
の
救
済
を
そ
の
直
接
の
目
的
と
す
る
非
常
救
済
手
続
で
あ
る
こ
と
に
よ

る
も
の
と
解
さ
れ
､
そ
う
す
る
と
､
再
審
の
請
求
の
み
な
ら
ず
再
審
請
求
事
件
の
特
別
抗
告
の
申
立
に
も
同
条
の
規
{疋
が
準
用
さ
れ
る
も
の
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
｡｣
と
｡

(3
)

本
決
定
に
つ
い
て
は
､
庭
山
教
授
に
よ
る
判
例
批
評
が
あ
-
､
同
じ
く
判
旨
を
正
当
と
さ
れ
て
い
る

(鷹
山
英
雄

｢刑
訴
法
三
六
六
条

1
項
の

準
用
の
有
無
｣
判
例
評
論
二
五
二
号

(判
例
時
報
九
四
七
号
)

1
九

1
頁
)｡

(米

山

耕

二
)

刑
事
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例
研
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≡

O-
七
望
○

(第
51
巻

第
十
二
鍍
)

七
三




