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「
刑
事
訴
訟
の
不
利
益
変
更
禁
止
に
お
け
る
不
利
益
の
概
念
」
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一

　
　
　
我
が
国
の
不
利
益
変
更
禁
止
の
制
度
に
関
す
る
労
作
と
し
て
は

　
　
若
干
の
も
の
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
主
と
し
て
、
そ
の
存
在
理
由
に
つ

　
　
い
て
の
研
究
で
あ
っ
て
、
直
接
に
解
釈
問
題
を
本
格
的
に
論
究
し

　
　
て
い
る
も
の
は
も
．
と
少
な
い
（
蒜
監
製
醐
鎌
蘇
触
畿
骸

　
　
事
法
上
の
諸
問
題
（
昭
二
五
）
、
高
田
卓
爾
「
不
利
益
変
更
禁
止
の
研
究

　
　
」
刑
法
雑
誌
三
巻
二
号
、
同
「
刑
事
訴
訟
法
第
四
〇
二
条
の
解
釈
」
法
学

惣
讐
筆
）
．
し
か
蔑
刑
訴
法
四
。
二
条
に
い
う
「
原
判

　
　
決
の
刑
よ
り
重
い
刑
」
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、
単
に
、
刑
法
九
条
及
び
一
〇
条
「
の
規
定
を
一
応
の
規

準
と
し
つ
つ
も
、
実
質
的
に
被
告
人
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る
法
益

剥
奪
の
大
小
を
比
較
衡
量
し
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」

（滝
?
幸
辰
編
、
刑
事
法
学
辞
典
（
昭
三
二
）
⊥
ハ
七
九
頁
）
と
か
、
「
軽
重
の
比
較
は
、
刑
竺

○
条
の
精
神
と
、
不
利
益
変
更
禁
止
の
目
的
と
を
あ
わ
せ
て
、
全

体
と
し
て
、
実
質
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
鑑
舞
編

黒
歯
誌
碗
三
坪
鵬
韮
ひ
帯
磁
議
法
）
と
説
明
す
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
あ
と
は
、
判
例
を
そ
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
個
別
的

に
分
類
し
、
検
討
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
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紹 介

　
か
か
る
現
状
に
あ
っ
て
、
法
文
の
表
現
こ
そ
違
え
、
西
ド
イ
ソ

刑
事
訴
訟
の
不
利
益
変
．
更
禁
止
に
お
け
る
不
利
益
の
概
念
を
体

系
的
に
考
究
し
た
標
記
の
著
書
を
紹
介
す
る
こ
と
は
無
川
と
は
ヰ
．
遍

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
ケ
ル
ン
大
学
法
学
部
よ
り
．
出
版
さ
れ
て
い
る
　
2
Φ
器

國
α
言
錠
圃
①
o
ず
酔
ω
名
『
ω
Φ
ゆ
ω
0
7
黒
叶
獄
。
げ
Φ
レ
σ
げ
黛
。
昌
鳥
ε
昌
α
q
Φ
鋤
　
の

鵠
Φ
P
ひ
に
あ
た
り
、
本
交
三
一
三
頁
の
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
構
成
は
、
　
「
緒
言
と
課
題
」
に
始
ま
り
、
第
一
部
「
不

利
益
の
概
念
」
、
第
二
部
「
法
律
の
客
観
的
基
準
（
不
法
効
果
相

互
の
関
係
）
」
、
第
三
部
「
個
々
の
事
例
」
、
そ
れ
に
「
結
語
」

．
か
ら
な
っ
て
い
る
．

　
全
体
の
構
想
と
各
部
の
関
連
と
を
ご
く
大
ま
か
に
述
べ
る
と
、

「
緒
言
と
課
題
」
で
は
、
判
決
は
刑
の
種
類
と
量
に
お
い
て
被
告

人
又
は
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
不
利
益
に
変
更
さ
れ
な
い
、
と

い
う
禁
窺
定
（
烈
爆
三
聖
珠
ズ
嚇
」
に
つ
い
て
生
じ
画

題
、
即
ち
ω
刑
の
範
囲
、
特
に
、
保
安
及
び
矯
正
の
処
分
が
こ
の

禁
止
睨
定
の
適
用
を
受
け
る
か
不
日
か
、
し
か
し
、
判
例
・
学
説
は

刑
と
い
う
～
．
．
U
葉
の
選
択
に
重
点
を
置
か
な
い
こ
と
、
働
一
九
五
〇

年
九
月
一
二
日
の
法
統
一
の
復
活
に
関
す
る
法
律
（
U
器
O
①
ω
Φ
欝

N
ξ
づ
躍
ω
◎
Φ
昏
①
毎
8
｝
三
鵠
ひ
q
島
①
H
幻
Φ
6
汀
ω
①
一
コ
げ
情
け
）
に
よ
っ
て
禁

止
規
定
の
法
文
が
統
一
さ
れ
、
有
罪
判
決
の
不
利
益
な
変
更
に
対

す
る
問
題
は
解
決
さ
れ
た
に
せ
よ
、
激
し
い
見
解
の
対
立
が
あ
っ

た
こ
と
、
等
を
掲
げ
、
上
訴
審
裁
判
．
所
に
と
っ
て
必
要
な
禁
止
規
定

に
お
け
る
不
利
益
概
念
の
定
義
を
行
う
試
み
を
正
当
化
す
る
。
続

い
て
、
．
不
利
益
概
念
の
定
養
を
第
一
部
に
お
い
て
な
し
、
第
二
部
で

は
、
主
刑
、
執
行
猶
予
刑
（
O
冨
N
霞
じ
。
Φ
≦
警
霊
旨
σ
q
碧
。
，
m
①
ω
簿
N
審

ω
三
無
Φ
）
、
お
よ
び
、
そ
の
他
の
．
不
法
効
果
相
互
間
に
お
け
る
法

律
の
客
観
的
基
準
の
探
求
を
行
う
か
、
こ
の
法
律
の
客
観
的
某
準

を
不
利
益
概
念
の
定
義
の
中
で
も
っ
と
詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
は

望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
実
際
上
出
来
な
い
と
い
う
結
論
に
到
達
す

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
可
能
な
個
々
の
事

例
に
対
す
る
解
決
を
求
め
、
ま
た
、
最
近
の
法
律
改
正
に
よ
っ
て

争
わ
れ
て
い
る
問
題
又
は
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
の
解
決

に
資
し
よ
う
と
す
る
の
が
第
三
部
で
あ
る
。

　
本
来
な
ら
ば
全
体
に
わ
た
っ
て
紹
介
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
紙

幅
の
関
係
も
あ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
主
題
で
あ
る
第
一
部
の
紹
介

に
重
点
を
置
き
、
第
二
部
、
第
三
部
に
関
し
て
は
、
簡
単
な
紹
介

に
と
ど
め
た
い
Q

二

著
者
は
こ
の
第
一
部
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
帰
納
的
論
法
を
用
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い
、
不
利
益
概
念
の
定
義
に
必
要
な
各
視
点
を
順
次
検
討
し
な
が

ら
、
そ
こ
か
ら
不
利
益
概
念
の
概
念
要
素
を
一
つ
一
つ
確
定
し

て
い
き
、
そ
し
て
、
最
後
に
こ
れ
ら
の
概
念
要
素
を
総
括
し
、
不

利
益
の
概
念
規
定
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
第
一
章
「
禁
止
規
定
の
目
的
」
（
匹
－
八
頁
）
で
は
、
禁
止
規
定
の

　
　
理
由
に
対
し
て
歴
史
的
考
察
を
行
い
、
判
例
の
見
解
を
特
に
参
照

　
し
つ
つ
、
そ
の
目
的
を
被
告
人
は
上
訴
権
の
自
由
な
行
使
を
保
障

　
　
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
政
策
的
理
由
に
求
め
た
。
し
か
し
、

　
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
め
み
被
告
入
は
禁
止
規
定
の
保
護
を
受

　
　
け
る
の
で
あ
っ
て
、
．
そ
れ
故
∵
上
訴
審
裁
判
官
は
刑
事
訴
訟
の
公

　
　
判
手
続
の
外
で
も
被
告
人
に
加
え
う
る
あ
ら
ゆ
る
不
法
効
果
を
科

　
　
す
こ
と
は
出
来
る
こ
と
を
指
適
す
る
。
次
に
、
第
一
章
a
「
禁
止

、
の
適
用
範
囲
」
（
八
－
一
七
頁
）
に
お
い
て
は
、
不
利
益
変
更
禁
止
の
適

　
　
用
範
囲
は
、
不
利
益
に
関
し
て
争
わ
れ
う
る
可
能
な
事
例
を
も
見

　
落
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
少
く
と
も
簡
潔
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な

　
　
ら
ぬ
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
刑
事
訴
訟
手
続
中
に
あ
る
殆
ん
ど

　
　
す
べ
て
の
手
続
形
式
で
、
不
利
益
変
更
禁
止
の
適
用
範
囲
に
関
係

　
し
そ
う
な
も
の
を
個
別
的
に
詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
適
用
範
囲
を

介　
確
定
し
よ
う
と
努
め
る
。
し
か
し
、
著
者
は
こ
の
よ
う
に
異
っ
た

紹　
　
種
類
の
手
続
形
式
を
不
利
益
概
念
の
定
義
に
と
り
入
れ
る
試
み
は

要
領
を
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ
う
す
る
こ
と
は
適
用
範
囲

で
は
な
く
禁
止
の
内
容
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
の
著
書
の
テ
ー

マ
に
一
致
し
な
い
と
し
て
、
　
一
応
そ
の
儘
放
置
し
た
。

　
第
一
章
で
考
察
し
た
禁
止
規
定
の
目
的
は
不
利
益
概
念
の
定
義

の
基
礎
準
備
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
第
二
章
「
禁
止
規
定
の
文

言
」
（
｝
苛
）
で
は
魯
不
利
益
概
念
の
概
念
要
素
を
隻
に
求

め
て
論
議
を
進
め
る
。

　
ま
ず
、
日
常
生
活
の
用
語
法
よ
り
、
　
「
不
利
益
と
は
法
的
並
び

に
生
活
上
の
地
位
の
低
下
（
喜
§
邑
で
あ
る
」
（
｝
」
と

規
定
し
、
次
に
、
禁
止
規
定
の
意
味
に
お
け
る
不
利
益
は
刑
事
判

決
、
原
則
的
に
刑
法
判
決
に
よ
っ
て
被
告
人
に
及
ぼ
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
刑
事
判
決
は
そ
の
不
法
効
果
に
よ
っ
て
三
つ
の
被
告
人
の

法
益
、
即
ち
、
ω
外
的
活
動
並
び
に
経
済
的
発
展
の
自
由
と
い
う

意
味
で
の
個
人
的
自
由
、
②
そ
の
支
配
領
域
に
あ
る
被
告
人
の
財

産
、
金
銭
に
見
積
り
う
る
生
活
上
の
財
産
（
い
Φ
げ
Φ
湯
σ
q
璋
Φ
目
）
の

総
計
、
㈹
周
囲
の
世
界
に
お
け
る
名
望
と
い
う
意
味
で
の
被
告
人

の
名
誉
、
を
侵
害
す
る
と
考
え
、
　
「
不
利
益
変
．
更
の
意
味
に
お
け

る
不
利
益
と
は
被
告
人
の
個
人
的
自
由
、
財
産
又
は
名
誉
の
低
下

で
動
気
葺
九
）
叢
初
の
定
義
を
試
み
た
。
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こ
の
試
み
か
ら
、
不
利
益
は
実
質
的
性
質
又
は
観
念
的
性
質
の

介　
　
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
推
断
さ
れ
る
と
し
て
、
　
「
不

紹　
　
利
益
と
は
…
蕎
的
又
は
禦
濃
下
で
あ
る
」
へ
斯
九
）
と
つ

　
　
け
加
え
る
。

　
　
続
い
て
、
こ
こ
に
第
一
章
で
旧
い
出
さ
れ
た
限
界
．
要
素
を
持
ち

　
出
し
て
、
　
「
不
利
益
と
は
…
…
被
告
人
が
刑
事
訴
訟
の
公
判
手
続

　
　
の
外
で
は
受
け
る
は
ず
の
な
い
、
被
告
人
の
…
…
低
下
・
…
：
で
あ

　
　
る
」
蕨
）
と
消
矯
窺
定
し
た
。

　
　
次
に
、
法
文
が
、
判
決
は
そ
の
刑
の
種
類
及
び
量
に
お
い
て
被

　
　
告
人
を
不
利
益
に
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
点

　
　
に
著
者
は
注
口
す
る
。
そ
し
て
、
主
刑
と
附
加
刑
は
刑
で
あ
る
が

　
　
故
に
問
題
が
な
い
と
し
て
も
、
法
律
に
よ
っ
て
明
確
に
保
安
及
び

　
　
矯
正
の
処
分
と
規
定
さ
れ
て
い
る
不
法
効
果
並
び
に
そ
の
他
の
不

　
　
法
効
果
に
関
し
て
は
、
禁
止
の
諸
規
定
が
同
じ
文
言
で
「
前
項
の

　
　
規
定
は
、
療
養
も
し
く
は
看
護
施
設
、
飲
酒
者
療
養
施
設
、
又
は

　
　
禁
断
施
設
へ
の
収
容
封
ず
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
」
（
↓
鯨
聖

　
　
三
惑
竺
雲
離
、
）
と
限
定
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
り
、

　
　
こ
れ
ら
の
．
不
法
効
果
に
も
禁
止
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
即
ち
、
著
者
は
、
不
利
益
変
更
禁
止
は
す
べ
て
の
不
法
効
果
に
つ

き
そ
の
法
的
性
質
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
及
ぶ
と
結
論
し
た
。

又
、
被
告
人
に
対
す
る
訴
訟
費
川
判
決
の
不
利
益
な
変
更
に
対
し

て
も
、
同
じ
理
由
か
ら
禁
止
規
定
は
適
川
さ
れ
る
と
考
え
る
。
こ

れ
ら
の
考
察
よ
り
、
　
「
不
利
益
と
は
…
…
刑
訴
法
三
三
一
条
二
．
項

に
い
わ
ゆ
る
処
分
を
科
し
、
又
は
こ
れ
を
加
重
す
る
こ
と
を
例
外

と
す
る
…
低
下
…
で
あ
る
」
（
に
二
）
と
い
う
第
二
の
纏
的

概
念
要
素
を
導
く
。

　
、
更
に
、
被
告
人
に
対
す
る
有
罪
判
決
の
不
利
益
な
変
．
更
が
不
利

益
変
更
禁
止
に
該
当
す
る
か
否
か
を
考
察
す
る
。
　
一
九
五
〇
年
ま

で
は
禁
止
規
定
自
体
が
同
一
の
法
文
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め

に
、
こ
の
点
に
関
し
て
判
例
・
学
説
に
大
き
な
対
立
が
あ
っ
た
こ

と
を
論
じ
た
後
に
、
法
統
一
の
復
活
に
関
す
る
法
律
が
そ
の
三
条

一
四
一
、
一
五
〇
、
一
五
七
の
各
号
に
お
い
て
禁
止
規
定
を
新
た
に

規
定
し
て
、
三
三
一
条
の
法
文
を
三
五
八
条
二
項
、
三
七
三
条
二

項
の
法
文
と
同
一
に
し
、
こ
れ
ら
を
統
一
し
て
解
釈
す
る
よ
う
に

命
じ
た
の
で
、
上
訴
審
裁
判
官
は
前
の
有
罪
判
決
を
被
告
人
の
不

利
益
に
変
．
更
す
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
れ
故
、
第
三

の
制
限
と
し
て
、
　
「
不
利
益
と
は
…
…
・
有
罪
判
決
の
変
．
更
を
例
外

と
す
る
…
低
下
…
で
あ
る
」
（
ゴ
ヒ
頁
．
）
こ
と
を
つ
け
加
え
た
。

　
以
下
の
各
章
で
は
、
上
訴
審
裁
判
官
は
ど
う
い
う
態
様
で
、
い
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か
な
る
方
法
に
従
っ
て
被
告
人
の
法
益
の
低
下
を
探
求
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
不
利
益
概

念
の
定
義
に
対
し
て
最
後
の
努
力
を
行
う
。

第
三
章
「
抽
象
的
又
は
具
体
的
考
察
方
法
」
（
二
七
－
二
八
頁
）
で
は
、

被
告
人
に
不
利
益
と
な
る
か
否
か
は
具
体
的
に
も
し
く
は
抽
象
的

に
確
定
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
上
訴
審
裁
判
官
が
前

の
判
決
と
自
分
が
宣
告
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
判
決
と
を
比
較
す

る
場
合
に
は
、
何
が
被
告
人
に
と
っ
て
負
担
と
な
る
か
と
い
う
こ

と
を
抽
象
的
に
探
求
す
る
可
能
性
は
論
理
的
に
存
在
せ
ず
、
法
益

の
低
下
は
具
体
的
に
の
み
個
々
の
事
例
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
べ

き
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
著
者
は
、
「
不
利
益
と
は
…
…
個
々
の
事
例

に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
低
下
で
あ
る
」
（
二
八
頁
）
と
い
う
要
素

を
導
き
出
し
た
。

　
　
　
こ
う
し
た
法
益
の
低
下
は
被
告
人
の
感
情
、
又
は
日
常
生
活
観

　
念
と
被
告
人
の
特
殊
な
生
活
事
情
に
よ
る
理
性
あ
る
第
三
者
の
立

　
場
又
は
法
律
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が

　
第
四
章
「
姦
的
又
は
主
観
的
藁
方
法
養
一
謝
）
に
お
い
て

介　
検
討
さ
れ
る
。
著
者
は
、
　
一
九
〇
七
年
＝
一
月
三
日
に
ラ
ィ
ヒ
裁

紹　
判
所
が
「
二
つ
の
…
…
刑
の
い
ず
れ
を
重
い
と
見
る
か
と
い
う
問

題
は
、
主
観
的
基
準
も
し
く
は
被
告
人
の
感
情
、
又
は
日
常
の
生

活
観
念
、
又
は
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
相
当
な
刑

又
は
刑
の
種
類
相
互
の
関
係
に
関
す
る
刑
法
の
規
定
に
よ
っ
て
明

確
に
さ
れ
る
客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
…
…
う
る
」

と
判
示
し
て
、
客
観
説
を
採
用
し
た
こ
と
を
説
明
し
、
更
に
、

こ
の
客
観
説
を
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
生
じ
る
事
情
を
考
慮
せ

ず
に
、
法
律
に
よ
っ
て
の
み
不
利
益
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
一
般

的
“
客
観
的
考
察
方
法
と
具
体
的
事
情
を
も
考
慮
す
る
具
体
的
1
1

客
観
的
考
察
方
法
の
二
つ
に
分
け
た
。
ま
ず
、
主
観
的
考
察
方
法

を
詳
細
に
検
討
し
て
、
そ
の
あ
い
ま
い
さ
の
故
に
こ
れ
を
し
り
ぞ

け
、
そ
し
て
、
　
一
般
的
”
客
観
的
考
察
方
法
と
具
体
的
”
客
観
的

考
察
方
法
ど
を
対
比
し
た
上
で
、
後
者
で
は
禁
止
規
定
の
同
一
性

の
な
い
解
釈
を
生
ぜ
し
め
、
法
律
解
釈
に
異
っ
た
道
徳
を
も
ち
こ

み
、
法
の
統
一
性
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
理
由
に

よ
っ
て
、
前
者
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
、
　
「
不
利
益

と
は
：
：
：
一
般
的
に
法
律
の
基
準
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
低

下
…
で
あ
る
」
（
三
五
頁
）
と
い
う
要
素
を
霧
に
附
加
し
た
。

第
五
章
「
全
休
黒
藻
は
部
分
的
考
察
方
法
」
（
三
五
1
四
二
頁
）
で
は
、

判
決
の
内
容
が
複
数
で
あ
る
場
合
に
、
上
訴
審
裁
判
官
は
両
判
決

を
比
較
す
る
際
に
「
全
体
的
に
」
又
は
「
部
分
的
に
」
の
い
ず
れ
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介紹

の
方
法
で
検
討
す
る
の
か
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
、
著
者

は
「
全
体
に
お
い
て
」
　
「
最
後
の
結
論
で
は
」
と
い
う
全
休
的
考

察
方
法
を
と
る
判
例
・
学
説
を
紹
介
し
て
、
こ
れ
を
採
り
．
得
な
い

こ
と
を
指
摘
し
、
裁
判
官
は
判
決
す
る
際
に
は
そ
の
内
容
を
個
別

的
に
鋭
く
判
断
し
て
い
る
し
悲
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
部
分
的
理
論
に
よ
る
鋭
い
区
別
の
み
が
純
粋
な
結

論
に
到
達
す
る
と
ξ
つ
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
的
考
寂
藩
法
も
誤

解
さ
れ
る
と
大
き
な
．
不
正
義
を
も
た
ら
す
が
、
二
つ
の
刑
に
お
け

る
対
比
可
能
の
見
地
を
定
義
に
も
ち
こ
め
ば
、
誤
解
は
避
け
う
る

と
考
え
る
。
そ
れ
故
、
　
「
不
利
益
と
は
・
…
：
個
別
的
に
相
互
に
対

応
し
、
対
比
し
う
る
二
つ
の
判
決
の
内
容
を
比
較
し
て
確
定
さ
れ

る
べ
き
…
－
低
下
…
で
あ
る
」
（
酬
二
〉
と
い
う
・
G
と
が
規
定
さ

れ
た
。

　
不
利
益
概
念
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
法
的
な
も
の
か
、
又
は
純

粋
に
事
実
的
に
そ
の
内
容
は
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
か
、
と

い
う
問
題
が
箪
ハ
章
「
法
翌
は
海
蛍
不
利
益
」
（
懲
魁
で

考
察
さ
れ
て
い
る
。
不
利
益
と
は
被
告
人
の
自
由
、
財
産
又
は
名

誉
の
低
下
と
考
え
る
と
、
こ
の
低
下
は
単
に
渋
的
に
、
又
は
事
実

的
に
、
又
は
両
方
で
認
定
さ
れ
る
か
は
、
如
何
な
る
礁
、
、
点
で
上
訴

審
裁
判
官
は
判
決
の
比
較
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
．
主
に

衣
処
ず
る
と
し
て
、
結
論
的
に
、
上
訴
審
裁
判
官
は
判
決
を
比
較

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
2

イ
ま
　
ザ

す
る
際
に
こ
れ
ら
の
判
決
を
そ
の
既
判
力
の
生
じ
つ
る
時
占
｛
で
考
曜

黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。
更
に
、
既
判
力
あ
る
有
罪
判
決
　
。
9

の
刑
事
登
録
簿
へ
の
記
入
（
1
N
①
触
ヨ
Φ
募
。
。
9
器
円
同
Φ
。
葺
ω
〆
【
鋒
鉱
，
G

ひQ

E
ぎ
巨
Φ
旨
邑
B
ω
q
・
庭
回
）
が
不
利
益
三
三
止
肥

に
如
何
に
関
係
す
る
か
を
学
説
・
判
例
を
通
し
て
検
討
し
、
そ
こ

か
ら
、
禁
止
規
定
の
意
味
で
の
不
利
益
は
法
的
に
も
事
実
的
に
も

確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
結
論
を
導
き
出
し
た
。
そ
れ
故
「
不

利
益
と
は
…
法
的
又
は
事
嵩
低
下
…
・
・
で
あ
る
二
則
七
）
と

い
う
要
素
を
定
義
に
つ
け
加
え
る
。

　
続
い
て
、
前
に
触
れ
ら
れ
た
手
続
法
的
見
地
と
の
関
係
で
、
　
「

不
利
益
と
は
…
…
そ
の
既
判
力
の
生
じ
う
る
時
点
に
お
い
て
二
つ

の
判
決
を
比
較
し
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
…
・
：
低
下
…
…
で
あ
る
」

（
鯉
七
）
ξ
口
わ
ね
ば
な
り
ぬ
と
し
た
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
著
者
は
不
利
益
概
念
の
個
々
の
概
念
要
素
に

対
す
る
考
究
を
一
応
終
了
す
る
、
唯
、
概
念
要
素
に
つ
い
て
最
終

的
な
整
序
を
行
い
、
被
告
知
の
法
的
、
、
事
実
．
的
、
観
念
的
、
実
質

的
低
下
の
四
つ
の
概
念
、
要
素
を
統
括
し
て
、
　
「
あ
ら
ゆ
る
低
下
」

と
い
う
言
葉
で
単
純
化
す
る
。

　
　
か
く
し
て
、
最
後
に
、
「
不
利
益
変
．
．
吏
の
意
味
に
お
け
る
不
利
益



と
は
、
個
別
的
に
相
互
に
対
応
す
る
、
対
比
し
う
る
二
つ
の
判
決

の
内
容
を
個
々
の
事
例
に
お
い
て
そ
の
既
判
力
の
生
じ
う
る
時
点

で
比
較
し
て
、
一
般
的
に
法
律
の
基
準
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
べ

き
被
告
人
の
個
人
的
自
由
、
財
産
又
は
名
誉
の
あ
ら
ゆ
る
低
下
で

あ
る
。
被
告
人
は
そ
れ
を
刑
事
訴
訟
の
公
判
手
続
の
外
で
も
受
け

る
は
ず
は
な
い
し
、
し
か
も
、
有
罪
判
決
の
変
更
、
並
び
に
、
療

養
も
し
く
は
看
護
施
設
、
飲
酒
者
療
養
施
設
又
は
禁
断
施
設
へ
の

収
容
を
科
し
又
は
幸
す
る
こ
と
は
例
外
と
さ
れ
る
L
（
脳
鑛
〉

と
述
べ
、
著
者
は
刑
事
訴
訟
の
不
利
益
変
更
禁
止
に
お
け
る
不
利

益
概
念
の
定
義
を
完
成
し
た
。

三

　
　
第
二
部
の
初
頭
で
、
著
者
は
、
　
「
個
々
の
事
例
に
お
い
て
後
の

　
判
決
が
前
の
裁
判
官
の
判
決
に
対
し
て
被
告
人
に
不
利
益
と
な
る

　
　
か
否
か
は
一
般
的
、
客
観
的
に
法
律
の
基
準
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
刑
法
も
刑
訴
法
も
不
利
益
変
更
禁
止

　
　
の
領
域
に
対
し
て
特
別
な
基
準
を
与
え
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
そ

　
　
の
基
準
は
不
法
効
果
相
互
の
関
係
を
取
り
扱
う
一
般
的
規
範
か
ら

介　
　
の
み
導
き
出
さ
れ
う
る
。

紹　
　
　
そ
の
際
、
禁
止
規
定
の
表
現
形
式
が
出
発
点
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
そ
れ
は
不
法
効
果
を
『
種
類
と
量
』
に
お
い
て
重
く
す
る

こ
と
を
禁
じ
る
。
不
法
効
果
の
『
量
』
は
被
告
人
に
負
わ
さ
れ
る

期
間
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
科
さ
れ
る
不
法

効
果
の
純
粋
に
算
定
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
不
法
効
果
の
『
種
類
』
に
つ
い
て
は
異
る
。
ど
う

い
う
不
法
効
果
が
そ
の
種
類
に
従
っ
て
被
告
人
に
と
っ
て
よ
り
不

利
益
か
、
そ
れ
故
に
よ
り
重
い
か
は
刑
法
の
一
般
的
規
定
か
ら
導

き
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
（
期
九
）
と
述
べ
、
問
題
解
決
の
高

を
提
示
す
る
。

　
こ
こ
で
は
、
順
次
、
著
者
が
到
達
し
た
と
こ
ろ
の
結
論
を
簡
単

に
紹
介
し
ょ
う
。

第
七
章
で
は
親
芋
L
を
取
り
扱
い
（
乱
言
）
、
刑
竺
条
を

出
発
点
と
し
て
、
ω
重
懲
役
、
②
軽
懲
役
、
⑧
禁
鋼
、
ω
拘
留
、

㈲
罰
金
と
い
う
重
さ
に
従
っ
た
シ
ェ
ー
マ
を
導
く
。
次
に
、
後
の

判
決
が
軽
い
刑
の
種
類
を
選
択
す
る
場
合
に
、
刑
法
二
一
条
の
適

用
の
下
で
刑
期
が
延
長
さ
れ
る
か
否
か
を
問
題
と
し
、
重
懲
役
と

軽
懲
役
は
二
対
三
、
軽
懲
役
と
禁
鋼
は
二
対
三
、
重
懲
役
と
禁
鋼

は
四
対
九
の
割
合
い
で
相
等
し
い
と
す
る
。
拘
留
に
関
し
て
は
法

律
上
の
根
拠
は
な
い
が
、
前
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
軽

懲
役
又
は
禁
鋼
の
刑
期
よ
り
延
長
さ
れ
な
い
と
言
う
。
更
に
、
上
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紹介
訴
審
裁
判
官
は
自
由
刑
の
替
り
に
罰
金
を
科
す
こ
と
を
許
さ
れ
る

が
、
そ
の
場
合
に
完
全
に
自
由
な
の
か
、
そ
れ
と
も
客
観
的
な
限
界

が
あ
る
の
か
を
考
究
す
る
。
そ
し
て
、
刑
法
二
七
条
、
二
九
条
を

福
川
的
な
限
堤
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
最
後
に
、
著
者
は
刑
期

の
系
統
的
分
類
を
執
行
時
効
を
規
定
す
る
刑
法
七
〇
条
と
刑
罰
抹

消
法
　
（
Q
o
寸
裂
艶
ひ
Q
§
σ
q
q
・
α
Q
①
ω
Φ
↓
N
）
　
六
条
、
七
条
を
根
拠
に
し
て

行
い
、
ω
弔
懲
役
、
イ
、
無
期
、
ロ
、
一
回
忌
を
超
え
る
、
ハ
、

十
年
以
下
、
囲
軽
懲
役
、
イ
、
五
年
を
超
え
る
、
ロ
、
二
年
を
超

え
以
上
五
年
以
下
、
ハ
、
一
．
一
月
と
一
覧
以
上
二
年
以
下
、
二
、
八
日

以
上
三
月
以
下
、
ホ
、
一
H
以
上
一
週
間
月
、
下
、
書
林
示
鋼
、
イ
、
一

学
年
を
超
え
る
、
　
ロ
、
五
年
を
超
え
一
〇
年
以
下
、
　
ハ
、
一
…
年
を

超
え
五
年
以
下
、
　
二
、
一
．
、
月
と
一
日
〃
上
二
年
獄
下
、
ホ
、
八
日

円
以
．
L
L
コ
ニ
日
月
円
以
一
ト
、
　
へ
、
　
一
口
口
以
L
上
一
週
閥
口
固
以
一
ト
、
…
田
げ
劃
研
田
、
働
…
副

金
、
イ
、
一
五
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
を
超
え
る
、
ロ
、
　
一
五
〇
ド
イ

ツ
マ
ル
ク
以
下
、
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
設
定
し
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ

の
個
々
の
限
界
線
を
上
訴
審
裁
判
官
が
越
え
る
場
合
に
禁
止
規
．
定

に
違
．
反
す
る
と
考
え
る
。

「
執
行
猶
荊
」
は
箕
章
に
お
鎮
」
言
及
さ
れ
て
い
る
（
林
パ

鄭
）
。
は
じ
め
に
、
執
行
猶
予
刑
の
法
的
欝
に
つ
い
　
⊂
検
討
し
、

執
行
猶
予
刑
は
同
名
の
自
由
刑
以
．
外
の
刑
の
種
類
で
は
な
く
、
自

由
刑
が
そ
の
執
行
に
お
い
て
の
み
変
更
さ
れ
る
も
の
と
結
論
し

た
。
続
い
て
「
我
々
は
、
二
つ
の
判
決
を
そ
の
個
別
的
に
対
応
す

る
内
容
に
お
い
て
相
互
に
比
較
す
る
か
ら
、
上
訴
審
裁
判
官
の
判

、
決
の
中
で
執
行
猶
予
判
決
を
対
比
す
る
以
前
に
、
刑
の
種
類
と
量

に
よ
る
『
．
不
利
益
』
が
あ
る
か
否
か
を
既
に
確
定
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
へ
二
七
）
薫
じ
、
講
章
の
刑
の
繁
は
こ
三
C
変

事
．
れ
る
必
要
は
な
い
し
（
職
八
）
レ
鉦
べ
て
い
る
。

第
九
靖
そ
の
他
の
不
法
二
黒
（
蟻
魁
で
は
、
附
粥
、

保
安
及
び
矯
正
の
処
分
は
比
較
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
故
取

り
替
え
得
な
い
し
、
訴
訟
費
川
判
決
は
そ
れ
自
体
で
の
み
．
考
察
さ

れ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
　
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
、
不
法
効
果
に
関
し

て
、
部
分
的
考
察
方
法
か
ら
の
み
、
そ
の
時
周
的
部
長
が
禁
止
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
推
断
さ
れ
う
る
。
そ
れ
ら
は
種
類
が
異
る
た

め
に
、
三
三
一
条
二
項
の
例
外
が
干
渉
し
な
い
限
り
．
、
相
互
に
取

り
替
え
、
り
れ
得
な
い
」
碗
）
と
著
者
は
締
め
く
く
っ
た
、

四

　
第
三
部
に
お
い
て
は
、
実
務
上
の
法
の
適
川
に
役
立
つ
こ
と
に

な
る
の
で
、
著
者
は
、
お
お
よ
そ
、
有
名
な
判
例
と
E
。
シ
ュ
ミ

ッ
ト
、
レ
ー
べ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
、
フ
ラ
イ
ン
グ
、
不
ヒ
ト
・
ミ
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紹介

ユ
；
ラ
ー
・
ラ
イ
ト
ベ
ル
ガ
ー
の
三
冊
の
指
導
的
註
釈
書
を
引
用

す
る
に
と
ど
め
、
可
能
な
個
々
の
事
例
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
て

い
る
。第

δ
章
「
主
刑
に
お
け
る
禁
止
」
（
聾
一
概
）
で
は
、
第
七

章
で
展
開
し
た
主
刑
に
関
す
る
シ
ェ
ー
マ
を
若
干
の
複
雑
な
問
題

に
つ
い
て
検
討
し
、
更
に
、
執
行
猶
予
刑
に
対
し
て
生
じ
る
問
題

の
原
則
的
な
解
決
に
も
こ
の
シ
ェ
ー
マ
を
適
用
し
う
る
と
し
て
、

個
々
の
事
例
に
つ
き
結
論
を
導
き
出
し
て
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
結
論
の
紹
介
は
重
要
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
紙
幅
も
残
り
少
な

く
な
っ
た
の
で
割
愛
さ
せ
て
戴
い
て
、
第
一
一
章
「
そ
の
他
の
不

法
効
果
に
お
け
る
禁
止
」
（
一
〇
一
＝
二
頁
）
に
つ
き
、
い
か
な
る
不
法

効
果
に
ま
で
不
利
益
変
更
禁
止
が
及
ぶ
か
と
い
う
限
界
問
題
に
対

す
る
著
者
の
結
論
の
み
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
は
じ
め
に
、
著
者
は
、
　
「
す
べ
て
の
不
法
効
果
は
そ
の
法
的
性

質
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
不
利
益
変
更
禁
止
に
服
し
」
、
「
不
利

益
と
は
被
告
人
が
刑
事
訴
訟
の
公
判
手
続
の
外
で
も
受
け
ね
ば
な

ぬ
も
の
で
は
な
い
」
（
一
。
。
贔
）
と
い
う
二
つ
の
視
占
…
を
確
認
す

る
。

ま
ず
、
刑
法
第
一
編
第
一
章
の
不
法
効
果
が
検
討
さ
れ
る
。
公

職
就
任
の
無
籍
（
禦
二
葬
）
、
公
権
の
菱
（
剤
継
三
肇
）
、

警
察
監
視
蘇
謎
葱
に
は
林
｝
歪
規
定
の
適
用
を
認
め
る
が
、

没
収
に
つ
い
て
は
、
没
収
の
容
体
が
正
犯
又
は
共
犯
に
所
属
し
て

い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
を
分
け
て
、
前
者
に
は
禁
止
規

定
の
適
用
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
後
者
に
は
な
い
と
す
る
。
追
徴

（
毛
Φ
H
叶
①
R
ω
9
一
N
）
に
関
し
て
も
、
没
収
と
同
じ
結
論
を
導
い
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
廃
棄
処
分
（
刑
法
四
一
条
）
は
所
有
関
係
を
顧
慮
す
る

こ
と
な
く
宣
告
さ
れ
う
る
の
で
」
禁
止
規
定
の
適
用
を
否
定
し
た
。

　
刑
法
第
一
章
a
の
保
安
及
び
矯
正
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
二
つ

の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
。
そ
し
て
、
刑
訴
法
三
三
一
条
二
項
で
例
外

と
さ
れ
て
い
る
処
分
に
は
当
然
禁
止
規
定
の
適
用
は
な
い
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
の
他
の
処
分
、
労
働
所
へ
の
馨
（
櫻
四
二
欝
）
、

保
安
拘
林
三
櫻
㎜
二
讐
）
、
職
業
行
使
の
禁
止
（
譲
置
諜

條
）
、
自
動
車
運
転
免
許
の
矧
奪
（
刑
法
四
二
条
a
7
、
四
二
条
m
）
に
対
し
て
は
そ

の
適
用
を
承
認
し
て
い
る
。

　
続
い
て
、
　
「
刑
法
各
論
の
個
々
の
構
成
要
件
が
科
す
る
不
法

効
果
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
不
利
益
に
命
ぜ
ら
れ
、
期
間
を
延

長
さ
れ
又
は
取
り
替
え
ら
れ
な
い
と
い
う
原
則
は
妥
当
す
る
」
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不
利
益
な
変
更
に
つ
い
て
、

一
ラ
イ

　　　　　　　　　　　　　　　　紹介

也手（こ賠にる’江、に○ば、　　　　　　　　　　　　　対＿九失
定続あ償検旨告証よ四刑有す○八並

ヒ
裁
判
所
の
判
例
（
麹
監
鴛
爆
轟
望
診
取
獣
聯
麟

幡）

ﾆ
、
連
邦
裁
判
所
の
判
例
（
蹴
罰
綿
廉
駄
）
、
と
を
紹

介
し
た
後
に
、
結
論
的
に
前
者
に
賛
成
し
て
い
る
。

　
　
　
五

　
，
結
語
」
に
お
い
て
、
著
者
は
立
法
論
に
触
れ
、
不
利
益
変
更
禁

止
の
規
．
定
を
「
被
告
入
の
み
が
土
噛
し
た
と
き
は
、
判
決
は
、
そ

の
不
法
効
果
に
つ
き
被
告
人
の
不
利
益
に
変
更
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
。

　
こ
の
規
定
の
意
味
に
お
け
る
不
利
益
と
、
有
罪
判
決
の
変
更
、

療
養
も
し
く
は
看
護
施
設
、
飲
酒
者
療
養
施
設
又
は
禁
断
施
設
へ

の
収
籍
令
は
篠
さ
れ
な
い
」
（
…
を
と
八
三
す
べ
き
こ
と
を

提
案
し
て
い
る
。

　
　
　
六

　
以
．
上
で
紹
介
を
終
わ
る
わ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
最
後
に
、
ガ

ン
ス
ケ
の
不
利
益
概
念
の
定
義
に
対
し
て
簡
単
な
批
評
を
つ
け
加

え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
筆
者
は
ガ
ン
ス
ケ
の
不
利
益
概
念
の
定
義
に
は
基
本
的
に
二
つ

の
大
き
な
特
徴
が
あ
．
る
と
考
え
る
．
ω
．
不
利
益
そ
の
も
の
を
被
告

人
に
対
す
る
不
法
効
果
と
し
て
か
な
り
幅
広
く
把
握
し
て
い
る
こ

962の10㍗（28



　
　
と
、
②
不
利
益
を
確
定
す
る
基
準
を
一
般
的
に
法
律
に
の
み
求
め

　
　
た
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。

　
　
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
不
利
益
と
は
不
法
効
果
で
は
あ
ろ
う

　
　
が
、
法
的
性
質
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
す
べ
て
の
不
法
効
果
に
拡

　
　
大
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
も
っ
と
検
討
す
べ
き
余
地
は
な
い
だ

　
　
ろ
う
か
。
こ
れ
は
制
限
し
て
考
え
る
方
が
妥
当
だ
と
思
う
。
一
例

　
　
を
あ
げ
る
と
、
訴
訟
費
用
判
決
の
不
利
益
な
変
更
に
は
禁
止
規
定

　
　
の
適
用
を
承
認
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
　
第
二
点
に
関
し
て
は
、
ガ
ン
ス
ケ
の
見
解
は
正
当
だ
と
言
い
え

　
　
よ
う
。
け
だ
し
、
不
利
益
変
更
禁
止
の
問
題
に
対
し
て
法
律
解
釈

　
　
の
統
一
性
を
確
立
し
、
こ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も

　
　
一
般
的
1
1
客
観
的
考
察
方
法
に
依
拠
す
る
以
外
に
は
な
い
と
考
え

　
　
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
種
々
の
制
約
が
あ
っ
て
、
用
語
の
生
硬
さ
の
み
で
な
く
、
言
葉

　
　
足
ら
ず
の
不
正
確
な
紹
介
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
が
、

　
　
今
回
は
こ
う
し
た
紹
介
に
と
ど
め
、
ガ
ン
ス
ケ
の
見
解
に
対
す
る

　
　
本
格
的
な
批
評
、
更
に
、
我
が
国
の
不
利
益
変
更
禁
止
の
制
度
に

　
　
関
す
る
考
察
は
改
め
て
別
稿
に
お
い
て
論
ず
る
予
定
に
し
て
い

　
　
る
Q

介　
　
本
紹
介
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
刑
事
裁
判
資
料
第
九
十
号
「
ド

紹　
　
イ
ツ
刑
法
」
、
同
第
八
十
一
号
「
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
」
、
滝
川

春
雄
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
安
処
分
」
刑
法
雑
誌
八
巻
二
、
三
、

四
号
「
保
安
処
分
の
研
究
」
四
一
頁
以
下
「
刑
罰
と
保
安
処
分
の

限
界
」
　
（
昭
三
七
）
所
収
四
九
頁
以
下
を
参
照
さ
せ
て
載
い
た
。

尚
、
ヘ
ェ
フ
リ
ガ
ー
（
＝
田
①
h
＝
σ
q
臼
）
は
本
書
に
対
し
て
簡
潔
で

は
あ
る
が
、
　
か
な
り
好
意
的
な
紹
介
を
　
ω
。
す
≦
Φ
旨
Φ
ユ
ω
9
Φ

N
①
津
ω
o
汀
一
津
h
9
ω
霞
Ω
。
ヰ
①
o
ゴ
ゴ
ω
創
●
謡
》
ω
●
ド
○
①
い
（
お
①
μ
）

に
お
い
て
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。

一
一
九
六
二
・
一
・
八
－
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