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総括コメント　

総
括
コ
メ
ン
ト

─
─
日
仏
比
較
の
視
点
か
ら
─
─

横　
　

山　
　

美　
　

夏

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
、
い
よ
い
よ
終
わ
り
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
二
日
間
に
わ
た
り
、
倒
産
手
続
に
お

け
る
処
遇
を
見
据
え
た
日
仏
の
担
保
法
に
つ
い
て
、
熱
心
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。

　

さ
て
、
債
務
者
の
倒
産
に
直
面
し
た
債
権
者
が
、
他
の
債
権
者
の
利
益
を
損
な
っ
て
で
も
債
権
を
回
収
し
よ
う
と
力
を
つ
く
す
こ
と

は
、
お
そ
ら
く
、
ど
こ
の
社
会
に
も
共
通
す
る
。
こ
の
と
き
、
債
務
者
の
財
産
を
債
権
者
に
ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
か
に
つ
い
て
、
債

権
者
の
平
等
を
原
則
と
し
て
い
る
国
で
は
、
債
権
者
の
平
等
と
担
保
権
の
優
先
性
と
の
間
で
衝
突
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
当
該
倒
産
手

続
が
債
務
者
で
あ
る
企
業
の
救
済
・
再
生
を
目
的
と
す
る
と
き
は
、
債
権
者
の
利
益
と
債
務
者
の
利
益
と
が
対
立
す
る
。
第
一
セ
ッ
シ

ョ
ン
の
杉
本
和
士
教
授
の
報
告
（「
倒
産
手
続
に
お
け
る
担
保
の
処
遇
─
─
日
本
」）
が
言
及
す
る
と
お
り
、
こ
れ
は
一
つ
の
ア
ポ
リ
ア

で
あ
っ
て
、
取
引
社
会
に
普
遍
的
な
問
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
普
遍
的
な
衝
突
・
相
克
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
は
、
国
ご
と
に
異
な
る
。
同
じ
国
で
あ
っ
て
も
、
時
の
法
政
策
に
よ

っ
て
相
違
す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
企
業
の
再
生
手
続
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
心
的
目
的
を
、
債
権
者
を
犠
牲
に
し
て
で
も
債

務
者
で
あ
る
企
業
を
救
済
す
る
こ
と
に
お
く
場
合
に
は
、
企
業
の
再
生
を
試
み
つ
つ
も
債
権
者
が
で
き
る
だ
け
満
足
を
得
ら
れ
る
よ
う

（
1
）
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に
す
る
場
合
と
は
異
な
る
制
度
設
計
が
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
同
一
の
法
政
策
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
現
方
法
は
異
な
り
う
る
。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
お
よ
び
議
論
は
、
日
仏
両
法
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
こ
の
普
遍
的
な
課
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
よ
う
と

し
て
き
た
か
を
比
較
検
討
す
る
有
益
な
機
会
と
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
学
問
的
な
旅
の
終
わ
り
に
あ
た
り
、
以
下
で
は
、
担
保
法

の
内
容
お
よ
び
形
式
の
二
つ
の
観
点
か
ら
、
担
保
と
倒
産
手
続
に
お
け
る
そ
の
処
遇
を
め
ぐ
る
日
仏
の
共
通
点
と
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を

ま
と
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
総
括
と
し
た
い
。

一　

担
保
法
の
実
体
的
内
容
の
日
仏
比
較

Ａ　

所
有
型
担
保

　

ま
ず
、
日
本
法
も
フ
ラ
ン
ス
法
も
、
所
有
型
担
保
が
発
展
し
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
所
有
権
を
移
転
す
る
方
法
（
譲
渡
担
保
）
で

あ
れ
、
所
有
権
を
留
保
す
る
方
法
（
所
有
権
留
保
）
で
あ
れ
、
所
有
権
に
基
礎
を
お
く
担
保
は
、
今
日
、
隆
盛
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

る
。
か
つ
、
日
仏
両
法
に
お
い
て
、
所
有
型
の
担
保
は
、
担
保
権
者
が
他
の
債
権
者
を
排
し
て
目
的
物
の
価
値
を
独
占
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
て
お
り
、
そ
れ
が
所
有
型
担
保
の
利
点
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
所
有
型
担
保
の
処
遇
は
、
日
本
法
と
フ
ラ
ン
ス
法
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
荻
野
教
授
が
ペ

ロ
シ
ョ
ン
教
授
の
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
非
典
型
担
保
で
あ
る
所
有
型
担
保
を
、
抵
当
権
な

ど
の
典
型
担
保
と
比
較
し
て
か
な
り
優
遇
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
債
権
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
カ
ブ
リ
ヤ
ッ
ク
教
授

は
、
ダ
イ
イ
譲
渡
に
よ
る
債
権
の
譲
受
人
が
、
商
法
Ｌ
．
六
三
二
─
一
条
一
項
六
号
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、
債
権
質
の
質
権
者
と
比
較

し
て
相
当
に
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ブ
リ
ヤ
ッ
ク
教
授
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
将
来
債
権
の
譲
渡
に
関
す
る

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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枠
合
意
が
さ
れ
た
後
に
倒
産
手
続
が
開
始
さ
れ
て
も
、
そ
の
後
に
発
生
し
た
債
権
は
倒
産
手
続
の
影
響
を
受
け
な
い
。
ダ
イ
イ
譲
渡
も

債
権
質
も
、
担
保
目
的
で
あ
る
点
で
そ
の
機
能
は
同
一
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
カ
ブ
リ
ヤ
ッ
ク
教
授
は
、
ダ
イ
イ
譲
渡
の

譲
受
人
は
金
融
機
関
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
違
い
は
、
金
融
機
関
が
顧
客
に
信
用
を
供
与
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
と

い
う
法
政
策
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
、
ダ
イ
イ
譲
渡
は
、
所
有
型
担
保
が
倒
産
手
続
に
お
い
て
他
の
担
保
と
比
較
し

て
優
遇
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
例
で
は
な
い
。
ペ
ロ
シ
ョ
ン
教
授
の
報
告
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
担
保
目
的
の
信
託

も
所
有
権
留
保
も
、
典
型
的
な
担
保
と
比
較
し
て
倒
産
手
続
に
お
い
て
有
利
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
扱
い
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ペ
ロ
シ
ョ
ン
教
授
は
、
そ
の
報
告
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
所
有
型
担
保
の
優
遇
の
根

拠
を
、
目
的
物
が
債
務
者
の
責
任
財
産
に
属
さ
な
い
か
ら
、
倒
産
手
続
の
対
象
と
な
る
財
産
を
構
成
し
な
い
こ
と
に
求
め
て
い
た
。
こ

の
説
明
は
、
論
理
的
で
は
あ
る
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
目
的
物
が
債
務
者
の
財
産
に
帰
属
し
て
い
る
か
否
か
と

い
う
形
式
を
重
視
す
る
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
テ
ロ
ン
教
授
が
論
じ
た
よ
う
に
、
所
有
の
移
転
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
所
有
権
移
転
の

時
期
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
テ
ロ
ン
教
授
の
提
唱
さ
れ
た
所
有
権
移
転
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
担
保
目
的
の
所
有
権
移
転

に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
よ
り
一
般
的
な
射
程
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
法
で
は
、
所
有
型
担
保
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
利
用
さ
れ
て
い
る
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
、
判
例
は
、
所
有
権

移
転
と
い
う
形
式
よ
り
担
保
の
目
的
と
い
う
実
質
を
重
視
し
て
、
倒
産
手
続
に
お
い
て
譲
渡
担
保
を
典
型
担
保
と
同
様
に
扱
っ
て
い
る
。

　

実
は
、
日
本
法
が
、
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
、
法
形
式
を
性
質
決
定
の
決
定
的
要
素
と
せ
ず
、
当
該
取
引
の
目
的
、
機
能
を
重
視
す
る

の
は
、
倒
産
手
続
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
最
高
裁
判
所
は
、
平
成
一
八
年
二
月
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
民
集
六
〇
巻
二
号
四
八

〇
頁
）
に
お
い
て
、
買
戻
特
約
付
売
買
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
て
も
、「
何
ら
か
の
債
権
の
担
保
と
す
る
目
的
で
締
結
さ
れ
た
契
約
は
、

譲
渡
担
保
契
約
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
真
正
な
買
戻
特
約
付
売
買
を
所
有
権
取
得
原
因
と
す
る
目
的
物
の
引
渡
請
求

（
5
）

（
6
）
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を
認
容
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
た
。
債
権
の
担
保
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
所
有
権
を
移
転
す
る
契
約
の
形
式
に
よ
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
そ
の
契
約
に
よ
り
所
有
権
が
不
可
逆
的
に
完
全
に
移
転
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
判

決
は
、「
買
戻
特
約
付
売
買
契
約
の
形
式
が
採
ら
れ
て
い
て
も
、
目
的
不
動
産
の
占
有
の
移
転
を
伴
わ
な
い
契
約
は
、
特
段
の
事
情
の

な
い
限
り
、
債
権
担
保
の
目
的
で
締
結
さ
れ
た
も
の
と
推
認
さ
れ
」
る
と
し
て
い
る
。
日
本
の
判
例
は
、
売
主
が
目
的
物
の
占
有
を
続

け
る
場
合
に
は
、
売
買
と
性
質
決
定
す
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
、
フ
ラ
ン
ス
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
占
有
の
移
転
を
伴
わ
な

い
質
権
あ
る
い
は
抵
当
権
を
生
じ
さ
せ
る
契
約
と
同
視
し
て
い
る
。

　

日
本
の
判
例
が
、
売
買
と
い
う
法
形
式
に
示
す
警
戒
と
慎
重
さ
の
理
由
の
一
つ
は
、
日
本
に
お
け
る
譲
渡
担
保
の
歴
史
に
由
来
す
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
日
本
で
は
、
売
買
契
約
の
形
式
を
と
る
譲
渡
担
保
は
古
く
か
ら
存
在
し
、
債
権
者
が

債
権
額
よ
り
も
は
る
か
に
価
値
の
高
い
物
を
取
得
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
。
加
え
て
、
譲
渡
担
保
は
一
九
世
紀
末
に
制
定
さ
れ

た
民
法
に
も
商
法
に
も
担
保
と
し
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
つ
、
日
本
民
法
は
担
保
物
権
を
含
む
物
権
一
般
に
つ
き
物
権

法
定
主
義
を
採
用
し
て
い
る
（
民
法
一
七
五
条
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
担
保
は
、
慣
習
に
基
づ
く
担
保
物
権
と
し
て
認
め
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
な
か
で
、
判
例
は
、
売
買
の
形
式
を
ま
と
っ
た
担
保
に
つ
い
て
、
そ
の
真
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
譲
渡
担
保
権
者
に
、

債
務
者
が
被
担
保
債
権
を
期
限
に
弁
済
で
き
な
い
場
合
に
清
算
を
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
債
権
者
が
、
売
買
の
法
形
式
に
乗
じ
て

不
当
な
利
益
を
得
る
こ
と
を
回
避
す
る
に
は
、
売
買
の
形
式
を
ま
と
っ
た
担
保
に
、
担
保
と
し
て
の
実
質
的
効
果
を
付
与
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
官
が
、
よ
く
見
る
べ
き
で
あ
る
の
は
取
引
の
機
能
で
あ
っ
て
形
式
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
を

も
つ
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
所
有
型
担
保
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
法
形
式
を
尊
重
す
る
の
に
対
し
て
、
日
本
法
は
そ
の
目
的
お
よ
び
機
能

と
い
う
実
質
を
重
要
視
す
る
。
と
は
い
え
、
倒
産
に
至
ら
な
い
段
階
で
の
、
所
有
型
担
保
に
関
す
る
日
仏
両
法
の
違
い
は
、
相
対
化
さ

（
7
）
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れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
所
有
型
担
保
の
も
う
ひ
と
つ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
、
競
売
に
よ
ら
ず
裁
判
外

で
実
行
で
き
る
こ
と
に
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
典
型
担
保
に
つ
い
て
も
、
競
売
に
よ
ら
な
い
実
行
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
質
権
に
つ
い
て
は
、
質
権
者
は
、
一
定
の
倒
産
手
続
に
お
い
て
さ
え
、
裁
判
所
の
許
可
が
あ
れ
ば
、
所
有
権
付
与
に
よ
り
、

競
売
に
よ
ら
ず
に
質
権
を
実
行
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
簡
易
な
実
行
手
段
は
、
日
本
に
は
、
倒
産
手
続
開
始
前
の
担
保
法
に
も
存
在
し

な
い
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
担
保
法
に
お
い
て
、
流
担
保
条
項
を
抵
当
権
に
も
認
め
て
い
る
（
た
だ
し
、
倒
産
手
続
開
始
後
は
、

流
担
保
条
項
の
実
行
は
倒
産
手
続
に
対
抗
で
き
な
い
）。
こ
れ
も
日
本
に
は
存
在
し
な
い
。
債
務
不
履
行
時
に
流
担
保
が
生
じ
る
条
項

を
入
れ
て
お
け
ば
、
質
権
者
の
み
な
ら
ず
抵
当
権
者
も
、
裁
判
外
で
、
実
に
簡
単
に
担
保
権
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

担
保
法
に
お
け
る
典
型
担
保
の
実
行
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
日
本
法
と
く
ら
べ
て
は
る
か
に
柔
軟
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
見
方

を
変
え
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
所
有
型
担
保
と
典
型
担
保
の
違
い
は
、
倒
産
手
続
の
場
面
で
突
出
す
る
こ
と
を
示
す
。

Ｂ　

典
型
担
保

　

フ
ラ
ン
ス
法
も
日
本
法
も
、
同
じ
よ
う
な
類
型
の
典
型
担
保
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
保
の
実
効
性
は
異
な
る
。

　

第
一
に
、
人
的
担
保
に
関
し
て
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
保
証
に
関
す
る
規
律
は
、
日
本
法
よ
り
も
か
な
り
発
展
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
保
証
は
日
本
で
も
古
く
か
ら
非
常
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
担
保
で
あ
る
が
、
保
証
人
の
保
護
に
関
す
る
規
定
は
、
二
〇
一
七

年
の
民
法
改
正
を
経
て
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。
消
費
者
契
約
に
つ
い
て
さ
え
、
特
別
法
に
よ
っ
て
も
、
保
証
人
の
保
護
を
促
す
規
律

の
整
備
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
債
務
者
が
倒
産
し
た
場
合
の
保
証
人
の
処
遇
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
日
本
と
で
か
な
り
異
な
る
。
デ
ュ
モ
ン
教
授
が
フ
ラ
ン
ス

（
8
）
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法
に
つ
い
て
挙
げ
て
い
た
、
債
権
者
と
保
証
人
の
連
帯
と
い
う
観
念
は
日
本
に
は
存
在
し
な
い
。
債
務
者
が
倒
産
し
た
と
き
に
、
保
証

人
と
と
も
に
債
権
者
が
満
足
を
得
ら
れ
な
い
リ
ス
ク
を
負
う
、
と
い
う
考
え
方
は
わ
れ
わ
れ
に
は
な
じ
み
が
な
い
。
齋
藤
准
教
授
が
デ

ュ
モ
ン
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
、
保
証
人
は
か
な
り
厳
し
い
立
場
に
お
か
れ
る
。
債
務
者
が
倒
産

し
た
場
合
の
リ
ス
ク
は
債
権
者
と
保
証
人
が
と
も
に
負
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
な
く
、
保
証
人
は
、
む
し
ろ
、
債
務
者
が
倒
産

し
た
場
合
に
は
責
任
を
負
う
べ
き
者
と
し
て
自
ら
を
犠
牲
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
保
証
人
が
保
護
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
日
本
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
保
証
人
と
債
権
者
の
連
帯
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
と
い
う
考
え
方
は
、

こ
れ
と
は
か
な
り
次
元
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
保
証
人
が
債
務
者
の
資
産
が
悪
化
し
な
い
う
ち
に
対
処
す
る
よ
う
に
促
す
政
策
が
、
倒
産
法
の
な
か
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
保
証
人
に
対
し
、
早
め
の
対
処
を
促
す
法
政
策
は
、
お
そ
ら
く
、
関
係
当
事
者
に
と
っ
て
望
ま
し

い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
齋
藤
准
教
授
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
も
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
は
、
同
様
の
仕
組
み
が
存
在
す
る

が
、
一
歩
進
め
て
、
正
面
か
ら
立
法
を
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
に
、
物
的
担
保
に
関
し
て
、
驚
き
で
あ
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
留
置
権
の
効
力
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
民
事

留
置
権
も
含
め
、
清
算
手
続
お
よ
び
事
業
譲
渡
の
場
合
に
、
留
置
権
が
、
目
的
物
の
売
買
代
金
へ
の
代
位
も
含
め
、
強
力
な
効
力
を
有

す
る
の
が
目
を
引
く
。
留
置
権
を
有
す
る
す
べ
て
の
債
権
者
は
、
そ
の
権
利
を
排
他
的
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
コ
リ
グ
＝
ヴ

ニ
エ
教
授
は
、
そ
の
報
告
の
な
か
で
、
こ
の
留
置
権
の
効
力
を
、
留
置
と
い
う
事
実
の
力
の
み
な
ら
ず
衡
平
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
法
で
は
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
留
置
権
の
効
力
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
比
較
す
る
と
脆
弱
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

日
本
で
も
、
商
事
留
置
権
は
、
破
産
手
続
に
お
い
て
は
特
別
の
先
取
特
権
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
（
破
産
法
六
六
条
一
項
）、
優

先
弁
済
権
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
事
留
置
権
は
、
破
産
手
続
に
お
い
て
破
産
財
団
と
の
関
係
で
は
効
力
を
失
う
（
同
条

（
9
）

（
10
）

（
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）
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三
項
）。
ま
た
、
民
事
留
置
権
の
帰
趨
は
、
更
生
手
続
に
つ
い
て
は
、
法
文
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

留
置
権
が
衡
平
に
依
拠
す
る
こ
と
は
日
本
で
も
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
衡
平
を
根
拠
と
し
て
留
置
権
の
効
力
を
強
化
す
る

フ
ラ
ン
ス
法
の
発
想
は
非
常
に
興
味
深
い
。
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
法
と
で
「
衡
平
」
の
内
容
が
同
じ
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
が
、
日
本

で
も
、
倒
産
手
続
の
中
で
、
民
事
留
置
権
の
効
力
を
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
き
ど
の
よ
う
に
処
遇
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
再
度
検
討

す
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

二　

担
保
法
の
規
律
形
式
に
関
す
る
日
仏
比
較

Ａ　

判
例
の
重
要
性

　

フ
ラ
ン
ス
法
で
も
日
本
法
で
も
、
担
保
法
お
よ
び
倒
産
手
続
に
お
け
る
担
保
の
処
遇
の
準
則
と
し
て
、
判
例
が
重
要
な
役
割
を
有
し

て
い
る
こ
と
は
共
通
す
る
。
た
と
え
ば
、
債
権
譲
渡
に
関
し
て
、
日
仏
両
国
の
民
法
は
、
類
似
す
る
明
文
の
規
定
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
三
二
一
条
、
日
本
民
法
四
六
六
条
）
を
有
し
て
い
る
が
、
債
権
譲
渡
担
保
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
よ
り
、
異
な
る
理
解

が
確
立
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ュ
モ
ン
教
授
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
判
例
は
、
債
権
譲
渡
担
保
を
債
権
質
と
性
質
決
定
し
、

債
権
譲
渡
の
原
則
を
定
め
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
三
二
一
条
一
項
の
適
用
を
退
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
判
例
は
、
フ
ラ
ン

ス
民
法
典
一
三
二
一
条
一
項
に
相
応
す
る
民
法
四
六
六
条
に
基
づ
き
、
債
権
譲
渡
担
保
を
債
権
質
（
民
法
三
六
二
条
）
で
は
な
く
所
有

型
担
保
と
性
質
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
担
保
法
の
形
成
に
あ
た
り
両
国
で
判
例
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
。
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Ｂ　

立
法
の
課
題

　

こ
れ
に
対
し
て
、
担
保
法
お
よ
び
倒
産
手
続
に
お
け
る
担
保
の
処
遇
に
関
す
る
立
法
の
状
況
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
日
本
法
と
で
大
い

に
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
み
る
と
、
民
法
典
お
よ
び
商
法
典
の
な
か
の
、
担
保
に
関
す
る
一
般
法
お
よ
び
、
そ

れ
ぞ
れ
の
倒
産
手
続
に
お
け
る
担
保
の
処
遇
に
関
す
る
規
定
は
、
日
本
法
と
比
較
し
て
と
て
も
多
く
、
ま
た
そ
の
内
容
も
非
常
に
詳
細

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
担
保
法
に
関
す
る
法
の
形
成
に
判
例
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
第
一
の
法
源
は

法
律
で
あ
る
。
加
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
最
初
に
モ
ン
セ
リ
エ
＝
ボ
ン
教
授
が
報
告
し
た
よ
う
に
、
最
近
、
担
保
法
お
よ
び
倒
産
法

の
数
次
に
わ
た
る
大
き
な
改
正
を
行
っ
て
お
り
、
立
法
に
よ
る
担
保
法
の
大
き
な
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
な
か
に
は
、

担
保
に
つ
い
て
多
様
な
手
段
を
設
け
る
と
い
う
法
政
策
の
も
と
、
必
ず
し
も
ニ
ー
ズ
が
明
ら
か
で
は
な
い
し
く
み
も
存
在
す
る
こ
と
が
、

議
論
の
な
か
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

一
方
、
担
保
に
関
す
る
日
本
の
法
律
は
控
え
め
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
り
わ
け
、
所
有
型
担
保
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
存
在

す
る
譲
渡
担
保
は
も
ち
ろ
ん
、
所
有
権
留
保
も
非
常
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
法
律
上
明
文
の
制
度
と
な
っ
て
は
い
な

い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
、
所
有
型
担
保
の
法
形
成
を
担
っ
て
き
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
判
例
で
あ
る
。
債
権
譲
渡
担
保

に
関
す
る
規
律
も
、
公
示
制
度
を
除
け
ば
、
主
と
し
て
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
も
っ
と
も
、
所
有
型
担
保

に
つ
い
て
立
法
化
の
例
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
七
八
年
に
は
、
債
権
担
保
の
目
的
で
締
結
さ
れ
た
不
動
産
の
代
物
弁

済
の
予
約
な
ど
を
対
象
に
、
仮
登
記
担
保
契
約
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、
判
例
に
従
っ
て
、
担
保
権
者
の

清
算
義
務
（
同
法
三
条
）
や
担
保
設
定
者
の
受
戻
権
（
同
法
一
一
条
）
な
ど
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。

　

取
引
の
安
全
を
維
持
し
、
法
の
透
明
性
と
予
見
可
能
性
を
確
保
す
る
に
は
、
担
保
法
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
も
、
ま
た
倒
産
手
続
に

（
12
）
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お
け
る
そ
の
処
遇
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
精
確
な
準
則
が
条
文
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
現
在
、
日
本
で
は
、
所
有
型
担
保

に
関
す
る
立
法
の
必
要
性
に
つ
い
て
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
日
本
法
の
透
明
性
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
所
有

型
担
保
の
立
法
化
に
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
た
問
題
点
に
照
ら
す
と
、
法
の
透
明
性

と
そ
れ
に
よ
る
取
引
の
安
全
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
担
保
の
効
力
お
よ
び
、
と
り
わ
け
倒
産
に
お
け
る
そ
の
処
遇
に
つ
き
、
必
要
か
つ

十
分
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
担
保
法
お
よ
び
倒
産
法
に
つ
い

て
詳
細
な
規
定
を
有
し
、
か
つ
、
担
保
の
処
遇
を
担
保
権
ご
と
に
、
さ
ら
に
は
倒
産
手
続
の
種
類
に
よ
っ
て
、
細
か
く
規
定
し
、
そ
れ

を
頻
繁
に
改
正
し
て
い
る
た
め
、
条
文
相
互
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
場
面
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
報
告
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
倒
産
時
の
処
遇
も
含
め
た
担
保
法
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
は
、
頻
繁
な
改
正
を
伴
う
、

詳
細
な
数
多
く
の
規
定
相
互
の
整
合
性
を
保
つ
こ
と
の
難
し
さ
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
。
担
保
法
の
立
法
化
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ

ン
ス
法
も
日
本
法
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
課
題
を
有
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
二
日
間
の
比
較
法
研
究
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
知
る
機
会
と
な
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
本
法
を
省
察
す
る
契
機
と
も
な

っ
た
。
松
川
正
毅
大
阪
大
学
名
誉
教
授
が
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
述
べ
た
よ
う
に
、
外
国
法
を
通
じ
て
自
国
の
法
を
知

る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
、
比
較
法
の
大
き
な
魅
力
と
い
え
よ
う
。

齋
藤
由
起
「
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
の
現
在
─
─
─
倒
産
手
続
に
お
け
る
処
遇
の
観
点
を
ふ
ま
え
て
─
─
─
（
一
）」
阪
大
法
学
六
九
巻
一
号
一

五
〇
頁
参
照
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ 

ペ
ロ
シ
ョ
ン
（
山
代
忠
邦
訳
）「
担
保
の
た
め
に
譲
渡
さ
れ
た
所
有
」
阪
大
法
学
六
九
巻
二
号
三
五
九
頁
以
下
。

（
1
）

（
2
）
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齋
藤
由
起
「
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
の
現
在
─
─
─
倒
産
手
続
に
お
け
る
処
遇
の
観
点
を
ふ
ま
え
て
─
─
─
（
二
）」
阪
大
法
学
六
九
巻
二
号
三

一
六
頁
参
照
。

セ
ヴ
リ
ー
ヌ 

カ
ブ
リ
ヤ
ッ
ク
（
白
石
大
訳
）「
債
権
上
の
担
保
と
倒
産
法
」
阪
大
法
学
六
九
巻
二
号
三
二
〇
頁
以
下
。

ジ
ュ
リ
ア
ン 

テ
ロ
ン
（
村
田
健
介
訳
）「
所
有
（
権
）
留
保
の
再
解
釈
に
向
け
て
」
阪
大
法
学
六
九
巻
二
号
三
三
七
頁
以
下
。

最
判
昭
和
四
一
年
四
月
二
八
日
民
集
二
〇
巻
四
号
九
〇
〇
頁
（
会
社
更
生
手
続
に
関
し
て
譲
渡
担
保
権
者
に
よ
る
取
戻
権
行
使
を
認
め
ず
、

更
生
担
保
権
者
と
し
て
扱
う
）
参
照
。

最
判
昭
和
四
六
年
三
月
二
五
日
民
集
二
五
巻
二
号
二
〇
八
頁
。

フ
ラ
ン
シ
ー
ヌ 
マ
コ
リ
グ
＝
ヴ
ニ
エ
（
荻
野
奈
緒
＝
齋
藤
由
起
共
訳
）「
有
体
動
産
の
債
務
の
担
保
へ
の
充
当
」
阪
大
法
学
六
九
巻
一
号
一

八
三
頁
以
下
。

フ
ラ
ン
ス
の
人
的
担
保
、
と
り
わ
け
債
務
者
が
倒
産
し
た
場
合
の
債
権
者
と
保
証
人
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
に
つ
い
て
、
マ
リ
ー
＝
ピ
エ
ー

ル 

デ
ュ
モ
ン
（
大
澤
慎
太
郎
訳
）「
保
証
お
よ
び
そ
の
代
替
手
段
と
倒
産
手
続
」
阪
大
法
学
六
九
巻
五
号
三
二
七
頁
以
下
。

齊
藤
・
前
掲
注
（
1
）
一
五
一
頁
参
照
。

フ
ラ
ン
ス
の
留
置
権
に
関
す
る
最
近
の
文
献
と
し
て
、
下
村
信
江
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
留
置
権
の
効
力
に
関
す
る
一
考
察
─
─
─
非
占

有
動
産
質
権
を
中
心
と
し
て
─
─
─
」
道
垣
内
引
人
＝
片
山
直
也
他
編
『
社
会
の
発
展
と
民
法
学
〔
上
巻
〕』（
成
文
堂
・
二
〇
一
九
）
四
四
五
頁

以
下
参
照
。

マ
リ
ー
＝
エ
レ
ー
ヌ 

モ
ン
セ
リ
エ
＝
ボ
ン
（
荻
野
奈
緒
＝
齋
藤
由
起
共
訳
）「
従
来
型
担
保
と
倒
産
手
続
」
阪
大
法
学
六
九
巻
一
号
一
五
三

頁
以
下
。

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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