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は
じ
め
に

い
っ
た
ん
土
俵
を
降
り
て
待
つ
こ
と
、
待
つ
こ
と
で
新
し
い
自
己
理
解
、
他
者
理
解
、
そ
し
て
現
実
理
解
が

得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、
私
は
ケ
ニ
ア
の
農
村
で
学
ん
だ
。
こ
こ
で
い
う
待
つ
こ
と
と
は
、
相
手
に

も
自
分
に
も
即
答
即
決
を
求
め
な
い
こ
と
だ
が
、
何
も
せ
ず
に
た
だ
座
し
て
待
つ
の
で
は
な
く
、
ま
わ
り
の
環

境
が
変
化
す
る
な
か
で
自
分
自
身
も
成
長
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
頑
な
な
自
分
だ
け
の
世
界
を
解
き
ほ
ぐ
し
て

新
し
い
現
実
理
解
を
手
に
す
る
ま
で
の
道
の
り
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
み
る
こ
と
だ
。
そ
の
よ
う
な
論
点
か
ら
は
じ

め
て
、
そ
し
て
こ
こ
で
予
告
す
る
手
法
で
、
人
間
に
よ
る
正
義
の
希
求
、
法
の
探
究
と
は
い
か
な
る
も
の
か
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
。

私
は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
ケ
ニ
ア
中
央
高
地
の
イ
ゲ
ン
ベ
地
方
で
、
ま
た
そ
れ
に
先
立
つ
一
九
九
九
年
か
ら

二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
は
ケ
ニ
ア
西
部
グ
シ
イ
地
方
で
、
草
の
根
の
紛
争
処
理
と
地
方
裁
判
所
で
の
慣
習
法
運

用
を
観
察
し
、
法
の
役
割
そ
し
て
裁
判
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
る
、
そ
ん
な
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
現
地
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で
紛
争
事
例
を
観
察
す
る
と
、
真
剣
に
意
見
を
ぶ
つ
け
あ
っ
て
い
る
者
ど
う
し
は
、
ど
ち
ら
も
理
に
か
な
っ
た

こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
わ
か
る
。
ど
ち
ら
も
自
分
が
正
し
い
と
確
信
し
て
真
剣
に
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
話
し
あ
い
の
な
か
で
ひ
と
つ
の
結
論
を
導
く
こ
と
は
難
し
い
。

当
事
者
間
で
話
し
あ
っ
た
り
、
第
三
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
た
り
の
方
法
で
の
解
決
が
難
し
い
問
題
が
起
こ
る

と
、
イ
ゲ
ン
ベ
の
人
び
と
は
ム
ー
マ
と
い
う
方
法
に
訴
え
る
。
す
な
わ
ち
、
調
停
役
の
長
老
た
ち
は
、
自
分
が

正
し
い
と
主
張
し
て
譲
ら
な
い
当
事
者
に
対
し
て
、
潔
白
で
あ
れ
ば
無
害
だ
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
恐
ろ
し
い

災
い
を
も
た
ら
す
は
ず
の
呪
物
を
飲
み
下
す
こ
と
を
求
め
る
。
数
日
で
呪
物
の
効
果
が
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
と

い
う
が
、
数
年
あ
る
い
は
数
十
年
か
か
る
こ
と
も
あ
る1
。「
効
果
が
現
れ
る
」
と
は
、
じ
っ
さ
い
に
災
い
が
生

じ
る
こ
と
、
正
確
に
い
う
と
自
分
の
過
ち
の
た
め
に
災
い
が
降
り
か
か
っ
た
と
当
事
者
の
一
方
が
理
解
し
、
自

ら
の
非
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
じ
っ
さ
い
に
災
い
が
起
こ
る
以
前
に
自
ら
の
過
ち
を
認
め
る
こ

と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
告
白
の
時
点
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
イ
ゲ
ン
ベ
の
人
び
と

は
そ
う
考
え
る
。

大
き
な
病
気
や
怪
我
を
す
る
。
身
内
に
不
幸
が
あ
る
。
大
切
に
し
て
い
る
も
の
が
な
く
な
る
。
イ
ゲ
ン
ベ
の

人
び
と
は
、
こ
れ
ら
の
災
い
に
は
、
誰
か
の
過
ち
あ
る
い
は
悪
意
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
と2
、
そ
う

で
な
い
も
の
と
が
あ
る
と
説
明
す
る
。
人
災
と
判
断
す
る
場
合
、
め
だ
っ
て
多
い
の
は
自
分
の
過
ち
に
起
因
す

る
と
考
え
る
ケ
ー
ス
で
、
そ
の
よ
う
な
心
当
た
り
が
な
け
れ
ば
、
誰
の
せ
い
で
も
な
い
か
、
あ
る
い
は
隣
人
の

過
ち
あ
る
い
は
悪
意
に
よ
る
。
た
だ
し
、
不
幸
の
原
因
を
誰
か
の
悪
意
に
よ
る
も
の
と
決
め
つ
け
て
隣
人
を
告
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発
す
る
こ
と
は
、
他
の
選
択
肢
ほ
ど
多
く
な
い3
。

か
つ
て
ム
ー
マ
を
引
き
受
け
、
呪
物
を
飲
み
込
ん
だ
者
は
、
時
間
が
経
つ
間
に
周
囲
の
環
境
や
自
分
自
身
を

と
り
ま
く
人
間
関
係
が
変
化
し
、
自
分
自
身
も
成
長
し
て
、
も
と
も
と
の
諍
い
に
つ
い
て
新
し
い
理
解
が
得
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
あ
の
と
き
は
自
分
に
、
あ
る
い
は
自
分
に
も
非
が
あ
っ
た
と
反
省
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

災
い
の
連
鎖
を
断
た
な
け
れ
ば
と
い
う
恐
怖
心
も
働
く
。
そ
の
末
に
、
納
得
し
て
自
ら
の
非
を
認
め
る
告
白
を

す
る
。
そ
の
よ
う
な
自
発
的
告
白
を
、
私
自
身
、
滞
在
先
の
農
村
で
何
度
か
見
聞
き
し
た
。
イ
ゲ
ン
ベ
農
村
の

人
び
と
は
、
待
つ
こ
と
で
、
い
つ
の
日
か
当
事
者
の
自
己
理
解
、
他
者
理
解
、
そ
し
て
事
実
理
解
に
変
化
が
生

じ
、
結
果
的
に
当
事
者
自
ら
の
手
で
合
意
に
辿
り
つ
く
可
能
性
に
か
け
て
い
る
。
私
が
こ
の
農
村
で
見
た
の
は
、

待
つ
こ
と
を
知
る
人
び
と
の
姿
だ
っ
た
。

本
書
第
Ⅰ
部
は
、
待
つ
こ
と
を
知
る
イ
ゲ
ン
ベ
の
人
び
と
の
解
決
方
法
に
つ
い
て
、
他
の
比
較
事
例
と
の
共

通
点
に
着
目
し
な
が
ら
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
と
い
う
／
を
め
ぐ
る
本
書
固
有
の
視
点
で
考
察

す
る
。
そ
し
て
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
の
視
点
と
対
比
す
る
。
リ
ー
ガ
ル
・
プ

ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
論
は
、
異
な
る
背
景
を
持
つ
複
数
の
法
の
間
の
交
渉
を
捉
え
る
が
、
複
数
の
法
の
混
淆
を
観
察

す
る
こ
と
に
留
ま
ら
ず
に
、
そ
こ
へ
の
入
口
─
他
者
と
の
接
触
─
と
、
そ
こ
か
ら
の
出
口
─
新
し
い
法

の
創
造
─
と
を
、
と
も
に
議
論
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
論
は
、
そ
の

よ
う
な
意
味
で
の
出
口
に
向
か
う
こ
と
を
い
っ
た
ん
保
留
し
て
、
待
つ
こ
と
の
意
義
を
考
え
る
も
の
だ
。
続
く
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第
Ⅱ
部
と
第
Ⅲ
部
は
、
い
ず
れ
も
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
論
を
深
め
る
。
私
の
基
本
的
立
場
は
、
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
と
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
の
二
つ
の
視
点
を
総
合
す
る
学
問

と
し
て
法
人
類
学
を
方
向
づ
け
る
こ
と
で
あ
る4
。

本
書
は
、
第
Ⅰ
部
か
ら
第
Ⅲ
部
に
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
理
論
篇
と
事
例
研
究
篇
の
二
つ
の
論
文
を
置
い
た
。

主
た
る
論
点
は
そ
れ
ぞ
れ
の
前
半
を
な
す
理
論
篇
に
お
い
て
示
す
が
、
い
ず
れ
も
事
例
研
究
を
通
じ
て
得
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
事
例
研
究
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

第
Ⅰ
部
後
半
の
第
二
章
は
、
待
つ
こ
と
を
知
る
正
義
あ
る
い
は
ム
ー
マ
に
よ
る
紛
争
処
理
の
正
し
さ
と
、
そ

れ
を
補
強
す
る
イ
ゲ
ン
ベ
地
方
固
有
の
社
会
的
条
件
を
め
ぐ
る
民
族
誌
的
研
究
で
あ
る
。
ム
ー
マ
に
も
ち
い
る

呪
物
と
し
て
の
山
羊
肉
に
は
、
そ
れ
を
飲
み
込
む
当
事
者
に
と
っ
て
の
義
兄
弟
の
唾
液
が
滲
み
こ
ん
で
い
る
。

イ
ゲ
ン
ベ
の
人
び
と
は
、
ム
ー
マ
の
力
は
呪
物
の
力
に
起
因
し
、
呪
物
の
力
は
唾
液
を
提
供
す
る
義
兄
弟
（
イ

シ
ア
ロ
）
の
力
に
起
因
す
る
と
考
え
る
。
第
二
章
で
論
じ
る
よ
う
に
、
イ
シ
ア
ロ
の
力
は
、
じ
っ
さ
い
に
唾
液

を
提
供
す
る
具
体
的
個
人
の
私
的
能
力
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
個
人
が
生
ま
れ
落
ち
た
親
族
集
団

と
、
唾
液
の
提
供
を
受
け
る
当
事
者
の
属
す
る
親
族
集
団
と
の
間
の
相
互
的
な
─
相
互
に
恐
れ
あ
う
─
義

兄
弟
関
係
、
そ
の
関
係
性
自
体
に
由
来
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
唾
液
を
提
供
す
る
具
体
的
個
人
は
、
そ
の
力
を
自
身
の
人
格
と
結
び
つ
け
て
私
物
化
し
て
は

な
ら
な
い
。
も
っ
と
い
え
ば
、
イ
シ
ア
ロ
と
し
て
力
を
発
揮
す
る
人
物
は
、
自
分
の
人
格
を
覆
い
隠
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
二
章
で
述
べ
る
民
族
誌
的
あ
る
い
は
人
類
学
的
発
見
は
、
イ
シ
ア
ロ
関
係
固
有
の
平
等
主
義
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（
互
い
に
恐
れ
あ
う
こ
と
）
と
非
人
格
性
（
個
を
覆
い
隠
す
こ
と
）
と
が
ム
ー
マ
の
正
し
さ
を
補
強
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
平
等
主
義
と
非
人
格
性
は
、
ム
ー
マ
の
正
し
さ
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
法
の
正

し
さ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
通
用
す
る
は
ず
だ
。
私
は
そ
う
考
え
て
い
る
。

第
Ⅱ
部
と
第
Ⅲ
部
の
主
題
と
す
る
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
は
、
右
で
述
べ
た
意
味
で
の
入
口
と
出
口

を
見
極
め
る
た
め
の
法
理
論
で
あ
る
。
は
っ
き
り
い
っ
て
お
く
と
、
混
淆
状
態
を
観
察
す
る
だ
け
で
は
法
理
論

と
し
て
の
資
格
を
持
た
な
い
。
本
書
第
Ⅱ
部
は
、
他
者
を
知
る
法
理
論
と
し
て
の
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ

ム
の
研
究
に
お
い
て
独
自
の
貢
献
を
し
た
法
人
類
学
者
・
千
葉
正
士
の
仕
事
を
再
評
価
す
る
内
容
で
あ
る
。
千

葉
の
仕
事
は
、
他
者
を
支
配
す
る
た
め
の
法
理
論
を
排
除
し
、
他
者
を
知
る
法
理
論
と
し
て
、
そ
し
て
出
口
を

語
る
理
論
と
し
て
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
を
探
究
す
る
も
の
だ
っ
た
。

千
葉
正
士
の
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
研
究
は
、
彼
自
身
の
戦
時
経
験
を
起
点
と
し
て
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
面
が
あ
る5
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
個
人
史
的
文
脈
は
他
書6
に
ゆ
だ
ね
、
本
書
第
Ⅱ
部
は
、
前
半
の

第
三
章
に
お
い
て
、
純
粋
に
法
理
論
の
点
か
ら
千
葉
の
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
論
を
再
考
す
る
。
と
く

に
千
葉
が
提
示
し
た
三
つ
の
ダ
イ
コ
ト
ミ
ー
論
を
、
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
の
入
口
を
観
察
す
る
ツ
ー

ル
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
、
彼
が
い
う
と
こ
ろ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
を
、
新
た
な
法
創
造
を
導
く

価
値
指
向
性7
を
意
味
す
る
も
の
と
受
け
と
め
て
、
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
の
出
口
を
議
論
す
る
こ
と
、

で
あ
る
。
加
え
て
主
要
概
念
で
あ
る
法
主
体
・
固
有
法
・
法
文
化
の
意
味
を
再
考
し
、
新
し
い
展
開
可
能
性
を

考
え
る
。
と
く
に
人
間
的
法
主
体
（
法
を
使
う
個
人8
）
と
社
会
的
法
主
体
（
固
有
の
法
を
抱
く
社
会
）
と
を
架
橋
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す
る
、
第
三
の
法
主
体
と
し
て
の
裁
判
官
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

ケ
ニ
ア
は
、
近
隣
諸
国
と
同
様
に
、
国
内
各
民
族
の
慣
習
法
を
国
家
法
の
法
源
の
ひ
と
つ
と
し
て
公
認
し
て

き
た
。
事
実
上
、
家
族
法
と
相
続
法
の
領
分
に
限
ら
れ
る
が9
、
慣
習
法
の
内
容
を
根
拠
と
す
る
訴
え
が
国
の
裁

判
所
で
受
理
さ
れ
て
い
る
。
慣
習
法
の
具
体
的
内
容
を
把
握
す
る
う
え
で
拠
り
所
と
な
る
の
が
、
植
民
地
時
代

の
ア
フ
リ
カ
法
成
文
化
事
業
の
成
果
刊
行
物
『
成
文
ア
フ
リ
カ
法
』
だ
。
ケ
ニ
ア
の
裁
判
所
で
は
、
こ
れ
が
事

実
上
の
慣
習
法
典10
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

第
Ⅱ
部
後
半
の
第
四
章
で
分
析
す
る
イ
ゲ
ン
ベ
地
方
の
裁
判
所
に
お
け
る
婚
資
の
未
払
を
め
ぐ
る
民
事
訴
訟

で
は
、『
成
文
ア
フ
リ
カ
法
』
が
示
す
と
こ
ろ
の
婚
資
の
「
標
準
額
」
を
支
払
う
よ
う
命
じ
る
判
決
が
導
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
法
成
文
化
事
業
が
イ
ギ
リ
ス
人
法
律
家
主
導
で
植
民
地
時
代
に
始
ま
っ
た
こ
と

な
ど
か
ら
、
植
民
地
時
代
の
遺
制
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
み
て
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
は
可
能
だ
。
ま
た
、
人
び

と
の
日
常
生
活
の
な
か
で
育
ま
れ
る
慣
習
法
を
箇
条
書
き
形
式
で
、
し
か
も
イ
ギ
リ
ス
法
の
概
念
を
使
っ
て
抽

出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
視
点
か
ら
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

第
Ⅱ
部
第
四
章
は
、
右
の
よ
う
な
批
判
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
『
成
文
ア
フ
リ
カ
法
』
の
む
し
ろ
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
役
割
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
こ
れ
が
慣
習
法
の
内
容

─
婚
資
の
「
標
準
額
」

─
に
つ
い
て
明
確
な
基
準
を
示
す
こ
と
で
、
裁
判
官
の
恣
意
的
な
判
断
を
排
除
し
、
法
の
普
遍
的
適
用11
に
寄

与
す
る
も
の
、
法
の
確
定
性
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
れ
は
法
を
機

械
的
に
適
用
す
る
こ
と
や
現
時
点
で
の
『
成
文
ア
フ
リ
カ
法
』
の
内
容
に
留
ま
る
こ
と
を
是
と
す
る
論
で
な
い
。
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判
決
を
通
じ
て
新
し
い
法
の
創
造
を
導
く
裁
判
官
は
、
社
会
を
記
述
し
、
地
域
固
有
の
法
に
声
を
与
え
る
人
類

学
的
発
見
を
必
要
と
し
て
い
る
。
私
は
、
そ
の
よ
う
な
発
見
を
提
示
し
、
法
創
造
の
現
場
に
寄
与
す
る
こ
と
も

法
人
類
学
の
役
割
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
い
る
。

だ
が
、
東
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
法
の
探
究
は
、
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
入
口
と
出
口
の
探

究
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
右
の
論
点
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
本
書
第
Ⅲ
部
は
、
人
を
知
る
法
と
し
て
の

身
分
契
約
に
着
目
し
、
関
連
す
る
現
代
ケ
ニ
ア
の
裁
判
事
例
を
分
析
す
る
が12
、
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
法
の
呼

び
込
み
を
促
す
、
形
式
主
義
と
反
形
式
主
義
と
の
間
の
深
い
次
元
で
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
姿
を
現
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
の
積
極
的
な
法
の
探
究
、
あ
る
い
は
法
の
確
定
性
の
探
究
は
、
法
の
複
雑
性
を
高
め
、
結
果

的
に
法
の
不
確
定
性
を
生
み
出
す
と
い
う
逆
説
を
伴
う13
。
本
書
第
Ⅲ
部
の
事
例
は
、
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ

ズ
ム
の
入
口
と
出
口
の
両
相
に
お
い
て
、
第
Ⅱ
部
の
事
例
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
な
課
題
を
含
ん
で
い
る
。

他
者
を
知
る
法
と
し
て
の
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
は
、
植
民
地
状
況
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
っ
た
時

代
背
景
を
持
つ
在
来
知
と
外
来
知
と
の
対
立
と
し
て
の
み
現
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ど
の
時
代
の
ど
の
地
域
の

法
に
も
備
わ
る
で
あ
ろ
う
、
一
般
化
指
向
の
形
式
主
義
と
そ
れ
に
抗
す
る
文
脈
化
指
向
の
反
形
式
主
義
と
の
対

立
を
土
台
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
在
来
知
が
形
式
主
義
と
結
び
つ
く
場
合
も
、
反
形
式
主
義
と
結

び
つ
く
場
合
も
あ
る
と
い
う
視
点
が
重
要
で
、
こ
れ
は
千
葉
が
三
つ
の
ダ
イ
コ
ト
ミ
ー
と
い
う
三
次
元
的
な
枠

組
を
も
ち
い
て
論
証
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

第
Ⅲ
部
前
半
の
第
五
章
は
、
形
式
主
義
と
反
形
式
主
義
の
対
立
を
、
身
分
契
約
の
本
来
的
属
性
と
し
て
理
論
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的
に
把
握
す
る
。
婚
姻
に
代
表
さ
れ
る
身
分
契
約
は
、
法
学
者
の
う
ち
で
「
特
殊
な
契
約
」
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
本
書
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
特
殊
性
を
自
明
視
し
な
い
。
こ
こ
で
の
ね
ら
い
は
、
モ

ノ
の
法
か
ら
人
の
法
を
引
き
剥
が
す
目
的
契
約
と
、
純
粋
に
人
の
法
と
し
て
の
身
分
契
約
と
を
対
置
し
た
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
契
約
論
を
題
材
に
、
単
発
的
契
約
／
関
係
的
契
約
、
契
約
自
由
の
原
則
／
義
務
的
贈
答

の
道
徳
と
い
っ
た
形
式
主
義
／
反
形
式
主
義
の
対
概
念
を
、
目
的
契
約
の
み
の
問
題
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い

点
、
身
分
契
約
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
形
式
主
義
／
反
形
式
主
義
の
対
立
が
含
ま
れ
る
点
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ

る
。
法
を
通
じ
て
人
間
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
こ
の
二
項
対
立
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
を
伴
う
の
だ
。

私
が
も
と
も
と
こ
の
よ
う
な
身
分
契
約
論
に
立
ち
い
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
記
録

さ
れ
た
イ
ゲ
ン
ベ
地
方
な
ら
び
に
ア
フ
リ
カ
大
陸
各
地
の
血
盟
兄
弟
分
の
実
例
に
関
す
る
研
究
を
通
じ
て
で
あ

る
。
だ
が
、
血
盟
兄
弟
分
に
関
す
る
一
次
史
料
は
自
ら
そ
れ
を
体
験
し
た
白
人
探
検
家
に
よ
る
武
勇
伝
の
類
が

多
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
現
在
時
点
か
ら
の
再
検
証
が
難
し
い
。
本
書
は
第
五
章
で
あ
ら
た
め
て

血
盟
兄
弟
分
に
言
及
す
る
が
、
同
様
の
理
論
的
考
察
が
可
能
な
婚
姻
を
主
た
る
題
材
に
考
察
を
深
め
る
。

第
Ⅲ
部
後
半
の
第
六
章
は
、
グ
シ
イ
地
方
の
裁
判
所
の
民
事
訴
訟
を
題
材
と
す
る
が
、
こ
こ
で
扱
う
裁
判
も

ま
た
、
イ
ゲ
ン
ベ
地
方
の
事
例
を
分
析
し
た
第
四
章
と
同
様
に

0

0

0

、
す
べ
て
慣
習
婚
の
成
立
要
件
と
し
て
の
婚
資

と
そ
の
未
払
を
問
題
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
そ
れ
は
身
分
契
約
に
お
け
る
モ
ノ
の
や
り
と
り

を
い
か
に
文
脈
化
し
、
人
の
法
あ
る
い
は
人
を
知
る
法
と
し
て
の
本
来
の
姿
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
の
出
口
を
求
め
る
困
難
は
、
イ
ゲ
ン
ベ
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の
事
例
よ
り
も
グ
シ
イ
の
事
例
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。

本
書
に
お
け
る
グ
シ
イ
の
事
例
（
第
六
章
）
が
イ
ゲ
ン
ベ
の
事
例
（
第
四
章
）
と
異
な
る
の
は
、
前
者
に
お

い
て
当
事
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
表
明
に
多
種
多
様
な
法
を
呼
び
込
み
、
法
的
争
点
を
目
に
見
え
る
か
た

ち
で
浮
き
彫
り
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
婚
姻
の
形
式
主
義
的
解
釈
に
対
抗
す
る
他
方
の
当
事
者
は
、
婚
資
の
支

払
（
慣
習
婚
の
場
合
）
や
婚
姻
届
の
提
出
（
法
律
婚
の
場
合
）
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
夫
婦
と
し
て
の
生
活

実
体
や
周
囲
か
ら
の
認
知
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
婚
姻
関
係
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の

よ
う
に
主
張
す
る
当
事
者
の
な
か
に
は
、「
婚
姻
の
推
定
」
を
認
め
た
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
を
引
い
て
形
式
主
義

的
解
釈
に
対
抗
す
る
者
も
い
た
。
そ
の
場
合
、
対
立
軸
は
、
在
来
知
（
慣
習
法
）
に
結
び
つ
い
た
形
式
主
義
と
、

外
来
知
（
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ロ
ー
）
に
結
び
つ
い
た
反
形
式
主
義
と
の
間
に
あ
る
。

事
実
上
の
慣
習
法
典
に
あ
た
る
前
述
の
『
成
文
ア
フ
リ
カ
法
』
は
、
グ
シ
イ
の
場
合
も
イ
ゲ
ン
ベ
の
場
合
も
、

婚
資
の
支
払
を
婚
姻
の
成
立
要
件
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
根
拠
に
人
の
法
を
モ
ノ
の
法
に
還

元
す
る
か
の
よ
う
な
婚
姻
の
形
式
主
義
的
定
義
が
一
方
の
当
事
者
の
主
張
表
明
を
支
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

婚
姻
関
係
を
継
続
す
る
以
上
は
未
払
分
の
婚
資
を
た
だ
ち
に
支
払
え
と
い
う
主
張
、
婚
資
が
未
払
な
の
で
婚
姻

関
係
は
存
在
し
な
い
と
す
る
主
張
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
法
を
形
式
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
導
か
れ
、
法
的
に
は
正
し
い
が
、
道
徳
的
に
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。
家
畜
・
現
金
な
ど
か
ら
な
る
婚
資
は
、

姻
族
両
家
の
関
係
を
育
む
た
め
の
ア
イ
テ
ム
で
あ
り
、
い
ち
ど
に
全
額
完
済
す
る
よ
り
は
長
期
に
わ
た
る
両
家

関
係
の
な
か
で
少
し
ず
つ
手
渡
さ
れ
る
も
の
だ
。
畏
怖
す
べ
き
相
手
と
し
て
の
姻
族
に
対
し
て
裁
判
に
訴
え
て
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ま
で
婚
資
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
支
払
わ
な
い
こ
と
と
同
じ
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
良
好
な
関
係
を
損

な
う
。

道
徳
的
に
み
て
正
し
く
な
い
主
張
を
退
け
る
結
論
が
、
判
決
理
由
の
妥
当
性
を
見
極
め
る
以
前
に
す
で
に
裁

判
人
（
官
）
た
ち
の
脳
裏
に
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
裁
判
人
（
官
）
は
、
第
六
章
で
記
述
す
る
三
つ
の
事
例
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
婚
資
未
払
を
根
拠
に
配
偶
者
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
側
の
目
論
見
を
認
め
な
か
っ
た
。

だ
が
、
婚
姻
の
成
立
要
件
を
め
ぐ
っ
て
形
式
主
義
的
な
立
場
か
ら
主
張
す
る
当
事
者
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
当

事
者
と
の
双
方
が
呼
び
込
む
複
数
の
法
の
間
で
、
法
の
普
遍
的
適
用
を
期
待
さ
れ
る
裁
判
所
の
判
断
は
揺
れ
動

い
て
い
た
。

人
間
は
法
を
希
求
す
る
。
第
Ⅳ
部
は
、
こ
の
視
点
か
ら
、
第
Ⅰ
部
か
ら
第
Ⅲ
部
ま
で
の
議
論
を
総
括
し
な
が

ら
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
ふ
ま
え
、
法
人
類
学
と
い
う
学
問
の
針
路
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
法
の
背
後

に
国
家
の
権
力
を
読
み
解
く
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
単
純
な
理
解
だ
。
法
は
、
た
し
か
に
政
治
的

強
者
に
と
っ
て
支
配
の
手
段
に
な
り
う
る
が
、
強
者
は
法
に
よ
ら
ず
と
も
支
配
の
手
段
を
備
え
て
い
る
。
他
方
、

弱
者
に
と
っ
て
、
法
は
目
的
実
現
の
た
め
の
貴
重
な
手
段
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
法
人
類
学
は
、
現
実
の
政
治

プ
ロ
セ
ス
あ
る
い
は
関
係
者
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
動
員
さ
れ
る
法
の
姿
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
働

く
力
関
係
を
、
地
域
的
・
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
記
述
す
る
研
究
に
厚
い
蓄
積
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
法
の

理
解
は
そ
れ
自
体
誤
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
法
の
理
解
に
は
重
要
な
問
い
が
欠
落
し
て
い

る
。
人
間
は
な
ぜ
政
治
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
の
法
を
希
求
す
る
の
か
、
で
あ
る
。



11　はじめに

正
し
さ
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
／
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
法
を
希
求
す
る
。
一
般
化
指
向

の
形
式
主
義
と
そ
れ
に
抗
す
る
文
脈
化
指
向
の
反
形
式
主
義
と
の
対
立
、
い
わ
ば
抽
象
と
具
体
と
の
対
立
の
た

め
か
、
一
人
ひ
と
り
の
個
人
の
あ
ま
り
に
も
多
様
な
営
み
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
正
し
さ
を
め
ぐ
る
力
の
た
め

か
。
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
あ
る
い
は
社
会
を
語
る
不
純
で
困
難
な
、
し
か
し
必
要
な
筋
書
き
で
あ
る
。
人
間

が
集
う
だ
け
で
は
、
こ
の
意
味
で
の
社
会
は
自
然
発
生
し
な
い
し
、
社
会
を
記
述
す
る
筋
書
き
と
し
て
の
法
も

ま
た
ひ
と
り
で
に
は
生
ま
れ
な
い14
。
そ
の
意
味
で
の
法
の
発
見
は
、
人
を
知
る
た
め
に
人
類
学
的
発
見
を
、
自

他
を
知
る
た
め
に
待
つ
こ
と
を
、
そ
し
て
社
会
を
語
る
、
政
治
的
人
間
と
し
て
の
第
三
の
法
主
体
を
必
要
と
す

る
。第

Ⅳ
部
後
半
の
第
八
章
は
、
近
年
の
法
人
類
学
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
同
時
に
法
社
会
学
者
フ
ィ
リ

ッ
プ
・
ノ
ネ
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
応
答
的
法
」
あ
る
い
は
社
会
人
類
学
者
マ

ッ
ク
ス
・
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
が
い
う
と
こ
ろ
の
法
に
お
け
る
確
定
性
と
不
確
定
性
の
逆パ

ラ
ド
ク
ス説

─
法
は
不
確
定
性

を
内
包
す
る
こ
と
で
高
次
元
の
確
定
性
と
普
遍
的
適
用
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
す
る
逆
説
─
な

ど
の
古
典
的
と
も
い
え
る
議
論
に
立
ち
か
え
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
政
治
に
抗
す
る
法
が
「
政
治
的
人
間
」
を
必

要
と
す
る
と
い
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
逆
説
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
書
最
後
の
論
点
は
、
人
間
が
希
求
し
、
導
く

法
は
、
ど
こ
ま
で
も
不
確
実
で
不
完
全
な
ド
グ
マ
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
も
、
拒

否
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
／
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
逆
説
を
伴
う
法
の
探
究
に

は
、
待
つ
こ
と
を
知
る
正
義
が
同
時
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
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本
書
の
目
的
を
く
り
か
え
し
て
い
え
ば
、
人
間
に
よ
る
正
義
の
希
求
、
法
の
探
究
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
、

東
ア
フ
リ
カ
の
文
脈
で
考
え
る
こ
と
だ
。
手
が
か
り
は
、
待
つ
こ
と
を
知
る
イ
ゲ
ン
ベ
農
村
の
人
び
と
の
営
み

で
あ
り
、
多
種
多
様
な
法
を
呼
び
込
む
グ
シ
イ
農
村
の
当
事
者
た
ち
の
訴
え
で
あ
り
、
千
葉
正
士
と
い
う
一
研

究
者
が
み
た
他
者
を
知
る
法
の
世
界
で
あ
り
、
た
し
か
な
声
で
さ
さ
や
く
人
類
学
的
発
見
で
あ
る
。
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あ
と
が
き

私
は
い
わ
ゆ
る
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
で
、
な
に
か
と
時
代
の
せ
い
に
し
て
き
た
。
見
え
な
い
相
手
と
の
競
争

を
折
々
に
経
験
し
、
勝
っ
て
も
負
け
て
も
相
手
が
見
え
ず
、
目
標
達
成
で
き
れ
ば
心
穏
や
か
に
ひ
と
り
満
足
し

て
き
た
。
イ
ゲ
ン
ベ
の
人
び
と
は
、
そ
の
よ
う
な
自
己
完
結
を
危
険
視
し
て
い
る
。

二
〇
一
六
年
、
調
査
地
イ
ゲ
ン
ベ
地
方
の
あ
る
集
落
で
、
立
て
続
け
に
災
い
が
生
じ
た
。
集
落
の
な
か
に
危

険
な
呪
物
を
所
持
し
て
い
る
者
が
い
る
、
と
い
う
の
が
人
び
と
の
見
立
て
だ
っ
た
。
長
老
た
ち
は
宣
言
し
た
。

心
当
た
り
の
あ
る
者
は
、
期
日
ま
で
に
呪
物
を
引
き
渡
す
べ
し
。
さ
も
な
け
れ
ば
呪
詛
の
標
的
と
な
る
、
と
。

す
る
と
、
期
日
ま
で
に
、
自
ら
の
意
思
で
「
呪
物
」
を
持
参
し
た
者
た
ち
が
い
た
。
そ
の
う
ち
三
〇
代
前
半
の

男
は
、
家
具
製
作
で
生
計
を
立
て
て
い
る
。
彼
が
引
き
渡
し
た
「
呪
物
」
は
、
幸
運
を
も
た
ら
す
と
い
う
ネ
ッ

ク
レ
ス
で
、
商
売
繁
盛
を
祈
念
し
て
町
で
買
っ
た
も
の
だ
。
彼
曰
く
、
身
に
着
け
て
か
ら
多
く
の
客
を
獲
得
で

き
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
同
業
者
か
ら
客
を
奪
っ
た
こ
と
の
裏
返
し
だ
。
そ
う
考
え
て
恐
ろ
し
く
な
っ
た
。
彼
は
、

長
老
た
ち
の
宣
言
を
聞
き
、
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
手
放
す
こ
と
に
し
た
。
予
定
さ
れ
た
呪
詛
は
実
施
さ
れ
た
。
危
険
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な
呪
物
を
隠
し
持
つ
者
が
、
ほ
か
に
も
潜
ん
で
い
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

イ
ゲ
ン
ベ
地
方
の
人
び
と
は
、
目
の
前
の
相
手
に
も
、
見
え
な
い
他
人
に
も
、
そ
し
て
自
分
自
身
に
も
内
省

を
求
め
る
。
感
情
に
ま
か
せ
て
目
の
前
の
相
手
を
非
難
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
根
本
的
解
決
に
至
ら

な
い
。
誰
し
も
自
ら
反
省
し
、
自
己
を
他
者
に
開
く
と
き
が
必
ず
や
っ
て
く
る
。
そ
う
確
信
し
て
い
る
よ
う
だ
。

私
自
身
、
調
査
地
で
自
分
本
位
の
ふ
る
ま
い
を
晒
し
て
き
た
が
、
誰
も
面
と
向
か
っ
て
私
を
非
難
し
た
こ
と
が

な
い
。
人
び
と
は
、
そ
の
と
き

0

0

0

0

─
私
が
真
に
内
省
す
る
と
き
─
ま
で
待
っ
て
い
る
の
か
。

呪
術
師
ル
コ
イ
は
、
内
省
し
、
生
ま
れ
か
わ
ろ
う
と
す
る
人
間
の
姿
を
幾
度
も
目
に
し
て
き
た
。
彼
が
呪
っ

た
名
の
知
れ
ぬ
標
的
が
、
ほ
ど
な
く
し
て
名
乗
り
出
て
、
自
ら
の
非
を
認
め
、
呪
い
を
解
く
よ
う
懇
願
す
る
様

を
目
に
し
て
き
た
。
手
遅
れ
で
命
を
落
と
し
た
者
が
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。

先
日
、
呪
い
が
的
中
し
、
い
よ
い
よ
盗
み
の
罪
を
告
白
し
た
男
の
治
療
に
出
か
け
る
ル
コ
イ
に
同
伴
す
る
機

会
を
得
た
。
二
〇
一
九
年
八
月
一
〇
日
、
そ
の
男
は
小
刻
み
に
震
え
て
い
た
。
私
は
、
い
ま
も
呪
物
や
呪
詛
の

力
を
信
じ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
男
の
心
身
に
生
じ
た
異
変
と
恐
怖
心
は
現
実
の
も
の
だ
っ
た
。

社
会
を
育
む
う
え
で
、
そ
し
て
法
を
育
む
う
え
で
真
に
必
要
な
の
は
、
自
己
を
他
者
に
ぶ
つ
け
る
討
論
よ
り

も
、
自
己
を
他
者
に
開
く
態
度
と
し
て
の
待
つ
こ
と
、
そ
し
て
内
省
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
こ
と
を
私
は
イ
ゲ

ン
ベ
の
農
村
で
学
び
つ
つ

0

0

0

0

あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
時
期
尚
早
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
現
時
点
で
理
解
す
る
こ

と
を
一
書
に
ま
と
め
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
来
た
と
、
た
だ
自
分
勝
手
に
承
知
し
て
い
る
。



279　あとがき

本
書
は
、
文
化
人
類
学
・
法
社
会
学
・
地
域
研
究
（
ア
フ
リ
カ
と
オ
セ
ア
ニ
ア
）
の
世
界
で
出
会
っ
た
師
・

先
輩
・
学
友
、
勤
務
先
の
同
僚
、
国
内
外
の
友
人
、
そ
し
て
家
族
か
ら
の
助
言
と
支
援
を
得
て
進
め
た
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
科
学
研
究
費
補
助
金
、
大
阪
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
研
究
助
成
、
首
都

大
学
東
京
の
研
究
費
、
国
立
民
族
学
博
物
館
・
中
央
大
学
・
関
西
大
学
・
成
蹊
大
学
・
日
本
学
術
振
興
会
ナ
イ

ロ
ビ
研
究
連
絡
セ
ン
タ
ー
・
ケ
ニ
ア
国
立
博
物
館
か
ら
の
有
形
無
形
の
支
援
、
そ
し
て
本
書
各
章
の
も
と
に
な

っ
た
原
稿
に
数
々
の
助
言
を
賜
り
、
本
書
へ
の
転
載
を
お
認
め
く
だ
さ
っ
た
編
者
の
先
生
方
と
出
版
社
の
厚
意

で
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
長
谷
川
貴
陽
史
先
生
と
勁
草
書
房
の
鈴
木
ク
ニ
エ
さ

ん
の
お
力
添
え
を
得
た
。
そ
し
て
、
す
べ
て
は
自
分
の
身
勝
手
を
重
ね
て
進
め
た
研
究
の
成
果
で
あ
る
。

末
筆
な
が
ら
、
私
の
師
匠
で
あ
る
松
園
万
亀
雄
先
生
と
棚
橋
訓
先
生
、
そ
し
て
両
親
・
妻
子
に
最
大
限
の
謝

辞
を
述
べ
た
い
。
慶
應
義
塾
大
学
民
族
学
考
古
学
研
究
室
に
、
東
京
都
立
大
学
・
首
都
大
学
東
京
社
会
人
類
学

研
究
室
に
、
そ
し
て
イ
ゲ
ン
ベ
地
方
に
、
身
を
置
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
／
で
き
て
い
る
、
こ
の
恵
ま
れ
た

境
涯
に
感
謝
し
て
い
る
。

私
は
、
授
か
っ
た
も
の
の
う
ち
わ
ず
か
し
か
気
づ
い
て
お
ら
ず
、
し
か
も
不
正
確
に
理
解
し
て
し
ま
っ
て
い

る
は
ず
だ
。
い
つ
そ
の
と
き

0

0

0

0

が
や
っ
て
く
る
か
、
い
ま
は
わ
か
ら
ず
に
い
る
。

二
〇
一
九
年
八
月
一
九
日　

イ
ゲ
ン
ベ
地
方
マ
ウ
ア
町
に
て

�

石
田
慎
一
郎　




