
出
る
と
い
う
が
ど
の
位
の
割
合
か
」
と
い
う
問
で
あ
る
。
こ
の
答
に

娼
妓
貸
座
敷
の
税
は
税
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
醜
業
で
あ
る
か

ら
賦
金
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
金
は
県
に
委
任
し
て
あ
る
の
で

出
す
出
さ
な
い
ば
県
の
権
限
内
に
あ
る
。
警
察
費
に
出
す
の
は
税
だ

け
で
は
負
担
し
き
れ
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。

娼
妓
貸
座
敷
賦
金
は
明
治
九
年
三
月
か
ら
雑
税
掛
が
課
し
警
保
課

が
集
め
て
い
る
。
こ
れ
が
警
察
機
密
費
と
な
り
、
検
ぱ
い
費
と
な
っ

て
い
た
。
衛
生
は
警
察
の
任
務
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
費
用
を
明

治
十
三
年
四
月
八
日
の
地
方
税
規
則
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
、
更
に
明

治
二
十
一
年
八
月
七
日
の
税
制
改
革
に
よ
っ
て
医
学
校
支
出
が
困
難

に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
新
島
学
園
女
子
短
期
大
学
）

江
戸
時
代
に
は
医
師
と
し
て
の
資
格
要
件
や
業
務
に
つ
い
て
な
ん

ら
公
的
規
制
は
な
く
、
ま
っ
た
く
自
由
に
医
業
を
い
と
な
む
こ
と
が

で
き
た
た
め
、
医
師
一
般
の
資
質
、
知
識
、
技
能
は
概
し
て
低
い
水

準
に
あ
っ
た
。

明
治
新
政
府
は
こ
の
状
況
を
う
れ
え
て
、
医
師
の
水
準
を
一
定
の

し
。
ヘ
ル
に
た
も
つ
た
め
に
、
医
師
の
開
業
許
可
制
を
目
論
ん
で
、
明

治
七
年
に
医
制
の
公
布
に
ふ
象
き
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
医
制
の

内
容
は
き
わ
め
て
進
歩
的
で
、
現
行
の
医
療
制
度
の
基
本
的
な
も
の

を
お
お
く
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
、
反
面
か
ら
承
れ
ば
そ
れ
だ
け
当
時

の
社
会
制
度
や
社
会
状
況
と
あ
い
い
れ
な
い
部
分
が
お
お
く
、
全
面

的
な
実
施
は
き
わ
め
て
む
つ
か
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。

従
来
こ
の
時
期
の
医
師
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
中
央
政
府
の

布
達
な
ど
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
地
方
の
実
状
に
つ

い
て
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
点
が
あ
っ
た
。
本
報
告
で
は
府
県
し
べ

明
治
初
年
の
医
師
制
度

深
瀬
泰
旦
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明
治
七
年
八
月
一
八
日
に
、
東
京
・
京
都
・
大
阪
の
三
府
に
公
布

さ
れ
た
医
制
の
第
三
七
条
に
は
、
医
師
開
業
試
験
に
合
格
し
た
も
の

に
免
許
を
あ
た
え
る
旨
の
規
定
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
が
三
府
に
お

い
て
実
施
さ
れ
た
の
は
翌
八
年
二
月
一
○
日
の
布
達
に
よ
る
。
さ
ら

に
各
県
に
た
い
し
て
開
業
試
験
の
実
施
を
布
達
し
た
の
は
明
治
九
年

一
月
一
二
日
（
内
務
省
達
乙
第
五
号
）
で
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
の
布
達

に
も
、
但
し
書
に
よ
っ
て
従
来
開
業
の
医
師
に
た
い
し
て
は
そ
の
既

得
権
を
み
と
め
て
、
試
験
を
課
す
こ
と
な
く
開
業
の
継
続
を
み
と
め

る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
便
法
に
よ
っ
て
患
者
の
需
要
に

応
じ
う
る
医
療
体
制
を
存
続
し
、
あ
わ
せ
て
開
業
医
側
の
混
乱
を
最

小
限
度
に
お
さ
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

内
務
省
達
乙
第
五
号
の
布
達
を
う
け
て
、
各
県
で
は
管
下
の
医
師

に
た
い
し
一
定
の
期
日
ま
で
に
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従

来
通
り
の
開
業
を
桑
と
め
る
県
庁
限
り
の
免
状
を
交
付
す
る
旨
を
布

達
し
た
。
・
茨
城
県
、
山
梨
県
、
兵
庫
県
で
は
明
治
九
年
三
月
に
、
神

ル
の
布
達
か
ら
染
た
地
方
の
開
業
医
制
の
実
態
と
、
在
来
開
業
医
が

新
し
い
制
度
に
た
い
し
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
せ
ま
ら
れ
た
か
に
つ

い
て
検
討
を
く
わ
え
て
み
た
い
。

奈
川
県
、
兵
庫
県
内
の
但
馬
、
〃
丹
波
、
淡
路
の
三
ヶ
国
で
は
明
治
一

○
年
三
月
に
、
長
野
県
で
は
明
治
二
年
一
月
に
布
達
を
発
し
、
届

け
出
を
お
こ
な
っ
た
開
業
医
に
た
い
し
て
は
無
試
験
で
鑑
札
を
下
付

す
る
旨
を
の
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
『
兵
庫
県
衛
生
課
第
一
報
告
』
に
よ
る
と
、
明
治
二
年

三
月
に
な
っ
て
も
、
従
来
か
ら
開
業
医
を
つ
づ
け
て
お
り
な
が
ら
届

け
も
れ
の
者
に
た
い
し
て
は
、
期
限
を
さ
だ
め
て
届
出
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
鑑
札
を
下
付
し
て
開
業
を
継
続
さ
せ
る
方
策
を
講
じ

て
い
る
。
明
治
九
年
一
月
に
発
せ
ら
れ
た
内
務
省
布
達
が
、
二
年
後

の
明
治
二
年
に
い
た
っ
て
も
ま
だ
完
全
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
の

は
、
現
在
の
衛
生
行
政
上
の
諸
施
策
の
実
施
状
況
か
ら
ぷ
て
、
想
像

を
絶
す
る
緩
慢
な
歩
み
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

衛
生
行
政
の
ト
・
ツ
プ
に
た
つ
長
与
專
斎
が
、
当
時
の
状
況
を
正
し

く
把
握
し
、
決
し
て
無
理
に
事
を
は
こ
ぼ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と

が
、
こ
の
よ
う
な
緩
徐
な
実
施
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
与

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
直
属
の
上
司
で
あ
る
大
久
保
利
通
内
務
卿
を

は
じ
め
、
政
府
の
最
高
権
力
者
た
ち
も
、
施
政
の
基
準
と
な
る
法
律

や
制
度
を
制
定
す
る
こ
と
に
意
を
そ
そ
ぎ
な
が
ら
も
、
各
地
の
状
況

を
無
視
し
て
ま
で
こ
れ
の
画
一
的
な
実
施
を
も
と
め
て
い
な
い
。
こ
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書
の
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

明
治
九
年
の
内
務
省
達
も
、

れ
に
よ
っ
て
い
か
に
当
時
の
開
業
医
が
す
く
わ
れ
た
か
は
想
像
に
あ

ま
り
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
寛
恕
な
取
扱
い
に
よ
っ
て
、
明

治
九
年
以
降
も
年
々
在
来
医
師
の
数
の
増
加
し
て
い
る
事
実
が
統
計

明
治
九
年
の
内
務
省
達
も
、
長
与
に
よ
れ
ば
「
試
験
法
の
試
験
と

も
謂
う
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
た
の
で
、
明
治
一
二
年
二
月
二
四
日
内

務
省
達
甲
第
三
号
を
も
っ
て
医
師
開
業
試
験
規
則
が
布
達
さ
れ
、
さ

ら
に
明
治
一
六
年
一
○
月
二
三
日
太
政
官
布
達
に
よ
っ
て
、
医
術
開

業
試
験
規
則
と
医
師
免
許
規
則
が
完
成
を
み
た
。
こ
れ
ら
二
度
の
改

正
に
あ
た
っ
て
も
、
但
し
書
の
適
応
に
よ
っ
て
在
来
医
師
は
開
業
の

継
続
は
み
と
め
ら
れ
、
最
終
的
に
は
明
治
一
七
年
一
月
二
一
日
内
務

省
達
乙
第
四
号
を
も
っ
て
、
医
術
開
業
許
可
証
保
持
者
に
内
務
省
発

行
の
免
状
が
授
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
開
業
許
可
証

に
か
わ
っ
て
開
業
免
状
が
交
付
さ
れ
、
死
亡
す
る
ま
で
そ
の
効
力
が

持
続
す
る
こ
と
の
決
定
を
み
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
年
々
増
加
し
て

い
た
在
来
医
師
の
数
は
、
明
治
一
五
年
の
三
八
、
二
一
七
名
を
最
高

と
し
て
、
そ
れ
以
後
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

唾
鈷
蕊
琴
罐
匪
報
鮮
彗

中
国
地
方
の
生
野
鉱
山
で
は
一
六
世
紀
に
は
す
で
に
銀
の
採
掘
が

行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
鉱
山
は
織
田
時
代
か
ら
代
官
が
お
か
れ
、
羽

柴
秀
吉
の
所
領
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
徳
川
時
代
に
は
重
要
鉱

山
と
し
て
天
領
と
な
り
、
代
官
が
お
か
れ
て
経
営
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
生
野
鉱
山
で
も
、
塵
肺
、
こ
と
に
珪
肺
が
鉱
夫
を
苦
し
め
て

い
た
。
「
煙
」
「
煙
毒
」
「
煙
か
出
る
」
「
よ
ろ
け
」
「
疲
れ
大
工
」
な

ど
は
こ
の
職
業
病
を
意
味
し
て
い
た
。

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
か
ら
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
か
け
山

田
仁
右
衛
門
が
生
野
代
官
と
し
て
在
位
し
た
。
こ
の
当
時
、
生
野
の

安
星
亮
庵
ら
四
人
の
医
師
が
、
こ
の
鉱
山
に
は
煙
毒
で
死
ぬ
者
が
多

数
に
あ
り
、
そ
の
家
内
の
女
子
供
か
ら
は
薬
礼
が
と
り
に
く
く
、
施

薬
に
な
っ
て
し
ま
い
困
窮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
御
手
当
米
を
出

し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

生
野
鉱
山
の
塵
肺
の
歴
史
Ｉ
一
八
○
○

年
代
か
ら
一
九
八
○
年
代
ま
で
口

三
浦
豊
彦
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