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で
は
な
い
Q
柳
田
氏
の
早
い
頃
の
愚
問
酌
驕
心
に
は
、
農
村
や
都
市
の
腿
吏

の
如
き
、
所
謂
瀧
曾
纏
濟
史
的
部
門
を
多
く
含
ん
で
み
た
が
、
此
著
は
柳
田

域
の
か
る
」
耳
翼
的
側
面
を
結
實
さ
せ
た
も
の
と
黛
ふ
べ
き
で
あ
る
。
我
々

は
既
著
の
あ
ち
こ
ち
に
、
「
時
代
と
農
政
し
の
著
渚
と
同
じ
瞑
の
視
い
て
る
る

の
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
此
第
こ
そ
最
も
よ
く
著
旛
の
學
聞
的
風
貌
を
示
す

も
の
で
あ
ら
う
。

　
か
㌦
る
三
昧
に
於
い
て
既
著
は
亦
災
俗
心
と
文
髄
學
の
交
錯
鷺
に
あ
る

と
も
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
疑
俗
學
は
、
た
と
へ
ば
、
人
文
地
理
學
が

そ
の
歴
奥
麟
方
法
に
於
い
て
既
書
に
云
ふ
も
の
と
動
じ
も
の
を
之
に
負
う
て

み
る
と
滑
へ
る
で
あ
ら
う
。
（
爽
判
凶
八
○
頁
、
圃
阪
数
度
挿
入
、
昭
利
ナ
三

年
十
月
、
東
京
露
霜
書
房
蛇
行
、
定
偵
囚
・
五
〇
）
〔
高
斧
二
夫
〕

高
台
虞
領
蕪
園
の
研
究

江
　
頭
　
恒
　
治
著

　
鷺
本
諸
色
一
史
研
究
所
が
、
日
本
近
世
纒
｛
削
回
の
加
顧
域
に
於
て
島
幾
多
の
業
麟
…

を
生
ん
だ
こ
と
は
、
今
更
云
ふ
を
侯
た
な
い
が
、
著
渚
は
そ
の
閣
に
あ
っ
て

只
管
中
世
纏
黒
門
の
綴
柔
的
課
題
た
る
星
園
の
研
究
に
從
癖
さ
れ
、
厩
に
そ

の
成
采
を
逐
次
「
纏
濟
史
研
究
し
誌
上
に
襲
表
さ
れ
て
み
た
が
、
今
趣
そ
れ
等

を
ま
と
め
て
研
究
叢
書
第
十
勝
と
し
て
公
に
さ
れ
た
の
が
、
本
書
で
あ
る
。

　
本
書
の
内
容
は
、
掌
編
、
中
編
、
後
編
…
の
三
編
…
に
分
れ
て
み
る
。
繭
編
は

「蜘

｢
蛎
出
億
岨
批
…
醐
の
隔
概
旧
観
」
と
し
て
、
雷
門
由
門
島
の
港
長
を
雫
安
蒔
代
初
期
よ

り
徳
川
時
代
初
期
に
至
る
聞
に
亙
っ
て
略
逃
し
、
中
編
は
、
「
高
鋳
海
領
難
闘

の
縦
臨
酌
研
窪
と
し
て
、
阿
烹
川
蕪
、
嬉
野
虫
送
蕪
、
志
江
田
蕪
、
太
田

蕪
に
豪
し
て
、
主
と
し
て
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
こ
れ
等
諸
蕪
の
倦
領
蘭
係
、

支
配
蘭
係
、
或
は
蕪
民
の
生
活
を
詳
論
し
、
後
編
は
、
「
高
騒
肉
潮
面
園
の
横

翻
的
研
究
」
と
し
て
、
高
野
山
領
の
塾
睨
批
園
に
於
て
見
ら
れ
る
殿
原
、
冤
家
、

下
人
、
公
方
役
に
…
興
し
、
興
昧
あ
る
問
題
を
提
起
し
て
を
ら
れ
る
。

　
各
編
を
通
じ
て
考
謹
の
正
確
な
こ
と
は
、
本
書
の
一
特
色
と
し
て
羅
’
げ
得

る
も
の
で
、
前
編
、
中
編
共
に
蕪
園
に
驕
心
を
有
す
る
も
の
の
～
讃
し
て
多

く
の
示
唆
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
就
中
後
編
に
於
て
挙
れ
ら
れ
た
聞
題

は
霊
園
研
究
上
京
要
な
問
題
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、
少
し
そ
の
内
容
を
詳
細

に
紹
介
し
て
見
よ
う
と
患
ふ
Q

　
「
殿
雛
聾
し
に
於
て
は
、
高
豆
肉
領
及
び
そ
の
他
の
諸
領
に
於
て
、
普
通
の

百
姓
よ
り
一
段
上
の
階
贋
を
形
成
し
、
武
土
納
惟
絡
を
有
す
る
と
考
へ
ら
れ

る
殿
原
の
存
筏
を
考
讃
し
、
且
つ
殿
原
の
縛
樫
と
し
て
、
冤
家
役
の
冤
除
さ

れ
た
こ
と
、
夫
役
を
貨
盤
で
代
納
し
た
こ
と
を
繁
げ
て
を
ら
れ
る
。
殊
に
興

昧
を
惹
く
の
は
、
央
役
を
粕
貝
敵
購
で
代
納
す
る
形
式
で
、
殿
涼
ほ
夫
銭
を
…
領
家

に
直
接
納
め
ず
し
て
、
　
一
旦
頁
姓
申
に
納
め
、
群
鶴
中
は
夫
銭
を
殿
原
よ
り

受
取
っ
て
現
夫
を
蓬
上
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
蜜
は
、
東
大
寺
領
播
磨

園
大
部
庄
の
傘
貢
が
代
銭
を
以
て
蓮
上
さ
れ
た
が
、
奈
良
に
於
て
再
び
現
米

と
交
換
さ
れ
た
後
に
東
大
寺
へ
納
め
ら
れ
た
嶺
實
（
京
大
編
…
裏
文
書
纂
一
上

玉
牧
、
毘
蜜
元
年
六
月
二
十
五
懸
、
貞
玄
起
詰
交
）
と
舎
せ
考
へ
る
時
、
伯
尻

幣
経
濟
が
野
禽
に
浸
透
し
て
行
く
過
程
に
於
て
種
々
の
磁
心
さ
れ
た
姿
を
取

る
こ
と
を
物
譲
る
も
の
で
、
輩
に
夫
銭
或
は
代
銭
の
語
の
み
を
以
て
、
貨
幣

糎
濟
の
蓬
展
從
っ
て
封
建
的
子
心
鷲
宮
の
解
潰
を
過
大
に
評
諒
す
る
こ
と
の

蹴
損
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（　，20，．，　）



　
「
冤
家
罰
し
に
嘗
て
は
、
蕪
官
或
は
出
上
・
山
　
下
の
供
鱈
等
に
隷
薦
し
、
普

通
の
頁
姓
よ
り
は
一
段
下
の
漸
騰
を
形
成
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
冤
家
を
取
上

げ
、
そ
の
冤
家
の
嚢
務
と
し
て
は
冤
家
領
有
者
の
名
田
の
耕
作
及
び
身
遜
難

築
の
勤
仕
を
暴
げ
、
か
寵
る
力
役
を
課
せ
ら
れ
た
繍
か
ら
、
冤
家
が
農
奴
的

色
彩
を
有
し
て
み
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
る
る
Q
近
時
わ
が
國
の
薙
園
内
部

に
於
け
る
佃
の
研
究
が
進
展
し
、
綱
と
野
島
の
伽
。
筥
①
ω
5
①
域
は
哨
穫
。
コ
び
。
陸

と
の
類
似
が
注
意
さ
れ
、
わ
が
國
の
蕪
関
幾
度
の
下
に
あ
っ
て
・
も
、
西
緻
と

詞
じ
く
勢
働
地
代
の
存
し
た
こ
と
が
明
に
さ
れ
て
來
た
。
今
こ
㌧
に
著
者
に

よ
っ
て
菟
家
の
義
務
と
し
て
提
供
さ
れ
た
資
料
は
、
地
頭
や
警
官
の
鈴
醇
。

乙
名
も
亦
、
倶
と
同
一
方
法
に
よ
っ
て
纏
螢
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、

わ
が
國
に
於
け
る
勢
働
地
代
の
形
態
の
普
及
を
考
へ
る
上
に
於
て
、
重
大
な

意
義
を
有
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
若
し
わ
が
國
中
世
の
農
襲
の
性

質
が
、
勢
働
磐
代
の
三
無
と
密
接
な
…
關
係
を
持
つ
・
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
事

實
は
吏
に
重
大
な
意
義
を
有
す
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
の

他
、
奴
隷
的
存
在
と
し
て
の
下
人
、
守
護
が
そ
の
分
國
に
課
し
た
公
方
役
な

ど
も
精
…
細
な
研
究
で
は
あ
る
が
、
こ
㌧
に
は
㈱
掌
れ
な
い
。

　
以
上
後
編
に
於
て
提
起
さ
れ
た
種
々
の
問
題
の
解
明
は
、
ゆ
世
農
禰
の
内

部
に
於
け
る
黒
旗
立
を
萌
か
に
し
、
三
世
農
民
の
眞
の
姿
を
確
め
る
に
資
す

る
所
少
く
な
い
と
考
へ
る
駅
以
で
あ
る
。

　
現
今
蕪
園
研
究
の
興
隆
し
て
來
た
蒔
に
遡
り
、
極
め
て
良
心
的
な
本
書
の

如
き
良
著
を
霧
た
こ
と
は
、
學
界
の
爲
め
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
本
書

を
基
礎
に
し
て
更
ら
に
蕪
園
研
究
の
池
議
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
信
ず
る
も

の
で
あ
る
Q
繋
累
末
に
詳
細
な
索
3
1
を
付
し
て
あ
る
こ
と
は
、
太
欝
を
利
團
…

す
る
も
の
に
多
大
の
便
寛
を
與
へ
る
も
の
な
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
（
菊

戴
四
五
二
頁
、
有
斐
閣
下
行
、
優
四
踊
覧
工
銭
）
〔
隅
井
啓
瀞
）

田
申
即
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
　
閏
　
秋
衛
著

　
松
岡
黒
月
嗜
酒
門
下
の
大
憩
糟
道
家
に
し
て
且
研
究
家
で
あ
り
、
更
に
出

身
地
た
る
名
古
屋
地
方
の
郷
土
史
に
醸
す
る
攻
販
に
易
め
つ
」
あ
る
著
者

が
、
寛
政
文
化
の
頃
大
和
縛
復
・
胃
の
大
業
を
成
し
た
尾
張
出
身
の
譲
家
田
・
甲

…
訥
雷
の
傳
記
の
執
筆
者
と
し
て
適
任
な
る
奉
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
本
書
は
こ
の
意
昧
で
の
期
待
を
裏
切
ら
ぬ
患
來
榮
を
見
せ
て
み
る
。

　
書
中
鋳
二
章
「
納
言
の
纏
濃
し
に
撃
て
は
慢
言
の
撮
生
地
、
為
書
の
年
齢
、

名
字
と
號
、
第
十
一
章
「
訥
言
の
風
牟
及
絡
焉
」
に
於
て
、
残
年
、
佳
居
と
晩

年
、
失
剛
と
終
焉
等
に
關
…
し
て
賜
べ
ら
れ
て
る
る
が
、
元
來
訥
言
は
そ
の
作

贔
の
現
存
す
る
も
の
は
名
古
屋
京
榔
を
中
心
と
し
て
相
営
墜
察
で
あ
る
に
反

し
て
自
身
の
傳
膳
を
鰹
ふ
べ
き
交
獄
は
極
め
て
縷
少
で
あ
り
、
彼
自
ら
作
避

以
外
私
購
を
傳
へ
ぬ
主
義
で
あ
っ
た
と
の
説
話
も
所
依
な
き
に
は
あ
ら
ぬ
を

思
は
し
む
る
踏
継
で
あ
る
た
め
、
著
者
の
努
力
に
も
拘
ら
ず
そ
の
考
誰
は
概

し
て
推
論
の
程
慶
に
止
っ
て
み
る
。
し
か
し
こ
x
に
な
さ
れ
た
交
鰍
資
料
並

に
説
話
の
蒐
集
及
び
取
扱
ひ
は
綿
密
穏
當
で
あ
り
、
至
極
的
な
反
劉
資
料
の

礎
出
さ
れ
ぬ
慮
り
、
右
の
諸
繍
に
關
…
す
る
愚
書
の
駈
説
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

　
著
蒋
黙
ら
本
訴
に
於
て
期
す
る
夙
は
所
謂
傳
記
詳
記
越
で
あ
る
よ
つ
は
寧

ろ
「
申
言
の
入
及
藝
術
を
叙
し
て
多
少
に
て
も
故
翁
の
講
壇
に
於
け
る
功
績

（・2・　03　）
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