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五
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圃

◇
本
章
は
愛
知
大
草
文
革
部
鈴
木
助
教
授
の
十
年
末
苦
心
の
研
究
精
葦
で
あ
る
｡

末
書
は
嘉
慶
朝
に
お
け
る
畠
連
教
徒
の
大
坂
軌
の
研
究
を
中
核
に
清
代
中
期

(
1
六
八

1
-
一
七
九
五
)
の
鹿
昏

･
政
治
史
に
関
す
る
考
察
を
展
開
し
た
も
の

で
､
こ
の
種
の
著
作
が
比
較
的
乏
し
い
今
日
､
研
究
者
必
見
の
文
献
と
な
る
で

♂

あ
ろ
-
｡
と
く
に
､
敵
国
お
よ
び
そ
の
鼓
乳
に
つ
い
て
'
ぽ
-
大
な
内
外
の
資

料
を
騒
優
し
で
-

著
者
が
指
摘
す
る
よ
-
に
そ
れ
が
官
憲
お
よ
び
反
白
薄
教

の
立
場
に
あ
る
外
人
官
教
師
の
側
よ
り
の
1
万
的
文
献
に
限
ら
れ
る
に
し
て
も

-

綿
密
屯
記
述
さ
れ
た
こ
と
は
､
寧
界
に
封
す
る
非
常
に
大
き
な
寄
輿
と
い

ト
べ
き
で
あ
る
｡

◇
し
か
も
著
者
は
傾
敢
さ
る
べ
き
多
く
の
特
色
あ
る
見
解
を
そ
こ
に
示
し
て
い

る
が
'
そ
の
中
'
輩
者
と
し
て
特
に
興
味
を
お
ぼ
え
た
請
鮎
を
次
に
列
転
し
て

み
る
と
､

①
こ
の
敦
乳
は
清
朝
中
期
に
醸
成
さ
れ
た
敢
脅
崩
壊
過
程
の
最
初
の
集
中
的

表
現
で
も
る
が
､
②
そ
れ
が
茅
慶
初
年
な
る
時
に
四
川

･
湖
北

･
隣
西
三
省
交

界
の
山
地
と
い
-
虞
に
草
生
し
た
の
は
右
の
意
味
で
特
殊
な
必
然
的
歴
史
的
理

由
が
有
す
る
も
の
で
'
大
規
模
な
飯
乳
が
何
時
何
歳
に
拘
ら
ず
常
に
草
生
可
舶
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で
あ
る
と
す
る
い
わ
ゞ
超
歴
史
的
見
解
に
反
封
す
る
｡
③
し
か
し
こ
の
風
は
革

命
的
あ
る
い
は
嚢
民
暴
動
的
性
格
を
欠
い
た
反
証
合
的
騒
乱
に
止
ま
つ
た
と
し

て
､
佐
野
拳
氏
な
ど
の
農
民
暴
動
説
を
斥
け
る
｡
④
教
徒
の
成
員
の
多
-
が
貴

努
農
民
で
あ
っ
た
と
し
て
も
飯
軌
の
主
導
者
は
匪
徒

･
流
民

･
墓
徒

･
背
役
な

ど
の

｢反
証
合
的
分
子
｣
で
あ
っ
た
｡
⑤
か
れ
ら
は
人
口
過
剰
の
三
楚
･三
呉
･

両
署

･
晋

･
預
の
地
か
ら
四
川
へ
集
中
し
た
人
口
移
動
に
伴
な
つ
て
こ
の
山
地
.

に
集
結
し
敦
圏
に
加
入
し
た
も
の
で
あ
る
｡
⑥
か
れ
ら
は
下
部
階
層
が
人
口
増

加
に
よ
る

｢人
口
法
則
的
貧
困
化
｣
･
滑
費
生
酒
の
膨
脹
に
よ
る
浪
費
-
破
産

の
結
果
'.
｢基
礎
紅
昏
｣
･
｢農
業
生
産
関
係
｣か
ら
析
出
分
離
さ
れ
た
も
の
､
つ

ま
り
嘗
時
全
国
的
に
襲
畏
し
た
証
倉
的
矛
盾
の
産
物
で
あ
る
｡
⑦
と
こ
ろ
で
か

･1る
矛
盾
と
階
級
分
化
を
促
進
し
た
匪
カ
は
､
人
口
封
田
土

･
職
業
お
よ
び
牧

I

入
封
麦
価
の
関
係
の
敷
革
倒
不
均
衡
つ
ま
ヶ

｢比
較
的
に
純
粋
に
経
済
的
な
関

係
｣
で
あ
っ
て
､
地
主
･
商
人
勢
力
に
よ
る

｢封
建
的
支
配
関
係
｣
･
｢経
済
外

的
強
制
｣
の
関
係
で
は
な
い
O
人
口
増
加
の
根
本
原
因
は
日
本
の
幕
藩
体
制
下

の
如
き
厳
し
い

｢封
建
的
経
胎
｣
を
欠
い
た
軸
に
あ
d

地
主
･
商
人
の
土
地

乗
併

･
地
方
官
の
諌
求
も
通
常
の
経
済
的
因
果
関
係
よ
り
す
る
も
の
で
あ
る
｡

⑧
右
の
矛
盾
は
≡
藩

･
台
湾
の
乳
平
定
後
の
農
業
生
産
力

･
商
業

･
貨
幣
取
引

の
襲
達
過
程
の
間
に
生
じ
乾
隆
期
に
至
っ
て
表
面
化
し
た
｡
⑨
か
ゝ
る
証
昏
経

済
の
襲
達
を
規
定
す
る
特
殊
か
つ
重
要
な
要
素
と
し
て
こ
の
期
に
お
廿
る
対
外

関
係
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

､

＼

◇
以
上
の
諸
曲
は
私
見
で
は
太
書
の
論
理
構
成
上
重
要
な
も
の
と
思
わ
れ
Ⅰ

か
㌧
る
と
り
あ
げ
方
は
著
者
に
と
つ
て
は
不
本
意
か
つ
迷
惑
で
あ
る
か
為
し
れ

ヽ

な
い
し
･一散
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
ま
こ
と
に
大
き
い
.

た
ぎ

｣
れ
ち
ほ
一
面
問
題
の
解
決
曲
で
も
あ
る
が
､
他
面
で
は
あ
ら
た
な
問

題
亀
宙
の
諸
劫
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
0

＼●

し
か
し
私
見
を
の
べ
る
ま
え
に
､
こ
こ
で
紹
介
者
と
し
て
の
義
務
を
は
た
さ

J-

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
本
書
が
論
述
す
る
所
は
き
わ
め
て
多
-
､
少
い
紙
憶
で

は
消
化
し
き
れ
な
い
が
'
率
い
序
章
に
お
い
て
著
者
自
身
に
よ
っ
て
所
論
の
全

体
に
わ
た
っ
て
統
括
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
以
下
主
と
し
て
こ
れ
に
も
と
づ
い
て

粗
略
な
が
ら
概
要
を
停
え
た
い
｡
章

･
節

･
貢
の
指
示
柱
省
略
し
た
.

＼

◇
内
政
と
そ
れ
に
よ
っ
て
重
大
な
影
響
を
-
け
る
証
脅
経
済
的
諸
関
係
に
封
す

る
封
外
関
係
の
親
定
◇
著
者
は
､
輝
か
し
い
清
代
中
期
史
を
親
定
す
る
重
要
な

契
機
と
し
て
､
次
の
二
つ
の
野
外
関
係
を
指
摘
す
る
｡
第

1
は

7
八
世
紀
中
葉

に
お
け
る
ズ
ソ
ガ
ル
部
を
中
核
と
す
る
エ
ル
ー
ト
蒙
古
に
封
す
る
清
朝
の
除
利

が
も
た
ら
し
た
北
連
の
軍
事
的
安
定
､
第
二
は
同
じ
頃
よ
り
後
の
封
英
貿
易
を

基
軸
と
す
る
封
西
洋
関
係
の
蒙
巽
で
あ
る
O

ハ
ル
ハ
や
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
カ

ル
ム
ク
国
家
と
の
戦
争
'
グ
ル
.カ
族
に
封
す
る
ネ
パ
ー
ル
億
征
な
ど
北
連
に
封

す
る
政
治

･
軍
事
史
的
記
述
､
あ
る
い
は
茶
-
銀
貿
易
の
草
炭
に
伴
な
-
英
清

関
係
や
双
方
の
貿
易
政
策
-
鹿
寛

一
港
主
義

･
公
行
制
度
､
東
印
度
食
紅
の
掩

占

･
自
由
貿
易
論

･
マ
カ
ー
･L
ニ
ー
ら
英
俊
の
釆
清
な
ど
-
の
展
開
に
閲
す
る

交
渉
史
的
記
述
は
'
相
嘗
な
分
量
を
占
め
て
い
る
が
､
こ
こ
で
は
立
入
ら
ず
に

先
を
急
い
で
'
そ
れ
の
規
定
関
係
を
み
れ
ば
､

･'ij
北
贋
の
魔
力
の
消
滅
-
清
朝
の
軍
事
的
財
政
的
負
櫓
の
著
滅
1
国
庫
存
貯

銀
南
の
著
増
し
大
規
模
な
租
税
減
免

･
災
害
救
助
-
襲
民
暦
の
租
税
負
櫓
の
軽

減
1
轟
村
政
合
の
安
定

･
農
業
生
産
力
の
損
大
､
②
封
西
洋
貿
易
の
襲
達
-
鋲

の
定
額
の
流
入
l
内
園
商
業
の
簸
畏

J
商
業
資
太
の
蓄
積

･
(宮
廷

･
官
僚

･

掲
占
商
人
の
致
富
)､
と
な
っ
て
い
る
｡
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滋

◇
政
昏
問
題
-

人
口
過
剰
と
反
故
昏
分
子
の
析
出
◇
政
合
的
経
済
的
諸
随
係

の
轟
連
は
1
万
に
お
い
て
そ
の
矛
盾
的
要
素
を
創
出
し
襲
達
さ
せ
た
O
人
口
法

則
的
貧
困
化
･
証
脅
階
層
間
の
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
封
立
･
菅
惨
濫
費
に
よ
る

破
産
は
結
局
融
合
帽
暦
の
下
部
に
強
-
作
用
し
て
､
そ
れ
を

｢敢
脅
秩
序
｣
よ

り
離
脱
さ
せ
下
の
方
か
ら
紅
合
を
崩
軍
に
導
い
た
｡
か
-
て
､
紅
昏
秩
序
か
ら

離
脱
し
融
合
秩
序
を
侵
害
し
っ
1

そ
れ
生
存
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
再
び
社

食
崩
壊
作
用
を
推
進
す
る
と
い
-

｢反
証
脅
分
子
｣

-
著
者
の
坂
軌
範
を
決

定
す
る
重
要
概
念
で
具
体
的
に
は
流
民

･
流
乞

･･流
賊

･
土
匪
･
地
相

･
博

徒

･
畝
師

･
選
手
無
頼

･
私
碍

･
私
葛
の
徒

･
悪
質
背
役
な
ど
を
指
す
1.
･-が

-成
立
し
た
0

1
万
清
朝
政
府
は
減
税
･
勤
鼻

･
開
墾
な
ど
封
策
を
講
じ
た
が
'

人
口
増
穂

･
上
下
の
封
立
の
進
行
を
根
本
的
に
矯
正
す
る

こ
と
は
､
儒
教
的
鍾

念

･
権
力
の
基
盤
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
'
不
可
常
で
あ
っ
た
｡

◇
矛
盾
の
集
中
的
表
現
と
し
て
の
こ
こ管
交
界
山
地
に
お
け
る
人
口
集
中

･
階
級

的
対
立
◇
清
朝
は
兵
風
で
荒
廃
し
た
四
川
盆
地
に
勤
し
簾
鷹
中
葉
か
ら
移
民
開

墾
政
策
を
と
っ
た
の
で
周
遵
や
が
て
は
長
江
･
珠
江
流
域
の
過
剰
人
口
が
集
中

し
碓
正
以
降
限
度
を
超
し
た
が
流
民
の
集
中
を
阻
止
し
え
な
か
っ
た
｡
し
か
か

後
乗
の
流
移
者
は
多
-
貧
民
で
あ
る
が
'
肥
沃
な
盆
地
は
す
で
に
初
期
の
有
垂

移
民
に
占
め
ら
れ
'
や
む
な
く
地
力
乏
し
-
土
匪
横
行
す
る
山
地
に
増
集
し
た
.

土
著
民

･
早
期
移
民

･
後
期
移
民
の
間
に
は
七
重
八
重
の
小
作
関
係
が
生
じ
紛

撃
の
因
を
な
し
'
ま
た
地
境
は
は
じ
め
.の
十
倍
に
晶
博
し
た
o

l
方
川
東

･
川

北
の
教
場
に
あ
つ
て
は
塩
商
と
私
販
小
民
と
の
間
に
封
立
坑
寧
あ
り
'
駅
西
山

地
で
は
漢
中

･
西
安
の
富
商
が
製
材

･
製
紙
業
を
経
営
し
た
が
､
山
内
の
米
債
/

が
晶
騰
す
る
と
場
を
閉
じ
て
山
中
の
努
働
者
を
解
雇
し
た
9

四
川
の
長
江
筋
で

は
水
夫
の
失
業
月
に
7
蔦
を
数
え
t
か
-
て
窮
民
が
陵
を
億
し
て
富
戸
に
食
を

強
制
す
る

｢喫
大
戸
｣
の
如
き
習
さ
え
生
じ
た
｡
世
界
の
撃
革
を
頃
-
気
分
が

み
な
ぎ
る
の
は
自
然
で
あ
り
'
各
種
宗
教
結
社
存
立
の
基
礎
も
そ
こ
に
あ
っ
た
9

◇
軌
の
軍
端
と
経
過

◇乾
隆
末
年
に
及
ん
で
急
速
に
勢
力
を
摸
張
し
た
白
等
敦

は
､
未
来
個
人
的
現
世
的
福
利
を
希
求
す
る
結
態
で
あ
っ
た
が
'
そ
の
呪
卜
的

性
格
の
故
笹
教
官
の
宜
椿
と
官
憲
の
塵
迫
に
よ
り
､
反
社
食
分
子

(咽
敵
の
如

き
)
を
吸
収

7)て
軍
事
的
草
食
的
結
社
へ
と
鞄
化
し
た
｡
官
憲
の
検
挙

とそ
れ

に
籍
口
す
る
課
求
と
が
起
鼠
の
直
接
動
機
と
な
っ
た
(官
逼
民
反
)O
教
徒
を
官

/

に
背
塗
し
た
郷
紳
が
基
督
教
徒
で
あ
っ
た
町
は
興
味
酸
い
｡
乳
は
嘉
慶
元
年
正

月
湖
北
西
南
隅
に
襲
し
西
北
部

･
四
川
東
部
へ
損
大
し
た
｡
各
軍
事
凄
飴
が
撃

破
さ
れ
る
と
教
軍
は
河
南

･
駅
西
を
経
で
要
望

ハ男
四
川
に
入
り
友
軍
と
合
流
'

山
中
に
ゲ
竺
フ
敬
を
展
開
し
た
｡
E
I年
嘉
慶
静
親
政
以
来
'
軍
紀
粛
正
･
保
塞

築
造

･
跨
在
郷
勇
の
募
集

･
復
員
郷
勇
に
よ
る
村
落
自
衛

･
招
撫
な
ど
の
諸
対

策
が
進
み
,
六
年
毒

か
ら
露

を
み
せ
た
が
'
八
･
九
鮮
紅

筈

の
溜

り
な
ど
で
苦
戦
L
t
平
定
を
み
た
の
は
漸
-
十
年
春
で
あ
っ
た
｡

◇
乳
の
性
格
と
歴
史
的
意
義
◇
農
民
暴
動
と
は
支
配
層
の
被
支
配
轟
艮
層
に
封

∫

す
る
贋
迫
が
極
限
に
藩
し
た
a
き
盛
民
が
組
織
的
に
武
力
反
抗
す
る
も
の
と
す

る
著
者
は
､
さ
も
に
腰
観
が
紅
倉
経
済
的
政
治
諸
矛
盾
を
解
決
し
新
秩
序
を
創

出
す
る
可
蘭
性
を
も
っ
か
い
な
か
と
い
-
朝
潮
か
ら
'
革
命
論

･
桑
民
暴
動
静

を
昏
定
す
る
｡五

ず
､
嘉
慶
教
乳
は
大
体
に
お
い
て
貧
窮
重
民
暦
を
基
盤
と
七

て
い
る
が
'
そ
の
起
因
は
官
の
1
般
重
民
に
封
す
る
酪
迫
で
は
な
く
'
宗
教
囲

体
と
し
て
の
敵
圏
に
封
す
る
鐸
晦
で
あ
る
｡

]
般
庶
民
は
や
む
に
や
官
れ
ぬ
宗

教
的
欲
求
か
ら
抗
官
行
動
に
出
た
と
し
'
宗
教
的
要
素
は
僚
裳
に
す
ぎ
ね
と
い

-
佐
野
氏
の
愚
民
暴
動
顔
を
斥
け
た
｡

/

ま
た

｢反
証
昏
分
子
｣
が
主
導
樺
を
に
ぎ
つ
た
の
で
農
民
選
軌
的
色
夢
が

滅

殺
さ
れ
畢
な
ゐ
反
証
倉
的
掠
蛮
行
籍
た
る
傾
向
を
強
め
た
と
い
-
｡
敢
闘
形
態

か
ら
み
れ
ば
､
敦
軍
内
の
反
故
脅
分
子
封
官
憲

･
郷
車
内

の
反
敢
督
分
子
の
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r株
の
相
勉
的
友
喰
連
動
｣
に
堕
し
上
下
の
職
級
闘
寧
性
を
欠
除
し
た
と
も
い

わ
れ
る
｡
さ
ら
に
は
､
個
人
的
現
世
利
益
が
主
目
的
で
'
未
来
へ
の
志
向

･
民

ー衆
に
よ
る
革
命
を
示
す
弼
勤
下
生
信
仰
は
抗
官
気
運
が
生
じ
た
後
か
ら
の
む
し

ろ
従
た
る
も
の
に
止
ま
り
'
し
か
も
あ
な
た
を
か
せ
の
宿
命
戦

｢劫
｣
意
識
が

強
い
教
義
の
鞄
で
'
摘
裁
君
主
制

･
官
僚
制
に
封
す
る
理
論
的
否
定
を
綱
領
に

も
た
な
い
鼎
で
､
ま
た
宗
教
的
権
威
に
よ
る
組
織
の
非
民
主
性

･
専
制
性
の
鮎

で
'
行
動
の
主
体
性

･
合
理
性

･
革
命
性
を
欠
い
た
と
批
評
さ
れ
た
｡

7
万
清

朝
が
'
軍
費

一
億
二
千
万
両
を
費
消
し
以
後
財
政
の
窮
迫
に
な
や
み
'
ま
た
八

旗

･
緑
管
の
無
力
が
曝
露
L
t
郷
勇
制
依
存
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
た
こ
と
'

随
征
郷
勇

(反
証
昏
分
子
)
を
戦
後
緑
営
に
編
入
し
て
捧
管
制
崩
嘆
の
端
を
開

い
た
こ
と
は
､
そ
の
軍
事
史
財
政
史
上
に
7
大
匝
磯
を
来
し
た
.
嘉
単
数
乳
は

清
朝
命
運
盛
裏
の
分
水
嶺
を
な
し
た
わ
け
で
あ
る
0

◇
以
上
が
本
書
の
大
要
で
あ
る
｡
章
後
に
三
日
私
見
を
の
べ
れ
ば
､
｢基
礎
敢

昏
｣
｢轟
業
生
藍
閲
係
｣
に
関
す
る
著
者
の
見
解
が
明
白
で
な
い
こ
と
が
､
封

外
的
要
素
の
野
内
規
定

･
人
口
法
則

･
封
建
的
桂
柚
の
欠
除
等
々
の
歴
史
的
特

殊
的
意
簸
づ
け
を
讃
者
に
困
難
な
ら
し
め
て
ほ
い
ま
い
か
.
｢地
主
･
商
人
的

利
害
に
立
つ
清
朝
国
家
｣
と
は
右
の
基
礎
絶
食
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
だ
ろ
-

か
｡
何
時
何
鷹
を
と
わ
ず
常
に
そ
-
あ
る
と
い
-
非
歴
史
的
解
得
は
正
に
著
者

が
斥
け
ら
れ
た
所
で
あ
る
｡
上
記
の
事
項
も
特
定
の

｢桑
葉
生
産
関
係
｣
止
の

関
連
の
上
で
は
じ
め
て
具
体
的
意
味
を
も
つ
と
息
-
｡

さ
ら
に
鼓
動
の
性
格
判

定
の
膝
件
も
少
し
ば
か
り
超
歴
史
的

･
形
式
的
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
探
軸
も
宰

す
ぎ
て
'
こ
の
分
で
は
中
国
史
上
の
農
民
暴
動
候
補
は
大
方
落
第
し
そ
-
で
あ

る
｡
階
級
園
学
も
そ
の
時
々
の
社
食

･
国
家
の
ワ
ク
の
中
で
評
鹿
す
べ
き
で
は

＼

な
い
だ
ろ
-
か
｡
こ
の
軌
が
島
民
暴
動
で
な
い
に
し
て
も
あ
る
に
し
て
も
'
以

且
の
防
係
の
説
朗
を
経
た
上
で
の
緒
論
で
あ
っ
て
ほ
し
か
つ
た
?

｢反
証
督
分

子
｣
も

｢兼
督
秩
序
｣
か
ら
全
-
除
外
さ
れ
て
い
る
鮎
に
周
題
が
あ
ろ
う
｡

(笹

木

豆

巳
)

〔追
記
〕

顕
れ
ぼ
以
上
は
素
人
印
象
記
に
す
ぎ
払
い
.
｢批
評
｣
の
方
は
別
に
~

適
嘗
軒
人
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
､
こ
こ
で
は
著
者
の
見
解
と
Y
に
論
理
を
な
る

べ
く
恩
賞
に

｢紹
介
｣.
し
た
い
と
思
っ
た
｡
し
か
し
'
紹
介
だ
け
に
し
て
も
t

ヽ

_

.
著
者
の
諸
論
文
に
も
眼
を
通
し
て
1
歩
で
も
著
者
に
接
近
す
る
の
が
義
務
で
あ

る
と
考
え
た
が
'
編
集
の
都
合
で
時
間
的
に
果
せ
な
か
っ
た
.
著
者
お
よ
び

1

鮫
に
封
し
て
､
例
の
真
言
と
し
て
で
は
な
し
に
､

お
託
び
す
る
O
ま
た
t
F紹

介
｣
欄
待
遇
改
善
を
の
ぞ
む
次
第
で
あ
る
｡

■

次
に
本
書
巻
末
の
日
銀
そ
の
ほ
か
に
よ
っ
て
､
著
者
の
関
係
論
文
を

1
と
お

¢
列
零
し
て
お
く
｡

☆
宋
代
係
数
結
社
の
研
究
-

元
代
以
後
の
所
謂
白
蓮
教
顔
と
打
線
係
よ
り
見

て
'
史
畢
雑
誌
'
五
二
-
一
･
二
･
三
｡

★
席
数
に
つ
い
て
-

清
代
支
部
宗
教
結
社
の
1
例
､
兼
幹
文
化
研
究
所
紀
要
､

★
清
代
に
於
け
る
宗
教
的
叛
軌
の
性
格
'
東
洋
文
化
研
究
'
九
｡

★滞
朝
の
倹
約
令
と
そ
の
政
策
的
意
義
'
オ
リ
エ
ソ
タ
ヮ
カ
1
'
.

★
近
代
中
国
に
於
け
る
一
人
口
論
に
つ
い
て
､
象
知
大
挙
文
畢
論
考

1
.

.

☆
阿
片
取
軍
営
時
に
於
け
る
清
朝
と
ネ
パ
ー
ル
及
び
葵
印
と
の
関
係
'
同
前
､

三
｡

.
★
清
と
グ
ル
カ
及
び
英
領
印
度
と
の
掬
係
､
東
洋
畢
野

三
二
-
7d

ー83-




