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《
修
士
論
文
要
旨
》

三
好
達
治

『測
量
船
』
論

1
感
情
の
情
景
化
に
つ
い
て
ー

*

山

下

要

『測
量
船
』
は
昭
和
五
年
十
二
月

二
十
五
日
に
第

一
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
三
十
九
編
の
う
ち
、
三
十
六
編
の
詩
が
あ
ら
か
じ
め
同

人
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
多
く
の
雑
誌
に
関
わ
る
、
多
く

の
同
人

に
囲
ま
れ
た
中
で
様
々
な
影
響
を
受
け
た
三
好
達
治

(以
下
、
三
好
)
の
作
風
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
、
幾

篇
か

の
詩
を
読
解
し
て
そ
の
中
か
ら
見
え
て
く
る
共
通
項
を
探
り
出
そ
う
と
思

う
。

「
池
に
向

へ
る
朝
餉
」
は
、
同
人
雑
誌

「信
天
翁
」
(昭
和
三
年

二
月
発
行
)

に
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
詩
に
は
、
室
生
犀
星
の

「小
景
異
情
」
の
影
響
が
見
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
出
来
る
。
こ
の

「小
景

異
情
」
は
犀
星
が
東
京
と
故
郷
の
金
沢
を

行
き
来
し
て
い
た
体
験
が
も
と
に
な

っ
て
い
る
。
地
元
に
い
な
が
ら
外

で
昼
食
を

と
る
視
点
人
物
が
感
じ
る
疎
外
感
と
、
お
椀
の
中
を
泳
ぐ
白
魚
し
お
ら
し
さ
と
が

同
調
し
、
そ
し
て

「
か
な
し
み
」
が
誘
発
さ
れ
る
。
こ
の
詩
に
お

い
て
、
「魚
」

は

「
か
な
し
み
」
を
引
き
起
こ
す
装
置

で
あ
る
。

三
好
は
、
こ
の
情
景
を
作
り
変
え
て

「池
に
向

へ
る
朝
餉
」
を
描

い
た
。
ま
ず
、

三
好
は
古
典
的
な
文
語
体

「
五

・
七

・
五
」

の
韻
律
を
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

ひ
と
り
居
の
俺
し
い
食
卓
を
描
き
出
し
た
。
そ
し
て

「ひ
と
り
居
を
わ
び
し
と

い

は
む
/
い
く
た
び
か
/
朝
餉

の
箸
を
や
す
ま
せ
て
」
と
続
く
。
こ
の
変
化
を
数
字

で
表
記
す
る
な
ら
、
「
五

・
七

・
五

・
七

・
五
」
と

い
う
形
に
な
る
。
こ
の
韻
律

の
中
央
に
位
置
す
る
五
音
、
す
な
わ
ち

「
い
く
た
び
か
」
は
、
「
ひ
と
り
居
を
わ

び
し
と

い
は
む
」
と

「朝
餉
の
箸
を
や
す
ま
せ
て
」

の
両
方
に
係
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
事
に
よ

っ
て
、
ひ
と
り
居
を
何
度
も

「わ
び
し
」
く
感
じ
、
そ
れ
と
共

に
何
回
も
箸
を
休
ま
せ
る
事
で
視
点
人
物
の
倦
怠
感
を
も
表
現
し
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て

「な
ほ
さ
だ
か
な
ら
ね
ど
、

一
日
の
う
れ
ひ
を
感
ず
」
を

「九

・
十
二

(五

・
七
)」
と
、
韻
律
を
引
き
伸
ば
す
事
に
よ

っ
て
、
静
か
に
感
情

へ
寂
れ
て
い

く

コ

日
の
う
れ
ひ
」
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
後
に
も

「
五

・

七

・
五
」

の
韻
律
は
巧
み
に
用
い
ら
れ
る
。
「ち
ひ
さ
き
魚
は
水
に
消
え
/
か
な

し
み
ば
か
り
し
た
し
け
れ
」
と
、
切
れ
の
い
い

「五
」
か
ら
で
は
な
く

「七
」
か

ら
始
め
る
事
に
よ

っ
て
、
「か
な
し
み
」

へ
と
沈
み
込
む
心
情
を
表
現
し
て
い
る

の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
古
典
的
な
文
語
体
を
思
わ
せ
る
韻
律
を
変
化
さ
せ
て

い
く
事

に
よ

っ
て
視
点
人
物

の

「か
な
し
み
」

へ
と
向
か
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
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る

。
「池

に
向

へ
る
朝
餉
」
に
お

い
て
溜
め
ら
れ
た

「
か
な
し
み
」
は
、
「感
情
」

と
な

っ
て
詩

「冬
の
日
」
(信
天
翁
」

昭
和
三
年
三
月
発
行
)
に
お
い
て
表
現
さ

れ
た
。
こ
の
詩
は

「冬

の
日

し
つ
か

に
泪
を
な
が
し
ぬ
」
と
始
ま
る
。
泪
を
な

が
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
眼
に
映

る
風
景
は
、
「山
の
か
た
ち
さ

へ
冴
え
冴
え

と
澄
み
/
空
は
さ
青
に
/
小
さ
き
雲

の
流
れ
た
り
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
泪
で
滲
む
視
界
を
ク
リ
ア
ー
な
情
景
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
の
は
何
故
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は

「泪
を
な

が
」
す
と
い
う
行
為
の
検
証
を
し
て
い
く

中
で
明
ら
か
に
な
る
。

こ
の
清
澄
な
風
景
が
、
詩

の
タ
イ
ト

ル
そ
の
ま
ま
に
空
気
の
澄
ん
だ
冬

の
景
色

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
と
同
時
に
、
視
点
人
物

の
寂
蓼
感
を
も
表
現
し
て
い
る

と

い
う
指
摘
は
既
に
な
さ
れ
て
い
て
、
私
も
そ
れ
に
は
同
感
で
あ
る
。
し
か
し
、

泪
に
洗
わ
れ
た
為
に
清
澄
な
風
景
が
出

現
し
た
、
と
い
う
解
釈
に
は
疑
問
が
残
る
。

な
ぜ
な
ら
、
お
の
ず
と
泪
が
か
わ
く
仮
定
を
語

っ
た

「泪
を
な
が
せ
ば
」
か
ら

「わ
が
泪
ひ
と
り
ぬ
ぐ
は
れ
ぬ
」
に
至
る
描
写
ま
で
、
視
点
人
物
は
泪
で
潤
ま
せ

て
い
た
筈
で
あ
る
の
に
、
「
た

つ
き

の
方
に

い
そ
し
む
」
人

々
を

「音
も
な
く
」

と
、
聴
覚
を
遮
断
し
て
描
写
す
る
こ
と

の
意
味
が
見
出
せ
な

い
か
ら
だ
。
こ
の
違

和
感
を
解
消
す
る
契
機
と
な

っ
た
の
が
、
阪
本
越
郎

の
鑑
賞
文
で
あ
る
。

丸
山
薫
は
旧
第
三
高
等
学
校
時
代
の
達
治
に
つ
い
て
、
彼
が
室
生
犀
星
や

佐
藤
春
夫

の
拝
情
詩
を
耽
読
し

て
い
た
と

い
い
、
「
そ
れ
ら
の
詩
人

の
も

つ

静
か
に
寂
び
た
世
界
は
、
感
傷

の
水
を
瓶

い
っ
ぱ
い
に
抱
え
て
い
る
彼
の
魂

に
、
き

っ
と
や
さ
し

い
慰
め
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
(「そ
の
頃
の
三
好
君
」
)

と
書

い
て
い
る
。
そ
の

「感
傷

の
水
」
が
い
っ
ぱ
い
に
な

っ
た
詩
が
、
こ
の

「池
に
向

へ
る
朝
餉
」
や

「冬
の
日
」
で
あ
ろ
う
。

『日
本

の
詩
歌
22

三
好
達
治
』
(昭
和
四
十
三
年
十
二
月
十
五
日

中

央
公
論
社
刊
)

こ
の
、
丸
山
薫
の

「感
傷

の
水
」
と
い
う
評
言
に
依
拠
し
つ
つ
、
視
点
人
物
の

内
面
に
溜
ま

っ
て
い
く

「感
傷
の
水
」
が
、
眼
か
ら
溢
れ
出
し
た
も
の
が

「泪
」

で
あ
る
と
仮
定
し
て
読
解
を
進
め
る
と
、
こ
の
詩
の
描
写
が
視
点
人
物
の
感
覚
器

官
を
介
し
た
も
の
で
あ
る
事
に
気
付
く
。

つ
ま
り

「泪
を
な
が
」
す
こ
と
で
眼
に

映
る
冬

の
日
の
風
景
は
、
視
点
人
物
の
主
観
を
通
し
た
た
め
に
、
清
澄
な
も

の
と

し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
様
な
主
観
を
通
し
た
描
写
に
お
け
る
三
好

の

意
図
は
、
視
点
人
物

の
内
面
に
ス
ポ

ッ
ト
を
当
て
る
事
に
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
事
に
よ
っ
て
、
泪
を
流
す
事
に
よ
る
精
神
の
浄
化
作
用
、
つ
ま
り
カ
タ

ル
シ
ス
を
巧
緻
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「冬
の
日
」
が
、
「感
傷
」
を
表
現
し
た
よ
う

に
、
感
情
を
理
知
的
に
詠

っ
た

「郷
愁
」
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
の
詩
は

「オ
ル
フ
ェ
オ
ン
」
(昭
和
五
年
二
月
第

一

書
房
刊
)
に
発
表
さ
れ
た
。

こ
の
詩
の
冒
頭
部
は

「蝶
の
や
う
な
私
の
郷
愁
」
と
始
ま
る
。
「私
の
郷
愁
」

は

「蝶
」
の
直
喩
と
し
て
登
場
す
る
。
郷
愁
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
た

「蝶
」
は
、
籠

を
越
え
て

「午
後

の
街
角
に
海
を
見
る
」

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
実
の

「
私
」
は
、
壁
に
阻
ま
れ
て
い
る
為
に

「海
」
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
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か
わ
り
に
壁
に
耳
を
当
て
て

「海
を
聴
く
」
事
で

「海
」
を
感
受
す
る
。
異
郷
の

「私
」
に

「海
」
は
遠

い
が
、
「私
の
郷
愁
」
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
た

「蝶
」
に
と

っ

て

「海
」
は
た
や
す
く
辿
り
着
く
事

の
出
来
る
場
所
な
の
で
あ
る
。
こ
の

「海
」

は
、
「母
と
言
語
の
上
で
の
機
知
に
よ

っ
て
結
び
付
け
ら
れ
る
が
、
両
者
は
言
語

の
枠
組
み
を
越
え
て
、
互
い
を
内
包

し
あ

っ
て
い
る
。
こ
の
機
知
を
示
す
事
に
よ

っ
て

「海
」
と

「母
」
は

「懐
か
し
さ
」
に
よ

っ
て
結
び

つ
い
て
い
る
事
を
意
識

さ
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り

「蝶
の
や
う

な
私
の
郷
愁
」
と
は
、
故
郷
を
懐
か
し
む
と

い
う
感
情
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
の

「
蝶
」

と

「私
」
を
対
比
さ
せ
る
事
に
よ

っ
て
、
異
郷
に
い
な
が
ら
故
郷
を
想
う
、
と

い

う

「郷
愁
」
と
、
も
う

一
つ
の
意
味

で
あ
る

「ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
」
ま
で
も
詩
の
構

造
の
上
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る

の
だ
。

こ
れ
ら

「池
に
向

へ
る
朝
餉
」
、
「冬

の
日
」
、
「郷
愁
」

の
三
編
が
、
感
情
を
詩

の
構
造
の
上
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
様

々
な
詩
人
の
詩
風
を
自

分
の
も
の
に
し
て
き
た
三
好
が

『測
量
船
』
に
お

い
て

「新
し
い
詩
歌
の
可
能
性
」

を
模
索
し
て
き
た
そ
の
功
績
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
か
ら
取
り
入
れ
た
新
た
な
感
情

を
、
国
境
を
越
え
た
様
々
な
表
現
方
法

に
よ

っ
て
描
き
出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の

で
は
な

い
か
。
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