
浅
田
隆
の
『
葉
山
嘉
樹
論
」
（
昭
和
弱
年
６
月
、
日
発
行
、
桜
楓
社
）
が
上
梓

さ
れ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。
本
書
は
、
葉
山
嘉
樹
を
対
象
と
し
た
最
初
の
本

格
的
な
研
究
論
文
集
で
あ
る
。
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
史
に
お
け
る
葉
山

嘉
樹
の
仕
事
は
極
め
て
大
き
い
。
そ
の
大
き
な
仕
事
の
割
り
に
は
、
こ
れ
ま

で
葉
山
嘉
樹
を
直
接
対
象
と
し
た
研
究
論
文
集
が
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
、
葉
山
嘉
樹
が
前
田
河
広
一
郎
ら
と
と
も
に
文
戦
派
の
作
家
の
一
員
で

あ
っ
た
た
め
に
研
究
が
遅
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
葉
山
嘉
樹
没
後
三
十
年
に
し

て
よ
う
や
く
全
六
巻
の
個
人
全
集
が
筑
摩
書
房
か
ら
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

こ
こ
に
浅
田
隆
に
よ
っ
て
最
初
の
研
究
論
文
集
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
葉

山
嘉
樹
に
関
心
を
も
つ
も
の
の
一
人
と
し
て
非
常
に
嬉
し
く
思
う
。

本
書
は
、
葉
山
諾
樹
の
郷
里
で
あ
る
豊
津
、
そ
れ
は
徳
川
幕
府
の
親
藩
で

あ
っ
た
小
笠
原
藩
が
慶
応
二
年
の
第
二
次
征
長
の
役
で
敗
れ
、
小
倉
か
ら
移

住
し
、
小
笠
原
藩
終
煽
の
地
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
豊
津
の

も
つ
歴
史
的
風
土
と
葉
山
嘉
樹
と
の
か
か
わ
り
に
焦
点
を
お
い
た
論
考
「
葉

山
嘉
樹
論
の
前
提
」
と
、
主
に
名
古
屋
の
労
働
組
合
運
動
を
し
て
い
た
時
期

を
考
察
し
た
「
思
想
形
成
過
程
」
と
、
そ
し
て
「
「
海
に
生
く
る
人
交
』
論
」
の

書
評

浅
田
隆
著

「
葉
山
嘉
樹
論
ｌ
「
海
に
生
く
る
人
々
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

Ｃ
》

皇

浦
西
和
彦

一

三
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。
本
書
の
副
題
に
は
「
ｌ
「
海
に
生
く
る
人
々
』
を

め
ぐ
っ
て
ｌ
」
と
あ
る
が
、
「
葉
山
嘉
樹
論
の
前
提
」
「
思
想
形
成
過
程
」

が
全
体
の
割
り
合
い
で
い
え
ば
三
分
の
二
頁
を
占
め
て
い
る
。
そ
こ
に
本
書

の
特
徴
の
一
つ
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
葉
山
嘉
樹
の
作
品
は
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
大
変
わ
か
り
や
す
い
。
た
だ
黙
っ
て
読
め
ば
、
そ
れ
で
そ
の
お
も
し

ろ
さ
が
十
分
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
葉
山
嘉
樹
の
経
歴
は
、
波
澗
万
丈

で
あ
っ
て
、
葉
山
嘉
樹
自
身
が
自
作
「
年
譜
」
で
「
そ
れ
か
ら
の
生
活
は
、

余
り
に
眼
ま
ぐ
る
し
く
て
、
年
代
も
生
活
も
、
順
序
立
っ
て
覚
え
て
ゐ
な
い
」

と
耆
い
て
い
る
よ
う
に
、
な
か
な
か
一
筋
繩
で
は
理
解
が
で
き
な
い
と
い
う

面
が
あ
る
。
葉
山
嘉
樹
の
「
海
に
生
く
る
人
を
」
を
論
じ
る
前
に
、
「
葉
山

嘉
樹
の
前
提
」
や
「
思
想
形
成
過
程
」
が
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

第
一
部
「
葉
山
嘉
樹
論
の
前
提
」
は
、
次
の
四
章
に
分
か
れ
て
い
る
。

第
一
章
豊
津
受
容
の
様
相

第
二
章
小
笠
原
藩
の
流
転
と
新
時
代
へ
の
対
応

第
三
章
嘉
樹
の
内
な
る
豊
津
像
と
そ
の
実
像

第
四
章
父
荒
太
郎
の
精
神
構
造

こ
の
う
ち
第
一
章
の
部
分
だ
け
が
「
奈
良
大
学
紀
要
」
第
四
号
（
昭
和
訓
年

哩
月
発
行
）
に
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
書

き
下
し
で
あ
る
。

第
一
章
「
豊
津
受
容
の
様
相
」
で
は
、
葉
山
嘉
樹
の
豊
津
中
学
の
先
輩
で

、
、
、
、
、

あ
る
堺
利
彦
の
豊
津
に
対
す
る
思
慕
の
情
が
「
母
な
る
故
郷
の
感
」
が
あ
る

の
に
比
較
し
て
、
葉
山
嘉
樹
の
「
豊
津
受
容
に
は
か
な
り
の
異
常
性
」
が
感

、

▼
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じ
ら
れ
、
．
貫
し
て
豊
津
を
厭
悪
す
る
傾
向
」
、
「
自
己
の
豊
津
時
代
に
対

マ
マ

す
る
執
擁
な
拒
否
の
姿
勢
」
が
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
運
動
が
解
体
し
た
後
、
葉
山
嘉
樹
は
生
活
の
困
窮
の
た
め
長
野
や
岐
阜
を

転
々
と
し
た
が
、
故
郷
の
豊
津
へ
身
を
寄
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な

か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
葉
山
嘉
樹
が
「
豊
津
を
厭
悪
」
し
て
い

た
と
い
う
指
摘
は
大
変
お
も
し
ろ
く
興
味
深
い
。
た
し
か
に
堺
利
彦
と
比
．
へ

て
そ
れ
は
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
葉
山
嘉
樹
と
同
時
代
の
ほ

か
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
た
ち
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
故
郷
に
対
す
る
「
受

容
の
様
相
」
が
、
葉
山
嘉
樹
の
場
合
に
は
特
別
「
異
常
性
」
が
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
っ
た
か
。
葉
山
嘉
樹
と
い
う
一
個
の
資
質
の
問
題
か
、
あ
る
い
は
そ

の
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
一
般
の
故
郷
に
対
す
る
一
種
の
ポ
ー
ズ
で
あ

っ
た
の
か
。
小
林
多
喜
二
も
前
田
河
広
一
郎
も
里
村
欣
三
も
、
「
甘
美
な
精

神
の
帰
属
地
と
し
て
の
故
郷
」
を
描
か
な
か
っ
た
。
堺
利
彦
の
「
望
郷
台
」

（
「
読
売
新
聞
」
明
治
調
年
３
月
釦
日
ｌ
姓
月
４
日
）
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
郷
里

に
対
す
る
「
思
慕
の
情
が
沸
盈
と
た
ぎ
っ
て
」
い
る
文
章
を
書
か
な
か
っ
た
。

葉
山
嘉
樹
は
堺
利
彦
の
よ
う
に
豊
津
を
「
甘
美
な
郷
愁
の
対
象
」
と
し
て
描

か
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
全
く
と
い
っ
て
い
い
ぐ
ら
い
豊
津
に
つ
い
て

書
い
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
そ
の
こ
と
自
体
が
「
嘉
樹
論
の
一
つ
の
問
題

点
と
な
る
」
で
あ
ろ
う
。
葉
山
嘉
樹
は
若
く
し
て
外
国
航
路
の
海
上
労
働
者

と
し
て
の
生
活
体
験
を
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
狭
い
郷
土
意
識
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
堺
利
彦
よ
り
も
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
面
を
も
っ
て
い
た

と
い
え
よ
う
。
葉
山
嘉
樹
が
豊
津
の
こ
と
を
書
か
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

「
豊
津
を
厭
悪
」
し
て
い
た
こ
と
に
は
無
論
な
ら
な
い
。
本
書
の
「
豊
津
受

『
葉
山
嘉
樹
論
ｌ
「
海
に
生
き
る
人
と
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
』

■

』

容
の
様
相
」
で
具
体
的
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
葉
山
嘉
樹
の
文
章
は
、
短
篇

「
死
屍
を
食
ふ
男
」
少
三
ツ
セ
イ
「
『
龍
ヶ
鼻
』
と
『
原
』
ｌ
我
が
郷
士
を
語

る
ｌ
」
の
二
つ
で
あ
る
。

「
死
屍
を
食
ふ
男
」
は
、
『
新
青
年
」
昭
和
二
年
四
月
号
に
登
載
さ
れ
た

作
品
で
、
寄
宿
舎
の
同
室
生
が
隣
接
の
墓
地
の
新
仏
の
棺
を
あ
ば
き
、
そ
の

死
肉
を
食
ぺ
る
姿
を
目
撃
す
る
と
い
う
、
葉
山
嘉
樹
に
は
め
ず
ら
し
い
怪
談

小
説
で
あ
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
中
学
校
は
、
た
し
か
に
葉
山
嘉
樹
が
自
分

の
郷
里
の
豊
津
中
学
校
を
想
定
し
て
書
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

の
「
死
屍
を
食
ふ
男
」
は
、
葉
山
嘉
樹
の
中
学
生
時
代
を
忠
実
に
描
く
こ
と

を
意
図
し
た
作
品
で
も
な
い
。
寄
宿
舎
の
同
室
生
が
墓
地
の
死
肉
を
食
う
と

い
う
怪
談
も
の
と
し
て
の
効
果
や
雰
囲
気
を
小
説
世
界
で
つ
く
り
出
す
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
中
学
校
の
描
き
か
た
も
そ
の
面
か
ら
書

か
れ
て
い
る
。
「
死
屍
を
食
ふ
男
」
は
、
堺
利
彦
の
「
望
郷
台
」
や
「
堺
利

彦
伝
」
（
「
改
造
」
大
正
昭
年
旭
月
号
１
Ｍ
年
９
月
号
）
と
は
、
根
本
的
に
異
質
の

作
品
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、
こ
の
作
品
か
ら
直

蔵
に
、
葉
山
嘉
樹
に
と
っ
て
豊
津
は
「
一
種
の
突
き
放
し
た
雰
囲
気
が
感
じ

ら
れ
る
」
と
読
み
取
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
『
龍
ヶ
鼻
」
と
『
原
」
ｌ
我
が
郷
土
を
語
る
ｌ
」
は
、
親
し
か
っ
た
豊
津

の
自
然
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
浅
田
隆
は
、
こ
の
葉
山
嘉
樹
の
文
章
を
分

析
し
て
、
「
自
己
を
培
っ
た
時
間
や
そ
の
中
に
展
開
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
具
体

的
な
人
間
関
係
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
る
こ
と
を
せ
ず
、
自
己
内
部
の
豊
津

時
代
の
記
憶
の
世
界
に
わ
け
入
る
こ
と
を
出
来
る
だ
け
拒
否
し
て
い
る
の
で

あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
葉
山
嘉
樹
の
こ
の
文
章
は
、
「
い
づ
れ
に
せ
よ
、

四
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､

私
は
そ
こ
で
、
一
番
私
に
親
し
か
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
等
の
自
然
で
あ
っ
た
。

人
間
の
噂
は
、
あ
ま
り
私
に
興
味
を
起
さ
せ
な
か
っ
た
」
と
結
ば
れ
て
お
り
へ

「
人
間
関
係
に
つ
い
て
全
く
触
れ
」
て
い
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
『
龍
ヶ
鼻
』
と
『
原
』
ｌ
我
が
郷
土
を
語
る
Ｉ
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は

『
新
文
芸
日
記
ｌ
昭
和
六
年
版
ｌ
」
（
昭
和
５
年
ｎ
月
Ⅳ
日
発
行
、
新
潮
社
）
で
あ

っ
て
、
そ
れ
も
原
稿
用
紙
二
枚
以
内
で
書
か
ね
ば
な
ら
狐
制
約
の
も
と
に
あ

〆

っ
て
は
、
「
具
体
的
な
人
間
関
係
」
に
言
及
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
仕
方
の

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
郷
土
に
お
け
る
「
具
体
的
な
人
間
関
係
」
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
「
九
州
の
友
へ
」
．
（
『
福
岡
日
日
新
聞
』
昭
和
２
年
１
月
Ⅳ

日
、
２
月
創
日
発
行
）
を
問
題
に
す
ぺ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。
「
『
龍
ヶ
鼻
』
と

『
原
」
ｌ
我
が
郷
土
を
語
る
ｌ
」
に
、
「
具
体
的
な
人
間
関
係
」
に
つ
い
て
書

い
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
葉
山
嘉
樹
が
郷
土
を
「
厭
悪
」
し
、
「
拒
否
」

し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

’
第
二
章
「
小
笠
原
藩
の
流
転
と
新
時
代
へ
の
対
応
」
で
は
、
『
小
倉
市
誌
」

な
ど
を
駆
使
し
、
複
雑
な
小
笠
原
藩
に
お
け
る
幕
末
維
新
期
の
歴
史
と
そ
こ

に
醸
成
さ
れ
た
精
神
風
土
を
、
「
旧
藩
の
体
質
か
ら
発
す
る
強
い
国
家
志
向

型
の
価
値
観
ｌ
同
族
意
識
集
団
的
結
束
に
よ
る
国
家
権
力
へ
の
追
随
Ｉ
」
と

捕
ら
え
ら
れ
、
第
三
章
「
嘉
樹
の
内
な
る
豊
津
像
と
そ
の
実
像
」
で
は
、
葉

山
嘉
樹
が
豊
津
に
対
し
て
「
厭
悪
の
念
」
を
持
っ
て
い
た
源
を
、
そ
う
し
た

「
豊
津
の
精
神
風
土
に
対
す
る
強
い
拒
否
の
姿
勢
に
よ
る
も
の
」
で
あ
っ
た

と
い
請
う
。

第
四
章
「
父
荒
太
郎
の
精
神
構
造
」
で
は
、
自
伝
性
の
強
い
作
品
「
誰
が

殺
し
た
か
？
」
な
ど
か
ら
、
父
荒
太
郎
像
を
「
感
情
を
抑
制
す
る
こ
と
を
善

ら

凸

と
す
る
禁
欲
的
な
倫
現
観
に
よ
っ
て
家
族
の
前
に
立
つ
、
家
父
長
的
父
親
像
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
父
荒
太
郎
は
十
四
年
間
も
郡
長
を
務
め
て
い
た
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
経
歴
に
は
空
白
部
分
が
か
な
り
あ
る
。
郡
長
時
代
の

業
績
さ
え
皆
目
判
明
し
な
い
。
父
荒
太
郎
の
精
神
構
造
を
解
明
す
る
に
は
、

現
在
ほ
と
ん
ど
直
接
的
な
資
料
が
皆
無
に
近
い
状
態
で
あ
る
。
そ
う
し
た
条

件
を
克
服
し
な
が
ら
で
の
浅
田
隆
の
論
考
は
意
義
深
い
。
父
荒
太
郎
が
明
治

二
十
八
年
七
月
十
四
日
に
日
清
戦
争
凱
旋
の
郷
土
出
身
の
軍
人
達
を
迎
え
た

祝
辞
は
、
郡
長
と
し
て
の
公
の
席
で
の
も
の
で
、
型
通
り
紋
切
形
で
あ
る
だ

け
に
、
荒
太
郎
に
旧
秩
序
全
体
の
崩
壊
に
よ
る
価
値
観
の
挫
折
が
お
と
ず
れ

な
か
っ
た
か
、
ど
う
か
の
結
論
は
お
い
そ
れ
と
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
、
葉
山
嘉
樹
が
嘉
和
、
民
雄
の
二
児
に
む
か
っ
て
「
『
牢
に
入
っ
て
も
や

る
決
心
な
ら
い
い
が
、
牢
に
入
っ
た
ら
何
に
も
出
来
な
い
だ
ら
う
」
こ
れ
は
、

一
度
終
身
懲
役
の
刑
を
宣
告
さ
れ
五
年
間
の
禁
銅
生
活
を
体
験
し
て
来
た
祖

父
（
荒
太
郎
）
の
悲
痛
な
言
葉
だ
」
と
獄
中
記
で
書
き
記
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
荒
太
郎
の
入
獄
が
旧
秩
序
の
崩
壊
と
ど
う
関
係
し
て
い
た
の
か
、
今

後
の
郷
士
史
家
に
よ
る
一
等
資
料
の
発
掘
を
待
ち
た
い
。

第
二
部
の
「
思
想
形
成
過
程
」
の
章
立
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
章
下
降
志
向
の
萌
芽

第
二
章
『
極
楽
世
界
」
と
そ
の
発
行
母
体

第
三
章
「
極
楽
会
」
結
成
の
動
機

．
第
四
章
「
極
楽
会
」
と
背
景
の
時
代
思
潮

第
五
章
精
神
主
義
の
止
揚

ま
と
め

や

五
○



第
一
部
で
は
、
論
の
前
提
と
な
る
と
こ
ろ
の
葉
山
嘉
樹
が
郷
土
で
あ
る
豊

津
に
対
し
て
「
厭
悪
の
念
」
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
も
う
一
つ
説
得

力
に
欠
け
て
い
た
が
、
第
二
部
で
は
、
全
体
に
第
一
部
に
比
べ
て
論
理
の
展

開
に
も
無
理
が
な
く
、
本
書
の
な
か
で
も
優
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
特

に
赤
尾
織
之
助
・
敏
ら
の
『
極
楽
世
界
』
と
葉
山
嘉
樹
と
の
か
か
わ
り
は
、

浅
田
隆
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
多
面
的

で
綿
密
な
調
査
に
は
脱
帽
し
た
。
第
二
部
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
「
極
楽
世

界
』
や
極
楽
会
に
つ
い
て
、
浅
田
隆
の
調
査
研
究
に
、
い
ま
加
え
る
べ
き
資

料
は
な
に
一
つ
な
い
。
た
だ
、
赤
尾
敏
ら
と
葉
山
嘉
樹
と
の
関
係
を
考
え
る

時
、
亀
田
了
介
の
存
在
に
注
目
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
亀
田

了
介
は
葉
山
嘉
樹
と
と
も
に
名
古
屋
新
聞
の
記
者
を
や
っ
て
い
た
。
当
時
、

名
古
屋
労
働
者
協
会
の
な
か
で
は
、
葉
山
嘉
樹
よ
り
も
亀
田
了
介
の
方
が
理

論
家
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
亀
田
了
介
は
愛
知
時
計
争
議
で
葉
山
嘉

樹
と
一
緒
に
名
古
屋
新
聞
社
を
退
社
し
、
争
議
に
参
加
、
検
挙
さ
れ
た
。
出

獄
後
、
労
働
組
合
運
動
の
上
で
は
葉
山
嘉
樹
ら
と
分
か
れ
＄
赤
尾
織
之
助
の

下
で
働
く
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
「
極
楽
世
界
』

の
同
人
と
し
て
赤
尾
織
之
助
ら
と
接
触
の
あ
っ
た
葉
山
嘉
樹
が
、
名
古
屋
労

働
者
協
会
に
加
入
し
て
以
後
、
赤
尾
織
之
助
ら
の
運
動
と
は
離
れ
て
い
っ
た

の
に
対
し
て
、
亀
田
了
介
は
そ
の
逆
で
あ
っ
た
。
葉
山
嘉
樹
の
小
説
の
な
か

で
、
赤
尾
の
こ
と
を
赤
田
、
亀
田
の
こ
と
を
亀
山
と
し
て
出
て
く
る
の
が

「
歪
み
く
ね
っ
た
道
」
（
『
改
造
』
昭
和
７
年
２
月
号
）
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、

「
そ
れ
で
、
彼
（
赤
尾
敏
）
と
は
運
動
の
方
法
も
思
想
も
違
っ
て
ゐ
た
け
れ
ど

も
、
知
っ
た
こ
と
は
知
っ
て
ゐ
る
し
、
そ
の
親
爺
と
も
親
し
い
し
、
古
い
知
り

『
葉
山
嘉
樹
論
ｌ
「
海
に
生
き
る
人
と
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
』

牙
ヴ
ヨ

屯

ノ

合
ひ
の
赤
田
の
家
を
訪
ね
た
」
と
い
う
部
分
が
あ
る
。
本
書
で
は
そ
の
へ
ん

の
と
こ
ろ
を
押
え
て
お
い
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。

第
五
章
の
「
精
神
主
義
の
止
揚
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
種
々
の
研
究
成
果
の

上
に
立
っ
て
、
「
嘉
樹
に
と
っ
て
神
戸
の
争
議
の
直
接
的
・
間
接
的
体
験
が

思
想
形
成
上
の
重
要
な
転
回
点
で
あ
り
、
愛
知
時
計
争
議
の
指
導
は
そ
の
思

想
の
実
践
的
確
認
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
実
証
的
に
提
示
し
た
好
論
文
で
あ
る
。

第
三
部
の
「
「
海
に
生
く
る
人
盈
』
論
」
に
は
、
次
の
四
つ
の
論
文
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。

第
二
早
嘉
樹
の
内
面
的
論
理
と
作
品
像

第
二
章
成
立
事
情
か
ら
見
た
作
品
像
、

第
三
章
離
村
出
稼
ぎ
農
民
と
し
て
の
小
倉
像

第
四
章
小
倉
の
側
面
か
ら
見
た
作
品
像
と
そ
の
問
題

四
編
の
「
海
に
生
く
る
人
々
」
論
の
う
ち
、
最
も
感
心
し
た
の
は
、
第
二

章
の
「
成
立
事
情
か
ら
見
た
作
品
像
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
海
に
生
く

る
人
灸
」
論
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
葉
山
嘉
樹
の
分
身
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
藤
原
や
波
田
に
焦
点
を
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
浅
田
隆
の
「
海

に
生
く
る
人
鳧
」
論
の
特
色
は
、
葉
山
嘉
樹
の
万
字
丸
船
員
時
代
の
友
人
小

椋
甚
一
を
モ
デ
ル
に
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
小
倉
に
力
点
を
お
い
て
論
述
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
小
倉
の
形
象
は
、
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
嘉
樹
の
側
面

と
の
か
か
わ
り
の
中
に
造
型
の
モ
チ
ー
フ
を
持
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
「
海

に
生
く
る
人
々
」
執
筆
当
時
の
獄
中
に
お
け
る
葉
山
嘉
樹
の
内
面
世
界
を
考

察
し
な
が
ら
、
「
こ
の
小
倉
の
内
面
に
映
ず
る
故
郷
の
村
の
姿
に
は
、
嘉
樹

が
「
娑
婆
』
に
残
し
て
来
た
家
族
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

五
一



し
た
が
っ
て
、
嘉
樹
が
藤
原
の
理
論
に
よ
っ
て
小
倉
を
否
定
し
た
こ
と
は
、

小
倉
の
形
象
を
通
じ
て
客
体
化
し
た
自
己
内
部
の
迷
い
を
否
定
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
社
会
運
動
の
た
め
に
家
族
的
幸
福
を
捨
て
る
と
い
う
自
己
に

向
け
て
の
決
意
表
明
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
の
は

鋭
い
論
及
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
倉
の
離
村
出
稼
ぎ
農
民
と
し
て
の
側
面
の

追
求
に
、
作
品
世
界
を
離
れ
て
、
神
島
二
郎
、
松
永
伍
一
、
潮
見
俊
隆
ら
に

無
批
判
的
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
若
干
見
ら
れ
る
に
や
や
不
満
を

覚
え
る
。

不
満
と
い
え
ば
、
「
海
に
生
く
る
人
之
」
以
外
の
作
品
を
と
り
あ
げ
た
論

と

ノ

守

五
二

文
、
例
え
ば
「
葉
山
嘉
樹
『
窮
鳥
」
に
つ
い
て
ｌ
『
箱
舟
』
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
」

（
『
解
釈
』
昭
和
帥
年
４
月
号
）
な
ど
を
は
じ
め
優
れ
た
も
の
を
書
き
な
が
ら
、
そ

れ
ら
が
本
書
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
あ
と
が
き
」
で
、
本

書
は
「
私
の
嘉
樹
論
の
中
間
的
な
総
括
で
は
あ
る
が
、
嘉
樹
の
文
学
的
世
界

と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
や
っ
と
そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
に
す
ぎ
な
い
」

と
述
尋
へ
て
い
る
。
「
海
に
生
く
る
人
を
」
以
外
の
葉
山
嘉
樹
の
数
多
い
作
品

を
論
じ
た
『
葉
山
嘉
樹
論
』
の
続
編
を
、
い
ず
れ
近
い
将
来
に
上
梓
さ
れ
る

こ
と
を
大
き
く
期
待
し
た
い
。

（
う
ら
に
し
・
か
ず
ひ
こ
関
西
大
学
助
教
授
）

堂


