
、

〈
卒
論
の
読
後
感
〉

1

上
代

中
島

悦
次

昭
和
四
十
年

四
月

本
校

が
開
校

さ
れ
て
か
ら
、
や
が
て
第
五
期

の
卒
業
生

を

送
る

こ
と
に
な
る
。
早

い
も

の
で
こ

の
間
五
期

に
亘

っ
て
七
十
余
篇
の
卒
論

を

・

閲
読
す
る

こ
と

に
な
る
。
そ
し

て
そ
れ
ぞ
れ
に
心
を

こ
め
た

こ
れ
ら
貴
重
な
論

文

の
中

で
特

に
気
づ

い
た
点
か
ら
視

て
、
次

の
三

つ
の
特
長
著
し

い
も

の
が
、

あ

る
と
感
じ
ら
れ
た
。

A

資
料
集

め
を
主
と

し
て
研
究
感
想
を
従
と

し
た
も

の

B

資
料
と
研
究
感
想
を
半

々
に
扱

っ
た
も

の

C

感
想
理
論
を
主
と

し
て
資
料
を
従
と
し
た
も

の

こ
れ

は
ど

れ
が

よ
い
わ

る
い
と

い
う

の
で
は
な

い
。
オ

リ
ム
ピ

ッ
ク
競
技
参

加

の
い
い
ぐ
さ

の
よ
う
だ
が
、

一
篇

を
力

一
ぱ

い
ま
と

め
て
見

る
こ
と

に
意
義

,が
あ

る
と
思
う
。
実
際
大
学

で
学
ぶ

こ
と
は
実
用

的
な
生
活
知
識

は
ほ
ん
の

一

部
分

で
あ
る
。
た
だ

対
象

を
見

つ
め
て
実

感
の
上
に
立
ち
、
自
分

の
納
得

ゆ
く

ま
で
理
論

を
求

め
考
察

を
進
め
る
と

い
う
態
度

を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
主
眼
で
.

,

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
あ
れ
ば
更

に
学
問
研
究

を
志
す
な
ら
、
大

学
院

へ
進
学
し
て

研
究
を
積
み
理
論

を
究

め
る

こ
と
も

で
き
る

し
、
社
会

に
出
て
も
家
庭
に
入

っ

て
も
、
事

に
当

っ
て
理
性
を
失
わ
ず
心
に
余
裕
を
持

っ
て
教
養
を
生
か
し
合
理

的

に
対
処
す
る

こ
と
が

で
き
る
と
思
う
。

〆

○

タ
イ
ブ

論
文

の
書
き
方

は
殊
更
従
来

の
型

に
篏

め
な

い
で
も
、
主
題

(
テ
ー
マ
)

で

も
研
究
態
度

で
も
、
も

っ
と
自
由
奔
放

で
あ

っ
て

い
い
と
思
う
コ
人

に
は
そ
れ

そ
れ
得
意
、
不
得
意
が
あ
り
。
例
え
ば
、
資
料
を

一
所
懸
命
集

め
た
が
、
ど
う

ヘ

ヘ

へ

し

て
も
ま
と

め
が

つ
け
ら
れ
な

い
と

い
う

の
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
或

る
程
度
目

的

に
即
し

て
分
類
し
た
資
料
集

め
な
ら
研
究

へ
の
努
力
と
し

て
決
し

て
軽
視
す

る

こ
と
は

で
き
な

い
。
又
ど

し
う

て
も
結
論
が
導
き
出
せ
な

い
と

い
う

の
も
あ

る
が
、
実
感

か
ら
出
た
も

の
な
ら
研
究
過
程

の
報
告
だ
け

で
も

よ
い
。
か
と
思

う

と
、
僅

か
な
資
料

か
ら

堂
々
と
理
論
や
感
想
を
展
開

し
た

の
は
、
論
理
が
整

っ
て
い
て
、
新
鮮
な
、
創
意
的
な
も

の
で
あ

る
な
ら
、
そ
れ

は
そ
れ

で
よ
い
と

思
う

。
私
な
ど
も
年
ば

か
り

と

っ
て
も

一
篇
を
ま
と

め
る
こ
と

は
中

々
容
易

で

は
な

い
。
皆

さ
ん
の
よ
う

に
若

い
時

は
、

た
と
い
末

完
成

で
も
未
熟

で
も
全

心

を
傾

け
た
も
の
に
は
、
個
性

が
表
わ

れ
若
さ

が
あ

ふ
れ
情
熱
が

こ
も

っ
て
い
る

の
で
頼
も
し
く

も
好
も
し
く
も
あ
る
と
思
う
。

○

つ
ま
り
国
文

科

の
卒
論

は
、
必
ず
自

力
で
資
料

を
熟
読

し
た
実
感

を
基
礎

と

タ
イ
ブ

し
て
観
察
考
究

し
得

た
過
程

を
、
型

に
か
か
わ
る
こ
と
な
く

、
と
に
も
か
く

に

も
或
る
程
度

の
長
篇
に
ま
ど

め
得
た
ら
、
将
来
或
は
懐
か
し

い
と
ま
で
は

い
か

な

い
か
も
知
れ
な

い
が
、
在
学
時
代

の
若

い
心

に
何
か
プ
ラ

ス
し
た
と

い
う
思

,

い
出

に
は
な

ろ
う
と
思
う
。

(
昭
和
四
七
年

=

一月

=

一日
記
)

卒
業
論

文

の
こ
と
ど
も

1

中
古

室
伏

信
助

卒
業
論
文

と

い
う
と
必
ず

思

い
出

さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。

私
が
卒
業
論
文
を

書

い
て

い
た
こ
ろ
、
あ
る
教
授
が

「
近
ご

ろ

の
学
生

は
卒
業
論
文

の

こ

と

を
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、

'

『
卒
論

』
と

い
う

の
が
多

い
が
、
自
分

は
そ
う

い
う
学

生

の
論

文
は
見
な

い
こ

と
に
し
て

い
る
。
な
ぜ
卒
業
論

文
と

い
え
な

い
の
か
。

『
卒
論

』
と
は
文
字
ど

お
り
卒
爾
な
論

と

い
う

こ
と
だ

。
そ

ん
な
論
文
を
読
ま

さ
れ
て
は

た

ま

ら

な

い
」
と
興
奮

の
面
も
ち

で
話
さ

れ
た
。
そ

の
後
、
他

の
大
学

の
先
生

に
そ

の
話

を

し
た
ら
、

「
う
ち

で
は
大
学
院

の
学
生
が

『
修
論
』

の
相
談

を
し
た

い
と

い

っ
て
き

た
の
で
、
ど
な
り

つ
け
・た

こ
と
が
あ

る
」
と

い
わ
れ
た
。

世

の
中
万
事
簡
便

の
昨
今
、

「
卒
論
」
は

い
ま
や
辞
書

に
も

「
卒
業
論
文

の

略
」
な
ど
ど
載

る
始
末
と
な

っ
た
が
、
思
え
ば
私
が
卒
業
論
文
を

書

い

た

の

も
、

二
十
年
近

い
今

は
昔

の
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
し
か
し
、
あ

の
時

の

「

教
授

の
激
し
た

口
調

は
、
今
な
お
耳
底

に
深
く
残

っ
て
い
て
、
人
前

で
「
卒
論

」

と
言
う

の
に
、

い
さ
さ
か
憚
ら
れ
る
あ
り
さ
ま

で
あ
る
。

私
は
時
お
り
卒
業
生

に
会
う
と
、
学
生
時
代

の
思

い
出
と
し

て
最
も
印
象
深

い
も

の
は
卒
業
論
文

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
を
、
し
ば
し
ば
聞
か
さ
れ
る
。
そ

う

い
う
思

い
出
を
も

つ
卒
業
生

は
、
例
外
な
く
「
卒
論
」
な
ら
ぬ
卒
論
論

文
を
書

き
残
し

て
い
る
。
四
年
間

の
総
決
算

と
し
て
、
そ

の
作
業
が
苦
し
け
れ
ば
苦
し

い
ほ
ど
懐
し

い
思

い
出
と
な

っ
て
蘇

り
、
彼
女

の
人
生
を
よ
り
豊
か
な
も

の
に

し
た
ら
し

い
。
し
か
し
、
多

く

の
学
生
に
と

っ
て
原
稿

用
紙

を
五
十
枚

以
上
書

.
く
と

い
う
こ
と
は
、
初
め
て

の
辛

い
経
験
で
あ
る
こ
と
に
は
問
違

い
な

い
。
そ

こ

で
例
年

、
年

の
瀬
が
近
づ
く
こ
ろ
、
三
年
生

に
卒
業
論

文
に
対
す
る
心
が
ま

え
と
そ

の
準

備
に

つ
い
て
話
す

こ
と
に
し
て
い
る
。
ま
ず
冬

休
み
に
じ

っ
ぐ

り

老

え
、
自
分

が
最
も
情
熱
を
注
げ
る
テ
ー

マ
を
選
び

出
す
こ
と
。
新
年

に
入

っ

て
そ

の
テ
ー

マ
に
つ
い
て
個

々
に
話
し
合

い
、
漸
く
決
定

の
段
階

に
至
る
と
、

今
度

は
春
休
み
を
利
用
し
て
研
究
文

献
目
録
を
作
り
、
研
究
史
概
観
を
試
み
て

新

学
期

に
提
出
す
る
。
そ
れ

を
ふ
ま
え
て
自
身

の
論
文

の
構
想
を
具
体
的
に
導

き
出
し
、
書

き
や
す

い
部
分

か
ら
ど
ん
ど

ん
書

い
て

い
く
ー

と
ま
あ
、
こ
ん

な
ぐ
あ

い
に
進
め
ば
、
先

の
見
通
し
は
明
か
る

い
。
先
輩

た
ち

の
論
文

は
.い
つ

で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
研
究
室

に
用
意

し
て
あ
る
。
そ
れ
は
将
来
、
自
分

の
論

文

も
ま
た
後
輩

た
ち

の
目

に
さ

ら
さ

れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
何
を

テ
ー

マ
に

選
ぶ
か
よ
り
、

選
ん
だ

テ
ー

マ
を
ど
う
扱
う

か
に
、
今

の
と

こ
ろ
指
導

の
力
点

が
置

か
れ
て
い
る
。
中
古

の
ゼ
ミ
だ

か
ら
と

い

っ
て
、
す
ぐ
源
氏
だ
枕
だ
と
考

え

る
必
要

は
な

い
。
今
年

は
珍
ら

し
く

「
菅
家
後
集
」
や

「
神
皇
正
統
記
」
が

現
わ

れ
た
。

冬
休
み

は
教
師

に
と

っ
て
憂
う

つ
な
季
節
だ
。
せ

め
て
こ
の
う

っ
と
う
し

い

期
間
を
、
楽

し
く
過
せ
る

よ
う
な
、

ハ
ッ
と
す
る
論
文

に
出
会

い
た

い
。

卒

論

を

読

ん

で

ー

中
古

伊
藤

嘉
夫

夫

子
川
上
に
立
ち

て
曰
く

、
逝
く
も

の
は
斯
く

の
如

し
昼
夜

を
や
め
ず
。
な

ど

と

い
っ
て
、
私

は
立

っ
た
ま
ま
毎
年
逝
く

川
の
水

を
見

て
い
る
。

こ
の
川
、

五
月

雨
を
集

め
て
早
し
最
.上
川
の
よ
う

に
、
水
量
が
増

し
て
、

川
幅
が

、
堤

を

こ
え
て

い
く
ほ
ど

に
な

っ
た
り
、
時

に
水
流

が
や
せ
て
、

川
原

は
お
お
む
ね
河

洲
に
な

っ
て
、
帯

の
よ
う

に
ほ
そ

い
筋

を
ひ
く

と
い

っ
た
年
も
あ

る
。
私

の
い

ま
言

っ
て
い
る
の
は
、
私

の
ゼ
ミ
に
来

て
、
結
局

は
私
が
卒
業
論
文
を
読
ま

ね

ば
な

ら
な

い
こ
と
に
な

る
学
生

の
数

は
、
水
量

の
増
減
が
目

に
立

つ
こ
と
を
言

っ
た
の
だ

。

第

一
回

の
卒
業
生

の
論
文

は
三
十

二
人
位
読

ん
だ
。

こ
の
回

の
論
文

は
作
家

研
究

が
多

か

っ
た
。
印
象

に
残

っ
た
、の
は
大
石
正

子
君

の

「
伊
勢
集

の
研
究
」

だ

っ
た
。
彼
女

は
三
年

の
夏
休

み
に
広
島
大
図
書
館

で
古
写
本
を
写

し
て
校
本!
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