
、

'

『
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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、

,
を
作

っ
た
り
、
伊
勢
集

の
語
彙
総
索
引
を
作

っ
た
り

し
た
大
冊
だ

っ
た
。

「
有

島
武
郎
」
を
や

っ
た
田
代
君

の
も
印
象

に
残

っ
た
。
第

二
回
は
、
高
梨
桂
子
君

・
た
ち
二
十
何
人
か
だ

っ
た
。
こ

こ
で
は
、
木
崎
尚
君

の

「
源
氏
物
語
に
お
け
る

紙

と
書
」

と

い
う
論
文

は
よ
か

っ
た
。
第

三
回
は
豊

田
澄

子
君

な

ど

七

人
。

こ
こ
で
は
人
数

が
少

な
か

っ
た
の
で
、
し

ょ

っ
ち

ゅ
う
旅
行
を
し
た
。
歌
を
作

っ
た
り
、
文
学
論

を
や

っ
た
り

し
た
。
豊

田
澄

子
君
の

「
業
平
」
木

上
真
知

子

君

の

「
千
里
」

は
印
象

に
の
こ
る
。
豊

田
君

の
美

の
ま
と
め
、
木

上
君
の
比
較

文
学
的
研
究

は
労
作
だ

っ
た
。

四
回

の
佐
藤
順

子
君

た
ち

は
十

四
人
だ
。

こ
れ

は
何
と
な
く
と
ぼ
け
た
組

で
あ

っ
た
が
、
仲

よ
い
仲
間
だ

っ
た
。
稲
葉
優
子
君

の

「
源
氏
物
語

の
音
楽
」

は
労
作
だ

っ
た
。
資
料
が
忠
実

に
あ

つ
か
わ

れ
て
い

た
。
木
崎
君

と
同
じ

よ
う

に
資
料

の
た

ん
ね

ん
な
あ

つ
か
い
が

よ
か

っ
た
。
大

島
真
知
子
君

の

「
詞
花
集

の
表
現

工
学
的
研
究
」
は
音
調
表
現

に
と
ら
え
ら
れ

た
詞
花
集

の
前
代
と
集
以
後

の
推
移
を
あ

つ
か

っ
た
、
丹
念
な
作
業
だ

っ
た
。

「
永
福

門
院

研
究

」
は
、
,
西
山
公
子
、
小

田
倉
裕
子
君

二
人
が
別

々

に

出

し

た
。
西
山

君
は
自
分

の
筆

を
縦
横

に
ふ
る

っ
た
。
小
田
倉
裕

子
君
は
お
と
な
し

く
無
難

に
ま
と
め
た
。

今
年

は
七
人
、
来
年

は
六
人
、

こ
と

に
よ
る
と

=
ハ
人

に
な

る
。
遠
く
な
り

近
く
な

る
み

の
浜

千
鳥

ふ
え
た
り

へ
っ
た
り
す

る
の
も
た

の
し
み
と

い
え
ば
た

の
し
み

で
も
あ

る
。

私

の
み
た
卒
業
論
文

1

中
世

田
尻

,
嘉

信

こ
と

し
も
あ
と
十
日
ば
か
り
で
卒
業
論

文

の
〆
切
期

限
が
や

っ
て
く
る
。
こ

イ

の
時
期

に
な
る
と
ざ
す
が

に
学
生

の
方
も
気
が
気

で
は
な

い
ら

し
い
。

こ
の
数
年
、

い
わ
ゆ
る
ゼ

ミ
で

「
新
古
今
和
歌
集
演
習
」
を
受
け
も

っ
て
、

私

も
卒
業
論

文
を

い
く

つ
か
み
て
き
た
。
六
、
七
十
枚
か
ら
中
に
は

二
百
枚

に

近

い
大

冊
も
あ

っ
た
。
そ
れ
で
も
近
代
文

学
な
ど
に
較

べ
る
と
、
数
は
ぐ

っ
と

す

く
な

い
よ
う
で
あ
る
。
平
安

末
期

か
ら
中
世

に
か
け

て
が
対
象

に
な

る
が
、

ほ
と
ん
ど
が
新

古
今

の
時
代

を
書

い
て

い
る
。

聞

い
て
み

る
と
、
毎
年

の
こ
と
な
が
ら
何
を
題
目

に
選
ぶ

か
、
そ
れ
が

一
番

の
悩
み

の
よ
う

に
み
う
け

ら
れ
る
。

こ
の
段
階

の
和
歌

は
、

日
常
生
活
と

の
直

接
的
な
関
連
を
断
ち
詩
的
世
界

を
意
識
的

に
作
り
出
そ
う
と

し
た

も

の

で

あ

る
。
そ

れ
を

「
王
朝

の
美
学
」
な
ど
と

い
う
と
何

か
わ

か

っ
た
よ
う
な
気
が
し

て
も
、
や
は
り
実
際

に
は
い
ま

の
生
活
や
意
識
と

の
接
点

に
な
る
よ
う
な
も

の

が
な

い
。
さ

て
何
を
書

い
た
ら

い
い
の
か
と

い
う
と
ま
ど

い
と
な
る

の
で
あ
ろ

う
。
式
子
内
親
王

・
俊

成
女

・
宮
内
卿

と

い

っ
た

「
女

流
」
の
歌
人

を
対
象

に

し
た
論
文

が
め
に
た

っ
の
は
、
そ
れ
な

り
に
納
得
す

る
と
こ
ろ
が
あ

る
か
ら
で

あ
ろ
う
。
世

の
女

流
研
究
者

が
対
象

を
選
ぶ
場
合

に
は
た
ら
く
共
通

の
心
理
と

い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
ほ
か
に
は
西
行

・
俊
成

・
後
鳥
羽
院

・
定
家

・
家
隆

と

い
っ
た
歌
人

が
対
象

と
な

っ
て
い
る
。

資
料
的

に
も
恵
ま

れ
、
参
考
文
献
も
多

い
著
名
歌
人

へ
の
関
人
が
深

い
の
は

当
然

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
多
く

の
場
合
、
歌
人

・
歌
風

の
解
明
が
公
式
的
な
概

観

の
程
度

に
終

っ
て
い
る

の
は
惜
し

い
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ

の
点
で
は
、
歌
語

を
丹
念
に
調
査
し
て
隠
岐
配
流
を
契
機
と
す
る
院
歌
風

の
変
貌
を
明
ら
か
に
し

た
り
、
出
詠
歌
会

の
勝
負
や
判

詞
か
ら
女
流

歌
人
の
中
に
お
け
る
俊
成
女

の
評

価
を
探

っ
た
り
、
屏

風
歌
か
ら
歌
の
色
彩
感

を
求

め
た
り

し
た
ゆ

へ
に
苦
労
が

に
じ
ん
で

い
る
よ
う
に
み
え
た
。

撰
集

の
基
礎

と
な

っ
た
五
十
首
歌

・
百
首
歌
や
歌
合

・
歌
論
書
な
ど

に
交
替
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