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国
語
グ
ル
ー
プ
卒
業
論
文
今
昔
 
 

書
見
 
孝
夫
 
 

私
が
こ
の
欄
を
担
当
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
最
後
の
機
会
と
な
 
 

ろ
う
。
い
さ
さ
か
の
感
慨
も
あ
り
、
三
十
年
前
を
振
り
返
り
た
く
な
っ
た
。
 
 
 

か
つ
て
は
製
本
作
業
が
卒
論
を
完
成
さ
せ
る
最
後
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
 
 

原
稿
に
穴
を
開
け
、
そ
こ
に
糸
を
通
し
て
綴
じ
、
厚
紙
に
ク
ロ
ス
を
張
っ
 
 

て
表
紙
を
作
り
、
糊
付
け
し
、
背
に
タ
イ
ト
ル
を
書
く
。
二
時
間
程
度
を
 
 

か
け
て
や
り
終
え
る
。
こ
れ
が
三
月
初
め
の
年
中
行
事
で
あ
っ
た
。
 
 
 

い
や
、
も
う
一
つ
義
務
が
あ
っ
た
。
論
文
集
の
作
成
で
あ
る
。
各
自
、
 
 

論
文
要
旨
を
二
八
〇
〇
字
に
ま
と
め
、
「
国
語
国
文
学
科
研
究
論
文
集
」
 
 

と
称
L
た
冊
子
を
学
生
の
費
用
負
担
で
刊
行
す
る
。
こ
れ
に
は
教
員
も
四
 
 

三
〇
〇
字
程
度
の
ち
ょ
っ
と
し
た
論
文
を
寄
稿
す
る
。
 
 

一
方
変
わ
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
中
間
発
表
会
で
の
緊
張
、
師
走
二
十
 
 

八
日
の
達
成
感
・
開
放
感
、
口
頭
試
問
で
の
シ
ド
ロ
モ
ド
ロ
。
 
 
 

そ
う
だ
、
原
稿
用
紙
に
縦
普
き
、
手
書
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
 
 

変
わ
っ
て
い
な
い
。
二
十
一
世
紀
も
十
年
を
過
ぎ
た
と
い
う
の
に
、
何
と
 
 

い
う
時
代
錯
誤
、
頑
迷
間
隔
、
そ
ん
な
声
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
が
、
あ
 
 

な
た
方
が
こ
れ
か
ら
種
々
の
場
面
で
書
く
文
章
が
な
に
よ
り
も
そ
れ
に
対
 
 

す
る
反
証
と
な
る
は
ず
だ
。
 
 

二
〇
一
〇
年
度
卒
業
論
文
要
旨
集
 
 

李
蘭
隠
詩
研
究
 
 

－
「
蝉
」
 
の
イ
メ
ー
ジ
 
 

渡
文
学
研
究
室
 
六
四
二
二
 
小
原
有
沙
未
 
 

蝉
は
す
で
に
 
『
詩
経
』
 
か
ら
詩
に
登
場
し
て
お
り
、
そ
の
用
法
は
、
時
 
 

代
や
詩
人
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
そ
の
形
状
、
特
に
薄
く
透
き
通
っ
た
羽
 
 

は
、
女
性
や
装
飾
品
の
実
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
、
蕗
し
か
飲
ま
な
い
 
 

と
さ
れ
る
性
質
は
高
潔
さ
の
象
徴
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
 
 

場
き
声
を
聞
く
と
詩
人
た
ち
は
秋
の
訪
れ
を
感
じ
、
声
が
聞
こ
え
な
く
な
 
 

る
と
、
秋
の
深
ま
り
を
感
じ
た
。
秋
は
感
慨
を
催
す
季
節
で
も
あ
る
こ
と
 
 

か
ら
、
蝉
に
は
憂
い
や
別
離
の
寂
し
さ
も
投
影
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

李
商
隠
の
詩
で
蝉
が
登
場
す
る
と
き
に
は
、
詩
題
に
特
定
の
人
物
が
現
 
 

れ
る
こ
と
が
多
い
。
李
商
隠
は
白
身
や
他
者
の
姿
を
蝉
に
投
影
さ
せ
て
い
 
 

た
の
で
あ
る
。
特
に
、
蝉
は
短
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
身
や
他
者
の
不
 
 

遇
な
状
況
を
蝉
に
託
し
て
詠
じ
ら
れ
る
こ
と
が
李
商
隠
に
お
け
る
蝉
の
イ
 
 

メ
ー
ジ
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
劉
司
戸
を
失
す
二
首
」
 
（
其
二
）
 
 

に
は
、
不
幸
な
境
遇
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
劉
嘗
の
こ
と
が
蝉
の
い
る
風
景
 
 

と
と
も
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
し
、
「
柳
」
詩
で
は
、
「
如
何
ぞ
肯
て
清
秋
の
 
 

日
に
到
り
、
巳
に
斜
陽
を
帯
び
又
蝉
を
帯
ぶ
」
と
、
季
節
の
推
移
と
と
も
 
 

に
李
商
隠
の
寂
冥
感
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
女
性
の
美
の
比
喩
と
し
て
詠
 
 

じ
ら
れ
る
詩
も
あ
る
が
李
商
隠
詩
の
特
徴
と
は
言
え
な
い
。
蝉
が
現
れ
る
 
 

李
商
隠
詩
の
特
徴
は
不
遇
な
状
況
を
反
映
さ
せ
て
い
る
点
に
こ
そ
あ
る
と
 
 

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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