
本
年
は
じ
め
て
本
学
の
卒
業
論
文
を
審
査
し
て
、

心
づ
い
た
と
こ
ろ
を
述
べ
、
学
生
諸
君
の
参
考
に
与

し
た
く
思
い
ま
す
。

一
、
論
文
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
を
知
ら
ぬ
人
の

多
い
の
に
、
ま
づ
驚
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、

雑
誌
論
文
を
読
む
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
、
「
論
究
日

本
文
学
」
「
国
語
国
文
」
「
国
語
と
国
文
学
」
な
ど

の
純
学
術
誌
を
月
に
一
冊
く
ら
ゐ
は
精
読
す
る
こ

と
。
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
文
と
は
ど
ん
な

、
も
の
か
を
暗
々
裡
に
了
得
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
現

在
の
学
界
の
動
向
や
学
問
の
水
準
な
ど
も
理
解
す
る

こ
と
が
出
来
ま
せ
う
。
学
生
諸
君
が
よ
く
見
て
ゐ
る

ら
し
い
「
解
釈
と
鑑
賞
」
「
国
文
学
」
な
ど
は
、
便

利
な
案
内
書
で
、
書
か
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
多
く
通
俗

的
な
解
説
で
す
。
こ
れ
ら
を
論
文
と
思
ひ
誤
っ
て
ゐ

る
人
も
相
当
に
あ
る
模
様
で
す
。
叉
、
「
文
学
」
や

「
日
本
文
学
」
な
ど
も
、
体
載
は
論
文
め
い
て
、
中

身
は
論
文
ら
し
い
突
っ
込
み
の
足
ら
ぬ
も
の
の
あ
る

こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
ま
せ
う
か
。

二
、
次
に
、
論
文
と
感
想
解
説
評
論
の
文
と
の
区

』
卒
業
論
文
の
書
き
方
に
つ
い
て
の
感
想

ｌ
本
年
度
卒
業
論
文
の
審
査
か
ら
‐
ｌ

村

す
。
こ
の
類
の
も
の
は
、
特
に
古
典
関
係
に
相
当
多

ね
調
舎
へ
、
問
題
の
所
在
を
知
っ
て
、
論
文
に
ま
で
仕

純
学
術
誌
に
も
ま
と
も
な
論
文
は
甚
だ
少
く
、
通
俗

誌
に
書
き
な
ぐ
ら
れ
た
評
論
家
諸
君
の
一
夜
漬
け
の

ず
、
た
だ
自
分
は
か
う
忠
ふ
と
い
ふ
だ
け
を
書
き
綴

別
を
は
っ
き
り
知
っ
て
も
ら
ひ
た
く
思
ひ
ま
す
。

容
や
ら
に
つ
い
て
の
、
自
分
な
り
の
整
理
を
し
て
み

そ
の
知
識
を
も
つ
て
ゐ
な
い
人
に
説
明
す
る
も
の
で

上
げ
る
に
は
道
は
遥
か
な
の
で
す
。

が
、
例
證
を
抜
き
に
し
て
、
端
的
に
論
断
す
る
も
の

を
言
ひ
ま
す
。
こ
の
類
の
も
の
は
、
特
に
近
代
関
係

に
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
近
代
文
学
に
つ
い
て
は
、

影
響
か
と
恩
ひ
ま
す
。
作
者
の
伝
記
や
ら
作
品
の
内

そ
れ
は
出
発
点
で
す
。
そ
一
」
か
ら
先
学
の
研
究
を
尋

て
そ
こ
か
ら
、
論
文
は
は
じ
ま
る
の
で
す
。

く
見
ら
れ
ま
し
た
。
先
き
に
言
ひ
ま
し
た
通
俗
誌
の

つ
た
も
の
で
す
。
自
分
の
感
じ
は
大
切
で
す
。
が
、

解
説
文
と
は
、
作
家
な
り
作
品
な
り
に
つ
い
て
、

感
想
文
と
い
ふ
の
は
、
問
題
の
所
在
も
何
も
知
ら

評
論
と
い
ふ
の
は
、

問
題
の
所
在
は
知
っ
て
ゐ
る

皿
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五
八
・

美
文
が
、
や
た
ら
と
目
に
つ
く
か
ら
で
せ
う
。
評
論

の
、
例
証
を
抜
き
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
思
ひ
つ

き
を
決
定
的
で
あ
る
か
の
や
う
に
書
く
こ
と
で
す
。

忠
ひ
つ
き
は
、
例
証
を
集
め
て
み
ま
す
と
、
し
ば
し

ば
覆
る
か
・
で
な
く
て
も
、
誤
差
の
出
る
も
の
な
の

で
す
。
或
作
家
に
つ
い
て
、
「
告
白
と
虚
構
の
微
妙

な
な
ひ
ま
ぜ
」
と
評
論
家
風
の
美
文
に
酔
っ
た
の
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
恩
ひ
つ
ぎ
を
愁
い
と
い
ふ
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
は
終
り
で
な
く
て
、
始
め
な

の
で
す
。
一
体
、
そ
の
作
家
は
何
を
告
白
し
た
か
っ

た
の
か
。
そ
の
告
白
の
卒
直
な
表
出
を
は
ば
ん
だ
も

の
は
何
か
・
だ
か
ら
、
ど
の
や
う
な
虚
構
を
設
け
た

の
か
。
そ
の
告
白
を
そ
の
虚
構
の
中
に
か
ら
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ど
の
や
う
な
効
果
を
あ
げ
た
か
。
な

ど
と
、
そ
の
実
状
を
具
体
的
に
解
き
明
か
さ
ね
ば
、

論
文
に
は
な
ら
ぬ
の
で
す
。

三
、
い
よ
い
よ
論
文
を
書
く
に
は
、

⑩
自
分
に
納
待
出
来
る
対
象
を
撰
ぶ
こ
と
。
問
題
は

大
き
く
て
も
小
さ
く
て
も
よ
ろ
し
い
。
行
き
あ
た
り

ぱ
っ
た
り
や
点
の
取
り
易
さ
う
な
題
目
を
撰
ぶ
こ
と

は
よ
ろ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

②
方
法
は
二
つ
。
一
つ
は
、
細
か
な
こ
と
を
精
密
に

調
べ
る
方
法
、
そ
の
積
み
重
ね
の
上
に
將
来
の
大
を

な
さ
う
と
す
る
方
法
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
ま
づ
大

観
す
る
方
法
、
卒
業
論
文
に
は
対
象
の
地
均
し
程
度

の
見
通
し
を
つ
け
る
に
と
ど
め
て
、
將
来
個
々
の
問



題
を
堀
り
下
げ
よ
う
と
す
る
方
法
で
す
。
何
れ
で

も
、
自
分
の
性
に
あ
っ
た
方
法
を
撰
ぶ
が
よ
ろ
し

い
。

③
対
象
を
撰
ん
だ
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
従
来
ど
の

や
う
な
研
究
が
あ
る
か
を
大
暑
承
知
し
て
お
く
こ

と
。
細
く
知
る
た
め
に
は
、
例
へ
ぱ
、
万
葉
や
源
氏

や
西
鶴
な
ど
の
大
物
に
な
る
と
、
三
年
や
五
年
で
は

迫
ひ
着
か
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
し
、
一
人
前
の
学
究
で
も

見
逃
し
は
多
く
、
諸
君
に
そ
れ
は
望
め
ま
す
ま
い
。

が
、
大
暑
の
見
通
し
だ
け
は
つ
け
て
、
問
題
の
所
在

を
知
り
、
自
分
の
問
題
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
一
冊
や
二
冊
の
、
そ
れ
も
十
年
も
二
十
年
も
昔

の
本
を
手
に
当
る
ま
ま
に
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
噸

り
に
で
つ
ち
り
上
げ
た
や
う
な
も
の
で
は
、
何
の
役

に
も
立
ち
ま
せ
ん
。

仰
そ
の
際
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
何
よ
り
も
原
典
に

親
し
む
こ
と
で
す
。
他
の
人
の
論
ば
か
り
読
み
ま
す

と
、
そ
の
人
が
老
功
の
論
者
な
ら
、
性
々
に
す
べ
て

の
問
題
は
そ
こ
に
解
決
ず
み
か
の
や
う
な
感
を
与
へ

ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
恐
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
自
分
の
眼
で
作
品
を
読
め
ば
、
先
学
と
は
違
っ

た
感
じ
方
、
読
み
方
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
せ

ぅ
。
そ
｛
」
を
手
掛
り
に
、
先
学
と
自
分
の
連
ひ
を
堀

り
あ
て
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

も
と
こ
ろ
で
、
原
典
に
接
す
る
と
き
の
心
得
と
し

’

彙
報

○
出
版
記
念
会

さ
き
に
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
国
崎
望
久
太
郎
教
授

「
近
代
短
歌
史
研
究
」
、
鈴
木
弘
道
氏
「
平
安
末
期

物
語
の
研
究
」
、
土
岐
武
治
氏
「
難
癖
堤
中
納
言
物

語
」
、
堺
光
一
氏
「
上
田
秋
成
」
の
出
版
記
念
会

１
１
、
ｈ
Ｉ
ｈ
ｑ
ｈ
ｑ
ｑ
ｈ
ｂ
Ｉ
ｑ
ｈ
ｈ
ｌ
ｑ
ｈ
心
１
日
ｑ
ｑ
Ｈ
Ｉ
ｎ
ｈ
０
ｑ
Ｉ
ｑ
ｈ
ｕ
ｈ
ｈ
雲
ｌ
ｑ
ｈ
ｈ
ｈ
Ｉ
ｑ
、
』
１

て
、
出
来
る
だ
け
虚
心
に
作
者
の
声
に
耳
を
傾
け
る

こ
と
が
大
事
で
す
。
既
成
の
物
指
し
で
、
安
直
に
裁

断
し
て
は
い
‐
け
ま
せ
ん
。
す
ぐ
れ
友
研
究
対
象
な

ら
、
一
能
を
か
け
て
追
求
し
て
も
窮
め
難
い
の
で

す
。
先
づ
学
ぶ
べ
き
で
す
。
そ
れ
を
、
そ
の
人
の
一

生
を
か
け
た
仕
事
を
、
一
年
や
二
年
の
研
究
で
、
く

だ
ら
ぬ
公
式
を
ふ
り
か
ざ
し
て
、
作
者
や
作
品
の
限

界
な
ど
と
ほ
ぎ
い
て
み
て
も
、
自
分
の
低
脳
さ
加
減

を
示
す
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
づ
、

故
人
の
求
め
た
と
こ
ろ
を
求
め
よ
で
す
。

㈹
つ
ま
り
、
卒
業
論
文
と
は
、
自
分
の
二
十
年
の
年

月
孝
一
か
け
て
、
何
を
学
ん
だ
か
と
い
ふ
こ
と
を
整
理

し
た
も
の
な
の
で
す
。
自
分
を
精
一
杯
ぶ
つ
つ
け

た
悔
の
な
い
も
の
を
見
せ
て
も
ら
ひ
た
い
と
恩
ひ

ま
す
。
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
）

○
本
年
度
か
ら
新
し
く
非
常
勤
講
師
と
し
て
左
の
先

生
方
が
お
み
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

小
島
吉
雄
博
士
（
大
阪
大
学
教
授
ｌ
大
学
院

「
日
本
文
学
特
殊
問
題
」
〔
芭
蕉
〕
水
・
二
時
限
）

南
波
浩
先
生
（
同
志
社
大
学
教
授
ｌ
学
部
「
日

本
文
学
特
殊
講
義
Ｉ
〔
物
語
文
学
〕
金
・
二
時
限

土
岐
武
治
先
生
（
立
命
館
中
学
教
諭
‐
ｌ
学
部

「
日
本
文
学
講
読
凹
狭
衣
物
語
〕
月
・
三
時
限
）

○
新
刊

清
水
泰
「
日
本
文
学
論
考
」
六
○
○
円

国
崎
望
久
太
郎
「
啄
木
序
説
」
五
二
○
円

五
九

は
、
二
月
二
十
八
日
午
後
四
時
か
ら
河
原
町
三
條
下

ル
「
ア
サ
ヒ
ピ
ャ
ホ
ー
ル
」
で
行
わ
れ
た
。
会
は
森

本
修
の
司
会
で
は
じ
ま
り
、
会
長
和
州
繁
二
郎
教
授

の
挨
拶
が
あ
っ
た
後
来
賓
小
島
吉
雄
、
清
水
泰
、

野
間
光
辰
、
土
橋
寛
、
田
中
垂
太
郎
、
佐
竹
篝
彦
、

小
島
清
、
中
晧
の
各
氏
及
び
卒
業
生
代
表
法
橋
理

知
、
北
村
博
氏
の
、
祝
辞
、
著
者
四
氏
の
挨
拶
が
あ

２
ｉ
』
会
食
に
移
り
、
初
音
書
房
小
島
清
氏
、
国
崎
教

授
寄
贈
の
ビ
ー
ル
が
余
分
に
加
わ
っ
て
歓
談
の
一
刻

を
過
ご
し
、
午
後
七
時
を
少
し
煮
わ
っ
た
頃
村
田
樫

教
授
の
閉
会
の
挨
拶
が
あ
っ
て
会
を
閉
じ
た
。
な

お
、
当
夜
の
出
席
者
は
三
十
六
名
で
あ
っ
た
。

I


