
「

私

.の
卒
業

論

文
*
表

題
は
す
べ
て
卒
業
論
文

の
題

目

で
統

一
し

た
。

1

、

〈
初
期
万
葉
と
人
麻
呂
〉

第
一
回
卒
業

天
野

令
子

卒
論

の
要
約
を
と

い
う
お
話
だ
が
卒

論

の
事

を
思

い
出

す
た
び

に
当
時

の
未

熟
な
思
考
が
す
ぐ
頭

に
浮
か
ん

で
来

て
、
た
ま
ら
な

い
恥
ず
か
し
さ

に
と
ら
わ

れ
な

い
わ
け

に
は

い
か
な

い
。
卒
論
を
書
く
頃

の
私
は
何

に
よ
ら
ず
全

て

一
定

の
形
式
や
枠

に
き

っ
か
り
は

め
ら
れ
た

よ
う
な
も

の
、
あ

る
い
は
完
成
さ
れ
た

姿

の
も

の
に
は
魅
力
を
感
ず

ゐ
事
が
な
く

、
反
対

に
全
く
粗
野

で
、
末
完
成

の

荒

々
し
さ
を
持

つ
も

の
、

一
つ
の
型
と
な

る
以
前

の

一
種

の
カ
タ

マ
リ
に
す
ぎ

な

い
よ
う
な

も

の
を
愛

し
て
い
た
。
.し
た
が

っ
て
卒
論

に
上
代

の
万
葉
集

、
特

に
初
期

万
葉

の
世
界

に
深
く
ひ
か
れ
た

の
も
そ
う

い
う
私

自
身

の
内
面
に
お
け

る
志
向
性

と
無
関
係

で
は
な
か

っ
た
と
思
う
。
万
葉

の
初
期
は
時
代

の
文
学

的

衝
動
が
何
と
か

"
和
歌
"
と

い
う

一
定

の
ジ

ャ
ン
ル
を
確
立
し

よ
う
と
し

て
渾

身

の
力
を
傾
け
な
が
ら
も
未
だ
完
全
な
定
着
を

み
な

い
時
期

で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。

コ
咼
朗
《
清
澄
」
と
評
さ
れ

る
初
期
万
葉

の
歌
風

で
あ

る
が
、
そ
れ

ら
の
歙

々
を
誕
生
さ

せ
た
背
景
や
底
流

に
は
新
し

い
表
現
を

、
文
学
を
生

み
出

そ
う
と

し
て
葛
藤
す

る
、
時
代
と
人
間
達

に
よ
る
混
沌
と

し
て
渦

巻

き

流

れ

る
、文
学
的
衝
動

や

エ
ネ

ル
ギ
ー
が

あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。私

の
興
味

は
よ
り
根

源
的
な
も

の

へ
向

か

っ
て
い

っ
た
。
最
初

に
文
学
を
生

み
だ

し
た
衝
動

や

エ
ネ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ル
ギ
ー
の
実
体

は
何
だ

っ
.た
の
だ

ろ
う
か
と
か
、
あ

る
い
は
文
学
と
文
学
以
前

と
を
分
け
る
も

の
は
何

で
あ
ろ
う
か
な
ど

と

い
う
思
い
に
と
ら
わ
れ
、
万
葉

を

通
し

て
文
学

が
文
学

と
し

て
確
立
す
る
時
点

を
自
分

な
り
に
考

え

て
み
た

い
と

い
う
大
そ
れ
た
野
心
を
持

っ
て
卒
論

に
着
手

し
た
よ
う
に
思
う
。
表

題
は

『
初

期
万
葉
と
柿

本
人
麻
呂
』
と
し

て
中
味
を

三
章

に
分
け
た
。

一
章

で
は
表
題
と

同
題
と
し
、

二
章

で
は

「
初
期
万
葉
と
挽
歌
」

三
章

で
は

「柿

本
人
麻
呂

の
混

沌
」
と

い
う
具
合

に
し
た
が
、
今
な
が

め
て
み
る
と
思
わ
ず
赤
面
す

る
よ
う
な

壮
大
な

テ
ー

マ
ば
か
り

で
あ

っ
た
。
ご
く
簡
単

に
ま
と

め
て
み
る
と

一
章

で
は

初
期
万
葉
作
家
達

の
特
殊
な
詞
人
的
系
譜
を
人
麻
呂
と

の
関
連

で
と

ら
え

よ
う

と

し
て
み
た
。
歌
が
個
人

の
自
由
な
発
想
と
立
場

か
ら
は
ま
だ
生

ま
れ
に
く
い

時
期

、
そ
こ
に
生
ま
れ
た
歌

は
必
ず
何

ら

の
前
代

か
ら

の
立

場
や
伝

統
を
継

承

し
、
そ

の
上
で
初
め
て
万
葉
作
家

た
る
新

た
な
創

造
性

や
自
主
性

を
主
張

し

て

い
る
は
ず

で
あ
る
。
結
論
を
言
え
ば
従
来
、
歌
謡
か
ら
初
期
万
葉
を
通

っ
て
人

麻
呂

へ
至
る
詞
人
的
系
譜
が

一
直
線
上

に
と
ら
え
ら
れ

て
い
た

の
に
対
し
て
、

人
麻
呂
以
前

の
歌
人
的
系
譜

に
は

い
く

つ
か
の
流
れ
が
あ
り
、
人
麻
呂
は
ど
う

い
う
系
譜
を
強
く
受
け

つ
い
で
い
る
か
を
考
え

て
み
た
。
実
際

の
と

こ
ろ
論
理

的

に
う
ま

く
系
譜
が

ひ
け
ず
大

い
に
苦

し
ん
だ
も

の
で
あ

る
。

二
章

で
は
や

や

視
点
を
変

え
歌
謡

か
ら
初
期

の
挽
歌
を

通
し
て
作
歌

す
る
側

か
ら

だ

け

で

な

く
、
作
歌

を
う
け
と
め
る
享

受
層

と

の
関
連
か
ら
も
抒
情
性

の
発
展

の
問
題
を

考

え

て
み
よ
う
と
し
た
。
ど
う

い
う
作

品
を
ど
ケ

い
う
階
層
が

ど
う

い
う
反
応

で
う
け
と
め
る
か
、
と

い
う
問
題
は
当

時

の
文
学
意
識
を
知
る
上

で
重
要
な
ポ

イ

ン
ト
と
し

て
、
興
味
あ
る
視
点

で
あ

っ
た
。
特

に
作
品
を
享
受
す
る
事
自
体
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に
も
大
き
な
文
学
活
動
と
し

て
の
意
味
が
あ

っ
た

こ
の
時
代

、
歌
謡
と
初
期

の

挽
歌

の
詠
み
手
、
受
け
手
双
方

の
意
識

の
関
連
か
ら
し
だ

い
に
抒
情
性

が
進
展

し

て
ゆ
く
様
子
を
考
え

て
み
た
。

三
章

の
テ
ー

マ
は
私

に
は
重
す
ぎ

て
自
分
な

り

の
結
論
を
ひ
き
出
す
事
が
出

来
な
か

っ
た
が
、
当

時

の
私
と
し
、て
避
け
ら
れ

な

い
問
題

で
あ
る
よ
う
な
気

が
し

て
考
え

て
み
た

の
で
あ
る
。

卒
業
論
文

を
今
反
省

し
て
み
る
と

、
出
来

れ
ば

も

っ
と
自
由
に
書

い
て
み
た

か

っ
た

よ
う
な
気
が
す

る
。
も

っ
と
評
論

に
近
い
よ
う
な
発
想

で
思
い
き

っ
た

事
を
書

い
て
も
よ
か

っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
な
ど

と
思
わ
れ

て
な
ら
な
い
。

・パ
動

詞

の
動

作

態

と

助
動

詞

「
つ
」
・
「
ぬ
」

〉

第

一
回
卒
業

古
市

久
美
子

(
旧
姓

木
下
)

現
在

、
完
了

の
助
動
詞
と
さ
れ

て
い
る

「
つ
」
と

「
ぬ
」
と

い

う

助

動

詞

が
、
ど
う

い
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
も

の
で
あ
り

、
ど
う

い
う
変
化
を
す

る
も

の

で
あ
る
か
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
は

、
こ
れ
ま

で
種

々
の
説
が

で
て
い
る
。
ま

た
、
助
動
詞

「
つ
」

「
ぬ
」

の
意
味
上

の
相
違

に

つ
い
て
は
、
従
来

い
ろ

い
ろ

と
論
議
さ
れ

て
き
た
が
、
ま
だ
明
確

に
な

っ
て
い
な

い
よ
う

で
あ

る
。
そ
れ
ら

の
諸
説
を
大
別
し
で

み
る
と
次

の
よ
う

に
な

る
。

e

「
つ
」
は
他
動
詞

に
つ
き
、

「
ぬ
」
は
自
動
詞

に

つ
く

⇔

「
つ
」
は
意
志
的

・
作
為
的

・
動
作
的

・
存
続
的
な
動

詞

に

つ

き
、

「
ぬ
」
は
無
作

為
的

・
自
然
発
生
的
動
詞

に
つ
く

⇔

「
ぬ
」
は
動
作

の
完

了
を
言

い
、

「
つ
」
は
完
了
と
共

に
そ

の
結
果

の

,観
念

を
伴
う
も

の
で
あ
る

㈲

「
ぬ
」
は
状

態

の
発
生
を
、

「
つ
」

は
動
作

の
完

了
を
示

す

そ
こ
で
、
こ

の
四

つ
の
説
を
そ
れ
ぞ

れ

の
立
場
で
用
例

(源

氏
物

語
に
見
え

る
助
動

詞

「
つ
」

「
ぬ
」

の
用
例

)
に
あ
た

っ
て
考
察

検
討
し
て
み
た
。

こ

の
両
者

(e
⇔

は

「
つ
」

「
ぬ
」

の
つ
く
動

詞

の
ち
が

い
を

問

題

に

す

る
。
⇔

㈲
は
そ
れ
自
身

の
意
味

の
ち
が

い
を
問
題

に
す

る
)

は
密
接

な
関
係

に

あ

る
も

の
で
、
ど
ち

ら
も
等
閑
視
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
が

、
.た
だ
「
つ
旨

ぬ
」

が
接
続
す

る
の
は
品
詞
と

し
て
の
動
詞

で
は
な

く
、
述

語
と

し
て
の
動
詞

で
あ

る
と

い
う

こ
と
を
確
認
し

て
お

い
て
、
こ
の
問
題

に
あ
た

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う

こ
と
が
わ
か

っ
た
。
即
ち
、
本
来

「
つ
」

「
ぬ
」
を
伴
う
動
詞
が
あ

る

の
で
は
な
く

、
文
脈
全
体

の
申

に
そ

の
動
詞
が
有
し

て
い
る
そ
の
場
合
場
合

の
意
味
内
容

に
応
じ

て

「
つ
」
が

つ
い
た
り
、
「
ぬ
」
が

つ
い
た
り
す

る
も

の
で

ろ
う
と
考
え

ら
れ

る
。

こ
れ
は
橋
本
研

一
先
生

の
御
説

の
如
く
、
動
詞

の
中

に
は

一
語

で

「
つ
」
を

伴

っ
て
過
去
か
ら
現
在

に
至
る
継
続
動
作

の
完
了
を
表
わ
す
用
法
と
、

「
ぬ
」

を
伴

っ
.て
現
在
か
ら
未
来

に
わ
た
る
存
続
状
態

の
発
生
を
示
す
用
法
と
を
あ
わ

せ
兼

ね
る
も

の
が
あ
り
、

一
語

の
動
詞

で
は
あ

っ
て
も
、
意
味

の
把
握

の
仕
方

に
よ

っ
て
内
容
が

一
様
で
は
な

い
も

の
が
あ
る

の
で
あ

る
。

そ
こ
で

一
般
的

に
は

「
つ
」
が
」
時
的

.
瞬
間
的

な
動
作

・
作

用
を
意
味
す

る
表

現
に

つ
づ

く

の
に
対
し

て
、

「
ぬ
」
は
時

間
的

に
は
多
く
継
続
的
推
移
を

意
味

す
る
事

柄

の
表
現
に

つ
づ

く
場
合
が
多

い
。
ま
た
人
間

の
運
命
的

な
事
実

を
述
べ
る
場
合

、
時

間

の
経

過
や
季

節

の
推
移

、
天
体

の
運
行
な
ど
客
観
界

に

お
け
る
必
然
的

な
事
実

の
推
移
を
述
べ
る
よ
う
な
場
合

に
は

「
ぬ
」
が
多

く
用

い
ら
れ
℃
、

「
つ
」
は
用

い
ら
れ
な

い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
・こ
れ
は
あ
く

ま
で
結

果
的

に
言

え
る
こ
と

で
あ

っ
て
、'

や
は
り

「
つ
」

「
ぬ
」

の
区
別
を
考

え
る
場
合

に
は
、

「
つ
」

「
ぬ
」

そ
れ
自
体

の
意
味

を
前
後

の
文

脈

の
意
味
的

な

つ
な
が

り

の
上

に
お
い
て
把
握
し
℃
い
か
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
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