
［
二
〇

一
五
年
度
卒
業
論
文
題
目
］

石
原
唯

「古
代
寺
院
の
基
壇
―
畿
内
と
中
部
地
域
の
比
較
か
ら
―
」

伊
藤
早
紀

「古
代

。
中
世
の
鈴
鹿
山
に
お
け
る
山
賊
に
つ
い
て
」

中
島
し
お
り
「中
世
に
お
け
る
絵
師
の
生
活
―
室
町
時
代
の
記
録
を
中
心
と
し
て
―
」

伊
藤
の
ぞ
み
「木
曽
三
川
流
域
の
社
会
特
質
―
近
世
美
濃
国
高
須
輪
中
を
中
心
に
―
」

竹
村
友
希

「明
治
期

『
伊
勢
新
聞
』
に
見
る
社
会
的
没
落
者
の
様
相

―
自
殺

。
行
倒
れ
を
中
心
に
―
」

中
村
萌

「紀
州
藩
尾
鷲
組
に
お
け
る
家
族
の
諸
形
態
」

長
谷
部
湧
斗

「近
世
伊
勢
商
人
の
為
替
送
金
の
実
態
」

［
二
〇

一
五
年
度
修
士
論
文
題
目
］

雨
皿
悠
佳

「近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
地
域
医
療
の
変
遷
過
程
」

橋
本
好
史

「近
世

。
近
代
の
鳥
羽
志
摩
地
方
に
お
け
る
芸
能
興
行
の
実
態
と
変
遷

―
歌
舞
伎

。
人
形
芝
居
を
中
心
と
し
て
―
」

［編
集
後
記
］

今
の
学
生
た
ち
に
と
つ
て
、
ス
マ
ホ
の
な
い
生
活
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
の
ツ
ー
ル
が

一
般
化
し
た
の
は
精
々
こ
の
五
、
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
に
よ
り

「ガ
ラ
ケ
ー
」
な
ど
と
椰
楡
さ
れ
放
逐
さ
れ
つ
つ
あ
る
携
帯
電
話

で
す
ら
、
普
及
し
た
の
は
ほ
ん
の
二
十
年
前
の
こ
と
。
そ
の
前
に
ポ
ケ
ベ
ル
と
い
う

器
具
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
若
い
世
代
は
知
ら
な
い
に
違
い
な
い
。
誰
し
も
持
つ
よ

う
な
生
活
道
具
が
、
短
期
間
で
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
ス
ピ
ー
ド

は
加
速
度
を
増
し
て
い
る
。
確
か
に
通
信
手
段
の
発
達
は
、
私
た
ち
の
生
活
を
便
利

に
し
た
。
だ
が
便
利
さ
の

「進
歩
」
は
、
い
つ
た
い
ど
こ
ま
で
行
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
前
に
そ
の
便
利
さ
は
、
本
当
に
私
た
ち
が
求
め
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
つ
で
も
ど
こ
に
で
も
連
絡
が
届
く
と
い
う
の
は
、
私
に
は
そ
ら
恐
ろ
し
く
感
じ
る
。

パ
ソ
コ
ン
の
Ｏ
Ｓ
も
ソ
フ
ト
も
、
数
年
毎
に
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
変
わ
り
、
不
具
合
を

避
け
る
た
め
に
は
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
度
に
新
た
な
機
能
が
付
け
加

わ
っ
た
こ
と
が
宣
伝
さ
れ
る
が
、
い
ら
ぬ
お
節
介
と
感
じ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

新
し
い
シ
ス
テ
ム
は
、
確
か
に
現
象
的
に
は
便
利
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
に
慣
れ
る
ま
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
別
の
作
業
に
費
や
し
た
い
と
思
う
。
機
械
は

ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
も
、
人
間
は
簡
単
に
は
バ
ー
ジ
ヨ
ン
ア
ツ
プ
し
な
い
の
だ
か
ら
。

だ
が
、
言
う
な
れ
ば

「便
利
さ
の
押
し
付
け
」
は
果
て
し
な
く
続
き
、
し
か
も
そ
れ

に
抗
う
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
、
ス
マ
ホ
も

「ガ
ラ
ケ
ー
」
同
様
に
追
い
遣
ら
れ
る
時
が

来
る
は
ず
だ
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
も
、
新
し
い
も
の
が
次
々
に
現
れ
て
は
消
え
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
う
し
た
現
象
は
、
例
え
ば
何
世
代
に
も
受
け
継
が
れ
、
使
わ
れ
続
け
る
伝
統
的
な

民
具
の
世
界
の
対
極
に
あ
る
。
縄
文
人
た
ち
の
生
活
様
式
は
、
何
百
年
、
何
千
年
と

変
わ
ら
な
か
っ
た
。
江
戸
時
代
の
農
民
た
ち
が
日
々
の
生
産
活
動
の
な
か
か
ら
新
し

い
農
具
を
開
発
す
る
の
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
を
費
や
し
た
か
。
だ
が
、
自
ら
格
闘

し
た
長
い
時
間
ゆ
え
に
、
そ
の
道
具
は
人
び
と
の
掛
け
替
え
の
な
い
財
産
と
な
り
、

富
と
幸
福
を
も
た
ら
し
、
新
し
い
生
活
文
化
を
生
み
出
し
た
。
現
代
の
押
し
付
け
ら

れ
た
便
利
さ
は
、
私
た
ち
を
幸
せ
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

外
部
か
ら
強
制
さ
れ
た
絶
え
ざ
る

「ア
ッ
プ
デ
ー
ト
」
が
、
私
た
ち
を
ど
れ
ほ
ど

蝕
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
物
事
の
本
質
を
見
え
に
く
く
さ
せ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

便
利
さ
を
疑
う
感
性
を
持
ち
た
い
。
そ
の
欠
如
が
、
伝
統
的
な
文
化
財
や
歴
史
学
、

人
文
系
学
問
の
存
在
を
否
定
す
る
感
覚
に
つ
な
が
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら

な
い
の
だ
。

歴
史
研
究
と
は
、
過
去
か
ら
現
代
を
問
い
直
す
学
問
で
あ
る
。
私
は
そ
も
そ
も
が

電
話
嫌
い
な
こ
と
も
あ
り
、
「ガ
ラ
ケ
ー
」
し
か
持
た
ず
、
そ
れ
も
出
張
時
な
ど
の

発
信
用
限
定
で
、
普
段
は
電
源
を
切
っ
て
い
る
。
連
絡
が
取
り
に
く
い
と
よ
く
文
句

を
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
歴
史
を
学
ぶ
者
と
し
て
の
現
代
社
会
に
対
す
る
、
恐
ら
く
は

多
分
に
子
供
染
み
た
、
さ
さ
や
か
な
抵
抗
な
の
で
あ
る
。
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