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本
書
は
、
本
学
会
会
員
で
あ
る
徳
永
光
展
氏
の
上
梓
さ
れ
た
研
究
書
で
あ

る
。
表
題
に
あ
る
通
り
、
直
木
賞
作
家
で
あ
る
城
山
三
郎
の
小
説
『
素
直
な
戦

士
た
ち
』（
新
潮
社
、
一
九
七
八
年
九
月
）
に
対
す
る
論
文
集
と
な
る
。『
素
直

な
戦
士
た
ち
』
と
い
う
作
品
が
、
果
た
し
て
現
代
の
文
学
シ
ー
ン
の
中
で
ど
の

よ
う
な
位
置
を
占
め
る
も
の
か
に
つ
い
て
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
私
は
把
握
で

き
て
い
な
い
。
た
だ
、
こ
の
作
品
は
発
表
の
翌
年
に
ド
ラ
マ
化
さ
れ
て
も
お

り
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
土
曜
ド
ラ
マ
と
し
て
一
九
七
九
年
一
二
月
八
日
か
ら
一
九
七
九

年
一
二
月
二
九
日
に
か
け
て
放
映
）、
あ
る
種
の
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ

た
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
推
測
さ
れ
る
。
ま

た
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
と
は
別
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
世
界
は
私
に
と
っ
て
、

自
分
の
歩
ん
で
き
た
昭
和
の
あ
る
時
代
の
雰
囲
気
を
、
や
や
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た

か
た
ち
な
が
ら
も
映
し
撮
っ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
そ
そ

ら
れ
る
作
品
と
し
て
個
人
的
に
興
味
を
覚
え
た
。

　

本
書
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
ま
ず
は
こ
の
『
素
直
な
戦
士
た
ち
』

と
い
う
作
品
の
概
要
を
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
背
景
と
な
る
の
は
高
度
経

済
成
長
期
の
日
本
。
短
大
を
卒
業
し
て
、
三
年
間
ほ
ど
保
母
（
保
育
士
）
を

勤
め
た
千
枝
と
い
う
女
性
が
、
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）、
二
四
歳
の
時
に

松
沢
秋
雄
と
い
う
男
性
と
見
合
い
を
す
る
。
秋
雄
は
、
さ
し
て
有
名
で
も
な
い

私
立
大
学
の
出
身
で
、
平
凡
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
が
、
Ｉ
Ｑ
（
知
能
指

数
）
が
一
五
三
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
千
枝
の
関
心
を
惹
い
た
。
実
は
千
枝
に

は
、
何
に
で
も
な
れ
る
自
由
を
持
っ
た
英
才
児
の
母
に
な
る
と
い
う
夢
が
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
千
枝
に
と
っ
て
高
い
知
能
指
数
を
持
つ
秋
雄
の
存
在
は
、
格

好
の
結
婚
相
手
と
し
て
映
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
作
品
は
千
枝
の
主
導
に

よ
っ
て
結
婚
、
受
胎
、
胎
教
、
出
産
、
育
児
が
展
開
す
る
様
子
を
描
い
て
ゆ

く
。

　

昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
に
長
男
の
英
一
郎
が
誕
生
し
、
翌
年
に
次
男
の

健
児
も
生
れ
る
が
、
千
枝
が
力
を
注
ぐ
の
は
専
ら
英
一
郎
に
対
し
て
で
あ
り
、

健
児
に
つ
い
て
は
顧
み
る
こ
と
が
な
い
。
幼
児
語
の
禁
止
を
始
め
と
し
て
、
徹

底
し
た
エ
リ
ー
ト
育
成
の
た
め
の
メ
ニ
ュ
ー
が
英
一
郎
の
身
に
施
さ
れ
、
そ
の

千
枝
の
教
育
方
針
に
一
家
は
振
り
回
さ
れ
て
ゆ
く
。
最
初
に
英
才
教
育
の
成
果

が
試
さ
れ
た
の
は
、
英
一
郎
の
国
立
Ｔ
大
学
付
属
小
学
校
入
学
試
験
の
場
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
偏
狭
な
千
枝
の
子
育
て
の
負
の
側
面
が
露
呈
し
、
協
調

性
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
英
一
郎
に
不
合
格
の
烙
印
が
押
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

と
な
る
。
英
一
郎
は
公
立
小
学
校
に
通
う
も
、
集
団
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は

な
く
、
小
学
五
年
生
の
時
に
入
っ
た
Ｒ
進
学
ス
ク
ー
ル
が
彼
の
主
戦
場
と
な
っ

て
ゆ
く
。
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受
験
勉
強
の
甲
斐
が
あ
っ
て
、
英
一
郎
は
私
立
中
学
の
名
門
Ｚ
中
学
に
見
事

合
格
す
る
。
し
か
も
、
三
〇
〇
人
中
四
四
位
と
い
う
好
成
績
で
の
合
格
で
あ
っ

た
。
が
、
そ
の
翌
年
に
弟
の
健
児
が
、
兄
の
跡
を
追
う
よ
う
に
し
て
Ｚ
中
学
に

入
学
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
松
沢
家
に
不
穏
な
空
気
が
流
れ
始
め
る
。
健
児

は
英
一
郎
と
は
異
な
り
、
千
枝
の
英
才
教
育
を
ま
っ
た
く
受
け
ず
に
生
き
て
き

た
子
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
英
一
郎
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
母
の
千
枝

に
と
っ
て
も
、
健
児
が
優
秀
で
あ
る
こ
と
は
容
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
兄
と
弟
の
成
績
は
次
第
に
逆
転
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う

に
な
る
。
英
一
郎
は
高
校
一
年
生
の
一
学
期
に
な
る
と
、
弟
の
存
在
に
対
す
る

心
理
的
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
精
神
に
異
常
を
来
し
、
つ
い
に
は
入
院
す
る
事

態
と
な
る
。
退
院
後
、
千
枝
は
英
一
郎
と
健
児
を
引
き
離
す
べ
く
、
近
所
に
建

設
中
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
し
、
英
一
郎
と
二
人
で
暮
ら
す
計
画
を
立
て
る
。

一
方
、
精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
英
一
郎
は
そ
の
建
設
中
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に

健
児
を
呼
び
出
し
、
抹
殺
す
る
こ
と
を
計
画
す
る
。
英
一
郎
は
、
入
居
予
定
の

四
階
の
部
屋
の
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
弟
を
突
き
落
と
す
が
、
不
覚
に
も
彼
は
弟
と
一

緒
に
落
ち
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
以
上
が
『
素
直
な
戦
士
た
ち
』
の
概
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
分
析
す

る
本
書
の
構
成
は
、「
第
一
章　

本
研
究
の
概
要
」、「
第
二
章　

秋
雄
・
千
枝

の
関
係
と
英
一
郎
の
幼
児
期
―
計
画
育
成
の
実
相
―
」、「
第
三
章　

行
き
詰
る

英
才
教
育
―
エ
リ
ー
ト
集
団
に
お
け
る
英
一
郎
―
」、「
第
四
章　

見
捨
て
ら
れ

る
次
男
―
健
児
の
立
場
―
」、「
第
五
章　

封
じ
ら
れ
る
秋
雄
の
声
―
夫
婦
間
衝

突
回
避
の
状
況
―
」、「
第
六
章　

山
積
す
る
疑
問
―
秋
雄
の
視
点
―
」、「
第
七

章　

女
性
と
い
う
存
在
と
エ
リ
ー
ト
養
成
―
千
枝
の
視
点
―
」、「
第
八
章　

宗

教
に
す
が
る
様
相
」、「
第
九
章　

批
判
す
る
他
者
の
存
在
―
係
長
・
尾
石
の
眼

差
し
―
」、「
第
十
章　
『
そ
の
日
』
以
降
の
松
沢
家
―
敗
れ
た
夢
―
」、「
第
十

一
章　

英
才
教
育
が
『
ほ
ん
と
う
の
自
由
人
』
を
作
る
と
い
う
発
想
」
の
全
十

一
章
か
ら
成
り
、
巻
末
に
「
城
山
三
郎
『
素
直
な
戦
死
た
ち
』
あ
ら
す
じ
」
を

載
せ
る
。
第
二
章
は
英
一
郎
の
小
学
校
入
学
ま
で
を
扱
い
、
第
三
章
は
英
一
郎

の
小
学
校
入
学
以
後
の
松
沢
家
の
動
向
を
論
じ
た
も
の
。
第
四
章
は
健
児
に
つ

い
て
の
論
。
第
五
章
と
第
六
章
は
秋
雄
の
視
点
か
ら
見
た
作
中
世
界
。
第
七
章

と
第
八
章
は
千
枝
の
人
物
造
形
に
つ
い
て
の
論
。
第
九
章
は
秋
雄
の
職
場
で
あ

る
Ｑ
社
の
人
々
に
映
っ
た
松
沢
家
に
つ
い
て
の
論
。
第
十
章
は
作
品
の
後
日
談

を
想
定
し
た
論
述
で
あ
り
、
第
十
一
章
は
千
枝
の
英
才
教
育
に
対
す
る
論
評
と

な
る
。

　

徳
永
氏
は
「
第
一
章　

本
研
究
の
概
要
」
の
「
第
一
節　

問
題
の
所
在
」
で
、

「
読
者
は
こ
の
物
語
を
批
判
的
に
摂
取
し
つ
つ
、
お
の
お
の
の
子
育
て
を
実
践

し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
作
者
は
千
枝
が
言

う
『
ほ
ん
と
う
の
自
由
人
』（
三
三
頁
）
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
問
い
か
け
て

い
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
書
の
目
的
は
、
こ
の

「
ほ
ん
と
う
の
自
由
人
」
の
内
実
を
究
明
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

そ
し
て
そ
の
解
答
は
、「
第
十
一
章　

英
才
教
育
が
『
ほ
ん
と
う
の
自
由
人
』

を
作
る
と
い
う
発
想
」
に
お
い
て
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
は
次
の

条
が
、
徳
永
氏
の
辿
り
着
い
た
結
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

�

思
え
ば
、
才
能
の
早
期
開
発
と
は
、
様
々
な
分
野
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
才
能
に
特
化
し
て
子
供
を
育
て
る
な

ら
ば
、
他
の
才
能
は
眠
ら
せ
た
ま
ま
成
長
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の

も
ま
た
真
実
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
眠
ら
せ
た
ま
ま
の
才
能
を
子
供
が

成
人
し
た
後
に
求
め
た
場
合
、
親
は
ど
の
よ
う
に
し
て
子
供
に
言
い
聞
か

せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｒ
進
学
ス
ク
ー
ル
、
Ｚ
中
学
・
高
等
学
校
、

東
大
法
学
部
と
い
う
路
線
を
歩
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
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進
路
と
い
う
も
の
も
ま
た
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
た
時
、

ほ
ん
と
う
の
自
由
人
と
い
う
言
葉
が
詭
弁
で
あ
る
事
実
に
気
づ
か
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
親
が
評
価
さ
れ
た
い
と
い
う
発
想
は
子
供
を
道
具
と

し
て
し
か
捉
え
て
い
な
い
点
に
お
い
て
、
親
の
自
己
中
心
的
思
想
の
最
た

る
も
の
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
供
の
幸
せ
を
極
め
て
近
視

眼
的
に
し
か
見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
（
一
八
二
頁
）

　

な
る
ほ
ど
、
親
は
よ
り
多
く
の
人
生
が
選
択
で
き
る
「
自
由
」
を
獲
得
さ
せ

る
べ
く
、
子
供
に
英
才
教
育
を
施
す
が
、
勉
強
し
て
エ
リ
ー
ト
・
コ
ー
ス
の
各

階
梯
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
は
、
か
え
っ
て
そ
の
コ
ー
ス
か
ら
外
れ
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
、「
不
自
由
」
な
道
を
子
供
に
歩
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
子
供
が
成
人
し
た
時
に
様
々
な
人
生
の
可
能
性
が
開
け
る
よ
う
、

親
は
子
供
の
能
力
を
最
大
限
に
開
発
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
千
枝
の
考
え
方

は
、
そ
れ
自
体
、
誤
謬
を
含
ん
だ
も
の
と
も
思
え
な
い
が
、
徳
永
氏
は
、
そ
れ

が
親
の
虚
栄
心
を
満
た
し
た
い
が
た
め
の
、
ま
や
か
し
の
論
理
で
あ
る
と
看
破

す
る
。
千
枝
の
言
う
「
ほ
ん
と
う
の
自
由
人
」
と
は
、「
ニ
セ
モ
ノ
の
自
由
人
」

に
ほ
か
な
ら
ず
、
彼
女
の
思
想
は
単
な
る
親
の
エ
ゴ
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と

を
、
作
者
は
訴
え
て
い
る
と
い
う
見
立
て
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
立
て
の
も
と
に
、
登
場
人
物
た
ち
の
言
動
が
繰

り
返
し
検
証
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
検
証
方
法
は
、
本
文
の
引
用
を
積
み
重
ね
て

い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
書
を
読
み
進
め
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま

『
素
直
な
戦
士
た
ち
』
と
い
う
作
品
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て

い
る
。
各
章
毎
に
、
英
一
郎
に
視
点
を
据
え
、
健
児
に
視
点
を
据
え
、
秋
雄
の

視
点
か
ら
見
た
り
、
千
枝
に
視
点
を
据
え
た
り
し
な
が
ら
、
多
角
的
に
作
品
が

検
証
さ
れ
、
漸
次
そ
の
世
界
の
異
様
さ
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
い
く
と
い
う
仕
組

み
で
あ
る
。
た
だ
、
本
書
を
読
み
進
め
る
者
は
、
し
ば
し
ば
既
視
感
に
見
舞
わ

れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
本
文
引
用
と
い
う
検
証
方
法
の
弊
害

で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
あ
る
登
場
人
物
な
り
、
出
来
事
な
り
が
俎
上
に
載
せ

ら
れ
る
場
合
に
、
常
に
同
じ
箇
所
の
本
文
が
セ
ッ
ト
で
引
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ

り
、
そ
の
た
め
、
章
が
変
わ
っ
て
も
、
同
じ
調
子
の
文
章
を
読
ん
で
い
る
感
覚

に
陥
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
肯
定
的
に
見
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
徳
永
氏
に
よ
る

登
場
人
物
像
や
出
来
事
の
把
握
が
確
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

一
方
で
、
せ
っ
か
く
際
立
つ
は
ず
だ
っ
た
各
章
の
特
色
が
薄
め
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

本
書
に
対
し
て
私
の
抱
い
た
違
和
感
を
も
う
一
つ
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
、

先
行
研
究
と
の
関
係
で
あ
る
。「
第
一
章　

本
研
究
の
概
要
」
の
注
（
１
）
に

お
い
て
、

　
　

�

橋
本
健
二
『「
格
差
」
の
戦
後
史
―
階
級
社
会　

日
本
の
履
歴
書
―
』（
河

出
書
房
新
社　

二
〇
〇
九
年
一
〇
月　

一
五
三
～
一
五
四
頁
）
が
、
こ
の

作
品
に
つ
い
て
、「
全
体
と
し
て
は
非
現
実
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
綿
密

な
取
材
と
英
才
教
育
の
ハ
ウ
ツ
ー
本
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
た
個
々
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
り
、
大
き
な
反

響
を
呼
ん
だ
」
と
の
評
価
を
下
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
作
品
に
関
す
る
先

行
研
究
と
呼
び
得
る
よ
う
な
作
品
論
は
書
か
れ
て
い
な
い
。（
一
七
頁
）

と
述
べ
て
以
降
、
本
書
で
は
、
教
育
学
や
社
会
学
、
心
理
学
な
ど
の
文
献
が
注

に
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
文
学
研
究
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
。
こ
れ
は
、
本
書
が
文
学
研
究
と
し
て
い
か
な
る
位
置
に
据
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
か
を
測
ろ
う
と
し
た
際
に
、
そ
の
指
標
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
で
は
、
本
書
が
教
育
学
や
社
会
学
、
心
理
学
な
ど
の
研
究
書
か
と
い

う
と
、
そ
れ
も
ま
た
違
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
文
献
が
注
で
触
れ
ら
れ
る

場
合
、「
○
○
学
で
は
、
○
○
と
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
て
、
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は
し
な
く
も
本
書
が
そ
れ
ら
「
○
○
学
」
と
は
異
な
る
領
域
の
学
に
位
置
す
る

こ
と
を
表
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
諸
文
献
を
引
用
す
る
著
者
の
博
捜
ぶ
り

に
は
瞠
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
多
く
が
語
釈
に
終
始
し
て
い
て
、
研

究
の
成
果
を
継
承
し
た
り
、
そ
れ
を
相
対
化
し
た
り
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
ず
、

も
の
足
り
な
さ
を
感
じ
た
。
徳
永
氏
の
思
考
過
程
は
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
章
と
し
て
書
か
れ
た
結
果
か
ら
は
、

そ
う
い
っ
た
印
象
を
覚
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

い
っ
た
い
、〈
家
族
〉
や
〈
学
問
〉
と
い
う
制
度
は
、
い
か
な
る
問
題
系
を

手
繰
り
寄
せ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
本
書
で
は
、
千
枝
の
英
才
教

育
は
「
ほ
ん
と
う
の
自
由
人
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
批
判
し
て

い
る
が
、
で
は
、
作
者
が
伝
え
た
か
っ
た
「
ほ
ん
と
う
の
自
由
人
」
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
も
そ
も
〈
学
問
〉
と
は
、
そ
の
論
理
性
や
客
観

性
に
よ
っ
て
自
律
的
で
あ
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
。
例
え
ば

「
２
＋
３
」
と
い
う
計
算
は
、
誰
が
解
い
て
も
「
５
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
貧

富
の
差
や
性
別
の
関
与
す
る
余
地
は
無
い
。
そ
れ
ゆ
え
人
は
、〈
学
問
〉
を
身

に
つ
け
る
こ
と
で
物
事
の
判
断
基
準
を
論
理
性
や
客
観
性
に
置
け
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
結
果
、
地
縁
（
生
れ
）
や
血
縁
（
家
族
）
と
い
っ
た
封
建
的
社
会
制

度
か
ら
〝
自
由
〟
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
知

能
指
数
と
い
う
血
の
論
理
か
ら
出
発
し
た
千
枝
の
、
い
か
な
る
点
に
錯
誤
が

あ
っ
た
か
が
再
確
認
さ
れ
て
こ
よ
う
。
千
枝
が
教
育
マ
マ
と
し
て
偏
執
的
な
人

物
に
造
形
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
読
み
取
り
は
、
作
品
を
理
解
す
る
う
え

で
重
要
な
手
続
き
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
そ
う
い
っ
た
点
を
前
提
と
し

つ
つ
、
力
点
を
置
く
べ
き
は
、
彼
女
の
道
化
的
な
描
か
れ
方
を
通
し
て
ど
の
よ

う
な
社
会
制
度
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
批
判
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
作
者
は
な
ぜ
、
そ
う
い
っ
た
社
会

制
度
を
批
判
す
る
う
え
で
、〈
愚
兄
と
賢
弟
〉
と
い
う
神
話
的
な
物
語
構
造
を

作
品
の
骨
子
に
持
っ
て
き
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
問
題
系
は
、
そ
れ
こ
そ
近
代
と
い
う
、
個
人
が
共
同
体
か
ら
切
り
離
さ

れ
た
時
代
に
生
み
だ
さ
れ
た
文
学
の
、
あ
る
意
味
〈
古
典
〉
的
な
主
題
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
と
、
つ
い
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

研
究
対
象
と
な
る
作
品
は
決
し
て
任
意
に
選
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

文
章
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
私
に
と
っ
て
『
素
直
な
戦
士
た
ち
』
と
い

う
作
品
は
、
そ
の
時
代
背
景
が
自
己
の
人
格
形
成
期
と
も
重
な
っ
て
お
り
、
大

変
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
私
と
同
世
代
で
あ
る
著
者
の
徳
永
氏

も
ま
た
、
こ
の
作
品
に
何
か
し
ら
の
非
任
意
な
研
究
動
機
を
認
め
た
の
で
あ
ろ

う
。
果
た
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
も
う
少
し
著
者
の

主
義
主
張
を
前
面
に
押
し
出
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
憾
み
も
残
る
が
、
ま
ず

は
、『
素
直
な
戦
士
た
ち
』
と
い
う
作
品
に
問
題
を
見
出
し
、
そ
の
解
明
に
取

り
組
ん
だ
徳
永
氏
の
開
拓
者
精
神
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
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