
は
じ
め
に

　

神
話
・
イ
メ
ー
ジ
研
究
会
は
、
そ
れ
ま
で
象
徴
図
像
研
究
会
お
よ
び
シ
ン
ボ
ル
文
化
研
究

会
の
名
称
の
も
と
に
長
年
に
わ
た
っ
て
美
術
史
や
文
化
史
の
視
点
か
ら
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
分
析

を
行
っ
て
き
た
蓄
積
の
上
に
、
新
た
に
神
話
学
の
視
点
も
加
え
て
二
〇
〇
一
年
よ
り
発
足
し

た
。

　

図
像
に
は
言
語
と
は
異
な
る
表
現
の
文
法
が
あ
り
、
そ
れ
を
解
読
す
る
た
め
の
方
法
論
と

し
て
、
ワ
ー
ル
ブ
ル
グ
学
派
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
（
図
像
解
釈
学
）
が
有
効
と
さ
れ
て
き
た
。

神
話
は
言
語
表
現
で
あ
る
が
、
通
常
の
言
語
の
使
用
と
は
目
的
も
対
象
も
意
図
も
表
現
も
異

な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
独
自
の
言
語
表
現
で
あ
る
神
話
を
、
図
像
に
お
け
る
イ
コ
ノ
ロ
ジ

ー
と
同
じ
手
法
で
分
析
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
図
像
と
神
話
を
同
じ
地
平
に
お
い
て
連
動
さ

せ
て
解
釈
し
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
か
ら
、
我
々
は
こ
の
研
究
会
を
立
ち

上
げ
た
。
今
回
、
三
年
目
で
こ
の
研
究
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
発
表
と
討
論

の
成
果
を
本
紙
上
に
公
開
し
、
諸
賢
の
ご
批
判
、
ご
教
示
を
賜
り
、
今
後
、
さ
ら
に
研
究
を

発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
の
指
標
と
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
論
考
は
、
基
本
的
に
は
研
究
会
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
を
活
字
化
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
三
年
に
わ
た
る
研
究
会
で
あ
る
た
め
、
そ
の
間
に
関
心
の
変
化
に
よ
っ
て
、
当
初
の

発
表
と
は
異
な
る
内
容
の
論
考
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
若
干
あ
る
。
し
か
し
、
対
象
が
異
な

っ
て
も
方
法
論
的
な
関
心
は
変
わ
ら
ず
持
続
し
て
い
る
の
で
、
研
究
が
進
展
し
た
結
果
と
し

て
了
解
さ
れ
た
い
。

神話的言説の図像表現と解釈
特集

　

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
研
究
会
で
の
関
心
は
、
神
話
学
と
美
術
史
と
い
う
二
つ
の
領

域
の
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
我
々
二
人
の
専
門
と
の
関
わ
り
で
言
う
な
ら
ば
、

「
神
話
的
言
説
と
そ
の
図
像
表
現
」
お
よ
び
「
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
イ
コ
ノ
ロ
ジ

ー
研
究
」
と
お
お
ま
か
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
発
表
を
お
願

い
し
た
方
々
の
選
択
に
も
そ
う
し
た
専
門
領
域
へ
の
好
み
が
現
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
が

た
い
。
そ
の
結
果
、
論
文
の
配
置
と
し
て
、
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
読
ん
で
い
た
だ
け
ば
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
相
互
に
排
除
し
あ
う
性
質
で
は
な
く
、

同
じ
問
題
意
識
の
う
ち
、
言
説
面
か
図
像
面
か
の
ど
ち
ら
に
よ
り
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
か
、

に
よ
っ
て
生
じ
た
違
い
で
あ
る
。

　

第
一
部
〈
神
話
的
言
説
の
図
像
表
現
〉
に
置
い
た
四
篇
は
、
取
り
上
げ
て
い
る
問
題
は
異

な
る
が
、
い
ず
れ
も
神
話
的
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
な
言
説
が
対
象
と
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
方
法
論
に
よ
っ
て
、
当
該
の
言
説
が
ど
の
よ
う
な
手
段
で
表
現
さ

れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
の
意
味
や
意
図
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
か
を
論
じ
て
い
る
。

ま
た
第
二
部
〈
美
術
的
表
現
の
解
釈
学
〉
に
は
西
洋
美
術
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
的
分
析
で
あ
る

五
篇
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
の
内
部
で
は
テ
ー
マ
の
歴
史
的
な
前
後
の
順
に
配

置
し
て
み
た
。

　

な
お
最
後
に
な
る
が
、
ご
多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
ご
発
表
く
だ
さ
り
、
ま
た
今
回
も
、
ご

論
考
を
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
は
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
こ
の
研
究
会
の
趣

旨
に
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
こ
う
し
た
形
で
研
究
成
果
を
上
梓
す
る
こ
と
を
お
許
し
く
だ
さ

っ
た
総
合
文
化
研
究
所
（
わ
け
て
も
編
集
面
に
お
い
て
貴
重
な
ご
助
言
を
賜
っ
た
内
田
正
夫

所
員
）
な
ら
び
に
『
東
西
南
北
』
の
編
集
委
員
の
諸
先
生
方
に
も
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次

第
で
す
。
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