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古
典
作
品
に
お
け
る
動
物
の
象
徴
性

－
説
話
文
学
と
鳥
獣
人
物
戯
画
を
通
し
て
－

高
野

恵

西

一
夫

一

は
じ
め
に
ー
鳥
獣
人
物
戯
画
に
お
け
る
擬
人
化
の
様
相
-

高
山
寺

に
長
ら
く
伝
え
ら
れ

て
き
た
国
宝

『
鳥
獣
人
物
戯

画
』

に
は
'
多
く
の
動
物
た
ち
が
擬
人
化
さ
れ
登
場
す
る
｡

こ

2

の
絵
巻

の
成
立
は
定
か
で
な
い
け
れ
ど
も
'
平
安
時
代
末

(十
二

fう
け
い

世
紀
後
半
)
の
院
政
期
'
す
な
わ
ち
猿
楽

･
今
様
･

雑

芸

な
ど
の
芸

能
が
流
行
し
吋
林

た
時
代
で
あ

っ
た
｡
諸
芸
能
の
流
行
に
合
わ
せ

る
か
の
ご
と
く
'
絵
巻
に
登
場
す
る
動
物
た
ち
は
'
こ
れ
ら
の
芸

3

能
と
の
交
渉

の
跡

を
感
じ
さ
せ
る
｡
ま
た
近
年
で
は
漫
画
や
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
先
駆
的
表
現
性
を
有
す
る
な
ど
と
位
置
付
け
ら

■

れ
て
い
る

ほ
ど
に
躍
動
感
あ
る
筆
致
が
'
動
物
た
ち

の
生
命
力

を
感
じ
さ
せ
て
い
る
要
因
と
も
い
え
よ
う
｡

そ
う
し
た
鳥
獣
戯
画
で
は
あ
ら
ゆ
る
動
物
を
取
り
上
げ
る
の
で

は
な
く
'
あ
る
程
度
擬
人
化
す
る
対
象
を
意
図
的
に
制
限
し
て
い

る
と
い
え
'
甲
巻
に
お
け
る
登
場
回
数
の
多
寡
か
ら
す
れ
ば
猿

･

兎

･
蛙

･
狐

･
犬
が
主
要
な
登
場
動
物
と
い
え
る
｡

こ
の
よ
う
に

選
び
取
ら
れ
た
動
物
た
ち
が
擬
人
化
さ
れ
る
に
あ
た

っ
て
'
次
の

LD

五
つ
の
方
法
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
と
今
橋
理
子
氏

は
指
摘
す
る
｡

①

･
二
足
歩
行

②

･
着
衣
(人
間
の
衣
装
'
ま
た
は
そ
れ
に
見
立
て
た
も
の
)

③

･
人
間
世
界
の

｢道
具
｣
の
所
持

･
使
用

④

･
あ
る
い
は
③
を
見
立
て
た
自
然
物
の
所
持

･
使
用

⑤

･
顔
の
表
情
に
お
け
る
人
間
的
感
情
表
現
の
付
加

こ
れ
ら
の
う
ち
⑤
の
人
間
的
な
感
情
表
現
の
付
加
に
よ

っ
て
擬
人

化
の
符
丁
を
顕
著
に
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
だ
と
述
べ
る
.
か
か

る
鳥
獣
戯
画
の
傾
向
は
'
以
後
の
御
伽
草
子
と
比
較
す
る
こ
と
に

一q

よ

っ
て
'

一
層
際
立

つ

｡

し
か
し
な
が
ら
'
擬
人
化
の
特
徴
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
が
ら

も
'
個

々
の
生
き
物
が
絵
巻
に
描
か
れ
た
よ
う
に
擬
人
化
さ
れ
て

い
る
要
因
を
､
生
き
物
の
特
性
や
人
間
と
の
関
係
か
ら
十
分
な
究

明
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
｡
ま
た
'
生

き
物
の
特
性
か
ら
絵
巻
の
生
き
物
た
ち
を
捉
え
直
し
た
場
合
'
従

来
の
解
釈
と
は
異
な
る
動
物
と
し
て
解
す
べ
き
点
も
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡

絵
巻
に
登
場
す
る
生
き
物
た
ち
の
特
性
把
握

の
た
め
に
'
成
立
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時
代
が
絵
巻
と
近
似
す
る
二
つ
の
説
話
集
(
『
今
昔
物
語
集
』
『
宇
治

拾
遺
物
語
』
)
の
描
写
を
手
が
か
り
に
し
て
鳥
獣
戯
画
で
の
擬
人
化

の
様
相
の

一
端
を
あ
き
ら
か
に
す
る
｡
本
稿
で
は
登
場
割
合
が
高

い
狐

･
犬

･
兎
を
取
り
上
げ
る
｡

二

説
話
の
狐
と
絵
巻
の
狐

人
間
と
の
関
わ
り
を
持
つ
狐
の
多
く
が
女
性
に
化
け
た
り
'
取
り
恐
く
説
話

か
ら
t
r狐
=
女
性
｣
の
強
い
関
係
性
が
ま
ず
想
起
さ
れ
る
｡
F今
昔
物
語
集
』

の
仏
教
説
話
で
は
四
話
(十
二
巻
四
十
話
･
十
四
巻
五
話
･十
六
巻
十
七
話
二
一十
巻
七

番
に
狐
が
登
場
し
'
い
ず
れ
も
女
性
と
狐
の
結
び
つ
き
が
強
い
｡
こ
れ
ら
の
説

話
の
中
で
特
徴
的
な
の
は
'
｢法
華
経
｣
の
書
写
供
養
の
功
徳
で
狐
が
切
利
天

に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
り
'
｢法
華
経
｣
を
読
謂
す
る
聖
人
に
供
養
す
る
な
ど
'

｢法
華
経
｣
と
の
結
び
つ
き
が
認
め
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な

｢法
華
経
｣
と
狐

と
の
関
係
は
､
狐
が
女
性
と
の
結
び
つ
き
が
認
め
ら
れ
'
し
か
も
女
人
成
仏
を

説
く
内
容
を
有
す
る
経
典
で
あ
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
｡

ま
た
仏
教
説
話
で
は
'
｢老
狐
｣
｢霊
狐
｣
と
い
う
呼
称
が
見
ら
れ
る
｡
r霊

狐
｣
は
'
狐
の
中
で
も
特
に
不
思
議
な
力
を
持
つ
狐
を
意
味
し
て
い
る
｡
一
方

｢老
狐
｣
が
他
の
狐
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
に
つ
い
て
は
'
世
俗
説
話
と
も

合
わ
せ
て
'
以
下
検
討
し
て
い
き
た
い
｡

『A
量
目物
語
集
』
の
世
俗
説
話
に
登
場
す
る
狐
(二
十
五
巻
六
話
二
一士
ハ巻
十
七

話
･
二
十
七
巻
三
十
七
話
～
四
十
一%E)に
は
､
仏
教
説
話
と
同
様
に
女
性
の
印
象
が

付
与
さ
れ
て
い
る
｡
化
け
る
の
も
'
取
り
恐
く
の
も
女
性
が
圧
倒
的
に
多
く
'

女
性
と
の
関
係
深
さ
が
裏
付
け
ら
れ
､
当
時
の
普
遍
的
な
認
識
と
し
て
共
有
さ

れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
｡
ま
た
'
非
常
に
人
間
的
な
振
る
舞
い
を
す
る
動
物

で
あ
る
と
も
言
え
る
｡
こ
れ
は
狐
が
人
間
に
化
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
当
然

な
の
だ
が
'
不
思
議
な
力
を
持
つ
と
さ
れ
る
た
め
か
'
人
語
を
解
し
化
け
て
い

な
く
て
も
人
間
的
な
行
動
を
と
る
場
面
が
見
ら
れ
る
｡

し
か
も
不
思
議
な
現
象
が
起
こ
っ
た
際
の
理
由
付
け
に
狐
が
用
い
ら
れ
る
説

話
も
認
め
ら
れ
る
Q
実
際
'
不
可
思
議
な
出
来
事
の
原
因
を
話
末
評
語
で

｢こ

れ
を
思
ふ
に
'
狐
な
ど
の
し
わ
ざ
に
こ
そ
あ
る
め
れ
｣
(二
十
七
巻
三
十
二
番
等

と
結
論
付
け
る
説
話
も
あ
る
(二
十
七
巻
九
話
･
同
三
十
一上
二十
三
話
･
同
E]十
二
～

四
十
四
5..l等
)｡

こ
れ
ら
の
説
話
を
通
し
て
'
狐
に
付
与
さ
れ
る
象
徴
性
は
'
お
お
よ
そ
次
の

よ
う
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
.

①

｢化
け
る
｣
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
現
象
｡
狐
は
人
間
の
女
性
に
化
け

る
説
話
が
多
い
な
か
で
'
人
間
以
外
の
も
の
(杉
の
木
'
青
い
光
等
)

に
化
け
る
こ
と
も
あ
る
o
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
'
主
に

｢老
狐
｣

と
称
さ
れ
て
他
の
狐
と
は
区
別
さ
れ
る
｡

②

r人
間
に
取
り
恐
く
｣
行
為
｡
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
狐
が
取
り

恐
く
の
は
女
性
で
あ
る
｡

③
弓
の
腕
試
し
と
し
て
射
ら
れ
た
り
'
い
た
ず
ら
で
射
ら
れ
た
り
す
る

｢か
ら
か
い
の
対
象
'
犠
牲
と
な
る
存
在
｣
と
い
う
位
置
付
け
も
お
こ

な
え
る
｡
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こ
の
他
に
動
物
と
し
て

扱
わ
れ
る
説
話
で
は
人
間

よ
り
下
位
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
O
こ
こ
に
は
'

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
｢人

を
た
ぶ
ら
か
す
性
悪
で
か

わ
い
げ
の
な
い
動
物
｣
と

し
て
'
狐
に
対
す
る
人
間

の
仕
返
し
の
ご
と
き
気
持

き
物
に
比
し
て
多
く
'
他
の
生
き
物
よ
り
も
身
近
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
が
ゆ
え
に
擬
人
化
L
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
鳥
獣
戯
画
の
様
々
な

場
面
で
着
物
を
着
た
り
笠
を
か
ぶ
っ
た
り
し
て
い
る
姿
(図
版
2
)は
'
人
間
と
狐

と
の
緊
密
な
関
係
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
f

ま
た
､
猿
と
同
様
に
仏
教
と
の
関
わ
り
が
他
の
動
物
に
比
し
て
顕
著
で
あ
る
｡

『今
昔
物
語
集
』
の
仏
教
説
話
(十
二
巻
四
十
串
に
は
r法
華
経
｣
を
読
踊
す
る

聖
人
に
お
供
え
を
す
る
狐
が
登
場
す
る
｡
他
の
動
物
と
共
に
聖
人
に
供
物
す
る

姿
は
'
戯
画
に
描
か
れ
た
猿
僧
正
や
猿
入
道
に
従
う
狐
の
姿
に
重
な
る
要
素
が

あ
る
｡
ま
た
'
十
四
巻
五
話
は
｢法
華
経
｣
を
書
写
し
て
も
ら
っ
た
狐
が
切
利

ち
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

説
話
に
登
場
す
る
狐

は
'
女
性
や
女
童
に
化
け

る
こ
と
が
多
く
､
同
様
に

鳥
獣
戯
画
で
も
様
々
な
場

面
で
狐
は
女
物
の
着
物
を

着
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る

(図
版
1
)｡
こ
れ
は
説
話
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
女
性
と

の
緊
密
な
結
び
つ
き
が
鳥

獣
戯
画
で
も
保
持
さ
れ
て

い
る
と
言
え
る
｡
し
か
も

狐
は
登
場
回
数
が
他
の
生

天
に
生
ま
れ
変
わ
る
説
話
で
あ
る
｡
尊

い
存
在
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
'
戯

画
の
法
会
の
場
面
(図
版
3
)に
尼
姿
で
参

加
し
て
い
る
狐
と
結
び
つ
く
要
素
が
認

め
ら
れ
よ
う
｡
こ
の
狐
は
尼
狐
と
解
さ

れ
て
お
り
7･
た
し
か
に
､
頭
か
ら
着
物

を
か
ぶ
る
披
衣
姿
と
捉
え
る
こ
と
が
で

8

き
る
｡
こ
の
よ
う
に
身
に
つ
け
て
い
る

衣
服
を
手
が
か
り
に
す
れ
ば
､
こ
の
狐

も
女
性
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
｡

▲一●..S -_L13. ･L-:--.{F:-ヲ
-_Lt_-_
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戯
画
の
中
で
の
狐
は
t
よ
り
人
間
ら
し
く
描
か
れ
て
い
る
動
物
の
一
匹
で
あ

る
.
着
物
を
着
た
り
'
親
子
連
れ
で
田
楽
見
物
を
し
た
り
す
る
姿
(図
版
2
)も
見

ら
れ
る
｡
だ
が
､
こ
う
し
た
理
解
し
や
す
い
描
写
と
異
な
り
'
判
然
と
し
な
い



の
が
兎
と
猿
の
競
馬
の
場
面

(図
版
4
)
で
あ
る
｡
こ
の
場

面
で
は
狐
は
馬
と
し
て
四
足

で
走
り
回
る
姿
が
描
か
れ
お

り
'
あ
き
ら
か
に
本
来
の
動

物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
｡
戯
画
の
復
元
と
場

面
分
析
か
ら
こ
の
生
き
物
を9

狐
と
同
定
す
る
に
は
異
論

も
あ
り
'
本
稿
の
分
析
か
ら

し
て
も
､
こ
の
生
き
物
を
狐
と
解
す
る
の
に
は
問
題
が
残
る
｡

兎
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
が
逸
脱
す
る
生
き
物
な
ら
ま
だ
し
も
'
説
話
で
は
あ

る
程
度

一
貫
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
狐
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
兎

が
乗
り
物
と
し
て
乗
れ
る
よ
う
な
社
会
的
身
分
の
低
い
存
在
で
は
な
い
の
で
あ

る
｡
し
か
も
こ
れ
を
犬
と
解
し
て
も
､
戯
画
に
描
か
れ
て
い
る
そ
の
他
の
犬
の

描
写
と
は
一
致
し
な
い
｡
よ
っ
て
'
こ
の
場
面
は
狐
で
も
犬
で
も
な
く
'
山
犬

Ⅶ

と
解
す
る

の
が
穏
当
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

三

人
問
社
会
の
諸
相
を
描
く
ー
説
話
の
犬
と
絵
巻
の
犬
-

『今
昔
物
語
集
』
で
は
お
よ
そ
二
十
の
説
話
に
犬
が
登
場
し
'
仏
教
説
話
と

世
俗
説
話
の
い
ず
れ
に
偏
る
こ
と
な
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
仏
教
説
話
で
の
犬

は
仏
の
化
身
'
法
華
経
の
功
徳
で
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
る
話
'
菩
薩
な
ど
の
お

供
な
ど
'
尊
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
｡
十
九
巻
四
十
四

話
に
描
か
れ
る
'
捨
て
ら
れ
た
赤
子
の
周
り
を
う
ろ
つ
い
て
い
た
他
の
犬
を
追

い
払
っ
て
'
そ
の
子
ど
も
に
乳
を
与
え
て
い
た
白
い
犬
も
神
聖
な
印
象
を
与
え

る
存
在
で
あ
る
｡

一
方
で
､
十
五
巻
二
十
六
話
に
は
僧
侶
の
死
骸
に
犬
や
鳥
が

群
が
る
描
写
が
あ
り
'
二
十
巻
四
話
に
は
､
消
涼
殿
に
犬
の
糞
の
匂
い
が
広
ま

り
'
天
狗
を
紀
る
法
師
が
追
い
出
さ
れ
る
説
話
が
あ
る
｡
こ
れ
は
'
世
俗
説
話

に
も
通
じ
る

r家
畜
｣
と
は
異
な
る
野
性
的
な
犬
の
1
面
が
軍
見
る
o

世
俗
説
話
で
は
狩
猟
の
補
助
や
主
人
の
た
め
に
行
動
す
る
犬
の
姿
が
描
き
出

さ
れ
て
い
る
(二
十
六
巻
七
話
･
同
十
一話
･
同
二
十
一話
･
同
三
十
一話
･
二
十
九
巻
三

十
二
話
･
同
三
十
四
諺
o
こ
れ
ら
の
説
話
に
登
場
す
る
犬
に
共
通
す
る
の
は

r人

間
と
と
も
に
生
活
す
る
存
在
｣
と
い
う
点
で
あ
る
｡
男
が
主
人
の
場
合
は
共
に

狩
り
に
行
き
'
女
の
場
合
は
家
の
中
で
役
に
立
つ
｡
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
欠

か
せ
な
い
存
在
が
犬
で
あ
っ
た
と
言
え
る
｡
こ
の
よ
う
に
身
近
な
存
在
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
一
方
で
'
不
思
議
な
能
力
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
白
い
犬
の
存
在
も

注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
.

白
い
犬
は
世
俗
説
話
で
は
四
話
(二
十
六
巻
十
一話
･
同
二
十
話
二
一十
八
巻
二
十
九

話
二
二+
1巻
十
五
番

に
登
場
す
る
.
ど
の
説
話
も
単
な
る
動
物
と
し
て
の
犬
の

姿
を
描
く
の
で
は
な
く
'
異
能
の
存
在
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
特
に
､

少
女
と
天
敵
同
士
で
'
重
病
の
少
女
を
犬
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
所
に
移
し

て
も
突
き
止
め
て
し
ま
う
よ
う
な
能
力
は
'
人
間
が
乗
り
う
つ
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
ほ
ど
の
執
念
で
あ
る
(二
十
六
巻
二
十
話
｡
白
い
犬
が
不
思
議
な
能
力
を
持
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つ
と
思
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
も
'
説
話
に
お
け
る
犬
の
存
在
を
あ
き
ら
か
に
す
る

際
'
重
要
な
要
素
と
な
る
｡

説
話
に
お
け
る
犬
の
象
徴
性
は
､
た
だ
の
忠
実
な
家
畜
と
い
う
だ
け
で
な
く
'

仏
の
化
身
で
あ
っ
た
り
'
人
を
食
べ
る
動
物
で
あ
っ
た
り
'
不
思
議
な
力
を
持

つ
動
物
で
あ
っ
た
り
す
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
身
近
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
｡
ま
た
'
『今
昔
物
語
集
』
の
二
十
六
巻
七
話
や
二
十
九
巻
三
十
二
話
な
ど

か
ら
'
人
間
に
従
属
す
る
と
い
う
特
性
が
見
出
さ
れ
る
｡
そ
の
た
め
か
'
犬
自

身
が
主
役
と
な
る
説
話
は
見
出
し
が
た
く
'
犬
が
登
場
す
る
説
話
は
人
間
と
の

関
係
を
切
り
結
ぶ
中
で
物
語
が
展
開
し
て
い
く
｡

し
か
も
'
犬
が
登
場
す
る
説
話
の
多
く
で
犬
は
擬
人
化
さ
れ
な
い
荊
外
的
に

r白
い
犬
｣
は
不
思
議
な
力
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
多
少
擬
人
化
さ
れ
た
話
が
あ
る
)｡
つ

ま
り
､
犬
は
身
近
な
生
き
物
で
あ
り
､
説
話
の
登
場
回
数
が
多
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
'
動
物
と
し
て
の
位
置
付
け
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

れ
る
の
は
､
法
会
の
場
面
薗
版
5
)で
の
袈
裟
姿
で
あ
る
｡

犬
は
説
話
に
お
い
て

も
'
人
間
に
身
を
変
え
現

れ
る
高
野
明
神
や
文
殊
事

薩
の
供
を
す
る
｡
ま
た
'

仏
の
説
法
を
聞
い
て
犬
に

生
ま
れ
変
わ
っ
た
人
間
の

話
や
｢法
華
経
｣
を
開
い

た
功
徳
で
人
間
に
生
ま
れ

変
わ
っ
た
犬
の
話
も
あ

る
｡
こ
れ
ら
多
く
の
仏
教
説
話
か
ら
'
袈
裟
を
着
て
経
典
を
読
む
姿
は
違
和
感

な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
｡
ま
た
'
高
貴
な
存
在
の
供
を
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以
上
の
分
類
を
受
け
て
鳥
獣

戯
画
に
登
場
す
る
犬
と
解
さ
れ

て
い
る
生
き
物
に
目
を
向
け

る
｡
戯
画
で
は
犬
目
の
生
き
物

は
全
部
で
七
匹
確
認
で
き
る
｡

狐
目

で
は
あ
る
が
'
山
犬
と

さ
れ
る
動
物
も
'
ひ
と
ま
ず
考

察
対
象
と
し
た
い
｡
こ
れ
ら
の

中
で
仏
教
と
関
係
す
る
と
思
わ

す
る
と
い
う
点
で
も
'
猿

僧
正
に
従
う
姿
に
は
納
得

が
い
く
｡
袈
裟
姿
の
他
に

も
､
法
会
に
は
笠
を
か
ぶ

っ
た
姿
で
参
加
し
'
兎
や

蛙
と
一緒
に
数
珠
を
掲
げ

て
い
る
(図
版
6
)｡
前
に
出
す
ぎ
る
こ
と
な
く
､
付
き
従
い
'
さ
ら
に
は
酒
宴
の

荷
運
び
を
手
伝
い
(図
版
ヱ
'
猿
僧
正
の
草
履
を
持
っ
て
歩
く
姿
(図
版
8
)な
ど

は
､
脱
話
で
の
イ
メ
ー
ジ
と
一致
す
る
の
で
あ
る
｡

他
に
は
､
蛙
と
綾
二
者
の
行
列
に
1
匹
だ
け
犬
が
加
わ
っ
て
い
る
構
図
に
な



っ
て
い
る
｡
ま
た
図
9
で
は
他
の

動
物
と
と
も
に
競
馬
を
観
戦
し
て

い
る
が
'
こ
の
前
後
は
切
り
出
し

が
行
わ
れ
て
お
り
'
異
な
る
場
面

が
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
解

'

す
べ
き
で
あ
る

C
犬
は
狐
の
よ

う
に
傍
観
者
と
し
て
の
位
置
付
け

に
と
ど
ま
ら
ず
'
蛙
や
兎
の
よ
う

に
穏
極
的
に
中
心
で
振
る
舞
い
は
し
な
い
存
在
で
は
な
い
｡
常
に
他
の
動
物
に

従
属
し
た
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
｡

ま
た
犬
が
戯
画
中
で
擬
人
化
さ
れ

て
描
か
れ
る
社
会
地
位
は
'
決
し
て

高
い
と
は
い
え
な
い
も
の
の
'
庶
民

よ
り
は
高
く
'
下
級
役
人
の
よ
う
な

位
置
付
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
C

上
位
者
に
従
属
し
な
が
ら
､
あ
る
程

度
の
装
束
を
身
に
つ
け
て
い
る
点
を

手
が
か
り
に
す
れ
ば
､
以
上
の
よ
う

な
位
置
付
け
が
可
能
で
あ
ろ
う
P

ま
た
'
袈
裟
姿
も
説
話
の
描
写
と

一
致
す
る
点
が
多
い
｡
お
そ
ら
く
鳥

I

･J!-JiiA一.+.i

シJ/Jノ一丁 fEI

I :与言返

獣
戯
画
の
中
で
最
も
位
が
高
い
と
思
わ
れ
る
猿
に
従
っ
て
い
る
姿
は
'
説
話
で

人
間
を
超
え
た
存
在
の
供
を
す
る
姿
へ
と
連
な
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
｡
ま
た
戯

画
で
は
犬
が
男
性
･
女
性
両
方
の
着
物
姿
で
描
か
れ
て
い
る
の
も
'
男
性
の
狩

猟
の
手
助
け
を
す
る
説
話
と
､
女
性
の
養
蚕
を
手
伝
う
説
話
の
両
方
が
存
す
る

点
と
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
1.

以
上
の
よ
う
な
検
討
か
ら
'
説
話
と
鳥
獣
戯
画
で
の
造
型
が
ほ
ぼ
l
致
す
る

動
物
と
し
て
犬
を
位
縫
付
け
得
る
｡

四

鳥
獣
戯
画
と
文
学
の
交
渉
-
大
と
狐
の
描
き
分
け
'
兎
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
-

狐
が
持
つ
象
徴
性
は
､
身
分
面
で
は
高
貴
な
女
性
で
あ
り
'
擬
人
化
さ
れ
て

い
て
も
'
特
に
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
｡
狐
が
ど
の
場
面
に
対
し
て
も
傍

観
的
で
あ
る
の
は
､
｢女
性
だ
か
ら
｣
で
あ
ろ
う
｡
当
時
の
高
貴
な
女
性
は
'

政
治
や
庶
民
の
祭
り
な
ど
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
｡
そ
の
傍
観
者
的
な
姿
が
端

的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
.

か
た
や
犬
が
持
つ
象
徴
性
は
'
身
分
面
で
は
下
級
役
人
で
あ
り
､
主
役
の
動

物
に
従
属
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
｡
傍
観
者
的
な
位
置
付
け
を
可
能
に
す
る

狐
に
対
し
'
犬
は
主
役
た
ち
と
共
に
登
場
す
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
決
し
て
前

面
に
出
す
ぎ
る
こ
と
な
く
'
ま
た
傍
観
者
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
し
な
い
｡
そ
の

姿
が
'
ま
さ
に
下
級
役
人
､
ま
た
は
お
仕
え
す
る
女
房
で
あ
る
と
言
え
る
の
で

_～

は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
狐
と
犬
の
描
き
分
け
に
つ
い
て
は
'
今
村
み
ゑ
子
氏

が
'

両
者
の
違
い
を
目
の
描
き
方
に
求
め
て
い
る
｡
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に

描
写
に
着
目
す
る
な
ら
ば
'
両
者
の
違
い
は
付
与
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
か
ら
も
明
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確
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
え
た
｡

狐
に
は
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
､
犬
に
は
従
属
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
付

与
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
図
版
2
の
よ
う
に
女
性
姿
で
あ
っ
て
も
､
主
役
に

従
属
し
て
い
る
場
面
は
犬
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡

狐
に
与
え
ら
れ
た
役
割
は
､
あ
く
ま
で
も
傍
観
者
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
で
あ

ろ
う
O
か
か
る
傾
向
は
主
役
が
遊
ん
で
い
る
中
に
交
ざ
る
こ
と
な
く
描
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
.

こ
の
よ
う
に
'
従
来

｢狐
｣
と
理
解
さ
れ
て
き
た
生
き
物
は
'
狐
と
犬
に
分

け
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
'
目
や
身
体
の
模
様
だ
け
で
な
く
'
そ
れ
ぞ
れ
の
動

物
に
与
え
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
'
二
者
は
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
｡
犬
と
狐
の
区
別
の
基
準
の
一
つ
が

｢目
｣
で
あ
る
と
今
村
み
ゑ
子
氏
は

甘

指

摘

す
る
が
､
そ
れ
以
外
に
も
'
体
の
模
様
も
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
｡

図
版
8
で
草
履
を
運
ん
で
い
る
犬
以
外
は
､
皆
尻
尾
や
体
に
模
様
が
描
き
込
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
場
面
の
犬
の
尻
尾
は
t
よ
り
狐
の
尻
尾

に
近
い
の
で
あ
る
D
そ
う
考
え
る
と
'
こ
の
甲
巻
が
二
人
に
よ
っ
て
描
か
れ
た

℡

の
で
は
な
い
か
と
す
る
推
定

を
補
強
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
｡
は

っ
き
り
と
し
た
書
き
分
け
を
し
て
い
た
絵
師
と
'
そ
の
絵
を
参
照
し
っ
つ
'
体

の
模
様
の
細
部
ま
で
は
意
識
し
な
い
絵
師
の
存
在
が
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
る
｡

そ
の
結
果
'
細
部
に
至
る
ま
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
絵
巻
が
出
来
上
が
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

さ
ら
に
鼻
や
耳
の
描
き
方
な
ど
'
さ
ら
に
比
較
項
目
を
増
や
し
て
比
較
を
お

こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
t
よ
り
描
写
分
析
の
精
度
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
｡

鳥
獣
戯
画
で
は
'
様
々
な
身
分
を
象
徴
す
る
動
物
た
ち
が
一
つ
の
場
面
に
集

ま
り
'
出
来
事
を
共
有
す
る
｡
逆
に
'
主
役
の
生
き
物
た
ち
だ
け
で
遊
ぶ
場
面

で
は
'
着
衣
を
身
に
付
け
る
こ
と
な
く
'
対
等
な
立
場
で
遊
ん
で
い
る
｡
そ
こ

で
は
身
分
な
ど
の
社
会
的
要
素
は
排
除
さ
れ
'
共
に
遊
ぶ
の
は
対
等
な
関
係
に

あ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
も
'
鳥
獣
戯
画
は
､
人
間

の
世
界
を
如
実
に
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
そ
の
中
で
'
鍵
を
握
る
存
在
は
'

や
は
り
兎
で
あ
ろ
う
｡

兎
は
仏
教
的
な
視
点
か
ら
'
何
も
の
に
も
縛
ら
れ
な
い
存
在
と
し
て
も
描
か

れ
て
い
る
｡
ま
ず
'
身
分
に
縛
ら
れ
な
い
｡
相
手
に
縛
ら
れ
な
い
｡
そ
し
て
場

面
に
さ
え
も
縛
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
特
定
の
事
柄
や
'
も
の
に
縛
ら
れ
ず
'

執
着
心
を
持
た
な
い
こ
と
｡
こ
れ
は
'
仏
道
修
行
者
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な

こ
と
で
あ
っ
た
O
実
際
'
金
銭
や
も
の
に
執
着
し
た
せ
い
で
'
生
前
は
立
派
な

僧
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
'
蛇
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
し
ま
う
話
が

『4
量
目物
語

集
』
十
三
巻
･
十
四
巻
に
多
く
登
場
す
る
｡
執
着
が
罪
で
あ
る
こ
と
は
'
仏
道

修
行
者
に
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
'
兎
を
何
も
の
に
も
捉
わ
れ
な

い
姿
で
描
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
供
物
を
運
ん
で
も
ら
い
'
喜
び
の
表

情
を
浮
か
べ
る
猿
僧
正
は
'
物
欲
を
捨
て
き
れ
て
い
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
｡

だ
が
'
こ
れ
に
比
し
て
供
物
を
運
ぶ
兎
は
実
に
無
欲
で
あ
り
'
誰
か
の
役
に
立

て
る
こ
と
を
喜
び
と
す
る
か
の
ご
と
き
表
情
を
み
せ
る
｡
何
も
の
に
も
捉
わ
れ

な
い
存
在
を
戯
画
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
身
分
や
行
事
な
ど
'
全
て

の
し
が
ら
み
を
捨
て
る
こ
と
へ
の
憧
れ
を
作
者
は
兎
に
託
し
て
い
る
の
で
は
な
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い
か
C
兎
は
'
仏
教
的
な
慈
悲
深
い
心
を
持
っ
た
存
在
で
あ
り
､
欲
望
や
執
着

が
'
当
時
絵
巻
が
稚
児
の
教
育
の
た
め
に
描

か

れ

た

と

い

う

解

釈

も

あ

る

こ

な
ど
を
捨
て
去
っ
た
'
悟
り
の

境
地
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
は

な
い
か
｡

一
つ
の
身
分
に
縛
ら
れ
ず
､

様
々
な
姿
で
登
場
し
'
ほ
と
ん

ど
の
場
面
に
兎
は
姿
を
現
し
て

い
る
｡
し
か
も
場
面
と
場
面
を

つ
な
ぎ
､
手
招
き
や
目
線
と
い

っ
た
役
割
((図
版
9
･
10
)
の
多
く
が
兎
に
託
さ
れ
て
い
る
｡
兎
は
'

一
見
す
る

と
身
分
が
分
か
ら
ず
'
存
在
感
の
希
薄
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

と
か
ら
'
目
的
の
一
つ
と
し
て
､
兎

の
姿
を
通
し
て
'
仏
道
修
行
者
に
悟

り
の
境
地
を
見
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る
｡

様
々
な
場
面
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
人

間
世
界
の
営
み
｡
そ
れ
を
超
越
し
た

存
在
と
し
て
の
兎
の
姿
は
､
誰
も
が

憧
れ
る
無
我
の
境
地
'
｢悟
り
｣
を

我
々
に
見
せ
て
く
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
｡

;i;チ㍉ ;...ヽ l

感
じ
ら
れ
る
が
'
実
は
兎
こ
そ

が
真
の
主
役
で
あ
る
と
言
え
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
図
版
11

の
生
き
生
き
と
し
た
姿
が
象
徴

す
る
よ
う
に
兎
が
場
面
か
ら
場

面
を
跳
び
回
る
こ
と
に
よ
っ

て
'
鳥
獣
戯
画
の
物
語
時
間
は

展
開
し
て
い
く
｡
絵
巻
の
進
行

に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
り
'

30

長
い
耳
と
跳
躍
力
を
買
わ
れ
､
戯
画
の
進
行
役

に
抜
擢
さ
れ
た
の
が
兎
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

鳥
獣
人
物
戯
画
が
描
か
れ
た
目
的
は
今
も
な
お
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

五

お
わ
り
に

『
鳥
獣
人
物
戯
画
』
を
軸
に
'
そ
の
前
後
に
成
立
年
代
が
推
定

さ
れ
て
い
る
二
つ
の
説
話
集
を
通
し
て
絵
巻
に
登
場
す
る
生
き
物

た
ち
の
描
写
を
分
析
し
て
き
た
｡
従
来
'
狐
と
犬
の
描
き
分
け
に

つ
い
て
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
面
が
あ
る
｡

本
稿
の
よ
う
に
説
話
で
の
動
物
分
析
を
手
が
か
り
に
'
個

々
の
表

象
性
を
抽
出
し
て
絵
巻
を
分
析
す
る
方
法
は
､

一
面
で
有
効
性
を

持

つ
だ
ろ
う
｡

さ
ら
に
'
近
年
絵
巻
の
研
究
が
盛
ん
に
な

っ
た
こ
と
で
'
鳥
獣



戯
画
絵
巻

の
分
析
が

t
眉
の
親
展
を
見
せ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
｡

そ
れ
に
よ

っ
て
絵
巻
に
登
場
す
る
生
き
物
た
ち
の
性
格
や
役
割
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡
な
か
で
も
兎
に
与
え
ら
れ
た
役
割
や

性
格
が
究
明
さ
れ
る
こ
と
が
'
こ
の
絵
巻

の
内
容
を
知
る
大
き
な

手
が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
動
く
ま
い
｡

(平
成
十
九
年
十
月
十
日
稿
)

【
注
】

1

現
在

一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
絵
巻

の
名
称
は
明
治
三
十
二
二

八
九

九
]
年

の
国
宝
指
定

の
際
に
定
め
ら
れ
た
名
称
で
あ
り
'
そ
れ
ま
で
は

｢
高
山
寺
絵
本
｣
｢
敷
物
絵
｣
｢戯
画
巻
｣
等
と
称
さ
れ

て
い
た

(
大
西
虜

｢
『
鳥
獣
戯
画
』
の
r戯
｣
に
つ
い
て
｣
[網
野
春
彦
他
柘

『
い
ま
は
昔

む

か
し
は
今

鳥
獣
戯
語
』
第
三
巻
､
福
音
館
書
店
'

一
九
九
三
年
所
収
】

参
照
)
｡

2

小
松
茂
美

r
｢鳥
獣
人
物
戯
画
｣
-
日
本
最
古
の
覆
面
-
｣
(
『
日
本
の
絵

巻

鳥
獣
人
物
戯
画
』
第
六
巻
'
中
央
公
論
社
'

一
九

九
四
年
所
収
)
に

拠
る
｡
お
お
よ
そ
絵
巻
成
立
に

つ
い
て
は
'
こ
の
時
期
と
解
す
る
の
が

穏
当
で
あ
る
｡

3

植
木
朝
子
｢猿
楽
と
今
様
-

『
鳥
獣
戯
画
』
に
ふ
れ
て
-
｣
(
｢
明
月
記
研

究
｣
4
号
､

一
九
九
九
年
11
月
)
参
照
｡

4

泉
武
夫
監
修

『
ア

ニ
メ
の
は
じ
ま
り

鳥
獣
戯
画
』
(
｢週
刊
日
本
の
美

を
さ
ぐ
る
｣
第
十
五
巻
､
小
学
館
'
二
〇
〇
二
年
)
参
照
｡

56789

今
橋
理
子

『
江
戸
の
動
物
画
-
近
世
美
術
と
文
化
の
考
古
学

-
』
第
Ⅲ

章
5

｢写
生
と
擬
人
｣
【東
京
大
学
出
版
会
'
二
〇
〇
四
年
]
参
照

｡

注
5
参
照
｡

『
日
本
の
絵
巻

鳥
獣
人
物
戯
画
』

(第
六
巻
'
中
央
公
論
社
､

一
九
九

四
年
)
所
収
の
小
松
茂
美
に
よ
る
場
面
解
説
参
照
｡

動
物
た
ち
の
衣
装
に

つ
い
て
は
､
鈴
木
敬
三

『
日
本
の
恩
装

(上
)
』

(吉
川
弘
文
館
､

一
九
六
四
年
)
を
参
照
｡

上
野
意
示

｢
『
鳥
獣
戯
画
』
甲
巻
系
の
復
元
｣
(
『
日
本
絵
巻
物
全
集
4

鳥
獣
戯
画
』
角
川
書
店
､

一
九
七
六
年
)
､
｢鳥
獣
戯
画
の
復
元
と
観
照
｣

(
『
日
本
絵
巻
大
成

鳥
獣
戯
画
』
中
央
公
論
社
'

一
九
七
七
年
)
参
照
｡

小
峯
和
明
｢動
物
た
ち
の
声
-
鳥
獣
戯
画
と
芸
能
｣
(
『
説
話
の
森
-
中

世
の
天
狗
か
ら
イ
ソ
ッ
プ
ま
で
-
』
岩
波
書
店
'
二
〇
〇

一
年
)
参
照
｡

た
だ
し
､
本
稿
の
目
的
と

は
目
的
が
異
な
る
た

め
､
分
類
の
結
果
の
み

を
記
す
に
と
ど
め
る
｡

次
章
で
考
察
す
る
が
､
犬
と
狐
と
を
区
別
す
る
手
が
か
り
と
し
て
日
の

描
か
れ
方
が
あ
る
｡
従
来
不
分
明
で
あ

っ
た
生
き
物
を
犬
か
狐
か
の
ど

ち
ら
か
に
確
定
す
る
方
法
と
し
て
有
効
で
あ

っ
た

(今
村
み
ゑ
子

｢
『
鳥

獣
戯
画
』
を
読
み
解
く
-
戯
画
の
重
層
性
'
お
よ
び
｢遊
び
｣
に
つ
い
て
-
｣

[
｢東
京
工
芸
大
学
芸
術
学
部
紀
要
｣
‖
号
､
二
〇
〇
五
年
3
月
〕
参
照
)
｡

注
10
小
峯
和
明
論
文
参
照
｡

注
9
上
野
憲
示
論
文
参
照
｡

注
12
今
村
み
ゑ
子
論
文
参
照
｡
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注
12
今
村
み
ゑ
子
論
文
参
照
｡

17

注
9
上
野
景
示
論
文
参
照
｡

18

五
味
文
彦
｢絵
巻
を
探
る

ー
r
鳥
獣
戯
画
)IJ
(
『
絵
巻
で
読
む
中
世
』
筑

摩
書
房
'

1
九
九
E
]年
)
参

照
｡

本
文
中
で
引

用
し
た
絵

巻
図
版

は
『

コ
ン
パ

ク
ト
版
日
本

の
絵
巻

6
鳥

獣
戯
画
』
(
小
松
茂
美

将
輯

･
解

説

､

中
央

公
論

社
､
一
九
九
E
]
年
)
に

拠
る
｡

(
た
か
の

め
ぐ
み

箕
輪
中
学
校
教
諭
)

(に
し

か
ず
お

本
学
准
教
授
)

附
記

本
稿
は
'
平
成
十
八
年
度
学
校
教
育
教
員
養
成
課
程
言
語
教
育
専
攻

(国
語
教
育
分
野
)
を
卒
業
し
た
高
野
恵

(国
文
学
第

一
研
究
室
所
属
)

が
西
の
指
導
の
も
と
に
執
筆
し
た
同
題

の
卒
業
論
文
を
､
そ
の
後
に

西
が
得
た
知
見
を
反
映
さ
せ

つ
つ
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
｡
高
野
の

見
解
を
尊
重
し
な
が
ら
全
体
を
整
理
し
た
｡

ま
た
本
稿
は
､
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金

･
基
盤
研
究

6

｢
国
語
科
教
材
に
お
け
る
日
本

の
基
層
文
化
概
念

の
解
明
と
活
用
｣

(課題
番
号
1
9
5
3
0
7
9
6

研
究
代
表
者

藤
森
裕
治
)
の
役
割
分
担
に
よ

る
研
究
成
果
の

l
部
で
あ
る
｡

追

記
本
稿
の
完
成
後
に
､
古
代
説
話
に
見
ら
れ
る
狐
と
女
性
の
関
係
に
つ

い
て
論
じ
た
'
新
川
登
色
男

｢
狐
と
女
｣

(
『
日
本
古
代
史
を
生
き
た

人
々
-
里
の
民
･
郡
市
の
民
･
山
海
の
民
-
』
大
修
館
書
店
'
二
〇
〇
七

午
)
に
接
し
た
｡
女
性
が
狐
と
結
び

つ
き
説
話
化
さ
れ
る
過
程

に
つ
い

て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
｡

(平
成
十
九
年
十
月
十
五
日
)
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