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北
野
天
神
縁
起
繕
巻
の
諸
特
徴

入

修

衣

代

現
在
北
野
天
神
縁
起
の
名
稽
で
停
わ
る
絢
巻
物
は
幾
つ
か
あ
る
。
そ
の
中
で
普
通
、
此
庭
で
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
京
都
北
野
神
社
臓
の
所
前
承
久
本

北
野
天
紳
縁
起
の
来
統
を
引
〈
承
久
本
来
と
、
同
社
臓
の
弘
安
元
年
の
銘
の
あ
る
天
紳
縁
起
の
系
統
を
引
く
弘
安
木
一
糸
の
も
の
と
の
こ
つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ

て
い
る
。
今
、
弘
安
木
系
の
方
は
問
わ
な
い
と
し
て
承
久
木
一
糸
に
鹿
ナ
る
天
紳
縁
起
の
中
、
私
の
見
た
も
の
で
大
阪
府
の
菅
生
紳
祉
蔵
本
、
伊
賀
名
張
の
杉
谷

紳
社
蔵
本
等
｛
註
）
と
北
野
紳
祉
臓
の
承
久
木
と
の
間
に
は
非
常
な
相
異
が
あ
る
。
部
分
的
な
人
聞
の
配
置
や
岡
柄
に
は
共
活
性
を
見
出
せ
な
い
こ
と
も
な
い

が
、
第
一
に
承
久
本
の
も
つ
気
品
と
か
革
新
的
な
意
岡
を
受
縫
い
で
い
る
も
の
は
殆
ど
な
い
。

し
か
し
、
今
振
返
っ
て
見
る
と
此
の
藤
原
信
質
筆
と
停
え
ら
れ
る
承
久
木
に
は
種
々
の
問
題
が
含
れ
て
い
る
ロ
そ
れ
等
は
先
単
に
よ
っ
て
臨

z

指
摘
さ
れ
た

所
で
今
夏
事
新
し
く
述
べ
立
て
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
今
秋
、
北
野
紳
枇
宮
司
の
御
厚
意
に
よ
っ
て
一
日
拝
観
す
る
機
舎
を
得
て
、
そ
の
節
感
じ
た
疑

問
を
自
分
な
り
に
列
記
し
て
大
方
の
御
教
示
を
仰
ぐ
・
次
第
で
す
。
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所
調
承
久
本
北
野
天
紳
縁
起
は
九
巻
あ
る
。
之
を
内
容
に
よ
っ
て
大
別
す
る
と
、
菅
原
道
貨
の
ご
代
の
事
践
に
闘
す
る
も
の
」
（
第
一
巻

l

第
五
巻
大
字
）
‘

「
亮
後
の
事
蹟
に
闘
す
る
も
の
」
（
第
五
巻
末

1

第
六
巻
）
、
「
目
減
の
六
道
廻
り
に
闘
す
る
も
の
」
（
第
七
、
八
巻
）
と
裏
打
ち
か
ら
出
た
と
云
わ
れ
る
白
描
の
も

の
（
第
九
巻
）
と
の
四
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
之
等
全
九
巻
は
藤
原
信
寅
筆
と
し
て
停
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
民
俗
は
確
定
し
て
い
な
い
。
今
、
第

、

九
巻
は
暫
く
置
く
と
し
て
、
第
八
巻
迄
を
唯
一
人
の
書
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
と
し
て
み
て
も
、
官
際
に
細
か
く
見
て
ゆ
く
と
種
々
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
の
も

、
、
、
、
、
、
、

の
の
見
方
や
描
ぎ
方
の
相
蓮
を
比
べ
る
上
に
、
選
民
の
一
代
の
事
蹟
と
亮
後
の
事
蹟
を
扱
う
第
一
巻
か
ら
第
六
巻
空
で
と
、
六
中
迫
廻
り
を
扱
う
第
七
、
入
巻
と

の
二
つ
に
分
け
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
（
以
下
「
」
内
の
名
稿
は
便
宜
の
局
、
日
本
櫓
巻
物
集
成
第
二
十
巻
宮
地
直
一
氏
の
命
名
に
従
う
。
）

先
づ
第
一
巻
「
菅
公
と
是
善
卿
と
の
問
答
」
に
至
る
第
一
段
の
数
回
「
菅
原
院
前
大
路
」
「
公
卿
の
来
訪
繁
し
」
等
、
木
題
に
入
る
迄
に
約
七
紙
を
使
て
い

る
。
之
を
絢
巻
物
集
成
の
宮
地
氏
の
解
説
の
如
く
「
客
人
来
訪
の
朕
を
摘
し
て
前
段
に
営
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
に
は
少
し
も
そ
の
こ
と
に
鰯
れ
て
い
な

い
。
察
す
る
に
菅
家
の
門
葉
繁
昌
し
て
、
出
入
の
繁
い
欣
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
之
あ
る
が
矯
め
に
、
眼
目
た
る
化
現
の
段
に
徐
程
の
ゆ
と
り
を
保
た
し

め
、
い
か
に
も
R同
然
に
そ
こ
に
導
か
れ
て
行
く
感
を
起
き
し
め
る
。
」
と
考
え
る
に
し
て
も
飴
り
に
も
本
題
以
外
の
も
の
に
興
味
を
持
ち
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
巻
嘆
に
七
紙
も
さ
い
た
H

ゆ
と
り
川
が
、
第
一
巻
か
ら
第
ム
ヘ
巻
迄η中
に
屡
々
現
さ
れ
て
い
る
H

ゆ
と
り
“
で
あ
り
、
他
。
天
神
縁
起

と
比
べ
て
品
て
も
殆
どH
A受
け
ら
れ
な
い
こ
の
承
久
本
の
特
徴
を
成
し
て
い
る
。
之
が
モ
ニ
ユ
メ
ン
タ
ル
な
こ
の
絢
翁
の
性
格
を
も
現
わ
す
も
の
か
も
知
れ
な

い
が
、
「
菅
原
院
前
大
路
」
（
第
一
圃
）
の
雑
色
、
午
伺
童
等
の
伺
々
の
人
物
を
見
て
ゆ
く
と
、
種
々
の
姿
位
、
様
々
の
相
貌
を
し
て
お
り
、
私
は
寧
ろ
こ
の
童

家
の
も
つ
H

瓢
軽
さ
υ

を
感
じ
る
。
こ
の
様
な
例
は
弐
の
「
少
年
の
頃
詩
作
の
段
」
（
第
一
巻
）
に
見
る
縁
の
下
に
寝
そ
べ
る
三
人
、
「
都
良
香
家
に
弓
を
射
る

段
」
（
第
二
巻
）
の
後
方
の
樹
同
よ
り
の
ぞ
き
見
し
て
い
る
三
人
、
「
士
口
梓
院
に
五
十
賀
の
法
曾
を
催
ナ
段
」
（
第
二
巻
）
の
大
門
の
内
側
に
一
圏
を
な
す
法
師

蓮
に
見
ら
れ
、
特
に
こ
の
法
師
連
の
表
情
は
極
め
て
興
味
あ
る
も
の
で
正
面
、
横
向
、
下
向
の
様
々
の
相
貌
を
描
ぎ
分
け
て
い
る
。
（
第
二
届
）
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第
二
に
人
物
描
潟
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
特
徴
は
、
人
物
を
容
赦
な
く
切
断
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
「
士
口
畔
院
に
五
十
賀
の
法
曾
を
催
す
段
」
に
首
か
ら

上
だ
け
烏
帽
子
を
つ
け
た
人
が
四
人
ば
か
り
掛
か
れ
て
い
る
。
之
が
極
端
に
な
る
と
「
朱
雀
院
行
幸
の
段
」
（
第
三
巻
）
で
は
、
烏
帽
子
の
み
が
三
つ
並
ん
で
捕

か
れ
て
い
る
。
一
寸
見
る
と
何
の
こ
と
か
判
じ
か
ね
る
よ
う
な
描
き
方
で
あ
る
。
叉
同
じ
場
回
の
葱
華
輩
の
上
に
二
人
の
足
先
だ
け
が
見
え
て
い
る

o

「
西
下

船
出
の
段
」
（
第
四
巻
）
で
は
、
烏
帽
子
と
馬
の
頭
や
そ
れ
等
の
先
だ
け
が
固
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
他
膝
だ
け
の
も
の
、
縦
半
分
だ
け
の
も
の
、
種
々
の

型
が
見
出
さ
れ
る
し
、
人
物
以
外
の
車
等
の
描
寓
に
も
，
見
受
け
ら
れ
る
。
之
等
の
人
物
描
潟
に
つ
い
て
は
、
大
塚
保
治
氏
の
「
北
野
天
紳
縁
起
絢
巻
の
印
象
」

の
中
に
聾
面
効
果
に
封
ナ
る
興
味
深
い
心
理
的
解
粧
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
之
あ
る
た
め
に
描
宿
の
正
確
さ
が
増
し
、
そ
れ
が
構
同
上
の
効
呆
と
な
り
得
る
と

見
受
け
ら
れ
ず
、
そ
う
一
疋
う
場
合
も
有
り
う
る
と
し
て
も
末
梢
的
な
こ
と
で
‘
こ
の
童
家
の

H

剥
軽
さ
“
の
行
過
ぎ
か
ら
く
る
一
一
胞
の
奇
癖
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
に
、
も
う
一
つ
人
物
描
寓
の
特
徴
は
、
特
に
相
貌
の
描
寓
に
於
て
、
貴
紳
、
従
者
、
衆
俗
、
僧
侶
等
を
一
人
々
々
描
ぎ
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
貴

紳
は
、
是
主
口
卿
と
か
都
良
香
等
（
第
三
園
）
に
見
る
所
詣
鈎
鼻
で
、
ふ
く
よ
か
な
輪
郭
を
以
て
し
、
従
者
は
如
何
に
も
一
人
々
々
に
つ
い
て
霊
寓
し
た
如
く
特

徴
描
・
馬
に
優
れ
て
い
る
。
こ
の
一
陶
者
は
‘
い
づ
れ
も
細
筆
で
装
束
な
ど
も
下
描
ぎ
の
上
を
何
度
も
線
を
重
ね
た
如
く
で
、
鎖
線
描
の
も
の
は
殆
ど
な
い
。
所
謂
似

緒
的
で
あ
る
。
し
か
も
白
張
の
袴
の
展
績
が
H

ら
“
の
字
型
を
思
わ
せ
梢
1

煩
雑
に
捕
か
れ
て
い
る
。
之
等
に
比
べ
る
と
衆
俗
や
僧
侶
は
気
柴
に
描
か
れ
て
お

り
、
よ
り
表
情
描
寓
が
直
接
に
表
現
し
得
た
と
思
わ
れ
る
。
全
般
に
共
通
し
て
厨
と
か
目
、
口
髪
、
頭
髪
等
細
竿
一
芸
用
い
、
李
一
位
の
調
和
を
破
る
か
と
思
わ
れ
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る
位
濃
く
描
か
れ
、
し
か
も
所
々
に
出
て
来
る
随
身
の
中
に
は
、
き
も
得
意
げ
に
口
援
に
手
を
あ
て
て
強
調
し
て
い
る
者
も
あ
る
。

し
か
し
以
上
の
円
ゆ
と
り
“
あ
る
描
宿
の
中
に
、
未
完
成
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
と
思
わ
れ
る
所
が
一
一
一
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
頴
著
な
も
の
は
「
朱
雀
院

行
幸
の
段
」
の
葱
華
輩
の
前
右
に
並
ぶ
五
人
の
主
従
の
後
に
‘
三
人
の
白
張
主
清
け
た
人
物
が
大
ま
く
描
か
れ
て
い
る
。
之
等
は
直
ぐ
左
の
門
内
に
坐
ナ
二
人

の
人
物
と
類
似
し
て
い
る
所
か
ら
書
き
蓮
え
か
、
或
は
遠
近
を
ふ
百
け
な
か
っ
た
の
か
、
何
れ
に
し
て
も
こ
の
場
所
に
在
っ
た
の
で
は
甚
だ
奇
異
で
あ
る
。
弐
に

「
時
平
大
臣
嘉
去
の
段
」
（
第
六
巻
）
で
は
‘
門
内
の
盛
の
上
に
三
人
ば
か
り
の
人
物
が
下
描
ぎ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
之
は
剥
落
の
潟
に
出
て
来
た
と
は
見
受

け
ら
れ
な
い
の
で
、
未
完
の
ま
ま
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
に
蓮
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
未
完
で
は
な
い
が
、
同
じ
「
朱
雀
院
行
幸
の
段
」
の
中
で
葱
華
輩
の
す
「
後

の
二
人
の
従
臣
の
乗
る
馬
と
か
、
「
西
下
途
中
の
段
」
（
第
四
巻
）
の
道
貨
の
乗
る
車
の
後
に
頭
を
見
せ
て
い
る
馬
等
極
め
て
粗
略
で
、
そ
の
他
の
武
官
の
乗
る



馬
に
比
べ
る
と
貧
弱
で
あ
り
、
勿
論
そ
の
場
に
過
し
た

E
確
な
描
篤
と
も
思
え
な
い
。
賓
に
葱
華
肇
に
績
く
行
列
の
中
で
逆
手
に
進
む
随
身
の
乗
る
張
の
あ

る
、
し
っ
か
り
し
た
馬
の
描
窮
に
比
べ
る
と
同
一
重
家
の
手
に
な
る
も
の
か
疑
し
い
ロ
し
か
も
此
の
惰
身
の
乗
馬
姿
は
「
随
身
庭
騎
圃
巻
」
の
「
秦
頼
方
」
の

乗
馬
姿
に
非
常
に
よ
ぐ
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
第
一
巻
よ
り
第
六
巻
迄
通
観
し
て
み
て
、
霊
面
全
躍
に
H

ゆ
と
り
H

が
あ
り
、
そ
の
H

ゆ
と
り
“
か
ら
一
一
植
の
気
品
を
感
じ
さ
せ
る
。
人
物
は
煩
雑

に
な
ら
ぬ
よ
う
に
整
理
し
、
場
面
に
よ
っ
て
は
「
都
良
香
家
に
弓
を
射
る
段
」
の
如
く
他
の
費
面
の
人
物
の
約
一
倍
宇
の
大
き
さ
に
描
孝
構
闘
が
散
漫
に
な
ら

ぬ
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
色
彩
に
つ
い
て
も
、
全
巻
通
じ
て
作
り
繕
風
の
濃
彩
色
で
「
菅
公
是
善
卿
と
問
答
」
の
屋
根
上
の
鳩
‘
「
都
良
香
家
」
の
中
央
の

樹
に
と
ま
る
啄
木
鳥
等
の
色
彩
は
聾
面
に
一
一
暦
の
H

ゆ
と
り
川
を
興
え
て
い
る
。
し
か
も
麗z
風
俗
霊
的
な
要
素
を
示
し
詞
書
の
内
容
の
み
に
と
ど
め
ず
、
そ

の
場
面
の
傍
系
的
な
も
の
ま
で
加
味
し
、
個
々
の
人
物
の
姿
睦
や
相
貌
に
な
み
な
み
な
ら
ぬ
闘
心
を
持
っ
て
い
た
童
家
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
場
面
に
よ
っ
て

は
儀
り
に
も
細
部
に
立
入
り
す
ぎ
て
奇
癖
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
瓢
軽
さ
を
み
せ
て
い
る
が
、
之
等
は
信
貴
山
総
起
の
飛
倉
翁
や
伴
大
納
言
論
刷
詞
の
「
臆
末
門

炎
上
」
や
「
舎
人
と
出
納
の
童
の
い
さ
か
い
」
の
場
面
を
思
わ
せ
る
奇
智
に
溢
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
陸
、
こ
の
北
野
天
神
縁
起
栴
巻
を
信
貴
山
縁
起
と
か
伴

大
納
言
檎
詞
等
の
所
謂
連
績
式
の
も
の
と
比
べ
て
み
る
と
連
績
し
て
ゆ
く
霊
前
の
律
動
が
殆
ど
な
く
な
っ
て
‘
寧
ろ
段
落
式
と
云
わ
れ
る
方
の
傾
向
に
属
ナ
る
。

し
か
し
第
一
巻
の
巻
頭
の
数
固
と
か
「
朱
雀
院
行
幸
の
段
ヘ
更
に
第
七
‘
八
巻
の
六
道
繕
の
所
等
か
ら
み
て
連
績
式
の
も
つ
律
動
を
少
し
は
残
し
て
い
る
。
斯

う
一
式
う
鰭
か
ら
見
て
も
こ
の
天
紳
縁
起
に
は
絢
巻
物
形
式
の
護
展
過
程
を
示
す
雨
性
質
が
混
在
し
て
い
る
一
五
う
興
味
あ
る
特
徴
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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弐
の
第
七
、
八
巻
の
六
道
縞
の
部
分
は
、
詞
が
書
か
れ
る
べ
く
色
紙
型
が
残
さ
れ
て
い
る
。
他
の
天
神
縁
起
か
ら
み
れ
ば
、
日
臓
の
六
道
廻
り
に
つ
い
で
北

野
天
神
の
利
生
記
が
加
わ
る
筈
で
あ
る
が
、
利
生
記
の
巻
は
な
く
六
道
廻
り
を
細
く
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
終
っ
て
い
る
。

第
｝
巻
よ
り
第
六
巻
ま
で
は
以
上
述
べ
た
如
き
諾
特
徴
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
木
来
の
目
的
で
あ
る
遁
震
の
一
代
の
事
蹟
や
嘉
後
の
事
蹟
を
描
寓
す
る
矯
に



気
口
聞
を
落
さ
ぬ
よ
う
に
精
一
杯
の
注
意
を
し
て
い
た
如
く
比
較
的
勤
き
が
少
く
‘
堅
く
な
っ
て
い
る
よ
う
な
所
が
見
ら
れ
た
が
、
第
七
省
に
入
り
地
獄
の
招
集

が
始
る
と
こ
の
書
家
は
息
を
ふ
含
か
え
し
た
如
く
筆
勢
や
構
圃
が
自
由
自
在
に
な
っ
て
来
る
。

「
六
道
廻
り
の
第
一
一
地
獄
」
は
第
七
巻
か
ら
、
等
活
、
黒
縄
、
衆
合
、
叫
喚
、
大
叫
喚
、
焦
熱
、
大
焦
銅
山
、
ふ
最
後
に
第
八
巻
巻
頭
の
阿
鼻
の
八
大
地
獄
が
，
次

々
に
描
か
れ
て
お
り
、
此
底
で
特
に
注
意
さ
れ
る
の
は
鬼
は
勿
論
の
こ
と
人
物
は
全
て
裸
陸
か
半
裸
控
で
「
第
・
一
地
獄
」
以
外
の
「
第
二
餓
鬼
道
、
第
三
畜
生

道
、
第
四
阿
修
羅
道
、
第
五
人
道
、
第
六
天
道
」
に
も
殆
ど
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
も
裸
睦
描
寝
の
デ
ヅ
サ
シ
が
極
め
て
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
こ
の

軍
家
が
前
六
巻
迄
の
人
物
に
一
様
に
堂
々
と
し
た
気
品
を
持
せ
、
特
殊
な
姿
位
や
相
貌
に
描
き
分
け
る
能
力
の
持
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
。
そ
の
他

前
述
し
た
特
徴
と
同
様
に
此
慮
で
は
鬼
の
種
々
の
姿
位
を
描
窮
し
て
居
り
、
営
り
の
強
い
し
か
も
抑
揚
の
あ
る
大
謄
な
線
で
描
き
場
合
に
よ
っ
て
は
人
睦
描
寝

よ
り
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
『
第
一
地
獄
』
で
特
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
罪
人
の
坊
主
頭
が
高
山
寺
の
鳥
獣
人
物
書
巻
に
見
る
左
右
分
岐
式
の
描
き
方
で
之
は
黒
縄
地
獄
の
左
の
銭

鼎
の
火
焔
の
中
に
浮
ぷ
幾
人
か
の
罪
人
に
見
受
け
ら
れ
る
ロ
そ
し
て
之
に
類
似
し
て
い
る
も
の
は
、
第
七
巻
巻
末
の
白
描
の
一
紙
「
天
満
宮
の
紳
殿
の
迭
管
」

の
場
面
と
思
わ
れ
中
の
一
一
一
一
一
の
僧
侶
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
罪
人
と
白
描
中
の
僧
侶
と
は
同
筆
と
思
わ
れ
、
白
描
の
部
分
は
未
完
成
の
利
生
記
の
復
原
に
役
立
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っ
と
同
時
に
、
斯
く
天
神
縁
起
の
下
描
き
を
比
較
し
て
ゆ
く
上
に
一
つ
の
規
準
と
な
り
得
る
。
阿
鼻
地
獄
の
最
後
に
鬼
に
引
か
れ
て
ゆ
く
紅
の
袴
を
つ
け
た
宇

裸
の
女
性
は
矢
張
り
細
筆
で
頭
髪
の
強
調
さ
れ
た
均
整
の
と
れ
た
姿
睦
で
、
第
九
巻
白
描
中
の
「
世
愈
寺
阿
閣
梨
の
こ
と
」
を
描
く
と
思
わ
れ
る
紅
の
袴
を
着

け
た
女
性
の
下
描
と
類
似
し
、
更
に
前
六
巻
に
類
似
を
を
求
め
る
な
ら
「
都
良
香
家
に
弓
を
射
る
段
」
（
第
二
巻
）

の
見
物
人
の
中
の
女
性
に
み
る
。
し
か
し

其
等
は
特
に
一
一
一
の
例
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
第
一
地
獄
」
の
中
で
は
前
六
巻
の
人
物
描
潟
に
み
た
よ
う
な
特
徴
は
殆
ど
影
を
ひ
そ
め
て
居
り
、
罪
を
受
け
る
人

々
は
極
端
な
苦
痛
の
表
現
を
強
い
ら
れ
て
い
る
震
か
そ
の
人
物
特
有
の
表
情
に
乏
し
く
勿
論
風
俗
的
要
素
は
失
わ
れ
て
い
る
。

弐
に
第
八
巻
の
阿
鼻
地
獄
は
こ
の
天
神
縁
起
絢
巻
の
中
で
最
も
興
味
あ
る
部
分
で
あ
る
。
だ
が
第
七
巻
が
日
臓
が
金
峯
山
の
岩
窟
に
舘
臆
す
る
極
め
て
静
的

な
場
面
か
ら
始
ま
る
に
も
拘
ら
ず
、
第
入
巻
は
「
第
一
一
地
獄
」
の
最
後
で
あ
り
、

一
番
批
観
で
あ
る
阿
鼻
地
獄
か
ら
始
ま
る
と
い
う
事
は
、
全
巻
か
ら
見
て
も

少
々
・
奇
異
で
あ
る
。
こ
の
童
家
は
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
重
々
し
い
位
の

H

ゆ
と
り
引
を
持
て
始
る
所
が
あ
る
。
例
え
ば
第
一
巻
の
「
菅
公
院
前
大
路
ヘ
第
二



巻
の
「
都
良
香
家
ヘ
第
三
位
包
の
「
朱
雀
院
行
幸
」
等
に
比
べ
る
と
動
的
な
刺
戟
的
な
場
面
か
ら
始
る
の
は
こ
の
第
八
巻
の
み
で
あ
ろ
う
。
向
、
こ
の
忠
一
自
の

ま
ま
残
し
て
あ
る
色
紙
型
に
注
意
す
る
と
第
七
巻
に
八
部
分
あ
る
。
之
を
般
に
宮
地
氏
の
分
類
に
従
っ
て
八
大
地
獄
と
し
て
、

一
つ
づ
あ
て
て
ゆ
く
と
第
七
巻

の
檎
の
部
分
の
最
後
に
一
つ
残
る
こ
と
に
な
り
、
第
八
巻
に
は
色
紙
型
が
な
い
の
で
之
に
阿
鼻
地
獄
を
あ
て
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
、
増
々
こ
の
切
断
の
仕

方
が
わ
ざ
と
ら
し
く
思
え
る
。
今
之
の
事
に
は
深
入
り
し
な
い
で
疑
問
と
し
て
残
し
て
置
く
。

「
第
一
地
獄
」
で
特
に
目
立
つ
の
は
練
の
よ
う
な
鋭
い
火
焔
で
、
し
か
も
ダ
イ
ナ
ミγク
で
あ
る
。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
γ

ク
な
特
性
を
最
大
限
に
活
用
し
て
、
第

八
巻
の
巻
．
雨
明
五
紙
ば
か
り
の
中
に
溢
れ
出
ん
ば
か
り
に
縦
横
に
駆
逐
し
て
い
る
（
第
四
同
）
。

斯
如
、
守
」
破
格
の
構
闘
は
他
の
同
じ
内
容
を
扱
う
絢
巻
物
や
十
界

園
、
二
河
白
道
等
に
は
一
寸
見
あ
た
ら
な
い
も
の
で
、
こ
の
場
面
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
倫
巻
の
童
家
が
何
程
革
新
的
な
意
欲
の
持
主
で
あ
る
か
を
う
か

が
う
事
が
出
来
る
。
し
か
も
費
回
全
践
の
緊
張
し
た
中
に
何
庭
と
な
く
円
ゆ
と
り
“
が
感
じ
ら
れ
、
こ
の
円
ゆ
と
り

μ

が
「
第
二
餓
鬼
道
」
＼
ま
で
受
績
が
れ
て
い

る
が
、
「
第
三
畜
生
道
」
で
は
此
迄
の
作
り
櫓
風
の
捕
方
か
ら
彫
裕
一

h
り
式
の
描
方
が
見
立
っ
て
く
る
。
彫
塗
り
式
の
描
方
は
何
故
か
こ
の
「
第
一
一
一
昔
生
道
」
の

み
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
以
下
、
修
羅
道
、
人
道
、
天
道
と
な
る
に
従
っ
て
人
物
も
小
さ
く
な
り
煩
雑
に
描
か
れ
て
来
る
。
し
か
も
そ
そ
の
一
人
々
々
が

抑
揚
の
あ
る
筆
勢
の
中
に
可
成
り
の
動
ぎ
を
も
っ
て
来
て
い
る
。
此
等
の
黙
を
訪
問
六
位
色
迄
の
も
の
と
比
較
す
る
と
そ
の
殆
ど
静
的
な
場
面
を
扱
っ
て
居
る
中
で

「
清
涼
殿
に
雷
火
の
段
」
「
賀
茂
川
洪
水
の
段
」
（
第
五
径
三
「
清
涼
殿
震
露
の
段
」
（
第
六
巻
）
等
が
あ
る
が
、
此
等
の
中
で
は
走
る
人
物
が
如
何
に
も
ぎ
こ

ち
な
く
、
倒
れ
た
人
物
は
人
形
を
倒
し
た
よ
う
に
白
由
さ
を
品
川
い
て
い
る
。
し
か
る
に
第
八
巻
の
此
等
の
場
面
で
は
多
数
の
人
物
が
ス
観
れ
て
い
て
、
ぎ
こ
ち

な
き
ゃ
不
自
由
さ
な
く
個
々
に
均
整
刀
と
れ
た
勤
き
を
見
せ
全
世
的
に
は
流
動
感
の
あ
る
格
闘
の
中
に
、
多
少
器
用
に
で
は
あ
る
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
「
第

一
一
地
獄
」
の
阿
鼻
地
獄
が
火
焔
の
構
成
に
大
謄
な
試
み
を
見
せ
て
肘
る
と
同
時
に
「
第
四
阿
修
羅
道
」
で
は
阿
修
羅
と
帝
牒
天
と
の
聞
に
む
ら
が
る
群
勢
の
巧

会
な
配
置
に
も
亦
、
此
の
童
家
が
静
的
な
も
の
に
気
品
を
失
わ
な
い
人
で
あ
る
と
、
同
時
に
動
的
な
も
の
の
描
寓
に
も
な
み
な
み
な
ら
ぬ
能
力
の
持
主
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
「
第
五
人
選
」
で
は
一
脂
井
利
口
郎
氏
が
「
六
道
絢
巻
解
説
」
の
中
で
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
死
、
病
、
生
、
老
等
の
人
界
の
六
相
を

一
大
家
の
描
潟
り
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
前
六
巻
の
中
に
屡

z

見
ら
れ
た
人
物
の
特
徴
描
篤
と
そ
の
行
過
ぎ
と
思
わ
れ
る

位
た
期
軽
さ
等
の
こ
の
童
家
の
蹄
が
見
ら
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
却
っ
て
人
物
は
類
型
的
な
姿
位
で
表
情
に
も
乏
し
い
。
そ
の
他
の
奇
癖
の
如
き
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も
の
は
少
し
も
見
あ
た
ら
な
い
之
等
は
内
容
の
騒
快
な
叔
述
に
終
っ
て
少
々
も
の
た
り
な
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
寸
第
七
天
道
」
で
は
抑
揚
の
あ
る
輪
郭
線

が
非
常
に
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
こ
の
童
家
の
円
ゆ
と
り
“
が
見
え
る
。
し
か
し
最
終
場
面
で
は
筆
法
が
梢

I

粗
略
に
な
り
こ
れ
迄
の
描
篤
と
は
可
成
わ
の
隠

り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
筆
法
は
此
慮
で
始
め
て
見
出
せ
る
の
で
は
な
く
、
道
貨
の
義
後
の
事
蹟
を
を
扱
う
「
時
平
大
臣
亮
去
の
段
」
（
第

六
巻
）
の
時
干
の
背
後
に
あ
る
扉
風
絢
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
麗
手
絢
風
な
筆
法
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

斯
く
第
七
、
八
巻
を
通
観
し
て
前
六
巻
と
比
較
し
て
み
る
と
第
一
に
槍
巻
物
形
式
か
ら
来
る
相
異
に
よ
っ
て
前
六
巻
の
静
的
に
し
て
気
品
の
あ
る
川
ゆ
と

り
“
に
針
し
て
動
的
に
し
て
優
れ
た
構
成
を
昆
ゼ
る
反
面
相I
粗
略
な
所
が
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
動
的
な
人
物
の
表
現
や
大
謄
な
構
闘
の
中
に
矢
張

り
こ
の
作
家
の
草
新
的
な
意
圃
を
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
寧
ろ
後
者
の
迫
績
的
措
寝
を
得
意
と
し
た
か
に
考
え
ら
れ
る
。

・
次
に
前
六
巻
に
屡I
見
受
け
ら
れ
た
似
檎
的
表
現
、
調
賭
を
鎚
え
た
人
物
の
様
々
の
描
寓
、
そ
れ
ら
が
一
泊
し
て
の
風
俗
霊
的
傾
向
等
定
め
ら
れ
た
縁
起
を
絢

に
描
い
て
ゆ
く
場
合
に
童
家
が
そ
の
縁
の
中
で
木
題
の
叔
述
以
外
に
試
み
た
豊
富
な
此
等
の
も
の
の
見
方
が
、
勿
論
内
容
の
相
異
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
第

七
、
八
巻
で
は
影
を
ひ
そ
め
て
ゆ
ぐ
。
「
第
五
人
道
」
で
述
べ
た
如
く
、
そ
こ
に
は
少
々
の
相
異
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
て
司
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
、

雨
者
に
共
通
し
て
相
貌
の
描
寝
に
一
定
の
描
方
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
郎
ち
前
述
し
た
如
く
、
目
、
眉
、
君
、
頭
髪
の
制
筆
に
よ
る
描
寓
が
固
執
さ
れ
て
い
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る
。

更
に
令
一
巻
に
共
通
し
た
も
の
は
風
長
の
描
潟
で
、
そ
の
一
一
一
を
あ
げ
れ
ば
、
「
恩
賜
御
衣
を
拝
ナ
る
段
」
（
第
四
巻
）
の
貼
描
式
の
描
ぎ
方
、
「
西
王
船
出
の

段
」
（
第
四
巻
）
の
波
と
怪
魚
の
描
寝
等
が
第
七
、
入
念
の
中
に
も
あ
り
、
之
等
の
共
通
性
が
こ
の
天
神
総
起
の
詞
書
の
筆
者
を
数
人
に
考
え
る
よ
う
に
は
容

自
仰
に
速
断
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。

四

以
上
、
私
は
此
の
北
野
天
紳
縁
起
檎
巻
を
一
人
の
壇
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
と
し
て
見
た
場
合
の
も
の
の
見
方
や
描
き
方
に
於
け
る
諸
特
徴
を
列
記
し



て
、
そ
の
相
異
や
疑
問
の
黙
を
述
べ
て
見
た
。
果
し
て
停
承
の
如
く
害
一
家
が
藤
原
信
賓
で
あ
る
か
ど
う
か
に
就
い
て
は
、
信
賓
と
停
え
ら
れ
る
他
の
作
品
と
の

比
較
研
究
を
必
要
と
し
、
私
自
身
未
見
の
も
の
も
少
く
な
く
な
い
の
で
、
今
明
か
に
し
得
な
い
。

（
註
）
杉
谷
神
社
蔵
北
野
天
紳
縁
起
三
巻

菅
生
神
社
蹴
北
野
宮
縁
起
三
巻

雨
本
い
づ
れ
も
紙
本
者
色
で
、
杉
谷
本
は
奥
書
に
よ
る
と
、
こ
の
倫
相
巻
が
奉
納
さ
れ
た
臆
永
廿
六
年
以
前
に
既
に
天
神
縁
起
が
あ
っ
た
が
、
散
失
し
た
矯
め

に
木
綿
巻
、
宇
一
俄
か
に
描
か
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
矯
め
か
縞
は
粗
悪
に
し
て
見
る
ぺ
ぎ
所
が
な
い
。

し
か
る
に
→
謁
が
北
野
帥
祉
の
承
久
本
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
所
か
ら
、
承
久
本
の
第
七
、
入
巻
の
六
道
廻
り
の
色
紙
型
の
み
残
し
て
い
る
部
分
の
詞
を
、

杉
谷
本
よ
り
復
原
し
う
る
可
能
性
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
い
う
望
月
信
成
氏
（
東
洋
美
術
第
十
七
焼
）
の
想
像
設
が
あ
る
。

菅
生
木
も
奥
書
に
よ
っ
て
膝
永
舟
四
年
に
縁
起
書
を
奉
納
し
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
上
巻
の
破
損
が
甚
し
く
そ
の
上
織
も
幼
稚
で
あ
る
。
し
か
し
て

「
先
存
し
た
る
北
野
縁
起
を
寓
し
た
る
も
の
な
る
べ
し
」
（
大
阪
府
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
第
一
輯
）
と
一
五
わ
れ
て
い
る
。

爾
木
共
に
奥
書
に
あ
る
年
月
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
縞
は
到
底
承
久
本
に
比
較
す
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
詞
の
方
で
は
明
ら
か
に
承
久
本
と

類
似
し
て
お
り
何
等
か
の
闘
係
が
考
え
ら
れ
る
。

Q
d
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