
る
濃
の
群
衆
と
怒

ら
或
者
は
食

物
を
持
参
し
或
者
は
飲

物
を
携

へ
非
常
を

好
意
と
愛
と

を
も

つ
て
盛

っ
て
凍
ま

し
た
｡
ど

の
島
に
79
一
本
の
丸
太
か
ら
成
る

カ

ノ
ー
舟

が
あ

-
ま
す
｡
舟

は
狭

い
も

の
で
あ
さ
ま
し
で
形

と
長

さ
と

は
於
で
著

々
の
槽
ぎ
舟
は
似

て

ゐ
ま
す
が
運
行
は

之

れ
よ

-
も

1
暦
早
-
あ
-
唆
す
｡
彼
等

は
只
欄
を
用

以
て
舟

の
方
向
を
定

め
攻

す
｡
或
舟

は
大
き
く
あ
-
読

舟は
小
-
成
井
は
中
形
で
あ

-
ま
す
｡
大

き
夜
舟

に
は

十
八
の
横
木
が
あ
ゎ

乙
の
舟

に
七
島
か
ら

島
へ
波
か
島

は
無
数
で
あ
わ
ま

す
'

乙
の
舟
に
て
彼
等

の
間
に
貿
易

通
商
を
菅
ん
で
ゐ
せ
す
｡
糖
舟

の
大
在

る
も

の
に
は
七

八
十
人
の
相
手
の
居

る
の
を
見
ま
し
た
.

こ
れ
等

の
諸

島
は
於
で
は
住
民

の
外
観
習
慣
言
語

は
鼎
過
る
甚
無
-

彼
等

は
皆

洛
瓦
に
了
解
し
て
ゐ
ま
す
｡

rJ
の
乙
と

は
吾

々
の
敢
有
名
在
る
王
は
よ
っ
て
切
に
望
せ
れ
る
で
あ
ら

う
と
私
が
想
像
す

る
目
的

の

為め
は
非
常

に
蛮
要
夜

こ

と
で
あ
-
ま
す
｡
即
ち
基
好

の
醐
豊
な
る
宗
教
に
彼
等

を
改
宗

せ
し
め
る
こ
と
で
あ

･4
ま
す
.
基
背
教
数
倍
ず

る
乙
と
は
関
し
て
は
彼
等

は

敵
意
を
75D
た
ず
容
易
に
侶

ず
る
傾
向

を
も

っ
て
ゐ
ま
す
.
(手
紙
総
-
)

新

野

紹

介

新

著

紹
骨

l'tuI]rI1-'IrIII_PIITErBJ〓〓l_PIr〓lJr〓l〓__

○
海
国
の
詰

問
血
行
孝
智

古
今
沓

院敢
行

定
慣
7
脚
八
十
銭

本
省
は
海
軍
中
佐
臨
地
氏
の
近
潜
で
あ
る
｡
晦
樹
の
構
成
梅
園
朋
版

の
作
製
､
胸
囲
の
改
訂
と
い
ふ
三
大
帝
と
組
記
よ
り
成
立
し
射
版
官
二

六
耳
の
手
頃
な
本
で
あ
っ
て
､
附
問
と
し
て
ほ
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
使
用
し

た
梅
園
'
〓
ハ
五
〇
年
明
の
青
い
梅
問
な
ど
珍
ら
し
-
､
そ
の
許

明は

触
図
法
に
及
ん
で
メ
ル
カ
ト
ル
プ
ロ
ゼ
ク
シ
ヨ
ン
の
原
理
や
多
脚
雛
投

影
樹
法
な
ど
の
歌
明
が
極
め
て
あ
っ
さ
り
わ
か
り
や
す
-
巻

か
れ
て
ゐ

る
と
同
時
に
梅
園
の
伯
叔
上
る
帖
序
が
懇
切
に
示
め
き
れ
て
ゐ
る
'
海

軍
の
人
々
に
し
て
み
れ
ば
ナ
ン
ダ
こ
れ
位
の
簡
単
な
も
の
が
と
い
ふ
か

も
し
れ
ぬ
け
れ
ど
も
､
T
舷
の
瀞
純
を
求
め
る
人
に
封
し
て
は
こ
れ
で

十
分
で
あ
る
､
梅
園
の
尺
皮
､
樽
崎
蹄
針
儀
､
燈
篭
な
ど
海
関
の
少
背

中
に
知
ら
し
た
い
琳
兜
も
多
-
の
せ
て
あ
る
､
.予
は
富
ん
で
こ
の
偲
舵

な
沓
緒
を
江
湖
に
推
奨
し
た
い
｡
(滋
川
)

0
自
然
単
元
世
界
地
誌

デ
イ
ア
ー

ス
ウ

ェイ
ン
常

食
尾
宗
平
抄
評
.古
今
等
院
政
行

先
慣
二
糊

五
十

錦

本
省
は
弼
岡
伽
範
の
企
尾
伐
の
近
柴
で
あ
る
O
四
六
脱
三
百
四
十
小tihT<

億
の
小
さ
い
倣
銀
地
班
背
で
あ
る
､
予
は
今
原
欝
を
経
済
に
打
た
な
い

か
ら
'
本
省
が
出
資
に
原
潜
の
趣
を
表
現
し
て
ゐ
る
か
否
や
を
知
ら
な

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

い
が
､
支
那
人
の
生
満
と
い
ふ
叫
印
に
は
､
支
那
人
は
下
手
な
井
桁
家

'
'
'

'
J.
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

で
あ
る
'
だ
か
ら
そ
の
測
定
法
と
兜
幣
制
庇
と
は
'
し
っ
か
り
と
し
て

賀

七

七

7



封

川

筋
十
三
塔

ゐ
な
い
と
い
ふ
記
邸
が
あ
る
が
'

こ
れ
は
筆
耕
の
管
見
と
は
金
-
州
迎

す
る
0
支
那
は
米
作
制
蛇
が
稲
光
し
な
い
'
中
央
免
柿
が
根
底
し
な
い

脚
で
あ
る
か
ら
'
あ
ら
ゆ
る
稗
軸
の
光
輝
が
取
引
き
れ
る
'
そ
れ
を
触

り
な
-
中
火
を
う
つ
て
取
引
し
て
ゆ
-
頭
偶
は
'
下
手
ど
こ
ろ
か
'
ど

う
し
て
日
本
人
な
ど
の
及
び
も
よ
ら
ぬ
佑
良
な
卯
術
家
で
あ
rる
0
叉
=

不
の
部
で
は
北
梅
迫

の
部
で
日
本
政
肺
は
柁

々
の
手
段

で
格
蛇

へ北
梅

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
＼
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

近

(
)
を
奨
励
し
て
ゐ
る
が
､
問
氏
は
こ
の
あ
ま
り
村
山
く
も
な
さ
1

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

う
な
土
地
に
乗
り
出
す
こ
と
を
鵜
躍
し
て
ゐ
る
0

こ
れ
は
気
候

の
た
め

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ

ば
か
り
で
な
-
､
口
本
人

の
紋
-
ぺ
か
ら
ざ
る
食
物

の
栄
を
耕
作
す
る

ヽ
ヽ

こ
と
に
あ
ま
り
池
し
な
い
か
ら
で
あ
る
と
記

し
て
あ
る
が
､

こ
れ
叉
今

日

の
北
海
道
の
･33
際
と
は
利
i.r･2
し
て
み
る
O
課
者
は
日
本
人
で
あ
る
'

日
に
見
え
た
外
人
の
誤
記
を
平
鉄
と
評
的
す
る
の
は
不
心
得
で
あ
ら
う

と
考

へ
る
｡
円
本

の
家
超
の
付
紐
は
竹

で
あ
る
と
か
､
行
燈
が
歴

々
火

邸
を
超
し
易

い
と
か
､
人
力
坤
の
外
に
は
坤
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と

い
つ
た
や
う
な
'
明
約
峠
代
の
甘
い
日
本
を
か
い
た
の
を

､
そ
の
ま
1

記
す
と
い
ふ
歩
は
却
っ
て
原
啓
が
つ
ま
ら
ぬ
本
だ
ら
う
と
恕
倣
す
る
以

外
に
効
果
が
な
い
と
nI
仙
は
れ
る
D
(戯
;
)

o

照

準

畢

原

資

遷

史

豊

誤

雄

曹

慕

新

米
郷
米
洞
拡
こ
催

ス
ヾ
カ
ケ
出
版
部

定
侶

六
紺

都
叩
研
究
と
越
し
､
甘
地

甜
雄
と
鼓
し
た
伊
に
不
省
の
主
張
が
あ
る

凹
六
僻
列
甘
六
十
五
井
甘
地
脚
故
碑
版
同
火
二
十
相
楽
'
挿
脚
十
､
装

蝿
に
凝

っ
た
滋
匠
を
し

め
L
t
桐
を
分

つ
こ
と
三

T
は
京
都
小
域

の

牧
漣
と
妙
法
及
甘
地
聞
役
藷
の
鮮
血
を
の
ぺ
'

叫
は

鵜
甘
地
糊

の
仰

範
大

雄

実

八

七

二

#
.
で
附
す
る
に
資
料
脱
親
日
錬
二
筋
と
索
引
を
の
せ
た
弟
本

で
あ
る
O

新
教
の
臼
序
に
よ
れ
ば

『
甘

い
地
割
は
永
久
に
の
こ
る
'
時
代
を
炎

に
す
れ
ば
勿
論
そ
の
損
始
は
か
は
′t1
'
し
か
し
同
じ
ii
地

の
上
､
同
じ

甘
い
都
城

の
跡
で
あ
る
'
た
と
へ
新
し
い
地
割
が
行
ほ
れ
た
と
し
て
も

･HTTTら
古

い
時
代
の
膨
群
が
の
こ
る
､
新
棟
を
以
て
仝
-
斑
旗
を
改
す

こ

と
は
山
水
な
い
で
あ
ら
ら
｡
予
が
凍
都
甘
地
蜘t
を
桝
姥
し
た
誼
大
な
班

由
が
そ
こ
に
あ
る
』
と
毘
る
洩
り
､
本
省
は
音
地
脚
に
よ
っ
て
､
我
京

都
柿
の
超

越
を
光
明
し
た
も
の
で
あ
る
.
柴
し
平
安
京
の
昔
か
ら
､
寮

･B
河
と
い
っ
た
時
代
｡
圭
兄
と
下
京
｡
純
的
押
入
と
下
京
｡
紙
的
信
長

の
上
京
放
火
O
蚊
臣
秀

吉
の
邦
町
政
範
O
六
伐
以
附

の
猛
威
と
本
尉
守

さ
て
は
川
東

(
の
膨
脹
に
件
ふ
て
お
土
i
E
の
轍
去
O
き
り
し
た
次
雄
を

給
食
し
た
紙
状

1
枚
の
京
都
市
鱒
遊
脚
(
政
璃
収
)
が
新
に
作
ら
れ
た
｡

こ
れ
は
境
に
墾

瓜
都
市
研
究
家
に
と
っ
て
'
損
も
信
州
さ
れ
る
べ
き
最

初
の
耐
封
避
地
掛
で
あ
ら
う
｡

京
都
iE
は
文
化
の
都
で
あ
る
､
そ
の
敦
料
は
捗
だ
多

い
.
串
に
さ
き

に
京
都
仲
田
都
市
計
蛮
課
が
そ
の
大
鹿
親
を
行
っ
た
の
で
､
著
者
は
こ

れ
を
見
て
火
に
測
地
を
う
け
た
ら
し
い
｡

本
番

は
単
に
茶
都
市

の
地
図
の
塵
濃
を
諭
じ
L
J
の
み
で
な
･/

こ

れ

に
よ
っ
て
耽
脚

の
地
御
撰
の
党
撞
真

帆
じ
併
せ
て
笛
雑
､
大
き
､
雅

籾

版
行
等
の
小
史
を
も
述
べ
て
ゐ
る
､

こ
れ
は
古
地
図
研
究
家
に
取
っ
て

有
力
な
参
考
と
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
｡
妨

二
筋
の
固
版
解
散
を
試
ん
で

ゆ
-
と
､
そ
の
跳
尤
さ

れ
た
班
巾
も
桝
に
な
り
､
凡
そ
十
七
八
枚

の
脚

樹
に
よ
っ
て
砕
ど
和
京
都
市
の
各
時
期
に
於
け
る
咲
子
が
わ
か
=
,'
叔

任
の
肌
治
九
年
の
銅
版
に
よ
っ
て
悲
壮
他
州
出
版
の
長
足
の
逝
渉
を
符



す
る

こ
と
が
出
氷
る
9
.1LJ
保
二
年
版
は
炎
は
し
い
カ
ッ
パ
捕

り
梯
本
と

し
て
'
鮮
明
な
脚
色
批
判
版
と
し
て
口
約
と
な
っ
て
ゐ
る
の
も
親
切
な

訳
で
あ

る

O

和
歌
は
本
舗
に
よ
っ
て
甘

い
平
安
京
が
ど
う
で
あ
っ
て
'
そ
の
徒
7'九

･r
川
と

い
っ
た
時
代
の
梯
子
艇
七
人
胤

の
後

の
滋
都
p
き
て
は
秀
吉

の

つ
-
つ
た
お
土
肘
と
今

の
茶
棚
と
の
帽
係
'
も
し
-
は
叔
妃
に
大
東
都

と
な
っ
た
新
隅
域
と
互

兄
と
の
関
係
串
を
即
鮒
き
れ
る
と
同
時
に
'
源

氏
物
所
や
平
家
を
約
む
時

の
参
考
を
随
折
に
求
め
ら
れ
る
O

士
御
門
内
釦

の
政
和

の
火
さ
'
そ
の
後

の
試
榔
御
所

の
稚
鵬
な
ど
も

之
を
明
に
す
る

こ
と
が
川
氷

て
､

r
諏
京
都
池
に
な
っ
た
と
ぢ

(
ら
れ

る
で
あ
ら
う
｡
古

い
都
で
あ
る
か
ら
筏
伽
秀
吉
と

い
ヘ
ビ
も
手
を
つ
け

な
か
っ
た
部
分
が
あ
っ
て
'
そ
れ
が
Id
布
し
て
箕
郷
の
中
松
と
な
っ
て

ゐ
る

こ
と
を
給
明
し
た
.ご
と
章
は
､
都
市
計
弦
家
に
封
す
る
参
考
と
も

な
り
う
る
｡
従

っ
て
叫
に
人
文
地
糾
桝
琳
の
み
の
参
考
皆
で
は
な
い
と

m
心
ふ
放
て
江
湖
に

T
本
を
す

1
め
る
｡
(
I
)

r71
M■IIIご¶
】

a
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こ
こ
l■

雄

轍

O
英

国

造

船

菜

の

昨

今

炎
樹

霊

蒜

紫
は
北
軍

王
嬰
繍
脚

の

問
に
あ
り
て
今
獅
紹
封
的
悔
越
の
地
化
を
伽
ち
共

7
坤
の
祉
地山
噸
数
は

=L
界
粗
脚
数
の
約
ど
牛
を
占
め
つ
1
あ
れ
ど
も
.
恨
軒
此
徒

の
火
貴
紙

7
過
し
て
･3
-兆
兆
紐
迫
咽
数
は
訂
し

き
減
辿
里

耶
め
し
､

7
九
二
三
郎

の
三
付
七
十
端
順
を
沌
頂
と
し
て
魚
略
41C
TT
す
る
に
覚
り
､
叔
鮎
や
ゝ

郷

役
約
し
た
る
IJ
独
甘
五
十
溺
棚

の
程
度
に
す
ぎ
ず
､
随
て
全
盛
時
代
に

蛸
出
し
た
肘
窮

の
大
部
分
は
&
=
ど
不
用
に
淋
し
っ

J
あ
り
'
そ
の
原
田

は
主
と
し
て
帖
鎚

の
-;
卯
的
不
舵
に
あ
る
は
勿
論

な
る
も

7
分
軍
備
縮

少

の
影
響
も
き
つ
い
'
鳩
前
駆
艦
軸
は
二
割
五
分
を
法

っ
た
の
に
今
は

似
滅
し
て

T
劉
阿
分
と
な
っ
て
み
る
､
押
水
も
北
ハ校
鴇
は
髄
来
な
い
'

加

ふ
る
に
近
時
粘
巡
非
は
大
判
舶
祉
出

の
趨
勢
益
々
鮎
潜
と
な
り
､
根

前
五
官
幾
で
百
五
十
幻
噸

の
も
の
今
や
三
打
五
十
袋

を
以
て
優

に
同
じ

噸
数
に
依
る
､
か
う
し
た
琳
僻
で
不
川
地
衣
も
相
加

し
た
の
で
'
滑
水

近
-
恢
復

の
見
込
も
な
い
か
ら
'
今
回
主
封
紙氾
舶
骨
批
共
同
し
て
PjIa･

tio
リ
a
i
S
h
;p
.〕･J
iid
e
r'S
S
ecu
rity
.
L
td
な
る
骨
舵
を
設
立
し

た
､

この新
如
拙
は
造
舶
発
を
妓
叫
す
る
北
ハ同
計
獣
で
あ
っ
て
'
時
代
後
れ

の
造
舶
伊
を
…且
収
閉
鎖
す
る
の
む
日
的
と
し
過
剰
地
逝
カ

の
除
去
と
､

生
辞
の
塊
申
と
を
誹
る
に
あ
る
｡

課
し
炎
閥
法
相
柴

は
親
去
こ
中
間
徐

々
に
枇
押
出
舶
非
に
於
け
る
地
位
を
乾
固
に
し
て
き
た
と
は
い
(
､

こ

の
際
各
州
的
に
管
理
し
か
へ
る

こ
と
は
盟
ま
し
い
O

火
城
中
改
称

の
弧
別
に
よ
り
'
朴
舶
船
場
堺
の
鴇
に
生
じ
た
商
舶

や

端
舵

の
忠
誠
の
祁
充
を
は
か
つ
た
が
'
今
後

等
つ
し
た

こ
と
は
珊
分
あ

り
柑
な
い
'
串
に
斯
弘
に
於
て
-LIし
み
伯

に
節

7
位
の
手
鵬
を
も
つ
た
め

に
､
外
囲
か
ら
の
経
文
も
減
退
は
し
な
か
つ
た
か
ら
'

T
九
二
八
年

?

九
二
九
年
二
舷

に
わ
た

っ
て
労
働
鋸

の
洪
鎚
を
将
加
す
る

Lj
と
を
経
た

け
れ
ど
も
今
日
に
於
て
新
し
い
紐
静
に
柁
る

こ
と
は
愈
堺

で
あ
り
'
鎗

倒
教
と
排
も
よ
-
そ
の
必
輩
を
班
仰
し
た
.
勿
繍

こ
の
痛
め
に

T
咋
失

業
額
の
相
加
を
見
る

こ
と
あ
る
べ
き
も
､
嫌
柴

の
基
礎
が
楓
粧
し
た
ら

却
っ
て
地
が
閉
ま

っ
て
弊
例
解
の
分
も
和
食

が
よ
-
な
る
と
い
ふ
こ
と

緊

九

七
三


