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白
屋
詩
人
呉
芳
吉
攷

　

―
西
安
「
囲
城
」
期
の
詩
を
中
心
に

中　
　
　

裕　

史

は
じ
め
に

　

中
華
民
国
の
時
代
に
入
っ
て
「
文
学
革
命
」
が
提
唱
さ
れ
る
と
、
文
学
に
志
を
も
つ
青
年
知
識
人
は
、
旧
来
の
文
語
詩
に
代
え

て
口
語
詩
を
作
る
試
み
を
盛
ん
に
行
っ
た
。
こ
う
し
た
青
年
知
識
人
は
、
一
方
で
幼
少
の
頃
は
例
外
な
く
儒
教
の
経
書
を
読
み
、

唐
詩
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
文
学
に
い
そ
し
ん
で
い
た
の
で
、
口
語
詩
の
制
作
に
従
事
し
な
が
ら
も
、
折
に
触
れ
て
文
語
詩
を
作

る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
呉
芳
吉（
一
八
九
六
～
一
九
三
三
）は
個
性
的
で
あ
る
。「
文
学
革
命
」初
期
に
は
、彼
も
ま
た
口
語
詩
を
作
っ

て
、そ
の
「
小
車
詞
」
や
「
婉
容
詞
」
は
高
く
評
価
さ
れ
た
が
、そ
の
後
は
口
語
詩
を
打
ち
捨
て
て
文
語
詩
の
制
作
に
専
念
し
た
。

　

と
い
っ
て
も
、
旧
態
依
然
と
し
た
形
式
を
墨
守
し
て
旧
詩
の
再
生
産
に
努
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
民
国
と
い
う
新
し
い
時
代
の

空
気
を
内
容
に
反
映
す
る
と
と
も
に
、
詩
の
形
式
に
対
し
て
も
旧
詩
の
方
法
を
見
直
し
、
長
短
句
を
組
み
合
わ
せ
て
新
味
を
引
き
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出
そ
う
と
苦
心
し
た
。

　

呉
宓
は
、
こ
の
こ
と
を
、「
但
だ
君
の
旧
詩
は
終
に
人
と
異
な
り
、
蓋
し
真
に
能
く
新
詩
・
旧
詩
の
意
境
・
材
料
・
方
法
を
一

爐
に
鎔
合
す
る
者
な
り
（
但
君
之
舊
詩
終
與
人
異
、
蓋
真
能
鎔
合
新
詩
舊
詩
之
意
境
材
料
方
法
於
一
爐
者
）」
と
言
っ
て
い
る

）
1
（

。

　

呉
芳
吉
の
文
語
詩
に
あ
っ
て
ひ
と
き
わ
光
彩
を
放
っ
て
い
る
の
は
、
民
国
十
五
（
一
九
二
六
）
年
に
身
を
以
て
経
験
し
た
西
安

包
囲
戦
の
さ
ま
を
詠
じ
た
一
連
の
詩
で
あ
ろ
う
。
お
り
し
も
西
北
大
学
の
教
員
で
あ
っ
た
呉
芳
吉
は
、
八
か
月
に
も
及
ん
だ
籠
城

戦
の
目
撃
者
、
当
事
者
と
し
て
、
眼
前
の
光
景
を
詩
に
再
現
し
て
内
心
か
ら
発
す
る
思
い
を
そ
れ
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

　

小
論
で
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
詩
の
中
で
最
も
長
大
な
「
壮
歳
詩
」
を
中
心
に
お
き
、
形
式
の
面
よ
り
も
む
し
ろ
内
容
の
面
に
注

目
し
て
、
呉
芳
吉
の
個
性
が
ど
の
よ
う
な
形
で
表
れ
て
い
る
の
か
、
詩
と
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し

て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
中
国
現
代
詩
の
一
面
を
示
し
て
お
き
た
い
。

一　

「
囲
城
」
詩
と
西
安
囲
城

春
歸
兵
未
已　
　
　
　
　

春　

帰
っ
て　

兵　

未
だ
已
ま
ず

夏
至
疫
相
攻　
　
　
　
　

夏　

至
っ
て　

疫　

相
い
攻
む

饑
荒
既
煎
急　
　
　
　
　

飢
荒
は
既
に
煎せ

ま
る
こ
と
急
に
し
て

貧
困
復
難
容　
　
　
　
　

貧
困
は
復
た
容
れ
難
し

　

右
は
、
呉
芳
吉
が
民
国
十
五
（
一
九
二
六
）
年
に
西
安
に
て
詠
じ
た
「
囲
城
」
四
首
の
う
ち
、
第
三
首
冒
頭
の
四
句
で
あ
る

）
2
（

。

春
が
過
ぎ
去
っ
て
も
戦
闘
は
已
む
こ
と
な
く
、
夏
に
な
っ
て
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
街
に
疫
病
が
は
や
っ
て
、
飢
え
と
貧
困
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と
が
人
び
と
に
迫
る
様
子
を
慨
歎
し
て
い
る
。

　

こ
の
時
、
西
安
を
包
囲
、
攻
撃
し
た
の
は
直
隷
軍
閥
の
呉
佩
孚
配
下
の
劉
鎮
華
で
あ
り
、
西
安
の
守
備
に
あ
た
っ
て
い
た
の
は

馮
玉
祥
麾
下
の
李
虎
臣
と
楊
虎
城
で
あ
っ
た

）
3
（

。
呉
佩
孚
は
奉
天
軍
閥
の
張
作
霖
と
手
を
結
ん
で
、
各
地
で
馮
玉
祥
の
国
民
軍
に
攻

撃
を
し
か
け
て
い
た
。

　

馮
玉
祥
は
自
ら
が
根
拠
地
で
あ
る
西
北
を
離
れ
、
視
察
と
称
し
て
ソ
連
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
呉
佩
孚
の
攻
勢
を
か
わ
そ
う

と
し
た
が
、
呉
佩
孚
は
な
お
も
攻
勢
を
緩
め
ず
、
劉
鎮
華
に
西
安
の
攻
略
を
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

劉
鎮
華
軍
は
四
月
中
旬
に
西
安
を
包
囲
し
て
攻
撃
を
開
始
し
た
が
、
李
虎
臣
と
楊
虎
城
も
よ
く
守
っ
て
つ
け
い
る
隙
を
与
え
な

か
っ
た
の
で
、
劉
鎮
華
は
攻
撃
を
停
止
し
て
兵
糧
攻
め
に
転
じ
た
。
こ
の
籠
城
戦
は
二
百
余
日
も
続
く
の
で
あ
る
。

道
路
多
流
亡　
　
　
　
　

道
路　

流
亡
す
る
も
の
多
し

幾
人
興
悲
咤　
　
　
　
　

幾
人
か　

悲
咤
を
興お

こ

さ
ん

西
隣
老
牧
師　
　
　
　
　

西
隣
の
老
牧
師

惻
然
開
廣
舎　
　
　
　
　

惻
然
と
し
て
広
舎
を
開
く

冒
死
扶
創
痍　
　
　
　
　

死
を
冒
し
て
創
痍
せ
し
も
の
を
扶
け
ん
と
す
る
も

彈
丸
紛
四
射　
　
　
　
　

弾
丸
は
紛
と
し
て
四
射
す

賴
君
人
道
存　
　
　
　
　

君
に
頼
っ
て
人
道
は
存
す

含
涕
何
能
謝　
　
　
　
　

涕
を
含
ん
で
何
ぞ
能
く
謝
さ
ん

　

右
は
「
囲
城
」
の
第
二
首
後
半
の
八
句
で
あ
る
。
行
く
あ
て
を
失
っ
て
さ
ま
よ
う
大
勢
の
人
び
と
を
見
て
も
、
他
人
事
の
よ
う
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に
し
て
憐
憫
の
情
を
も
よ
お
す
者
と
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
年
老
い
た
牧
師
が
教
会
を
開
放
し
て
、
弾
丸
が

飛
び
交
う
中
で
、
負
傷
者
の
救
護
に
あ
た
っ
て
い
る
。
呉
芳
吉
は
、
こ
う
し
て
人
の
道
が
行
わ
れ
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し

て
、
貴
方
の
お
か
げ
で
人
道
は
失
わ
れ
な
い
の
で
す
、
目
頭
は
熱
く
な
る
が
ど
の
よ
う
に
感
謝
し
た
ら
よ
い
も
の
か
と
、
牧
師
へ

の
深
い
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
。

　

「
囲
城
」
は
五
言
詩
四
首
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
各
首
で
句
数
が
異
な
っ
て
い
て
、
第
一
首
と
第
三
首
は
十
二
句
、
第
二
首

は
十
六
句
、
第
四
首
は
十
四
句
と
な
っ
て
い
る
。
内
容
に
つ
い
て
い
え
ば
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
第
二
首
と
第
三
首
は
西
安
の

街
の
状
況
に
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
り
、
第
一
首
と
第
四
首
は
自
ら
の
日
常
と
感
懐
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

「
囲
城
」
第
四
首
の
冒
頭
八
句
に
お
い
て
、
呉
芳
吉
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
詠
じ
て
い
る
。

隨
遇
不
愁
歸　
　
　
　
　

遇
に
随
い
て
帰
す
る
こ
と
を
愁
え
ず

忘
生
不
畏
死　
　
　
　
　

生
を
忘
れ
て
死
を
畏
れ
ず

四
海
既
銷
兵　
　
　
　
　

四
海　

既
に
兵
を
銷
す
も

三
秦
禍
無
止　
　
　
　
　

三
秦　

禍
い
止
む
こ
と
無
し

戰
亂
奈
我
何　
　
　
　
　

戦
乱　

我
を
奈
何
せ
ん

安
知
非
天
使　
　
　
　
　

安
く
ん
ぞ
知
ら
ん　

天
の
使

し
か
ら
しむ

る
に
非
ざ
る
を

使
我
察
吾
民　
　
　
　
　

我
を
し
て
吾
が
民
を
察
せ
し
め

爲
民
鳴
疾
痏　
　
　
　
　

民
の
為
に
疾し

つ

痏い

を
鳴
ら
さ
し
む

　

籠
城
戦
の
窮
迫
し
た
状
況
に
あ
っ
て
は
、
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
余
裕
も
な
く
、
死
ぬ
こ
と
を
愁
え
た
り
、
畏
れ
た
り
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す
る
こ
と
も
な
い
。
国
内
で
は
兵
火
が
止
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
に
、
こ
こ
西
北
で
は
な
お
も
軍
事
衝
突
が
続
い
て
い
る
。
し
か

し
戦
乱
も
わ
た
し
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
天
に
よ
っ
て
使
命
を
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
言
え
な
い
の
だ
か
ら
。
わ

た
し
に
は
人
び
と
の
様
子
を
心
に
と
め
て
そ
の
苦
し
み
を
代
弁
す
る
役
目
が
あ
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
囲
城
」
詩
に
お
い
て
、
呉
芳
吉
は
、
籠
城
戦
の
た
め
に
難
渋
を
極
め
て
い
る
人
び
と
に
視
線
を
向
け
て
、
そ

の
苦
し
み
を
訴
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
を
果
た
す
た
め
で
あ
る
と
の
認
識
、
す
な
わ
ち
使
命
感
に
基
づ

く
も
の
な
の
で
あ
る
。

二　

「
壯
歳
詩
」

　

呉
芳
吉
の
囲
城
詩
連
作
の
な
か
で
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
が
「
壯
歳
詩
」
で
あ
る
。「
壯
歳
詩
」
は
以
下
に
引
く
序

の
あ
と
に
、
三
言
、
四
言
、
五
言
、
六
言
、
七
言
、
九
言
、
十
一
言
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
字
数
に
よ
る
五
百
を
数
え
る
句
を
続
け
る

長
大
な
詩
篇
で
あ
る
。

　

民
國
十
五
年
丙
寅
五
月
二
十
一
日
、
吾
れ
三
十
の
生
期
爲
り
。
時
に
方
に
長
安
の
囲
城
に
因
っ
て
生
死
料
り
難
し
。
其
の
苟

安
な
る
に
趁

じ
よ
う

じ
、
感
じ
て
此
れ
を
賦
す
。
天
命
未
だ
終
わ
ら
ず
ん
ば
、
應
に
恙
無
き
を
獲
べ
し
。

も

し
不
諱
有
ら
ば
、
此
れ
最

後
の
一
息
と
爲
さ
ん
。 

（
民
國
十
五
年
丙
寅
五
月
二
十
一
日
、吾
爲
三
十
生
期
。
時
方
因
長
安
圍
城
、生
死
難
料
。
趁
其
苟
安
、感
而
賦
此
。
天
命
未
終
、

應
獲
無
恙
。

有
不
諱
、
此
爲
最
後
一
息

）
4
（

。）
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序
に
よ
れ
ば
、呉
芳
吉
が
「
壮
歳
詩
」
を
書
い
た
の
は
、民
国
十
五
（
一
九
二
六
）
年
の
五
月
二
十
一
日
（
新
暦
六
月
三
十
日
）

で
あ
る
。
而
立
の
齢
を
迎
え
た
呉
芳
吉
は
、劉
鎮
華
軍
に
よ
る
西
安
包
囲
の
た
め
に
、明
日
を
も
知
れ
ぬ
危
う
い
状
況
に
陥
っ
た
。

そ
の
感
慨
を
う
た
っ
た
の
が
「
壮
歳
詩
」
で
あ
っ
て
、
戦
闘
が
膠
着
状
態
に
あ
る
間
に
書
き
あ
げ
た
。
天
命
が
尽
き
る
な
ら
ば
こ

れ
が
絶
筆
と
な
ろ
う
と
い
う
、
悲
壮
な
覚
悟
の
も
と
に
詩
作
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

天
遣
呉
生
鳴
不
平　
　
　
　
　
　

天　

呉
生
を
し
て
不
平
を
鳴
ら
さ
遣
め
ん
と

單
騎
冒
險
來
西
京　
　
　
　
　
　

単
騎　

険
を
冒
し
て
西
京
に
来
た
ら
し
む

於
時
呉
生
年
方
壯　
　
　
　
　
　

時
に
於
い
て
呉
生　

年
方
に
壮
た
り

精
神
瀰
滿
血
洋
盈　
　
　
　
　
　

精
神
は
瀰
満
し
て
血
は
洋
盈
す

私
鬭
連
年
不
解
兵　
　
　
　
　
　

私
闘　

連
年　

兵
を
解
か
ず

饑
荒
三
月
困
圍
城　
　
　
　
　
　

飢
荒　

三
月　

城
を
囲
む
に
困
し
む

奇
冤
無
盡
人
無
數　
　
　
　
　
　

奇
冤
は
尽
く
る
こ
と
無
く　

人
は
数
う
る
無
し

明
知
此
身
難
保
不
合
死
呑
聲　
　

明
ら
か
に
知
る　

此
の
身
は
保
ち
難
き
も
合ま

さ

に
死
し
て
声
を
呑
む
べ
か
ら
ざ
る
を

　

詩
の
冒
頭
八
句
は
、
平
声
庚
の
韻
を
用
い
て
、
こ
の
詩
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
述
べ
る
。
さ
き
に
見
た
「
囲
城
」

詩
第
四
首
で
、
天
が
「
我
を
し
て
吾
が
民
を
察
せ
し
め
、
民
の
為
に
疾
痏
を
鳴
ら
さ
し
む
」
と
詠
じ
た
呉
芳
吉
は
、
こ
こ
で
も
、

三
十
歳
の
男
ざ
か
り
で
あ
り
、「
精
神
は
瀰
満
し
て
血
は
洋
盈
」
し
て
い
る
自
ら
が
、
天
に
遣
わ
さ
れ
て
西
安
に
到
来
し
た
上
は
、

た
と
え
生
命
に
危
険
が
及
ん
だ
と
し
て
も
声
を
あ
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
い
、
知
識
人
と
し
て
の
使
命
感
に
基
づ
い
て

民
衆
の
苦
し
み
を
代
弁
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
を
示
し
て
い
る
。
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呉
芳
吉
の
「
自
訂
年
表
」
民
国
十
五
年
丙
寅
三
月
初
四
日
の
項
に
は
、
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

　

呉
佩
孚　

劉
鎮
華
を
遣
わ
し
て
西
安
に
寇あ

だ

せ
ん
と
、
十
師
の
兵
力
を
以
て
城
を
囲
ま
し
む
。
陜
西
督
弁
李
雲
龍
・
師
長
楊
忠

敗
兵
五
千
人
を
集
め
て
城
に
憑
っ
て
之
を
禦
ぐ
。
是
れ
自
り
二
百
三
十
日
を
歴
て
、
日
と
し
て
戦
い
の
中
に
在
ら
ざ
る
無
し
。

　

（
呉
佩
孚　

遣
劉
鎮
華
寇
西
安
、
以
十
師
兵
力
圍
城
。
陜
西
督
辦
李
雲
龍
、
師
長
楊
忠
、
集
敗
兵
五
千
人
憑
城
禦
之
。
自
是

歷
二
百
三
十
日
、
無
日
不
在
戰
中

）
5
（

。）

　

さ
き
に
も
述
べ
た
が
、
直
隷
軍
閥
の
呉
佩
孚
が
、
馮
玉
祥
を
打
倒
す
べ
く
、
劉
鎮
華
に
十
個
師
団
を
率
い
さ
せ
て
西
安
攻
略
に

向
か
わ
せ
た
。
対
す
る
馮
玉
祥
麾
下
の
国
民
軍
は
、
河
南
か
ら
敗
走
し
て
き
た
李
虎
臣
（
李
雲
龍
）
の
部
隊
に
加
え
て
、
陝
北
に

屯
し
て
い
た
楊
虎
城
（
楊
忠
）
の
部
隊
が
西
安
に
入
城
し
、
合
わ
せ
て
五
千
人
が
西
安
の
守
備
に
つ
い
て
い
た
。

　

旧
暦
の
三
月
四
日
に
包
囲
戦
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
、
国
民
軍
の
孫
良
誠
に
よ
っ
て
包
囲
網
が
解
か
れ
る
旧
暦
十
月
二
十
四
日
ま

で
、
じ
つ
に
二
百
三
十
日
も
の
長
き
に
渡
っ
て
、
西
安
の
住
民
は
籠
城
の
辛
酸
を
嘗
め
つ
く
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

「
壮
歳
詩
」
は
籠
城
戦
に
入
っ
て
三
カ
月
目
に
作
ら
れ
て
い
て
、
第
六
句
に
「
飢
荒
三
月
」
と
あ
る
の
は
、
旧
暦
三
月
四
日
か

ら
五
月
二
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

萑
苻
此
土
尤
猖
獗　
　
　
　
　

萑
苻　

此
の
土
に
尤
も
猖
獗

當
中
兩
虎
聲
赫
赫　
　
　
　
　

当
中　

両
虎　

声
赫
赫
た
り

恃
城
死
守
足
風
威　
　
　
　
　

城
を
恃
ん
で
死
守
し
て
風
威
足
る

二
十
萬
人
非
所
惻　
　
　
　
　

二
十
万
人
は
惻

あ
わ
れ

む
所
に
非
ず
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詩
は
第
二
十
七
句
か
ら
西
安
城
に
た
て
こ
も
る
軍
隊
へ
の
批
判
に
転
じ
る
。
右
は
入
声
陌
の
韻
お
よ
び
職
の
韻
を
用
い
た
七
言

の
四
句
で
あ
る
。
匪
賊
は
こ
の
西
北
の
地
で
猖
獗
を
き
わ
め
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
李
虎
臣
・
楊
虎
城
の
名
声
は
響
き
わ
た
っ

て
い
る
。
こ
の
両
人
は
威
勢
よ
く
西
安
城
を
死
守
す
る
構
え
を
見
せ
て
い
る
が
、
城
内
二
十
万
人
の
住
民
を
憐
れ
に
思
う
気
持
ち

な
ど
さ
ら
さ
ら
無
い
の
だ
。

　

呉
芳
吉
は
、
西
安
の
守
備
に
あ
た
る
国
民
軍
の
部
隊
を
「
萑
苻
」
と
呼
ん
で
賊
軍
と
見
な
し
、
指
揮
官
の
二
人
が
住
民
の
苦
し

み
に
目
を
向
け
よ
う
と
も
し
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
続
け
て
、
五
言
、
六
言
、
七
言
の
そ
れ
ぞ
れ
一
段
を
置
い
て
西
北
に
お
け
る
軍
閥
の
非
道
ぶ
り
を
述
べ
た
後
、
今
度
は

去
声
の
韻
字
を
用
い
た
四
言
六
句
を
用
い
て
街
頭
の
具
体
的
な
描
写
に
移
る
。

行
者
側
目　
　
　
　
　

行
く
者
は
目
を
側
め

居
者
濳
歎　
　
　
　
　

居
る
者
は
潜
か
に
歎
ず

家
無
壯
男　
　
　
　
　

家
に
壮
男
無
く

驅
婦
掘
塹　
　
　
　
　

婦
を
駆
っ
て
塹
を
掘
ら
し
む

盎
無
斗
儲　
　
　
　
　

盎
に
斗
儲
無
く

當
餐
送
飯　
　
　
　
　

餐
に
当
た
っ
て
飯
を
送
る

）
6
（

　

道
を
行
く
者
も
家
に
居
る
者
も
、
表
立
っ
て
窮
状
を
訴
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
嘆
く
ば
か
り
で
あ
る
。
働
き
盛
り
の
男
は

兵
士
や
軍
属
と
し
て
徴
発
さ
れ
て
し
ま
い
、
女
手
ま
で
借
り
て
塹
壕
を
掘
ら
せ
て
い
る
。
籠
城
が
長
引
い
て
糧
食
も
尽
き
よ
う
と

し
て
お
り
、
篤
志
家
が
送
っ
て
く
れ
る
食
料
が
頼
り
で
あ
る
。
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こ
の
後
、
五
言
六
句
を
挾
ん
で
、「
南
城
東
闕
、
情
何
ぞ
惨
憺
た
る
」
と
再
び
四
言
二
句
を
置
き
、
続
け
て
や
は
り
去
声
の
韻

字
を
用
い
て
五
言
の
句
を
連
ね
て
い
く

）
7
（

。

盡
室
駐
大
兵　
　
　
　
　

尽
室　

大
兵
を
駐
め

深
宵
驚
激
戰　
　
　
　
　

深
宵　

激
戦
に
驚
く

堂
前
隨
馬
溲　
　
　
　
　

堂
前　

馬
の
溲

い
ば
り

す
る
に
随
い

酒
後
索
人
玩　
　
　
　
　

酒
後　

人
を
索
め
て
玩
ぶ

閨
女
逃
不
得　
　
　
　
　

閨
女
は
逃
れ
ん
と
し
て
得
ず

蒼
黄
枯
井
踐　
　
　
　
　

蒼
黄
と
し
て
枯
井
に
践ふ

む

兼
旬
失
所
依　
　
　
　
　

兼
旬　

依
る
所
を
失
い

委
棄
復
何
算　
　
　
　
　

委
棄
さ
れ
て
復
た
何
ぞ
算
え
ん

鼓
角
滿
城
頭　
　
　
　
　

鼓
角
は
城
頭
に
満
ち

黄
昏
歸
鳥
喚　
　
　
　
　

黄
昏
に
帰
鳥
は
喚な

く

頃
刻
難
民
集　
　
　
　
　

頃
刻
に
し
て
難
民
集
ま
り

哭
聲
四
五
萬　
　
　
　
　

哭
声　

四
五
万

　

あ
ら
ん
限
り
の
部
屋
に
は
兵
士
が
駐
在
し
、
激
し
い
戦
い
に
深
夜
で
も
目
を
覚
ま
さ
せ
ら
れ
る
。
建
物
の
前
で
は
馬
が
小
便
の

し
放
題
、
酒
を
飲
む
と
女
性
は
い
な
い
か
と
探
し
て
相
手
を
さ
せ
る
。
良
家
の
娘
は
逃
れ
よ
う
と
す
る
が
間
に
合
わ
ず
に
大
慌
て

で
枯
れ
井
戸
に
隠
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
続
く
と
頼
れ
る
先
も
な
く
な
っ
て
見
捨
て
ら
れ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
る
。
軍
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鼓
や
角
笛
の
音
は
城
じ
ゅ
う
に
響
き
わ
た
り
、
黄
昏
時
に
は
巣
に
帰
る
鳥
の
声
も
喧
し
い
。
そ
の
頃
に
な
る
と
行
く
あ
て
の
な
い

人
び
と
が
集
ま
っ
て
き
て
、
四
、五
万
も
の
人
び
と
の
泣
き
叫
ぶ
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

　

こ
れ
に
続
く
五
言
四
句
の
後
、
今
度
は
七
言
に
転
じ
て
、
次
に
引
用
す
る
十
二
句
で
は
平
声
尤
の
韻
を
用
い
て
、
飛
来
す
る
砲

弾
の
下
で
、
街
の
人
び
と
が
息
を
潜
め
て
無
事
を
祈
る
さ
ま
や
負
傷
し
て
も
病
院
で
手
当
て
も
受
け
ら
れ
ず
、
死
ん
で
も
ひ
つ
ぎ

す
ら
確
保
で
き
な
い
悲
惨
き
わ
ま
り
な
い
状
況
を
訴
え
る
。

城
下
朝
朝
戰
不
休　
　
　

城
下　

朝
に
朝
に　

戦
っ
て
休
ま
ず

一
聲
礮
響
萬
家
愁　
　
　

一
声
の
砲
響　

万
家
愁
う

巨
彈
如
潮
何
處
避　
　
　

巨
弾
は
潮
の
如
く　

何
れ
の
処
に
か
避
け
ん

各
祈
飛
墮
遠
天
頭　
　
　

各
お
の
お
のは

祈
る　

飛
ん
で
遠と

天お

頭く

に
堕
ち
ん
こ
と
を

東
牆
倒
過
西
牆
陬　
　
　

東
牆
は
倒
れ
て
西
牆
の
陬す

み

に
過
ぎ

大
樹
摧
同
小
樹
蹂　
　
　

大
樹
は
摧
か
れ
て
小
樹
と
同と

も

に
蹂
ま
る

却
忘
生
命
不
如
蟻　
　
　

却
っ
て
生
命
を
忘
れ
る
こ
と
蟻
に
如
か
ず

過
後
相
逢
笑
語
悠　
　
　

過
ぎ
て
後
相
逢
う
て
笑
い
語
る
こ
と
悠
た
り

鄰
兒
傷
重
獨
懼
憂　
　
　

隣
児　

傷
重
く
独
り
懼
れ
憂
う

治
療
安
頓
兩
無
由　
　
　

治
療
・
安
頓　

両
つ
な
が
ら
由
無
し

幾
家
病
院
屍
盈
滿　
　
　

幾
家
の
病
院
に
屍
盈
滿
つ

二
寸
桐
棺
軍
扣
留　
　
　

二
寸
の
桐
棺
も
軍
は
扣
留
す
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西
安
の
城
下
で
は
毎
朝
の
よ
う
に
戦
い
が
あ
り
、
大
砲
の
音
が
響
く
と
街
じ
ゅ
う
が
不
安
に
お
の
の
く
。
砲
弾
は
打
ち
寄
せ
る

潮
の
よ
う
に
飛
ん
で
き
て
避
け
る
術
も
な
く
、
た
だ
遠
く
に
墜
ち
て
く
れ
と
祈
る
ば
か
り
。
塀
は
倒
れ
て
反
対
側
に
ま
で
倒
れ
、

大
き
な
木
も
砕
か
れ
て
小
さ
な
木
と
同
じ
よ
う
に
踏
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
も
生
き
て
い
る
実
感
が
な
く
な
れ
ば
蟻
の
方
が

ま
だ
ま
し
で
、
砲
声
が
お
さ
ま
っ
て
知
り
合
い
に
行
き
逢
う
と
何
事
も
な
か
っ
た
こ
と
を
喜
び
あ
う
。
隣
家
の
子
ど
も
が
重
い
傷

を
負
っ
て
も
心
配
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
治
療
の
方
法
も
安
静
に
さ
せ
て
お
く
場
所
も
見
当
た
ら
な
い
。
病
院
は
運
び
込
ま
れ

た
屍
で
い
っ
ぱ
い
だ
し
、
小
さ
な
棺
桶
で
す
ら
軍
が
差
し
押
さ
え
て
い
る
。

　

こ
の
後
、
五
言
四
句
、
六
言
十
四
句
を
挟
ん
で
、「
蓮
花
池
、
喇
嘛
寺
、
幾
た
り
の
冤
魂
、
此
こ
に
棄
て
置
か
る
、
夜　

啾
啾

た
り　

鬼
市
に
聆き

く
」（
蓮
花
池
、
喇
嘛
寺
、
幾
冤
魂
、
此
棄
置
、
夜
啾
啾
兮
聆
鬼
市
）
と
、
無
辜
の
民
が
殺
さ
れ
て
そ
の
屍
が

蓮
花
池
や
喇
嘛
寺
に
打
ち
捨
て
ら
れ
る
さ
ま
に
対
す
る
悲
し
み
と
怒
り
を
、
詩
の
調
子
を
転
換
し
な
が
ら
表
わ
す
と
、
こ
れ
に
続

け
て
今
度
は
七
言
六
十
句
を
並
べ
て
、
城
は
守
っ
て
も
、
民
を
守
ろ
う
と
は
し
な
い
李
・
楊
軍
の
残
虐
を
非
難
す
る
。

作
戰
爲
民
辛
苦
多　
　
　

戦
い
を
作
し
て
民
の
為
に
辛
苦
多
く

票
括
錢
屬
正
義　
　
　

票
括
錢　

正
義
に
属
す

但
云
通
敵
肆
捕
捉　
　
　

但
だ
云
う　

敵
に
通
ず
る
は
肆
に
捕
捉
せ
ん

但
云
藏
奸
私
處
治　
　
　

但
だ
云
う　

奸
を
蔵
す
る
は
私
に
処
治
せ
ん

但
云
厝
薪
當
藉
没　
　
　

但
だ
云
う　

薪
を
厝お

く
は
当
に
藉
り
て
没
す
べ
し

但
云
儲
米
成
罪
戻　
　
　

但
だ
云
う　

米
を
儲
え
る
は
罪
戻
と
成
さ
ん

煌
煌
禁
令
槍
空
發　
　
　

煌
煌
と
し
て
槍
の
空
し
く
発
す
る
を
禁
令
す
る
も

街
頭
瞄
準
擊
人
戲　
　
　

街
頭
に
瞄
準
し
て
人
を
撃
っ
て
戯
る
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民
の
為
に
戦
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
人
さ
ら
い
を
し
て
身
代
金
を
せ
び
っ
て
も
そ
れ
は
正
義
だ
と
言
う
。し
か
し
民
に
対
し
て
は
、

内
通
す
れ
ば
捕
縛
す
る
ぞ
、
内
通
者
を
匿
え
ば
処
罰
す
る
ぞ
、
薪
を
持
っ
て
い
る
と
没
収
す
る
ぞ
、
米
を
蓄
え
て
い
る
と
罪
に
問

う
ぞ
と
言
う
。
む
や
み
に
発
砲
す
る
こ
と
ま
か
り
な
ら
ぬ
と
お
達
し
を
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
街
頭
で
は
兵
士
が
遊
び
半
分
で
人

を
狙
っ
て
銃
を
撃
つ
。

　

こ
の
後
も
、
七
言
の
句
を
基
調
に
し
つ
つ
も
、
三
言
や
四
言
、
五
言
、
六
言
、
九
言
な
ど
の
句
を
交
え
て
長
短
の
変
化
を
つ
け

な
が
ら
、
軍
閥
の
非
道
と
民
の
惨
状
を
綴
っ
て
い
る
。
三
百
句
を
越
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
籠
城
戦
が
始
ま
る
前
の
西
安
の
美
し
い

風
景
の
描
写
に
転
じ
る
。

憶
昨
長
安
春
早　
　
　
　

昨さ
き

の
長
安
の
春
早
き
を
憶
う
に

寒
食
初
度　
　
　
　
　
　

寒
食
初
め
て
度わ

た

る

微
雲
太
白
天　
　
　
　
　

微
雲　

太
白
の
天

芳
草
樊
川
路　
　
　
　
　

芳
草　

樊
川
の
路

走
馬
韋
曲　
　
　
　
　
　

韋
曲
に
馬
を
走
ら
せ

行
歌
灞
杜　
　
　
　
　
　

灞
杜
に
行
歌
す

徑
入
少
陵
之
居　
　
　
　

径
は
少
陵
の
居
に
入
り
て

花
發
玄
奘
之
墓　
　
　
　

花
は
玄
奘
の
墓
に
発ひ

ら

く

白
雪
疊
乎
千
峯　
　
　
　

白
雪
は
千
峯
に
畳か

さ

な
り

紅
桃
明
逾
萬
樹　
　
　
　

紅
桃
は
明
ら
か
に
万
樹
を
逾
ゆ

溪
田
碎
若
琉
璃　
　
　
　

渓
田
は
砕
け
て
琉
璃
の
若
く
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石
瀨
羣
棲
鵷
鷺　
　
　
　

石
瀬
は
群
れ
て
鵷
鷺
棲
む

）
8
（

　

呉
芳
吉
が
西
北
大
学
の
教
授
と
な
っ
て
初
め
て
西
安
に
入
っ
た
の
は
、
一
九
二
五
年
七
月
末
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
西
安
も

平
穏
で
あ
り
、
西
北
大
学
の
授
業
も
多
く
な
か
っ
た
の
で
、
秋
か
ら
翌
春
に
か
け
て
近
郊
の
名
所
旧
跡
を
訪
ね
て
ま
わ
っ
た

）
9
（

。
太

白
山
を
望
み
、
樊
川
や
灞
水
、
韋
曲
に
遊
び
、
杜
甫
の
故
居
や
玄
奘
の
墓
を
訪
れ
た
。

　

そ
の
時
に
は
、
雪
を
い
た
だ
い
た
山
々
も
、
紅
い
桃
の
花
も
鮮
や
か
で
あ
っ
た
し
、
日
の
光
を
受
け
て
輝
く
棚
田
も
鷺
が
群
れ

る
浅
瀬
も
美
し
か
っ
た
。

　

こ
の
後
は
、
や
は
り
さ
ま
ざ
ま
な
字
数
の
句
を
用
い
て
長
短
の
変
化
を
求
め
な
が
ら
、
美
し
か
っ
た
西
安
の
荒
廃
ぶ
り
を
嘆
く

一
段
を
置
く
。

我
來
恨
晩　
　
　
　
　
　

我
来
た
る
こ
と
晩
き
を
恨
み

猶
及
良
宵　
　
　
　
　
　

猶
お
良
宵
に
及
ぶ

經
茲
戰
亂　
　
　
　
　
　

茲
の
戦
乱
を
経
て

赤
土
空
郊　
　
　
　
　
　

土
を
赤
く
し
郊
を
空
し
く
す

　

古
都
長
安
の
面
影
を
訪
ね
て
皇
帝
や
文
人
た
ち
ゆ
か
り
の
地
を
巡
っ
て
い
た
呉
芳
吉
に
は
、ま
だ
訪
れ
て
い
な
い
場
所
が
あ
り
、

一
度
行
っ
た
場
所
で
も
再
び
訪
れ
て
み
た
い
気
持
ち
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
こ
の
戦
闘
に
よ
っ
て
焦
土
と
化
し
て
し
ま
っ

た
。
古
都
の
面
影
を
偲
ぶ
よ
す
が
を
失
っ
た
無
念
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

詩
の
結
び
を
迎
え
る
と
こ
ろ
で
、
呉
芳
吉
の
筆
は
一
転
し
て
、
郷
里
な
ら
び
に
家
族
に
向
け
ら
れ
る
。
上
声
の
韻
を
用
い
て
、
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途
中
に
九
言
二
句
を
挟
み
、
七
言
二
十
四
句
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
決
意
を
表
明
す
る
。

兩
地
兵
戈
無
時
了　
　
　
　
　

両
地
の
兵
戈　

了
る
時
無
く

蜀
黔
邊
釁
復
騒
攪　
　
　
　
　

蜀
黔
の
辺
釁き

ん　

復
た
騒
攪
す

自
從
春
暮
絶
交
通　
　
　
　
　

春
の
暮
れ
自

よ

従
り
交
通
絶
え
て

不
知
猜
我
猶
完
好　
　
　
　
　

知
ら
ず　

我
猶
お
完
く
好
し
と
猜は

か

る
を

　

軍
閥
の
戦
闘
は
止
む
こ
と
な
く
、
四
川
と
貴
州
の
境
で
も
不
穏
な
動
き
が
あ
る
。
包
囲
戦
が
は
じ
ま
っ
た
春
の
終
わ
り
か
ら
は

交
通
も
途
絶
え
て
、
郷
里
の
家
族
は
わ
た
し
が
無
事
で
い
る
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
家
族
に
思
い
を
馳
せ
た
呉
芳
吉
は
、
眼

前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
軍
閥
の
無
道
と
人
び
と
の
窮
乏
と
に
対
し
て
、自
ら
の
な
す
べ
き
こ
と
を
改
め
て
は
っ
き
り
と
宣
言
す
る
。

安
能
坐
視
世
風
頽　
　
　
　
　

安
く
ん
ぞ
能
く
世
風
の
頽す

た

れ
る
を
坐
視
し

歎
息
空
悲
徒
自
保　
　
　
　
　

歎
息
し
て
空
し
く
悲
し
み
徒

い
た
ず
らに

自
ら
保
た
ん

當
爲
吾
親
繼
志
業　
　
　
　
　

当
に
吾
が
親
の
為
に
志
業
を
継
ぐ
べ
し

當
爲
吾
妻
慰
愠
懊　
　
　
　
　

当
に
吾
が
妻
の
為
に
愠

う
ら
み

懊な
や
みを

慰
め
る
べ
し

當
爲
吾
兒
達
才
姿　
　
　
　
　

当
に
吾
が
児
の
為
に
才
姿
を
達
せ
し
む
る
べ
し

當
爲
吾
友
敷
文
藻　
　
　
　
　

当
に
吾
が
友
の
為
に
文
藻
を
敷
く
べ
し

當
爲
吾
民
作
喉
舌　
　
　
　
　

当
に
吾
が
民
の
為
に
喉
舌
と
作な

る
べ
し

當
爲
先
型
述
儀
表　
　
　
　
　

当
に
先
型
の
為
に
儀
表
を
述
ぶ
べ
し

）
10
（
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世
の
風
潮
が
廃
れ
る
の
を
傍
観
す
る
ば
か
り
で
、
た
だ
た
め
息
を
つ
き
自
分
だ
け
が
無
事
で
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
親
の

志
は
継
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
妻
の
不
安
は
慰
め
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
子
の
才
能
は
伸
ば
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
友
人
の

た
め
に
い
い
文
章
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
び
と
に
代
わ
っ
て
も
の
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
理
想
と
さ
れ
て
き
た

も
の
の
た
め
に
規
範
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

家
族
か
ら
は
じ
ま
っ
て
友
人
、
民
衆
へ
と
放
射
状
に
ひ
ろ
が
る
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
力
を
尽
く
す
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
自
ら

の
使
命
で
あ
る
と
呉
芳
吉
は
表
明
し
て
い
る
の
だ
。

三　

義
憤
と
使
命
感

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
呉
芳
吉
は
、
周
囲
に
あ
る
人
び
と
の
苦
し
み
を
見
て
義
憤
を
覚
え
、
彼
ら
に
代
わ
っ
て
苦
衷
を

訴
え
る
こ
と
を
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
。
周
囲
に
あ
る
人
び
と
と
は
、
家
族
、
友
人
、
民
衆
と
、
自
ら

を
中
心
と
す
る
大
小
の
同
心
円
に
存
在
す
る
人
び
と
の
こ
と
で
あ
り
、
呉
芳
吉
は
直
接
、
間
接
の
関
係
を
も
つ
人
び
と
の
た
め
に

自
ら
の
力
を
尽
く
そ
う
と
し
た
人
道
主
義
者
で
あ
り
、
正
義
の
人
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
彼
に
こ
の
よ
う
な
使
命
感
を
抱
か
せ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
以
下
に
、
呉
芳
吉
の
経
歴
を
参
照
し
な
が
ら
、
こ

の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

）
11
（

。

　

呉
芳
吉
は
、
一
八
九
六
（
光
緒
二
十
二
）
年
の
旧
暦
五
月
二
十
一
日
に
重
慶
で
生
ま
れ
た
。
本
籍
は
同
じ
く
四
川
の
江
津
県
で

あ
る
。
父
親
は
重
慶
で
商
売
を
し
て
い
た
が
失
敗
し
、
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
て
投
獄
さ
れ
た
。
呉
芳
吉
は
母
親
と
と
も
に
江
津
県

の
伯
父
の
世
話
に
な
っ
て
暮
ら
し
を
た
て
た
。

　

苦
し
い
生
活
の
中
で
よ
く
勉
学
に
励
ん
で
、
一
九
一
〇
（
宣
統
二
）
年
に
開
設
さ
れ
た
清
華
学
校
の
一
期
生
と
し
て
入
学
し
た
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が
、
翌
年
、
四
川
出
身
の
同
級
生
が
ア
メ
リ
カ
人
教
師
と
衝
突
し
て
除
籍
さ
れ
た
こ
と
に
抗
議
し
た
と
こ
ろ
、
呉
芳
吉
自
身
も
ま

た
除
籍
の
処
分
を
受
け
た
。

　

謝
罪
文
を
書
け
ば
復
学
が
許
さ
れ
た
が
、
呉
芳
吉
は
そ
れ
を
潔
し
と
せ
ず
、
憤
然
と
し
て
清
華
学
校
を
去
っ
た
。
し
ば
ら
く
北

京
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
一
九
一
三
年
に
は
北
京
を
後
に
し
て
郷
里
に
向
か
っ
た
。
途
中
で
路
用
の
金
が
尽
き
て
し
ま
い
、
湖
北
省

の
宜
昌
か
ら
は
、
物
乞
い
を
し
な
が
ら
徒
歩
で
五
カ
月
も
か
か
っ
て
辿
り
つ
い
た
の
で
あ
っ
た

）
12
（

。

　

一
九
一
五
年
は
、
旱
魃
に
あ
っ
て
郷
里
で
の
暮
ら
し
が
立
ち
行
か
な
く
な
り
、
清
華
学
校
の
同
級
生
で
あ
っ
た
呉
宓
の
紹
介
で

上
海
の
出
版
社
で
働
い
た
り
し
た
が
、
翌
年
、
郷
里
が
軍
閥
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
聞
き
、
家
人
の
身
を
案
じ
て
ま
た
郷
里
に
戻
っ

た
。
そ
の
途
次
、
忠
州
で
間
諜
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
軍
閥
に
捕
ら
え
ら
れ
、
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

）
13
（

。

　

軍
閥
に
生
命
を
脅
か
さ
れ
た
経
験
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
長
沙
で
教
員
を
し
て
い
た
一
九
二
二
年
に
は
、
湖
南
軍
閥
内
で

抗
争
が
発
生
し
て
、
譚
延
闓
が
趙
恒
惕
を
砲
撃
し
た
際
に
、
流
れ
弾
が
呉
芳
吉
の
寓
所
に
し
ば
し
ば
飛
来
し
た

）
14
（

。

　

郷
里
で
暮
ら
す
家
人
の
平
穏
な
生
活
が
か
き
乱
さ
れ
た
の
も
、前
述
の
一
九
一
六
年
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
一
九
二
五
年
に
、

四
川
と
貴
州
の
軍
閥
が
郷
里
を
侵
し
た
時
、
兵
士
が
呉
芳
吉
の
家
人
の
住
ま
い
に
一
月
以
上
も
居
座
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

）
15
（

。

　

呉
芳
吉
は
自
ら
を
苦
し
め
、
家
人
を
苦
し
め
る
、
こ
う
し
た
軍
閥
の
非
道
に
強
い
憤
り
を
覚
え
て
い
た
。
前
に
引
い
た
「
壮
歳

詩
」
で
軍
閥
の
残
虐
を
何
度
も
重
ね
て
述
べ
て
い
る
の
は
、
西
安
囲
城
に
お
い
て
眼
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
悪
辣
な
行
為
へ
の
非

難
で
あ
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
背
景
に
、
自
ら
と
家
人
と
が
か
つ
て
幾
度
も
味
わ
っ
た
辛
酸
と
そ
れ
に
対
す
る

憤
懣
と
が
存
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

呉
芳
吉
は
、
郷
里
を
離
れ
て
北
京
や
上
海
、
長
沙
、
西
安
と
単
身
で
暮
ら
し
て
い
た
た
め
に
、
郷
里
で
暮
ら
す
家
族
を
思
う
気

持
ち
は
強
い
。
ま
し
て
郷
里
は
た
び
た
び
軍
閥
に
脅
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
思
い
は
増
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
呉
芳
吉
は
人
道
主
義
者
で
あ
り
、
正
義
の
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
使
命
感
を
も
っ
て
詩
を
作
っ
た
の
は
、
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幼
少
の
頃
か
ら
彼
自
身
重
ね
て
き
た
貧
し
さ
ゆ
え
の
苦
労
が
あ
り
、
離
れ
て
暮
ら
す
家
族
の
身
を
案
じ
る
気
持
ち
が
あ
っ
て
、
そ

れ
ら
が
根
底
と
な
っ
て
、
し
だ
い
に
周
囲
の
人
び
と
の
境
遇
に
同
情
し
、
も
の
言
え
ぬ
そ
れ
ら
の
人
び
と
に
な
り
代
わ
っ
て
苦
衷

を
述
べ
、
不
平
を
鳴
ら
そ
う
と
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

西
安
の
解
放

　

馮
玉
祥
は
一
九
二
六
年
十
一
月
二
十
八
日
の
日
記
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

劉
郁
芬
の
来
電
に
接
す
。
二
十
七
日
早
四
点
、
我
が
軍　

長
安
を
占
領
す
。
孫
良
誠
・
劉
汝
明
・
方
振
武　

途
を
分
け
て
追

撃
す
、
と
。
噫あ

あ

！　

長
安
の
人
民　

困
し
め
ら
る
る
こ
と
八
月
、
子
を
易
え
て
食
ら
い
、
骸
を
析さ

い
て
爨か

し

ぐ
。
今　

慶
を
得
て

生
を
更

あ
ら
た

む
！　

電
を
聞
き
し
後
、
僅
か
に
軍
事
勝
利
の
為
に
喜
ぶ
の
み
な
ら
ず
、
尤
も
陝
民
の
為
に
賀
す
る
な
り
。 

　

（
接
劉
郁
芬
來
電
、二
十
七
日
早
四
點
、我
軍
占
領
長
安
。孫
良
誠
・
劉
汝
明
・
方
振
武
分
途
追
擊
。噫
！　

長
安
人
民
被
困
八
月
、

易
子
而
食
、
析
骸
而
爨
、
今
得
慶
更
生
矣
！　

聞
電
後
、
不
僅
爲
軍
事
勝
利
喜
、
尤
爲
陝
民
賀
也

）
16
（

。）

　

ソ
連
か
ら
帰
国
し
た
馮
玉
祥
は
、
綏
遠
の
五
原
に
お
い
て
態
勢
を
立
て
直
し
、
九
月
十
七
日
に
、
国
民
軍
を
国
民
連
軍
と
改
称

し
て
国
民
党
に
加
入
し
、
自
ら
国
民
連
軍
総
司
令
に
就
任
す
る
と
表
明
し
た
。
そ
し
て
西
安
の
包
囲
を
解
い
て
陝
西
を
奪
回
す

る
た
め
に
、
配
下
の
部
隊
を
繰
り
出
し
た
。
孫
良
誠
ら
の
部
隊
が
劉
鎮
華
の
軍
を
破
っ
て
西
安
の
囲
み
を
解
い
た
の
は
十
一
月

二
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
百
三
十
日
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
続
い
た
籠
城
が
よ
う
や
く
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

　

「
自
訂
年
表
」
民
国
十
五
年
丙
寅
十
月
に
は
、「
城
中
の
餓
死
者
は
日
び
に
千
人
以
上
に
達
し
、
全
城
戸
口
二
十
万
、
死
者
は
三
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分
の
一
以
上
に
達
す

）
17
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
馮
玉
祥
が
日
記
に
記
し
た
文
章
も
、
あ
な
が
ち
誇
大
な
表
現
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。

　

西
安
を
解
放
し
た
孫
良
誠
の
軍
に
は
、
呉
宓
の
父
が
総
参
議
の
要
職
に
あ
っ
て
、
呉
宓
の
依
頼
を
受
け
て
呉
芳
吉
を
探
し
出
し

て
く
れ
、
郷
里
に
あ
る
両
親
も
呉
宓
の
援
助
で
無
事
で
あ
る
と
知
ら
せ
て
く
れ
た
。
八
カ
月
も
の
間
、
身
動
き
が
と
れ
な
い
中
で

ず
っ
と
気
が
か
り
で
あ
っ
た
両
親
の
無
事
が
わ
か
っ
て
、
呉
芳
吉
は
よ
う
や
く
安
堵
の
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
の
で
あ
っ
た

）
18
（

。

　

長
い
籠
城
戦
が
よ
う
や
く
終
わ
っ
た
喜
び
と
、
清
華
学
校
以
来
何
く
れ
と
な
く
面
倒
を
見
て
く
れ
て
長
兄
と
慕
う
呉
宓
の
父
に

会
え
た
嬉
し
さ
は
、「
長
安
の
囲
は
解
け
、
始
め
て
仲
旂
叔
父
に
馬
師
長
の
軍
次
に
謁
す
」
に
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

馬
公
天
上
飛
將
軍　
　
　

馬
公
は
天
上
の
飛
将
軍

長
安
萬
姓
死
復
生　
　
　

長
安
の
万
姓　

死
し
て
復
た
生
く

十
日
不
來
剩
荒
城　
　
　

十
日
来
ら
ず
ん
ば
荒
城
を
剰あ

ま

さ
ん

吾
叔
参
議
鬼
神
驚　
　
　

吾
が
叔お

じ

の
参
議
た
る
こ
と
鬼
神
も
驚
く

叔
姿
嬌
嬌
鸞
鶴
行　
　
　

叔
の
姿
は
嬌
嬌
と
し
て
鸞
鶴
の
行
く
が
ご
と
く

叔
顔
朗
朗
瓊
瑛
晶　
　
　

叔
の
顔

か
ん
ば
せは

朗
朗
と
し
て
瓊
瑛
の
晶あ

き

ら
か
な
る
が
ご
と
し

聞
叔
所
語
比
蘭
馨　
　
　

叔
の
語
る
所
を
聞
け
ば
蘭
の
馨
り
に
比
し

侍
叔
談
久
忘
骸
形　
　
　

叔
の
談
ず
る
こ
と
久
し
き
に
侍
れ
ば
骸
形
を
忘
る

）
19
（

　

天
兵
を
率
い
て
地
上
に
降
り
立
っ
た
か
の
よ
う
な
馬
将
軍
の
お
か
げ
で
、
長
安
の
市
民
は
九
死
に
一
生
を
得
た
。
あ
と
十
日
来

る
の
が
遅
れ
れ
ば
長
安
は
荒
廃
し
て
し
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
叔
父
上
が
そ
の
軍
の
参
議
で
あ
る
と
は
鬼
神
も
驚
か
ん
ば
か
り
の
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望
外
の
こ
と
。
お
姿
は
鸞
鶴
の
よ
う
に
品
格
が
あ
り
、
お
顔
は
宝
玉
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
。
お
言
葉
は
蘭
の
馨
の
よ
う
に
か
ぐ

わ
し
く
、
お
話
に
聞
き
入
っ
て
い
る
と
我
を
忘
れ
て
し
ま
う
。

　

も
は
や
極
限
状
態
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
た
呉
芳
吉
が
、
生
命
の
危
機
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
得
て
安
堵
し
、
喜
ぶ
気
持
ち
が

率
直
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
塗
炭
の
苦
し
み
か
ら
市
民
を
解
放
し
て
く
れ
た
援
軍
の
中
に
呉
宓
の
父
が
参
議
と
し
て
従
軍
し
、
呉

宓
の
意
を
う
け
て
自
分
を
探
し
出
し
て
く
れ
た
こ
と
に
対
す
る
深
甚
な
感
謝
が
、
そ
の
居
住
ま
い
や
言
動
を
賞
賛
す
る
詩
句
か
ら

ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

こ
う
し
て
よ
う
や
く
日
常
に
平
穏
を
取
り
戻
し
た
呉
芳
吉
の
心
は
、
何
よ
り
も
大
切
な
家
族
に
向
け
ら
れ
て
い
く
。

　

呉
芳
吉
は
、「
鄧
褵
僊
先
生
の
聘
に
報
ず
」
の
冒
頭
で
、「
長
安　

八
月　

血
は
流
れ

あ
ら

い
、
満
市
の
生
霊　

惟た

だ
半
ば
全
き
の

み
（
長
安
八
月
血
流

、
滿
市
生
霊
惟
半
全
）」
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
け
て
、
西
安
の
人
び
と
が
被
っ
た
こ
の
よ
う
な
大

き
な
災
厄
に
改
め
て
思
い
を
い
た
す
一
方
で
、
長
い
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
安
堵
を
郷
里
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
喜
び
に
重
ね

て
、「
飛
鳥
は
旧
林
を
恋
い
、
游
魚
は
故
淵
を
思
う
。
喜
ん
で
我
れ
寐
ぬ
る
能
わ
ず
、
一
た
び
寐
ぬ
れ
ば
飛
仙
と
成
ら
ん
（
飛
鳥

戀
舊
林
、
游
魚
思
故
淵
。
喜
我
不
能
寐
、
一
寐
成
飛
僊
）」
と
、
陶
淵
明
「
園
田
の
居
に
帰
る
」
そ
の
一
を
踏
ま
え
て
詠
じ
て
い

る
）
20
（

。

　

そ
の
郷
里
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
喜
び
を
、
呉
芳
吉
は
「
帰
途
」
十
首
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
わ
し
て
い
る
。

誠
知
此
來
歸　
　
　
　
　

誠
に
知
る　

此こ
の

来た
び

帰
れ
ば

一
家
驚
復
喜　
　
　
　
　

一
家　

驚
き
復
た
喜
ば
ん
こ
と
を

父
聞
我
生
還　
　
　
　
　

父
は
我
れ
生
還
す
と
聞
け
ば

衰
病
忽
離
體　
　
　
　
　

衰
病　

忽
ち
体
を
離
れ
ん
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母
聞
我
生
還　
　
　
　
　

母
は
我
れ
生
還
す
と
聞
け
ば

餐
飯
逾
常
旨　
　
　
　
　

餐
飯　

常
の
旨
さ
を
逾
え
ん

妻
聞
我
生
還　
　
　
　
　

妻
は
我
れ
生
還
す
と
聞
け
ば

晩
妝
凝
涙
理　
　
　
　
　

晩
粧　

涙
の
理
を
凝
ら
さ
ん

兒
聞
我
生
還　
　
　
　
　

児
は
我
れ
生
還
す
と
聞
け
ば

曉
隨
鴉
雀
起　
　
　
　
　

暁
に
鴉
雀
に
随
っ
て
起
き
ん

）
21
（

　

自
分
が
無
事
に
生
き
な
が
ら
え
て
郷
里
に
帰
っ
て
来
る
と
聞
け
ば
、
家
族
は
み
な
驚
喜
す
る
だ
ろ
う
と
家
族
一
人
一
人
の
気
持

ち
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。
父
親
の
病
は
軽
快
す
る
だ
ろ
う
し
、
母
親
は
腕
に
よ
り
を
か
け
て
美
味
し
い
食
事
を
作
っ
て
く
れ
る

だ
ろ
う
。
妻
の
化
粧
を
し
た
顔
に
は
涙
の
痕
が
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
子
は
朝
の
ま
だ
暗
い
う
ち
か
ら
か
ら
起
き
て
待
っ
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

右
に
引
い
た
の
は
「
帰
途
」
第
二
首
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
上
声
薺
の
韻
（
體
）
も
混
じ
っ
て
は
い
る
が
、
偶
数
句
末
に
上
声

紙
の
韻
を
用
い
た
五
言
と
七
言
の
句
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
引
用
し
た
の
は
第
七
句
か
ら
第
十
四
句
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

は
家
族
の
そ
れ
ぞ
れ
が
呉
芳
吉
の
無
事
を
喜
び
、
そ
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
様
子
が
目
に
見
え
る
よ
う
に
謳
わ
れ
て
い
る
。
家
族

の
こ
う
し
た
様
子
は
詩
人
の
想
像
で
あ
る
け
れ
ど
も
、こ
の
想
像
の
根
底
に
は
家
族
一
人
一
人
に
対
す
る
詩
人
の
愛
情
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
方
向
を
変
え
て
家
族
へ
の
思
い
と
な
っ
て
謳
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に



中　裕史

二
一

236

　

呉
芳
吉
は
一
九
三
三
年
に
世
を
去
っ
た
。
ま
だ
三
十
七
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。
そ
の
死
を
悼
み
、そ
の
業
績
を
懐
う
人
び
と
は
、

呉
芳
吉
が
校
長
を
務
め
た
四
川
大
学
に
お
い
て
追
悼
式
を
催
し
た
。
席
上
、李
劼
人
は
次
の
よ
う
に
追
悼
の
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。

　

彼
は
ひ
と
り
の
詩
人
で
あ
り
ま
し
た
が
、
風
を
吟
じ
、
月
を
弄
ん
で
、
さ
し
た
る
こ
と
の
な
い
恨
み
や
愁
い
を
ま
き
散
ら
す

つ
ま
ら
ぬ
詩
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
杜
甫
の
よ
う
に
、
天
を
悲
し
み
人
を
憫
れ
む
心
を
も
ち
、
白
居
易
の
よ
う
に
、
社

会
に
対
す
る
平
易
で
親
し
み
や
す
い
考
え
を
も
ち
、
い
つ
も
国
を
救
い
民
を
救
う
こ
と
を
考
え
、
い
つ
も
民
の
果
て
し
な
い
冤

罪
の
路
に
一
筋
の
ま
っ
す
ぐ
な
道
を
切
り
開
こ
う
と
し
ま
し
た

）
22
（

。

　

さ
き
に
呉
芳
吉
は
人
道
主
義
者
で
あ
り
、
正
義
の
人
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
が
、
李
劼
人
は
独
特
の
言
い
回
し
で
同
じ
こ
と
を
述

べ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
呉
芳
吉
の
詩
に
取
り
組
む
姿
勢
や
そ
の
信
条
の
根
底
を
な
す
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の

か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
家
族
に
対
す
る
深
い
愛
情
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

呉
芳
吉
は
自
ら
の
詩
集
に
『
白
屋
呉
生
詩
稿
』
と
名
付
け
て
い
る
が
、
白
屋
と
は
も
と
も
と
郷
里
の
住
ま
い
を
父
親
が
そ
う
呼

ん
で
い
た
も
の
で
、
呉
芳
吉
が
そ
の
後
各
地
に
移
り
住
ん
だ
時
も
自
分
の
住
ま
い
を
や
は
り
白
屋
と
呼
ん
で
い
た
。
白
屋
と
は
粗

末
な
家
の
意
で
あ
る
が
、
呉
芳
吉
は
そ
う
し
た
父
親
の
心
を
忘
れ
な
い
た
め
に
詩
集
に
こ
の
名
を
冠
し
た
の
で
あ
る

）
23
（

。

　

李
劼
人
が
言
及
し
た
杜
甫
の
詩
に
は
家
族
愛
を
表
現
し
た
作
品
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
白
居
易
も
民
の
苦
し

み
に
目
を
向
け
た
詩
人
で
あ
っ
た
。
呉
芳
吉
の
文
語
詩
を
読
む
時
、
こ
う
し
た
古
代
の
詩
人
の
影
響
を
視
野
に
い
れ
る
こ
と
は
必

要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
内
容
の
面
に
お
け
る
影
響
、
お
よ
び
形
式
の
面
に
お
け
る
影
響
の
双
方
の
点
か
ら
検

討
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
拙
論
で
は
ほ
ん
の
す
こ
し
し
か
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
呉
芳
吉
が
挑
ん
だ

新
た
な
形
式
の
探
索
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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注

（
1
） 
呉
宓
「
呉
芳
吉
伝
」（『
呉
芳
吉
全
集
』（
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
下
巻
、
附
録
に
収
載
）。
呉
宓
（
一
八
九
四
～

一
九
七
八
）
は
陝
西
の
人
。
ア
メ
リ
カ
な
ど
へ
の
留
学
を
経
て
帰
国
後
は
清
華
大
学
な
ど
で
教
鞭
を
と
る
。『
学
衡
』
誌
を
一
九
二
一
年

に
創
刊
。
古
典
主
義
を
提
唱
し
た
。

（
2
） 

『
呉
芳
吉
全
集
』
上
巻
、
巻
一
詩
歌
。

（
3
） 

丁
中
江
『
北
洋
軍
閥
史
話
』（
中
国
友
誼
出
版
公
司
、
一
九
九
二
年
）
第
四
集
、
四
七
〇
～
四
七
二
頁
。

（
4
） 

『
呉
芳
吉
全
集
』
上
巻
、
巻
一
詩
歌
。

（
5
） 

『
呉
芳
吉
全
集
』
上
巻
、
巻
二
散
文
。

（
6
） 

歎
は
翰
、
塹
は
艶
、
飯
は
願
の
韻
で
あ
る
。

（
7
） 

戰
・
踐
は
霰
、
玩
・
算
・
喚
は
翰
、
萬
は
願
の
韻
で
あ
る
。

（
8
） 

去
声
遇
の
韻
を
用
い
る
。
杜
は
上
声
麌
の
韻
字
で
あ
る
が
、
現
代
語
で
は
度
・
路
・
墓
・
樹
・
鷺
と
同
じ
韻
母
を
も
つ
。

（
9
） 

前
に
引
い
た
「
自
訂
年
表
」
に
は
、
民
国
五
年
か
ら
民
国
十
六
年
ま
で
の
間
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
民
国
十
四
年
乙
丑
の

項
に
、「
秋
七
月
十
八
日
、
發
北
京
。（
中
略
）
月
杪
、
安
抵
西
安
。（
中
略
）
大
學
課
少
時
多
、
因
得
於
半
年
以
内
、
遍
游
近
郊
」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 

了
・
表
は
篠
、
攪
・
飽
は
巧
、
好
・
保
・
藻
は
皓
の
韻
で
、
懊
は
去
声
号
の
韻
で
あ
る
。

（
11
） 

劉
樸
「
呉
芳
吉
伝
」（『
呉
芳
吉
全
集
』
附
録
一
伝
記
）
お
よ
び
金
国
永
「
呉
芳
吉
」（
四
川
省
地
方
志
編
纂
委
員
会
省
志
人
物
志
編

輯
組
編
『
四
川
近
現
代
人
物
伝
』
四
川
省
社
会
科
学
院
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
二
六
一
～
二
六
四
頁
）
に
拠
る
。

（
12
） 

「
自
訂
年
表
」
民
国
五
年
丙
辰
の
項
に
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

 

「
初
、
民
國
二
年
再
自
北
京
歸
蜀
、
賴
雲
陽
鄔
君
鏡
蒼
之
助
、
得
至
宜
昌
、
後
乃
沿
江
乞
食
以
行
。
時
當
討
袁
軍
興
、
孑
身
出
入
戰
地
匪
巢
、

歷
時
五
月
、
繞
行
三
千
餘
里
。」

（
13
） 

「
自
訂
年
表
」
民
国
五
年
丙
辰
の
項
に
以
下
の
記
載
が
あ
る
。
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「
聞
朔
寇
張
敬
堯
掠
江
津
而
上
、
家
人
逃
散
、
因
與
（
鄧
）
紹
勤
兼
程
歸
省
。
二
月
初
四
、
自
滬
西
上
、
三
月
三
日
至
忠
州
、
爲
寇
所
虜
、

以
爲
偵
探
、
幾
被
殺
江
干
矣
。
婉
言
得
解
、
竟
於
三
月
十
八
日
抵
家
。」

（
14
） 
「
自
訂
年
表
」
民
国
十
一
年
壬
戌
に
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

 

「
秋
七
月
、
湘
軍
内
訌
。
譚
延
闓
湘
軍
據
岳
麓
礮
擊
長
沙
、
歷
五
十
日
。
流
彈
日
日
至
某
寓
所
。」

（
15
） 

「
自
訂
年
表
」
民
国
十
四
年
乙
丑
の
項
に
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

 

「
夏
四
月
、
川
黔
軍
滋
擾
郷
里
、
亂
兵
迭
駐
家
中
、
經
月
不
去
。
家
人
不
敢
晝
出
、
某
聞
信
歸
。
五
月
十
八
日
抵
家
、
兵
已
退
。」

（
16
） 

中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
編
『
馮
玉
祥
日
記
』（
民
国
名
人
日
記
叢
書
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
第
二
冊
、
一
九
九
二
年
、
二
五
八
頁
）。

（
17
） 

「
自
訂
年
表
」
民
国
十
五
年
丙
寅
十
月
に
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

 

「
二
十
日
後
、
城
中
餓
死
者
日
達
千
人
以
上
、
全
城
戸
口
二
十
萬
、
死
者
達
三
分
之
一
以
上
。」

（
18
） 

「
自
訂
年
表
」
民
国
十
五
年
丙
寅
十
月
に
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

 

「
二
十
四
日
黎
明
、西
北
國
民
第
一
軍
總
指
揮
孫
良
誠
所
部
回
紇
騎
兵
萬
人
入
西
安
。
西
安
圍
解
。
援
軍
總
参
議
、則
長
兄
之
父
仲
旂
公
也
。

命
人
遍
訪
某
之
生
死
下
落
、
知
二
親
有
長
兄
奉
養
、
甘
旨
無
闕
、
懸
心
凡
八
閲
月
至
是
頓
釋
。」

（
19
） 

『
呉
芳
吉
全
集
』
上
巻
、
巻
一
詩
歌
。
こ
の
詩
は
七
言
詩
で
あ
る
が
、
第
六
句
ま
で
は
第
一
句
を
除
く
各
句
末
で
平
声
庚
の
韻
、
第

七
句
か
ら
第
十
二
句
は
各
句
末
で
平
声
青
の
韻
と
い
う
よ
う
に
、
六
句
ご
と
に
韻
を
か
え
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

（
20
） 

『
呉
芳
吉
全
集
』
上
巻
、
巻
一
詩
歌
。

（
21
） 

「
帰
途
」
十
首
そ
の
二
（『
呉
芳
吉
全
集
』
上
巻
、
巻
一
詩
歌
）。

（
22
） 

『
李
劼
人
全
集
』
第
七
巻
散
文
（
四
川
文
芸
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

 

「
他
雖
是
一
個
詩
人
、
但
却
不
是
通
常
吟
風
弄
月
、
抛
撒
點
閑
恨
閑
愁
的
詩
匠
、
而
是
具
有
杜
甫
悲
天
憫
人
的
思
想
、
白
香
山
平
易
近
人

的
社
会
観
念
、
逐
處
要
想
救
国
救
民
、
逐
處
要
想
在
民
衆
悠
悠
的
冤
枉
路
上
開
一
条
直
徑
。」

（
23
） 

「『
白
屋
呉
生
詩
稿
』
編
輯
大
意
」（『
呉
芳
吉
全
集
』
上
巻
、
巻
二
散
文
）。
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A Study of  Wu Fangji 
Mainly on the Poetry in the Siege of  Xi’an

Hiroshi NAKA

Abstract

　 Xi’an （西安） was besieged by the military clique under Wu Peifu （呉佩孚） 
in 1926.  The besieged held the city for two hundred and thirty days.  People in 
Xi’an had great distress and over thirty percent of  the citizen died off  through the 
battles and lack of  food. 
　 Wu fangji （呉芳吉）, as a professor at Xibei （西北） university in Xi’an, 
experienced the terror at first hand.  He wrote poems and complained of  the 
hardship for the people in Xi’an.  At the same time, he blamed the besieged 
for not taking compassion on war refugees.  It is apparent he had a vocation to 
complain about pains and hunger for the people in Xi’an. 
　 What was behind his having such a vocation, I think, he suffered from poverty 
and atrocity by military cliques in his hometown from early childhood.  Wu Fangji 
took care of  his family wherever he was and spread his compassion over the 
people around him, and over the people having great distress for the civil war by 
degrees, like a pebble into a pond.  Wu Fangji was a poet with a strong sense of  
vocation.


