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費禕登仙考

費
禕
登
仙
考―

黄
鶴
楼
と
万
里
橋
の
逸
話
を
め
ぐ
っ
て―

吉　

永　

壮　

介

一　

前
言

　

南
北
朝
時
代
以
来
、
有
数
の
名
勝
と
し
て
文
墨
の
士
の
関
心
を
集
め
て
き
た
黄
鶴
楼
は
、
唐
・
李
吉
甫
『
元
和
郡
県
図
志
』
巻
二
七
「
江
南
道
三
」
に
、

呉
の
黄
武
二
年
（
二
二
三
）
江
夏
に
城き
ず

き
、
以
て
屯と
ん
じ
ゅ戍
の
地
を
安
ん
ず
。
城
の
西
は
大
江
に
臨
み
、
西
南
の
角
は
磯
に
因
り
て
樓
を
爲つ
く

り
、
黄
鶴
樓
と
名
づ

く）
1
（

。

と
見
え
る
よ
う
に
、
そ
の
一
帯
は
三
国
時
代
に
呉
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
付
近
に
は
後
漢
末
の
禰
衡
が
「
鸚
鵡
賦
」
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
鸚
鵡
洲
が

あ
り
、
多
く
の
詩
人
が
そ
の
狂
顛
と
い
う
に
近
い
不
服
従
の
思
想
に
想
い
を
致
し
た）

2
（

。
ま
た
長
江
を
少
し
く
溯
れ
ば
赤
壁
の
古
戦
場
へ
と
通
じ
て
お
り
、
歴
史
懐

古
の
詩
題
を
数
多
く
提
供
す
る
土
壌
と
し
て
申
し
分
無
い
条
件
を
備
え
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
唐
代
以
後
、
数
多
く
の
詠
史
詩
が
詠
ま
れ
る
一
方
で
、

崔
顥
「
黄
鶴
楼
」
を
嚆
矢
と
す
る
仙
人
に
ま
つ
わ
る
詩
も
数
多
く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

黄
鶴
楼
の
仙
人
に
関
す
る
最
も
古
い
伝
承
は
、『
南
斉
書
』
巻
一
五
「
州
郡
下
」
に
見
え
る
次
の
記
述
で
あ
る
。
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夏
口
城
は
黄
鵠
磯
に
據よ

り
、
世
に
傳
う
、
仙
人
子
安
黄
鵠
に
乘
り
て
此
の
上
を
過よ

ぎ
る
な
り
と）

3
（

。

　

こ
の
『
南
斉
書
』
の
仙
人
子
安
を
皮
切
り
に
、
梁
・
任
昉
『
述
異
記
』
は
荀
瓌
の
逸
話
を
記
し
、『
報
恩
録
』
は
辛
子
の
酒
屋
の
逸
話
、
唐
・
閻
伯
理
「
黄
鶴

楼
記
」
所
引
『
図
経
』
は
費
禕
の
名
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
時
代
が
下
る
と
呂
洞
賓
信
仰
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
様
々
な
系
統
の
仙
人
の
逸

話
が
錯
綜
し
て
黄
鶴
楼
の
縁
起
に
仮
託
さ
れ
た
様
は
、
ま
こ
と
に
仙
人
の
ロ
ー
カ
ル
な
小
図
鑑
た
る
観
が
あ
る）

4
（

。

　

こ
れ
ら
黄
鶴
楼
縁
起
の
伝
承
が
語
り
継
が
れ
て
き
た
様
相
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
優
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が）

5
（

、
ひ
と
つ
と
こ
ろ
に
な
ぜ
か
く
も

多
様
な
仙
人
が
宿
り
得
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
黄
鶴
楼
の
立
地
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
黄
鶴
楼
が
位
置
す
る
の
は
長
江
と
漢
水
と
が
合
流
す

る
地
点
、
蜀
か
ら
江
南
へ
と
続
く
水
路
の
中
継
点
で
あ
り
、
用
武
の
地
と
詠
わ
れ
た
荊
州
の
東
部
で
あ
る
。
様
々
な
経
脈
が
幾
重
に
も
折
り
重
な
っ
た
軍
事
・
交

通
の
要
衝
と
し
て
、
人
や
物
資
の
流
通
、
そ
し
て
情
報
が
行
き
交
う
利
便
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
こ
そ
、
系
統
の
異
な
る
様
々
な
仙
人
の
伝
説
を
涵
養
し
た
大
き

な
要
因
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
錯
綜
し
た
逸
話
の
な
か
か
ら
、
本
来
仙
人
に
列
す
る
人
物
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
黄
鶴
楼
伝
説
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
れ
故
に
頻
々
と
し
て
議
論
が

絶
え
な
か
っ
た
費
禕
を
と
り
あ
げ
、
実
在
の
費
禕
像
と
比
較
し
つ
つ
、
深
く
信
仰
さ
れ
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
仙
人
と
し
て
の
費
禕
受
容
の
変
遷
に
つ
い

て
概
観
す
る
。

二　

費
禕
と
黄
鶴
楼

（
1
）『
三
国
志
』
に
見
え
る
史
実
と
し
て
の
費
禕
像

　

費
禕
と
黄
鶴
楼
と
の
関
わ
り
を
た
ど
る
前
に
、
陳
寿
撰
・
裴
松
之
注
『
三
国
志
』
巻
四
四
「
蜀
書
・
費
禕
伝
」
に
よ
っ
て
、
実
在
の
人
物
と
し
て
の
費
禕
の
事

績
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

費
禕
、
字
は
文
偉
、
江
夏
郡
鄳
県
の
人
で
、
三
国
蜀
の
劉
備
・
劉
禅
二
代
に
仕
え
て
録
尚
書
事
・
大
将
軍
に
ま
で
累
進
し
た
。「
識
悟
過
人
」
と
言
わ
れ
る
ほ
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ど
物
事
の
理
解
が
は
や
く
、
抜
群
の
事
務
処
理
能
力
を
誇
り
、
諸
葛
亮
亡
き
後
は
蔣
琬
と
と
も
に
蜀
の
内
政
面
を
支
え
た
。
ま
た
国
外
に
ま
で
不
仲
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
た
魏
延
と
楊
儀
の
仲
を
取
り
持
つ
な
ど
、
対
人
関
係
に
お
け
る
周
旋
の
才
も
あ
っ
た
。
外
交
の
舞
台
に
お
い
て
は
呉
の
諸
葛
恪
と
わ
た
り
あ
い
、

大
帝
孫
権
か
ら
も
高
い
評
価
を
受
け
、「
君
は
天
下
の
善
良
の
士
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
や
蜀
の
朝
廷
の
股
肱
の
臣
と
な
り
、
そ
う
な
れ
ば
た
び
た
び
呉
を
訪
れ
る

こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
な
」
と
言
わ
し
め
た）

6
（

。

　

費
禕
は
内
政
・
外
交
・
人
事
の
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
力
量
を
発
揮
し
た
有
能
な
官
僚
で
あ
っ
た
が
、
か
と
い
っ
て
堅
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
磊
落
な
人

柄
で
も
あ
り
、
政
務
の
合
間
に
は
来
客
と
の
歓
談
を
楽
し
み
、
博
打
も
好
ん
だ
と
い
う
。
あ
る
と
き
魏
軍
の
襲
来
が
報
ぜ
ら
れ
、
軍
を
率
い
て
出
陣
す
べ
く
忙
殺

さ
れ
て
い
る
と
き
、
光
禄
大
夫
の
来
敏
が
別
れ
の
挨
拶
に
訪
れ
、
碁
を
打
と
う
と
申
し
出
た
。
陣
中
は
軍
令
の
伝
達
と
人
馬
が
行
き
交
う
喧
騒
の
た
だ
な
か
で
あ

っ
た
が
、
費
禕
は
碁
の
対
局
に
没
頭
す
る
。
そ
の
様
子
を
見
た
来
敏
は
、「
さ
き
ほ
ど
は
あ
な
た
を
聊い
さ
さ

か
試
し
て
み
た
ま
で
で
す
。
あ
な
た
は
ま
こ
と
に
才
徳
の

あ
る
人
物
で
す
か
ら
、
必
ず
や
賊
軍
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
か
く
て
内
外
か
ら
多
く
の
信
望
を
得
た
費
禕
で
あ
っ
た
が
、
延
熙
一
六

年
（
二
五
三
）
の
正
月
、
宴
席
で
酔
い
つ
ぶ
れ
た
と
こ
ろ
を
魏
か
ら
降
っ
て
き
た
郭
循
（
郭
脩
）
に
刺
殺
さ
れ
た
。
こ
の
暗
殺
劇
は
費
禕
の
磊
落
さ
故
の
悲
劇
で

あ
る
が
、
後
世
の
史
家
た
ち
か
ら
は
一
国
の
宰
相
に
あ
る
ま
じ
き
不
用
心
だ
と
の
謗
り
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

費
禕
の
謚
は
敬
侯
で
あ
る
が
、
魏
の
荀
彧
や
荀
攸
も
敬
侯
と
謚
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
蜀
に
お
い
て
費
禕
の
負
っ
て
い
た
も
の
の
大
き
さ
が
分
か
る

で
あ
ろ
う
。
な
お
費
禕
亡
き
後
、
そ
の
職
務
を
引
き
継
い
だ
董
允
は
、
費
禕
の
や
り
方
を
真
似
て
振
る
舞
お
う
と
試
み
た
が
、
十
日
も
せ
ぬ
う
ち
に
職
務
が
滞
り
、

「
人
間
の
才
能
や
力
量
に
は
こ
れ
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
る
も
の
な
の
か
。
と
て
も
私
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
一
日
中
政
務
を
執
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
で
も
暇

な
時
間
が
で
き
な
い
と
は
」
と
歎
じ
た
と
い
う
。

　

後
世
の
諸
書
が
引
く
史
実
と
し
て
の
費
禕
像
と
い
え
ば
、「
識
悟
過
人
」、
来
敏
と
の
囲
碁
、
そ
し
て
郭
循
に
よ
る
刺
殺
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
仙

人
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
な
色
彩
は
無
く
、
黄
鶴
楼
と
も
関
わ
り
は
無
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
並
外
れ
た
才
能
を
持
ち
な
が
ら
、
酒
や
博
打
、
囲
碁
に
興
じ
て

飄
々
た
る
様
が
仙
人
の
気
質
に
通
じ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
仙
人
に
擬
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
最
大
の
要
因
は
、
や
は
り
出
身
地
が
黄
鶴
楼
と
同
じ

江
夏
郡
で
あ
り
、
土
地
の
人
々
の
誇
る
べ
き
人
物
に
数
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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（
2
）
唐
か
ら
五
代
ま
で

　

費
禕
と
黄
鶴
楼
を
結
び
つ
け
た
最
初
の
文
献
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
の
は
、
唐
・
閻
伯
理
「
黄
鶴
楼
記
」
で
あ
る
。
永
泰
元
年
（
七
六
五
）、
鄂
州
刺
史
の
穆

寧
に
随
っ
て
黄
鶴
楼
に
遊
ん
だ
閻
伯
理
は
「
黄
鶴
楼
記
」
を
著
し
、
そ
の
な
か
で
『
図
経
』
を
引
い
て
費
禕
の
伝
承
を
記
し
た
。

州
城
の
西
南
の
隅
に
黄
鶴
樓
有
り
、
圖
經
に
云
う
、
費
禕
登
仙
し
、
嘗
て
黄
鶴
に
駕
し
返
り
て
此
に
憩
い
、
遂
に
以
て
樓
に
名
づ
く
と）

7
（

。

　

こ
の
『
図
経
』
の
記
述
は
、
黄
鶴
楼
の
名
を
高
か
ら
し
め
た
崔
顥
の
詩
と
も
相
俟
っ
て
、
費
禕
を
仙
人
と
し
て
広
く
世
に
知
ら
し
め
た
。

　

費
禕
の
仙
人
と
し
て
の
登
場
に
は
唐
突
な
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
は
必
ず
し
も
閻
伯
理
あ
る
い
は
『
図
経
』
の
捏
造
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

黄
鶴
楼
周
辺
に
費
禕
に
ま
つ
わ
る
何
ら
か
の
伝
承
が
な
さ
れ
て
い
た
証
と
し
て
、
唐
末
・
五
代
梁
の
羅
隠
の
詩
に
幾
つ
か
の
糸
口
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
羅

隠
「
游
江
夏
口
」
に
は
「
黄
祖
不
能
容
賤
客
、
費
禕
終
是
負
仙
才）

8
（

」
の
句
が
あ
り
、
黄
祖
に
殺
さ
れ
た
賎
客
、
す
な
わ
ち
禰
衡
と
並
ん
で
費
禕
の
名
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
同
じ
く
羅
隠
「
投
前
夏
口
韋
尚
書
啓
」
に
は
「
文
聘
江
山
、
粗
資
吟
玩
、
費
禕
欄
檻
、
聊
奉
登
臨）

9
（

」
の
句
が
見
え
る
。
文
聘
は
も
と
劉
表
に
仕
え
た
が
、

後
に
曹
操
に
見
込
ま
れ
て
江
夏
鎮
守
の
任
に
あ
た
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
と
併
称
さ
れ
る
「
費
禕
欄
檻
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
伝
承
を
指
す
の
か
は
定
か

で
な
い
が
、
高
殿
に
登
り
欄
檻
に
よ
り
か
か
っ
て
茫
洋
た
る
長
江
に
臨
ん
で
い
る
悠
揚
迫
ら
ぬ
態
度
の
費
禕
の
描
写
は
、
実
際
に
想
像
可
能
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
羅
隠
の
詩
は
、
い
ず
れ
も
仙
人
と
し
て
と
い
う
よ
り
史
実
の
人
物
と
し
て
の
費
禕
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
江
夏
や
黄
鶴
楼
一
帯
に

そ
こ
を
郷
土
と
す
る
費
禕
像
が
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
お
り
、
鸚
鵡
洲
で
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
禰
衡
や
、
当
地
で
活
躍
し
た
文
聘
と
並
ん
で
費
禕
の

名
を
挙
げ
る
こ
と
に
対
す
る
違
和
感
が
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
は
る
か
後
代
で
は
あ
る
が
『
湖
北
通
史
』
巻
一
三
三
や
『
江
夏
県
志
』
巻
六
に
費
禕
の
伝
が

立
て
ら
れ
て
い
る
の
に
も
、
郷
土
の
人
物
と
し
て
の
共
感
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
地
元
の
人
物
と
し
て
の
費
禕
像
が
、
仙
人
像
の
成
立
の
土

台
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

な
お
羅
隠
は
、「
一
箇
禰
衡
容
不
得
、
思
量
黄
祖
謾
英
雄
」
の
句
を
気
に
入
ら
れ
て
、
唐
末
の
節
度
使
か
ら
後
に
五
代
の
呉
越
国
王
と
な
っ
た
銭
鏐
に
登
用
さ

れ
て
世
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
経
歴
を
持
つ）

10
（

。
ま
た
羅
隠
に
は
「
途
中
寄
懐
」「
安
陸
贈
徐
礪
」「
西
京
道
中
」「
湖
洲
裴
郎
中
赴
闕
後
投
簡
寄
友
生
」「
敍
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二
狂
生
」
の
よ
う
に
禰
衡
に
言
及
し
た
詩
文
が
多
く
あ
り
、
思
い
入
れ
の
深
さ
が
窺
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
自
分
の
人
生
に
転
機
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
禰
衡
と
並

べ
て
費
禕
の
名
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
北
宋
か
ら
南
宋
ま
で

　

北
宋
に
至
る
と
、
費
禕
を
仙
人
と
し
て
扱
う
者
と
、
荒
唐
無
稽
で
あ
る
と
批
判
す
る
者
と
の
双
方
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

費
禕
を
仙
人
と
し
て
記
述
す
る
筆
頭
は
北
宋
初
期
の
楽
史
『
太
平
寰
宇
記
』
で
あ
り
、
そ
の
巻
一
二
二
に
は
「
昔
費
禕
登
仙
、
毎
乘
黄
鶴
于
此
樓
憩
駕
、
故
號

爲
黄
鶴
樓
」
と
あ
る）

11
（

。
こ
の
記
述
が
閻
伯
理
「
黄
鶴
楼
記
」
所
引
『
図
経
』
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
唐
か
ら
北
宋
に
至
る
間
に
、
費
禕
の
伝

承
が
地
理
書
に
拾
わ
れ
る
ほ
ど
の
説
得
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
賀
鋳
「
黄
鶴
楼
」
詩
に
も
「
登
真
者
誰
子
、
昔
有
費
公
禕
、
白
日
玉

書
下
、
青
天
駕
鶴
飛
、
此
地
少
留
憩
、
神
標
悵
依
依
、
振
裾
謝
塵
濁
、
與
爾
方
遠
違）

12
（

」
の
句
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
、
黄
鶴
楼
前
に
広
が
る
長
江
の
渺
茫
た
る
風

景
の
な
か
に
、
確
か
に
費
禕
が
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

か
く
て
仙
人
費
禕
が
浸
透
す
る
か
に
思
え
た
が
、
北
宋
末
の
胡
仔
に
よ
っ
て
水
を
差
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
胡
仔
『
苕
溪
漁
隠
叢
話
』
後
集
巻
一
七
所
引
『
江

夏
辨
疑
』
は
、
閻
伯
理
「
黄
鶴
楼
記
」
や
任
昉
『
述
異
記
』
の
記
述
を
比
較
し
つ
つ
、

予
蜀
志
を
按
ず
る
に
、
費
褘
は
魏
の
降
人
郭
循
の
害
す
る
所
と
な
れ
ば
、
則
ち
褘
固
よ
り
其
の
終
り
を
得
ず
、
安
く
ん
ぞ
鶴
に
駕
し
て
此
に
憩
う
こ
と
有
ら

ん
や）

13
（

。

と
述
べ
、
費
禕
が
刺
殺
さ
れ
た
史
実
を
あ
げ
て
、
費
禕
仙
人
説
の
謬
見
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
に
続
け
て
胡
仔
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

崔
顥
の
「
題
黄
鶴
樓
」
詩
は
、
亦
た
以
て
費
褘
昇
仙
の
地
と
爲
し
、
謬
誤
を
承
襲
し
、
復
た
攷
正
せ
ず）

14
（

。
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こ
の
胡
仔
に
よ
る
費
禕
否
定
説
に
続
く
よ
う
に
、
南
宋
の
張
栻
も
『
南
軒
集
』
巻
一
八
「
黄
鶴
楼
説
」
に
お
い
て
、「
思
う
に
黄
鶴
楼
の
名
は
、
山
の
名
か
ら

得
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
続
け
て
、

而
る
に
『
唐
圖
經
』
は
、
何
に
自
り
て
怪
説
を
爲
し
、
費
文
偉
仙
去
し
て
、
鶴
に
駕
し
來
た
り
て
此
に
憩
う
と
謂
う
や）

15
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
張
栻
は
続
け
て
荀
瓌
や
呂
洞
賓
の
伝
承
も
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、「
事
を
好
む
者
ど
も
が
妄
説
を
な
す
と
、
後
代
の
者
は
そ
の
誤
り
で
あ
る
こ

と
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
飾
り
立
て
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
と
一
刀
両
断
し
て
い
る）

16
（

。

　

こ
の
後
の
南
宋
後
期
の
地
理
書
は
、
胡
仔
の
説
な
ら
び
に
張
栻
の
強
烈
な
論
断
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る）

17
（

。
王
象
之
『
輿
地
紀
勝
』
巻
六
六
「
鄂
州
上
」

の
「
景
物
下
」
は
、『
南
斉
志
』
の
子
安
と
『
図
経
』
の
費
禕
の
説
を
並
記
し
て
か
ら
、「
閻
伯
理
は
費
禕
の
伝
承
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
「
黄
鶴
楼

記
」
を
著
し
た
が
、
張
栻
等
が
そ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る）

18
（

。
ま
た
『
方
輿
勝
覧
』
巻
二
八
「
黄
鶴
楼
」
の
項
は
、「
黄
鶴
楼
の
名
前

は
山
名
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
思
う
に
南
朝
に
は
す
で
に
名
を
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ）

19
（

、
続
け
て
『
南
斉
志
』
の
子
安
、
閻
伯
理
引
く
『
図

経
』
の
費
禕
の
名
を
挙
げ
、
さ
ら
に
張
栻
「
黄
鶴
楼
説
」
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
『
黄
氏
日
抄
』
巻
三
九
や
『
氏
族
大
全
』
巻
一
七
も
張
栻
の

説
を
と
り
、
ま
た
『
詩
林
広
記
』
巻
三
は
「
江
夏
辨
疑
」
を
と
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
胡
仔
と
張
栻
を
二
つ
の
大
き
な
論
拠
と
し
て
費
禕
を
否
定
す
る
論
調
が
定

着
し
て
い
っ
た
。　

　

し
か
し
激
し
い
反
駁
を
受
け
た
こ
と
自
体
が
、
当
時
費
禕
の
伝
承
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
胡
仔
や
張
栻
の
費
禕
否
定
説
の
論
証
が

定
着
す
る
一
方
で
、
費
禕
を
仙
人
と
し
て
詠
う
系
統
も
、
華
々
し
い
展
開
こ
そ
見
せ
な
い
も
の
の
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。
南
宋
末
か
ら
明
清
に
か
け
て
、

費
禕
の
伝
承
が
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
居
場
所
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
、
以
下
に
た
ど
っ
て
み
る
。

　

張
栻
と
ほ
ぼ
同
時
期
を
生
き
た
南
宋
・
陸
游
の
『
入
蜀
記
』
巻
五
は
、「
黄
鶴
楼
は
費
禕
が
こ
こ
よ
り
飛
び
立
ち
、
後
に
ま
た
黄
鶴
に
乗
っ
て
帰
っ
て
来
た
の

で
、
黄
鶴
楼
と
名
付
け
ら
れ
た
」
と
記
し
、
崔
顥
や
李
白
が
詩
を
つ
く
っ
た
こ
と
、
鸚
鵡
洲
等
に
つ
い
て
触
れ
た
あ
と
、
漢
陽
門
を
出
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い

う
仙
人
の
洞
穴
を
見
に
行
き
、「
い
ま
の
鄂
州
の
人
々
は
呂
洞
賓
の
洞
だ
と
い
う
が
、
思
う
に
俗
説
で
附
会
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う）

20
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
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費禕登仙考

　

ま
た
白
玉
蟾
の
名
で
知
ら
れ
る
南
宋
中
期
の
道
士
・
葛
長
庚
「
武
昌
懐
古
十
詠
」
の
「
黄
鶴
楼
」
に
も
「
大
酔
倚
樓
呼
費
禕
、
蓬
萊
山
下
幾
斜
暉
」
と
見
え
、

道
士
が
呼
び
か
け
る
存
在
と
し
て
費
禕
が
あ
り
え
た
こ
と
が
分
か
る）

21
（

。

（
4
）
明
代
以
降

　

明
代
に
呂
洞
賓
を
祀
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
様
子
は
、
多
く
の
記
録
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る）

22
（

。
明
・
郭
正
域
「
仙
棗
亭
記
」
は
「
黄
鶴
の
故
事
に
つ
い
て
、

あ
る
者
は
王
子
安
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
あ
る
者
は
費
禕
で
あ
る
と
い
う
が
、
近
頃
は
み
な
呂
洞
賓
に
帰
し
て
い
る
」
と
端
的
に
伝
え
て
い
る）

23
（

。『
名
義
考
』
巻

四
も
費
禕
否
定
説
に
与
し
て
お
り
、
宋
代
に
比
べ
て
仙
人
費
禕
の
存
在
感
が
薄
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
か
だ
が
、
し
か
し
郭
正
域
「
仙
棗
亭
記
」
は
続
け
て

「
鵠
山
の
ふ
も
と
に
は
費
禕
洞
が
あ
り
、
鶴
に
跨
っ
て
や
っ
て
来
た
の
が
費
禕
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」
と
も
述
べ
、
さ
ら
に
引
き
続
き
呂
洞
賓
説
が
誤
り
で

あ
る
こ
と
の
立
証
に
努
め
て
い
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
呂
洞
賓
一
色
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
時
代
に
よ
っ
て
信
仰
の
対
象
が
変
遷
し
た
と
と
ら
え
る
一
派
も
い

た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
費
禕
も
し
か
る
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
沈
鍾
も
「
重
修
黄
鶴
楼
記
」
に
お
い
て
、「
漢
の

神
仙
・
費
文
禕マ
マ

が
鶴
に
乗
っ
て
去
り
再
び
戻
っ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
は
、
唐
の
詩
人
崔
顥
の
詩
に
具つ
ぶ
さ

に
見
え
る
こ
と
で
あ
り
、
た
し
か
に
に
誣
い
つ
わ
り

で
は
な
い
で

あ
ろ
う）

24
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
信
仰
が
費
禕
か
ら
呂
洞
賓
へ
と
移
ろ
っ
た
と
い
う
認
識
が
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

　

明
代
に
呂
洞
賓
信
仰
が
広
ま
っ
た
な
か
で
費
禕
に
触
れ
て
い
る
詩
文
を
見
る
と
、
概
し
て
諸
説
を
網
羅
的
に
併
記
す
る
も
の
が
多
く
、
ど
れ
か
一
つ
の
意
見
に

与
し
て
仙
人
を
特
定
し
よ
う
と
い
う
情
熱
は
む
し
ろ
薄
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
地
理
書
で
あ
る
『
大
明
一
統
志
』
巻
五
九
「
黄
鶴
楼
」
の
項
が
、
子

安
、
費
禕
、
荀
瓌
、
張
栻
の
説
、
さ
ら
に
崔
顥
の
詩
を
列
挙
し
て
記
し
て
い
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
と
し
て
も
、
例
え
ば
張
維
枢
「
黄
鶴
楼
游
記
」
が
「
費
耶
、

呂
耶
、
棗
耶
、
鶴
耶
、
亭
耶
、
樓
耶
、
仙
耶
、
人
耶
、
崔
之
白
雲
耶
、
太
白
之
鳳
凰
臺
耶）

25
（

」
と
、
黄
鶴
楼
に
ま
つ
わ
る
伝
承
や
建
築
物
を
列
挙
し
、
ま
と
め
て
一

つ
の
大
き
な
感
慨
と
し
て
表
白
し
て
い
る
こ
と
に
目
を
引
か
れ
る
。
何
宗
理
「
登
黄
鶴
楼
」
に
は
「
碁
敲
殘
月
千
山
冷
、
笛
落
孤
亭
萬
里
秋
、
大
酔
倚
闌
呼
費
禕
、

蒹
葭
萍
蓼
漫
成
憂）

26
（

」
と
見
え
る
。「
棋
敲
」
以
下
の
二
句
で
呂
洞
賓
を
詠
い
な
が
ら
、「
大
酔
」
以
下
の
二
句
で
重
ね
て
費
禕
も
偲
ん
で
い
る
。
欄
檻
に
倚
る
の
は

楼
閣
を
詠
む
際
の
常
套
句
で
は
あ
る
が
、「
大
酔
倚
闌
呼
費
禕
」
の
句
は
、
さ
き
に
見
た
葛
長
庚
の
「
大
酔
倚
樓
呼
費
禕
」
の
句
を
踏
ま
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

英

「
黄
鶴
楼
歌
」
に
は
「
景
物
争
奇
双
眼
明
、
荀
公
費
公
何
處
尋）

27
（

」
の
句
が
あ
り
、
任
家
相
「
黄
鶴
楼
賦
」
に
は
「
緬
文
偉
之
蛻
化
、
偉
荀
瓌
之
仙
寮）

28
（

」
と
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見
え
、
と
も
に
失
わ
れ
た
仙
人
と
し
て
費
禕
と
荀
瓌
と
に
想
い
を
馳
せ
て
い
る
。

　

一
風
変
わ
っ
て
い
る
の
は
費
宏
の
「
登
黄
鶴
楼
歩
韻
」
で
あ
る
。
費
宏
は
そ
の
冒
頭
で
、
同
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
費
禕
を
「
吾
宗
」
と
称
し
、
羽
化
登
仙
の
故

事
か
ら
描
き
始
め
、
禰
衡
や
崔
顥
へ
と
筆
を
進
め
て
い
る）

29
（

。

　

ま
た
王
世
貞
『
列
仙
全
伝
』
巻
九
に
も
費
禕
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
費
禕
の
字
が
子
安
と
さ
れ
て
い
た
り
、
辛
子
の
酒
屋
の
伝
説
を
取
り
込
ん
で
い
た
り

す
る
な
ど
、
そ
の
混
淆
ぶ
り
が
い
か
に
も
眉
唾
で
は
あ
る
が）

30
（

、
様
々
な
伝
承
に
対
し
て
あ
る
程
度
大
ら
か
に
向
い
合
う
明
代
の
黄
鶴
楼
に
対
す
る
気
風
と
、
あ
る

意
味
合
致
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

明
代
は
黄
鶴
楼
に
関
す
る
膨
大
な
詩
が
詠
ま
れ
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
費
禕
が
占
め
る
割
合
は
決
し
て
大
き
な
も
の
で
は
な
い
が
、
呂
洞
賓
信
仰
の
陰

に
な
り
な
が
ら
も
費
禕
否
定
説
に
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
さ
さ
や
か
に
復
権
の
機
会
を
窺
う
が
如
き
様
相
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
か
ら
清
に
か
け

て
、
費
禕
洞
な
る
ス
ポ
ッ
ト
が
浮
上
す
る
の
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。『
大
明
一
統
志
』
巻
五
九
に
は
、「
費
禕
洞
は
黄
鵠
山
の
背
後
に
あ
り
、
昔
の
『
図
経
』
は

費
文
禕マ
マ

が
昇
仙
し
た
場
所
で
あ
る
と
す
る
。
李
宗
孟
の
詩
に
「
空
遺
費
仙
跡
、
不
見
庾
公
遊
、
草
木
有
新
色
、
江
山
餘
故
愁
」
と
み
え
る）

31
（

」
と
あ
り
、
清
の
『
湖

広
通
志
』
巻
七
も
こ
の
記
述
を
踏
襲
し
て
い
る
。『
江
夏
県
志
』
巻
二
は
「
費
禕
洞
は
黄
鵠
山
の
南
に
あ
り
、
世
に
費
禕
が
仙
人
に
な
る
べ
く
修
行
を
積
ん
だ
場

所
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
荀
瓌
の
字
が
叔
禕
で
あ
る
た
め
に
、
文
偉
（
費
禕
の
字
）
と
誤
っ
た
の
で
あ
る）

32
（

」
と
記
し
、
顧
祖
禹
『
読
史
方
輿
紀
要
』
巻
七

六
「
黄
鵠
山
」
の
項
は
、「
蛇
山
の
北
に
費
禕
洞
が
あ
る
」
と
記
し
た
後
に
、「
任
昉
曰
く
、
荀
瓌
昇
仙
の
地
で
あ
っ
て
費
禕
で
は
な
い）

33
（

」
と
記
し
て
い
る
が
、
地

理
書
が
拾
わ
ざ
る
を
得
な
い
程
度
ま
で
費
禕
洞
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

清
代
に
は
、
費
禕
に
関
す
る
新
た
な
伝
承
が
生
ま
れ
た
り
、
あ
る
い
は
新
た
な
論
拠
を
得
て
激
し
く
論
駁
さ
れ
た
と
い
う
大
き
な
形
跡
は
見
ら
れ
ず
、
多
く
の

伝
承
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
淡
々
と
記
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。『
淵
鑑
類
函
』
巻
三
四
七
は
閻
伯
理
が
記
し
た
『
図
経
』
系
の
費
禕
の
伝
承
の
み
を
載
せ
て
お

り
、『
大
清
一
統
志
』
巻
三
三
五
、『
佩
文
韻
府
』
巻
九
九
上
、『
歴
代
詩
話
』
巻
四
八
、
王
琦
『
李
太
白
詩
集
注
』
巻
七
、
八
、
趙
殿
成
『
王
右
丞
集
』
巻
三
等

は
、
い
ず
れ
も
諸
説
を
網
羅
的
に
記
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
特
筆
に
値
す
る
の
は
、
乾
隆
帝
が
費
禕
を
詠
う
詩
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
南
苑
行
宮
題
仇
英
黄
鶴
楼
図
用
崔
顥
韻
兼
效
其
体
」
に

は
「
両
箇
地
仙
誰
跨
鶴
、
千
秋
佳
話
空
傳
樓
」
と
見
え
、
注
に
は
二
人
の
地
仙
と
は
子
安
と
費
禕
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る）

34
（

。
複
数
の
仙
人
を
意
識
し
な
が
ら
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も
、
誰
か
定
か
で
は
な
い
茫
漠
た
る
仙
人
像
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
詠
う
、
と
い
う
黄
鶴
楼
の
抒
情
は
、
明
代
以
来
目
立
っ
て
現
れ
た
が
、
そ
の
曖
昧
さ

は
清
朝
考
証
学
の
隆
盛
の
間
隙
を
縫
う
よ
う
に
し
て
、
つ
い
に
皇
帝
の
膝
下
に
ま
で
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
乾
隆
帝
は
「
海
天
羣
鶴
歌
題
余
省
画
」
で
も
費
禕
に

触
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
費
禕
容
認
の
意
向
を
背
景
と
し
て
で
あ
ろ
う
、
乾
隆
帝
三
十
二
年
に
は
湖
北
按
察
使
・
朱
珪
が
黄
鶴
楼
仙
棗
亭
に
て
「
費
公
祠
記
碑
」

を
撰
し
た
こ
と
が
『
江
夏
県
志
』
巻
八
に
見
え
る）

35
（

。

　

な
お
黄
鶴
楼
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
楹
聯
の
な
か
に
も
費
禕
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
清
・
黄
肇
敏
の
十
六
言
対
に
は
「
占
尽
好
江
山
、
休
徒
誇
崔
顥

一
詩
、
費
禕
一
笛
」
と
み
え
る）

36
（

。
ま
た
清
・
王
鎮
藩
の
四
十
八
言
対
に
は
「
溯
千
年
以
往
、
只
数
笛
弄
費
禕
、
酒
貰
呂
祖
、
詩
題
崔
顥
、
筆
擱
青
蓮
」
と
み
え
る）

37
（

。

元
来
、
黄
鶴
楼
で
笛
と
い
え
ば
呂
洞
賓
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
費
禕
と
笛
を
結
び
つ
け
、
呂
洞
賓
と
絡
ま
せ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
ま
た
清
・
呉

鳳
桂
の
十
七
言
対
に
も
「
費
禕
本
仙
人
貰
酒
」
と
見
え）

38
（

、
こ
の
酒
が
王
鎮
藩
の
楹
聯
同
様
に
呂
洞
賓
と
の
絡
み
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
王
世
貞
『
列
仙
全
伝
』

に
見
え
る
辛
子
の
酒
屋
と
費
禕
の
伝
承
の
混
淆
な
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
れ
は
書
い
た
当
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
す
で
に
目
く
じ
ら
を
立
て
て
論
じ
る
よ
う

な
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

な
お
黄
鶴
楼
の
現
在
の
費
禕
亭
は
、
一
九
九
三
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る）

39
（

。

三　

黄
鶴
楼
と
三
国
志
の
物
語

　

前
章
で
は
黄
鶴
楼
に
お
け
る
費
禕
受
容
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
が
、
黄
鶴
楼
と
三
国
志
の
物
語
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

黄
鶴
楼
の
創
建
は
、
三
国
時
代
が
本
格
的
に
幕
開
け
し
た
直
後
の
黄
武
二
年
（
二
二
三
）
で
あ
る
こ
と
、
す
で
に
『
元
和
郡
県
図
志
』
で
見
た
通
り
で
あ
る
が
、

陳
寿
『
三
国
志
』
に
は
黄
鶴
楼
に
関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

　

し
か
し
民
間
で
は
、
黄
鶴
楼
が
三
国
志
の
物
語
の
舞
台
の
一
つ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、『
三
国
志
平
話
』
巻
中
の
「
玄
徳
黄
鶴
楼
私
道
」
の
く
だ
り

や
元
雑
劇
「
劉
玄
徳
酔
走
黄
鶴
楼
」
が
現
在
に
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。『
三
国
志
平
話
』
と
雑
劇
に
お
け
る
「
黄
鶴
楼
」
は
と
も
に
、
赤
壁
の
戦
い
の
後
、
周
瑜

が
策
略
を
め
ぐ
ら
し
て
宴
席
で
劉
備
を
亡
き
も
の
に
せ
ん
と
す
る
が
、
失
敗
し
て
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
話
で
あ
る
。
登
場
人
物
や
、
構
成
と
描
写
の
粗
密
は
異
な
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る
が
、
ど
ち
ら
も
劉
備
が
危
地
を
脱
す
る
遁
走
劇
で
あ
る
点
は
変
わ
ら
な
い
。

　

も
っ
と
も
、「
黄
鶴
楼
」
を
舞
台
に
し
た
三
国
志
の
物
語
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
小
説
『
三
国
演
義
』
に
取
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

高
橋
繁
樹
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
劉
備
が
孫
権
の
妹
を
娶
る
、
い
わ
ゆ
る
「
甘
露
寺
」
の
く
だ
り
で
の
遁
走
劇
と
の
内
容
的
な
重
複
を
避
け
る
た
め
、「
黄
鶴

楼
」
の
話
の
方
を
削
っ
た
の
で
あ
ろ
う）

40
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
正
史
に
は
見
ら
れ
な
い
「
黄
鶴
楼
」
を
舞
台
に
三
国
志
の
物
語
が
展
開
す
る
の
は
、
黄
鶴
楼
の
高
名
な
る
が
ゆ
え
の
荒
唐
無
稽
で
あ
る
と
思
わ
れ

が
ち
だ
が
、
詩
文
の
世
界
に
鑑
み
る
と
あ
な
が
ち
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
向
き
が
あ
る
。
後
漢
末
の
禰
衡
由
来
の
鸚
鵡
洲
が
黄
鶴
楼
と
対
に
な
っ
て
詠
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
の
は
も
と
よ
り
、
黄
鶴
楼
そ
の
も
の
も
三
国
時
代
の
歴
史
、
と
り
わ
け
赤
壁
の
戦
い
と
重
ね
て
詠
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。
ざ
っ
と
見
渡
す
だ
け
で
も
、
黄
鶴
楼
を
題
に
取
り
な
が
ら
赤
壁
の
戦
い
や
三
国
時
代
の
興
亡
を
あ
わ
せ
詠
ん
だ
詩
文
は
、
宋
の
張
愈
「
楚
中
作
」、
高
似
孫

「
答
武
昌
呉
広
文
」、
元
の
陳
孚
「
黄
鶴
楼
歌
」、
明
の
何
喬
新
「
寄
懐
黄
鶴
楼
」、
李
夢
陽
「
登
黄
鶴
楼
」、
顧
璘
「
題
黄
鶴
楼
」、
清
の
彭
而
述
「
再
登
黄
鶴
楼
」、

顧
景
星
「
黄
鶴
楼
吊
古
」、
周
起
渭
「
黄
鶴
楼
放
歌
」
等
々
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
黄
鶴
楼
と
赤
壁
、
あ
る
い
は
三
国
時
代
の
興
亡
と
の
地
理
的
・
心
理
的
な
親

近
感
が
、
黄
鶴
楼
を
舞
台
に
し
た
三
国
志
の
物
語
を
涵
養
す
る
土
壌
を
形
成
し
て
い
た
。
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
黄
鶴
楼
が
実
際
の
三
国
時
代
の
歴
史
と
直
接
関

わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
あ
っ
て
も
、
黄
鶴
楼
と
赤
壁
の
戦
い
を
同
じ
地
理
的
な
枠
組
み
の
な
か
で
詠
う
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
な
か
っ
た
、
と
い

う
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
『
三
国
志
平
話
』
や
雑
劇
に
お
け
る
「
黄
鶴
楼
」
の
成
立
と
、
詩
文
に
お
け
る
黄
鶴
楼
と
三
国
志
の
親
近
感
の
浸
透
は
、
三
国
志
に
ま
つ
わ
る
史
跡
を
黄
鶴
楼

に
築
か
し
む
る
根
拠
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
三
国
志
演
義
』
は
「
黄
鶴
楼
」
の
物
語
そ
の
も
の
は
採
用
し
な
か
っ
た
が
、
三
国
志
に
登
場
す
る
人
物
た
ち

へ
の
意
識
を
強
め
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
黄
鶴
楼
の
湧
月
臺
は
明
代
に
建
て
ら
れ
た
と
お
ぼ
し
き
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
傍
ら
の
石

に
刻
ま
れ
た
「
湧
月
」
の
二
字
が
曹
操
の
遺
筆
で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
生
ま
れ
得
た
の
で
あ
り）

41
（

、
ま
た
費
禕
を
祀
る
洞
も
現
れ
た
の
で
あ
る
。
明
代
に
黄
鶴
楼
に

て
費
禕
に
触
れ
る
詩
文
が
そ
れ
な
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
の
一
つ
に
は
、
三
国
志
の
物
語
の
普
及
が
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
及
ぼ
し
た
影
響
が

あ
ろ
う
。
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四　

費
禕
と
万
里
橋

　

黄
鶴
楼
を
除
け
ば
、
費
禕
に
ま
つ
わ
る
史
跡
で
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
も
い
え
る
の
が
、
四
川
省
成
都
市
の
南
部
、
錦
江
に
か
か
る
万
里
橋
で
あ
る
。

　

万
里
橋
は
付
近
に
杜
甫
草
堂
が
あ
る
こ
と
や
、
唐
の
玄
宗
が
は
る
ば
る
到
っ
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。
も
と
は
長
星
橋
や
篤
泉
橋
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
れ
が

万
里
橋
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
由
来
に
つ
い
て
、
諸
葛
亮
を
め
ぐ
る
二
つ
の
同
工
異
曲
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
一
説
に
は
、
か
つ
て
費
禕
が
諸
葛
亮
に
命

ぜ
ら
れ
て
呉
に
使
者
と
し
て
赴
く
際
、
送
別
の
宴
席
で
「
万
里
の
行
は
こ
の
橋
か
ら
始
ま
る
の
で
す
」
と
述
べ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
い
、
ま
た
一
説
に
は
、
呉
か

ら
の
使
者
・
張
温
が
帰
国
す
る
の
を
諸
葛
亮
が
見
送
り
、「
こ
の
川
を
下
っ
て
揚
州
に
い
た
る
こ
と
万
里
」
と
述
べ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
蜀

か
ら
呉
へ
の
長
い
旅
程
を
前
に
し
た
感
慨
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

万
里
橋
の
名
は
、
東
晋
・
常
璩
『
華
陽
国
志
』
巻
三
「
蜀
志
」
に
「
大
城
南
門
曰
江
橋
，
南
渡
流
江
曰
萬
里
橋
」
と
見
え
る
の
が
始
ま
り
で
あ
る）

42
（

。

　

次
い
で
唐
『
元
和
郡
県
図
志
』
巻
三
一
に
、

萬
里
橋
は
大
江
水
に
架
か
り
、
縣
の
南
八
里
に
在
り
。
蜀
使
費
禕
呉
に
聘お
も
む

く
に
、
諸
葛
亮
之
を
祖お
く

り
、
禕
嘆
じ
て
曰
く
、
萬
里
の
路
は
此
の
橋
よ
り
始
ま

る
と
。
因
り
て
以
て
名
と
爲
す）

43
（

。

と
見
え
る
の
が
、
費
禕
が
使
者
と
し
て
呉
に
赴
く
の
を
諸
葛
亮
が
送
別
す
る
と
い
う
話
の
初
め
て
の
記
述
で
あ
る
。
但
し
同
じ
く
唐
代
の
陸
肱
「
万
里
橋
賦
」
に

は
費
禕
の
名
は
見
え
ず
、
徐
堅
等
『
初
学
記
』
巻
七
や
杜
佑
『
通
典
』
巻
一
七
六
、
李
肇
『
唐
国
史
補
』
巻
上
に
も
万
里
橋
の
名
は
見
え
る
も
の
の
諸
葛
亮
と
費

禕
の
逸
話
は
引
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
誰
も
が
知
る
ま
で
に
普
及
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

費
禕
と
万
里
橋
の
つ
な
が
り
は
、
北
宋
『
太
平
寰
宇
記
』
巻
七
二
が
記
し
た
こ
と
に
よ
り
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
諸
葛
亮
が
費
禕
を
見
送
る
点
は

『
元
和
郡
県
図
志
』
と
同
様
だ
が
、
細
部
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
。
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萬
里
橋
は
州
の
南
二
里
に
在
り
。
亦
た
篤
泉
橋
と
名
づ
く
る
は
、
橋
の
南
に
篤
泉
有
れ
ば
な
り
。
漢
使
費
褘
呉
に
聘お
も
む

く
に
、
諸
葛
亮
之
を
祖お
く

り
、
褘
嘆
じ

て
曰
く
、
萬
里
の
路
は
此
の
橋
よ
り
始
ま
る
と
。
故
に
萬
里
橋
と
曰
う）

44
（

。

　

後
代
、
万
里
橋
の
縁
起
を
語
る
と
き
の
典
拠
と
し
て
『
華
陽
国
志
』『
元
和
郡
県
図
志
』『
太
平
寰
宇
記
』
の
三
書
が
多
く
引
用
さ
れ
、
北
宋
『
太
平
御
覧
』
巻

七
三
、
南
宋
・
范
成
大
「
呉
船
録
」
巻
上
、『
錦
繍
万
花
谷
』
前
集
巻
六
、
同
續
集
巻
一
一
、
周
弼
『
三
体
唐
詩
』
巻
二
、
王
十
朋
『
東
坡
詩
集
注
』
巻
一
五
等

に
見
え
、
南
宋
に
は
万
里
橋
は
費
禕
の
史
跡
と
し
て
定
着
し
た
と
お
ぼ
し
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
南
宋
・
劉
光
祖
「
万
里
橋
記
」
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

七
星
橋
の
一
は
長
星
橋
と
曰い

い
、
古
今
相
傳
う
る
に
孔
明
此
に
於
て
呉
使
張
温
を
送
り
て
曰
く
、
此
の
水
下
り
て
揚
州
に
至
る
こ
と
萬
里
な
り
と
。
後
因
り

て
以
て
名
づ
く
。
或
る
ひ
と
則
ち
曰
く
、
費
禕
呉
に
聘お
も
む

く
に
、
孔
明
之
を
送
り
て
此
に
至
り
て
曰
く
、
萬
里
の
道
は
此
よ
り
始
ま
る
な
り
と）
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張
温
は
費
禕
と
同
じ
く
、
一
時
期
外
交
の
プ
ロ
パ
ー
と
し
て
呉
と
蜀
を
往
還
し
て
国
交
に
努
め
て
い
た
人
物
な
の
で）
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、
諸
葛
亮
が
見
送
っ
た
こ
と
の
信
憑
性
は

あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
南
宋
期
に
は
万
里
橋
の
名
が
費
禕
に
よ
っ
て
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
張
温
の
逸
話
は
万
里
橋

が
史
跡
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
か
ら
新
た
に
派
生
し
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
南
宋
『
方
輿
勝
覧
』
巻
五
一
や
南
宋
・
李
劉
撰
、
明
・
孫
雲
翼
箋
釈
『
四
六

標
準
』
巻
三
九
は
費
禕
と
張
温
双
方
の
逸
話
を
記
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
の
話
も
広
ま
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
が
、
南
宋
・
施
元
之
・
施
宿
『
施
注
蘇
詩
』
巻
二

四
は
そ
う
し
た
状
況
を
「
費
禕
と
張
温
の
二
つ
の
説
は
殊こ
と

な
っ
て
は
い
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
孔
明
に
よ
っ
て
そ
の
名
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
小
気
味

好
く
喝
破
し
て
い
る）
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。

　

費
禕
と
張
温
の
二
説
に
つ
い
て
は
、
双
方
を
と
り
あ
げ
て
い
る
も
の
も
見
え
る
が
、
知
名
度
と
し
て
は
概
し
て
費
禕
の
方
が
勝
っ
て
い
る
。
費
禕
説
の
み
を
紹

介
す
る
も
の
は
南
宋
・
范
成
大
「
呉
船
録
」
を
は
じ
め
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
七
一
の
元
・
胡
三
省
注
、
楊
斉
賢
集
注
・
蕭
士
贇
補
注
『
分
類
補
注
李
太
白
集
』

巻
八
、
明
に
入
る
と
『
四
六
標
準
』
巻
八
、
一
二
、
二
五
、
名
勝
古
跡
に
通
じ
て
い
た
曹
学
佺
の
『
蜀
中
廣
記
』
巻
一
、
彭
大
翼
『
山
堂
肆
考
』
巻
二
七
、
陳
耀
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文
『
天
中
記
』
巻
一
六
、『
大
明
一
統
志
』
巻
六
七
、
楊
時
偉
『
諸
葛
忠
武
書
』
巻
九
、
辺
貢
「
賦
得
万
里
橋
送
客
」、
陶
宗
儀
「
題
江
山
万
里
図
」
等
々
、
史

書
・
類
書
に
数
多
く
引
か
れ
て
い
る
。
清
代
に
も
『
御
批
通
鑑
綱
目
』
巻
五
五
、『
御
定
通
鑑
綱
目
三
編
』
巻
四
〇
、『
御
選
唐
詩
』
巻
二
八
、『
佩
文
韻
府
』
巻

一
七
、
二
三
上
、『
四
川
通
志
』
巻
二
二
下
、
四
五
、『
水
経
注
集
釈
訂
訛
』
巻
三
三
、『
歴
代
詩
話
』
巻
三
七
、『
御
定
分
類
字
錦
』
巻
六
、
四
五
、
仇
兆
鰲
『
杜

詩
詳
注
』
巻
九
、『
御
選
唐
詩
』
巻
二
〇
、『
淵
鑑
類
函
』
巻
三
〇
〇
、
三
五
二
等
の
諸
書
が
万
里
橋
を
費
禕
由
来
の
も
の
と
し
て
記
し
て
い
る）
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。

　

但
し
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
単
な
る
史
跡
の
説
明
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
詩
題
と
し
て
の
成
熟
を
見
せ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
か
ろ
う
じ
て
明
の
辺
貢
や

陶
宗
儀
の
作
品
で
い
く
ば
く
か
の
抒
情
と
絡
め
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
黄
鶴
楼
に
ま
つ
わ
る
費
禕
の
詩
が
明
代
に
数
多
く
詠
ま
れ
な
が

ら
も
、
大
き
な
ふ
く
ら
み
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

五　

結
語

　

正
史
『
三
国
志
』
で
は
有
能
な
官
僚
で
あ
っ
た
費
禕
は
、
閻
伯
理
の
筆
下
、
突
如
仙
人
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
た
。
酒
、
囲
碁
、
博
打
も
好
む
と
い
う
磊
落
な

人
柄
で
あ
っ
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
江
夏
出
身
と
い
う
こ
と
か
ら
、
唐
代
に
は
黄
鶴
楼
を
郷
土
と
す
る
誇
る
べ
き
人
物
と
し
て
懐
古
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

で
崔
顥
の
詩
の
風
韻
に
載
せ
ら
れ
て
仙
人
と
し
て
里
帰
り
を
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
黄
鶴
に
乗
っ
て
往
還
し
た
と
い
う
こ
と
以
外
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
育
め
ず
、
人
々
の
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
深
み
を
持
ち
得
な
か
っ
た
点
で
は
、
仙
人
と
し
て
の
才
能
に
は
乏
し
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

仙
人
費
禕
は
唐
か
ら
北
宋
に
か
け
て
黄
鶴
楼
縁
起
の
大
き
な
一
角
を
占
め
て
い
た
が
、
北
宋
末
か
ら
南
宋
に
か
け
て
胡
仔
と
張
栻
の
激
し
い
反
駁
を
受
け
、
さ

ら
に
明
代
に
は
呂
洞
賓
信
仰
に
お
さ
れ
る
情
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
代
の
黄
鶴
楼
に
は
、
ど
の
仙
人
か
を
特
定
す
る
こ
と
に
躍
起
に
な
る
の
で
は
な
く
、
全
て

を
包
括
し
て
し
ま
う
大
ら
か
さ
が
あ
っ
た
。
費
禕
も
他
の
仙
人
と
の
雑
居
の
よ
う
な
形
で
黄
鶴
楼
の
な
か
に
居
場
所
を
得
た
。
李
東
陽
が
「
仙
踪
恍
惚
と
し
て
論

ず
る
に
足
ら
ず）
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」
と
詠
っ
た
の
は
、
黄
鶴
楼
に
遊
ん
だ
多
く
の
文
人
た
ち
の
感
慨
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
長
江
の
上
流
、
万
里
橋
に
お
い
て
も
唐
代
に
は
費
禕
の
伝
承
が
形
成
さ
れ
、
宋
代
に
か
け
て
定
着
し
た
か
に
思
え
た
が
、
南
宋
時
に
張
温
説
が
派
生
し
、

明
代
に
至
っ
て
再
び
費
禕
の
逸
話
と
し
て
定
着
し
た
。
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北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
、
作
詩
人
口
の
増
加
に
よ
り
詩
跡
が
多
様
化
し
、
様
々
な
伝
承
が
派
生
し
た
の
は
、
あ
る
意
味
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
黄
鶴
楼
と
万
里
橋
で
費
禕
が
直
面
し
た
事
情
と
も
符
合
す
る
。
登
仙
し
き
れ
な
か
っ
た
仙
人
費
禕
の
伝
承
は
、
詩
跡
の
多
様
化
と
三
国
志
の
物
語
の
展
開
と

い
う
二
つ
の
大
き
な
う
ね
り
の
な
か
で
た
ゆ
た
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注（
1 
）
吴
黄
武
二
年
、
城
江
夏
以
安
屯
戍
地
也
。
城
西
臨
大
江
、
西
南
角
因
磯
爲
樓
、
名
黄
鶴
樓
。（『
元
和
郡
県
図
志
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
）

（
2 
）『
酉
陽
雑
俎
』
巻
一
二
「
語
資
」
に
、「
鸚
鵡
賦
」
の
作
者
に
は
禰
衡
と
潘
尼
の
二
説
が
あ
る
と
見
え
る
が
、
後
世
多
く
の
詩
人
が
禰
衡
を
詠
っ
て
お
り
、
清
・
胡
鳳
丹
『
鸚
鵡

洲
小
志
』
に
歴
代
の
詩
文
が
数
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
。
三
国
時
代
の
人
物
を
詠
ん
だ
詩
に
つ
い
て
は
、
角
谷
聰
「「
三
国
時
代
物
語
」
の
形
成―

『
全
唐
詩
』
に
お
け
る
三

国
時
代
の
人
物―

」（『
中
国
学
研
究
論
集
』
第
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
等
参
照
。

（
3 
）
夏
口
城
據
黄
鵠
磯
、
世
傳
仙
人
子
安
乘
黄
鵠
過
此
上
也
。（『
南
斉
書
』
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）

（
4 
）
費
禕
を
費
褘
と
記
す
書
も
多
い
が
、
本
稿
で
は
費
禕
に
統
一
す
る
。
ま
た
閻
伯
理
に
関
し
て
も
、
閻
伯
瑾
・
閻
伯
珵
・
閻
伯
珪
等
様
々
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
閻
伯

理
に
統
一
す
る
。
但
し
、
い
ず
れ
も
引
用
箇
所
に
関
し
て
は
原
典
の
表
記
に
拠
る
。

（
5 
）
吉
田
隆
英
「
仙
人
子
安
の
こ
と
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
三
十
三
集
、
一
九
八
一
年
）、
莊
司
格
一
『
中
国
中
世
の
説
話―

古
小
説
の
世
界―

』（
白
帝
社
、
一
九
九
二

年
）、
馮
天
瑜
・
主
編
『
黄
鶴
楼
志
』（
武
漢
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
等
参
照
。

（
6 
）
費
禕
と
孫
権
・
諸
葛
恪
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、『
太
平
広
記
』
巻
二
四
五
「
費
褘
」（
出
啓
顔
録
）、
巻
二
五
三
「
諸
葛
恪
」（
出
啓
顔
録
）
に
も
見
え
る
。

（
7 
）
州
城
西
南
隅
有
黄
鶴
樓
者
、
圖
經
云
、
費
禕
登
仙
、
嘗
駕
黄
鶴
返
憩
於
此
、
遂
以
名
樓
。（『
全
唐
文
』
巻
四
四
〇
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
）

（
8 
）『
全
唐
詩
』
巻
六
六
〇
、
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年
。

（
9
）『
全
唐
文
』
巻
八
九
四
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
。

（
10 
）『
唐
才
子
伝
』
巻
九
「
羅
隠
」
に
「
廣
明
中
、
遇
亂
歸
郷
里
、
時
錢
尚
父
鎮
東
南
、
節
鉞
崇
重
、
隱
欲
依
焉
、
進
謁
投
素
作
、
巻
首
過
夏
口
云
：
「
一
箇
禰
衡
容
不
得
、
思
量

黄
祖
謾
英
雄
」
鏐
得
之
大
喜
遇
、
以
書
辟
曰
：
「
仲
宣
遠
託
劉
荊
州
、
蓋
因
亂
世
；
夫
子
樂
爲
魯
司
冠マ
マ

、
祇
爲
故
郷
。」
隱
曰
：
「
是
不
可
去
矣
！
」
遂
爲
掌
書
記
。」
と
見
え
る
。

（『
唐
才
子
伝
校
箋
』
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
年
）
な
お
、
羅
隠
と
銭
鏐
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
池
澤
滋
子
『
呉
越
銭
氏
文
人
群
体
研
究
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）

等
参
照
。

（
11
）『
四
庫
全
書
』。
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（
12
）『
全
宋
詩
』
巻
一
一
〇
五
、
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
。

（
13
）
予
按
蜀
志
、
費
褘
爲
魏
降
人
郭
循
所
害
、
則
褘
固
不
得
其
終
、
安
有
駕
鶴
而
憩
此
者
也
。（『
苕
溪
漁
隠
叢
話
後
集
』
中
華
書
局
、
一
九
七
六
年
）

（
14
）
崔
顥
題
黄
鶴
樓
詩
、
亦
以
爲
費
褘
昇
仙
之
地
、
承
襲
謬
誤
、
不
復
攷
正
。（
注
（
13
）
前
掲
書
）

（
15 
）
蓋
黄
鶴
名
樓
、
以
山
得
名
也
。（
略
）
而
《
唐
圖
經
》
何
自
而
爲
怪
説
、
謂
費
文
偉
仙
去
、
駕
鶴
來
憩
於
此
、
云
々
。（『
全
宋
文
』
巻
五
七
三
八
、
上
海
辞
書
出
版
社
・
安
徽

教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）

（
16
）
此
皆
因
黄
鶴
之
名
、
而
世
之
喜
事
者
妄
爲
之
説
、
後
來
者
既
不
之
察
、
亦
從
而
並
緣
增
飾
之
。（
注
（
15
）
前
掲
書
）

（
17 
）
松
尾
幸
忠
「
南
宋
の
地
方
志
に
見
ら
れ
る
詩
跡
的
觀
點
に
つ
い
て
」（『
中
國
文
學
硏
究
』
第
三
十
二
期
、
二
〇
〇
六
年
）
は
、
南
宋
期
の
地
理
書
か
ら
詩
跡
的
観
点
が
明
確
に

認
め
ら
れ
る
も
の
が
増
え
て
く
る
、
と
指
摘
す
る
。

（
18
）
閻
伯
珪
作
記
、
以
費
禕
事
爲
信
、
王
得
臣
、
張
栻
辨
之
。（『
輿
地
紀
勝
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）

（
19
）
在
子
城
西
南
隅
、
黄
鶴
山
上
、
此
樓
因
山
得
名
、
蓋
自
南
朝
已
著
矣
、
云
々
。（『
方
輿
勝
覧
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）

（
20 
）
黄
鶴
樓
、
舊
傳
費
禕
飛
升
於
此
、
後
忽
椉
黄
鶴
來
歸
、
故
以
名
樓
、
號
爲
天
下
絶
景
。（
略
）
今
鄂
人
謂
之
呂
公
洞
、
蓋
流
俗
附
會
也
。（『
四
部
備
要
』
第
七
九
册
『
渭
南
文

集
』
巻
四
十
七
、
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
）

（
21 
）『
全
宋
詩
』
巻
三
一
三
七
、
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
。
原
文
で
は
「
費

」
に
作
る
が
、『
四
庫
全
書
』
所
収
『
御
選
宋
詩
』
巻
五
六
に
よ
っ
て
「
費
禕
」
に
改
め
た
。

な
お
『
御
選
宋
詩
』
は
「
不
酔
倚
樓
呼
費
褘
」
に
作
る
が
、「
不
酔
」
は
「
大
酔
」
の
誤
り
か
。

（
22 
）
荘
司
格
一
、
注
（
5
）
前
掲
書
所
収
「
黄
鶴
楼
」
は
、『
潮
北
通
志
』
注
引
『
鈍
斎
文
選
』
よ
り
「
明
よ
り
以
来
、
費
褘
に
代
っ
て
呂
嵒
と
な
り
、
肖
像
を
祠
る
よ
う
に
な
っ

て
有
名
に
な
っ
た
」
と
の
記
述
を
引
い
て
い
る
。
ま
た
「
ま
ず
宋
代
に
は
費
褘
と
さ
れ
、
つ
い
で
八
仙
の
成
立
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
は
元
以
降
（『
陔
余
叢
考
』
の
考
証
に
よ
る
）、

あ
る
い
は
明
代
に
、
費
褘
に
代
っ
て
呂
洞
賓
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
元
代
で
費
禕
に
言
及
し
た
資
料
と
し
て
は
、
楊
斉
賢
集
注
・
蕭
士
贇
補
注
『
分
類
補
注
李
太

白
集
』
が
あ
り
、
巻
七
「
江
上
吟
」
注
、
並
び
に
巻
一
九
「
詶
岑
勛
見
尋
就
元
丹
丘
対
酒
相
待
以
詩
見
招
」
注
は
『
図
経
』
系
統
の
費
禕
の
記
述
を
引
い
て
い
る
。
な
お
『
大
元

混
一
方
輿
勝
覧
』
巻
下
は
、『
南
斉
志
』
の
み
を
記
し
、
費
禕
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
23 
）
黄
寉
故
事
、

曰
王
子
安
、

曰
費
禕
。
今
人
乃
盡
歸
之
呂
仙
。（
略
）
亦
鵠
山
下
有
費
禕
洞
、
則
跨
寉
客
為
費
禕
無
疑
。（『
明
刻
黄
鶴
楼
集
』
湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
八

四
年
）
以
下
、『
明
刻
黄
鶴
楼
集
』
よ
り
の
引
用
は
、
王
啓
興
他
・
校
注
『
明
刻
黄
鶴
楼
集
校
注
』
湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
九
二
年
も
参
照
し
た
。

（
24 
）
漢
神
仙
費
文
禕
流
乗
而
厺
不
復
返
、
具
見
于
唐
詩
人
崔
顥
所
題
、

非
誣
者
。
後
呂
仙
洞
賔
亦
屢
過
是
、
吹
鐡
笛
于
月
夜
中
、
聲
與
天
籟
相
鏗
戛
、
時
為
之
構
亭
樓
左
、
迄
今

談
仙
家
者
競
傳
為
故
事
。（『
明
刻
黄
鶴
楼
集
』
湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）

（
25
）『
明
文
海
』
巻
三
六
二
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
。
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（
26
）
注
（
23
）
前
掲
書
。

（
27
）
注
（
23
）
前
掲
書
。

（
28
）
注
（
23
）
前
掲
書
。

（
29
）
注
（
23
）
前
掲
書
。

（
30 
）
荘
司
格
一
、
注
（
５
）
前
掲
書
所
収
「
黄
鶴
楼
」
参
照
。
ま
た
佐
藤
義
寛
「『
列
仙
全
伝
』
研
究
（
四
）―

伝
記
資
料
所
在
索
引―

」（『
文
藝
論
叢
』
第
六
四
号
、
二
〇

〇
四
年
）
に
よ
る
と
、『
列
仙
全
伝
』
に
見
ら
れ
る
費
禕
の
説
話
は
、『
広
列
仙
伝
』『
仙
苑
編
珠
』『
三
洞
珠
嚢
』『
三
洞
群
仙
録
』『
歴
世
真
仙
体
道
通
鑑
』『
太
平
広
記
』
等
の

書
書
に
は
引
か
れ
て
お
ら
ず
、
完
全
に
孤
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
31 
）
費
禕
洞
在
黄
鵠
山
後
、
舊
經
云
、
費
文
禕マ
マ

昇
仙
處
、
李
宗
孟
詩
、
空
遺
費
仙
跡
、
不
見
庾
公
遊
、
草
木
有
新
色
、
江
山
餘
故
愁
。（『
大
明
一
統
志
』
三
秦
出
版
社
、
一
九
九
〇

年
）

（
32 
）
費
禕
洞
在
黄
鵠
山
陽
、
世
傳
費
文
偉
修
仙
處
。
因
荀
瓌
字
叔
禕
、
而
誤
文
偉
、
云
々
。（『
江
夏
県
志
（
一
）』
成
文
出
版
社
、
中
国
方
志
叢
書
、
一
九
七
五
年
）

（
33
）
…
俗
名
蛇
山
。
山
陰
有
費
禕
洞
、
任
昉
曰
：
「
荀
瓌
字
叔
瑋
、
昇
仙
于
此
、
非
費
文
禕マ
マ

也
。」（『
読
史
方
輿
紀
要
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）

（
34
）『
御
製
詩
集
初
集
』
巻
三
〇
（『
四
庫
全
書
』）。

（
35 
）
費
公
祠
記
碑
、
乾
隆
三
十
二
年
、
湖
北
按
察
使
大
興
朱
珪
撰
、
在
黄
鶴
樓
仙
棗
亭
。（『
江
夏
県
志
（
三
）』
成
文
出
版
社
、
中
国
方
志
叢
書
、
一
九
七
五
年
）

（
36 
）
馮
天
瑜
・
主
編
『
黄
鶴
楼
志
』
武
漢
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。
な
お
楹
聯
に
関
し
て
は
、
張
誠
傑
・
選
編
『
黄
鶴
楼
詩
詞
文
聯
選
集
』
華
中
工
学
院
出
版
社
、
一
九
八
四

年
も
参
照
し
た
。

（
37
）
注
（
36
）
前
掲
書
。

（
38
）
注
（
36
）
前
掲
書
。

（
39
）
注
（
36
）
前
掲
書
。

（
40 
）
高
橋
繁
樹
「『
劉
玄
徳
酔
走
黄
鶴
楼
』
の
考
察―

三
国
平
話
と
三
国
雑
劇
（
4
）―

」（
佐
賀
大
学
教
養
部
『
研
究
紀
要
』
第
八
巻
、
一
九
七
六
年
）
参
照
。
黄
鶴
楼
と
甘

露
寺
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
石
麟
『
従
《
黄
鶴
楼
》
到
《
甘
露
寺
》―

片
談
戯
曲
小
説
作
品
中
劉
備
与
東
呉
的
恩
恩
怨
怨―

』（『
全
国
中
文
核
心
期
刊　

芸
術
百

家
』
二
〇
〇
四
年
第
五
期
、
総
第
七
九
期
）』
等
が
あ
る
。
ま
た
甘
露
寺
に
お
け
る
三
国
志
の
物
語
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
角
谷
聰
「「
三
国
志
物
語
」
に
お
け
る
赤
壁
の
戦
い
と

甘
露
寺
説
話
」（『
中
國
中
世
文
學
硏
究
』
第
四
十
五
・
四
十
六
合
併
号
、
小
尾
郊
一
博
士
追
悼
特
集
、
二
〇
〇
四
年
）、
拙
稿
「
甘
露
寺
縁
起
考
」（『
藝
文
研
究
』
第
八
十
八
号
、

二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
41 
）
湧
月
臺
在
黄
鶴
樓
、
旁
有
石
刻
、
湧
月
二
字
相
傳
漢
曹
孟
徳
遺
筆
。（『
湖
廣
通
志
』
巻
七
七
、（『
四
庫
全
書
』））。
ま
た
『
広
陽
雑
記
』
巻
四
に
「
俗
以
為
曹
孟
徳
所
書
。
夫

曹
公
未
嘗
至
此
、
其
説
可
笑
」
と
あ
る
と
、
注
（
36
）
前
掲
『
黄
鶴
楼
志
』
一
〇
四
頁
に
見
え
る
。

（
42
）
任
乃
強
・
校
注
『
華
陽
国
志
校
補
図
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）。
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費禕登仙考

（
43
）
萬
里
橋
、
架
大
江
水
、
在
縣
南
八
里
。
蜀
使
費
禕
聘
呉
、
諸
葛
亮
祖
之
、
禕
嘆
曰
、
萬
里
之
路
、
始
於
此
橋
。
因
以
爲
名
。（『
元
和
郡
県
図
志
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
）

（
44
）
萬
里
橋
在
州
南
二
里
。
亦
名
篤
泉
橋
、
橋
之
南
有
篤
泉
也
。
漢
使
費
褘
聘
呉
、
諸
葛
亮
祖
之
、
褘
歎
曰
、
萬
里
之
路
始
于
此
橋
。
故
曰
萬
里
橋
。（『
四
庫
全
書
』））

（
45 
）
七
星
橋
之
一
曰
長
星
橋
者
、
古
今
相
傳
孔
明
於
此
送
呉
使
張
温
曰
：
「
此
水
下
至
揚
州
萬
里
。」
後
因
以
名
。
或
則
曰
、
費
禕
聘
呉
、
孔
明
送
之
至
此
、
曰
：
「
萬
里
之
道
、

從
此
始
也
」。（『
全
蜀
藝
文
志
』
線
装
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）

（
46
）『
三
国
志
』
巻
五
七
「
呉
書
・
張
温
伝
」
参
照
。

（
47
）
二
説
雖
殊
、
要
之
因
孔
明
得
名
。（『
四
庫
全
書
』）

（
48 
）
明
清
以
降
、『
華
陽
国
志
』
を
出
典
と
し
て
費
禕
と
諸
葛
亮
の
逸
話
を
伝
え
る
書
が
多
い
。『
天
中
記
』
巻
一
六
を
は
じ
め
、
清
代
に
は
『
淵
鑑
類
函
』
巻
三
〇
〇
、
三
五
二
、

『
御
選
唐
詩
』
巻
二
〇
、
仇
兆
鰲
『
杜
詩
詳
注
』
巻
九
等
、
い
ず
れ
も
『
華
陽
国
志
』
か
ら
費
禕
の
逸
話
を
引
い
て
い
る
。
し
か
し
管
見
の
限
り
で
は
、『
天
中
記
』
以
前
に
は

『
華
陽
国
志
』
か
ら
と
し
て
費
禕
の
逸
話
を
引
い
て
い
る
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
任
乃
強
「
成
都
七
橋
考
」（
注
（
42
）
前
掲
書
所
収
）
も
、
万
里
橋
を
費
禕
と
結
び
つ
け
た
最
古

の
例
と
し
て
『
元
和
郡
県
図
志
』
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
『
華
陽
国
志
』
の
版
本
の
問
題
と
も
併
せ
て
、
待
考
。
な
お
任
乃
強
「
成
都
七
橋
考
」
は
「
萬
亦
爲
姓
氏

字
、
亦
可
疑
「
萬
里
」
是
里
名
。」
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
49
）「
寄
題
黄
鶴
楼
簡
秦
開
府
」
に
、「
仙
蹤
恍
惚
不
足
論
」
と
見
え
る
（
注
（
23
）
前
掲
書
）。
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