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悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
23
）

『
黄
鶴
樓
』　
　
崔
　
顥

　
　
唐
代
随
一
と
絶
唱
さ
れ
た
「
黄
鶴
樓
」

　
黄
鶴
樓　
　
　
　
崔　
顥

昔
人
已
乘
白
雲
去　
昔
人
已
に
白
雲
に
乘
じ
て
去
り

此
地
空
餘
黄
鶴
樓　
此
の
地
空
し
く
餘
す
黄
鶴
樓

黄
鶴
一
去
不
復
返　
黄
鶴
一
た
び
去
っ
て
復
返
ら
ず

白
雲
千
載
空
悠
悠　
白
雲
千
載
空
し
く
悠
悠

晴
川
歴
歴
漢
陽
樹　
晴
川
歴
歴
た
り
漢
陽
の
樹

芳
艸
萋
萋
鸚
鵡
洲　
芳
艸
萋
萋
た
り
鸚
鵡
洲

日
暮
鄕
關
何
處
是　
日
は
暮
れ
て
鄕
關
何
れ
の
處
か
是
な
る

煙
波
江
上
使
人
愁　
煙
波
江
上
人
を
し
て
愁
し
ま
し
む

　
　
　

意　
解

　
（
伝
説
に
よ
る
と
）
昔
の
仙
人
は
す
で
に
白
雲
と
と
も
に
黄
鶴
に

乗
っ
て
去
り
、
今
、
こ
の
地
に
は
た
だ
空
し
く
黄
鶴
樓
が
そ
び
え
て

い
る
ば
か
り
で
あ
る
。　

　
仙
人
が
描
き
、
そ
れ
に
乗
っ
て
去
っ
た
と
い
う
黄
鶴
は
そ
れ
っ
き

り
帰
っ
て
来
ず
、
白
雲
の
み
が
千
年
前
と
同
じ
よ
う
に
ゆ
っ
た
り
浮

か
ん
で
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
（
樓
か
ら
眺
め
る
と
）
晴
れ
渡
っ
た
川
の
対
岸
に
あ
る
漢
陽
の
町

の
樹
木
も
は
っ
き
り
望
ま
れ
、
ま
た
芳
し
い
草
が
盛
ん
に
茂
っ
て
い

る
鸚
鵡
洲
も
近
く
に
見
え
る
。

　
（
た
だ
自
分
は
漂
泊
の
身
）
日
暮
れ
に
な
る
と
故
郷
は
ど
の
方
角

に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
夕
靄
が
立
ち
籠
め
る
長
江
の
風
情
が

私
を
無
性
に
悲
し
ま
せ
る
。

評
判
悪
し
き
作
者
の
青
年
時
代

　

七
〇
四
？
〜
七
五
四
。
汴べ

ん

州
（
今
の
河
南
省
開
封
県
）
の
人
。

七
二
三
年
に
進
士
に
及
第
し
、
監
察
御
史
と
し
て
河
南
節
度
使
の
幕ば

っ

下か

に
入
り
、
山
西
省
北
部
に
も
赴
任
し
軍
旅
の
生
活
を
よ
く
詩
に
し

た
。
三
十
八
歳
こ
ろ
か
ら
尚
書
省
吏り

部ぶ

司
勲
員
外
郎
（
従
六
品
上
）

で
官
を
終
わ
っ
て
い
る
が
、そ
の
ほ
か
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

酒
、
博
打
、
放
蕩
の
青
年
時
代
を
送
り
、
軽
薄
な
人
物
評
が
あ
る
。

し
か
し
晩
年
は
一
転
し
て
風
格
も
備
わ
り
凛
と
し
た
作
品
を
多
く
残

し
て
い
る
。

「
黄
鶴
樓
」
に
見
る
三
つ
の
逸
話　
　
　
　
　

▽
そ
の
一　
「
黄
鶴
樓
」
と
仙
人
の
伝
説

　
昔
、
こ
の
地
に
辛
と
い
う
主
人
が
商
う
酒
屋
が
あ
っ
た
。
毎
日
の

よ
う
に
老
人
が
来
て
は
無
銭
で
酒
を
飲
ん
で
行
く
が
主
人
は
嫌
な
顔

も
せ
ず
飲
ま
せ
て
い
た
。
半
年
ほ
ど
し
て
老
人
は
酒
代
と
言
っ
て
橘

の
皮
で
黄
色
の
鶴
を
壁
に
描
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
鶴
が
客
の
歌
に

合
わ
せ
て
踊
り
だ
す
と
い
う
の
で
評
判
に
な
り
、
店
は
大
繁
盛
し
、

辛
は
巨
万
の
富
を
築
い
た
。
十
年
後
、
老
人
が
再
来
し
、
笛
を
吹
く
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と
白
雲
が
湧
き
起
こ
り
、
彼
は
白
雲
と
と
も
に
そ
の
鶴
に
乗
っ
て
飛

び
去
っ
た
。
辛
は
お
礼
に
記
念
の
楼
を
立
て
「
黄
鶴
樓
」
と
名
付
け

た
と
い
う
。（
Ｂ
２
―
１
参
照
）

▽
そ
の
二　
鸚
鵡
洲
に
秘
め
ら
れ
た
悲
話

　

後
漢
末
の
禰で

い

衡こ
う

な
る
人
は
あ
る
要
人
の
紹
介
で
三
国
時
代
の
覇

者
魏ぎ

の
曹
操
に
仕
え
た
が
、
禰
衡
の
傲
慢
な
性
格
の
た
め
曹
操
を
怒

ら
せ
、
荊
州
（
今
の
湖
北
省
襄
陽
）
の
大
守
劉り

ゅ
う

表ひ
ょ
う

と
い
う
人
物
に

預
け
ら
れ
た
。
こ
こ
で
も
厄
介
者
に
さ
れ
た
衡
は
同
省
の
大
守
黄
祖

に
身
柄
を
移
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
祖
の
息
子
射
に
た
い
そ
う
気
に
い

ら
れ
、
衡
を
あ
る
宴
会
に
侍
ら
せ
た
。
そ
の
席
で
射
は
あ
る
人
か
ら

祝
賀
と
し
て
鸚
鵡
を
贈

ら
れ
た
。
衡
は
こ
れ
は

め
で
た
い
こ
と
だ
と
即

座
に
「
鸚
鵡
の
賦
」
を

作
っ
て
奉
っ
た
。
見
事

な
出
来
栄
え
で
人
々
は

衡
の
ま
た
と
な
い
才
能

を
褒
め
称
え
た
。
し
か

し
素
行
が
収
ま
ら
な
い

彼
は
、
後
日
長
江
の
船

上
で
の
宴
席
で
黄
祖
を

罵の
の
し

っ
た
か
ど
で
死
罪
と

な
り
、
こ
の
中
洲
に
葬
ら
れ
た
。
そ
こ
で
地
の
人
々
は
憐
れ
ん
で
こ

の
洲
を
「
鸚
鵡
洲
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。（
出
典
「
一
統
志
」）

　
作
者
崔
顥
は
こ
の
悲
運
の
人
に
自
分
を
重
ね
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
彼
も
ま
た
若
い
頃
か
ら
博
打
と
酒
が
好
き
で
、
さ
ら
に
美
人
好

み
で
飽
き
っ
ぽ
く
妻
を
四
、五
回
も
変
え
た
と
い
う
。
官
位
も
従
六

品
と
言
え
ば
中
程
度
で
あ
り
、
む
し
ろ
進
士
に
及
第
し
た
者
と
し
て

は
陽
の
目
を
見
な
か
っ
た
身
分
で
あ
る
。
世
間
に
入
れ
ら
れ
な
い
性

格
と
天
賦
の
才
能
の
持
ち
主
に
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
鑑
賞
も
成
立
つ
。

▽
そ
の
三　
李
白
も
脱
帽
し
た
名
作
「
黄
鶴
樓
」

　

宋
の
厳げ

ん

羽う

が
「
滄そ

う

川せ
ん

詩
話
」
の
中
で
「（
黄
鶴
樓
の
詩
は
）
唐
人

の
七
律
の
詩
、
当ま

さ

に
此
れ
を
以
て
第
一
と
為
す
べ
し
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
第
一
級
品
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
同
じ
宋
の
敬

優
孝
の
「
唐
詩
紀
事
」
に
は
「
李
白
が
後
に
黄
鶴
樓
を
訪
れ
た
時
『
眼

前
に
景
あ
れ
ど
も
言
ふ
を
得
ず
。
崔
顥
の
類
詩
上
頭
に
在
り
（
も
っ

と
も
優
れ
て
い
る
）。』
と
言
い
、
崔
顥
以
上
の
詩
は
作
れ
な
い
と
述

懐
し
て
い
る
。」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
李
白
は
追
放
の
身
な
が

ら
金
陵
の
鳳
凰
臺
を
訪
れ
た
時
に
崔
顥
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
七
律

を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
「
鳳
凰
臺
」
を
み
る
と
（
Ｂ
１
―
２
）
首
聯

が「
鳳
凰
臺
上
鳳
凰
遊
び
鳳
去
り
臺
空
し
く
し
て
江
自
ず
か
ら
流
る
」

で
始
ま
り
、
一
方
「
黄
鶴
樓
」
で
は
「
昔
人
已
に
白
雲
に
乗
じ
て
去

り
此
の
地
空
し
く
余
す
黄
鶴
樓
」
と
あ
り
、両
者
と
も
懐
古
的
背
景
・

黄河

長
安

洛
陽

漢
水

漢
陽

武
昌

黄
鶴
楼

洞
庭
湖

長江
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情
景
・
趣
き
が
き
わ
め
て
類
似
し
て
お
り
、ま
た
「
白
鷺
洲
」
と
「
鸚

鵡
洲
」
の
地
名
を
織
り
込
ん
だ
構
成
の
仕
方
、
そ
し
て
尾
聯
で
は
ど

ち
ら
も
故
郷
に
思
い
を
は
せ
、
し
か
も
「
人
を
し
て
愁
し
ま
し
む
」

の
同
表
現
。
ま
さ
に
崔
顥
の
「
黄
鶴
樓
」
と
二
重
写
し
に
な
っ
て
い

る
。
崔
顥
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
う
李
白
の
一
面
を

見
る
よ
う
で
あ
る
。

現
在
の
黄
鶴
樓

　

現
地
を
訪
れ
た
会
員
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
敢
え
て
記
し
ま

す
。
黄
鶴
樓
は
湖
北
省
武
昌
市
の
長
江
と
漢
水
が
合
流
す
る
地
点

の
河
畔
に
あ
り
、
小
高
い
丘
（
蛇
山
）
の
上
に
立
つ
五
層
の
楼

で
、
日
本
の
五
重
の
塔
を
五
・
六
倍
太
ら
せ
た
よ
う
な
大
き
な
建

物
で
あ
る
。
屋
根
の
反
り
が
文
字
通
り
鶴
の
羽
根
を
広
げ
た
よ
う

に
な
っ
て
い
て
見
事
で
あ
る
。
写
真
に
よ
く
見
る
現
在
の
も
の
は

一
九
八
五
年
に
完
成
さ
れ
、
六
代
目
か
七
代
目
で
、
そ
れ
と
は
全

く
外
観
の
違
う
過
去
の
楼
の
模
型
が
一
階
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
。

高
さ
は
五
十
一
メ
ー
ト
ル
あ
り
こ
れ
ま
で
よ
り
最
も
高
く
て
ま
た

大
き
い
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
そ
の
一
階
に
は
土
産
物
屋
が
あ
り
、

見
上
げ
る
と
崔
顥
の
こ
の
詩
が
陶
器
製
の
大
き
な
壁
画
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
の
が
迫
っ
て
く
る
。
最
上
階
ま
で
登
る
と
長
江
を
展

望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
も
付
い
て
い
る
。
漢
陽

の
町
は
対
岸
に
あ
る
と
い
う
か
ら
、
あ
の
あ
た
り
だ
ろ
う
と
見
当

は
つ
い
た
が
、
鸚
鵡
洲
ら
し
い
も
の
は
眼
前
に
は
見
え
な
い
。
漢

陽
県
武
昌
の
西
南
に
あ
る
中
洲
と
解
説
書
に
あ
る
か
ら
近
い
所
に

あ
る
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。

訓
読
上
の
三
つ
の
疑
問

▽
そ
の
一　
「
黄
鶴
」
を
な
ぜ
「
お
う
か
く
」
と
読
む
の
か
。

　

以
前
か
ら
会
員
の
間
で
こ
の
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
る
。「
伝
統
だ

か
ら
」
ら
し
い
が
、
ど
の
書
物
に
も
「
く
ゎ
う
か
く
＝
こ
う
か
く
」

と
な
っ
て
い
る
。「
く
ゎ
う
」
は
漢
音
で
「
お
う
」
は
呉
音
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
漢
音
を
採
用
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
「
こ
う
か
く
」
が

正
当
読
み
だ
ろ
う
。

▽
そ
の
二　
一
句
目
は
「
乗
白
雲
」
な
の
か
「
乗
黄
鶴
」
な
の
か
。

　
「
全
唐
詩
」に
は「
乗
黄
鶴
」と
あ
り「
唐
詩
選
」「
三
体
詩
」に
は「
乗

白
雲
」
と
あ
る
。
簡
野
道
明
氏
の
「
唐
詩
選
詳
解
」
に
は
「
全
唐
詩
」

の
方
を
良
し
と
し
て
「
…
…
そ
の
方
が
い
か
に
も
自
然
の
妙
を
得
て

い
る
」
と
解
説
し
、
も

と
の
「
白
雲
」
を
わ
ざ

わ
ざ
「
黄
鶴
」
と
改
字

し
て
載
せ
て
い
る
。
ま

た
別
の
解
説
書
に
も
「
同

字
を
嫌
う
近
体
詩
で
あ

る
が
、『
黄
鶴
』
の
二
字

が
あ
え
て
最
初
の
三
句

に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
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と
こ
ろ
に
奇
抜
さ
が
あ
る
。
一
句
目
で
黄
鶴
が
去
っ
て
し
ま
う
の
で

二
句
目
の
『
空
し
く
余
す
黄
鶴
樓
』
と
い
う
表
現
が
効
い
て
く
る
の

で
あ
る
。」
と
あ
っ
て
、
作
詩
の
規
則
を
越
え
て
も
「
黄
鶴
」
の
方

が
趣
き
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

▽
そ
の
三　
第
八
句
は
「
人
を
し
て
愁
（
う
れ
）
へ
し
む
」
と
訓
読

　
す
る
の
で
は
？　
簡
野
氏
を
は
じ
め
大
修
館
書
店
、
明
治
書
院
本

な
ど
に
も
す
べ
て
「
愁
（
う
れ
）
へ
し
む
」
で
あ
る
。
漢
和
辞
典
に

も「
愁
」に「
悲
し
む
こ
と
」と
い
う
字
解
は
あ
っ
て
も
、「
か
な
し
む
」

と
訓
読
す
る
も
の
は
な
い
。「
か
な
し
む
」
と
読
ま
せ
る
の
も
本
会

の
伝
統
な
の
か
と
思
う
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
24
）

『
楓
橋
夜
泊
』　
　
張
　
繼

　
　
旅
愁
を
う
た
っ
た
詩
で
、
古
来
よ
り

　
　
　
　
有
名
で
あ
る
が
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
諸
説
が
あ
る

　
楓
橋
夜
泊　
　
　
張　
繼

月
落
烏
啼
霜
滿
天　
月
落
ち
烏
啼
い
て
霜
天
に
滿
つ

江
楓
漁
火
對
愁
眠　
江
楓
漁
火
愁
眠
に
對
す

姑
蘇
城
外
寒
山
寺　
姑
蘇
城
外
寒
山
寺

夜
半
鐘
聲
到
客
船　
夜
半
の
鐘
聲
客
船
に
到
る

作　
者

　

湖
南
省
襄
陽
の
人
で
、
生
没
年
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
天
宝

十
二
年
（
七
五
三
）
に
進
士
の
試
験
に
及
第
し
て
い
る
か
ら
、
生

ま
れ
た
の
は
多
分
七
二
〇
年
代
で
あ
ろ
う
か
。
博
識
で
鎮ち

ん

戎じ
ゅ
う

軍
幕

府
の
属
官
や
塩
鉄
判
官
な
ど
を
経
て
、
大
暦
年
間
（
七
六
六
〜

七
七
九
）
に
検け

ん

校こ
う

祠し

部ぶ

員
外
郎
の
官
に
就
く
。
こ
の
年
代
か
ら
み

る
と
、
杜
甫
の
亡
く
な
っ
た
七
七
〇
年
以
降
も
生
き
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

　
杜
甫
が
江
南
を
彷さ

ま
よ徨
い
な
が
ら
絶
望
的
な
望
郷
の
悲
哀
を
う
た
っ

て
い
た
年
間
は
、
美
し
い
郷
愁
の
詩
句
を
生
む
こ
の
よ
う
な
詩
人
た

ち
に
よ
っ
て
、
中
唐
の
幕
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

要　
旨

　
秋
の
夜
、
楓
橋
に
て
船
中
に
一
泊
し
、
寂
し
い
自
然
の
中
で
鐘
声

を
聞
い
て
、
し
み
じ
み
と
旅
愁
を
味
わ
っ
た
。

意　
解

　
月
は
沈
み
、
鳥
の
啼
き
声
が
聞
こ
え
、
冷
た
い
霜
の
気
配
が
、
あ

た
り
一
面
に
満
ち
わ
た
る
。
岸
辺
の
紅
葉
し
た
楓
と
漁
火
が
う
つ
ら

う
つ
ら
と
眠
ら
れ
ぬ
目
に
映
る
。

　
（
そ
の
と
き
）
蘇
州
の
町
は
ず
れ
に
あ
る
寒
山
寺
か
ら
、
夜
半
を

告
げ
る
鐘
の
音
が
、
わ
が
乗
る
船
に
聞
こ
え
て
き
た
。（
旅
の
夜
は

こ
と
さ
ら
長
く
思
わ
れ
る
こ
と
だ
）

　目次へもどる▲　次ページへ▲
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