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死
刑
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
追
及
さ
れ
た
し
、
李
白
は
粛
宗
に
逆
ら
っ

た
母
違
い
の
弟
王
琳
の
傘
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
罪
と
さ
れ
て
、
夜
郎

の
地
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
七
五
八
年
、
杜
甫
は
左
拾
遺

の
職
か
ら
華
州
司
功
参
軍
と
い
う
極
め
て
低
い
地
方
官
に
貶
さ
れ
て

長
安
を
去
る
。
結
局
は
嫌
気
が
さ
し
て
翌
七
五
九
年
、
官
を
辞
し
て

蜀
の
成
都
に
赴
く
こ
と
に
な
る
。
四
十
八
歳
だ
っ
た
。
以
後
約
三
年

間
或
る
知
己
の
援
助
を
受
け
て
家
族
と
共
に
比
較
的
落
ち
着
い
た
生

活
が
続
く
。
そ
の
居
が
世
に
言
う
浣
花
草
堂
で
、
今
日
も
四
川
省
の

成
都
の
重
要
な
史
跡
と
し
て
大
事
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
地
も
長
年
の
友
で
あ
っ
た
高
適
と
、
最
も
の
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
厳

武
が
共
に
世
を
去
っ
た
機
に
、
杜
甫
は
数
年
住
み
慣
れ
た
草
堂
を
後

に
し
て
、
家
族
と
共
に
最
後
の
漂
泊
の
旅
が
五
十
四
歳
の
晩
春
に
始

ま
っ
た
。
七
六
五
年
の
五
月
で
あ
っ
た
。
既
に
少
し
ず
つ
杜
甫
の
身

体
は
病
に
冒
さ
れ
始
め
て
い
た
。

　

頸
聯
（
第
五
句
、
第
六
句
）
の
痛
切
な
悲
嘆
と
尾
聯
（
第
七
句
、

第
八
句
）
の
絶
望
的
な
自
嘲
の
つ
ぶ
や
き
を
理
解
し
て
頂
く
た
め

に
、
杜
甫
の
生
涯
の
一
端
に
つ
い
て
の
長
々
し
い
引
用
が
ど
う
し
て

も
必
要
だ
っ
た
。
後
、
数
年
で
彼
の
生
涯
は
閉
じ
る
の
だ
が
、
し
か

し
そ
れ
に
先
だ
っ
て
彼
は
家
族
と
共
に
一
艘
の
苫
舟
で
寝
泊
り
を
始

め
る
。
洞
庭
湖
に
浮
か
ん
で
薬
草
を
売
り
つ
つ
、
辛
う
じ
て
生
計
を

立
て
る
最
後
の
数
年
を
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
ま
り
に
痛

ま
し
い
。
そ
ん
な
最
晩
年
の
始
ま
り
の
頃
の
感
慨
な
の
だ
。

　
「
飄
飄
と
し
て
何
の
似
た
る
所
ぞ
天
地
の
一
沙
鷗
」
す
な
か
も
め

は
高
い
と
こ
ろ
を
飛
べ
な
い
。
聖
天
子
の
再
出
現
を
願
い
、
王
道
を

鼓
舞
し
て
理
想
の
政
治
を
実
現
さ
せ
、
庶
民
を
斉
し
く
楽
土
の
民
た

ら
し
め
ん
と
す
る
志
を
遂
に
果
た
せ
な
か
っ
た
自
身
を
、
高
み
を
知

ら
ず
低
い
砂
地
を
た
だ
た
だ
う
ろ
つ
く
だ
け
の
頼
り
な
い
存
在
と
し

て
省
み
る
し
か
な
か
っ
た
杜
甫
の
心
情
を
思
い
や
る
と
き
、
そ
の
傷

心
た
る
や
ま
こ
と
に
思
い
半
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。

　

先
に
と
り
あ
げ
た
「
登
高
」
は
こ
の
詩
の
二
年
後
の
作
と
な
る
。

「
…
…
万
里
悲
秋
常
に
客
と
な
り
百
年
多
病
獨
り
臺
に
登
る
艱
難
苦

だ
恨
む
繁
霜
の
鬢
潦
倒
新
た
に
停
む
濁
酒
の
杯
」
漢
水
を
遡
っ
て
長

安
に
帰
ろ
う
と
す
る
旅
の
途
中
で
病
昂
じ
て
死
に
到
る
の
は
、
こ
の

詩
の
三
年
後
、
七
七
〇
年
杜
甫
五
十
九
歳
だ
っ
た
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
９
）

『
絶
　
　
句
（
二
）』　
　
杜
　
甫

　
　
杜
甫
の
心
を
と
ら
え
た
景
…
と
そ
の
情

江か
わ

あ
お
く　
白
い
鳥
あ
そ
ぶ

山
は
み
ど
り
花
紅く

れ
な
いに
も
え
る

こ
の
春
も
又　
過
ぎ
ん
と
し

ふ
る
さ
と
を
見
る
は
い
つ
の
日
か

　
漢
詩
に
は
教
訓
詩
や
送
別
詩
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
内
容
の
詩
に
ふ
れ
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る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
般
的
に
は
歴
史
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
述
べ

し
る
し
た
「
叙
事
詩
」、
見
た
ま
ま
の
景
色
の
み
を
書
き
記
す
「
叙

景
詩
」、
そ
れ
と
感
情
を
述
べ
表
わ
し
た
「
叙
情
詩
」
と
に
大
別
さ

れ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
こ
の
詩
は
「
景
」
と
「
情
」
と
で
構
成
さ

れ
た
詩
と
い
え
よ
う
。

　

前
半
二
句
は
な
す
す
べ
も
な
い
旅
人
で
あ
る
杜
甫
の
眼
前
を
通

り
過
ぎ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
春
景
色
。
転
句
の
「
又
」
の
一
宇
は
、

そ
う
し
た
悲
し
み
が
今
年
の
春
ば
か
り
で
な
く
、
昨
年
も
一
昨
年

も
又
、
そ
の
前
の
年
も
同
様
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
転
句
は
前
半
の
叙
景
か
ら
結
句
の

望
郷
の
念
を
述
べ
る
叙
情
へ
の
橋
渡
し
の
役
を
果
た
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
江
山
の
自
然
を
描
写
し
つ
つ
、
も
だ
し
が
た
い
望
郷

の
情
を
詠
っ
た
「
絶
句
」
と
題
す
る
名
作
と
い
え
よ
う
。
前
半
二

句
の
碧
・
白
・
青
・
然あ

か

な
ど
色
彩
豊
か
な
景
色
を
、
現
在
な
ら
写

真
に
撮
っ
て
お
こ
う
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は

時
間
や
事
物
の
変
化
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
情
景
を
描

き
な
が
ら
も
、
そ
の
真
意
は
情
景
の
奥
に
あ
る
も
の
と
い
う
点
に

あ
る
。
悲
愁
に
充
ち
た
杜
甫
の
「
魂
の
叫
び
」
ま
で
は
写
し
撮
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

憂
愁
の
詩
人
「
杜
甫
一
生
愁
う
」
…
そ
の
人
生　

　
杜
甫
は
詩
の
世
界
に
お
け
る
聖
人
、「
詩
聖
」
と
呼
ば
れ
た
。

中
国
に
お
い
て
儒
教
に
お
け
る
聖
人
、
孔
子
の
教
え
を
忠
実
に
見
つ

め
た
詩
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
代
々
地
方
長
官
を
務
め
る
ほ
ど

の
家
に
生
ま
れ
た
杜
甫
は
、
子
供
の
頃
か
ら
経
書
に
耽
る
こ
と
が
多

か
っ
た
こ
と
も
影
響
し
た
と
い
え
よ
う
。
杜
甫
は
の
ち
の
乱
れ
た
社

会
に
あ
っ
て
も
年
少
の
頃
か
ら
培
っ
た
精
神
を
放
棄
し
よ
う
と
は
し

な
か
っ
た
。頑か

た
く

な
な
姿
勢
が
杜
甫
詩
を
支
え
る
魅
力
の
源
と
い
え
る
。

戦
争
を
憎
み
民
衆
を
慈
し
ん
だ
杜
甫
の
愁
い
は
、
い
つ
終
わ
る
と
も

な
く
続
い
た
。
そ
れ
で
も
生
涯
理
想
と
現
実
の
矛
盾
か
ら
目
を
背
け

る
こ
と
な
く
憂
い
続
け
た
杜
甫
。
戦
乱
の
最
中
に
妻
子
を
抱
え
て
各

地
を
彷さ

ま
よ徨
い
歩
き
、
困
窮
・
孤
独
・
病
気
と
、
生
涯
の
大
半
は
不
幸

と
生
活
難
に
と
り
つ
か
れ
た
不
遇
の
人
生
を
送
っ
た
大
詩
人
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

そ
の
一
生
を
通
じ
て
人
間
の
悲
哀
を
詠
い
続
け
た
杜
甫
の
詩
は
、
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一
宇
一
字
に
血
の
滲
む
苦
心
が
偲し

の

ば
れ
、
そ
の
詩
風
は
「
杜
甫
一
生

愁
う
」
と
評
さ
れ
た
。
憂
愁
の
詩
人
杜
甫
、
大
暦
五
年
、
五
十
九
歳

に
し
て
洞
庭
湖
に
近
い
湘し

ょ
う

江こ
う

に
浮
か
べ
た
舟
の
上
で
苦
労
に
満
ち
た

そ
の
一
生
を
終
え
た
。

束
の
間
の
安
ら
ぎ

　
こ
の
詩
は
広
徳
二
年
（
七
六
四
）
杜
甫
五
十
三
歳
の
春
の
作
で
あ

る
。
題
の「
絶
句
」

と
い
う
の
は
近
体

詩
に
お
け
る
四
句

詩
の
呼
び
方
を
そ

の
ま
ま
題
名
に
し

た
も
の
で
、（
二
）

と
い
う
の
は
二
首

連
作
の
中
の
第
二

首
目
の
作
品
で
あ

る
。
杜
甫
の
「
絶

句
」
と
題
す
る
詩

は
と
り
わ
け
多
く

有
り
、因
み
に「
兩

箇
の
黄
鸚
翠
柳

に
鳴
き
」の
「
絶

句
」
と
題
す
る
詩

は
、
こ
の
詩
と
製
作
時
期
の
比
較
的
近
い
と
き
に
詠
ま
れ
た
四
首
連

作
の
第
三
首
目
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
詠
ま
れ
た
場
所
は
四
川

省
の
成
都
の
南
を
流
れ
る
錦
江
で
あ
ろ
う
。
成
都
の
町
は
錦
官
城
と

呼
ば
れ
、
三
国
時
代
蜀
の
劉
備
玄
徳
に
仕
え
た
諸
葛
孔
明
を
祀
っ
た

社
の
あ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。（
Ｂ
14
号
蜀
相
）
言
い
伝
え
に
よ
れ

ば
、錦
織
を
そ
の
江
水
で
洗
え
ば
色
が
よ
り
鮮
や
か
に
な
る
の
で「
錦

江
」
と
名
付
け
た
と
い
う
。
安
禄
山
の
叛
乱
に
あ
っ
て
長
安
を
離

れ
、
険
し
い
蜀
の
棧
道
を
越
え
こ
の
町
に
辿
り
つ
い
た
の
は
乾
元
二

年
（
七
五
九
）
の
冬
で
あ
っ
た
。
杜
甫
一
家
は
ほ
ど
な
く
錦
江
の
支

流
で
あ
る
浣か

ん

花か

渓け
い

と
い
う
川
の
側
に
荒
れ
地
を
見
つ
け
新
居
を
建
て

る
こ
と
と
し
た
。
一
家
は
自
分
た
ち
の
手
で
土
地
を
切
り
拓
き
、
木

の
根
を
掘
り
起
こ
す
な
ど
の
重
労
働
も
す
る
な
ど
し
て
、
数
ヶ
月
か

け
て
茅
屋
は
完
成
し
た
。
当
然
杜
甫
で
は
費
用
を
負
担
で
き
る
は
ず

も
無
く
、
母
方
の
親
戚
や
成
都
の
長
官
で
あ
っ
た
裴は

い

冕べ
ん

、
又
洛
陽
在

往
時
か
ら
の
友
人
高
適
な
ど
多
く
の
知
人
か
ら
も
援
助
を
う
け
た
。

浣
花
草
堂
と
名
付
け
た
庵
で
の
数
年
間
の
わ
ず
か
な
生
活
で
あ
っ
た

が
、
不
遇
と
い
わ
れ
た
杜
甫
の
人
生
に
お
い
て
、
そ
れ
は
し
ば
し
の

安
ら
ぎ
を
得
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

鑑
賞
と
研
究
―
詩
を
際
立
た
せ
る
構
成

　

今
に
伝
わ
る
杜
甫
の
詩
は
お
よ
そ
千
四
百
七
十
余
首
あ
る
が
、

三
十
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
若
い
頃
の
詩
は
僅
か
二
十
首
ぐ
ら
い
し

か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
ど
う
い
う
理
由
で
か
は
知
り
え
な
い
が

蜀
岷山

渭 水 渭城

長安 洛陽

黄河

岷
江錦
江

浣花渓

浣花草堂
平羌
江

峨眉山

成都
渝州

白帝城
巫山

巫峡
洞庭湖

長江
○

●

○
○

●

○

▲

▲

▲

浣花草堂…成都より西へ４㎞程離れた浣花渓のそばにたて
　　　　　られたところから名づけた庵で杜甫が数年間生
　　　　　活した所
浣 花 渓…長江の支流、岷江の分流である錦江の支流
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杜
甫
は
青
年
期
の
作
品
を
残
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
晩
年
に

詠
ま
れ
た
有
名
な
こ
の
詩
は
さ
す
が
に
構
成
が
際
立
っ
て
優
れ
、

中
国
国
民
に
最
も
親
し
ま
れ
た
。
前
半
は
江
、鳥
、山
、花
と
い
っ

た
四
つ
の
景
物
に
、
そ
れ
ぞ
れ
碧
、
白
、
青
、
紅
の
四
色
を
添

え
、
対
句
を
巧
み
に
用
い
て
鮮
や
か
な
春
の
色
彩
の
世
界
を
描

き
出
し
て
い
る
。
再
び
め
ぐ
っ
て
き
た
美
し
い
春
景
色
に
い
な
が

ら
、
い
た
ず
ら
に
時
間
の
み
が
過
ぎ
て
老
年
に
近
づ
く
の
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
自
分
は
一
体
い
つ
に
な
っ
た
ら
故
郷

へ
帰
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
不
安
の
中
で
エ
ン

デ
ィ
ン
グ
を
迎
え
る
。「
今
春
看
又
過
ぐ
」
と
い
う
句
は
季
節
が

目
の
前
に
推
移
し
つ

つ
あ
る
の
に
、
そ
れ

を
と
ど
め
て
お
く
こ

と
が
で
き
な
い
と
い

う
空
し
さ
を
漂
わ
せ

て
い
る
。
五
十
代
に

入
り
身
体
の
衰
弱
に

悩
む
杜
甫
に
と
っ
て

は
二
度
と
戻
っ
て
こ

な
い
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
。
た
と
え
来
年

ま
た
巡
っ
て
く
る
と

し
て
も
、
既
に
「
今

春
」
で
は
な
い
。

　
「
何
日
是
帰
年
」、
一
度
失
っ
た
官
吏
と
し
て
の
地
位
を
再
び

得
る
た
め
に
は
ま
ず
長
安
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
寄
る
辺
を
な

く
し
た
杜
甫
は
小
舟
を
こ
し
ら
え
て
成
都
を
離
れ
た
が
、
願
い

は
叶
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
終
焉
は
長
安
で
も
故
郷
の
河
南

省
鞏
県
で
も
な
か
っ
た
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ(

10)

『
草
堂
題
東
壁
』　
　
白
楽
天

　
　
廬
山
の
風
光
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
中
唐
の
詩
人

　
　
　

　
白
楽
天
（
七
七
二
〜
八
四
六
）
は
、
日
本
の
文
学
に
及
ぼ
し
た
影

響
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
李
白
・
杜
甫
を
も
凌
い
で
い
る
と
い
え
よ

う
。
中
唐
の
詩
人
。
名
は
居
易
、
宇
は
楽
天
、
晩
年
に
香こ

う

山ざ
ん

居こ

士じ

、

酔す
い

吟ぎ
ん

先
生
と
称
す
。
七
十
五
歳
の
天
寿
を
全
う
し
三
八
〇
〇
余
首
の

詩
を
残
し
て
い
る
。

　
生
ま
れ
た
の
は
、
唐
の
代
宗
の
大
暦
七
年
正
月
二
十
日
、
鄭て

い

州し
ゅ
う

新

鄭
県
（
今
の
河
南
省
）
で
あ
っ
て
父
白は

く

季き

庚こ
う

は
四
十
四
歳
、
母
陳
氏

は
十
八
歳
だ
っ
た
。
す
で
に
兄
幼よ

う

文ぶ
ん

が
お
り
、
こ
の
あ
と
同
じ
く
文

学
で
名
を
知
ら
れ
て
い
る
行こ

う

簡か
ん

が
生
ま
れ
た
。
父
の
官
は
低
く
か
つ

転
宅
が
多
か
っ
た
の
で
、
祖
父
白は

っ

鍠こ
う

の
家
で
生
ま
れ
た
。
白
鍠
も
県

令
を
最
後
と
す
る
中
級
官
吏
で
は
あ
っ
た
が
五
言
詩
が
巧
で
十
巻
の

浣花草堂あたり
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