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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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文
集
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
詩
人
的
才
能
は
こ
の
祖
父
と
外
祖
父

陳ち
ん

潤じ
ゅ
ん

の
二
人
か
ら
受
け
て
い
る
。
陳
潤
は
全
唐
詩
に
八
首
を
残
し
て

い
る
。
こ
の
様
に
詩
人
と
し
て
の
血
統
は
あ
き
ら
か
で
、
五
歳
か
ら

詩
を
作
る
こ
と
を
学
ん
で
い
る
。
詩
は
今
に
残
っ
て
い
る
の
は
先
に

記
し
た
様
に
三
八
〇
〇
余
首
で
そ
の
数
に
お
い
て
は
唐
の
詩
人
の
第

一
位
で
あ
る
。

白
楽
天
の
詩
友

　
白
楽
天
の
詩
友
で
深
交
の
あ
っ
た
人
物
が
二
人
い
た
。
一
人
は
元げ

ん

稹じ
ん

（
七
七
九
〜
八
三
一
）
今
一
人
は
劉り

ゅ
う

禹う

錫し
ゃ
く

（
七
七
二
〜
八
四
二
）

で
あ
っ
た
。
元
稹
と
は
互
い
に
詩
を
贈
答
し
あ
い
、
当
時
詩
を
賦
す

者
、
元
白
と
称
さ
れ
元が

ん

和な

体た
い

と
名
づ
け
ら
れ
た
。

　
元
稹
は
白
楽
天
よ
り
十
五
年
前
に
没
し
た
。
元
稹
の
死
後
白
楽
天

は
劉
禹
錫
と
互
い
に
詩
を
贈
答
し
あ
い
詩
は
劉
白
と
称
さ
れ
た
。

　
白
楽
天
の
詩
集
は
最
初
に
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た
の
は
「
白
氏
長
慶
集
」
で
、

元
稹
の
俳
纂
に
よ
る
。
次
に
廬
山
東
林
寺
経
蔵
院
や
蘇
州
南
禅
寺
経

蔵
内
等
に
在
る
「
白は

く

氏し

文も
ん

集し
ゅ
う

」
で
あ
る
。

白
楽
天
の
略
歴

　
西
暦
七
七
二
年
唐
の
代
宗
の
御み

代よ

大
暦
七
年
正
月
二
十
日
鄭
州
新

鄭
県
に
生
ま
れ
た
。
五
歳
の
時
詩
を
作
る
こ
と
を
学
び
、
十
六
歳
の

時
初
め
て
長
安
に
上
り
、
文
を
袖
に
し
て
著
作
郎
、
顧こ

況き
ょ
う

に
謁
し
認

め
ら
れ
た
。
貞
元
十
六
年
二
十
九
歳
の
時
、
中
書
舎
人
（
宮
中
の
文

書
、
詔
勅
を
つ
か
さ
ど
る
）
高こ

う

郢て
い

の
下
に
及
第
し
、
有
能
な
官
僚
と

し
て
順
調
に
出
世
す
る
も
元
和
十
年
四
十
四
歳
の
時
皇
帝
の
差
し
出

口
を
と
が
め
ら
れ
中
央
よ
り
追
わ
れ
江
州
司
馬
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ

の
職
司
馬
を
司
ど
る
も
仕
事
ら
し
い
仕
事
も
な
く
事
実
上
の
左
遷
で

あ
っ
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
忠
州
、
杭
州
の
刺
史
を
経
て
長
慶
四

年
五
十
三
歳
の
時
都
で
役
人
を
し
て
い
た
冬
、「
白
氏
長
慶
集
」
が

編
纂
さ
れ
た
。

　
五
十
四
歳
か
ら
七
十
一
歳
ま
で
蘇
州
の
刺
史
や
各
地
の
刑
部
侍
郎

（
刑
罰
お
よ
び
刑
事
行
政
を
つ
か
さ
ど
る
）
や
、
太
子
少
伝
（
皇
太

子
の
教
育
係
）
を
歴
任
し
た
。
七
十
四
歳
洛
中
で
住
い
の
詩
、「
白

氏
文
集
」
が
完
成
さ
る
。

　

会
昌
六
年
（
八
四
六
）、
八
月
七
十
五
歳
で
没
し
た
。
十
一
月
龍

門
に
葬
ら
れ
た
。
静
か
な
小
高
い
山
で
黄
河
を
見
下
ろ
し
対
岸
に
は

石
窟
に
た
く
さ
ん
の
仏
像
の
あ
る
風
光
良
き
処
に
、
今
も
白
楽
天
は

眠
っ
て
い
る
。
日
本
か
ら
中
国
を
訪
れ
た
吟
界
の
参
拝
者
が
今
も
後

を
絶
た
な
い
。

白
楽
天
の
詩
の
影
響

　
当
時
白
楽
天
の
詩
は
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
、
伝
誦
さ
れ
た
。
そ

し
て
中
国
の
み
な
ら
ず
、日
本
、新し

ら

羅ぎ

に
も
伝
わ
っ
た
。
我
国
に
「
白

氏
文
集
」
が
伝
来
す
る
と
「
文
選
」﹇
梁
の
蕭
統
（
昭
明
太
子
）
の
編
、

周
か
ら
梁
に
至
る
間
の
優
れ
た
文
章
、
詩
賦
を
種
類
別
に
集
め
た
も

の
﹈
と
共
に
「
長
恨
歌
」「
琵
琶
行
」
は
宮
廷
・
文
人
の
必
読
書
と
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し
て
愛
用
さ
れ
、
我
国
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
嵯
峨

天
皇
の
御
代
は
唐
の
元
和
・
長
慶
の
時
代
で
交
流
が
あ
り
、
楽
天
が

三
十
六
歳
〜
五
十
三
歳
の
時
で
、
白
詩
が
嵯
峨
天
皇
の
御
府
に
一
部

の
み
伝
わ
り
そ
の
詩
を
勉
強
さ
れ
た
と
い
う
。

　

菅
原
道
真
が
太
宰
府
で
不
出
門
の
詩
の
中
で
、「
都
府
樓
繞
看
瓦

色
。
観
音
寺
只
聴
鐘
聲
」
と
賦
し
た
が
白
詩
の
「
遺
愛
寺
鐘
欹
枕
聲
。

香
爐
峰
雪
撥
簾
看
」
を
参
考
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
清
少
納
言
の
枕
草
子
に
﹇
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
例
な
ら
ず

御
格
子
参
り
て
炭す

み

櫃び
つ

に
火
お
こ
し
て
物
語
な
ど
し
て
集
ま
り
侍さ

ぶ
ら
ふ

に

「
少
納
言
よ
、
香
爐
峰
の
雪
い
か
な
ら
ん
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御

格
子
あ
げ
さ
せ
て
御
簾
を
高
く
上
げ
た
れ
ば
、
笑
は
せ
給
ふ
、
人
人

も
さ
る
事
は
知
り
、
歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
、
思
ひ
こ
そ
寄
ら
ざ
り

つ
れ
云
云
﹈
と
書
い
て
い
る
。
同
じ
く
此
の
句
を
熟
読
し
て
い
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

又
藤ふ

じ

原わ
ら

公き
ん

任と
う

の
「
和
漢
朗
詠
集
」
の
撰
に
は
白
詩
の
詩
句
を

一
三
八
條
引
い
て
い
る
。
こ
の
様
に
白
詩
は
我
国
の
文
壇
に
燦
然
と

光
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
。

　
草
堂
題
東
壁　
　
白
楽
天

日
高
睡
足
猶
慵
起　
日
高
く
睡
り
足
り
て
猶
起
く
る
に
慵
し

小
閣
重
衾
不
怕
寒　
小
閣
衾き

ん

を
重
ね
て
寒
を
怕お

そ

れ
ず

遺
愛
寺
鐘
欹
枕
聴　
遺
愛
寺
の
鐘
は
枕
を
欹そ

ば
だ

て
て
聴
き

香
爐
峰
雪
撥
簾
看　
香
爐
峰
の
雪
は
簾
を
撥か

か

げ
て
看
る

匡
廬
便
是
逃
名
地　
匡き

ょ
う

廬ろ

は
便
ち
是
名
を
逃
る
る
の
地

司
馬
仍
爲
送
老
官　
司
馬
は
仍な

お

老
を
送
る
の
官
と
爲
す

心
泰
身
寧
是
歸
處　
心
泰ゆ

た

か
に
身
寧や

す

き
は
是
歸
す
る
處

故
郷
何
獨
在
長
安　
故
郷
何
ぞ
獨
り
長
安
に
の
み
在
ら
ん
や

　

こ
の
詩
は
「
香
爐
峰
下
新
ト
山
居
草
堂
初
成
偶
題

東
壁
」（
香こ

う

爐ろ

峰ほ
う

下か

に
新あ

ら
た

に
山さ

ん

居き
ょ

を
トぼ

く

し
草
堂
初
め

て
成
り
偶

た
ま
た
ま

東
壁
に
題
す
）
と
い
う
詩
題
で
元
和
十
年

（
八
一
五
）
に
江
州
（
江
西
省
九
江
市
）
に
左
遷
さ
れ

て
三
年
目
の
楽
天
四
十
六
歳
の
時
の
作
。
彼
は
廬
山
の

風
光
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
日
々
悠
々
閑
適
の
生
活
を
す

る
中
、
二
年
後
名
勝
廬
山
の
北
部
に
あ
る
香
爐
峰
下
に

草
堂
を
建
て
た
。
落
成
し
た
時
、
東
壁
に
こ
の
詩
を
記

し
た
。

　

三
室
で
は
あ
る
が
自
然
の
石
を
階
段
に
し
て
桂
の
木
を
柱
に
し
、

竹
で
編
ん
だ
垣
で
草
堂
を
囲
み
、
冬
は
南
の
軒
端
が
暖
か
く
、
夏
は

北
の
戸
口
か
ら
涼
し
い
風
が
通
り
、
飛
泉
が
迸
る
砌
、
竹
の
葉
が
窓

を
払
う
風
情
の
あ
る
草
堂
だ
と
賦
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
詩
は
そ
の
後
、「
重か

さ
ね
て
だ
い
す

題
四
首
」
と
し
て
草
堂

の
壁
に
題
し
た
内
の
三
首
目
の
詩
で
あ
る
。

　
こ
の
時
楽
天
は
江
州
司
馬
で
あ
っ
た
。
司
馬
は
州
の
軍
事
、
警
察

を
つ
か
さ
ど
る
官
で
、
平
生
は
閑
が
多
い
。
新
し
く
建
て
た
草
堂
で

日
々
、
身
も
心
も
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
し
て
い
た
。

　廬山の草堂
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朝
は
ゆ
っ
く
り
布
団
の
中
に
居
、

遺
愛
寺
の
鐘
が
聴
こ
え
て
来
た
ら

枕
を
手
で
今
ま
で
の
位
置
で
は
な

く
動
か
し
、
そ
の
音
が
よ
く
聴
こ

え
る
様
に
し
て
耳
を
傾
け
、
香
爐

峰
に
積
も
っ
て
い
る
雪
は
簾
を
巻

き
上
げ
て
そ
の
清
ら
か
な
様
を
眺

め
楽
し
む
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
廬
山
の
麓
は
田
舎
で
、
都

と
は
違
い
す
ば
ら
し
い
風
光
と
落

ち
着
い
た
四
囲
と
人
々
で
、
名
誉

等
世
間
体
を
一
向
に
か
ま
わ
な
い

所
で
、
司
馬
の
官
は
閑
散
で
あ
る

の
で
老
い
て
き
た
自

分
に
は
悠
々
と
く
ら

す
の
に
丁
度
良
い
と

思
う
。
心
身
が
安
泰

な
の
は
最
後
の
落
ち

つ
い
た
一
番
の
場
所

で
あ
っ
て
長
安
だ
け

が
故
郷
と
は
限
っ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

と
詠
ん
で
い
る
。

鑑　
賞

　
何
と
お
お
ら
か
な
人
生
観
。
こ
の
時
楽
天
は
元
和
九
年
朝
廷
で
太

子
左
賀
善
太
夫
だ
っ
た
が
、
元
和
十
年
江
州
司
馬
に
貶
さ
れ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
州
の
住
ま
い
し
た
廬
山
の
辺
り
、
風
光
を
こ

よ
な
く
愛
し
、
悠
々
閑
適
の
日
を
送
っ
た
。
現
代
の
私
た
ち
も
、
目

ま
ぐ
る
し
く
環
境
や
生
活
様
式
が
変
動
す
る
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
楽

天
の
プ
ラ
ス
志
向
で
人
生
を
謳
歌
し
た
生
き
方
を
、
手
本
に
す
べ
き

で
あ
る
と
痛
感
す
る
。

　

こ
の
詩
は
七
言
律
詩
で
起
聯
は
楽
天
の
生
活
の
様
子
が
窺
え
る
。

の
ん
び
り
と
（
何
時
に
起
床
、
何
時
に
役
所
出
仕
事
）
無
理
を
せ
ず

悠
々
と
暮
ら
し
た
。

　

頷
聯
は
廬
山
の
（
身
の
ま
わ
り
の
）
風
情
を
心
か
ら
楽
し
ん
だ
。

そ
れ
は
楽
天
に
詩
情
が
あ
り
心
に
豊
か
さ
が
あ
る
か
ら
。

頸
聯
は
二
十
九
歳
か
ら
役
人
と
し
て
年
月
を
過
ご
し
て
来
た
今

四
十
六
歳
の
役
人
と
し
て
の
人
生
観
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。（
当
時

の
平
均
寿
命
か
ら
し
て
晩
年
。
実
際
は
七
十
五
歳
没
）
楽
天
は
人
を

押
し
の
け
て
立
身
出
世
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

　
結
聯
は
此
処
廬
山
は
心
秦
く
身
も
寧
く
、
悠
悠
閑
適
に
暮
ら
し
て

い
る
の
で
、
長
安
に
何
も
未
練
は
な
い
、
此
処
が
第
二
の
故
郷
だ
と

楽
天
の
幸
せ
な
気
持
ち
を
詠
ん
で
結
ん
で
い
る
。

　
楽
天
の
姿
や
様
子
が
手
に
取
る
よ
う
に
伝
わ
っ
て
く
る
名
詩
で
あ

る
。

　
香
山
居
士
と
号
し
た
楽
天
。
香
爐
峰
の
麓
を
第
二
の
故
郷
と
し
た

○武漢

○金陵

○岳州

漢陽

尋陽
鄱陽湖廬

山
（
香
炉
峰
）

秋浦
黄山

長江
西梁山

和県

▲

▲

▲

○

○
○

《香炉峰》
江西省九江市の南に位置する廬山の北峰。
形状が香炉に似ていることから名付けられた。
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気
持
ち
が
詩
を
と
お
し
て
、
ひ
し
ひ
し
と
胸
に
伝
わ
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
11
）

『
清
平
調
詞
三
首
』　
　
李
　
白

　
　
念
願
か
な
っ
た
朝
廷
へ
の
出
仕

　
　
　

　
李
白
が
都
長
安
で
過
ご
し
た
歳
月
は
意
外
に
短
い
。
六
十
二
年
の

生
涯
の
う
ち
二
年
足
ら
ず
。
作
品
を
漫
然
と
読
ん
で
い
る
と
、
随
分

長
い
間
長
安
に
居
た
よ
う
に
思
い
が
ち
だ
が
、
年
譜
上
は
天
宝
元

年
の
秋
か
ら
同
三
年
三
月
ま
で
の
足
掛
け
三
年
な
が
ら
、
実
質
は

二
年
足
ら
ず
の
極
め
て
短
い
間
の
こ
と
で
、
四
十
二
歳
の
秋
か
ら

四
十
四
歳
の
晩
春
ま
で
の
、
ほ
ぼ
十
九
箇
月
に
過
ぎ
ず
、
六
十
二

年
の
生
涯
の
中
で
は
決
し
て
長
い
期
間
と
は
言
え
な
い
。
宮
廷
で

の
役
職
は
翰か

ん

林り
ん

供ぐ

奉ぶ

。
こ
れ
は
李
白
が
抱
負
と
す
る
国
政
に
参
画

で
き
る
も
の
で
な
く
、
皇
帝
の
詔
の
草
案
作
り
や
宴
遊
の
と
き
な

ど
の
即
興
詩
を
作
る
こ
と
な
ど
李
白
の
た
め
に
臨
時
に
設
け
ら
れ

た
仮
の
役
職
だ
っ
た
。

　
十
代
の
後
半
、
任
侠
の
世
界
に
は
ま
り
こ
ん
で
人
を
あ
や
め
た
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
二
十
歳
の
頃
、
或
る
隠
者
に
し
た
が
っ
て
隠
棲
の

真
似
ご
と
を
し
た
の
を
手
始
め
に
、
成
都
に
出
て
峨
眉
山
に
遊
び
、

し
ば
ら
く
落
ち
着
き
の
無
い
年
月
を
過
ご
し
た
後
、
二
十
七
歳
で
結

婚
し
、
湖
北
省
安
陸
に
安
住
し
た
。
が
、
八
年
後
そ
こ
を
去
っ
て
、

以
来
、
漂
白
流る

浪ろ
う

の
人
と
い
う
べ
き
生
涯
に
終
始
す
る
。
長
安
滞
在

も
そ
ん
な
生
涯
の
中
の
短
い
「
ひ
と
と
き
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
い

わ
ば
飲
ん
だ
く
れ
の
破は

天て
ん

荒こ
う

な
五
百
数
十
日
だ
っ
た
。
並
み
の
酒
飲

み
で
は
な
い
。
江
戸
の
川
柳
に
「
李
太
白
一
合
ず
つ
に
詩
を
作
り
」

「
四
日
め
に
空
き
樽
を
売
る
李
太
白
」「
李
太
白
返
り
字
の
あ
る
く
だ

を
巻
き
」「
長
安
の
酒
屋
李
白
に
倒
さ
れ
る
」
と
い
う
あ
た
り
が
ほ

ぼ
日
常
で
、
深
酒
、
二
日
酔
い
の
明
け
暮
れ
だ
っ
た
。

酔
態
の
中
で
即
興
に
生
ま
れ
た
名
作

　

杜
甫
が
「
飲
中
八
仙
歌
」
の
中
で
八
人
名
士
を
と
り
あ
げ
て
い

る
。
中
で
も
李
白
に
つ
い
て
は
「
李
白
は
一
斗
詩
百
篇
。
長
安
市

上
酒
家
に
眠
る
。
天
子
呼
び
来
た
れ
ど
も
船
に
上
ら
ず
、
自
ら
称

す
臣
は
是
れ
酒
中
の
仙
」
と
詠
ん
で
い
る
。
杜
甫
が
こ
の
作
を
何

年
に
作
っ
た
か
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
が
作
中
に
詠
わ
れ
て

い
る
李
白
の
姿
は
、
天
宝
二
年
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
泥
酔
の
果
て

に
、
天
子
の
前
で
高こ

う

力り
き

士し

に
靴
を
脱
ぐ
の
を
手
伝
わ
せ
、
そ
の
恨

み
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
此
の
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
や
が

て
こ
の
こ
と
が
、
李
白
の
運
命
に
大
き
な
係
わ
り
を
持
つ
こ
と
に

な
る
。
そ
ん
な
短
か
っ
た
長
安
時
代
の
作
に
「
清
平
調
詞
三
首
」

と
い
わ
れ
て
い
る
七
言
絶
句
の
連
作
が
あ
る
。
楊
貴
妃
の
艶
や
か

さ
を
詠
っ
て
余
す
と
こ
ろ
の
無
い
即
興
三
首
。
こ
の
名
作
が
作
ら
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