
李
白
の
旅

一

西
域
横
断

李
白
の
生
涯
に
お
け
る
足
跡
を
線
で
つ
な
ぐ
の
は
た
い
へ
ん
難
し
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
線
」
に
外
な
ら
な
い
彼
の
旅
を
た
ど
っ
て
い
く
の

も
易
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
生
涯
に
わ
た
り
お
よ
そ
旅
を
し
続
け
た
彼
の

詩
に
は
、
確
か
に
訪
れ
た
土
地
の
な
に
が
し
か
を
詠
み
込
み
、
ま
た
そ
の

土
地
に
住
む
人
々
に
向
け
て
う
た
わ
れ
た
も
の
が
、
恐
ら
く
相
対
的
に
杜

甫
よ
り
は
少
な
い
と
は
い
え
、
相
当
数
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

う
し
た
中
国
各
地
に
残
さ
れ
た
言
わ
ば
「
点
」
を
時
間
に
沿
っ
て
つ
な
げ

る
の
が
な
か
な
か
難
し
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
多
く
の
先
人
が
詩
文

を
含
む
伝
記
資
料
に
基
づ
き
な
が
ら
李
白
の
年
譜
を
編
ん
で
き
て
い
る
も

の
の
、
杜
甫
な
ど
の
そ
れ
と
比
べ
、
編
者
に
よ
っ
て
か
な
り
の
違
い
が
生

じ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

李
白
は
そ
の
出
生
か
ら
し
て
す
で
に
諸
説
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
生
ま
れ

て
間
も
な
く
、
も
し
く
は
生
ま
れ
る
少
し
前
に
、
一
家
が
西
域
か
ら
蜀
の

地
に
移
っ
て
き
た
こ
と
は
、『
旧く
唐とう
書じょ
』
本
伝
以
外
の
伝
記
資
料
が
お
よ

そ
一
致
し
て
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
李
白
の
旅
を
見
て
い
く

に
あ
た
り
、
は
じ
め
に
李
氏
一
家
が
西
域
の
地
か
ら
蜀
へ
と
至
る
道
の
り

を
た
ど
っ
て
い
き
た
い
。
も
っ
と
も
、
一
言
で
西
域
の
地
と
は
い
え
、
李り

陽よう
ひょう

「
草
堂
集
序
」
に
は
「
条じょう
枝し
」
と
あ
り
、
范はん
伝でん
正せい
「
新
墓
碑
」
に

は
「
砕さい
葉よう
」
と
あ
り
、
前
者
で
あ
れ
ば
、
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
共
和

国
ガ
ズ
ニ
あ
た
り
に
比
定
さ
れ
、
ま
た
後
者
で
あ
れ
ば
、
現
在
の
キ
ル
ギ

ス
共
和
国
ト
ク
マ
ク
付
近
に
あ
っ
た
ス
イ
ア
ブ
に
比
定
さ
れ
る
よ
う
に
、

随
分
と
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
だ
、
条
枝
説
に
つ
い
て
は
、
特
定
の

土
地
で
は
な
く
、
広
く
西
域
の
称
と
し
て
理
解
し
た
り
、
ス
イ
ア
ブ
に
近

接
す
る
土
地
に
比
定
す
る
見
方
も
あ
り
、
砕
葉
と
す
る
説
が
や
や
有
力
な

よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
ス
イ
ア
ブ
を
出
発
の
地
と
し
て
蜀
に
至

る
ま
で
の
道
の
り
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

絹
の
道

ス
イ
ア
ブ
は
、
新しん
疆きょう
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
か
ら
パ
ミ
ー
ル
高
原
北
ま
で

東
西
お
よ
そ
二
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
横
た
わ
る
天
山
山
脈

西
部
の
北
麓
に
位
置
し
た
オ
ア
シ
ス
都
市
で
あ
る
。
交
易
の
拠
点
と
し
て



東
西
を
往
来
す
る
多
く
の
商
人
の
住
む
町
で
あ
っ
た
。
か
の
玄

三
蔵
が

仏
典
を
求
め
て
イ
ン
ド
を
訪
れ
た
旅
の
往
路
に
立
ち
寄
っ
た
地
と
し
て
も

知
ら
れ
、
そ
の
見
聞
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
『
大
唐
西
域
記
』
巻
一
に

は
、「
そつ

利り
」
地
方
の
町
の
一
つ
と
し
て
、「
諸
国
の
商
胡
が
雑
居
し
て
お

り
、
土
地
は
キ
ビ
、
ム
ギ
、
ブ
ド
ウ
に
適
し
て
い
て
、
木
立
は
ま
ば
ら

で
、
風
が
冷
た
く
、
人
々
は
氈せん
（
細
毛
の
織
物
）
や
褐かつ
（
粗
い
毛
織
物
）
を

身
に
付
け
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
商
胡
」
と
は
、
商
業
に
従

事
す
る
胡
人
を
言
う
が
、
玄

の
認
識
に
お
け
る
こ
の
町
を
含
む
「

利
」
と
は
、
即
ち
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
一
帯
の
ソ
グ
デ
ィ

ア
ナ
地
方
の
音
訳
で
あ
れ
ば
、
そ
の
多
く
を
占
め
て
い
た
の
は
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
の
隊
商
の
民
と
し
て
活
躍
し
た
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ス

イ
ア
ブ
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
一
区
間
で
あ
る
天
山
山
脈
の
北
麓
を
沿
っ
て

は
し
る
天
山
北
路
の
上
に
あ
っ
た
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
東
西
に
結
ぶ
巨
大
な
交
易
路

で
あ
る
。
陸
路
の
み
な
ら
ず
、
中
国
南
方
か
ら
東
シ
ナ
海
に
出
、
南
シ
ナ

海
、
イ
ン
ド
洋
を
経
て
イ
ン
ド
を
経
由
し
、
さ
ら
に
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
至

る
「
海
の
道
」
も
あ
り
、
陸
路
も
、
中
国
を
北
上
し
、
モ
ン
ゴ
ル
や
カ
ザ

フ
ス
タ
ン
の
ス
テ
ッ
プ
地
帯
を
渡
り
、
黒
海
へ
と
至
る
「
草
原
の
道
」
が

あ
り
、
そ
し
て
、
オ
ア
シ
ス
都
市
を
渡
り
な
が
ら
、
古
来
広
く
西
域
と
呼

ば
れ
た
現
在
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
一
帯
を
横
断
し
、
パ
ミ
ー
ル
高

原
、
な
い
し
サ
マ
ル
カ
ン
ド
へ
と
至
る
「
オ
ア
シ
ス
の
道
」
が
あ
っ
た
。

一
般
に
中
国
側
か
ら
の
交
易
品
と
し
て
絹
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

カザフスタン

チベット自治区

(イリ)

天
山

脈

新 ウイグル
自治区

モンゴル国

キルギス

イ
リ
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天 山 北 路
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庭州

伊州

(スイアブ)
天 山 南 路 西州

(トルファン)

(アクス)
(クチャ) (コルラ)

(ヤル
カンド)

(ホータン)

タクラマカン砂漠 西 域 南 道

沙州
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甘

粛
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崑
崙

山
脈

青 海 省

(カシュガル)

パミール
高原

山

李白の旅



ら
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
地
理
学
者
リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
に
よ
っ
て
名
付

け
ら
れ
た
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
（
絹
の
道
）」
は
、
こ
の
「
オ
ア
シ
ス
の
道
」

を
さ
す
。
オ
ア
シ
ス
の
道
に
は
さ
ら
に
大
き
く
三
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
っ

た
。
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
南
部
、
タ
リ
ム
盆
地
の
中
央
を
お
お
う
よ

う
に
広
が
る
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
の
南
縁
を
通
る
西
域
南
道
、
タ
ク
ラ
マ

カ
ン
の
北
に
そ
び
え
る
天
山
山
脈
の
南
麓
、
砂
漠
の
北
縁
を
通
る
西
域
北

道
（
天
山
南
路
）、
そ
し
て
、
天
山
山
脈
北
麓
を
通
る
天
山
北
路
で
あ
る
。

な
お
、
天
山
南
路
と
北
路
を
併
せ
て
西
域
北
道
と
す
る
言
い
方
も
あ
る
。

玄

は
、
長
安
を
発
っ
た
後
、
甘かん
粛しゅく、
青
海
二
省
に
跨
が
る
祁き
連れん
山
脈

の
南
麓
を
通
る
い
わ
ゆ
る
河
西
回
廊
を
経
、
現
在
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治

区
吐ト
魯ル
蕃ファン
市
あ
た
り
に
あ
っ
た
高こう
昌しょう
国
を
訪
れ
、
天
山
南
路
を
経
由

し
、
ベ
デ
ル
峠
を
越
え
て
ス
イ
ア
ブ
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
東
か
ら
至

っ
た
玄

と
は
反
対
に
、
こ
れ
か
ら
東
へ
と
向
か
う
李
白
一
家
は
、
恐
ら

く
は
南
に
天
山
山
脈
を
望
み
な
が
ら
天
山
北
路
を
通
っ
て
中
国
を
目
指
し

た
だ
ろ
う
。
北
路
は
天
山
を
源
流
と
す
る
大
河
イ
リ
川
が
一
帯
を
う
る
お

し
、
草
原
地
帯
も
多
く
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
の
砂
漠
地
帯
を

横
断
す
る
西
域
南
北
道
に
比
べ
、
水
や
食
料
の
調
達
が
相
対
的
に
容
易
で

あ
っ
た
。

一
家
は
天
山
北
路
を
東
行
し
、
ま
ず
は
北
庭
都
護
府
が
設
け
ら
れ
て
い

た
庭
州
（
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
昌
吉
回
族
自
治
区
）
に
向
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。『
通つ
典てん
』、『
太たい
平へい
かん

宇う
記き
』
に
従
え
ば
、
ス
イ
ア
ブ
か
ら
庭
州
ま
で

は
「
三
千
六
百
八
十
里
」
と
あ
り
、
唐
代
の
「
里
」
を
、
四
四
〇
メ
ー
ト

ル
／
里
と
し
て
換
算
す
れ
ば
、
お
よ
そ
一
六
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
長
路

に
な
る
。
そ
の
間
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
旅
を
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な

い
。
当
時
唐
王
朝
は
天
山
北
路
一
帯
に
対
し
、
庭
州
に
都
護
府
を
設
け
、

王
朝
へ
の
帰
属
を
強
い
る
一
方
で
、
諸
部
族
の
文
化
や
風
俗
を
尊
重
す
る

と
い
う
、
緩
や
か
な
支
配
下
に
置
く
「
き
び

」
と
呼
ば
れ
る
統
治
体
制
を

布
い
て
い
た
。
南
路
を
経
由
し
た
玄

が
当
時
あ
っ
た
様
々
な
諸
国
を
訪

れ
た
こ
と
は
、『
大
唐
西
域
記
』
や
、
玄

の
没
後
、
彼
の
弟
子
た
ち
に

よ
っ
て
編
ま
れ
た
伝
記
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
か
ら
う
か
が
え
る

が
、
そ
う
し
た
諸
部
族
が
割
拠
す
る
国
々
を
経
由
し
な
が
ら
東
に
向
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。

玉
門
関

庭
州
か
ら
ボ
グ
ド
山
脈
を
挟
ん
で
そ
の
南
側
に
は
西
州
が
あ
り
、
そ
こ

に
は
安
西
都
護
府
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
州
は
唐
代
に
三
五
○

余
り
置
か
れ
た
正
州
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
貞
観
十
道
の
西
端
で
あ
る
ろう

右ゆう

道どう
の
中
で
も
最
も
西
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
が
当
時
の
唐

王
朝
に
よ
る
、
少
な
く
と
も
制
度
上
か
ら
見
た
版
図
の
西
端
と
考
え
て
良

い
だ
ろ
う
。
庭
州
を
経
て
、
一
家
は
さ
ら
に
伊
州
に
向
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。『
元
和
郡
県
志
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
間
、
九
七
○
里
。
伊
州
は
、
隋

末
の
混
乱
以
来
、
王
朝
の
統
治
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
が
、
太
宗
の
貞
観

四
年
（
六
三
〇
）
に
唐
に
帰
属
し
、
州
が
置
か
れ
た
。
州
が
置
か
れ
る
前

の
伊い
吾ご
国
に
玄

が
訪
れ
た
と
き
に
は
、
当
地
に
住
ん
で
い
た
中
国
僧
と

李 白


