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下
定
雅
弘
・
松
原
朗
編
『
杜
甫
全
詩
訳
注
』
四
巻
が
、
平
成
二
八
年

六
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
。そ
れ
は
刊
行
と
い
う
よ
り
、

登
場
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
現
れ
方
だ
っ
た
。
杜
甫
の
詩
を
、
簡
便

で
、
し
か
も
確
か
な
訳
注
に
よ
っ
て
読
み
た
い
と
い
う
研
究
者
や
漢
詩

読
者
た
ち
の
期
待
に
応
え
て
、
こ
の
書
は
登
場
し
た
の
だ
と
言
え
る
。

こ
の
書
の
登
場
に
よ
っ
て
、
杜
詩
を
リ
ュ
ッ
ク
に
詰
め
て
背
に
負
い
、

旅
先
で
心
豊
か
に
読
む
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
こ
の
書
を
指
針
に
し

て
、
た
く
さ
ん
の
資
料
を
参
照
し
な
が
ら
杜
詩
の
深
部
に
わ
け
い
る
こ

と
も
で
き
る
。
そ
の
両
方
が
、
可
能
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

訳
注
と
い
う
仕
事
の
最
も
困
難
な
領
域
は
、
翻
訳
だ
ろ
う
。
他
の
部

分
も
十
分
に
困
難
な
の
だ
が
、
原
文
を
明
晰
な
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ

と
は
、
他
の
す
べ
て
の
要
素
を
集
約
し
て
さ
ら
に
言
葉
を
つ
む
ぎ
だ
す

心
豊
か
に
杜
甫
に
向
き
合
う

　

―
―
『
杜
甫
全
詩
訳
注
』
登
場
の
意
味
―
―安
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と
い
う
、困
難
な
上
に
も
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。こ
の『
杜
甫
全
詩
訳
注
』

（
以
下
、
本
書
と
称
す
る
）
の
大
き
な
意
義
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
杜
甫

の
す
べ
て
の
詩
に
つ
い
て
明
晰
で
簡
潔
な
翻
訳
を
示
し
た
と
い
う
点
に

あ
る
。
説
明
的
な
訳
文
に
は
、
相
応
の
意
義
が
あ
る
が
、
本
書
の
訳
文

は
そ
う
い
う
態
度
を
選
ば
な
か
っ
た
。
本
書
の
訳
注
に
携
わ
っ
た
人
々

は
、
二
人
の
編
集
代
表
者
を
含
め
て
三
七
人
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
そ
の

す
べ
て
の
人
々
の
日
本
語
訳
が
こ
れ
ほ
ど
の
明
晰
さ
を
持
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
と
言
え
る
。
一
人
一
人
の
高
い
能
力
は

言
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
も
、
恐
ら
く
三
七
人
の
人
々
の
間
で
相
互
に

批
評
し
修
正
す
る
長
い
努
力
無
し
に
は
、
こ
の
日
本
語
訳
は
生
ま
れ
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

訳
文
を
補
っ
て
、
注
釈
は
、
必
要
な
場
合
に
は
説
明
的
で
、
し
か
も

下
定
雅
弘
・
松
原
朗
編

杜
甫
全
詩
訳
注（
一
）～（
四
）

講
談
社
学
術
文
庫
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最
新
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
本
書
の
訳
注
は
、
清
の
仇
き
ゅ
う

兆
ち
ょ
う

鰲ご
う

の
『
杜
詩
詳
注
』
に
よ
っ
て
い
る
。
本
書
は
凡
例
で
、『
杜
詩
詳
注
』

は
「
杜
甫
詩
の
標
準
的
な
解
釈
と
し
て
今
日
な
お
安
定
し
た
評
価
を
得

て
い
る
」
と
し
て
、
こ
れ
を
底
本
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら

は
み
出
す
知
見
・
解
釈
に
つ
い
て
は
、
語
釈
あ
る
い
は
題
意
、
補
説
で

触
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
訳
注
の
統
一
性
を
た
も
ち
、
且
つ
、
他
の

重
要
な
解
釈
や
最
新
の
研
究
成
果
を
と
り
い
れ
る
た
め
に
、
慎
重
な
処

置
を
し
た
も
の
と
言
え
る
。

　

本
書
の
語
釈
の
大
き
な
意
義
は
、
最
新
の
学
説
を
各
所
に
ふ
ま
え
て

い
る
こ
と
に
あ
る
。
本
書
第
三
巻
の
、
〇
八
二
五
（
詳
注
に
よ
る
作
品
番

号
。
以
下
同
じ
）「
蜀
を
去
る
」
詩
の
題
意
に
は
、「
杜
甫
が
五
年
間
住
ん

だ
成
都
（
四
川
省
）
を
去
る
際
に
、
流
浪
の
生
涯
を
回
顧
し
て
詠
ん
だ

詩
。
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
の
作
」
と
、
詳
注
に
従
っ
た
説
明
が
あ
り
、

そ
の
上
で
補
説
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
制
作
時
期
を
『
黄
鶴
補
注
』

（
宋
・
黄
鶴
の
『
補
注
杜
詩
』
の
こ
と
）
巻
二
七
は
広
徳
二
年
（
七
六
四
）
の

閬ろ
う

州し
ゅ
う

滞
在
期
と
見
る
。
杜
甫
は
こ
の
時
い
よ
い
よ
蜀
を
去
っ
て
長
江

を
下
ろ
う
と
計
画
し
て
い
た
が
、
友
人
厳
武
が
成
都
尹い

ん
（
長
官
）
に
再

任
さ
れ
る
と
の
消
息
を
知
っ
て
計
画
を
取
り
や
め
て
成
都
へ
と
戻
る
。

陳
尚
君
﹁
杜
甫
の
離
蜀
後
の
行
跡
に
関
す
る
考
察
﹂（
石
井
理
訳
、
研
文

出
版
『
生
誕
千
三
百
年
記
念	

杜
甫
研
究
論
集
』
所
収
）
は
、
こ
の
黄
鶴
説

を
支
持
す
る
」。
こ
の
補
説
が
重
要
で
あ
る
の
は
、『
黄
鶴
補
注
』
の

説
が
陳
尚
君
の
最
新
の
学
説
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
陳
尚
君
の
説
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
一
巻
末
の
論

文
、
松
原
朗
「
杜
甫
と
そ
の
時
代
」
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
厳
武
は
、

七
六
四
年
春
、
再
度
成
都
に
来
任
し
た
。
…
…
（
彼
は
）
ま
た
朝
廷
に

働
き
か
け
て
（
杜
甫
の
た
め
に
）
中
央
官
で
あ
る
検
校
工
部
員
外
郎
を
手

に
入
れ
て
や
っ
た
。﹁
検
校
﹂
と
は
一
般
に
、
そ
の
実
務
を
持
た
ず
に

中
央
官
の
肩
書
き
を
帯
び
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
近
年
、
こ
れ
が
長
安

の
朝
廷
に
お
い
て
就
任
を
予
定
さ
れ
た
実
職
で
あ
る
可
能
性
が
提
起
さ

れ
た
。
杜
甫
の
伝
記
研
究
に
お
け
る
画
期
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
」。
こ
の

「
画
期
」
を
提
起
し
た
の
が
陳
尚
君
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
晩
年
の
杜

甫
が
検
校
工
部
員
外
郎
と
い
う
実
職
に
就
く
た
め
に
、
老
病
と
闘
い
つ

つ
長
安
を
目
指
し
て
い
た
と
す
る
、
従
来
の
考
え
方
と
は
大
き
く
異
な

る
新
し
い
学
説
を
、
本
書
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

松
原
朗
「
杜
甫
と
そ
の
時
代
」
は
、
そ
れ
自
体
が
杜
甫
研
究
の
現
在

の
到
達
点
を
示
す
論
文
で
あ
る
。
平
明
な
筆
遣
い
で
は
あ
る
が
、
研
究

の
最
前
線
に
お
け
る
杜
甫
像
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。た
と
え
ば
、

杜
甫
の
秦
州
時
代
の
文
学
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。
華
州
司
功
参
軍

を
辞
し
て
か
ら
秦
州
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
の
間
、「
約
一
ヵ
月
の
旅
に

お
い
て
、
杜
甫
は
た
だ
の
一
首
も
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

秦
州
の
詩
は
、
こ
の
﹁
詩
の
死
﹂
と
も
い
う
べ
き
空
白
の
後
に
復
活
し

た
」
と
述
べ
、
華
州
以
前
と
秦
州
以
後
の
詩
の
質
的
違
い
を
明
瞭
に
示
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し
て
い
る
。

　

ま
た
、
七
言
律
詩
の
実
質
的
な
完
成
者
が
杜
甫
だ
っ
た
こ
と
を
と
り

あ
げ
、「
こ
の
事
実
は
、
杜
甫
が
貴
族
文
学
の
最
終
局
面
に
位
置
し
て
、

そ
こ
に
有
終
の
美
を
飾
る
詩
人
と
な
っ
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
」
と
位

置
付
け
る
。
つ
ま
り
、
六
朝
以
来
の
貴
族
文
学
の
伝
統
を
、
杜
甫
が
全

面
的
に
背
負
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。に
も
か
か
わ
ら
ず
詩
を「
宮

廷
の
儀
礼
空
間
」
に
閉
じ
込
め
る
と
い
う
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め

に
「
次
の
時
代
の
文
学
を
先
取
り
す
る
も
の
と
な
っ
た
」
と
す
る
。
杜

甫
の
全
体
像
に
関
わ
る
、
注
目
す
べ
き
発
言
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

本
書
の
語
釈
は
、
相
互
に
有
機
的
に
関
連
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

〇
四
二
四
「
雲
山
」、
〇
八
二
五
「
蜀
を
去
る
」
を
は
じ
め
、
多
く
の

詩
に
「
鷗
」
が
登
場
す
る
。
〇
二
三
九
「
独
り
立
つ
」
詩
に
も
「
河
間

の
双
白
鷗
」
の
句
が
あ
り
、
そ
の
語
釈
に
、「
し
ろ
い
カ
モ
メ
。
鷗
に

は
自
由
な
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、杜
甫
の
詩
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
」

と
あ
る
。
そ
し
て
〇
八
三
六
「
旅
夜　

懐お
も

い
を
書
す
」
詩
の
補
説
参
照

と
の
指
示
が
あ
る
。
同
詩
の
「
天
地
の
一
沙
鷗
」
句
の
補
説
を
見
る
と
、

〇
四
〇
一
「
江
村
」
詩
の
「
相
い
親
し
み
相
い
近
づ
く
水
中
の
鷗
」
等

を
例
と
し
、「
こ
れ
ら
の
詩
に
お
け
る
鷗
鳥
は
閉
塞
疎
外
感
に
苦
し
む

晩
年
の
杜
甫
に
と
っ
て
、
束
縛
さ
れ
な
い
自
由
な
心
中
の
飛
翔
と
い
う

意
味
を
持
つ
。『
校
注
唐
詩
解
釈
辞
典
』（
松
浦
友
久
編
、
宇
野
直
人
執
筆
。

大
修
館
書
店
）
参
照
」
と
言
う
。
語
釈
の
連
繫
に
よ
っ
て
言
葉
の
世
界

の
奥
ゆ
き
が
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
を
手
掛
か
り
に
し
て
読
み
方
を
広
げ

て
み
る
と
、「
相
い
親
し
み
相
い
近
づ
く
水
中
の
鷗
」
等
、
複
数
性
が

示
さ
れ
る
時
の
お
だ
や
か
な
充
足
感
、「
天
地
の
一
沙
鷗
」と
言
う
時
の
、

孤
独
で
あ
り
つ
つ
天
地
と
対
峙
す
る
生
命
の
誇
り
等
が
見
え
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

〇
一
四
八「
春
望
」の
初
句「
国
破
れ
て
山
河
在
り
」を
、本
書
は「
国

家
は
こ
と
ご
と
く
破
壊
さ
れ
た
が
、
山
や
河
は
も
と
の
ま
ま
」
と
訳
し

て
い
る
。「
国
」
を
、
通
説
の
よ
う
に
「
み
や
こ
」
と
訳
さ
ず
、「
国
家
」

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
語
釈
で
は
、「
安
禄
山
の
乱
に
よ
っ
て
国
家

が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
一
説
に
「
国
」
を
長
安
と
解
す
る
。
た

だ
し
後
藤
秋
正
「『
春
望
』
の
『
国
』
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
杜
甫

に
お
い
て
「
国
」
が
単
独
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、
長
安
の
意
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
（『
東
西
南
北
の
人
―
―
杜
甫
の
詩
と
詩
語
』
研
文
出
版
）」

と
言
う
。
根
拠
を
示
し
て
、「
国
」
を
「
国
家
」
と
訳
し
た
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
昭
和
二
〇
年
の
敗
戦
に
際
し
て
、
多
く
の
日
本
人
が

「
国
破
れ
て
山
河
在
り
」
の
句
を
肌
身
に
刻
む
思
い
で
想
起
し
た
こ
と

の
意
味
も
分
か
る
。
唯
一
永
遠
の
国
家
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
軍
国
日
本

が
崩
壊
し
て
も
、
山
河
は
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
実
感
し
た
当
時
の
日
本

人
の
理
解
は
、
正
鵠
を
射
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
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本
書
第
二
巻
に
は
、
下
定
雅
弘
の
論
文
「
杜
甫
の
詩
の
魅
力
―
―
そ

の
内
容
と
形
式
」
が
載
る
。
こ
の
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
杜
甫

の
文
学
の
「
悲
し
み
の
面
」
を
偏
重
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、「
喜

び
や
楽
し
み
」
の
面
を
も
正
当
に
評
価
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
人
は
ど
ん
な
に
苦
し
い
境
遇
に
あ
っ
て
も
、
何
か
喜
び
や
楽
し
み
を

見
出
し
て
生
き
る
も
の
で
あ
る
」。「（
杜
甫
も
）
悲
哀
と
苦
悶
の
日
々
の

中
で
、数
々
の
喜
び
を
見
出
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、

次
世
代
の
白
居
易
の
﹁
兼け

ん

済さ
い

﹂﹁
独
善
﹂
の
人
生
観
は
杜
甫
の
詩
を
読

む
上
で
有
効
な
補
助
線
に
な
る
」。
こ
う
し
て
、「
兼
済
」（
人
民
の
窮
乏

を
救
う
た
め
に
官
職
に
就
き
活
躍
す
る
こ
と
）、「
独
善
」（
公
務
を
離
れ
た
時

の
私
的
な
場
で
の
喜
び
）
と
い
う
概
念
を
杜
甫
に
も
適
用
し
、
こ
の
両
面

か
ら
杜
甫
を
見
よ
う
と
す
る
。
特
に
杜
甫
の
「
独
善
」
の
種
々
相
を
示

し
、
新
し
い
杜
甫
観
を
展
開
し
て
い
る
。
杜
甫
を
複
数
の
側
面
か
ら
と

ら
え
よ
う
と
す
る
、新
鮮
な
視
点
で
あ
る
。
白
居
易
が
は
っ
き
り
と「
兼

済
」、「
独
善
」
を
区
分
し
て
方
法
化
し
た
の
に
対
し
て
、
杜
甫
は
や
や

未
分
化
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
意
識
的
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
そ
れ
ら
の
位
置
付
け
も
含
め
て
、
今
後
豊
か
な
発
展
が
期

待
さ
れ
る
視
点
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

本
書
の
刊
行
に
先
ん
じ
て
、
興
膳
宏
編
『
杜
甫
詩
注
』（
岩
波
書
店
）

第
一
期
全
一
〇
冊
が
完
結
し
た
。
同
書
は
、
先
に
吉
川
幸
次
郎
に
よ
っ

て
第
五
冊
ま
で
刊
行
さ
れ
、
著
者
の
逝
去
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
て
い
た

『
杜
甫
詩
注
』（
筑
摩
書
房
）
を
補
筆
・
修
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
旧
著

の
基
礎
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
新
た
な
訳
注
と
し
て
の
面
目
を
持
っ
た

大
著
で
あ
る
。
第
一
冊
に
収
め
ら
れ
た
興
膳
宏
「
解
説　

吉
川
幸
次
郎

の
杜
甫
研
究
」
に
、「
杜
甫
の
境
涯
と
戦
後
日
本
の
状
況
と
の
相
似
性
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が
、（
吉
川
に
）
杜
詩
に
関
す
る
文
章
を
多
く
書
か
せ
る
一
つ
の
動
機
に

な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
言
う
。
こ
の
文
章
は
、
吉
川
幸
次
郎
の
杜

甫
研
究
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
た
も
の
を
鋭
く
提
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、吉
川
幸
次
郎
そ
の
人
に
止
ま
ら
ず
、
戦
後
日
本
に
お

け
る
中
国
文
学
研
究
者
が
何
が
し
か
共
有
し
た
思
い
が
示
さ
れ
て
い
て

印
象
深
い
。二
人
の
著
者
が
、杜
甫
の
生
涯
の
体
験
に
分
け
入
り
、懇
切

な
注
釈
と
翻
訳
を
示
し
て
い
る
の
は
、そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。同
書
を
、

本
書
と
補
い
合
う
も
の
と
し
て
合
わ
せ
見
る
こ
と
を
広
く
勧
め
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

本
書
は
、
二
人
の
編
集
代
表
者
、
一
〇
人
の
編
集
委
員
、
三
七
人
の

執
筆
者
の
協
同
作
業
に
よ
っ
て
完
成
し
た
。
そ
の
経
緯
は
、
下
定
雅
弘

「
ま
え
が
き
」
等
に
記
さ
れ
て
い
る
。
年
齢
構
成
も
出
身
学
校
等
も
様
々

で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
越
え
て
協
力
し
て
事
に
当
た
っ
た
三
七
人
の
執

筆
者
に
、
ま
た
多
く
の
力
を
ま
と
め
あ
げ
て
本
書
の
完
成
と
い
う
事
業

を
成
し
遂
げ
た
編
集
代
表
者
に
、
賛
辞
を
呈
し
た
い
。

　

杜
甫
の
文
学
を
開
け
ば
、
現
代
の
私
た
ち
の
言
葉
の
あ
り
方
、
現
実

に
対
す
る
姿
勢
を
撃
つ
も
の
に
く
り
か
え
し
出
会
う
。
そ
れ
は
私
た
ち

に
と
っ
て
、重
々
し
い
課
題
で
も
あ
る
。
だ
が
本
書
の
登
場
に
よ
っ
て
、

杜
甫
の
詩
を
読
む
と
い
う
重
々
し
い
課
題
に
心
豊
か
に
向
き
合
う
こ
と

が
、
間
違
い
な
く
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
あ
ん
ど
う
・
の
ぶ
ひ
ろ　

東
京
女
子
大
学
）

二
〇
一
七
年
度
　
日
本
儒
教
学
会
大
会

▼
日
時
：
5
月
14
日
（
日
）
受
付
10
時
～

▼
会
場
：
早
稲
田
大
学
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
33
号
館
3
階　

第
一

会
議
室
（
東
京
都
新
宿
区
戸
山
1
―
24
―
1
早
稲
田
大
学
文
学

学
術
院
）
東
京
メ
ト
ロ
東
西
線
「
早
稲
田
駅
」
徒
歩
3
分
、
学

バ
ス
・
高
田
馬
場
駅
→
早
大
正
門
、
馬
場
下
町
バ
ス
停
で
下
車

▼
研
究
発
表　

10
時
半
～
12
時
半

経
と
図
―
―
清
朝
に
お
け
る
経
書
の
読
解
法
に
つ
い
て
（
廖
娟
）

江
戸
前
期
に
お
け
る
道
統
論
と
儒
家
神
道
（
森
新
之
介
）　

五
井
蘭
洲
と
崎
門
の
関
係
に
つ
い
て
（
清
水
則
夫
）

伊
藤
仁
斎
と
陽
明
学
―
―
そ
の
思
想
形
成
に
お
け
る
接
近
の
も

つ
意
味
に
つ
い
て
（
阿
部
光
麿
）

▼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
ジ
ア
の
中
の
陽
明
学
」
14
時
～
16
時

　

中
国
陽
明
学（
佐
藤
錬
太
郎
）／
朝
鮮
陽
明
学（
中
純
夫
）／

　

日
本
陽
明
学
（
小
島
毅
）
／
司
会
・
進
行
：
前
田
勉

▼
参
加
費
：
二
、〇
〇
〇
円

▼
懇
親
会
：
16
時
45
分
～
18
時
半　

会
費
二
、〇
〇
〇
円

＊
参
加
費
、
懇
親
会
費
は
当
日
受
付
で
お
願
い
し
ま
す
。

＊
当
日
は
休
日
な
の
で
閉
門
し
て
お
り
ま
す
が
、
学
会
参
加
者

で
あ
る
旨
を
言
え
ば
お
入
り
に
な
れ
ま
す
。
な
お
係
が
門
に
立

つ
予
定
で
お
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
：
日
本
儒
教
学
会
大
会
準
備
委
員
会
（
〒162-

8644
東
京
都
新
宿
区
戸
山
1
―
24
―
1
早
稲
田
大
学
文
学
学
術

院　

早
稲
田
大
学
東
洋
哲
学
研
究
室
）


