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杜
甫
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記
　
第
一
巻

　
自
　
序

唐
の

と杜
ほ甫

の
詩
を
以
て
︑
中
国
文
学
の
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
私
の
認
識
は
︑
は
た
ち
前
後
に
し
て
︑

は
じ
め
て
中
国
の
文
学
に
し
た
し
に
そ
め
た
頃
︑
は
や
お
ぼ
ろ
げ
な
予
感
と
し
て
︑
き
ざ
し
て
い
た
︒
以
来
二
十
何
年
︑

﹁
杜
詩
偶
評
﹂
三
冊
は
︑
常
に
私
の
机
篇
に
あ
っ
た
︒
私
は
そ
の
間
に
︑
こ
の
国
の
文
学
の
さ
ま
ざ
ま
の
分
野
へ
と
遍
歴

を
つ
づ
け
て
来
た
け
れ
ど
も
︑
遍
歴
の
結
果
は
︑
少
年
の
日
の
予
感
が
あ
や
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
︑
た
し
か
め
得
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
国
の
他
の
文
学
に
つ
い
て
︑
何
が
し
か
の
解
說
を
も
の
し
た
私
は
︑
杜
甫
の
詩
に
つ
い
て
こ

そ
︑
私
の
考
え
を
書
き
と
ど
め
て
お
く
の
が
︑
む
し
ろ
私
の
義
務
で
あ
る
と
信
ず
る
︒
そ
の
詩
は
過
去
の
人
類
が
生
ん

だ
最
も
誠
実
な
芸
術
の
ひ
と
つ
で
あ
り
︑
そ
の
誠
実
さ
の
故
に
︑
な
お
昨
日
の
ご
と
く
新
し
い
︒
そ
の
人
は
八
世
紀
の

詩
人
で
あ
り
︑
わ
れ
わ
れ
と
の
間
に
︑
一
千
二
百
年
と
い
う
長
い
時
間
を
隔
て
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
そ
う
し
た
時
間
の

隔
た
り
が
︑
む
し
ろ
不
思
議
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
︒
清
の

は
ん潘
と
く徳
よ輿

の
﹁
養
一
斎
詩
話
﹂
に
は
︑
杜
甫
の
詩
を
評
し
て
︑
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　自　序
﹁
杜
詩
な
る
者
は
︑

こ
と尤

に
人
人
の
心
中
に

お自
の
ず
と
有
る
詩
な
り
﹂
と
い
う
︒
こ
れ
は
数
あ
る
杜
詩
の
批
評
の
う
ち
︑
お

そ
ら
く
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒
ま
こ
と
に
そ
の
詩
は
︑
時
間
の
制
約
を
越
え
て
︑
と
こ
し
え
に
人
類

の
心
に
あ
る
も
の
を
︑
人
類
の
選
手
と
し
て
歌
う
も
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
い
ま
私
は
︑
こ
の
尊
ぶ
べ
き
詩
人
を
解
説
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
伝
記
の
形
を
と
る
こ
と
と
す
る
︒
す
な
わ

ち
そ
の
年
齢
を
追
う
て
︑
詩
を
解
説
し
︑
一
方
ま
た
詩
の
背
後
に
あ
る
杜
甫
の
生
活
︑
杜
甫
の
時
代
を
︑
解
説
し
て
ゆ
く

こ
と
と
す
る
︒
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
︒

杜
甫
の
詩
は
︑
そ
の
一
生
を
通
じ
て
︑
た
え
ず
顕
著
な
変
化
を
示
し
つ
つ
︑
最
後
の
完
成
に
赴
い
て
い
る
︒
つ
ま
り

そ
の
詩
に
は
︑
不
断
の
成
長
が
あ
る
︒
こ
れ
は
他
の
中
国
の
詩
人
に
は
︑
常
に
あ
る
こ
と
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
杜
甫
に

特
殊
な
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
宋
の

そ蘇
と
う東
ば坡

︑
り
く陸
ほ
う放
お
う翁

︑
そ
れ
ら
杜
甫
の
次
の
時
代
の
大
詩
人
と
い
わ
れ
る
人
人

の
詩
を
︑
私
は
杜
甫
の
詩
ほ
ど
熟
読
し
た
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
こ
れ
ら
の
詩
人
の
詩
は
︑
必
ず
し
も
年
齢
と
共
に
成

長
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
に
変
化
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
歌
わ
れ
た
事
柄
の
変
化
に
過
ぎ
な
い
︒
壮
年

の
詩
に
は
︑
白
髪
の
な
げ
き
は
な
く
︑
白
髪
の
な
げ
き
は
︑
老
年
の
詩
に
至
っ
て
︑
は
じ
め
て
現
れ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は

歌
わ
れ
た
事
柄
の
変
化
で
あ
る
︒
詩
の
風
格
は
︑
案
外
は
じ
め
か
ら
一
定
し
て
動
か
な
か
っ
た
よ
う
に
︑
見
受
け
ら
れ

る
︒
ひ
と
り
蘇
東
坡
︑
陸
放
翁
ば
か
り
で
は
な
い
︒
中
国
の
お
お
む
ね
の
詩
人
は
︑
そ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
杜
甫
は
ち

が
う
︒
壮
年
の
詩
と
晩
年
の
詩
と
は
︑
甚
し
く
風
格
を
異
に
す
る
︒
自
己
に
対
す
る
不
断
の
革
命
が
そ
こ
に
は
あ
る
︒

そ
の
点
だ
け
か
ら
い
っ
て
も
︑
杜
甫
の
偉
大
さ
は
︑
古
今
に
絶
す
る
︒
ど
こ
ま
で
そ
れ
を
な
し
と
げ
得
る
か
は
疑
問
で

あ
る
に
し
て
も
︑
私
は
そ
の
成
長
の
あ
と
を
︑
あ
と
づ
け
た
く
思
う
︒
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私
の
考
え
の
大
体
を
い
え
ば
︑
杜
甫
の
詩
は
︑
四
つ
の
時
期
に
分
か
れ
る
︒

ご
く
若
い
頃
の
杜
甫
の
詩
は
︑
後
の
章
に
述
べ
る
ご
と
く
︑
今
は
伝
わ
ら
ず
︑
今
に
伝
わ
る
も
の
は
︑
三
十
代
の
作
か

ら
は
じ
ま
る
が
︑
以
後
四
十
の
な
か
ば
ま
で
︑

げ
ん
そ
う

玄
宗
皇
帝
の
は
な
や
か
な
治
世
の
中
に
あ
り
つ
つ
︑
し
か
も
時
世
に
容

れ
ら
れ
ず
し
て
︑
ち
ょ
う
あ
ん

長
安
に
落
魄
し
た
頃
の
詩
は
︑
既
に
鬱
然
た
る
完
成
に
近
づ
き
つ
つ
も
︑
な
お
何
分
か
習
作
的
で
あ

る
︒
詩
人
の
目
は
内
よ
り
も
む
し
ろ
外
に
向
け
ら
れ
︑
視
野
を
ひ
ろ
め
︑
語
彙
を
練
る
に
急
で
あ
る
︒
そ
れ
が
第
一
の

時
期
で
あ
る
︒

や
が
て
四
十
四
歳
の
冬
︑
突
如
と
し
て
起
こ
っ
た

あ
ん
ろ
く
ざ
ん

安
祿
山
の
叛
乱
が
︑
光
栄
あ
る
時
代
を
暗
澹
た
る
時
代
へ
と
急
転

さ
せ
る
と
共
に
︑
杜
甫
個
人
の
運
命
も
は
げ
し
く
ゆ
れ
動
き
︑
こ
こ
に
詩
人
は
専
ら
内
心
の
憂
愁
を
う
た
う
︒
賊
軍
に

よ
る
監
禁
︑
そ
れ
か
ら
の
脫
出
︑
そ
の
生
涯
に
於
け
る
最
初
に
し
て
最
後
の
宮
廷
生
活
︑
そ
れ
ら
を
あ
わ
た
だ
し
く
経

験
し
た
の
ち
︑
後
半
生
の
漂
泊
の
き
っ
か
け
と
し
て
︑
家
族
と
共
に
食
糧
を
求
め
て
か
ん
し
ゅ
く

甘
粛
の
地
に
赴
く
に
至
っ
て
︑
憂

愁
は
尖
銳
の
極
に
達
す
る
︒
こ
れ
が
第
二
の
時
期
で
あ
る
︒

四
十
八
歳
の
冬
︑
更
に
南
し
て
し
せ
ん
四
川
の
成
都
に
入
り
︑
友
人
た
ち
の
庇
護
に
よ
っ
て
︑
そ
こ
に
草
堂
を
営
み
︑
そ
の
生

涯
に
於
け
る
最
も
幸
福
な
数
年
を
送
る
︒
こ
の
間
の
詩
は
︑
平
和
に
円
熟
し
︑
自
然
の
善
意
に
敏
感
で
あ
る
︒
そ
れ
が

第
三
の
時
期
で
あ
る
︒

し
か
し
幸
福
は
や
が
て
破
れ
︑
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