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日
本
杜
甫
学
会
第
八
回
大
会 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

二
〇
二
四
年
九
月
六
日 

於 

横
浜
国
立
大
学 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「教
材
と
し
て
の
杜
甫
の
詩
」 

杜
甫
「春
望
」か
ら
広
が
る
世
界 

横
浜
国
立
大
学 

高
芝
麻
子 

本
稿
で
引
用
す
る
杜
甫
詩
は
本
文
・
書
き
下
し
と
も
に
原
則
と
し
て
『
杜
甫
全
詩
訳
注
』
｟
講
談
社
｠
に
拠
り
、
他

書
に
つ
い
て
は
引
用
の
後
に
示
し
た
。
た
だ
し
引
用
文
の
句
読
点
や
字
体
な
ど
は
適
宜
改
め
た
。
杜
甫
詩
の
題

下
の
付
記
は
清
・
仇
兆
鰲
『
杜
詩
詳
注
』
に
よ
る
成
立
年
と
、
『
杜
甫
全
詩
訳
注
』
に
付
さ
れ
た
作
品
番
号
で
あ
る
。 

 

一 

は
じ
め
に 

 

三
つ
の
視
点 

・近
体
詩 

 

作
者
の
営
み
か
ら
読
み
を
深
め
る 

・歴
史
と
詩 

思
い
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て 

・李
徴 

 
 

杜
甫
に
な
る
か
虎
に
な
る
か 

 

二 

近
体
詩 

 

作
者
の
営
み
か
ら
読
み
を
深
め
る 

 

文
部
科
学
省
「高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
｟平
成
30
年
告
示
｠解
説 
国
語
編
」
｟平
成
30
年
7
月
｠ 

第
二
章
第
六
節
「古
典
探
求
」 

〔思
考
力
,
判
断
力
,
表
現
力
等
〕 

Ａ 

読
む
こ
と 

｟２
｠ウ 

古
典
を
読
み
,
そ
の
語
彙
や
表
現
の
技
法
な
ど
を
参
考
に
し
て
,
和
歌
や
俳
諧
,
漢
詩
を
創
作
し
た

り
,
体
験
し
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
文
語
で
書
い
た
り
す
る
活
動
。 

  

〔資
料
１
〕盛
唐
・杜
甫
「月
夜
」詩
｟七
五
六
年
秋
／
〇
一
四
一
｠ 

今
夜
鄜
州
月 

 

今
夜 

鄜
州
の
月 

閨
中
只
独
看 

 

閨
中
只
だ
独
り
看
る 

遙
憐
小
児
女 

 

遙
か
に
憐
む
小
児
女
の 

未
解
憶
長
安 

 

未
だ
長
安
を
憶
ふ
を
解
せ
ざ
る
を 

香
霧
雲
鬟
湿 

 

香
霧 

雲
鬟
湿
ひ 

清
輝
玉
臂
寒 

 

清
輝 

玉
臂
に
寒
か
ら
ん 

何
時
倚
虚
幌 

 

何
れ
の
時
に
か
虚
幌
に
倚
り
て 

双
照
涙
痕
乾 

 

双
つ
な
が
ら
涙
痕
の
乾
く
を
照
ら
さ
ん 

 →

「読
む
こ
と
」の
活
動
と
し
て
の
漢
詩
｟近
体
詩
｠創
作 

短
詩
・定
型
詩
の
表
現
の
魅
力 

対
句
の
難
し
さ
と
凝
縮
力 

詩
人
の
営
み
の
追
体
験 
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三 
歴
史
と
詩 

 
 

思
い
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て 

 

〔資
料
２
〕盛
唐
・杜
甫
「春
望
」｟七
五
七
年
春
／
〇
一
四
八
｠ 

国
破
山
河
在 

 

国
破
れ
て
山
河
在
り 

城
春
草
木
深 

 
城
春
に
し
て
草
木
深
し 

感
時
花
濺
涙 

 

時
に
感
じ
て
は
花
に
も
涙
を
濺
ぎ 

恨
別
鳥
驚
心 

 

別
れ
を
恨
ん
で
は
鳥
に
も
心
を
驚
か
す 

烽
火
連
三
月 

 

烽
火
三
月
に
連
な
り 

家
書
抵
万
金 

 

家
書
万
金
に
抵
た
る 

白
頭
掻
更
短 

 

白
頭
掻
け
ば
更
に
短
く 

渾
欲
不
勝
簪 

 

渾
て
簪
に
勝
へ
ざ
ら
ん
と
欲
す 

  
 

歴
史
は
鳥
観
図
的
に
世
界
を
捉
え
る 

 
 

そ
の
鳥
観
図
の
中
で
生
き
る
ひ
と
り
ひ
と
り
の
声
の
記
録
と
し
て
詩
を
読
み
た
い 

  

四 

李
徴 

 

杜
甫
に
な
る
か
虎
に
な
る
か 

 

〔資
料
３
〕中
島
敦
「山
月
記
」 

隴
西
の
李
徴
は
博
学
才
穎
、
天
宝
の
末
年
、
若
く
し
て
名
を
虎
榜
に
列
ね
、
つ
い
で
江
南
尉
に
補
せ
ら
れ
た
が
、

性
、
狷
介
、
自
ら
恃
む
と
こ
ろ
頗
る
厚
く
、
賤
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
。 

 

→

杜
甫
は
初
任
の
官
と
し
て
提
案
さ
れ
た
河
西
尉
｟河
西
が
ど
こ
で
あ
る
か
は
諸
説
あ
り
確
定
で
き
な
い

が
、
従
九
品
上
ま
た
は
下
｠を
拒
否
し
、
東
宮
つ
き
の
右
衛
率
府
冑
曹
参
軍
｟従
八
品
下
｠に
就
い
た
。
李
徴

の
「江
南
尉
」の
官
位
は
未
詳
だ
が
、
上
県
の
尉
は
従
九
品
上
、
中
・下
県
は
従
九
品
下
と
な
る
。 

 

〔資
料
４
〕盛
唐
・杜
甫
「官
定
後
戯
贈
」詩
｟七
五
五
年
冬
／
〇
一
一
九
｠ 

不
作
河
西
尉 

 

河
西
の
尉
と
作
ら
ざ
る
は 

凄
凉
為
折
腰 

 

凄
凉
と
し
て
腰
を
折
る
が
為
な
り 

老
夫
怕
趨
走 

 

老
夫 

趨
走
を
怕
る
れ
ば 

率
府
且
逍
遥 

 

率
府
に
且
く
逍
遥
せ
ん 

耽
酒
須
微
禄 

 

耽
酒
し
て
微
禄
を
須
ち 

狂
歌
托
聖
朝 

 

狂
歌
し
て
聖
朝
に
托
す 

故
山
帰
興
尽 

 

故
山 

帰
興 

尽
く 

回
首
向
風
飇 

 

回
首
し
て
風
飇
に
向
か
ふ 

→

右
衛
率
府
冑
曹
参
軍
と
い
う
官
に
就
く
こ
と
に
つ
い
て
自
虐
的
に
詠
う 
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〔資
料
５
〕盛
唐
・杜
甫
「去
矣
行
」詩
｟七
五
五
年
冬
／
〇
一
二
〇
｠ 

君
不
見
韝
上
鷹 

 
 
 

君
見
ず
や 

韝
上
の
鷹 

一
飽
則
飛
掣 

 
 
 
 

一
た
び
飽
く
れ
ば
則
ち
飛
掣
す
る
を 

焉
能
作
堂
上
燕 

 
 
 

焉
く
ん
ぞ
能
く
堂
上
の
燕
と
作
ら
ん
や 

銜
泥
附
炎
熱 

 
 
 
 

泥
を
銜
へ
て
炎
熱
に
附
す 

野
人
曠
蕩
無
靦
顔 

 
野
人 

曠
蕩
た
り
て 

靦
顔
無
し 

豈
可
久
在
王
侯
間 

 

豈
に
久
し
く
王
侯
の
間
に
在
る
べ
け
ん
や 

未
試
囊
中
餐
玉
法 

 

未
だ
囊
中
の
餐
玉
の
法
を
試
み
ず 

明
朝
且
入
藍
田
山 

 

明
朝 

且
つ
入
ら
ん
藍
田
山 

 
 
 
 

 
→

右
衛
率
府
冑
曹
参
軍
と
い
う
官
を
辞
め
た
い
と
詠
う 

 

〔資
料
６
〕盛
唐
・杜
甫
「早
秋
苦
熱
堆
案
相
仍
」詩
｟七
五
八
年
秋
／
〇
二
三
一
｠ 

七
月
六
日
苦
炎
蒸 

 

七
月
六
日 

炎
蒸
に
苦
し
み 

対
食
暫
餐
還
不
能 

 

食
に
対
し
て
暫
く
餐
せ
ん
と
す
る
も
還
た
能
は
ず 

毎
愁
夜
来
皆
是
蝎 

 

毎
に
愁
ふ 

夜
来 

皆
是
れ
蝎
な
る
を 

況
乃
秋
後
転
多
蝿 

 

況
ん
や
乃
ち
秋
後
に
転
た
蝿
の
多
か
る
を
や 

束
帯
発
狂
欲
大
叫 

 

束
帯 

発
狂
し
て 

大
い
に
叫
ば
ん
と
欲
す 

簿
書
何
急
来
相
仍 

 

簿
書 

何
ぞ
急
に
来
た
り
て
相
仍
る 

南
望
青
松
架
短
壑 

 

南
の
か
た
青
松
の
短
壑
に
架
す
る
を
望
み 

安
得
赤
脚
蹋
層
氷 

 

安
く
ん
ぞ
赤
脚
も
て
層
氷
を
蹋
む
を
得
ん 

→

安
史
の
乱
が
起
こ
り
、
捕
ら
え
ら
れ
て
い
た
長
安
か
ら
逃
れ
、
と
り
た
て
ら
れ
左
拾
遺
｟従
八
品
上
｠

と
な
っ
た
杜
甫
が
左
遷
さ
れ
、
華
州
司
功
参
軍
｟従
七
品
下
｠で
あ
っ
た
と
き
の
、
役
所
勤
め
の
辛
さ

を
詠
う
。 

 →

「山
月
記
」は
李
徴
の
独
白
を
聞
く
同
期
の
エ
リ
ー
ト
袁
傪
の
視
点
で
展
開
す
る 

→

杜
甫
は
李
徴
と
似
た
「こ
ん
な
は
ず
で
は
な
い
」と
い
う
思
い
を
抱
え
て
お
り
、
も
う
一
人
の
李
徴
で
あ
る 

  

五 

ま
と
め 

 

古
典
は
人
類
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
情
緒
や
思
い
を
蓄
積
し
た
膨
大
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
あ
え
て
功
利
的

に
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
個
人
的
な
些
事
か
ら
世
界
的
な
危
機
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
規
模
の
リ
ス
ク
や
被
害
を
乗

り
越
え
て
き
た
人
類
の
営
み
の
重
要
な
一
部
で
あ
り
、
科
学
技
術
だ
け
で
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
リ
ス
ク
共
生

の
メ
ン
タ
ル
面
を
補
い
う
る
も
の
で
あ
る
。  

 

近
体
詩
や
対
句
と
い
う
形
式
を
も
駆
使
し
て
、
激
動
の
歴
史
を
生
き
る
個
人
の
感
情
を
現
代
に
伝
え
る
杜
甫

は
、
そ
の
思
い
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
｟全
訳
が
あ
る
こ
と
も
あ
り
｠教
材
的
な
価
値
が
高

く
、
「山
月
記
」な
ど
と
の
比
較
読
み
な
ど
、
ま
だ
多
く
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 
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受
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