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「
千
年
調
」
考

　
　
―
陳
師
道
を
中
心
と
し
て
―

趙　

蕊 

蕊

キ
ー
ワ
ー
ド
：
千
年
調
／
千
年
計
／
鉄
門
限
／
陳
師
道

「
千
年
の
調
」
は
、
長
い
由
来
を
持
つ
言
葉
で
あ
り
、
北
宋
に
お
い
て
は
俚
語
と
し
て
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
梅
堯
臣
（1002−1060

）

と
陳
師
道
（1053−1101

）
は
そ
れ
を
伝
統
的
な
詩
の
領
域
に
導
入
し
た
。「
俗
を
以
て
雅
と
為
し
、
故
を
以
て
新
と
為
す
」
と
い
う
考

え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
北
宋
の
詩
歌
に
お
け
る
「
千
年
の
調
」、
特
に
陳
師
道
の
詩
に
お
け
る
用
法
に
注
目
し
て
検
討

を
加
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
唐
宋
文
人
の
死
生
観
を
窺
う
と
と
も
に
、
士
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
儒
家
思
想
を
以
て
仏
教
や
道
教
の
生

命
観
を
更
新
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

一
　「
千
年
調
」
に
つ
い
て

陳
師
道
の
「
臥
疾
絶
句
」
詩
に
「
一
生
也
作
千
年
調
、
兩
腳
猶
須
萬
里
回
（
一
生
の
間
に
「
千
年
の
調
」
を
な
し
て
も
、
二
本
の
脚

1



は
な
お
万
里
の
道
を
回か
え

っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
1
（

）」
と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
千
年
調
」
に
つ
い
て
、
任
淵
の
注
は
「
人

是
黑
頭
蟲
、
剛
作
千
年
調
。
鑄
鐵
作
門
限
、
鬼
見
拍
手
笑
（
人
は
黒
頭
の
虫
に
過
ぎ
な
い
の
に
、「
千
年
の
調
」
を
な
そ
う
と
す
る
。
鉄

を
鋳
て
門
を
作
れ
ば
、
鬼
が
見
て
手
を
拍う

っ
て
笑
う
）」
と
い
う
寒
山
の
詩
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
詩
は
宋
の
恵
洪
の
『
林
間
録
）
2
（

』
に
も

見
え
る
。
ま
た
、
王
梵
志
に
「
世
無
百
年
人
、
擬
作
千
年
調
。
打
鐵
作
門
限
、
鬼
見
拍
手
笑
（
世
に
百
年
の
寿
命
を
全
う
す
る
人
は
無
い

が
、「
千
年
の
調
」
を
な
そ
う
と
す
る
。
鉄
を
鋳
て
門
を
作
れ
ば
、
鬼
が
見
て
手
を
拍
っ
て
笑
う
）」
と
い
う
詩
が
あ
り
、
寒
山
の
詩
と
よ

く
似
て
い
る
。
王
詩
は
『
雲
渓
友
議
』『
梁
渓
漫
志
）
3
（

』
な
ど
の
文
献
に
見
え
る
。
そ
の
ほ
か
、
敦
煌
遺
書
ペ
リ
オ
二
九
七
六
の
「
五
更
転
」

に
「
人
皆
恆
作
千
年
調
、
謂
將
不
死
鎮
安
居
（
人
は
皆
な
「
千
年
の
調
」
を
な
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
不
死
に
し
て
安
泰
の
人
生
が
送
れ
る

と
思
う
）
4
（

）」
と
い
う
句
が
あ
る
。

「
千
年
調
」
と
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。「
調
」
に
は
「
計
算
、
計
画
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
例
え
ば
、『
資
治
通
鑑
』

斉
和
帝
中
興
元
年
に
「
敕
太
官
辦
樵
米
爲
百
日
調
而
已
（
太
官
に
薪
や
米
を
用
意
さ
せ
、
百
日
の
計
画
と
し
た
）
5
（

）」
と
い
う
句
が
あ
り
、

胡
三
省
は
「
調
」
を
「
計
画
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
前
引
の
敦
煌
遺
書
「
五
更
転
」
の
「
不
死
」
と
い
う
言
葉
は
「
千
年
調
」
を
千
年
の

計
画
と
解
す
る
助
け
と
な
る
。
先
に
挙
げ
た
寒
山
詩
と
王
梵
志
詩
と
で
は
、
第
一
句
の
表
現
が
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
寒
山
詩
「
人
是
黑

頭
蟲
」
は
人
を
虫
に
喩
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
古
く
は
『
大
戴
礼
記
）
6
（

』
に
見
え
、
そ
こ
で
は
人
の
こ
と
を
羽
、
毛
及
び
鱗
が
な
い
の
で
、

「
倮
虫
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
後
、
後
漢
の
王
充
や
仲
長
統
な
ど
も
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
）
7
（

。
寒
山
の
他
の
詩
に
「
寒
山
有
躶
蟲
、
身

白
而
頭
黑
）
8
（

」
と
い
う
句
が
あ
り
、
や
は
り
人
を
黒
い
髪
の
虫
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
王
梵
志
詩
の
第
一
句

「
世
無
百
年
人
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
人
は
虫
け
ら
と
異
な
ら
ず
、
結
局
は
死
に
至
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
千
年

調
」
は
人
が
千
年
の
長
生
を
計
画
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
千
年
調
」
と
同
義
の
言
葉
に
「
千
年
計
」「
千
年
画
」
が
あ
り
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
に
唐
宋
文
人
の
詩
に
散
見
さ
れ
る
。
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「千年調」考

貪
生
莫
作
千
年
計
、
到
了
都
成
一
夢
間
。（
命
を
貪
っ
て
千
年
の
計
画
を
な
し
て
は
い
け
な
い
、
結
局
は
一
つ
の
夢
と
な
っ
て
終

わ
っ
て
し
ま
う
）（
唐·

吳
融
「
武
關
）
9
（

」）

百
年
便
作
萬
年
計
、
巌
畔
古
碑
空
綠
苔
。（
百
年
の
限
り
あ
る
生
命
で
万
年
の
計
を
な
し
て
も
、
岩
の
そ
ば
の
古
い
碑
は
緑
の
苔
に

空
し
く
覆
わ
れ
て
い
る
）（
唐·

許
渾
「
凌
歊
臺
）
10
（

」）

人
生
不
滿
百
、
剛
作
千
年
畫
。（
人
生
は
百
年
に
も
満
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
千
年
の
計
を
な
す
）。（
南
唐·

李
煜
殘
句
）
11
（

）

旁
觀
不
作
千
年
計
、
會
有
局
成
柯
爛
時
。（
旁
観
し
て
千
年
の
計
を
な
さ
な
け
れ
ば
、
囲
碁
の
勝
負
が
つ
く
と
き
に
は
斧
の
柄
が
朽

ち
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
）（
宋·

洪
炎
「
又
疊
前
韵
二
首
」
其
一
）
12
（

）

卜
居
便
作
千
年
計
、
會
見
蟠
桃
著
子
時
。（
居
住
地
を
定
め
て
千
年
の
計
を
な
せ
ば
、
き
っ
と
仙
桃
が
実
を
つ
け
る
の
を
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
）（
宋·

張
嵲
「
二
月
二
十
四
日
至
魏
塘
七
首
」
其
五
）
13
（

）

胭
脂
却
作
千
年
計
、
不
似
愁
魂
四
散
飛
。（
美
女
の
身
を
飾
っ
た
臙
脂
は
千
年
の
計
を
な
し
〔
永
遠
に
胭
脂
の
名
を
残
し
〕、
美
女
の

愁
え
る
魂
が
四
散
し
た
の
に
は
似
て
い
な
い
）（
宋·

范
成
大
「
胭
脂
井
三
首
」
其
二
）
14
（

）

い
ず
れ
も
長
生
の
計
画
を
意
味
す
る
語
と
し
て
「
千
年
調
」
の
語
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
は
、
仏
教
や
道
教
の
影
響

が
色
濃
く
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
王
梵
志
、
寒
山
の
詩
に
は
「
千
年
の
調
」
の
ほ
か
、「
鉄
の
門
限
」
と
い
う
言
葉
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
死
神
を
阻
止

す
る
鉄
の
門
で
あ
り
、「
千
年
の
調
」
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
南
宋
の
范
成
大
「
重
九
日
行
営
寿
蔵
之
地
」
に

「
縱
有
千
年
鐵
門
限
、
終
須
一
箇
土
饅
頭
（
た
と
え
千
年
も
朽
ち
な
い
鉄
の
門
限
が
あ
っ
て
も
、
結
局
は
一
基
の
墓
に
葬
ら
れ
る
）
15
（

）」
と
あ

る
。「
鑄
鐵
作
門
限
」
は
長
生
を
実
現
す
る
た
め
に
想
像
の
な
か
で
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
死
に
抗
う
象
徴
と
し
て
詩
歌
の
歴
史
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に
連
綿
と
息
づ
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

王
梵
志
、
寒
山
の
詩
の
最
後
の
句
に
見
え
る
「
鬼
見
拍
手
笑
」
は
、
作
者
の
「
鑄
鐵
作
門
限
」
に
対
す
る
見
方
を
表
し
て
い
る
。
此
の

句
は
『
南
史
』
劉
粹
伝
に
基
づ
く
。

宗
人
有
劉
伯
龍
者
、
少
而
貧
薄
、
及
長
、
歷
位
尚
書
左
丞
、
少
府
、
武
陵
太
守
、
貧
窶
尤
甚
。
常
在
家
慨
然
、
召
左
右
將
營
十
一
之

方
、
忽
見
一
鬼
在
傍
撫
掌
大
笑
。
伯
龍
歎
曰
「
貧
窮
固
有
命
、
乃
復
為
鬼
所
笑
也
）
16
（

」。（
宗
家
に
劉
伯
龍
と
い
う
人
が
い
た
。
若
い
時

に
は
貧
し
く
、
成
長
す
る
と
、
尚
書
左
丞
、
少
府
、
武
陵
太
府
を
歴
任
し
た
が
、
ま
す
ま
す
貧
困
を
極
め
た
。
い
つ
も
家
に
い
て
慨

嘆
し
て
い
た
が
、
周
り
の
者
を
集
め
て
商
売
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
た
ち
ま
ち
鬼
が
そ
ば
で
手
を
た
た
き
な
が
ら
笑
う
の
が
見
え
た
。

伯
龍
は
嘆
い
て
言
っ
た
、「
貧
困
は
元
よ
り
運
命
で
あ
る
が
、
鬼
に
笑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
」。）

貧
し
い
劉
伯
龍
が
商
売
を
始
め
た
と
こ
ろ
鬼
に
笑
わ
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
貧
困
は
運
命
と
し
て
決
ま
っ
て
お
り
、
金
持
ち
に
な
ろ

う
と
す
る
計
画
は
徒
労
に
終
わ
る
の
で
、
鬼
が
笑
う
の
で
あ
る
。
こ
の
典
故
を
踏
ま
え
て
、「
拍
手
笑
」
は
、
人
が
長
生
を
実
現
す
る
た

め
に
謀
は
か
り
ご
とを

巡
ら
し
、
鉄
の
門
を
こ
し
ら
え
る
の
を
見
た
鬼
が
、
そ
れ
を
無
意
味
な
こ
と
だ
と
し
て
嘲
笑
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ

の
鬼
の
笑
い
は
、
仏
教
の
死
生
観
が
道
教
の
そ
れ
を
嘲
笑
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
王
梵
志
の
詩
に
は
「
有
錢
但
著
用
、
莫
作
千
年
調
（
お
金
が
あ
れ
ば
使
う
べ
き
、
千
年
の
計
を
な
し
て
は
い
け
な
い
）」、「
漫

作
千
年
調
、
知
身
得
幾
時
（
み
だ
り
に
千
年
の
計
を
な
す
が
、
そ
の
身
が
い
つ
終
わ
る
の
か
分
か
ら
な
い
）」、「
貯
積
千
年
調
、
擬
覓
妻

兒
樂
（
千
年
の
計
を
暖
め
て
、
妻
や
子
と
楽
し
む
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
）」、「
漫
作
千
年
調
、
活
得
沒
多
時
（
み
だ
り
に
千
年
の
計
を

な
す
が
、
生
き
て
い
ら
れ
る
の
は
長
い
こ
と
で
は
な
い
）」、「
不
得
萬
萬
年
、
營
作
千
年
調
（
万
年
の
寿
命
を
得
る
の
は
無
理
な
の
に
、

4



「千年調」考

千
年
の
計
を
な
す
）
17
（

）」
の
よ
う
に
、「
千
年
調
」
と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
敦
煌
か
ら
発
見
さ
れ
た
多
く
の
写
本
に

よ
っ
て
、
王
梵
志
の
詩
が
広
く
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
千
年
調
」
の
思
想
も
、
そ
れ
に
伴
っ
て
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。
胡
適
は
王
梵
志
の
活
動
時
期
が
約590-660

年
で
あ
る
こ
と
、
寒
山
は
そ
の
後
に
活
動
し
た
詩
僧
で
あ
り
、
意
図
し
て
王
梵
志
の

詩
を
模
倣
し
た
こ
と
を
論
じ
た
）
18
（

。
こ
れ
に
従
え
ば
、
王
梵
志
の
詩
に
お
い
て
「
千
年
調
」
と
い
う
言
葉
は
十
分
に
熟
し
て
お
り
、
そ
れ
が

寒
山
へ
と
受
け
継
が
れ
た
と
見
な
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

以
上
に
見
て
き
た
の
は
伝
統
的
な
士
人
の
詩
に
お
け
る
「
千
年
の
調
」
の
思
想
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
通
俗
的
な
詞
曲
文
学
に
も
共
通
し

て
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
北
宋
の
詞
人
曹
組
（
生
卒
年
未
詳
）
に
は
「
相
思
会
」
詞
）
19
（

が
あ
り
、
前
引
の
寒
山
詩
を
隠
括
す
る
形
で
作
ら
れ

て
お
り
、
原
詩
と
同
様
の
「
千
年
調
」
の
思
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
南
宋
に
至
る
と
、
辛
棄
疾
の
詞
を
は
じ
め
と
し
て
「
千
年
調
」
は

す
で
に
詞
牌
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
以
後
、
元
曲
や
明
清
の
小
説
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
展
開
か
ら
見
て
、「
千
年
調
」
は

通
俗
的
な
俚
語
と
し
て
多
様
な
階
層
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
俚
語
と
し
て
通
俗
化
し

た
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
言
葉
が
伝
統
的
な
詩
歌
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
北
宋
の
梅
尭
臣
と
陳
師
道
は
こ
の
言
葉
を
詩

に
用
い
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

二
　
北
宋
の
詩
に
お
け
る
「
千
年
調
」

「
千
年
の
調
」
は
北
宋
の
頃
に
「
人
作
千
年
調
、
鬼
見
拍
手
笑
）
20
（

」
と
い
う
俚
語
と
な
っ
て
流
布
し
て
い
た
。
し
か
し
、
文
人
の
詩
に
は

さ
ほ
ど
流
行
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
北
宋
で
は
梅
尭
臣
と
陳
師
道
の
例
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

ま
ず
、
梅
尭
臣
が
嘉
祐
四
年
（1059

）
に
作
っ
た
「
衞
尉
邵
少
卿
挽
詞
二
首
」
を
見
て
み
よ
う
。
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位
至
九
卿
亞
、
年
過
七
十
春
。
桐
鄉
歸
葬
日
、
棠
樹
去
思
人
。
霧
裏
開
蒿
隧
、
原
邉
起
石
麟
。
地
遥
徒
有
涙
、
灑
向
北
風
頻
。（
邵

少
卿
は
九
卿
に
匹た
ぐ
いす
る
ほ
ど
の
位
に
至
り
、
齢
は
七
十
を
過
ぎ
た
。
桐
鄉
に
葬
ら
れ
る
日
に
は
、
人
々
が
善
政
の
失
わ
れ
た
こ
と
を

悼
む
。
霧
の
な
か
雑
草
を
抜
い
て
墓
が
築
か
れ
、
野
原
に
石
の
麒
麟
像
が
建
て
ら
れ
る
。
わ
た
し
は
遠
く
よ
り
、
北
風
に
向
っ
て
頻

り
に
涙
を
流
す
ば
か
り
。）

買
得
吳
門
宅
、
歸
來
自
種
花
。
春
風
未
歌
徹
、
東
岱
已
魂
賖
。
昔
作
千
年
調
、
今
爲
一
日
嗟
。
人
將
鐫
美
德
、
磨
石
取
江
沙
）
21
（

。（
呉

門
の
屋
敷
を
買
い
、
帰
っ
て
そ
こ
に
花
を
植
え
た
。
春
風
の
な
か
歌
を
歌
い
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
、
魂
は
す
で
に
遠
く
泰
山
へ
と
飛
び

去
っ
て
い
っ
た
。
昔
、
千
年
の
計
を
な
し
た
が
、
今
そ
れ
は
一
日
の
歎
息
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
人
々
は
彼
の
美
徳
を
刻
も
う
と
し

て
、
江
辺
か
ら
石
を
取
っ
て
き
て
磨
き
あ
げ
る
。）

第
一
首
は
邵
少
卿
が
在
任
時
に
善
政
を
し
き
、
人
々
が
彼
を
深
く
悼
ん
で
い
る
こ
と
を
述
べ
、
第
二
首
は
彼
の
晩
年
の
暮
ら
し
ぶ
り
、

そ
の
美
徳
が
人
々
に
よ
っ
て
永
遠
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
場
合
、
王
梵
志
、
寒
山
の
詩
と
同
様
に
「
千
年
調
」

を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
が
表
す
意
味
合
い
は
若
干
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
梅
尭
臣
の
詩
の
「
千
年
調
」
は
、
邵
少
卿
が
昔
、
そ
の
善

政
に
よ
っ
て
人
々
に
恩
沢
を
与
え
た
こ
と
、
ま
た
晩
年
に
は
住
宅
を
買
い
、
そ
こ
に
花
を
植
え
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
て
用
い
ら
れ
て
お

り
、
た
だ
単
に
長
生
へ
の
願
い
を
託
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
現
実
の
具
体
的
な
人
生
に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
点
で
、
上
述

し
た
よ
う
な
長
生
を
祈
る
象
徴
と
し
て
の
「
千
年
調
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

陳
師
道
は
、
詩
に
俗
語
を
多
用
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。「
千
年
調
」
に
つ
い
て
も
二
つ
の
用
例
が
見
え
る
。
こ
の
語
は
果
た
し
て

「
故
を
以
て
新
と
為
す
」
效
果
を
生
じ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
に
一
部
を
挙
げ
た
陳
師
道
「
卧
疾
絕
句
」
の
全
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。
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「千年調」考

老
裏
何
堪
病
再
來
、
愁
邊
不
復
酒
相
開
。
一
生
也
作
千
年
調
、
兩
腳
猶
須
萬
里
回
。（
年
老
い
て
再
び
病
に
侵
さ
れ
る
の
は
堪
え
が

た
く
、
憂
い
の
な
か
二
度
と
酒
を
飲
む
気
に
な
ら
な
い
。
一
生
の
間
に
千
年
の
計
画
を
な
し
て
も
、
二
本
の
脚
は
な
お
万
里
の
道

（
人
生
の
道
）
を
回か
え

っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

こ
の
詩
は
元
祐
八
年
（1093

）
に
穎
州
で
作
ら
れ
た
。
第
三
句
は
詩
人
が
一
生
の
長
期
的
な
も
く
ろ
み
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ

る
。
末
句
の
「
万
里
回
」
は
『
開
天
伝
信
記
』
に
収
め
ら
れ
る
話
―
―
万
回
な
る
人
物
が
千
里
を
隔
て
て
い
た
兄
を
訪
ね
、
日
帰
り
し
た

不
思
議
な
話
を
踏
ま
え
る
）
22
（

。
陳
師
道
は
万
回
の
よ
う
な
遠
大
な
旅
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
が
、「
猶
須
」
と
あ
る
よ
う
に
、
現
時
点
で
は

そ
の
願
望
は
い
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
。「
千
年
調
」
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
幻
想
に
過
ぎ
ず
、
陳
師
道
は
老
い
と
病
の
現
実
か
ら
逃
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

ま
た
、
棣
州
教
授
を
勤
め
た
時
の
作
品
「
元
符
三
年
七
月
蒙
恩
復
除
棣
学
喜
而
成
詩
」
を
見
て
み
よ
う
。

老
作
諸
侯
客
、
貧
為
一
飽
謀
。
折
腰
真
耐
辱
、
捧
檄
敢
輕
投
。
早
作
千
年
調
、
中
懷
萬
斛
愁
。
暮
年
隨
手
盡
、
心
事
許
溟
鷗
）
23
（

。（
老

い
て
諸
侯
の
賓
客
と
な
り
、
貧
し
さ
の
な
か
食
の
満
ち
足
り
た
暮
ら
し
を
求
め
る
。
腰
を
か
が
め
て
屈
辱
に
堪
え
、
奉
じ
た
檄
文
を

軽
々
し
く
棄
て
は
し
な
い
。
若
き
よ
り
千
年
の
計
を
抱
い
て
い
た
が
、
人
生
の
半
ば
に
は
多
く
の
愁
い
に
囚
わ
れ
た
。
晩
年
に
な
る

に
従
っ
て
い
つ
し
か
愁
い
は
失
せ
、
胸
の
内
は
鴎
と
契
り
を
交
わ
し
て
い
る
。）

最
初
の
二
句
は
老
い
て
な
お
貧
し
く
、
食
の
満
ち
足
り
た
暮
ら
し
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
続
く
二
句
は
陶
淵
明
が
人
に
頭
を

下
げ
る
の
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
故
事
）
24
（

、
ま
た
任
用
の
詔
を
奉
じ
母
の
た
め
に
喜
ん
で
み
せ
た
毛
義
が
、
母
が
亡
く
な
る
と
詔
を
棄
て
た
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故
事
）
25
（

を
用
い
、
自
分
は
彼
ら
二
人
と
は
異
な
り
、
官
職
に
甘
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
第
五
句
「
早
作
千
年
調
」
は
棣
州
教
授
を
勤

め
る
頃
か
ら
既
に
抱
い
て
い
た
長
期
的
な
も
く
ろ
み
で
あ
ろ
う
。
陳
師
道
の
「
答
張
文
潜
書
」
に
は
「
僕
家
以
仕
爲
業
（
わ
が
一
族
は

出
仕
を
業
と
す
る
）
26
（

）」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
千
年
調
」
は
官
途
を
求
め
る
生
活
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

上
述
の
よ
う
な
長
生
を
祈
る
意
味
と
比
べ
る
と
、
陳
詩
の
「
千
年
調
」
は
具
体
的
な
生
活
実
践
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
。
陳
師
道
は

限
り
あ
る
生
命
の
う
ち
に
、
自
分
の
努
力
で
計
画
し
、
よ
り
よ
く
生
き
て
い
く
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
梅
堯
臣
や
陳
師
道
に
お
け
る
「
千
年
調
」
は
、
王
梵
志
や
寒
山
が
述
べ
る
よ
う
な
長
生
願
望
で
は
な
く
、
具

体
的
な
人
生
設
計
を
強
く
意
識
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
現
実
の
生
活
と
の
密
接
な
繋
が
り
を
持
つ
、
よ
り
実
践
的
な
意
義
を
帯
び
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

三
　
陳
師
道
の
詩
に
お
け
る
「
千
年
調
」

以
下
、
陳
師
道
の
詩
に
お
け
る
「
千
年
調
」
の
具
体
的
な
表
現
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
現
実
的
・
実
践
的
な
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

た
い
。
陳
師
道
は
詩
や
文
の
中
で
、
し
ば
し
ば
人
生
の
計
画
に
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
上
述
の
「
僕
家
以
仕
為
業
」
な
ど
。
こ
れ
ら

は
、
陳
師
道
の
「
千
年
調
」
に
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も
、
陳
師
道
は
様
々
な
人
生
の
も
く
ろ
み
を
提
示

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
元
祐
五
年
（1090

）
の
詩
「
次
韻
春
懷
」
を
見
て
み
よ
う
。

欲
作
歸
田
計
、
無
如
二
頃
何
。
折
腰
方
賴
祿
、
拭
面
未
傷
和
。
日
下
烏
聲
樂
、
塵
生
馬
跡
多
。
渡
頭
留
小
楫
、
乘
興
得
相
過
）
27
（

。（
郷

里
へ
帰
る
計
を
な
そ
う
と
す
る
が
、
二
頃
の
畑
が
な
く
て
は
如
何
と
も
し
が
た
い
。
仕
方
な
く
腰
を
か
が
め
て
俸
禄
に
頼
り
、
役
人
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「千年調」考

仲
間
と
の
関
係
を
損
な
っ
た
り
し
な
い
。
昼
に
は
鳥
の
声
が
楽
し
げ
に
鳴
き
交
わ
し
、
馬
が
多
く
行
き
交
い
塵
が
舞
い
あ
が
る
。
渡

し
場
に
は
小
舟
が
繋
が
れ
て
い
る
、
興
に
乗
じ
て
友
を
訪
ね
る
こ
と
も
で
き
る
。）

後
漢
の
張
衡
「
帰
田
賦
」
は
仕
官
か
ら
帰
隠
へ
の
感
情
の
変
化
を
述
べ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
陳
師
道
も
ま
た
隠
居
の
も

く
ろ
み
を
抱
い
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
「
千
年
調
」
の
具
体
的
な
一
例
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
詩
人
は
隠
居
を
な
し
え

ず
、
現
実
に
は
腰
を
屈
め
俸
禄
を
頼
る
仕
途
の
道
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

出
仕
と
帰
隠
、
こ
の
二
つ
の
葛
藤
は
、
陳
師
道
の
詩
に
頻
繁
に
表
れ
る
。
同
じ
年
の
作
品
「
徐
氏
閒
軒
」
を
読
ん
で
み
よ
う
。

倦
遊
梁
楚
愛
吾
廬
、
老
寄
山
林
孰
與
娛
。
想
見
杖
藜
臨
過
鳥
、
更
能
赤
手
縛
於
兔
。
君
寧
平
生
輕
三
釜
、
我
亦
東
原
有
一
區
。
擬
買

嬋
娟
作
歸
計
、
可
無
堆
玉
斗
量
珠
）
28
（

。（
梁
や
楚
の
旅
に
厭
き
故
郷
の
廬
に
あ
こ
が
れ
る
が
、
老
い
て
山
林
に
帰
っ
た
と
し
て
も
誰
と

と
も
に
楽
し
む
と
い
う
の
か
。
い
ま
君
が
杖
を
手
に
天
を
飛
ぶ
鳥
の
そ
ば
に
立
ち
、
素
手
で
虎
を
捉
え
る
様
子
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ

る
。
君
は
こ
れ
ま
で
三
釜
〔
少
な
い
俸
禄
〕
を
軽
ん
じ
て
き
た
、
わ
た
し
も
ま
た
東
の
原
野
に
畑
が
あ
る
。
美
女
を
買
っ
て
帰
ろ
う

と
す
れ
ば
、
山
ほ
ど
の
玉
石
や
珍
珠
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。）

最
初
の
二
句
は
仕
途
の
生
活
に
厭
き
、
山
林
に
帰
る
つ
も
り
だ
と
述
べ
る
。
任
淵
は
「
赤
手
縛
於
兔
」
に
つ
い
て
「
言
処
閑
之
難
（
閑

適
の
生
活
の
苦
し
さ
を
言
う
）」
と
解
釈
し
て
い
る
。
末
尾
の
二
句
も
隠
居
の
難
し
さ
を
述
べ
る
。
出
仕
と
帰
隠
と
の
二
つ
の
も
く
ろ
み

の
間
で
揺
れ
動
く
陳
師
道
の
複
雑
な
思
い
は
本
詩
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
陳
師
道
の
「
千
年
調
」
は
、
出
仕
と
帰
隠
と
の
間
で
揺
れ
動
く

思
い
を
含
ん
で
い
た
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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こ
の
他
に
も
、
陳
師
道
の
多
く
の
詩
に
は
、
出
仕
と
帰
隠
と
の
間
で
揺
れ
動
く
「
千
年
調
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
湖
上
」

に
「
白
頭
厭
奔
走
、
何
地
與
為
鄰
（
白
髪
頭
で
あ
ち
こ
ち
を
歩
き
尽
く
し
、
い
っ
た
い
ど
こ
で
君
と
鄰
に
な
れ
る
の
か
）
29
（

）」、「
舟
中
二
首

（
其
一
）」
に
「
少
年
行
路
今
頭
白
、
不
盡
還
家
去
國
情
（
若
い
時
よ
り
奔
走
を
続
け
、
今
は
す
っ
か
り
頭
が
白
く
な
っ
た
が
、
都
を
離
れ

家
に
帰
る
思
い
は
尽
き
な
い
）
30
（

）」、「
歸
雁
二
首
（
其
二
）」
に
「
作
計
胸
懷
早
、
爲
生
去
住
頻
（
胸
中
に
は
早
く
か
ら
計
画
を
定
め
て
い
る

が
、
生
活
の
た
め
に
移
住
を
繰
り
返
し
て
い
る
）
31
（

）」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
か
ら
は
、
隠
居
を
望
み
な
が
ら
も
、
や
む
を
え
ず
出
仕
の
途

を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
陳
師
道
の
苦
衷
が
窺
わ
れ
る
。

陳
師
道
の
晩
年
の
詩
を
見
る
と
、
隠
居
へ
の
望
み
は
更
に
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
元
符
元
年
（1098

）
徐
州
で
作
っ
た

「
答
顔
生
見
寄
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

闕
然
車
馬
不
聞
音
、
行
路
艱
危
已
備
更
。
問
舍
求
田
真
得
計
、
臨
流
據
石
有
餘
清
。
江
山
滿
目
開
新
巻
、
韋
杜
諸
人
得
細
評
。
閑
處

著
身
容
我
老
、
忙
中
見
記
識
君
情
）
32
（

。（
車
馬
の
音
が
途
絶
え
た
今
、
危
険
な
道
を
歩
き
つ
く
し
た
。
田
舎
に
屋
敷
や
畑
を
求
め
る
の

は
本
当
に
心
に
適
う
、
流
れ
に
臨
ん
で
石
に
寄
り
添
え
ば
心
は
清
々
し
い
。
江
山
が
目
の
前
に
溢
れ
ん
ば
か
り
に
新
詩
の
巻
を
繰
り

ひ
ろ
げ
て
見
せ
る
、
そ
れ
ら
を
ま
る
で
韋
應
物
や
杜
甫
の
詩
に
う
た
わ
れ
た
風
景
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
味
わ
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
閑
適
の
場
に
身
を
置
い
た
ま
ま
年
老
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
、
忙
し
い
な
か
に
あ
っ
て
わ
た
し
の
こ
と
を
思
い
出
し

て
く
れ
た
君
の
友
情
が
あ
り
が
た
い
。）

こ
の
詩
は
、
顔
生
に
答
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
二
句
の
「
車
馬
」「
行
路
」
は
出
仕

の
生
活
を
、
第
三
句
の
「
問
舍
求
田
」
は
隠
居
の
生
活
を
表
す
。
陳
師
道
は
官
途
を
め
ざ
す
生
活
に
厭
き
、
田
舎
暮
ら
し
こ
そ
が
最
も
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心
に
適
っ
た
計
画
だ
と
述
べ
て
い
る
）
33
（

。
同
様
の
感
慨
は
、
他
に
「
贈
大
素
軻
律
師
二
首
（
其
一
）」
に
「
自
笑
世
間
千
計
錯
、
羨
他
湖
上

十
年
人
（
世
間
の
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
計
が
誤
り
で
あ
る
の
を
笑
い
、
湖
の
ほ
と
り
に
十
年
の
間
暮
ら
す
人
を
羨
む
）
34
（

）」
と
述
べ
ら
れ
る
。

ま
た
、
元
符
三
年
（1100

）
の
作
で
あ
る
「
宿
合
清
口
」
に
は
「
卧
家
還
就
道
、
自
計
豈
蒼
生
（
家
に
寝
転
ん
で
道
を
学
ぶ
、
わ
が
人
生

の
計
は
民
人
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
）
35
（

）」
と
あ
り
、
官
吏
と
し
て
人
民
の
た
め
に
勤
し
む
暮
ら
し
を
棄
て
て
、
自
分
一
人
の
慎
ま
し
や

か
な
隠
居
生
活
を
め
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
。
陳
師
道
は
一
生
を
貧
困
に
苦
し
ん
だ
が
、
そ
の
苦
し
み
の
一
端
は
本
詩
に
も
現
れ
て
い
る
。

以
上
、
陳
師
道
の
現
実
生
活
に
即
し
た
人
生
設
計
に
関
す
る
表
現
を
見
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
陳
師
道
の
詩
に
は
長
生
の

願
望
を
表
す
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
元
符
三
年
の
作
「
宿
斉
河
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

燭
暗
人
初
寂
、
寒
生
夜
向
深
。
潜
魚
聚
沙
窟
、
墜
鳥
滑
霜
林
。
稍
作
他
方
計
、
初
回
萬
里
心
。
還
家
只
有
夢
、
更
著
曉
寒
侵
）
36
（

。（
灯

火
は
暗
く
人
は
寝
静
ま
り
、
寒
気
が
生
じ
て
夜
が
深
ま
る
。
水
に
潜
む
魚
が
沙
の
窟あ
な

に
集
ま
り
、
鳥
が
霜
の
林
へ
と
舞
い
降
り
る
。

少
し
ず
つ
他
の
計
画
を
暖
め
、
万
里
の
道
を
行
こ
う
と
す
る
も
く
ろ
み
を
撤
回
す
る
。
郷
里
へ
と
帰
る
の
は
た
だ
夢
の
な
か
だ
け
、

今
朝
の
寒
気
に
体
を
侵
さ
れ
る
。）

任
淵
は
、「
他
方
計
」
に
つ
い
て
は
「
西
方
の
極
楽
国
」
に
行
く
こ
と
、「
回
心
」
に
つ
い
て
は
「
四
方
の
志
（
官
吏
と
し
て
四
方
を

旅
す
る
志
）」
が
な
い
こ
と
を
言
う
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
こ
こ
で
の
「
他
方
計
」
は
、
先
に
挙
げ
た
王
梵
志
詩
の

「
千
年
調
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
陳
師
道
の
詩
に
も
、
長
生
の
願
望
を
表
す
語
と
し
て
の
「
千

年
調
」
は
受
け
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
建
中
靖
國
元
年
（1101

）
に
作
っ
た
「
贈
石
先
生
」
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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多
方
作
計
老
如
期
、
百
疾
交
攻
遽
得
衰
。
晩
有
勝
縁
逢
異
士
、
生
須
快
意
闕
前
知
。
迫
人
鬢
頷
紛
紛
白
、
臨
事
迴
迂
種
種
遲
。
分
我

刀
圭
容
不
死
、
他
年
鶴
馭
得
追
隨
）
37
（

。（
様
々
な
計
を
な
し
て
も
老
い
は
期
日
ど
お
り
に
や
っ
て
来
る
、
多
く
の
病
に
悩
ま
さ
れ
す
っ

か
り
衰
え
て
し
ま
っ
た
。
晩
年
に
な
っ
て
や
っ
と
縁
に
恵
ま
れ
卓
越
の
士
と
出
会
い
、
人
生
の
痛
快
さ
を
今
更
な
が
ら
に
知
っ
た
。

追
い
立
て
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
髪
や
髭
が
次
々
と
白
く
な
り
、
諸
事
に
臨
ん
で
は
ぐ
ず
ぐ
ず
と
不
完
全
な
ま
ま
に
取
り
の
こ
さ
れ

る
。
わ
た
し
に
丹
薬
を
授
け
不
死
の
道
を
許
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
い
つ
か
鶴
に
ま
た
が
っ
て
先
生
に
従
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。）

こ
の
詩
は
陳
師
道
が
自
分
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。『
老
学
庵
筆
記
）
38
（

』
に
よ
る
と
、
石
先
生
は
薬
を
作
る
こ
と

が
得
意
で
、
丹
薬
を
作
る
の
を
好
む
道
士
。
つ
ま
り
詩
に
言
う
「
異
士
」
で
あ
る
。
第
七
句
に
「
不
死
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
首
句
の

「
多
方
作
計
」
と
い
う
の
は
、
様
々
な
方
法
に
よ
っ
て
長
生
を
図
る
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
局
は
詩
人
の
願
望
は
実
現
せ
ず
、
老

い
衰
え
て
病
悩
ま
さ
れ
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
が
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
陳
詩
の
「
千
年
調
」
は
出
仕
と
帰
隠
と
の
間
で
揺
れ
動
く
陳
師
道
の
人
生
に
即
し
た
現
実
的
・
実
践
的
な

意
味
合
い
が
強
い
も
の
か
ら
、
長
生
を
希
求
す
る
観
念
的
な
意
味
合
い
が
強
い
も
の
に
至
る
ま
で
、
幅
広
い
思
想
を
表
す
語
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
。
王
梵
志
や
寒
山
な
ど
、
唐
代
の
詩
僧
の
詩
と
比
べ
て
、
よ
り
広
く
、
ま
た
複
雑
で
深
い
思
想
を
表
現
す
る
語
と
な
っ
て
い

た
と
言
え
よ
う
。
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四
　
結
論

「
千
年
調
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
儒
教
・
道
教
・
仏
教
な
ど
の
諸
思
想
が
複
雑
に
か
ら
ま
る
唐
宋
文
人
の
死
生
観
・
人
生
観
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。「
千
年
調
」
は
、
も
と
も
と
は
長
生
の
願
望
を
込
め
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
道
教
的
な
色
彩
の
強
い
思
想
を
帯

び
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
仏
教
の
立
場
か
ら
す
る
と
一
切
は
空
で
あ
り
、
長
生
を
希
求
す
る
こ
と
は
愚
か
し
い
目

論
見
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
王
梵
志
や
寒
山
の
詩
が
表
現
し
て
い
た
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
仏
教
側
か
ら
の
道
教
的
思
想
に
対

す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
唐
宋
の
そ
の
後
の
文
人
た
ち
の
詩
に
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
の
「
千
年
調
」
は
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。

と
こ
ろ
が
、
本
稿
で
重
点
を
置
い
て
取
り
あ
げ
た
陳
師
道
の
場
合
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
だ
け
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
そ

こ
に
は
、
儒
教
（
儒
家
思
想
）
的
な
色
彩
が
色
濃
く
見
て
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
儒
家
思
想
が
道
教
や
仏
教
と
異

な
る
最
大
の
特
徴
の
一
つ
に
「
入
世
」
的
な
傾
向
、
す
な
わ
ち
現
実
の
社
会
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
挙
げ
ら
れ
る
。
文
人

た
ち
に
と
っ
て
「
入
世
」
と
は
、
具
体
的
に
は
出
仕
の
途
を
歩
む
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
陳
師
道
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
官
吏
と

し
て
出
仕
の
途
を
め
ざ
し
た
。
彼
は
、
官
途
も
順
調
で
は
な
く
生
計
に
苦
し
み
、
隠
居
を
求
め
る
も
か
な
わ
ず
、
悲
嘆
に
暮
れ
る
一
生
で

あ
っ
た
が
、
し
か
し
終
生
、
儒
家
の
「
入
世
」
思
想
を
実
践
す
べ
く
努
め
て
い
た
。
か
か
る
人
生
の
計
画
を
、
彼
は
「
千
年
調
」
の
語
を

用
い
て
表
現
し
た
。
そ
の
典
型
例
が
、
す
な
わ
ち
本
稿
に
取
り
あ
げ
た
「
一
生
也
作
千
年
調
、
兩
腳
猶
須
萬
里
回
」、「
早
作
千
年
調
、
中

懷
萬
斛
愁
」
と
い
う
詩
句
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
あ
く
ま
で
も
儒
家
の
立
場
を
守
り
、
道
教
や
仏
教
に
は
傾
こ
う
と
し
な
か
っ
た
陳
師
道

の
思
想
的
態
度
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
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﹇
注
﹈

（
1
） 

宋·

陳
師
道
撰
、
宋
任
淵
注
、
冒
廣
生
補
箋『
後
山
詩
注
補
箋
』巻
四
、
中
華
書
局1995

年
、145

頁
。
以
下『
補
箋
』と
略
称
。

（
2
） 

宋·

釋
惠
洪『
林
間
錄
』巻
下
に「
予
嘗
愛
王
梵
志
詩
云『
梵
志
翻
著
襪
、
人
皆
道
是
錯
。
寧
可
刺
你
眼
、
不
可
隱
我
腳
』、
寒
山
子
詩
云『
人
是
黑

頭
蟲
、
剛
作
千
年
調
。
鑄
鐵
作
門
限
、
鬼
見
拍
手
笑
』、
道
人
自
观
行
处
、
又
观
世
间
、
当
如
是
游
戏
耳
」。

（
3
） 
唐·
范
攄『
雲
溪
友
議
』巻
下「
蜀
僧
喻
」に「（
梵
志
）詩
云『
世
無
百
年
人
、
擬
作
千
年
調
。
打
鐵
作
門
限
、
鬼
見
拍
手
笑
』」。

 
 

宋·
費
衮『
梁
渓
漫
志
』巻
一
〇「
梵
志
詩
」に「
世
無
百
年
人
、
強
作
千
年
調
。
打
鐵
作
門
限
、
鬼
見
拍
手
笑
」。

 
 

宋·

曾
慥『
類
說
』巻
四
一「
王
梵
志
詩
」に「
世
無
百
年
人
、
擬
作
千
年
調
。
打
鐵
作
門
限
、
鬼
見
拍
手
笑
」。

（
4
）  

任
半
塘
編
著『
敦
煌
歌
辞
総
編
』、
上
海
古
籍
主
版
社1987

年
、1566

頁
。

（
5
） 

宋·

司
馬
光『
資
治
通
鑑
』巻
一
四
四
。

（
6
） 『
大
戴
礼
記
』巻
一
三「
易
本
命
」に「
有
羽
之
蟲
三
百
六
十
、
而
鳳
凰
為
之
長
、
有
毛
之
蟲
三
百
六
十
、
而
麒
麟
為
之
長
、
有
甲
之
蟲
三
百
六
十
、

而
神
龜
為
之
長
、
有
鱗
之
蟲
三
百
六
十
、
而
蛟
龍
為
之
長
、
倮
之
蟲
三
百
六
十
、
而
聖
人
為
之
長
」（
台
灣
商
務
印
書
館
、
四
部
叢
刊
本
）。

（
7
） 『
論
衡
』別
通
篇
に「
倮
蟲
三
百
、
人
為
之
長
」、
自
紀
篇
に「
人
亦
蟲
物
、
生
死
一
時
」、
仲
長
統「
覈
性
賦
」に「
倮
蟲
三
百
、
人
為
最
劣
」。

（
8
） 『
全
唐
詩
』巻
八
〇
六
、
中
華
書
局1960
年
、9082

頁
。

（
9
） 『
全
唐
詩
』巻
六
八
六
、
中
華
書
局1960
年
、7882

頁
。

（
10
） 『
全
唐
詩
』巻
五
三
三
、
中
華
書
局1960

年
、6084
頁
。

（
11
） 『
全
唐
詩
』巻
八
、
中
華
書
局1960

年
、75

頁
。

（
12
） 

傅
璇
琮
、
倪
其
心
等
主
編『
全
宋
詩
』巻
一
二
九
九
、
第
22
冊
、14741

頁
。

（
13
） 『
全
宋
詩
』巻
一
八
四
四
、
第
32
冊
、20536

頁
。

（
14
） 

宋·

范
成
大「
胭
脂
井
三
首
」其
二（『
石
湖
居
士
詩
集
』巻
二
、
台
灣
商
務
印
書
館
、
四
部
叢
刊
本
）。

（
15
） 

同
上
、
巻
二
八
。

（
16
） 

唐·

李
延
壽 『
南
史
』巻
一
七
、
中
華
書
局1975

年
、
第
2
冊
、482

頁
。
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（
17
） 

そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
は
項
楚
校
注『
王
梵
志
詩
校
注
』王
梵
志
詩
〇
一
二
、
〇
三
五
、
二
四
四
、
二
八
〇
、
二
八
四
、
上
海
古
籍
出
版
社1991

年
。

（
18
） 

胡
適『
唐
初
的
白
話
詩
』、
張
錫
厚『
王
梵
志
詩
研
究
彙
錄
』か
ら
引
き
、
上
海
古
籍
出
版
社1990

年
。

（
19
） 「
相
思
会
」に「
人
無
百
年
人
、
剛
作
千
年
調
。
待
把
門
關
鐵
鑄
、
鬼
見
失
笑
。
多
愁
早
老
、
惹
盡
閒
煩
惱
。
我
惺
也
、
枉
較
。
塵
衣
淡
飯
、
贏
取

暖
和
飽
。
住
個
宅
兒
。
只
要
不
大
不
小
。
常
教
潔
淨
、
不
種
閒
花
草
。
據
見
在
、
樂
平
生
。
便
是
神
仙
了
」（『
欽
定
詞
譜
』巻
一
七
、
中
國
書
店

1983
年
、217

頁
）。

（
20
） 

宋·

莊
綽『
雞
肋
篇
』巻
下
。
ま
た
、『
宋
詩
記
事
』巻
一
〇
〇
に
北
宋
の
俚
語
と
し
て「
人
作
千
年
調
、
鬼
見
拍
手
笑
」。

（
21
） 

宋·

梅
堯
臣『
宛
陵
先
生
集
』巻
二
二
、
台
灣
商
務
印
書
館
、
四
部
叢
刊
本
。

（
22
） 

唐·

鄭
綮『
開
天
傳
信
記
』に「
萬
回
師
、
閿
郷
人
也
。
…
…
兄
被
戍
役
安
西
、
音
問
隔
絶
。
父
母
謂
其
誠
死
、
日
夕
涕
泣
而
憂
思
也
。
…
…
忽
一

日
朝
賫
所
備
、
夕
返
其
家
、
告
父
母
曰『
兄
平
善
矣
』。
發
書
視
之
、
乃
兄
迹
也
、
一
家
異
之
。
弘
農
抵
安
西
萬
餘
里
、
以
其
萬
里
而
回
、
故
謂
之

萬
回
也
」。

（
23
） 『
補
箋
』巻
一
○
、375-376

頁
。

（
24
） 『
晉
書
』巻
九
四
、「
陶
潜
伝
」に「
吾
不
能
爲
五
斗
米
折
腰
、
拳
拳
事
鄉
里
小
人
耶
」。

（
25
） 『
後
漢
書
』巻
三
九
、「
毛
義
伝
」に「
毛
義
少
節
家
貧
、
以
孝
行
稱
。
南
陽
人
張
奉
慕
其
名
、
往
候
之
、
坐
定
而
府
檄
適
至
、
以
義
守
令
、
義
奉
檄
而

入
、
喜
動
顔
色
。
奉
者
、
志
尚
士
也
、
心
賤
之
、
自
恨
来
、
固
辭
而
去
。
及
義
母
死
、
去
官
行
服
。
數
辟
公
府
、
為
縣
令
、
進
退
必
以
禮
。
後
舉

賢
良
、
公
車
徵
、
遂
不
至
。
張
奉
歎
曰『
賢
者
固
不
可
測
、
往
日
之
喜
、
乃
為
親
屈
也
。
斯
蓋
所
謂「
家
貧
親
老
、
不
擇
官
而
仕
」者
也
』」。

（
26
） 「
答
張
文
潛
書
」に「
僕
家
以
仕
爲
業
、
舍
仕
則
技
窮
矣
。
故
僕
之
於
仕
、
如
瘖
者
之
溺
聲
、
氣
不
動
而
於
足
亂
矣
」（『
後
山
居
士
文
集
』巻
一
〇
、

上
海
古
籍
出
版
社1984

年
、
影
印
宋
刻
本
）。

（
27
） 『
補
箋
』巻
二
、77-78

頁
。

（
28
） 『
補
箋
』巻
二
、87

頁
。

（
29
） 『
補
箋
』巻
四
、172

頁
。

（
30
） 『
補
箋
』巻
四
、172-173

頁
。

（
31
） 『
補
箋
』巻
一
〇
、359-360

頁
。
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（
32
） 『
補
箋
』巻
七
、268-269

頁
。

（
33
） 

晉·

陳
寿『
三
国
志
』巻
七
、「
陳
登
伝
」に「
君
有
國
士
之
名
、
今
天
下
大
亂
、
帝
主
失
所
、
望
君
憂
國
忘
家
、
有
救
世
之
意
、
而
君
求
田
問
舍
、

言
無
可
采
、
是
元
龍
所
諱
也
、
何
緣
當
與
君
語
」。

（
34
） 『
補
箋
』の「
後
山
逸
詩
箋
」巻
下
、569

頁
。

（
35
） 『
補
箋
』巻
一
一
、410

頁
。

（
36
） 『
補
箋
』巻
一
一
、418-419

頁
。

（
37
） 『
補
箋
』巻
一
二
、452-453

頁
。

（
38
） 

宋·

陸
游『
老
学
庵
筆
記
』巻
三
に「
石
藏
用
名
用
之
、
高
醫
也
。
嘗
言
今
人
稟
賦
怯
薄
、
故
案
古
方
用
藥
、
多
不
能
愈
病
、
非
獨
人
也
、
金
石
草

木
之
藥
、
亦
皆
比
古
方
力
弱
、
非
倍
用
不
能
取
效
。
故
藏
用
以
喜
用
熱
藥
得
謗
、
群
醫
至
為
謠
曰『
藏
用
擔
頭
三
斗
火
』。
人
或
畏
之
、
惟
晁
以
道

大
喜
其
說
、
每
見
親
友
蓄
丹
、
無
多
寡
、
盡
取
食
之
、
或
不
待
告
主
人
。
主
人
驚
駭
、
急
告
以
不
宜
多
服
。
以
道
大
笑
不
顧
、
然
亦
不
為
害
。
此

蓋
稟
賦
之
偏
、
他
人
不
可
效
也
。
晚
乃
以
盛
冬
伏
石
上
書
丹
、
為
石
冷
所
逼
、
得
陰
毒
傷
寒
而
死
」。

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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摘要

“千年調” 考論
　　　　　―以陳師道為中心

趙 蕊蕊

“千年調” 長期活躍於文學領域，至北宋形成俚語。此語產生之初，帶有

濃厚的佛教及道教色彩。至北宋，梅堯臣及陳師道將其引入詩歌，體現了 “以

俗為雅”，“以故為新” 的詩學理論。本文通過考證 “千年調” 之流播狀況，重

點分析此語於陳師道詩中產生的実践意義，並由此探討唐宋人的生死觀及人生

觀，及士人階層如何以儒家思想改造佛教及道教的生命觀。
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