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習
用
現
代
語
訳 

 

同
郷
の
銭 せ

ん

明 め
い

経 け
い

は
詩
と
賦 ふ

が
得
意
だ
。
毎
年
予
備
試
験
委
員
主
催
の
試
験
で

は
古
詩
が
出
題
さ
れ
る
が
、
銭
は
い
つ
も
成
績
ト
ッ
プ
で
あ
る
。
あ
る
年
の
課

題
は
「
天
を
支
え
る
柱
を
テ
ー
マ
と
し
て
賦
（
長
編
詩
）
を
作
れ
」
と
い
う
も

の
だ
っ
た
。
銭
は
、
試
験
会
場
に
入
る
時
、
酒
を
飲
み
す
ぎ
て
酔
っ
ぱ
ら
っ
て

し
ま
い
、
受
験
者
用
の
個
室
に
入
る
と
た
ち
ま
ち
酔
い
つ
ぶ
れ
て
寝
て
し
ま
っ

た
。
毎
年
銭
と
一
緒
に
試
験
を
受
け
る
受
験
生
は
、
彼
が
い
つ
も
ト
ッ
プ
で
あ

る
こ
と
を
嫉 ね

た

ん
で
い
た
の
で
、
彼
に
声
を
か
け
て
起
こ
し
て
や
ろ
う
と
は
し
な

か
っ
た
。
答
案
を
回
収
す
る
係
官
が
銭
の
そ
ば
を
通
っ
て
初
め
て
彼
に
試
験
時

間
の
終
了
を
告
げ
た
。
銭
は
最
初
（
酒
の
た
め
か
？
寝
起
き
の
た
め
か
？
）
ぼ

ん
や
り
し
て
い
た
が
、
も
う
間
に
合
わ
な
い
。
そ
こ
で
急
い
で
課
題
を
聞
き
、（
長

編
詩
で
な
く
、
わ
ず
か
四
句
の
）
七
言
絶
句
一
首
を
書
き
記
し
た
。 

 

長
江
が
海
に
注
ぐ
所 

川
幅
は
広
す
ぎ 

対
岸
は
見
え
な
い 

 
 

見
わ
た
す
と 

白
雲
が
ひ
と
つ 

山
が
い
く
つ
か 

 
 

ど
う
し
た
ら 

わ
が
身
を
天
柱
の
頂
に
置
き 

 
 

ま
う
え
か
ら 

太
陽
と
月
が
人
々
の
間
を
め
ぐ
る
様
子
を
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う 



 
試
験
委
員
は
彼
の
答
案
を
見
て
、「
こ
の
人
は
心
の
中
に
ど
れ
ほ
ど
の
雲
夢

ウ
ン
ボ
ウ

大

湿
原
を
呑
み
こ
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
！
」
と
評
価
し
、
成
績
第
一
と
し
た
。 

訳
注 

１ 

乃
ち
＝
…
（
し
て
）
初
め
て 

２ 

揚
子
江
頭
＝
長
江
が
海
に
注
ぐ
河
口
＝
川
幅
約
10
キ
ロ
（
た
だ
し
今
の
地

形
）
※
問
題
文
の
注
11
で
は
「
揚
子
江
＝
長
江
の
別
名
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

長
江
の
下
流
域
を
指
す
の
が
通
例
。
こ
の
詩
の
ス
ケ
ー
ル
の
壮
大
さ
を
よ
り
よ

く
表
現
す
る
た
め
拙
訳
は
訳
注
に
よ
っ
た
。 

３ 

走
ル
＝
歩
く
→
め
ぐ
る 

４ 

知
ら
ず
→{

よ
く
わ
か
ら
な
い}

ほ
ど
す
ご
い
＝
！ 

音
読
用
書
き
下
し
文 

 

吾 わ

が
郷 ご

う

の
銭 せ

ん

明 め
い

経 け
い

、
詩
賦

し

ふ

を
善 よ

く
す
。
毎
歳

ま
い
と
し

督
学

と
く
が
く

の
科 か

歳 さ
い

に
古
詩
を
試
み
る

に
、
銭
は
必
ず
冠 か

ん

軍 ぐ
ん

た
り
。
一
歳

い
っ
さ
い

、
題
は
「
天
柱
の
賦 ふ

」
為 た

り
。
銭 せ

ん

、
場

じ
ょ
う

に
入 い

る
時
、
酒
を
飲
む
こ
と
多
き
に
過
ぎ
竟 つ

い

に
大
酔

た
い
す
い

し
、
号
に
入 い

る
に
輒

す
な
わ

ち
酣
睡

か
ん
す
い

す
。

試
を
同
じ
く
す
る
者
其 そ

の
試
毎 ご

と

に
首 し

ゅ

に
居 お

る
を
疾 ね

た

み
、
肯 あ

へ
て
之 こ

れ

を
呼
び
て
醒 さ

め
し
め
ず
。
納
巻

の
う
か
ん

の
者
其 そ

の
旁

か
た
わ

ら
を
過
ぐ
る
有
り
て
乃

す
な
わ

ち
之 こ

れ

に
告
ぐ
。
銭 せ

ん

始

め
瞢 ぼ

う

然 ぜ
ん

た
る
も
、
已 す

で

に
及
ぶ
無
し
。
卒 そ

つ

爾 じ

と
し
て
題
を
問
ひ
、
七
言

し
ち
ご
ん

絶
句

ぜ

っ

く

一
首

を
書
す
。 



 
我 わ

れ

揚
子

よ

う

す

江 こ
う

頭 と
う

に
来
た
り
て
望
め
ば 

一
片

い
っ
ぺ
ん

の
白
雲

は
く
う
ん

数
点
の
山 や

ま 

 

安 い
づ

く
ん
ぞ
身 み

を
天
柱
の

頂
い
た
だ
き

に
置
き 

倒
さ
か
し
ま

に
日
月

じ
つ
げ
つ

の
人 じ

ん

間 か
ん

を
走
る
を
看 み

る

を
得 え

ん 

 

学
使

が

く

し

巻 か
ん

を
得
て
、
評
し
て
云 い

ふ
「
此 こ

の
人 ひ

と

胸

中

き
ょ
う
ち
ゅ
う

に
幾 い

く

雲
夢

ウ
ン
ボ
ウ

を
呑 の

む
か
を
知

ら
ず
。」
と
。
仍 よ

り
て
第
一
に
取
る
。 

※
追
記
：
「
人
間
」
を
「
に
ん
げ
ん
」
と
読
む
と
問
５
が
で
き
な
か
っ
た
は
ず
。

漢
文
で
は
「
じ
ん
か
ん
」
と
読
む
。
漢
文
特
有
の
読
み
を
漢
音

か
ん
お
ん

と
い
い
仏
教
で

の
読
み
を
呉
音

ご

お

ん

と
い
う
。
た
と
え
ば
儒
教
の
経
典

け
い
て
ん

は
仏
教
の
経

典

き
ょ
う
て
ん

と
な
る
。
問

題
文
の
主
人
公
も
漢
文
で
は
銭
明 め

い

経 け
い

だ
が
呉
音
で
は
銭
明

み
ょ
う

経
き
ょ
う

と
な
る
。「
覚
え

る
必
要
が
あ
る
の
で
す
か
？
」
と
い
う
質
問
を
十
年
に
一
度
受
け
る
が
、
覚
え

き
れ
な
い
！
過
去
問
を
音
読
す
れ
ば
必
ず
漢
音
に
慣
れ
る
。
た
と
え
ば
日
月
は

「
に
ち
げ
つ
」
で
は
な
く
「
じ
つ
げ
つ
」
だ
。
声
を
出
さ
ず
し
て
読
み
慣
れ
な

し
。
読
み
慣
れ
な
く
し
て
合
格
な
し
。 

解
説 

ス
テ
ッ
プ
１ 

最
初
の
２
行
を
見
る 

 
 

銭
明
経
と
い
う
人
物
の
下
の
傍
線
（
１
）
が
読
め
な
い
の
で
停
止
。
で
も
、

問
題
文
の
真
ん
中
に
詩
が
あ
る
の
で
、
詩
に
つ
い
て
の
文
で
あ
る
こ
と
は
わ
か

る
。 



ス
テ
ッ
プ
２ 

最
後
の
３
行
を
見
る
。 

 

オ
シ
リ
か
ら 

読
む
と
わ
か
る
よ 

お
結
論

m
10  

 

早
読
み
は 

最
初
と
最
後
に 

主
語
述
語

m
9  

 

う
し
ろ
か
ら
な
が
め
る
と
、
末
尾
の
傍
線
Ｄ
「
よ
り
て
第
一
に
取
る
」
が
設

問
に
な
っ
て
い
る
。
最
後
の
３
行
の
最
初
（
８
行
目
）
は
詩
の
一
部
な
の
で
、

そ
れ
以
上
読
む
の
を
停
止
し
て
問
６
に
行
く
。 

ス
テ
ッ
プ
３ 

最
終
設
問
の
選
択
肢
を
見
る 

 
 

説
明
・
注
に
答
え
あ
り
！1

7
6

こ
の
技
を
何
度
も
使
う
。
問
６
の
説
明
文
に

よ
り
傍
線
Ｄ
の
「
第
一
」
は
「
第
一
位
」。
そ
し
て
問
６
は
「
学
使
が
銭
明
経
を

第
一
位
に
し
た
理
由
」
を
問
う
。「
学
使
」
と
は
注
12
と
注
３
に
よ
り
「
試
験
…

責
任
者
注
３

」。
だ
か
ら
問
６
は
「
試
験
責
任
者
が
銭
明
経
を
第
一
位
に
し
た
理
由
」

を
問
う
。 

 

こ
こ
で
原
文
に
帰
り
、
傍
線
Ｄ
の
直
前
文
の
注
13
と
問
６
の
選
択
肢
で
共
通

す
る
言
葉
を
探
す
と
次
の
と
お
り
。 

 

注
13 

広
大
な
湿
原 

 

① 

雄
大 

 

③ 

気
宇
壮
大 

 

④ 

大
胆 



 
⑤ 
大
ら
か 

 

ヒ
ッ
カ
ケ
を
見
抜
く
た
め
に
、
選
択
肢
の
文
を
確
認
す
る
。 

 

「
広
大
」
は
「
広
く
て
大
き
い
、
空
間
が
大
き
い
」
こ
と
だ
が
、
④
の
文
「
あ

え
て
提
出
し
た
大
胆
さ
」
と
⑤
の
文
「
気
に
し
な
い
大
ら
か
な
性
格
」
で
は
「
大
」

を
「
性
格
・
人
柄
」
の
形
容
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
③
の
「
気
宇
壮
大
」
は
「
気

宇
」
を
知
ら
な
く
て
も
、
熟
語
に
す
れ
ば
「
気
」
は
「
空
気
」、「
宇
」
は
「
宇

宙
空
間
」
と
な
っ
て
「
空
間
」
と
結
び
つ
く
。
そ
こ
で
①
③
を
正
解
候
補
と
し

て
退
却
す
る
。
こ
れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。 

話
は
、
銭
明
経
が
詩
の
試
験
で
第
一
位
に
な
る
結
末
に
向
か
っ
て
進
む
は
ず

で
あ
り
、「
銭
ち
ゃ
ん
は
詩
が
す
ご
い
」
が
筆
者
の
主
張
だ
ろ
う
。 

問
１{

主
張}

（
１
）
右
の
作
業
を
し
て
い
な
い
と
難
問
だ
が
、
話
の
結
末
か
ら
回
答

で
き
る
。 

「
善
」
を
熟
語
に
し
て
正
解
を
探
っ
て
い
く
と
、
善
→
善
良
→
良
好
→
愛
好

→
④
。
訓
読
で
確
認
す
る
と
「
詩
賦

し

ふ

ヲ
善
＝
愛
好
す
る
」
と
な
り
、
自
信
を
も

っ
て
マ
ー
ク
す
る
が
、
こ
れ
は
間
違
い
。
実
は
「
良
好
」
は
「
良 よ

し
＝
好 よ

し

」
な

の
で
「
よ
し
」
と
い
う
形
容
詞
（
あ
る
い
は
「
良
好
だ
」
と
い
う
形
容
動
詞
）

で
あ
る
の
に
対
し
、
愛
好
は
「
愛
す
＝
好
む
」
と
い
う
動
詞
な
の
だ
。
だ
か
ら{

良

好 よ
シ

→
愛
好

こ
の
ム}

と
は
な
ら
な
い
。 



話
の
結
末
は
、
銭
明
経
が
詩
の
試
験
で
第
一
位
に
な
っ
た
こ
と
。
傍
線
部
の

次
の
文
章
は
「
試
験
注
４

で
古
詩
を
試
み
る
に
、
銭
は
必
ず
成
績
ト
ッ
プ
注
５

」。

こ
の
二
つ
と
論
理
が
合
う
の
は
「
詩
賦
ヲ
善
＝
②

特
技
と
す
る
」
だ
け
。
詩
を
特

技
と
す
る
か
ら
詩
の
予
備
試
験
で
も
本
試
験
で
も
成
績
優
秀
な
の
だ
。 

な
お
善
の
読
み
は
「
善
＝
良 よ

し

」
か
ら
「
よ
し
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
善
二

○

○
ヲ

一

」
と
な
っ
て
い
る
の
で
「
善 よ

し
」
を
動
詞
化
し
た
「
善 よ

く
す
」
と
読
み
、

訓
読
は
「
詩
賦
を
善
く
す
」
と
な
る
。 

問
２{

漢} 

前
問
が
難
問
だ
っ
た
か
ら
こ
れ
は
サ
ー
ビ
ス
問
題
。「
竟

つ
い
ニ

」
は

1
5
3

、

「

乃
す
な
わ
チ

」
は
過
去
問
復
習
で
何
度
も
お
な
じ
み
。
だ
か
ら
正
解
は
①
。 

問
１
（
２
）
難
問
。
疾
→
疾
病
→
病
気
→
①
は
あ
や
ま
り
。
こ
の
「
疾
」
は
「
○

○
ヲ
疾
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、「
○
○
を
疾
＝
病
気
に
す
る
」
と

な
る
が
、
そ
れ
で
は
話
が
続
か
な
い
。
そ
こ
で
ア
ト
マ
ワ
シ
。 

問
３{

使
役}

（ⅰ

）
傍
線
部
の
「
使
」
は
使
役
の
公
式

1
0

か
ら
「
Ａ
を
し
て
Ｂ
し

む
」
だ
が
、
こ
こ
で
は
Ａ
に
相
当
す
る
名
詞
が
な
い
。
そ
こ
で
「
醒 さ

め
し
む
」

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
①
③
を
切
る
。
あ
と
は
キ
ズ
探
し
。
②
は
「
呼
ぶ
も
…
」

の
「
も
（
…
し
た
が
）」
が
キ
ズ
。
特
に
逆
接
は
な
い
。
④
は
「
呼
ば
ず
之 ゆ

き
て
」

と
読
む
な
ら
「
不 ず

二

肯
呼 よ

バ
一

、
…
」
と
な
っ
て
い
る
は
ず
。
問
題
文
に
よ
れ
ば
、 

（
設
問
の
都
合
で
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
い
た
と
こ
ろ
） 



は
あ
っ
て
も
、「
、。」
は
省
か
な
い
。
⑤
は
特
に
問
題
な
く
こ
れ
が
正
解
。
そ
し

て
（ⅱ

）
解
釈
の
正
解
は
、「
あ
え
て
こ
れ
を
よ
び
て
醒
め
し
め
ず
→
あ
え
て
こ

れ
に
声
を
か
け
て
目
覚
め
さ
せ
な
い
→
声
を
か
け
て
目
覚
め
さ
せ
て
や
ろ
う
と

い
う
気
に
な
ら
な
か
っ
た
→
③
」
と
な
る
。 

問
１
（
２
） 

問
３
の
正
解
が
「
声
を
か
け
て
目
覚
め
さ
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
気

に
な
ら
な
か
っ
た
③

」
な
の
で
、
⑤
「
憎
悪
」
が
正
解
。
試
験
に
お
い
て
成
績
上

位
者
は
古
今
東
西
常
に
憎 に

く

ま
れ
る
の
だ
。
で
き
る
奴
を
「
苦
痛
③

」
に
思
い
、
で

き
る
奴
に
「
閉
口
④

」
す
る
程
度
で
も
「
声
を
か
け
て
目
覚
め
さ
せ
て
や
ろ
う
と

い
う
気
に
な
ら
な
か
っ
た
」
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
「
憎
い
か
ら
起
こ
さ
な

か
っ
た
＝
憎
い
か
ら
試
験
で
失
敗
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
確
実
な
論
理
に

は
負
け
る
。 

な
お
「
疾
」
は
「
嫉
妬
」
の
「
嫉
」
と
し
て
「
嫉 ね

た

む
」
と
読
ん
で
も
よ
い
し
、

「
疾 し

つ

悪 お

」
と
い
う
熟
語
が
あ
る
の
で
「
憎
悪
→
憎 に

く
ム

」
と
読
ん
で
も
よ
い
。
た
だ

し
「
疾 し

つ

悪 お

」
は
今
の
日
本
で
は
死
語
な
の
で
、
知
っ
て
い
る
受
験
生
は
い
な
い
。

安
心
し
て
。 

問
４{

注} 
[

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！1

7
6]

に
よ
り
注
を
駆
使
し
て
選
択
肢
を
切

る
。
①
の
「
あ
き
れ
た
」
は
Ｂ
の
前
の
「
ぼ
う
ぜ
ん
」
と
い
う
読
み
か
ら
の
ヒ

ッ
カ
ケ
訳
。
注
10
で
「
瞢 ぼ

う

然 ぜ
ん

」
の
意
味
は
「
ぼ
ん
や
り
」。
②
は
「
自
分
」
が
キ



ズ
。
出
題
者
は
「
已 す

で

に
」
を
「

己
お
の
れ

に
」
と
読
み
間
違
う
受
験
者
が
い
る
こ
と
を

想
定
し
、「
己

お
の
れ

に
及
ぶ
無
し
→
自
分
以
上
の
実
力
者
は
い
な
い
」
と
訳
し
た
。

④
は
「
気
が
動
転
」
が
注
10
「
ぼ
ん
や
り
」
と
矛
盾
す
る
キ
ズ
。
③
は
注
10
の

「
ぼ
ん
や
り
」
に
あ
た
る
訳
が
な
い
の
で
、
⑤
の
「
強
引
に
」
を
「
卒 そ

つ

爾 じ

」
４
行

目

の
訳
と
し
て
よ
い
か
迷
う
と
こ
ろ
。
卒
爾
の
「
爾 じ

」
は
熟
語
を
思
い
つ
か
な
い

の
で
、
卒
を
熟
語
に
す
る
と
「
卒
業
」
か
「
卒
倒
」。
卒
業
は
「
卒

お
エ
ル

レ

業
ぎ
ょ
う
ヲ

・
卒 お

フ

レ

業
ぎ
ょ
う
ヲ

」。
卒
倒
は
「
急
に
倒
れ
る
」。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
強
引
に
」
と
い
う
意

味
は
な
い
の
で
正
解
は
「
急
い
で
・
い
そ
い
で
」
の
③
。 

※
卒 そ

つ

爾 じ

の
「
爾
」
は
、「
卒
然

そ
つ
ぜ
ん

：
急
に
」
の
「
然
」
と
同
じ
く
上
の
字
を
二
字
熟

語
化
す
る
言
葉
で
、
そ
れ
自
体
に
意
味
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
卒
＝
爾
」「
卒

＝
然
」
で
は
な
い
。
ま
た
、「
卒
＝
○
」
と
な
る
よ
う
な
二
字
熟
語
は
日
本
に
は

な

い
。 

問
５{

３} 

押
韻
の
問
題
。
偶
数
句
末
の
子
音
を
そ
ろ
え
ろ
！1

8
2

に
よ
り
第
四
句

の
最
後
の
漢
字
は
「
間
」、
子
音
はk

a
n

のa
n

（g
e
n

と
読
ん
で
し
ま
っ
た
人

は
書
き
下
し
文
の
追
記
を
見
よ
）
。
そ
こ
で
選
択
肢
は
①
淡ta

n

か
④
山s

a
n

。

①
は
「
淡
」
を
「
淡 あ

わ

い
光
」
と
訳
し
て
い
る
が
、「
淡
水
」
と
い
う
熟
語
も
あ
る

の
で
、「
淡
」
一
字
で
「
淡
い
光
」
と
訳
す
の
は
無
理
。
そ
こ
で
「
山
」
を
「
山
」

と
訳
す
④
が
正
解
。 



問
６{
主
張}{

注} 

三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
つ
か
ん
だ
正
解
候
補
は
①
と
③
だ
っ
た
ね
。

そ
し
て
話
の
結
論
は
、
銭
明
経
が
詩
の
試
験
で
第
一
位
に
な
っ
た
こ
と
。
全
文

の
最
後
＝
結
論
＝
傍
線
Ｄ
の
最
初
の
「
よ
り
て
」
は
「
…
に
よ
っ
て
→
…
と
い

う
理
由
に
よ
っ
て
」
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
傍
線
Ｄ
の
直
前
が
第
一
位

に
な
っ
た
理
由
だ
。
そ
こ
で
傍
線
Ｄ
の
直
前
の
意
味
を
探
っ
て
い
く
と
、

「
胸

中

き
ょ
う
ち
ゅ
う

に
幾 い

く

雲
夢

ウ
ン
ボ
ウ

を
呑 の

む
か
を
知
ら
ず
→
心
の
中
に
ど
れ
く
ら
い
の
広
大
な

湿
原
注1

3

を
呑
む
か
わ
か
ら
な
い
→
そ
れ
ほ
ど
心
中
が
広
大
だ
」
と
な
り
、「
気

宇
壮
大
」
の
③
が
正
解
。
①
は
「
力
強
く
か
つ
雄
大
な
」
の
「
力
強
く
」
が
余

分
だ
。 

な
お
他
の
選
択
肢
は
次
の
と
お
り
。 

「
雲
夢

ウ
ン
ボ
ウ

」
を
説
明
し
た
注
13
を
見
な
い
と
「
雲
夢

く
も
ゆ
め

」
か
ら
作
っ
た
②
「
幻
想

的
」
に
ひ
っ
か
か
る
。
④
は
「
意
表
を
つ
く
型
破
り
」
も
「
広
大
」
か
ら
は
ず

れ
る
し
、「
違
う
形
式
の
作
品
を
あ
え
て
提
出
し
た
」
点
も
「
あ
え
て
」
が
キ
ズ
。

銭
明
経
は
長
編
詩
を
書
く
時
間
が
な
い
の
で
「
仕
方
な
く
」
短
い
四
句
の
詩
（
絶

句
）
を
書
い
た
。
⑤
は
「
柔
軟
な
」
が
キ
ズ
。 

 


