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現
代
語
訳 

 
唐
の
白
居
易
は
、
皇
帝
自
ら
が
行
う
官
吏
登
用
試
験
に
備
え
て
一
年
間
受
験
勉
強
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
際
、

自
分
で
予
想
問
題
を
作
り
、
そ
れ
に
対
す
る
模
擬
答
案
を
準
備
し
た
。
次
の
文
章
は
、
そ
の
【
予
想
問
題
】
と

【
模
擬
答
案
】
の
一
部
で
あ
る
。 

 

【
予
想
問
題
】 

書
き
下
し
文 

問
ふ
、

古
い
に
し
へ

よ
り
以
来
、
君
た
る
者
其
の
賢
を
求
む
る
を
思
は
ざ
る
は
無
く
、
賢
な
る
者
其
の
用
を
効い

た

す
を
思

は
ざ
る
は
罔な

し
。
然
れ
ど
も
両ふ

た

つ
な
が
ら
相あ

ひ

遭
は
ざ
る
は
、
其
の
故
は
何
ぞ
や
。
今
之
を
求
め
ん
と
欲
す
る

に
、
其
の
術
は
安
く
に
在
り
や
。 

 

現
代
語
訳 

質
問
す
る
。
古
来
、
君
主
は
賢
者
を
登
用
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
、
賢
者
は
君
主
の
役
に
立
ち
た
い
と
思
っ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
双
方
が
出
会
わ
な
い
の
は
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
そ
れ
を
求
め
よ
う
と
す
る
の

に
、
方
法
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。 

 

【
模
擬
答
案
】 

書
き
下
し
文 

臣
聞
く
、
人
君
た
る
者
其
の
賢
を
求
む
る
を
思
は
ざ
る
は
無
く
、
人
臣
た
る
者
其
の
用
を
効
す
を
思
は
ざ
る

は
無
し
と
。
然
り
而
し
て
君
は
賢
を
求
め
ん
と
し
て
得
ず
、
臣
は
用
を
効
さ
ん
と
し
て
由
無
き
は
、
豈
に
貴
賤

相あ
ひ

懸へ
だ

た
り
、
朝
野
相
隔
た
り
、
堂
は
千
里
よ
り
も
遠
く
、
門
は
九
重
よ
り
も
深
き
を
以
て
な
ら
ず
や
。 

臣
以
為
ら
く
、
賢
を
求
む
る
に
術
有
り
、
賢
を
弁

わ
き
ま

ふ
る
に
方
有
り
。
方
術
は
、

各
お
の
お
の

其
の
族
類
を
審

つ
ま
び

ら
か
に

し
、
之
を
し
て
推
薦
せ
し
む
る
の
み
。
近
く
諸こ

れ

を
喩た

と

へ
に
取
れ
ば
、
其
れ
猶
ほ
線い

と

と
矢
と
の
ご
と
き
な
り
。
線

は
針
に
因
り
て
入
り
、
矢
は
弦
を
待
ち
て
発
す
。
線
矢
有
り
と
雖
も
、
苟
く
も
針
弦
無
く
ん
ば
、
自
ら
致
す
を

求
む
る
も
、
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
必
ず
族
類
を
以
て
す
る
は
、
蓋
し
賢
愚
貫
く
こ
と
有
り
、
善
悪

倫
と
も
が
ら

有

り
、
若
し
類
を
以
て
求
む
れ
ば
、
必
ず
類
を
以
て
至
れ
ば
な
り
。
此
れ
亦
た
猶
ほ
水
の
湿
に
流
れ
、
火
の
燥
に

就
く
が
ご
と
く
、
自
然
の
理
な
り
。 

 

現
代
語
訳 

私
は
聞
い
て
お
り
ま
す
、
「
君
主
で
賢
者
を
求
め
る
こ
と
を
考
え
な
い
者
は
お
ら
ず
、
賢
者
で
君
主
の
役
に

立
と
う
と
考
え
な
い
者
は
い
な
い
」
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
君
主
は
賢
者
を
求
め
て
も
手
に
入
れ
ら
れ
ず
、
臣

下
は
役
に
立
ち
た
い
と
思
っ
て
い
て
方
法
が
無
い
の
は
、
貴
い
者
と
賤
し
い
者
と
が
混
ざ
り
、
朝
廷
と
民
間
と

が
隔
た
り
、
君
主
の
執
務
所
は
千
里
よ
り
も
遠
く
、
王
城
の
門
は
九
重
よ
り
も
深
い
か
ら
で
あ
る
。 

私
が
考
え
ま
す
に
、
賢
者
を
求
め
る
の
に
方
法
は
あ
る
。
賢
者
を
弁
別
す
る
の
に
も
方
法
が
あ
る
。
そ
の
方

法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
種
類
を
明
ら
か
に
し
て
、
推
薦
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
身
近
な
例
で
い
う
と
、

ち
ょ
う
ど
糸
と
矢
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
糸
は
針
に
よ
っ
て(

布
地
に)

入
り
、
矢
は
弦
に
よ
っ
て
射
る
こ
と
が

で
き
る
。
糸
や
矢
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
も
し
針
や
弦
が
な
か
っ
た
ら
、
役
に
立
と
う
と
し
て
も
、
果
た
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
賢
者
と
愚
者
と
は
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
善
と
悪



と
は
そ
れ
ぞ
れ
集
ま
っ
て
お
り
、
類
で
求
め
る
と
、
必
ず
類
に
よ
っ
て
到
達
す
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
水
は
湿
っ

た
と
こ
ろ
に
流
れ
、
火
は
乾
燥
し
た
と
こ
ろ
へ
と
広
が
る
よ
う
に
、
性
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
は
互
い
に
求
め

合
う
の
が
自
然
の
摂
理
で
あ
る
。 


