
唐
の
有
名
な
詩
人
白
楽
天
は
、
皆
様
周
知
の
よ
う
に
優
秀
な
官
吏
で
も
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
白
楽
天
が
、
杭
州
の
刺
史
（
知
事
）
と
し
て
、
彼
の
地
に

赴
任
し
た
時
、
秦
望
山
に
道
林
和
尚
と
い
う
高
徳
の
僧
が
い
る
こ
と
を
聞
き
ま
し

た
。『
香
山
』
と
い
う
居
士
号
を
持
つ
仏
教
の
帰
依
者
で
も
あ
る
白
楽
天
は
、
早

速
道
林
和
尚
の
も
と
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ
し
て
、
様
々
な
教
え
を
乞
う
た
中
で
仏

法
の
大
意
を
問
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
応
え
て
道
林
和
尚
が
言
っ
た
言
葉
が
、

　『
諸し
ょ
あ
く
ま
く
さ

悪
莫
作
　
衆
し
ゅ
う
ぜ
ん
ぶ
ぎ
ょ
う

善
奉
行
』

で
し
た
。
平
易
な
言
葉
で
言
え
ば
『
悪
い
こ
と
は
せ
ず
に
良
き
こ
と
を
行
い
な
さ

い
』
と
な
り
ま
す
。
徳
の
高
い
禅
僧
か
ら
高
邁
な
真
理
を
授
か
る
と
思
っ
て
い
た

白
楽
天
は
酷
く
落
胆
し
て
、
そ
ん
な
こ
と
な
ら
三
歳
の
子
ど
も
で
も
分
か
っ
て
い

る
こ
と
で
す
と
憤
然
と
し
ま
し
た
。
す
る
と
道
林
和
尚
は
三
歳
の
子
ど
も
で
も
知

っ
て
い
る
が
、
八
十
歳
の
老
翁
で
も
為
す
こ
と
は
難
し
い
と
諭
し
た
の
で
す
。
こ

れ
に
は
、
白
楽
天
も
返
す
言
葉
が
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

子
ど
も
は
、
身
近
な
大
人
達
の
姿
を
見
て
、
其
れ
を
真
似
な
が
ら
大
き
く
な

っ
て
行
き
ま
す
。
そ
の
お
手
本
の
根
本
は
正
に
親
で
あ
り
家
庭
で
す
。
こ

の
頃
、
待
機
児
童
の
解
消
だ
、
子
ど
も
手
当
だ
と
様
々
な
子
育
て
支
援
が
要
求
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
ど
う
も
子
ど
も

を
邪
魔
な
存
在
と
し
て
、
ど
こ
か
に
養
育
を
必
要
以
上
に
手
伝
っ
て
貰
お
う
と
し

て
い
る
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
子
育
て
は
、
本
当
に
手
間
の
掛
か
る
も

の
で
す
。親
が
自
分
の
時
間
を
最
大
限
活
用
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

子
育
て
の
基
本
は
、
親
そ
の
も
の
の
生
き
方
と
子
ど
も
と
の
ふ
れ
あ
い
の
質
に
関

わ
っ
て
く
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。

学
校
の
中
で
の
い
じ
め
が
取
り
沙
汰
さ
れ
、
学
校
の
体
制
や
教
師
の
責
任
が

問
わ
れ
ま
す
。
勿
論
、
学
校
や
教
師
は
い
じ
め
に
対
し
て
し
っ
か
り
と
対

応
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
教
育
の
プ
ロ
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
と

同
様
に
、
親
は
い
じ
め
を
し
な
い
子
ど
も
に
育
て
る
気
概
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
意
識
し
な
い
に
し
て
も
、
い
じ
め
を
す
る
子
ど
も
に
育
て
た
責
任
は
、
親
に

も
十
分
に
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
の
成
長
に
学
校
は
大
き
な
役
目
と
責
任
が
あ
る
の

は
当
然
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
生
ま
れ
て
か
ら
学
校
に
入
る
ま
で
の
間
、
そ
の

多
く
の
時
間
を
一
緒
に
過
ご
す
親
の
影
響
は
小
さ
い
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
に
提
案
さ
れ
た
教
育
改
革
国
民
会
議
報
告
書
の

冒
頭
で
「
教
育
の
原
点
は
家
庭
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
」
と
述
べ
、
親
は
出
来

る
だ
け
子
ど
も
と
一
緒
に
い
る
時
間
を
増
や
し
、
子
ど
も
を
し
っ
か
り
と
躾
け
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
提
言
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
今
更
公
に
提
言
し
な

く
と
も
当
た
り
前
の
こ
と
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
時
代
は
そ
の
事
を
提
言
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
、
思
い
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

児
童
・
生
徒
に
関
わ
る
様
々
な
事
件
や
事
故
が
報
道
さ
れ
る
度
に
、
そ
の
子

ど
も
が
在
籍
す
る
学
校
の
校
長
等
に
様
々
な
コ
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
、
責

任
の
有
無
に
つ
い
て
取
り
沙
汰
さ
れ
ま
す
。
時
に
は
教
育
委
員
会
の
問
題
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
教
育
現
場
で
至
ら
な
か
っ
た
点
が
あ
れ
ば
、
事
後

改
善
に
尽
力
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
反
面
、
教
育
の
原
点
で
あ
る

親
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
る
こ
と
は
憚
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
本
当
に
そ
れ
で
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
親
は
、
子
ど
も
を
し
っ
か
り

と
躾
け
て
か
ら
、学
校
と
い
う
場
に
送
り
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、

親
と
し
て
の
大
き
な
努
め
で
す
。
学
校
・
教
員
は
、
家
庭
教
育
の
大
切
さ
、
親
の

躾
の
重
要
さ
に
つ
い
て
、
も
っ
と
発
言
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。
親
や
子
ど
も
に
対
す
る
配
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
遠
慮
は

禁
物
だ
と
思
う
の
で
す
。

　
（
元
青
森
県
立
北
斗
高
校
校
長
）

教
育
の
原
点
は
家
庭
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