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は

じ

め

に 

  

白

居

易
（

七

七

二

―

八

四

六

）
は

そ

の

晩

年

、
東

都

洛

陽

で

悠

々

自

適

の

生

活

を

送

っ

た

と

言

わ

れ

る

。

だ

が

、

閑

職

に

就

き

な

が

ら

、

生

々

し

い

中

央

官

界

の

情

況

と

は

一

定

の

距

離

を

置

く

、

自

ら

が

「

中

隠

」
（
『

白

氏

文

集

』

巻

五

十

二

、

二

二

七

七

詩（1

）

）

と

称

し

た

そ

の

半

隠

遁

的

生

活

に

、

彼

は

必

ず

し

も

徹

頭

徹

尾

、

平

静

な

心

境

を

保

持

し

得

て

い

た

わ

け

で

は

な

い

ら

し

い（2

）

。

そ

う

し

た

示

唆

を

投

げ

か

け

て

く

る

の

は

、

こ

の

時

期

、

彼

自

身

に

よ

っ

て

為

さ

れ

た

幾

度

か

の

作

品

編

成

の

あ

り

方

で

あ

る

。 

 

白

居

易

は

刑

部

侍

郎

の

職

に

あ

っ

た

五

十

八

歳

の

年
（

八

二

九

）

の

春

、

前

年

末

か

ら

の

百

日

の

病

気

休

暇

を

経

た

後

に

、

長

安

か

ら

洛

陽

へ

、

太

子

賓

客

分

司

と

し

て

赴

い

た（3

）

。

そ

し

て

、

そ

の

五

年

後

に

当

た

る

大

和

八

年

の

夏

、

洛

陽

で

の

詩

四

三

二

首

を

ま

と

め

、
そ

れ

に
「

序

洛

詩

」
（

巻

六

十

一

、
二

九

四

二

）
と

題

す

る

序

文

を

付

し

た

。

と

こ

ろ

が

そ

の

翌

年

、

江

州

の

東

林

寺

に

奉

納

さ 

 

れ

た

『

白

氏

文

集

』

六

十

巻

に

は

、

こ

の

詩

群

の

一

部

し

か

収

め

ら

れ

て

い

な

い

し

、

そ

の

序

文

も

ま

た

未

収

録

で

あ

る

。

な

ぜ

だ

ろ

う

か

。
ま

た

、「

序

洛

詩

」
に

お

い

て

総

括

さ

れ

た

一

連

の

洛

詩

の

中

に

は

、

敢

え

て

そ

の

成

立

の

日

付

が

明

記

さ

れ

、

記

念

碑

の

如

く

あ

る

巻

の

頭

に

置

か

れ

る

も

の

も

少

な

く

な

い

。

こ

う

し

た

編

成

態

度

に

は

、

白

居

易

の

心

的

磁

場

の

よ

う

な

も

の

を

感

受

せ

ず

に

は

い

ら

れ

な

い

が

、

で

は

、

具

体

的

に

そ

れ

は

ど

の

よ

う

な

思

い

で

あ

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。

本

稿

は

、

こ

う

し

た

疑

問

を

糸

口

に

、

洛

陽

隠

棲

を

め

ぐ

る

白

居

易

の

意

識

の

推

移

と

そ

の

背

景

に

つ

い

て

、
私

な

り

の

一

試

論

を

提

示

し

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

る

。 

  
 

 
 

 

一 

  

大

和

八

年
（

八

三

四

）
七

月

十

日

の

日

付

を

刻

す

る
「

序

洛

詩

」

は

、

こ

の

時

点

で

の

白

居

易

の

心

境

を

ど

の

よ

う

に

伝

え

て

い

る

だ

ろ

う

か

。

ま

ず

、

大

和

三

年

春

以

来

、

五

年

間

の

洛

陽

生

活

で

白
居
易
の
「
序
洛
詩
」
と
『
文
集
』
六
十
巻 

―
編
み
直
さ
れ
た
隠
棲
意
識
と
そ
の
背
景
― 

柳
川 

順
子 
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詠

じ

た

四

百

三

十

二

首

の

詩

に

つ

い

て

、

彼

は

次

の

よ

う

に

記

し

て

い

る

。 

 

除

喪

朋
・
哭

子

十

数

篇

外

、
其

他

皆

寄

懐

於

酒

、
或

取

意

於

琴

、

閑

適

有

餘

、

酣

楽

不

暇

、

苦

詞

無

一

字

、

憂

歎

無

一

声

。

豈

牽

強

所

能

致

耶

。

蓋

亦

発

中

而

形

外

耳

。 

朋

を

喪

ひ

、

子

を

哭

す

る

十

数

篇

を

除

き

て

の

外

、

其

の

他

は

皆

懐

ひ

を

酒

に

寄

せ

、

或

い

は

意

を

琴

に

取

り

、

閑

適

に

餘

り

有

り

、

酣

楽

に

暇

あ

ら

ず

、

苦

詞

は

一

字

も

無

く

、

憂

歎

は

一

声

も

無

し

。

豈

に

牽

強

の

能

く

致

す

所

な

ら

ん

や

。

蓋

し

亦

た

中

に

発

し

て

外

に

形

は

る

る

の

み

。 

 

否

定

形

や

反

語

を

畳

み

掛

け

る

措

辞

は

、

こ

こ

に

打

ち

消

さ

れ

た

苦

し

み

の

言

葉

や

憂

い

嘆

き

が

、

嘗

て

彼

の

意

識

の

中

に

ま

ぎ

れ

も

な

く

存

在

し

て

い

た

こ

と

、

そ

し

て

、

そ

う

し

た

悲

痛

を

意

志

の

力

で

撓

め

、

の

び

や

か

な

楽

し

み

の

詩

に

変

換

さ

せ

た

の

が

こ

れ

ら

の

洛

詩

な

の

だ

と

い

う

こ

と

を

あ

り

あ

り

と

窺

わ

せ

る

。

だ

が

彼

は

、

言

葉

に

表

れ

出

た

そ

の

逸

楽

的

詩

風

を

、
「

毛

詩

大

序

」

（
『

文

選

』
巻

四

十

五

）
に

い

う
「

情

動

於

中

、
而

形

於

言
（

情

は

中

に

動

き

て

、
言

に

形

は

る

）
」
を

踏

ま

え

て

、
衷

心

か

ら

の

自

然

な

感

情

の

発

露

な

の

だ

と

表

明

す

る

。 

 

「

詩

序

」

に

則

っ

た

詩

精

神

は

、

洛

詩

の

編

成

、

及

び

「

序

洛

詩

」

執

筆

の

動

機

に

つ

い

て

、

更

に

次

の

よ

う

な

言

明

を

も

導

き

出

し

て

い

る

。 

 

予

嘗

云
、
治

世

之

音

安

以

楽
、
閑

居

之

詩

泰

以

適
。
苟

非

理

世

、

安

得

閑

居

。

故

集

洛

詩

別

為

序

引

、

不

独

記

東

都

履

道

里

有

閑

居

泰

適

之

叟

、

亦

欲

知

皇

唐

大

和

歳

有

理

世

安

楽

之

音

。

集

而

序

之

、

以

俟

夫

採

詩

者

。 

予

は

嘗

に

云

ふ

、

治

世

の

音

は

安

ん

じ

て

以

て

楽

し

み

、

閑

居

の

詩

は

泰

ら

か

に

し

て

以

て

適

す

、

と（4

）

。

苟

く

も

理

ま

れ

る

世

に

非

ざ

れ

ば

、

安

ん

ぞ

閑

居

を

得

ん

や

。

故

に

洛

詩

を

集

め

て

別

に

序

引

を

為

る

は

、

独

り

東

都

履

道

里

に

閑

居

泰

適

の

叟

有

る

を

記

す

の

み

な

ら

ず

、

亦

た

皇

唐

大

和

の

歳

に

理

世

安

楽

の

音

有

る

を

知

ら

し

め

ん

と

欲

す

る

な

り

。

集

め

て

之

に

序

し

、

以

て

夫

の

採

詩

の

者

を

俟

つ

。 

 

こ

の

よ

う

に

白

居

易

は

、「

毛

詩

大

序

」
に

い

う
「

治

世

之

音

安

以

楽

、

其

政

和

（

治

世

の

音

は

安

ら

か

に

し

て

以

て

楽

し

、

其

の

政

の

和

す

れ

ば

な

り

）
」
云

々

の

説

を

踏

ま

え

、
今

の

大

和

の

世

の

政

が

、
和

や

か

で

安

定

し

た

状

態

に

あ

る

こ

と

を

賛

美

す

る

た

め

に

、

我

が

洛

詩

を

集

め

、
別

に

こ

の

序

文

を

著

す

の

だ

と

述

べ

て

い

る（5

）

。 

 

ア

ー

サ

ー

・

ウ

ェ

ー

リ

ー

の

論

ず

る

と

お

り

、

宦

官

勢

力

の

跋

扈

す

る

当

時

の

朝

廷

の

現

実

を

思

え

ば

、

こ

う

し

た

言

明

は

た

し

か

に

「

あ

き

ら

か

に

不

誠

実

な

も

の

で

あ

っ

た（6

）

」

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

だ

が

、

今

は

こ

の

こ

と

は

措

い

て

お

こ

う

。

そ

し

て

、

大

和

八

年

七

月

の

時

点

に

お

け

る

白

居

易

が

、

こ

の

よ

う

に

自

ら

の

隠

棲

を

意

識

的

に

自

己

肯

定

し

よ

う

と

し

て

い

る

こ

と

に

の

み



3 

 

注

意

を

向

け

て

お

こ

う

。 

  
 

 
 

 

二 

  

「

序

洛

詩

」

の

成

立

か

ら

約

一

年

後

の

大

和

九

年

（

八

三

五

）

夏

、

白

居

易

は

「

前

後

に

著

す

所

の

文

、

大

小

合

し

て

二

千

九

百

六

十

四

首

を

ば

、

勒

し

て

六

十

巻

と

成

し

」
（

巻

六

十

一

、
「

東

林

寺

白

氏

文

集

記

」
二

九

四

八

）
、
か

つ

て

謫

居

生

活

を

送

っ

た

江

州

の

、

東

林

寺

経

蔵

中

に

こ

れ

を

納

め

た

。

現

在

、

こ

の

六

十

巻

本

そ

の

も

の

は

伝

存

し

て

い

な

い

け

れ

ど

も

、
そ

の

輪

郭

は

、『

白

氏

文

集

』

の

最

良

の

刊

本

の

一

つ

、

那

波

本

に

お

い

て

た

ど

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る

。 

 

と

い

う

の

は

、
那

波

本

は

、
白

居

易

手

定

本

の

原

型

を

留

め

る

、

い

わ

ゆ

る

前

集

後

集

型

の

刊

本

で

あ

る

が

、

岡

村

繁

氏

の

所

論（7

）

に

よ

る

と

、

そ

の

現

刊

本

の

源

流

と

目

さ

れ

る

の

は

、

煎

じ

詰

め

た

と

こ

ろ

、
他

な

ら

ぬ

廬

山

東

林

寺

に

奉

納

さ

れ

た

七

十

巻

で

あ

り

、

こ

の

東

林

寺

本

は

、

上

述

の

六

十

巻

に

、

後

年

（

八

四

二

）

追

納

さ

れ

た

後

集

十

巻

を

加

え

た

も

の

だ

と

推

定

さ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

な

ら

ば

、

現

存

す

る

那

波

本

の

巻

六

十

ま

で

の

部

分

を

、

失

わ

れ

た

東

林

寺

第

一

次

奉

納

本

六

十

巻

に

ほ

ぼ

相

当

す

る

も

の

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

実

際

、

先

の

「

東

林

寺

白

氏

文

集

記

」

に

示

さ

れ

た

二

九

六

四

首

と

い

う

作

品

数

は

、

那

波

本

巻

六

十

ま

で

の

収

録

作

品

数

、

二

九

三

七

首

に

比

し

て

そ

れ

ほ

ど

大

き

な

齟

齬

は

な

い

し

、

ま

た

、

収

録

作

品

の

成

立

年

か

ら

見

て

も

、

一

篇

の

散

文

「

東

都

十

律

大

徳

長

聖

善

寺

鉢

塔

院

主

智

如

和

尚

荼

毘

幢

記

」
（

巻

六

十

、
二

九

三

七

）
が

、
開

成

元

年
（

八

三

六

）
の

作

と

推

定

さ

れ

て

い

る

他

は

全

て

、

六

十

巻

本

の

成

っ

た

大

和

九

年

以

前

に

成

立

し

て

い

た

と

見

ら

れ

る

も

の

ば

か

り

で

あ

る（8

）

。

も

ち

ろ

ん

、

両

テ

キ

ス

ト

を

同

一

視

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

両

者

間

の

食

い

違

い

は

、

お

お

む

ね

誤

差

の

範

囲

内

と

見

て

よ

い

程

度

で

あ

り

、

そ

れ

は

お

そ

ら

く

東

林

寺

本

の

成

立

後

、

波

乱

万

丈

の

流

伝

の

過

程

で

生

じ

た

も

の

だ

ろ

う

。

そ

こ

で

、

幾

ら

か

の

差

錯

は

あ

る

と

認

識

し

た

上

で

、

以

下

、

那

波

本

と

東

林

寺

本

と

を

ほ

ぼ

同

等

の

も

の

と

看

做

し

て

話

を

進

め

て

ゆ

く

。 

 

さ

て

、

前

章

で

見

た

「

序

洛

詩

」

で

は

、

大

和

三

年

の

春

か

ら

八

年

の

夏

に

至

る

ま

で

の

洛

詩

を

四

三

二

首

と

記

し

て

い

た

の

で

あ

っ

た

が

、

那

波

本

全

巻

に

つ

い

て

、

こ

の

時

期

に

成

立

し

た

と

推

定

さ

れ

て

い

る

も

の

を

数

え

上

げ

て

み

る

と（9

）

合

計

四

六

〇

首

と

な

り

、

こ

の

数

は

白

居

易

自

ら

が

記

し

て

い

た

先

の

作

品

数

を

十

分

に

包

摂

す

る

。「

序

洛

詩

」
に

示

さ

れ

た

詩

の

ほ

と

ん

ど

全

て

は

、

現

存

す

る

『

白

氏

文

集

』

の

中

に

伝

わ

っ

て

い

る

と

見

て

よ

い

だ

ろ

う

。 

 

と

こ

ろ

が

、
こ

れ

を

巻

六

十

ま

で

に

限

定

し

て

調

べ

て

み

る

と

、

そ

の

二

七

七

首

ま

で

し

か

収

録

さ

れ

て

い

な

い

。
つ

ま

り

、「

序

洛

詩

」

が

書

か

れ

た

翌

年

、

大

和

九

年

時

点

で

の

集

大

成

で

あ

っ

た

は

ず

の

第

一

次

東

林

寺

奉

納

本

六

十

巻

は

、

洛

詩

の

う

ち

の

一

五

〇

首

余

り

を

落

と

し

て

い

る

の

で

あ

る
（10

）

。
こ

の

数

は

、
た

ま

た

ま

漏

れ

た

と

す

る

に

は

あ

ま

り

に

も

多

い

。

更

に

、

洛

詩

を

集

め

た
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趣

旨

を

述

べ

た

「

序

洛

詩

」

も

、

こ

の

六

十

巻

本

に

は

未

収

録

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

詩

文

が

、

東

林

寺

へ

の

第

一

次

奉

納

の

前

年

に

は

既

に

成

立

し

て

い

た

こ

と

、
ま

た

、「

序

洛

詩

」
に

読

み

取

れ

る

よ

う

に

、

こ

の

詩

群

が

あ

る

格

別

の

思

い

か

ら

一

つ

に

ま

と

め

ら

れ

た

の

で

あ

る

ら

し

い

こ

と

を

考

え

合

わ

せ

る

と

、

こ

れ

は

な

ん

と

も

不

可

解

な

編

集

だ

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。 

 

し

か

も

、

そ

の

詩

の

採

録

基

準

は

き

わ

め

て

明

瞭

で

あ

っ

て

、

大

和

六

年

と

七

年

と

の

間

に

一

線

を

画

す

る

と

い

う

の

が

そ

れ

で

あ

る

。

最

近

の

作

が

一

律

に

採

ら

れ

な

か

っ

た

の

は

、

あ

る

い

は

編

集

や

筆

写

の

作

業

に

間

に

合

わ

な

か

っ

た

た

め

で

は

な

い

か

と

も

考

え

ら

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

け

れ

ど

も

、

追

納

分

の

後

集

十

巻

、

す

な

わ

ち

那

波

本

の

巻

六

十

一

か

ら

巻

七

十

ま

で

の

間

で

は

そ

う

し

た

こ

と

は

認

め

ら

れ

な

い

し

、
ま

た

、
散

文

に

お

い

て

は

、

大

和

八

年

の

作

と

推

定

さ

れ

て

い

る

「

大

唐

泗

州

開

元

寺

臨

壇

律

徳

徐

泗

濠

三

州

僧

正

明

遠

大

師

塔

碑

銘

并

序

」（

二

九

三

六

）
が

巻

六

十

に

収

録

さ

れ

て

い

る

事

実

も

あ

る

。

そ

う

で

あ

る

以

上

、

白

居

易

は

東

林

寺

第

一

次

奉

納

本

六

十

巻

の

編

集

に

お

い

て

、

意

図

的

に

時

期

を

区

切

っ

て

詩

の

取

捨

を

決

し

た

の

だ

と

見

る

ほ

か

な

い

だ

ろ

う

。

そ

し

て

、

こ

の

編

集

方

針

に

は

、

彼

自

身

の

何

ら

か

の

強

い

思

い

が

作

用

し

て

い

る

と

考

え

る

べ

き

だ

ろ

う

。 

  
 

 
 

 

三 

  

白

居

易

は

、

大

和

九

年

の

夏

、

江

州

の

東

林

寺

に

奉

納

し

た

文

集

六

十

巻

に

、

大

和

六

年

（

八

三

二

）

ま

で

に

成

っ

た

詩

の

み

を

収

め

、

七

年

以

降

の

作

は

採

っ

て

い

な

い

、

と

先

に

述

べ

た

。

だ

が

、
少

数

な

が

ら

例

外

も

あ

っ

て
（11

）

、
そ

れ

ら

は

全

て

、
大

和

六

年

の

作

と

推

定

さ

れ

て

い

な

が

ら

、

こ

の

東

林

寺

第

一

次

奉

納

本

に

収

録

さ

れ

て

い

な

い

と

い

う

ケ

ー

ス

で

あ

る

。

と

す

る

と

、

そ

う

し

た

作

品

の

中

に

、

取

捨

の

境

界

線

を

よ

り

明

瞭

に

見

極

め

る

手

が

か

り

が

蔵

せ

ら

れ

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

。

そ

こ

で

、

ま

ず

取

り

上

げ

た

い

の

が

、

巻

六

十

四

の

頭

に

置

か

れ

た

「

六

年

冬

暮

、

贈

崔

常

侍

晦

叔
（

六

年

冬

の

暮

れ

に

、
崔

常

侍

晦

叔

に

贈

る

）
」
詩

（

三

〇

五

二

）

で

あ

る

。 

 

鬢

毛

霜

一

色 
 

鬢

毛

は

霜

と

色

を

一

に

し

、 

光

景

水

争

流 
 

 
 

光

景

は

水

と

流

れ

を

争

ふ

。 

易

過

唯

冬

日 
 

 
 

過

ぎ

易

き

は

唯

だ

冬

日

の

み

、 

難

銷

是

老

愁 
 

 
 

銷

し

難

き

は

是

れ

老

い

の

愁

ひ

な

り

。 

香

開

緑

蟻

酒 
 

 
 

香

し

く

開

く 

緑

蟻

の

酒

、 

煖

擁

褐

綾

裘 
 

 
 

煖

か

く

擁

す 

褐

綾

の

裘

。 

已

共

崔

君

約 
 

 
 

已

に

崔

君

と

共

に

約

せ

り

、 

樽

前

倒

即

休 
 

 
 

樽

前

に

倒

れ

な

ば

即

ち

休

ま

ん

と

。 

 
 

 
一

見

し

た

と

こ

ろ

、

こ

の

よ

う

に

何

の

変

哲

も

な

い

投

贈

詩

で

あ

る

。

た

だ

、

こ

の

詩

題

に

は

大

和

六

年

十

二

月

末

と

い

う

時

が

刻

ま

れ

て

い

て

、

そ

の

題

辞

の

下

に

は

「

時

に

河

南

尹

為

り

」

と

の

自

注

も

見

え

て

い

る

。

二

首

を

置

い

て

「

七

年

元

日

対

酒

五

首
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（

七

年

元

日

、

酒

に

対

す 

五

首

）
」

が

続

く

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

そ

の

間

に

置

か

れ

た
「

戯

招

諸

客
（

戯

れ

に

諸

客

を

招

く

）
」
詩
（

三

〇

五

三

）
、
「

十

二

月

二

十

三

日

作

、

兼

呈

晦

叔

（

十

二

月

二

十

三

日

に

作

り

、
兼

ね

て

晦

叔

に

呈

す

）
」
詩
（

三

〇

五

四

）
も

同

時

期

の

作

と

判

断

さ

れ

る

が

、

こ

れ

ら

一

連

の

詩

の

題

に

お

い

て

も

日

付

の

明

記

が

殊

更

に

目

立

つ

。

巻

六

十

四

は

、

こ

う

し

た

詩

に

始

ま

る

よ

う

に

編

成

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

詩

は

、

そ

の

内

容

が

生

臭

い

時

事

に

触

れ

る

こ

と

は

一

切

な

い

。

だ

が

、

そ

れ

が

作

ら

れ

た

背

景

を

示

す

題

辞

に

は

、

上

述

の

と

お

り

細

か

く

日

付

が

刻

印

さ

れ

て

い

る

。

白

居

易

は

、

こ

の

大

和

六

年

の

年

の

暮

れ

と

い

う

時

点

に

、

何

か

よ

ほ

ど

の

思

い

を

込

め

て

楔

を

打

ち

込

も

う

と

し

て

い

る

ら

し

い

。 

 

と

こ

ろ

で

、
こ

の

詩

が

贈

ら

れ

た

崔

玄

亮
（

七

六

八

―

八

三

三

）
、

字

は

晦

叔

は

、
貞

元

十

六

年
（

八

〇

〇

）
、
と

も

に

進

士

科

に

及

第

し

て

以

来

の

白

居

易

の

旧

友

で

あ

る

が
（1

2

）

、
特

に

洛

陽

隠

棲

時

代

初

期

の

白

居

易

に

と

っ

て

、

彼

は

か

な

り

大

き

な

存

在

で

あ

っ

た

よ

う

だ

。

そ

の

親

愛

の

情

は

、

大

和

三

年

（

八

二

九

）

に

誕

生

し

た

初

め

て

の

男

の

子

に

崔

児

と

名

付

け

て

い

る
（1

3

）

こ

と

か

ら

も

窺

え

よ

う

。

そ

の

崔

玄

亮

の

、

こ

の

時

期

に

お

け

る

事

跡

を

大

ま

か

に

述

べ

れ

ば

、

白

居

易

が

刑

部

侍

郎

を

辞

職

し

て

、

太

子

賓

客

と

し

て

洛

陽

に

分

司

し

た

の

と

同

じ

大

和

三

年

、

彼

も

ま

た

曹

州

刺

史

を

辞

職

し

て

洛

陽

に

遊

び

、

そ

の

後

ま

も

な

く

長

安

に

召

さ

れ

て

太

常

少

卿

、

諌

議

大

夫

、

散

騎

常

侍

な

ど

を

歴

任

し

、

邪

臣

鄭

注

に

陥

れ

ら

れ

て

冤

罪

を

被

っ

た

宋

申

錫

を

弁

護

す

る

な

ど

、

高

級

官

僚

と

し

て

の

信

義

に

賭

け

て

そ

の

職

務

を

全

う

し

た

が

、

大

和

六

年

十

二

月

、
太

子

賓

客

と

し

て

再

び

洛

陽

へ

戻

っ

て

い

る
（14

）

。
こ

の

間

、
白

居

易

は

彼

の

知

音

と

し

て

、
あ

る

時

は

閑

遊

を

共

に

し

、

ま

た

あ

る

時

は

そ

の

都

で

の

消

息

を

見

守

り

続

け

、

崔

玄

亮

が

洛

陽

に

帰

っ

て

き

た

時

に

は

、

万

感

の

思

い

を

込

め

て

再

び

彼

を

迎

え

入

れ

、

そ

の

辛

苦

を

ね

ぎ

ら

っ

て

い

る

。

白

居

易

の

彼

に

向

け

ら

れ

た

思

い

は

、

た

と

え

ば

、

多

忙

な

友

人

た

ち

と

の

対

比

に

お

い

て

自

分

た

ち

の

超

俗

的

風

流

心

を

詠

じ

た

「

同

崔

十

八

寄

元

浙

東

王

陜

州
（

崔

十

八

と

同

に

元

浙

東
・
王

陜

州

に

寄

す

）
」
詩
（

二

七

三

〇

）

や

「

同

崔

十

八

宿

龍

門

、

兼

寄

令

狐

尚

書

馮

常

侍

（

崔

十

八

と

同

に

龍

門

に

宿

し

、
兼

ね

て

令

狐

尚

書
・
馮

常

侍

に

寄

す

）
」

詩
（

二

七

四

七

）
、
長

安

へ

旅

立

つ

彼

を

見

送

る
「

臨

都

駅

送

崔

十

八
（

臨

都

駅

に

て

崔

十

八

を

送

る

）
」
詩
（

二

七

五

一

）
や
「

雨

中

訪

崔

十

八
（

雨

中

に

崔

十

八

を

訪

ふ

）
」
詩
（

二

七

五

三

）
、
ま

た

、

彼

の

洛

陽

帰

還

の

知

ら

せ

を

受

け

て

真

っ

先

に

そ

の

別

荘

の

泉

石

に

報

告

し

た

と

い

う

「

題

崔

常

侍

済

上

別

墅

（

崔

常

侍

の

済

上

の

別

墅

に

題

す

）
」

詩

（

二

八

〇

一

）
、

そ

し

て

、

帰

っ

て

き

て

か

ら

の

彼

を

歓

待

す

る

「

贈

晦

叔

憶

夢

得

（

晦

叔

に

贈

り

、

夢

得

を

憶

ふ

）
」
詩
（

二

九

〇

九

）
や
「

酔

後

重

贈

晦

叔
（

酔

後

、
重

ね

て

晦

叔

に

贈

る

）
」
詩
（

二

九

一

〇

）
な

ど

に

、
そ

の

心

情

の

細

や

か

な

揺

れ

を

も

含

め

て

読

み

取

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 

さ

て

、
崔

玄

亮

が

洛

陽

に

戻

っ

て

き

た

の

は

、『

白

氏

文

集

』
巻

五

十

一

所

収

の

「

答

崔

賓

客

晦

叔

十

二

月

四

日

見

寄

（

崔

賓

客

晦

叔

が

十

二

月

四

日

に

寄

せ

ら

れ

し

に

答

ふ

）
」
詩
（

二

二

四

七

）
に
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よ

り

、

大

和

六

年

十

二

月

上

旬

で

あ

る

こ

と

が

知

ら

れ

る

が

、

巻

五

十

八

に

収

め

る

前

掲

の

二

九

〇

九

、

二

九

一

〇

詩

は

、

洛

陽

到

着

後

の

崔

玄

亮

に

贈

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

両

詩

の

制

作

時

期

は

そ

れ

よ

り

更

に

年

末

に

迫

る

は

ず

だ

。

と

す

る

と

、

こ

れ

ら

二

首

の

詩

と

先

に

見

た

三

〇

五

二

詩

と

は

、

そ

の

成

立

が

一

箇

月

の

開

き

さ

え

も

な

い

計

算

に

な

る

。

と

こ

ろ

が

、

一

方

は

六

十

巻

本

に

収

め

ら

れ

、

一

方

は

第

二

次

奉

納

本

で

あ

る

後

集

十

巻

に

至

っ

て

初

め

て

収

載

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

な

ぜ

だ

ろ

う

か

。

も

し

も

巻

六

十

四

所

収

の

三

〇

五

二

・

三

〇

五

四

詩

が

、

崔

玄

亮

と

の

旧

交

を

あ

た

た

め

る

趣

旨

で

の

み

作

ら

れ

た

も

の

だ

と

す

る

な

ら

ば

、

上

述

の

巻

五

十

八

所

収

詩

と

同

等

に

按

配

さ

れ

る

の

が

順

当

で

は

あ

る

ま

い

か

。

と

こ

ろ

が

、

こ

れ

ら

の

詩

は

追

納

本

に

回

さ

れ

、

わ

ざ

わ

ざ

日

付

が

明

記

さ

れ

た

上

で

、

そ

の

あ

る

一

巻

の

初

め

に

置

か

れ

て

い

る

。

こ

う

し

た

編

成

姿

勢

か

ら

は

、

大

和

六

年

十

二

月

末

と

い

う

時

点

に

、

あ

る

特

別

な

意

味

を

持

た

せ

よ

う

と

す

る

白

居

易

の

意

志

を

感

受

す

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

そ

し

て

、

こ

れ

ら

が

崔

玄

亮

へ

の

投

贈

詩

で

あ

る

こ

と

は

、

こ

の

時

の

思

い

を

分

か

ち

合

え

る

唯

一

の

友

と

し

て

、

彼

が

白

居

易

の

傍

ら

に

い

た

と

い

う

こ

と

を

示

し

て

い

る

だ

ろ

う

。 

 

そ

れ

で

は

、

こ

の

時

、

白

居

易

の

心

中

を

占

め

て

い

た

の

は

何

だ

っ

た

の

か

。

結

論

か

ら

言

え

ば

、

そ

れ

は

お

そ

ら

く

、

彼

と

親

し

い

間

柄

に

あ

っ

た

牛

僧

孺

（

七

八

〇

―

八

四

八

或

八

四

九

）

が

宰

相

の

職

を

辞

任

す

る

と

い

う

出

来

事

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

『

旧

唐

書

』

牛

僧

孺

伝

に

よ

る

と

、

当

時

の

朝

廷

は

、

宦

官

王

守

澄

が

佞

人

た

ち

と

の

密

議

に

よ

っ

て

時

政

を

私

し

、

文

宗

は

左

右

の

邪

説

に

惑

わ

さ

れ

て

い

る

と

い

っ

た

状

況

で

、

李

訓

や

鄭

注

の

ご

と

き

奸

臣

が

そ

の

間

隙

を

つ

い

て

頭

角

を

現

し

得

た

の

も

、

こ

の

よ

う

な

背

景

が

あ

っ

た

か

ら

こ

そ

で

あ

る

い

う

。

牛

僧

孺

は

そ

う

し

た

長

安

の

官

界

に

つ

く

づ

く

愛

想

を

尽

か

し

て

退

任

を

申

し

出

、

大

和

六

年

十

二

月

七

日

、

念

願

が

叶

っ

て

淮

南

節

度

使

に

任

命

さ

れ

た

の

で

あ

っ

た

（
『

旧

唐

書

』

文

宗

紀

下

）
。

な

お

、

牛

僧

孺

の

離

任

後

、

彼

の

ラ

イ

バ

ル

李

徳

裕

（

七

七

九

―

八

四

七

）

が

兵

部

尚

書

と

し

て

長

安

に

帰

還

し

、

ま

も

な

く

宰

相

と

な

っ

て

い

る

が

、

彼

も

ま

た

迷

走

す

る

朝

廷

の

状

況

に

対

し

て

ず

い

ぶ

ん

と

奮

闘

し

た

様

子

で

あ

る
（15

）

。 

 

さ

て

、

大

和

六

年

の

作

と

推

定

さ

れ

て

い

な

が

ら

、

大

和

九

年

成

立

の

文

集

六

十

巻

に

収

め

ら

れ

な

か

っ

た

も

う

一

首

の

詩

が

、

実

は

こ

の

出

来

事

に

直

接

起

因

し

て

作

ら

れ

た

「

洛

下

送

牛

相

公

出

鎮

淮

南

（

洛

下

に

て

牛

相

公

の

出

で

て

淮

南

に

鎮

た

る

を

送

る

）
」
詩
（

三

〇

六

二

）
で

あ

る

。
も

っ

と

も

、
牛

僧

孺

が

淮

南

節

度

使

を

拝

命

し

て

か

ら

出

立

す

る

ま

で

の

時

間

、

及

び

長

安

か

ら

洛

陽

ま

で

の

旅

程

な

ど

を

考

え

合

わ

せ

る

と

、

そ

の

成

立

時

期

は

大

和

七

年

一

月

初

め

頃

ま

で

下

る

可

能

性

も

あ

る

だ

ろ

う

。

本

詩

は

巻

六

十

四

に

、

前

掲

の

三

〇

五

二

詩

に

始

ま

る

一

連

の

作

品

群

に

続

け

て

、
大

和

七

年

元

日

の

詩

よ

り

も

後

に

収

載

さ

れ

て

い

る

。

で

は

、

ま

ず

そ

の

本

文

を

提

示

し

よ

う

。 

 

北

闕

至

東

京 
 

北

闕

よ

り

東

京

に

至

る

ま

で

、 
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風

光

十

六

程 
 

 
 

風

光 

十

六

程

。 
坐

移

丞

相

閤 
 

 
 

坐

し

て

丞

相

の

閤

を

移

し

、 

春

入

広

陵

城 
 

 
 

春

に

は

広

陵

の

城

に

入

る

。 

紅

旆

擁

双

節 
 

 
 

紅

旆 

双

節

を

擁

し

、 

白

鬚

無

一

茎 
 

 
 

白

鬚 

一

茎

も

無

し

。 

万

人

開

路

看 
 

 
 

万

人 

路

を

開

き

て

看

、 

百

吏

立

班

迎 
 

 
 

百

吏 

班

に

立

ち

て

迎

ふ

。 

閫

外

君

弥

重 
 

 
 

閫

外

に

君

は

弥

重

く

、 

樽

前

我

亦

栄 
 

 
 

樽

前

に

我

も

亦

た

栄

と

す

。 

何

須

身

自

得 
 

 
 

何

ぞ

須

ひ

ん 
身

自

ら

得

る

を

、 

将

相

是

門

生 
 

 
 

将

相

は

是

れ

門

生

な

り

。 

 
 

 

本

詩

の

末

尾

に

は

、
「

元

和

初

、

牛

相

公

応

制

策

、

登

第

三

等

、

予

為

翰

林

考

覈

官

（

元

和

の

初

め

、

牛

相

公 
制

策

に

応

じ

、

第

三

等

に

登

り

し

と

き

、
予

は

翰

林

考

覈

官

為

り

）
」
と

の

自

注

が

見

え

、

元

和

三

年

（

八

〇

八

）
（1

6

）

、

牛

僧

孺

が

制

科

に

及

第

し

た

時

、

白

居

易

は

翰

林

学

士

と

し

て

試

験

官

を

務

め

て

い

た

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

こ

の

時

の

及

第

者

た

ち

は

、

時

政

を

厳

し

く

批

判

す

る

そ

の

答

案

に

よ

り

、

宰

相

李

吉

甫

か

ら

、

地

方

へ

追

放

さ

れ

る

な

ど

の

冷

遇

を

被

っ

て

（
『

旧

唐

書

』

李

宗

閔

伝

）
、

こ

れ

が

後

の

牛

李

の

党

争

の

発

端

と

な

っ

た

の

で

あ

っ

た

が

、

こ

の

時

の

考

査

に

白

居

易

が

当

た

っ

て

い

た

と

い

う

こ

と

は

、

二

人

は

師

弟

関

係

に

等

し

い

、

か

つ

ま

た

同

志

と

も

呼

び

得

る

間

柄

で

あ

っ

た

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

こ

れ

と

は

別

に

、

牛

僧

孺

は

官

界

に

お

い

て

、

白

居

易

の

妻

の

兄

た

ち

、

楊

汝

士

や

楊

虞

卿

ら

と

朋

党

関

係

を

結

ん

で

い

た

が
（17

）

、
白

居

易

は

こ

の

種

の

こ

と

に

は

一

切

触

れ

ず

、
上

述

の

よ

う

な

公

的

な

間

柄

に

の

み

敢

え

て

言

及

し

て

い

る

。

こ

う

し

た

姿

勢

に

、

白

居

易

が

牛

僧

孺

と

の

関

係

性

を

ど

う

捉

え

よ

う

と

し

て

い

た

か

が

窺

え

る

が

、

こ

の

門

下

生

で

あ

り

同

志

で

も

あ

る

人

物

が

中

央

官

界

を

去

っ

て

淮

南

へ

赴

く

の

を

、

洛

陽

で

誇

ら

し

げ

に

見

送

っ

て

い

る

の

が

本

詩

な

の

で

あ

る

。 

 

こ

の

詩

に

表

明

さ

れ

た

牛

僧

孺

へ

の

誇

ら

か

な

敬

意

は

、

先

に

述

べ

た

崔

玄

亮

へ

の

ね

ぎ

ら

い

と

同

じ

根

に

発

し

て

い

る

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

ば

、

こ

の

二

人

が

戦

い

、

敗

れ

た

相

手

は

い

ず

れ

も

同

じ

、

堕

落

し

腐

敗

し

き

っ

た

当

今

の

朝

廷

で

あ

っ

た

か

ら

だ

。

牛

僧

孺

を

洛

陽

で

見

送

る

に

先

立

っ

て

、

白

居

易

は

必

ず

や

そ

の

詳

し

い

消

息

を

聞

き

知

っ

て

い

た

に

違

い

な

い

。

も

ち

ろ

ん

、

最

近

ま

で

長

安

に

い

た

崔

玄

亮

も

同

様

に

。

だ

か

ら

こ

そ

白

居

易

は

、

牛

僧

孺

が

長

安

を

去

る

に

至

っ

た

状

況

へ

の

憂

憤

や

苦

い

諦

観

を

言

外

に

込

め

て

、

肝

胆

相

照

ら

す

友

、

崔

玄

亮

に

先

の

詩

を

贈

っ

た

の

で

は

な

か

っ

た

か

。
そ

れ

が

一

見

、

淡

々

と

し

た

閑

適

の

詩

で

あ

っ

た

と

し

て

も

、

そ

の

行

為

に

込

め

ら

れ

た

思

い

は

強

い

。 

  
 

 
 

 

四 

  

東

林

寺

第

一

次

奉

納

本

六

十

巻

に

採

ら

れ

な

か

っ

た

洛

詩

は

、

大

和

六

年

（

八

三

二

）

末

以

降

、

白

居

易

の

中

央

官

界

へ

の

失

望
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が

決

定

的

に

な

っ

た

時

期

の

作

だ

と

言

え

そ

う

だ

。

そ

の

多

く

が

日

々

の

穏

や

か

な

楽

し

み

を

詠

ず

る

こ

の

時

期

の

詩

群

は

、

実

は

苦

い

敗

北

感

と

背

中

合

わ

せ

で

詠

じ

ら

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

。

そ

れ

が

、

大

和

九

年

夏

と

い

う

時

点

で

の

集

大

成

か

ら

落

と

さ

れ

て

い

る

。

そ

こ

に

、

洛

陽

隠

棲

に

対

す

る

、

白

居

易

自

身

の

意

識

の

変

移

を

読

み

取

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

た

だ

、

こ

れ

ら

の

洛

詩

は

、

そ

れ

が

詠

じ

ら

れ

た

当

初

か

ら

、

こ

う

し

た

特

別

な

文

脈

の

中

に

置

か

れ

て

い

た

わ

け

で

は

な

か

っ

た

。

こ

の

こ

と

は

、

大

和

三

年

の

春

か

ら

八

年

の

夏

ま

で

の

洛

詩

を

一

括

す

る

、

前

掲

の

「

序

洛

詩

」

の

存

在

が

証

明

し

て

い

る

。

と

す

る

と

、

白

居

易

の

中

に

、

大

和

六

年

末

と

い

う

時

点

を

一

つ

の

区

切

り

目

と

す

る

意

識

が

立

ち

上

が

っ

た

の

は

、「

序

洛

詩

」
が

書

か

れ

た

大

和

八

年

の

秋

か

ら

、

江

州

東

林

寺

に

文

集

六

十

巻

が

奉

納

さ

れ

た

大

和

九

年

の

夏

ま

で

の

、

あ

る

時

期

に

お

い

て

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

そ

れ

で

は

こ

の

間

、

彼

の

意

識

に

変

化

を

迫

る

よ

う

な

、

何

ら

か

の

出

来

事

が

起

こ

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。 

 

結

論

か

ら

言

え

ば

、

こ

れ

も

ま

た

白

居

易

を

め

ぐ

る

官

界

の

情

勢

と

深

く

関

わ

る

こ

と

で

あ

っ

た

よ

う

に

推

察

さ

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

前

章

で

言

及

し

た

牛

僧

孺

と

同

じ

年

に

制

科

に

及

第

し

、

以

来

官

界

で

の

運

命

を

彼

と

共

に

し

て

き

た

李

宗

閔
（

？

―

八

四

六

）

が

、

ち

ょ

う

ど

「

序

洛

詩

」

が

書

か

れ

た

直

後

に

当

た

る

大

和

八

年

九

月

、

長

安

に

召

還

さ

れ

、

次

い

で

宰

相

と

な

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

符

合

は

、

偶

然

と

し

て

無

視

し

去

る

に

は

あ

ま

り

に

も

画

然

と

し

て

い

る

。
そ

の

こ

と

を

示

す

た

め

に

、
主

と

し

て
『

旧

唐

書

』

李

宗

閔

伝

に

拠

り

な

が

ら

、

こ

こ

に

至

る

ま

で

の

牛

党

の

事

跡

を

、

白

居

易

の

詩

作

や

編

集

の

経

緯

と

照

ら

し

合

わ

せ

て

見

て

い

こ

う

。 

 

ま

ず

、
李

宗

閔

は

、
こ

の

時

点

か

ら

数

年

を

遡

っ

た

大

和

二

年
（

八

二

八

）

に

吏

部

侍

郎

と

な

り

、

翌

年

に

同

平

章

事

と

な

っ

て

以

降

、

牛

僧

孺

と

共

に

朝

廷

の

枢

機

に

携

わ

っ

た

が

、
こ

れ

は

、
白

居

易

が

洛

陽

隠

棲

を

思

い

立

ち

、

実

行

し

、

そ

の

閑

適

の

思

い

を

詠

じ

た

、

六

十

巻

本

所

収

詩

の

成

立

時

期

と

重

な

っ

て

い

る
（18

）

。

そ

の

後

、

前

述

の

と

お

り

大

和

六

年

末

に

牛

僧

孺

が

外

任

に

赴

き

、
翌

年

、
入

れ

替

わ

り

に

李

徳

裕

が

中

央

官

界

に

帰

還

す

る

と

、
李

宗

閔

も

ま

た

同

年

六

月

、
興

元

尹
・
山

南

西

道

節

度

使

に

出

さ

れ

、
以

降

し

ば

ら

く

は

李

党

の

天

下

と

な

っ

た

が

、
こ

の

間

は

、
白

居

易

が

そ

の

六

十

巻

本

に

採

録

し

な

か

っ

た

洛

詩

諸

篇

、
及

び
「

序

洛

詩

」
の

成

っ

た

時

期

と

重

な

っ

て

い

る

。
要

す

る

に

、
東

林

寺

第

一

次

奉

納

本

所

収

の

洛

詩

は

、
い

わ

ゆ

る

牛

党

が

権

力

を

握

っ

て

い

た

時

期

の

作

で

あ

り

、

李

徳

裕

ら

李

党

が

官

界

の

中

枢

を

占

め

て

い

た

期

間

の

作

は

、
そ

こ

か

ら

落

と

さ

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

だ

。
そ

し

て

、
こ

う

し

た

編

集

が

、
ち

ょ

う

ど

李

宗

閔

の

中

央

復

帰

と

重

な

る

時

期

に

行

わ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。
先

に

も

触

れ

た
「

東

林

寺

白

氏

文

集

記

」
に

よ

る

と

、

東

林

寺

へ

の

文

集

の

奉

納

は

経

年

の

約

束

事

で

は

あ

っ

た

が

、
そ

れ

で

も

期

限

を

設

け

て

の

依

頼

で

は

な

か

っ

た

よ

う

で

あ

る

か

ら

、
こ

の

時

期

に

お

け

る

文

集

六

十

巻

の

編

纂

は

、
彼

自

ら

の

意

志

に

よ

る

も

の

と

見

て

よ

い

だ

ろ

う

。 

 

な

ら

ば

、

李

宗

閔

の

復

活

に

よ

っ

て

呼

び

覚

ま

さ

れ

た

白

居

易
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の

意

識

と

は

何

だ

ろ

う

か

。
直

前

に

書

か

れ

た
「

序

洛

詩

」
で

は

、

今

の

世

を

平

安

と

思

い

定

め

、

屈

託

す

る

憂

い

や

悲

し

み

を

閑

適

の

喜

び

に

転

換

さ

せ

よ

う

と

い

う

覚

悟

が

示

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

っ

た

が

、

彼

を

静

か

な

諦

観

へ

と

導

い

た

、

李

徳

裕

の

主

導

す

る

官

界

の

状

況

は

一

転

し

、

自

身

に

と

っ

て

無

関

係

で

は

い

ら

れ

な

い

、

牛

党

の

李

宗

閔

が

中

央

に

復

帰

し

て

き

た

の

で

あ

る

。

こ

う

し

た

情

勢

の

変

化

は

、

彼

の

中

に

か

つ

て

の

危

機

感

を

生

々

し

く

蘇

ら

せ

た

に

違

い

な

い

。

そ

れ

は

、

大

和

二

年

末

か

ら

点

滅

し

始

め

た

不

吉

な

予

感

、

す

な

わ

ち

、

官

界

の

有

力

者

と

の

間

に

逃

れ

ら

れ

な

い

人

間

関

係

を

持

つ

が

故

に

、

そ

の

意

に

反

し

て

、

自

ら

が

思

い

描

く

「

兼

済

」

と

は

何

ら

関

わ

り

の

な

い

、

不

毛

な

権

力

闘

争

に

巻

き

込

ま

れ

る

の

で

は

な

い

か

と

の

憂

慮

で

あ

る

。 

 

そ

う

示

唆

す

る

の

は

、

ま

ず

李

宗

閔

が

都

に

返

り

咲

い

た

経

緯

で

あ

る

。『

旧

唐

書

』
本

伝

に

よ

る

と

、
前

述

の

牛

僧

孺

と

入

れ

違

い

に

長

安

へ

帰

還

し

た

李

徳

裕

は

、

そ

の

厳

し

い

刺

譏

が

奸

臣

邪

臣

に

疎

ま

れ

、

そ

う

し

た

連

中

の

意

向

に

よ

り

、

文

宗

は

李

徳

裕

の

政

敵

で

あ

る

李

宗

閔

を

召

還

す

る

こ

と

に

し

た

の

だ

と

い

う

。

こ

の

種

の

人

間

た

ち

が

織

り

成

す

情

況

の

危

う

さ

を

、

白

居

易

が

見

抜

け

な

か

っ

た

は

ず

は

な

い
（1

9

）

。

事

実

、

ち

ょ

う

ど

こ

の

時

期

、

彼

は

李

宗

閔

に

向

け

て

、

そ

の

招

聘

に

対

す

る

謝

絶

と

読

め

る

詩

を

書

き

送

っ

て

い

る

。

次

に

挙

げ

る

「

寄

李

相

公

」
（

巻

六

十

五

、

三

一

九

九

）

が

そ

れ

で

あ

る

。 

 

漸

老

只

謀

歓 
 

漸

く

老

い

て

は

只

歓

を

謀

る

の

み

、 

雖

貧

不

要

官 
 

 
 

貧

し

と

雖

ど

も

官

を

要

め

ず

。 

唯

求

造

化

力 
 

 
 

唯

だ

造

化

の

力

を

求

め

、 

試

為

駐

春

看 
 

 
 

試

み

に

春

を

駐

め

て

看

ん

こ

と

を

為

さ

ん

。 

  

大

和

九

年

の

夏

に

完

成

す

る

東

林

寺

第

一

次

奉

納

本

六

十

巻

の

編

纂

は

、
こ

の

よ

う

な

情

況

下

で

行

わ

れ

て

い

っ

た

の

で

あ

っ

た

。

白

居

易

が

現

時

点

で

の

集

大

成

か

ら

あ

る

時

期

の

詩

を

除

外

し

た

の

は

、

上

述

の

ご

と

き

危

機

意

識

と

深

く

関

わ

る

も

の

で

あ

っ

た

と

推

測

さ

れ

よ

う

。 

 

こ

の

こ

と

は

、
翌

年

の

開

成

元

年
（

八

三

六

）
、
洛

陽

の

聖

善

寺

に

文

集

六

十

五

巻

が

奉

納

さ

れ

た

こ

と

か

ら

も

裏

付

け

ら

れ

る

。

こ

の

本

は

伝

存

し

な

い

が

、

増

加

し

た

五

巻

と

い

う

分

量

か

ら

考

え

て

、

そ

こ

に

は

必

ず

や

、

先

に

は

落

と

さ

れ

た

洛

詩

一

五

〇

余

首

が

含

ま

れ

て

い

た

に

違

い

な

い

。

な

ら

ば

、

こ

の

一

年

間

に

、

再

び

白

居

易

の

意

識

を

変

え

る

何

か

が

起

こ

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。

そ

こ

で

、

こ

の

間

の

官

界

の

情

勢

を

概

観

し

て

み

る

と

、

李

宗

閔

は

結

局

、

同

じ

牛

党

の

仲

間

、

楊

虞

卿

の

罪

を

庇

っ

て

明

州

刺

史

に

出

さ

れ

、

白

居

易

の

義

従

兄

で

あ

る

楊

虞

卿

も

ま

た

南

方

の

虔

州

に

放

逐

さ

れ

、

大

和

九

年

九

月

の

詔

で

は

、

李

宗

閔

・

李

徳

裕

の

朋

党

は

、

既

に

放

黜

さ

れ

た

も

の

を

除

い

て

一

切

そ

の

罪

が

不

問

と

な

っ

た
（
『

旧

唐

書

』
文

宗

紀

下

、
李

宗

閔

伝

、
楊

虞

卿

伝

）
。

一

方

、

白

居

易

は

こ

の

頃

、

義

兄

楊

汝

士

の

後

任

と

し

て

同

州

刺

史

に

任

命

さ

れ

た

が

就

か

ず

、

翌

十

月

、

太

子

少

傅

を

拝

命

し

て

い

る

（
『

旧

唐

書

』

文

宗

紀

下

）
。
「

詔

授

同

州

刺

史

、

病

不

赴

任

、
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因

詠

所

懐

（

詔

あ

り

て

同

州

刺

史

を

授

け

ら

れ

し

も

、

病

み

て

任

に

赴

か

ず

、
因

り

て

所

懐

を

詠

ず

）
」
詩
（

巻

六

十

五

、
三

二

二

四

）

に

よ

る

と

、
長

安

新

昌

里

の

自

宅
（2

0

）

を

手

放

し

た

の

は

、
ち

ょ

う

ど

こ

の

時

期

の

こ

と

で

あ

っ

た

よ

う

だ

。

そ

し

て

、

白

居

易

の

知

人

た

ち

も

巻

き

込

ま

れ

た

甘

露

の

変

は

、

そ

れ

か

ら

間

も

な

い

同

年

十

一

月

の

出

来

事

で

あ

る

。

白

居

易

は

先

見

の

明

に

よ

り

、

自

身

に

降

り

か

か

る

可

能

性

の

あ

っ

た

災

厄

を

、

全

て

未

然

に

防

い

だ

の

で

あ

る

。 

 

さ

て

、

こ

う

し

た

時

期

を

潜

り

抜

け

て

、

聖

善

寺

本

六

十

五

巻

は

成

っ

た

。

こ

の

開

成

元

年

と

い

う

時

点

で

の

白

居

易

は

、

自

ら

の

集

大

成

に

、

大

和

六

年

末

以

来

の

洛

詩

を

収

録

し

て

も

大

丈

夫

だ

と

判

断

し

た

の

で

あ

る

。

ひ

る

が

え

っ

て

前

年

、

東

林

寺

本

六

十

巻

の

編

成

に

お

い

て

は

、

牛

李

の

党

争

を

始

め

と

す

る

当

時

の

官

界

の

混

乱

を

に

ら

み

つ

つ

、

二

百

首

近

く

の

洛

詩

を

そ

こ

か

ら

落

と

し

た

と

い

う

こ

と

だ

ろ

う

。

想

像

す

る

に

、

六

十

巻

本

編

纂

当

時

の

白

居

易

は

、

ま

さ

し

く

大

和

二

年

末

以

来

の

危

機

意

識

の

中

に

あ

っ

た

。

静

か

な

諦

念

の

中

で

、

自

身

の

逸

楽

と

天

下

泰

平

と

を

言

祝

ぐ

、

大

和

六

年

末

以

降

の

閑

適

の

詩

は

、

に

わ

か

に

権

力

の

座

に

返

り

咲

い

た

李

宗

閔

な

ど

に

ど

の

よ

う

な

誤

解

を

与

え

る

か

知

れ

た

も

の

で

は

な

い

。

か

く

し

て

、

そ

の

時

点

で

の

集

大

成

六

十

巻

か

ら

、

そ

れ

ら

は

用

心

深

く

一

律

に

取

り

払

わ

れ

た

の

で

あ

る

。

も

し

か

し

た

ら

、

彼

の

意

識

の

ど

こ

か

に

は

、

今

の

世

の

心

あ

る

人

々

、

そ

し

て

、

い

ず

れ

自

分

の

文

集

を

繙

い

て

く

れ

る

で

あ

ろ

う

後

世

の

人

々

に

向

け

て

、

こ

の

今

現

在

の

情

勢

に

対

す

る

自

分

な

り

の

意

思

表

示

を

し

て

お

き

た

い

と

い

う

思

い

も

あ

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。 

  
 

 
 

 

む

す

び

に

か

え

て 

  

人

は

日

々

を

生

き

る

と

き

、

必

ず

し

も

今

現

在

の

行

為

や

思

索

を

俯

瞰

的

に

意

味

づ

け

る

こ

と

は

し

な

い

。

そ

う

し

た

予

見

が

天

啓

の

ご

と

く

訪

れ

る

瞬

間

も

な

い

で

は

な

い

が

、

大

抵

は

日

常

の

中

で

浮

か

ん

で

は

消

え

て

ゆ

く

の

が

日

々

の

言

動

で

あ

る

。

今

と

い

う

こ

の

時

が

、

後

の

自

ら

の

軌

跡

に

ど

の

よ

う

な

位

置

を

占

め

る

こ

と

に

な

る

の

か

、

そ

の

認

識

は

多

く

後

か

ら

追

っ

て

や

っ

て

来

る

の

だ

し

、

ま

た

、

一

旦

は

定

着

し

た

か

に

見

え

た

そ

の

意

味

が

、

自

ら

の

内

で

書

き

換

え

ら

れ

て

ゆ

く

こ

と

も

し

ば

し

ば

だ

。

白

居

易

の

晩

年

の

詩

は

、

そ

の

よ

う

に

幾

重

に

も

編

み

直

さ

れ

た

文

脈

か

ら

読

み

解

く

こ

と

が

必

要

な

の

だ

と

私

は

考

え

る

。 

 

本

稿

で

は

、

東

林

寺

第

一

次

奉

納

本

六

十

巻

か

ら

一

部

の

洛

詩

が

落

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

焦

点

を

絞

っ

て

考

察

し

て

き

た

が

、

こ

の

よ

う

な

編

集

を

為

し

た

白

居

易

の

意

識

は

当

然

、

こ

の

六

十

巻

本

に

収

録

さ

れ

た

洛

詩

に

も

及

ん

で

い

る

。
た

と

え

ば

、「

戊

申

歳

暮

、

詠

懐

三

首

」

詩

（

二

七

一

三

―

二

七

一

五

）

に

始

ま

る

巻

五

十

七

の

冒

頭

部

分

は

、

中

央

官

界

を

離

れ

、

東

都

分

司

へ

退

こ

う

と

思

い

立

っ

て

か

ら

、

洛

陽

に

着

任

す

る

ま

で

の

過

程

が

手

に

取

る

よ

う

に

分

か

る

よ

う

配

列

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

の

詠

懐

詩

の

成

っ

た

大

和

二

年

末

か

ら

、

翌

年

春

に

洛

陽

へ

向

け

て

出

立

す

る
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ま

で

の

病

気

休

暇

中

の

作

、

た

と

え

ば

「

酬

令

狐

相

公

春

日

尋

花

見

寄

六

韻
（

令

狐

相

公

の

春

日

花

を

尋

ね

て

寄

せ

ら

れ

し

に

酬

ゆ

、

六

韻

）
」
詩
（

巻

五

十

六

、
二

六

四

六

）
な

ど

が

同

巻

に

収

め

ら

れ

て

い

な

い

の

は

な

ぜ

だ

ろ

う

。

ま

た

、

洛

陽

に

至

る

道

中

で

の

作

は

、

巻

五

十

五

に

も

「

京

洛

」

詩

（

二

五

九

〇

）

に

始

ま

る

一

連

の

作

五

首

が

見

え

て

い

る

が

、

こ

れ

ら

の

詩

は

な

ぜ

巻

五

十

七

に

収

録

さ

れ

て

い

な

い

の

か

。
更

に

、
巻

五

十

七

と

巻

五

十

八

と

は

、

そ

の

所

収

詩

の

成

立

時

期

が

重

な

り

合

っ

て

い

る

が

、

同

時

期

の

作

品

を

、

な

ぜ

白

居

易

は

こ

の

よ

う

に

巻

を

分

か

っ

て

収

載

し

た

の

か

。

こ

う

し

た

疑

問

を

解

き

明

か

し

た

先

に

は

、

本

稿

で

論

じ

た

こ

と

と

繋

が

る

も

の

を

必

ず

や

見

出

す

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

こ

の

続

き

は

、

ま

た

稿

を

改

め

て

論

じ

た

い

。 

 

注 

(1
)

作

品

番

号

は

、

花

房

英

樹

『

白

氏

文

集

の

批

判

的

研

究

』
（

一

九

六

〇

年

、

彙

文

堂

書

店

）

所

収

「

綜

合

作

品

表

」

に

拠

る

。

以

下

同

様

。 

(2
)

洛

陽

時

代

の

白

居

易

が

抱

え

る

こ

う

し

た

一

側

面

に

目

を

留

め

た

論

と

し

て

、
下

定

雅

弘
「

宰

相

に

な

れ

な

か

っ

た

白

居

易

」

（

一

九

九

六

年

、

勉

誠

社

刊

『

白

氏

文

集

を

読

む

』

所

収

。

初

出

は

『

中

国

文

化

論

叢

』

第

四

号

、

一

九

九

五

年

）

が

あ

る

。

ま

た

、
ア

ー

サ

ー
・
ウ

ェ

ー

リ

ー

著
・
花

房

英

樹

訳
『

白

楽

天

』

（

一

九

五

九

年

、

み

す

ず

書

房

）

の

三

七

三

頁

以

降

に

は

、

こ

の

時

期

の

白

居

易

の

足

跡

と

周

辺

の

状

況

が

詳

細

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

。 

(3
)

白

居

易

の

事

跡

に

つ

い

て

は

、

朱

金

城

『

白

居

易

年

譜

』
（

一

九

八

二

年

、

上

海

古

籍

出

版

社

）

を

手

引

き

と

し

た

。 

(4
)

こ

の

対

句

は

、
白

居

易

の

他

の

作

品

に

は

見

え

て

い

な

い

。
し

た

が

っ

て

、
川

合

康

三
『

白

楽

天

―

官

と

隠

の

は

ざ

ま

で

』（

二

〇

一

〇

年

、

岩

波

新

書

）

二

〇

一

頁

に

示

さ

れ

た

読

み

の

ご

と

く

、
「

嘗

」

は

「

つ

ね

に

」

と

訓

じ

、

日

頃

か

ら

口

に

し

て

い

た

語

と

見

る

の

が

妥

当

だ

ろ

う

。 

(5
)

川

合

前

掲

書

は

、
一

九

九

―

二

〇

九

頁

で
「

序

洛

詩

」
を

取

り

上

げ

、
「

毛

詩

大

序

」

と

の

関

わ

り

に

も

論

及

し

て

い

る

。 

(6
)

ア

ー

サ

ー

・

ウ

ェ

ー

リ

ー

前

掲

書

三

八

二

頁

を

参

照

。 

(7
)

岡

村

繁

「
『

白

氏

文

集

』

の

旧

鈔

本

と

旧

刊

本

」
（
『

東

方

学

会

創

立

五

十

周

年

記

念 

東

方

学

論

集

』
（

一

九

九

七

年

、

東

方

学

会

）

を

参

照

。 

(8
)

花

房

前

掲

一

覧

表

に

拠

る

。 

(9
)

花

房

前

掲

書

、

及

び

朱

金

城

『

白

居

易

集

箋

校

』
（

一

九

八

八

年

、

上

海

古

籍

出

版

社

）

を

踏

ま

え

た

下

定

雅

弘

「

白

居

易

作

品

編

年

一

覧

」
（

前

掲

『

白

氏

文

集

を

読

む

』

所

収

）

に

拠

っ

て

算

出

し

た

。

た

だ

し

、

大

和

八

年

の

作

に

関

し

て

は

、

そ

の

詩

の

成

っ

た

季

節

ま

で

特

定

す

る

こ

と

が

困

難

で

あ

っ

た

た

め

、

一

律

に

洛

詩

の

中

に

繰

り

込

ん

だ

。 

(1
0

)

花

房

前

掲

書

は

、「

序

洛

詩

」
に

い

う

詩

は

基

本

的

に

全

て

六

十

巻

本

に

流

れ

込

ん

で

い

る

と

捉

え

て

い

る

（

二

三

―

二

四

頁

）
。

埋

田

重

夫

『

白

居

易

研

究 

閑

適

の

詩

想

』
（

二

〇

〇

六
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年

、

汲

古

書

院

）

も

こ

れ

を

襲

っ

て

い

る

よ

う

だ

（

三

四

七

―

三

四

八

頁

）
。

だ

が

、

本

文

の

下

文

で

も

論

及

す

る

と

お

り

、

六

十

巻

本

成

立

の

翌

年

、

洛

陽

の

聖

善

寺

に

六

十

五

巻

本

が

奉

納

さ

れ

て

お

り

、

こ

の

増

加

し

た

五

巻

分

は

、

一

年

間

で

作

ら

れ

た

作

品

、

あ

る

い

は

遺

漏

の

追

補

と

見

る

に

は

あ

ま

り

に

も

大

量

で

あ

る

。

そ

れ

よ

り

は

、

六

十

巻

成

立

の

段

階

で

落

と

さ

れ

た

詩

が

あ

る

と

見

る

方

が

は

る

か

に

自

然

で

あ

ろ

う

。 

(1
1

)

本

文

中

に

言

及

し

た

三

〇

五

二

、

三

〇

五

三

、

三

〇

五

四

、

三

〇

六

二

詩

以

外

に

、
「

重

修

香

山

寺

畢

、

題

二

十

二

韻

以

紀

之

」

詩

（

巻

六

十

四

、

三

〇

八

四

）
、
「

初

入

香

山

院

対

月

、

大

和

六

年

秋

作

」
詩
（

巻

六

十

六

、
三

二

七

四

）
の

二

首

が

あ

る

。 

(1
2

)

徐

松
『

登

科

記

考

』
巻

十

四

を

参

照

。
な

お

、
『

旧

唐

書

』
本

伝

は

崔

玄

亮

の

進

士

及

第

を

貞

元

十

一

年

と

誤

る

。 

(1
3

)

「

阿

崔

」
詩
（

二

八

二

五

）
、「

和

微

之

道

保

生

三

日

」
詩
（

二

八

六

二

）
、
「

初

喪

崔

児

、

報

微

之

晦

叔

」

詩

（

二

八

八

一

）

な

ど

に

よ

っ

て

知

ら

れ

る

。

い

ず

れ

も

巻

五

十

八

所

収

。 

(1
4

)

『

旧

唐

書

』

文

宗

紀

下

、

同

崔

玄

亮

伝

、

及

び

「

唐

故

虢

州

刺

史

贈

礼

部

尚

書

崔

公

墓

誌

銘

并

序

」
（

巻

六

十

一

、

二

九

四

〇

）

な

ど

に

拠

る

。 

(1
5

)

傅

琁

琮
『

李

徳

裕

年

譜

』
（

一

九

八

四

年

、
斉

魯

書

社

）
二

五

四

―

二

九

二

頁

を

参

照

。 

(1
6

)

謝

思

煒

『

白

居

易

詩

集

校

注

』
（

二

〇

〇

六

年

、

中

華

書

局

）

二

三

五

六

頁

を

参

照

。 

(1
7

)

徐

松

『

唐

両

京

城

坊

考

』

巻

三

に

よ

る

と

、

牛

氏

宅

は

楊

氏

兄

弟

の

住

む

靖

恭

坊

の

南

に

隣

接

す

る

新

昌

坊

に

あ

っ

て

、

楊

虞

卿

が

牛

氏

宅

の

墻

東

に

建

て

た

南

亭

は

、

朋

党

衆

議

の

場

と

し

て

隆

盛

を

極

め

た

と

い

う

（
『

続

談

助

』

巻

三

に

引

く

『

牛

羊

日

暦

』
、
『

南

部

新

書

』

己

集

）
。 

(1
8

)

白

居

易

の

洛

陽

引

退

が

牛

派

の

動

向

に

連

動

す

る

こ

と

は

、

ア

ー

サ

ー

・

ウ

ェ

ー

リ

ー

前

掲

書

三

七

三

頁

に

夙

に

示

唆

さ

れ

て

い

る

。 

(1
9

)

か

つ

て

の

経

験

か

ら

来

る

こ

う

し

た

覚

醒

は

、
た

と

え

ば
「

戊

申

歳

暮

、

詠

懐

三

首

」

其

三

（

巻

五

十

七

、

二

七

一

五

）

に

あ

り

あ

り

と

読

み

取

れ

る

。 

(2
0

)

白

居

易

が

、
長

慶

元

年
（

八

二

一

）
、
牛

氏

宅

と

同

じ

新

昌

坊

に

家

を

購

入

し

た

こ

と

は
「

卜

居

」
詩
（

巻

十

九

、
一

二

二

九

）

に

見

え

て

い

る

。

彼

が

こ

の

家

を

手

放

し

た

理

由

を

も

含

め

て

、

妹

尾

達

彦

「

白

居

易

と

長

安

・

洛

陽

」
（
『

白

居

易

研

究

講

座

』

第

一

巻

、

一

九

九

三

年

、

勉

誠

社

）

に

指

摘

、

考

察

が

為

さ

れ

て

い

る

。 この論文は、『中国文史論叢』

第 8 号（下定雅弘教授退休記

念号、2012 年 3 月）に寄稿

したものです。原稿なので、

発表されたものとは字句に

違いがあるかもしれません。 

［論著等とその概要］の［学

術論文］の№33 に挙げたもの

です。 

 


