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は
じ
め
に

　

周
知
の
よ
う
に
、
日
本
古
典
文
学
と
大
和
絵
は
、
漢
文
学
と
唐
絵
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
大
き

な
影
響
を
受
け
て
き
た
。
た
だ
し
、
中
国
の
理
念
・
風
俗
な
ど
が
日
本
の
そ
れ
ら
と
相
違

す
る
場
合
、
日
本
側
で
は
こ
の
異
な
っ
た
外
来
の
理
念
・
風
俗
を
い
か
に
受
け
と
め
た
の

だ
ろ
う
か
。
と
き
に
は
変
容
さ
せ
た
り
、
ま
た
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
が
、
例
え
ば
「
雁
」
の
表
象
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

　
「
雁
」
と
言
え
ば
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
知
ら
せ
る
春
の
帰
雁
・
秋
の
初
雁
、
旅
人

が
望
郷
の
念
を
駆
り
立
て
ら
れ
る
表
象
と
し
て
の
雁
行
・
雁
陣
、
蘇
武
の
故
事
に
由
来
す

る
友
情
・
愛
情
の
手
紙
を
運
ぶ
表
象
と
し
て
の
雁
信
・
雁
書
な
ど
が
、
日
中
両
方
の
古
典

文
学
で
数
多
く
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ

ど
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
漢
文
学
か
ら
日
本
古
典
文
学
へ
の
影
響
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
蘇
武
の
故
事
由
来
の
雁
信
・
雁
書
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
他
に
、
例
え
ば
、
小

島
﹇
一
九
七
三
﹈
は
、「
家
持
を
除
け
ば
、
万
葉
人
が
去
り
ゆ
く
「
春
の
雁
」
の
歌
を
試

み
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
無
関
心
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
平
安
人
が
こ
れ
に
目
を
向
け
る
の

は
、
や
は
り
詩
の
摂
取
の
問
題
に
大
き
な
原
因
が
あ
る
」
と
述
べ
、
春
の
帰
雁
が
中
国
詩

の
影
響
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
て
い

る
。
ま
た
、
雁
の
整
然
と
し
た
隊
列
を
作
る
雁
行
に
関
し
て
、
岩
井
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
は
、

『
万
葉
集
』
で
は
「
雁
の
飛
行
を
視
覚
で
捉
え
た
詠
は
な
い
」
も
の
の
、
平
安
期
に
な
っ

て
か
ら
漢
詩
の
表
現
、
と
り
わ
け
白
居
易
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雁
の
隊
列

が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

一
方
、
水
辺
の
雁
、
特
に
雁
と
葦
の
組
み
合
わ
せ
に
関
し
て
は
、
異
な
る
様
相
を
呈
し

て
い
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
文
学
だ
け
で
は
な
く
て
、
絵
画
に
お
い
て
も
「
葦
雁
図
」

と
い
う
花
鳥
画
の
一
種
が
テ
ー
マ
と
し
て
定
着
し
、
描
き
続
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

日
本
の
上
代
及
び
平
安
時
代
の
詩
歌
に
お
い
て
は
、
葦
と
雁
の
組
み
合
わ
せ
は
お
ろ
か
、

水
辺
の
雁
さ
え
め
っ
た
に
詠
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
平
安
後

期
ま
で
の
大
和
絵
の
「
雁
」
は
、
水
辺
（
葦
辺
）
の
雁
よ
り
、「
飛
雁
」
だ
け
が
描
か
れ
て

き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
国
の
水
辺
（
葦
辺
）
の
雁
は
、
当
時
の

日
本
で
は
な
ぜ
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
先
行
論
で
は
問
題
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
上
記
の
よ
う
な
視
座
か
ら
、

「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み
合
わ
せ
に
注
目
す
る
。
ま
ず
は
、
中
国
古
典
文
学
、
主
に
唐
詩

に
お
け
る
そ
の
様
相
及
び
表
象
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
ま
た
、
絵
画
に
お
け
る
葦
辺
の
雁

を
と
ら
え
た
上
で
、
葦
雁
図
の
表
象
が
有
す
る
意
味
、
及
び
そ
の
流
行
の
原
因
を
探
っ
て

み
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
平
安
時
代
ま
で
の
漢
詩
・
和
歌
と
絵
画
に
目
を
向
け
、
そ
の
組

み
合
わ
せ
の
様
相
及
び
特
徴
を
分
析
し
て
み
る
。
最
後
に
、
文
学
と
絵
画
の
連
関
に
留
意

し
つ
つ
、
平
安
時
代
ま
で
の
大
和
絵
に
お
け
る
「
雁
」
が
「
飛
雁
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
強
く

結
び
つ
い
て
い
る
原
因
を
分
析
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
中
国
文
学
お
よ
び
絵
画
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」

1
　
唐
詩
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」

⑴　
﹁
銜
葦
雁
﹂
を
起
点
と
す
る
﹁
雁
﹂
と
﹁
葦
﹂

　

管
見
の
限
り
、
中
国
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み
合
わ
せ
の
最
初
は
「
葦
を
ふ

日
中
の
古
典
文
学
と
絵
画
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」

─
─ 

平
安
時
代
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
受
容
の
あ
り
方 

─
─
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く
む
雁
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
記
録
は
戦
国
時
代
に
遡
る
。
す

な
わ
ち
、『
尸
子
』
下
、「
雁
銜p

蘆

而
捍p

網
、
牛
結p

陳
以
却p

虎
」
に

見
え
る
。
ま
た
西
漢
の
『
淮
南
子
』

脩
務
訓
で
は
、「
夫
雁
順p

風
以
愛w

氣
力a

銜p

蘆
而
翔
以
備w
矰
弋q

」

と
、
雁
が
葦
を
く
わ
え
、
い
ぐ
る
み

か
ら
身
を
守
る
と
い
う
こ
と
が
詳
細

に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
時
代

が
下
る
と
、『
文
選
』
な
ど
で
も
同

じ
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
い
ぐ
る
み
で
雁
を
狩
猟
す
る
時
の
様
子
は
図

1
の
よ
う
な
東
漢
の
墓
室
の
画
像
磚
に
描
か
れ
て
い
る
。
図
様
を
確
認
す
る
と
、「
葦
」

を
銜
え
て
は
い
な
い
が
、
雁
は
確
か
に
水
辺
か
ら
空
へ
飛
ん
で
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
要

す
る
に
、
葦
を
ふ
く
む
雁
は
少
な
く
と
も
戦
国
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
日
常
生
活
に

も
親
し
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

続
い
て
は
、
特
に
唐
詩
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」
の
あ
り
よ
う
を
と
ら
え
て
み
る
。

表
1
に
ま
と
め
た
通
り
、
同
じ
く
植
物
で
あ
る
「
ス
ス
キ
」「
荻
」
と
比
較
す
れ
ば
、
用

例
数
が
多
い
と
言
え
る
。
ち
な
み
に
、
日
本
の
秋
の
七
草
の
「
萩
」
は
唐
詩
に
お
い
て
は
、

詠
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み
合
わ
せ
が
確
認
で
き

る
八
九
例
の
う
ち
一
一
例
で
は
、
同
じ
詩
の
中
で
詠
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
た
ま
た
ま

両
方
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
、「
雁
」
と
「
葦
」
に
は
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
白
居
易
の
「
聽w

蘆
管q

」（『
白
氏
文
集
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
文

苑
英
華
』、『
全
唐
詩
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
）
を
例
に
挙
げ
て
み
る
。

幽
咽
新
蘆
管
。
淒
涼
古
竹
枝
。
似e

臨w

猿
峽q

唱
。
疑e

在w

雁
門q

吹
。
…
…

 

（
全
唐
詩
・
卷
四
六
二
）

「
蘆
管
」
は
楽
器
の
一
種
類
で
あ
り
、「
雁
門
」
は
地
名
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
を
除
外

す
る
と
、「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み
合
わ
せ
は
全
部
で
七
八
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

「
雁
」
は
「
鴻
」（『
倭
名
類
聚
抄
』
で
は
、「
鴻
雁
大
曰p

鴻
、
小
曰p

雁
加か
利り

」
と
両
者
が
区
別
さ
れ
て

い
る
）
と
し
て
詠
ま
れ
る
場
合

も
あ
る
が
、
表
1
の
「
雁
と

葦
」、「
鴻
と
葦
」
の
数
を
合
わ

せ
る
と
、
全
部
で
一
〇
一
例
と

な
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
「
銜
葦

雁
（
鴻
）」
は
全
部
で
二
一
例

数
え
ら
れ
、
約
五
分
の
一
を
占

め
て
い
る
。
こ
の
「
銜
葦
雁

（
鴻
）」
の
存
在
に
目
を
向
け
て

み
よ
う
。
例
え
ば
、
杜
牧
「
雁
」

で
あ
る
。

①
萬
里
銜p

蘆
別w

故
郷z

雲
飛
雨
一
作
水

宿
向w

瀟
湘z

數
聲
孤
枕
堪w

垂p

淚z

幾
處w

高

樓q

欲w

斷
腸z

度p

日
翩
翩
斜
避p

影
。
臨p

風
一
一
直
成p

行
。
年
年
辛
苦
來w

衡
岳z

羽
翼
摧
殘w

隴
塞
霜z

 

（
全
唐
詩
・
巻
五
二
六
）

　

本
文
①
は
、
銜
蘆
雁
が
渡
り
鳥
と
し
て
毎
年
故
郷
を
別
れ
て
、
雲
を
飛
ん
だ
り
水
辺
で

宿
っ
た
り
し
て
、
苦
労
の
末
に
瀟
湘
や
衡
岳
に
よ
う
や
く
き
た
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
葦
を
ふ
く
む
雁
は
危
険
性
を
伴
い
な
が
ら
も
、
苦
境
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
表

象
す
る
。
さ
ら
に
、
詩
人
た
ち
は
自
分
の
こ
と
を
こ
の
よ
う
な
「
雁
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、

苦
境
を
乗
り
越
え
た
り
、
被
害
を
避
け
た
り
、
政
治
か
ら
隠
逸
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
心

情
も
う
た
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
李
白
「
鳴
雁
行
」
で
あ
る
。

②
胡
雁
鳴
。
…
一
一
銜w

蘆
枝z

南
飛
散
落w

天
地
間q

…
凌p

霜
觸p

雪
毛
體
枯
。
畏e

逢w

矰
繳q

驚
相
呼
。
聞p

弦
虛
墜
良
可p

吁
。
君
更
彈
射
何
為
乎
。 

（
全
唐
詩
・
巻
一
六
三
）

　

ま
た
、
単
な
る
景
色
と
し
て
、「
蟬
鳴
稻
葉
秋
。
雁
起
蘆
花
晚
」（
全
唐
詩
・
卷
七
七
・
駱

賓
王
「
在w

江
南q

贈w

宋
五
之
問q

」）
の
よ
う
に
、
秋
の
到
来
を
暗
示
す
る
風
物
と
し
て
描
写

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
て
描
か
れ
た
風
物
と
し
て
の
雁
は
叙
情

へ
と
結
び
つ
く
。
例
え
ば
、
惜
別
の
場
面
で
、「
水
雁
銜w

蘆
葉z

沙
鷗w

隱
荻
苗z

客
行

殊
未p

已
。
川
路
幾
迢
迢
」（
全
唐
詩
・
卷
六
一
・
李
嶠
「
和w

杜
學
士q

旅
次w

淮
口q

阻
風
」）
と
詠

ま
れ
た
と
き
、
送
別
側
は
目
の
前
の
葦
を
銜
え
る
雁
な
ど
を
眺
め
な
が
ら
、
旅
人
へ
の
惜

別
の
情
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
他
郷
に
い
る
友
人
へ
の
追
憶
と
し
て
、「
去
年
今
日
逢w

図 1：東漢・「戈射收獲圖」（画像磚）
39.6×46.6cm　四川省博物館蔵

表 1：中国唐詩における「雁」と「葦」

雁 約 1896

雁と葦 89（－11）＝78
うち銜葦 18
鴻 約 943

鴻と葦 33（－10）＝23
うち銜葦 3

雁と芒（ススキ） 7

雁と荻 11

雁と萩 0

葦 約 614

葦と鶴 38（－11）＝27
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君
處z

雁
下
蘆
花
猿
正
號
」（
全
唐
詩
・
卷
六
五
四
・
羅
鄴
「
秋
日
懷w

江
上
友
人q

」）
と
詠
む
と

き
の
詩
人
は
、
秋
の
景
色
を
楽
し
み
な
が
ら
、
つ
い
去
年
と
同
じ
風
景
を
目
に
し
た
他
郷

に
い
る
友
人
を
思
い
出
し
て
い
る
。他
に
、望
郷
の
場
面
で
、「
葦
岸
風
高
宿
雁
驚
。維p

舟

特
地
起w
郷
情q
」（
全
唐
詩
・
卷
七
五
〇
・
李
中
「
泊w

秋
浦q

」）
の
よ
う
に
、
旅
先
で
葦
辺
に

宿
泊
し
、
葦
辺
の
雁
の
姿
を
見
つ
つ
、
寂
し
さ
か
ら
望
郷
の
念
を
か
り
立
て
ら
れ
る
例
も

あ
る
。

　

以
上
か
ら
見
る
と
、「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
表
象
は
、「
銜
葦
雁
」
と

い
う
熟
語
に
か
ら
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
応
じ
た
抒
情
へ
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

一
方
、
日
本
文
学
に
お
い
て
は
、「
葦
」
と
「
鶴
」
が
し
ば
し
ば
組
み
合
わ
せ
さ
れ
て

い
る
。
先
の
表
1
の
よ
う
に
、
唐
詩
に
お
い
て
は
、
三
八
首
数
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち

の
一
一
首
に
お
い
て
は
、「
葦
」
と
「
鶴
」
と
の
関
連
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
両
者

が
組
み
合
わ
さ
れ
た
例
は
実
質
的
に
は
二
七
首
と
い
え
る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
、
上

下
の
二
句
の
内
に
収
め
ら
れ
、
か
つ
明
確
に
「
葦
辺
の
鶴
」
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
の

は
以
下
の
三
首
し
か
な
い
。

③
鶴
唳
蒹
葭
暁
一
作
岸

。
中
流
見w

楚
城z

…
…

 

（
全
唐
詩
・
卷
二
八
〇
・
盧
綸
「
送w
永
陽
崔
明
府q

」）

④
鶴
唳w

天
邊q

秋
水
空
。
荻
花
蘆
葉
起w

西
風z

今
夜
渡p

江
一
作
渡
頭

何
處
宿
。
會
稽
山
在w

月
明
中z

 

（
全
唐
詩
・
卷
三
四
八
・
陳
羽
「
小
江
驛
送w

陸
侍
御q

歸w
湖
上
山q

」）

⑤
小
雪
已
晴
蘆
葉
暗
。
長
波
乍
急
鶴
聲
嘶
。
孤
舟
一
夜
宿w

流
水z

眼
看w
山
頭
月

落p

溪z
 

（
全
唐
詩
・
卷
三
四
八
・
陳
羽
「
夜
泊w

荊
溪q
」）

③
と
④
は
水
辺
で
の
送
別
で
あ
り
、
⑤
は
水
辺
で
の
夜
泊
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
景
色
と
し

て
の
描
写
で
あ
る
が
、
惜
別
の
情
、
あ
る
い
は
一
人
旅
の
寂
し
さ
が
詠
ま
れ
る
。
と
は
い

え
、「
葦
」
と
「
雁
」
の
組
み
合
わ
せ
の
よ
う
に
、
深
い
望
郷
の
念
は
読
み
と
れ
な
い
と

思
わ
れ
る
。
以
上
か
ら
、
唐
詩
に
お
い
て
、「
葦
」
と
「
鶴
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
例
と

し
て
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、「
葦
」
と
「
雁
」
よ
り
は
少
な
く
、
ま
た
望
郷
の
念
を
表
象

す
る
と
は
言
い
が
た
い
よ
う
だ
。

⑵　
﹃
白
氏
文
集
﹄
に
お
け
る
﹁
雁
﹂
と
﹁
葦
﹂

　

平
安
時
代
に
お
い
て
日
本
文
学
に
最
も
影
響
を
与
え
た
詩
人
と
い
え
ば
、
白
居
易
だ
ろ

う
。『
白
氏
文
集
』
に
お
い
て
、「
雁
」
は
七
八
例
、「
葦
」
は
二
六
例
数
え
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
あ
る
程
度
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
白
詩
の
「
雁
」
か
ら
和
文
学
へ
の

継
承
・
影
響
の
例
と
し
て
は
、
ま
ず
、『
大
江
千
里
集
』
の
「
秋
鴻
過
盡
無w

書
信q

」（「
寄w

上
大
兄q

」）、「
塞
鴻
飛
急
覺w

秋
盡q

」（「
晚
秋
夜
」）、
ま
た
『
千
載
佳
句
』
及
び
『
新
撰
朗

詠
集
』
の
「
塞
鴻
聲
急
欲p

霜
天
」（「
贈w

江
客q

」）、
さ
ら
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
雁
點w

青
天q

字
一
行
」（「
江
樓
晚
眺
」）
な
ど
の
詩
句
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
管
見
の
限
り
、
こ
れ
ら
の
「
雁
」
は
確
か
に
「
飛
雁
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」
巻
で
、
八
月
十
五
日
に
光
源
氏
が
「
雁
」

を
め
ぐ
っ
て
、
良
清
た
ち
と
唱
和
す
る
場
面
の
直
前
、「
雁
の
連
ね
て
鳴
く
声
楫
の
音
に

ま
が
へ
る
を
」（
②
二
〇
一
頁
）
で
は
、
雁
の
声
が
楫
の
音
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。
諸
注

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
『
白
氏
文
集
』
の
「
秋
雁
櫓
聲
來
」（
全
唐
詩
・
卷
四
四
七
・

「
河
亭
晴
望
」）
に
基
づ
く
引
詩
表
現
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
先
述
の
岩
井
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
に

よ
る
と
、
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
「
雁
列
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
も
、
白
居
易
か
ら

の
影
響
が
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
、「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み
合
わ
せ
に
関
し
て
は
、
白
詩
に
お
い
て
例
が
見
つ
か

ら
な
い
。
即
ち
、
白
居
易
は
「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
題
材
に
対
し
て
関

心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
元
稹
の
詩
に
も
例
は
見

い
だ
さ
れ
ず
、
劉
禹
錫
は
一
例
、
李
白
は
一
例
、
杜
甫
は
二
例
の
み
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
鴻
」
と
「
葦
」
の
組
み
合
わ
せ
に
関
し
て
は
、
白
詩
に
も
一
例
見
ら
れ
る
。

⑥
江
柳
影
寒
新
雨
地
。塞
鴻
聲
急
欲p

霜
天
。愁
君
獨
向w

一
作
自

沙
頭q

宿
。水
一
作
岸

遶w

蘆
花q

月
滿p

船
。 

（
全
唐
詩
・
卷
四
四
〇
・「
贈q

江
客q

」）

⑥
で
は
、
葦
辺
の
船
に
宿
泊
し
て
い
る
客
人
の
寂
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ

で
の
「
鴻
」
と
「
蘆
」
は
対
句
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
単
な
る
景
色
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
元
稹
と
李
白
で
は
例
が
な
く
、
劉
禹
錫
と
杜
甫
で
は

そ
れ
ぞ
れ
一
例
で
あ
る
。

　

以
上
よ
り
、
白
居
易
が
「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
題
材
に
関
心
を
持
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
節
で
検
討
す
る
和
文
学
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に
お
け
る
「
葦
」
と
「
雁
」
の
組
み
合
わ
せ
が
定
着
し
て
い
な
い
こ
と
と
の
関
連
が
あ
り

そ
う
で
あ
る
が
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

2
　
多
様
な
表
象
を
有
す
る
「
葦
雁
図
」

　

続
い
て
は
、
絵
画
の
方
を
見
て
み
よ
う
。「
葦
雁
図
」
の
発
展
の
歴
史
は
、
周
﹇
二
〇

二
一
﹈
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
魏
晋
南

北
朝
時
代
に
誕
生
し
て
以
来
、
唐
宋
時
代
の
「
院
体
様
式
」、
明
清
時
代
の
「
水
墨
様
式
」、

さ
ら
に
近
代
ま
で
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
て
き
た
中
国
の
花
鳥
画
の
中
で
も
、
最

も
重
要
な
画
題
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
現
存
す
る
絵
画
は
唐
の
時
代
ま
で
し
か

遡
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
多
く
は
記
録
上
の
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、『
歴
代
名
画
記
』

巻
五
に
お
い
て
は
東
晋
・
顧
愷
之
「
鳧
雁
水
鳥
図
」、『
宣
和
画
譜
』
巻
一
に
お
い
て
は
唐
・

閻
立
德
「
沈
約
湖
雁
詩
意
二
」
な
ど
の
よ
う
に
作
者
及
び
作
品
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
唐
代
の
「
牡
丹
蘆
雁
圖
壁
畫
」（
北
京
海
淀
区
博
物
館
蔵
）
の
よ
う
に
、
唐
代
の
墓
室
の

壁
画
は
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、「
雁
」
と
「
葦
」
は
古
代
の
中
国
人
に
と
っ

て
、
生
前
だ
け
で
は
な
く
て
、
死
後
に
も
そ
の
死
体
を
取
り
囲
む
よ
う
に
し
て
描
か
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
文
献
上
に
見
ら
れ
る
図
に
つ
い
て
は
、『
宣
和
画
譜
』
に
お
け
る
「
雁
」
図

と
「
葦
」
図
を
表
2
と
表
3
に
ま
と
め
て
み
た
。
多
く
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
図
の
名

表 2：『宣和画譜』による「雁」図

唐 閻立德 沈約湖雁詩意二
五代 黃筌 霜林雞鴈図二

北宋

宗室叔儺 雪汀驚鴈圖一
徐熙

宿鴈図一
董元一作源 寒塘宿鴈圖三 雪鴈図五
許道寧 江山歸鴈圖三

崔白

煙汀曉鴈図四

嗣濮王宗漢
榮荷宿鴈図一 十鴈図三
●水葒蘆鴈図二 六鴈図二
聚沙宿鴈図二 ●雪蘆雙鴈図三

宗室士䨓

春江落鴈図一 ●雪蘆寒鴈図三
●秋蘆群鴈図一 雪鴈図十三
寒汀雪鴈図一

崔悫
●蘆鴈図三

雪汀群鴈図一 雪竹寒鴈図一
雪汀百鴈図一 武臣劉永年 ●蘆鴈図四
梅汀落鴈図一

武臣吳元瑜

秋汀落鴈図二
寒林雪鴈図一 平沙落鴈図一
雪鴈図一 ●雪蘆寒鴈図一

宗婦曹氏 雪鴈図一 雪鴈図二
宗室孝穎 雪汀宿鴈図二 雪梅寒鴈図二
宗室仲僩 雪天晓鴈图一 江梅落鴈図二

丘慶餕
●秋蘆鴈鵝図三 落鴈図二
鴈鵝図二 宋宗室令穰 江汀集鴈図一

表 3：『宣和画譜』による「葦」図

五代
郭乹暉

蘆棘鶉鷂図一
黃筌

蘆花鸂𪆟図二
棘蘆図一 蘆花鸂𪆟図二

鍾隱 寒蘆鶉鷂図二 竹蘆図一

北宋

嗣濮王宗漢 ●水葒蘆鴈図二

崔白

蘆塘野鴨図二

宗室士䨓
●秋蘆群鴈図一 蘆岸遊鵝図二
蘆渚會禽図一 蘆鴨図二

黃居寀
蘆菊図一 ●雪蘆雙鴈図三
蘆花寒菊鷺鵜図四 ●雪蘆寒鴈図三

丘慶餕 ●秋蘆鴈鵝図三
崔悫

●蘆鴈図三

徐熙
寒蘆雙鷺図三 寒蘆雪鷺図二
寒蘆雙鴨図二 武臣劉永年 ●蘆鴈図四
蘆鴨図二 武臣吳元瑜 ●雪蘆寒鴈図一

徐崇嗣 蘆鴨図二 内臣樂士宣 秋岸蘆鵝図一
唐希雅 蘆鴨図二 親王皇叔端獻王頵 水墨蘆竹図二
易元吉 蘆花群猿図一 武臣梁師閔一作士閔 蘆汀密雪图一

表 4：『宣和画譜』によるまとめ

雁 88

20
林、荷花、オオケタデ（大毛蓼）、梅、雪

葦 59

ハシタカ・鴛鴦・鷺・アヒル・鴨・猿
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前
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
の
動
物
と
植
物
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
ま
た
ど
の
季
節
が
描
か

れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
な
お
、
表
2
と
表
3
で
●
を
つ
け
た
部
分
は

共
通
し
て
い
る
要
素
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
秋
だ
け
で
は
な
く
て
、
雪
景
色
と
一
緒

に
描
か
れ
る
例
も
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
表
4
に
数
と
し
て
示
し
た
よ
う
に
、

「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み
合
わ
せ
は
あ
わ
せ
て
二
十
の
図
に
達
し
て
い
る
か
ら
、「
雁
」
と

「
葦
」
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
関
わ
り
の
深
い
存
在
だ
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
例
え
ば
、
現
存
す
る
中
で
も
最
初
の
葦
雁
図
で
あ
る
唐
・
伝
韋
鑒
「
葦
雁
図
」、

唐
・
伝
王
維
「
長
江
積
雪
図
」、
北
宋
・
崔
白
「
蘆
汀
宿
雁
図
」
な
ど
の
構
図
か
ら
は
、

一
羽
、
二
羽
、
三
羽
、
さ
ら
に
群
れ
の
雁
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
葦
雁
図
」
の
表

象
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
。
こ
こ
で
は
、
二
種
類
の

表
象
に
関
す
る
論
に
言
及
す
る
。
ま
ず
は
北
宋
の
『
宣
和
画
譜
』
の
卷
第
十
五
、「
花
鳥

叙
論
」
の
画
論
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

故
花
之
於
牡
丹
芍
藥
、
禽
之
於
鸞
鳳
孔
翠
、
必
使e

之w

富
貴z

而
松
竹
梅
菊
鷗
鷺
鴈

鶩
、
必
見e

之w

幽
閒z

（
筆
者
訳
＝
従
っ
て
、
花
の
中
で
も
牡
丹
と
芍
薬
を
描
く
時
、
ま
た
鳥

の
中
で
も
鸞
鳥
と
鳳
凰
、
ま
た
孔
雀
を
絵
に
描
く
時
は
、
そ
の
あ
で
や
か
な
容
姿
を
表
現
す
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
植
物
の
松
、
竹
、
梅
、
菊
、
鳥
の
鴎
、
白
鷺
、
雁
、
家あ

ひ
る鴨
を
描
く
時
は
、
そ
の
し

と
や
か
で
奥
ゆ
か
し
い
態
度
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。）

　

傍
線
部
に
よ
う
に
、
雁
は
「
し
と
や
か
で
奥
ゆ
か
し
い
態
度
」
を
表
象
す
る
と
さ
れ
て

い
る
。
一
方
、
南
宋
に
な
っ
て
か
ら
、
南
に
逃
げ
た
文
人
た
ち
は
「
葦
雁
図
」
を
描
い
た

り
、
鑑
賞
し
た
り
す
る
際
に
、
心
境
の
変
化
を
起
こ
し
、
特
に
冬
の
寂
し
い
葦
辺
の
雁
を

見
る
と
、
望
郷
の
念
を
か
き
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
郭
﹇
二
〇
一
九
﹈
の

指
摘
に
よ
れ
ば
南
宋
の
「
葦
雁
図
」
で
は
、
国
を
失
っ
た
悲
し
み
と
怒
り
さ
え
も
表
現
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
民
俗
上
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
張
﹇
一
九
九
〇
﹈、
及
び
常
﹇
二

〇
一
五
﹈
に
基
づ
き
、
以
下
の
三
説
に
整
理
し
て
み
た
。

㈠
「
銜
蘆
」（
Xián 

lú
）
は
「
銜
禄
」（
Xián 

lù
）
と
声
調
が
異
な
る
に
し
て
も
、
ほ
ぼ
同
音
と

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
北
か
ら
帰
っ
て
く
る
雁
は
、「
禄
」（
富
）
を
持
っ
て
く
る
こ

と
を
連
想
さ
せ
る
。

㈡
葦
の
初
期
段
階
は
、「
葭
」（
jiā
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
「
甲
」（
jiǎ
）
と
声
調
が

異
な
る
が
、
同
音
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
雁
は
吉
祥
の
鳥
で
、
君
子
が
求
め
る
信
・

礼
・
節
・
智
を
表
象
す
る
。
ま
た
、
同
音
の
発
想
か
ら
、
雁
は
「
鳴
き
声
」
に
長
け

る
か
ら
、「
鳴
」
の
代
表
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
鳴
」（
míng
）
は
「
名
」（
míng
）
と

同
じ
発
音
で
、「
名
声
」「
成
名
」（
成
功
）
を
連
想
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
葦
雁
」

は
「
葭
」
と
「
鳴
」
を
合
わ
せ
て
、「
一
甲
一
名
」
に
な
り
、「
金
榜
題
名
」（
科
挙
合

格
）
を
連
想
さ
せ
る
。
当
然
科
挙
試
験
に
合
格
し
た
い
文
人
た
ち
の
中
で
流
行
っ
て

い
る
。

㈢
科
挙
試
験
の
最
後
の
御
前
試
験
の
結
果
は
、
宮
中
で
皇
帝
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
後

で
、
宮
殿
の
外
で
待
っ
て
い
る
試
験
生
に
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
伝
臚
」

と
呼
ば
れ
、
つ
ま
り
、
名
前
を
唱
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
発
音
か
ら
「
銜
蘆
」

（
Xián 

lú
）
は
「
伝
臚
」（

Chuán 

lú
）
を
も
連
想
さ
せ
う
る
ゆ
え
に
、
科
挙
の
成
功
を
暗
示
す

る
縁
起
物
に
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
い
ず
れ
も
、
縁
起
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
重
要
な
こ

と
は
同
音
の
つ
な
が
り
で
、
科
挙
の
成
功
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
唐
詩
に
お
い

て
も
、
科
挙
に
参
加
す
る
友
人
に
、「
辭p

郷
且
伴w

一
作
離
山
且
作

銜
蘆
雁z

入p

海
終
為w

戴
角

魚q

」（
全
唐
詩
・
卷
五
五
一
・
盧
肇
「
別w

宜
春q

赴p

舉
」）
と
詠
み
、
縁
起
物
の
「
銜
葦
雁
」

と
共
に
「
戴
角
魚
」
を
並
べ
て
、
登
竜
門
を
越
え
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
を
込
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
例
か
ら
、
科
挙
試
験
に
合
格
し
た
い
文
人
た
ち
の
間
で
流
行
っ
て
い
る
こ
と
も

想
像
で
き
よ
う
。
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
同
音
に
よ
る
表
象
は
、
科
挙
試
験
が
定

着
し
て
い
な
い
日
本
の
人
々
に
と
っ
て
は
最
も
理
解
し
づ
ら
く
、
受
け
入
れ
に
く
い
と
こ

ろ
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
の
中
国
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
中
国
に
お
い
て

は
、
文
学
だ
け
で
は
な
く
て
、
絵
画
に
お
い
て
も
「
葦
雁
図
」
と
い
う
花
鳥
画
の
一
種
が

テ
ー
マ
と
し
て
定
着
し
、
描
き
続
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
学
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」

の
組
み
合
わ
せ
の
表
象
は
、「
銜
葦
雁
」
と
い
う
熟
語
か
ら
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
も
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
絵
画
に
お

け
る
「
雁
」
と
「
葦
」
の
表
象
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
定
説
が
見
ら
れ
な
い
が
、

民
俗
学
的
に
は
「
し
と
や
か
で
奥
ゆ
か
し
い
態
度
」、
あ
る
い
は
科
挙
の
縁
起
物
な
ど
を

意
味
し
て
い
る（（
（

。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
複
雑
で
多
様
な
表
象
は
、「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み

合
わ
せ
が
、
中
国
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
貴
族
の
間
だ
け
で
は
な
く
て
、
民
間
人
に
も
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愛
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
日
本
に
お
い
て
は
、
ど

う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
検
討
し
よ
う
。

二
、
日
本
文
学
お
よ
び
絵
画
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」

1
　
漢
詩
及
び
和
歌
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」

⑴　

日
本
漢
詩
に
お
け
る
独
特
な
組
み
合
わ
せ

　

日
本
に
お
い
て
「
雁
」
と
「
葦
」
は
『
万
葉
集
』
の
時
代
か
ら
数
多
く
読
ま
れ
て
お
り
、

古
典
文
学
に
お
い
て
重
要
な
動
物
と
植
物
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
表
5
の
「
日
本
漢
詩
と

和
歌
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」」
は
主
に
勅
撰
集
な
ど
の
用
例
数
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
程
度
以
上
詠
ま
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
し
か
し
、

「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み
合
わ
せ
は
漢
詩
五
例
と
和
歌
四
例
で
、
あ
わ
せ
て
九
例
し
か
確

認
で
き
な
い
。
ま
ず
は
、
漢
詩
の
五
首
を
見
て
み
よ
う
。

⑦
…
寒
蟬
唱
而
柳
葉
飄
。
霜
鴈
度
而
蘆
花
落
。
…

 

（
懐
風
藻
・
五
二
・
山
田
三
方
・
秋
日
於
長
屋
王
宅
宴
新
羅
客　

序
）

⑧
…
蘆
洲
未w

低p

雁q　

芳
餌
自
群p

魚
…

 

（
凌
雲
集
・
藤
原
冬
嗣
・
神
泉
苑
雨
中
眺
矚
、
應
製
一
首
）

⑨
…
燕
背p

巢
而
北
去　

鴻
含p

蘆
以
南
征
…

 

（
經
國
集
・
卷
第
一　

賦
類
・
重
陽
節
神
泉
苑
賦
秋
可
哀
・
良
安
世
）

⑩
…
寒
園
柳
落
蟬
聲
斷　

晚
浦
蘆
枯
雁
鬱
悲
…

 

（
經
國
集
・
卷
第
一　

賦
類
・
重
陽
節
神
泉
苑
賦
秋
可
哀
・
菅
原
清
公
）

⑪
…
來
燕

p

泥
賀p

宇
入　

歸
鴻
引p

蘆
迥
赴p

瀛
…

 

（
万
葉
集
・
巻
十
七
・
三
九
七
五
・
大
伴
家
持
・
七
言
一
首
）

　

⑦
〜
⑩
は
秋
で
あ
り
、
⑪
は
春
の
景
色
で
あ
る
。
⑦
と
⑩
で
は
、
秋
の
寂
し
い
風
景
と

し
て
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
長
屋
王
宅
と
神
泉
苑
の
宴
席
で
読
ま
れ
た
漢
詩
文
で
あ
る
か

ら
、
詩
文
の
最
後
は
や
は
り
長
屋
王
と
天
子
へ
の
讃
美
で
結
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
⑦
と

⑩
の
上
下
の
二
句
は
い
ず
れ
も
対
句
と
な
っ
て
い
て
、「
葦
（
蘆
）・
雁
」
は
そ
れ
ぞ
れ

「
柳
・
蝉
」
と
対
比
し
て
お
り
、
常
套
的
な
表
現
と
見
ら
れ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
中
国

の
唐
詩
で
は
、「
高
柳
即
聞p

蟬
」（
全
唐
詩
・
卷
五
二
六
・
杜
牧
「
惜p

春
」）
の
よ
う
な
「
柳
」

と
「
蝉
」
の
組
み
合
わ
せ
、「
葦
」
と
「
雁
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
中
に
、
例
え
ば
、

「
蟬
鳴
稻
葉
秋
。
雁
起
蘆
花
晚
」（
全
唐
詩
・
卷
七
七
・
駱
賓
王
「
在w

江
南q

贈w

宋
五
之
問q

」）

の
よ
う
な
「
蝉
」
と
「
雁
」
の
対
比
、
ま
た
「
塞
蘆
隨w

雁
影z

關
柳
拂w

駝
花q

」（
全
唐
詩
・

卷
三
三
三
・
楊
巨
源
「
送w

殷
員
外q

使w

北
蕃q

」）
の
よ
う
な
「
葦
（
蘆
）」
と
「
柳
」
の
対
比
が

見
ら
れ
る
が
、
⑦
と
⑩
の
よ
う
に
、
こ
の
四
つ
が
同
時
に
対
句
に
な
っ
て
い
る
例
は
見
当

た
ら
な
い
。

　

⑧
は
、
葦
の
生
え
る
洲
で
は
未
だ
に
雁
が
低
下
し
て
飛
ん
で
こ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

る
か
ら
、実
際
に
は
雁
は
い
な
い
。そ
れ
に
、「
低
雁
」
と
い
う
文
言
は
唐
詩
に
お
い
て
は
、

「
迴
磧
星
低p

雁
。
孤
城
月
伴p

僧
」（
全
唐
詩
・
卷
七
二
一
・
李
洞
「
蕃
寇
侵
逼w

南
歸
道
中q

」）

の
一
首
し
か
見
い
だ
さ
れ
な
い
。

⑵　

日
本
に
お
け
る
﹁
銜
蘆
雁
﹂

　

⑨
の
「
鴻
含
葦
」（
葦
を
含
む
）、
⑪
の
「
鴻
引
蘆
」（
葦
を
引
き
ず
る
）
は
意
味
が
通
じ
る

も
の
の
、
唐
詩
に
お
い
て
は
「
含
葦
」「
引
蘆
」
と
い
う
詩
語
さ
え
見
当
た
ら
な
い
。『
新

撰
字
鏡
』
で
は
、「
銜
」
が
「
…
同
含
也
…
」
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、「
含
」
と
同
じ
意
味

で
読
み
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
「
銜
蘆
」
を
「
含
葦
」

表 5：日本漢詩と和歌における「雁」と「葦」

種類 作品名
雁

葦 両者を
含む詩歌雁 鴻

漢詩

懐風藻 8 1 1

凌雲集 6 4 2 1

文華秀麗集 15 1 3

経国集 16 8 4 2

万葉集 1 1 1

45 14 11 5

和歌

万葉集 66 39 3

古今 19 2 1

後撰 19 6

拾遺 9 9

後拾 6 10

金葉 0 3

詞花 3 2

千載 3 4

新古今 18 16

143 91 4



日
中
の
古
典
文
学
と
絵
画
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」

（57）350

と
詠
ん
だ
の
は
一
理
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
⑪
の
「
引
」
に
関
し
て
は
、
上
句
の
「
」

と
対
比
に
な
っ
て
い
る
。
唐
詩
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
対
比
は
僅
か
な
が
ら
、「
仙

雞
引p
敵
穿w

紅
藥z

宮
燕
銜p

泥
落w

綺
疏q

」（
全
唐
詩
・
卷
二
三
九
・
錢
起
「
宴w

曹
王
宅q

」）

の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
銜
蘆
雁
」
に
関
し
て
は
、
平
安
時
代
ま
で
の
日
本
漢
詩
文
及
び
和
歌
を
調
べ

た
と
こ
ろ
、
以
下
の
三
首
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
次
の
⑫
は
『
新
撰
万
葉
集
』

に
収
め
ら
れ
た
和
歌
と
そ
れ
に
対
応
す
る
漢
詩
で
あ
る
。

⑫
〔
歌
一
五
三
〕

夜
を
寒
み
衣
か
り
が
ね
鳴
く
な
へ
に
萩
の
下
葉
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
り

〔
詩
一
五
四
〕

寒
露
初
降
秋
夜
冷　

芽
花
艶
艶
葉
零
零　

雁
音
頻
叫
銜p

蘆
処　

幽
感
相
干
傾w

緑

醽q 

（
新
撰
万
葉
集
・
七
七
）

⑬
数
行
書
信
属w

誰
家q　

秋
雁
南
翔
一
道
斜　

処
々
雲
箋
多w

字
点q　

連
々
鳥
跡
幾
文

遮　

如e

繙w

魯
壁
塵
中
簡q　

似e

著w

胡
城
月
下
笳q　

万
田
伝
来
応w

感p

徳q　

銜p

蘆
遠
□
□
□
□ 
（
江
吏
部
集
・
一
三
八
・
大
江
匡
衡
）

⑭
古
の　

そ
の
玉
章
は　

か
け
ず
し
て　

芦
を
ふ
く
め
る　

雁
の
使
か

 

（
久
安
百
首
・
五
七
六
・
隆
季
）

　

⑫
の
和
歌
は
雁
が
ね
に
よ
っ
て
、
萩
の
下
葉
が
色
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
常
套
的
な
描
写

で
あ
る
か
ら
、「
雁
」
と
の
組
み
合
わ
せ
は
「
葦
」
よ
り
、
む
し
ろ
「
萩
」
の
ほ
う
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
⑬
に
関
し
て
、
大
江
匡
衡
の
「
江
吏
部
集
」
は
周
知
の
通
り
、
中

国
の
類
書
や
『
千
載
佳
句
』
を
手
本
に
し
た
も
の
な
の
で
、
雁
と
よ
く
取
り
合
わ
せ
ら
れ

る
「
書
」、「
鳥
跡
」、「
胡
城
」、「
月
下
笳
」
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
詠
み
込
ん
で
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
銜
蘆
雁
」
に
し
て
も
、
⑬
の
上
句
の
「
万
田
」
と

組
み
合
わ
せ
さ
れ
て
い
る
。
唐
詩
に
お
い
て
も
「
田
」
と
「
雁
」
の
組
み
合
わ
せ
は
見
ら

れ
る
が
、
多
数
は
「
沙
雁
噪w

河
田q

」（
全
唐
詩
・
卷
一
九
八
・
岑
參
「
宿w

東
谿
王
屋
李q

隱
者
」）、

「
湖
田
穀
一
作
稲

熟
雁
來
時
」（
全
唐
詩
・
卷
六
九
二
・
杜
荀
鶴
「
辭w

楊
侍
郎q

」）、「
水
田
秋
雁
下
」

（
全
唐
詩
・
卷
一
四
八
・
劉
長
卿
「
龍
門
八
詠
・
石
樓
」）
の
よ
う
に
、
水
辺
の
田
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
⑬
の
「
万
田
」
と
「
雁
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、『
伊
勢
物
語
』

第
十
段
（「
た
の
む
の
雁
」）
に
お
け
る
「
田
の
む
の
雁
」
か
ら
の
影
響
で
は
な
か
ろ
う
か
と

思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
「
銜
蘆
雁
」
が
、
前
節
で
言
及
し
た
『
淮
南
子
』

脩
務
訓
の
「
銜p

蘆
而
翔
。
以
備w

矰
弋q

」
の
よ
う
に
、
い
ぐ
る
み
か
ら
身
を
守
り
、
危

険
を
避
け
る
と
い
う
意
味
を
表
す
こ
と
が
一
切
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
日
本
漢
詩
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」
は
、
漢
文
学
か
ら
の
影
響
が
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
唐
詩
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
使
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
文
言
と

の
組
み
合
わ
せ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。ま
た
、漢
文
学
の
「
雁
」
と
「
葦
」

で
は
重
要
な
「
銜
蘆
雁
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
が
受
容
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。

⑶　

上
代
に
お
け
る
﹁
葦
辺
の
雁
﹂

　

続
い
て
は
、
⑵
以
外
で
「
雁
」
と
「
葦
」
を
組
み
合
わ
せ
た
四
首
の
和
歌
を
と
り
あ
げ

る
。⑮

葦
辺
な
る 

荻
の
葉
さ
や
ぎ 

秋
風
の 

吹
き
来
る
な
へ
に 

雁
嗚
き
渡
る

 

（
一
に
云
ふ
、「
秋
風
に　

雁
が
音
聞
ゆ　

今
し
来
ら
し
も
」）（
万
葉
集
・
巻
十
・
二
一
三
四
）

⑯
お
し
て
る　

難
波
堀
江
の　

葦
辺
に
は　

雁
寝
た
る
か
も　

霜
の
降
ら
く
に

 

（
万
葉
集
・
巻
十
・
二
一
三
五
）

⑰
葦
辺
行
く 

雁
の
翼
を 

見
る
ご
と
に 

君
が
帯
ば
し
し 

投
矢
し
思
ほ
ゆ

 

（
万
葉
集
・
巻
十
三
・
三
三
四
五
）

⑱
葦
辺
よ
り 

雲
ゐ
を
さ
し
て 

行
く
雁
の 

い
や
と
ほ
ざ
か
る 

わ
が
身
か
な
し
も

 

（
古
今
集
・
恋
・
十
五
・
八
一
九
）

　

先
の
表
5
に
示
し
た
よ
う
に
、
勅
撰
和
歌
集
に
お
い
て
は
、『
後
撰
集
』
以
後
は
見
当

た
ら
な
い
。
四
首
と
も
に
、「
葦
辺
」
と
い
う
文
言
が
共
通
し
て
い
る
が
、
唐
詩
以
前
の

漢
詩
文
に
し
て
も
、
唐
詩
に
し
て
も
、
こ
の
文
言
は
見
出
せ
な
い
。「
葦
が
生
え
る
所
」

と
し
て
、
唐
詩
に
お
い
て
は
「
葦
洲
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
宿
雁
下w

蘆
洲q

」

（
全
唐
詩
・
卷
七
九
・
駱
賓
王
「
晚
泊w

江
鎮q

」）
の
よ
う
に
雁
が
葦
洲
に
降
り
て
き
た
様
子
、

ま
た
、「
長
伴w

漁
翁q

宿w

葦
洲q

」（
全
唐
詩
・
卷
六
七
七
・
鄭
谷
「
鶴
」）
の
よ
う
に
鶴
が
漁

翁
と
共
に
、
葦
洲
に
宿
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
葦
辺
」
は
完
全
な
万

葉
用
語
と
し
て
考
え
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
和
歌
で
よ
く
読
ま
れ
て
い
る

「
葦
鶴
」
も
「
葦
鴨
」
も
唐
詩
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
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そ
れ
に
、
⑮
は
「
葦
」
よ
り
「
荻
」
の
方
が
「
雁
」
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
な

お
、
⑯
の
歌
に
お
い
て
、
難
波
の
葦
辺
は
雁
の
生
息
地
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
が
、「
雁

寝
た
る
か
も
」
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
雁
の
姿
も
見
え
ず
声
も
し
な
い
が
、
寝
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
と
想
像
し
て
い
る
。
⑰
は
防
人
の
妻
の
詠
作
か
と
さ
れ
る
挽
歌
の
反
歌
で

あ
る
。「
雁
の
翼
」
を
見
る
ご
と
に
、
夫
の
投
げ
矢
が
思
わ
れ
る
と
い
う
、
夫
と
死
別
し

た
妻
の
経
験
譚
か
も
し
れ
な
い
。

　

⑱
の
恋
歌
に
つ
い
て
、
片
桐
﹇
一
九
九
八
﹈
は
、
こ
の
歌
の
初
句
の
「
葦
辺
よ
り
」
か

ら
、「
い
や
遠
ざ
か
る
」、「
〜
か
な
し
も
」
の
ま
と
め
方
ま
で
、「『
万
葉
集
』
に
き
わ
め

て
多
い
形
で
あ
る
。
ど
の
歌
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
万

葉
的
世
界
の
影
響
が
全
体
に
及
ん
で
い
る
歌
だ
と
言
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
か

ら
み
る
と
、
こ
の
四
首
の
和
歌
は
全
て
上
代
の
和
歌
と
し
て
考
え
て
も
良
い
の
で
は
な
い

か
。

　

ま
た
時
代
が
下
り
、
平
安
後
期
に
な
る
と
、
以
下
の
一
首
が
見
ら
れ
る
。

刑
部
卿
頼
輔
朝
臣
家
歌
合
、
帰
雁
を

⑲
難
波
潟
連
ね
て
帰
る
雁
が
ね
は
同
じ
文
字
な
る
葦
手
な
り
け
り

 
（
惟
宗
広
言
集
・
十
九
）

た
だ
し
、「
雁
」
と
の
組
み
合
わ
せ
は
「
葦
」
と
い
う
よ
り
も
「
葦
手
」
で
あ
る
。
渡
邉
﹇
二

〇
〇
七
﹈
は
、
葦
と
「
帰
雁
を
組
み
合
わ
せ
る
例
は
大
変
珍
し
く
」、
本
文
⑲
以
外
に
「
他

に
先
行
例
が
見
出
せ
な
い
」
こ
と
か
ら
、「
伝
統
的
な
組
み
合
わ
せ
で
は
な
い
」
と
指
摘

し
て
い
る（（
（

。

　

こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
て
み
る
と
、「
葦
」
と
「
雁
」
の
組
み
合
わ
せ
は
和
文
学
、特
に
『
古

今
集
』
以
後
の
和
歌
文
学
に
定
着
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
上
代
に
は
見
ら

れ
る
が
、
平
安
時
代
に
は
皆
無
に
近
い
。
一
方
、
⑭
の
『
久
安
百
首
』、
⑲
の
『
惟
宗
広

言
集
』
は
平
安
末
期
の
成
立
な
の
で
、
三
百
年
以
上
の
空
白
が
あ
り
、
詠
ま
れ
な
い
時
期

が
非
常
に
長
い
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
日
本
漢
詩
で
は
、
対
句
に
見
え
る
「
雁
」
と
「
葦
」

の
対
応
、
中
国
の
「
銜
蘆
雁
」
に
由
来
す
る
「
鴻
含
蘆
」、「
鴻
引
蘆
」
と
い
っ
た
表
現
な

ど
が
漢
文
学
の
影
響
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
和
歌
文
学
で
は
漢
文
学
の
影
響

は
薄
く
、
む
し
ろ
「
葦
辺
の
雁
」
と
い
う
日
本
独
自
の
発
想
で
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、日
本
漢
詩
と
和
歌
に
お
け
る
使
い
方
の
住
み
分
け
が
み
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

2
　
絵
画
に
お
い
て
季
節
を
異
に
す
る
「
雁
」
と
「
葦
」

⑴　

春
の
﹁
帰
雁
﹂、
秋
の
﹁
来
雁
﹂

　

一
方
、
絵
画
に
つ
い
て
は
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
平
安
後
期
ま
で
の
現
存
す
る
作
品
が

そ
も
そ
も
少
な
い
こ
と
も
関
係
す
る
が
、「
葦
」
と
「
雁
」
の
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
絵
画

は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
か
を
見
て
み

よ
う
。

　

ま
ず
は
、「
雁
」
図
で
あ
る
。
平
安
時
代
後
期
ま
で
の
雁
図
は
管
見
の
限
り
、
国
宝
『
源

氏
物
語
絵
巻
』「
横
笛
」、「
鈴
虫
（
一
）」、「
夕
霧
」、「
宿
木
（
三
）」
と
「
東
屋
（
二
）」

の
画
中
画
以
外
に
、「
楓
蘇
芳
染
螺
鈿
槽
琵
琶
」（
正
倉
院
蔵
）
に
お
け
る
雁
列
と
「
信
貴

山
縁
起
絵
巻
」（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）
に
お
け
る
信
貴
山
を
飛
ぶ
雁
列
の
二
つ
し
か
な

い
。
そ
れ
に
、
小
川
﹇
一
九
九
七
﹈
の
指
摘
に
よ
る
と
、
正
倉
院
の
絵
は
岩
塊
、
断
崖
及

び
雁
の
之
の
字
の
飛
び
方
な
ど
の
面
か
ら
、「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
に
影
響
を
与
え
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
倉
院
の
「
雁
」
は
水
辺
か
ら
飛
び
始
め
て
い
る
が
、

対
照
的
に
、「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
雁
は
た
だ
山
の
上
空
を
飛
ん
で
い
る
。
要
す
る
に
、

中
国
の
雁
の
飛
び
方
を
模
倣
し
て
は
い
て
も
、
水
辺
の
雁
は
や
は
り
当
時
の
大
和
絵
に
は

受
容
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

続
い
て
「
葦
」
図
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
後
期
ま
で
、
国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』「
東

屋
（
一
）」
の
画
中
画
以
外
に
、「
中
品
上
生
」
部
分
（
平
等
院
蔵
）
と
「
華
厳
五
十
五
所
絵

巻
」（
奈
良
東
大
寺
蔵
）
の
二
つ
し
か
な
い
。
平
等
院
の
図
で
は
、
明
ら
か
に
「
雪
景
色
」

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
華
厳
五
十
五
所
絵
巻
」
の
当
該
部
分
の
詞
書
か
ら
見

れ
ば
、「
葦
」
と
の
関
連
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
葦
に
鶴
」
は
単
な
る
水

辺
の
景
色
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
季
節
は
恐
ら
く
冬
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
現
存
作
品
が
少
な
い
た
め
、
文
献
上
の
記
録
も
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
春

の
「
帰
雁
」
に
関
し
て
、
家
永
﹇
一
九
九
八
﹈
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
雁
の
あ
ま
た
雲
を
は
る
か
に
と
び
ゆ
く
か
た
」
又
は
「
は
る
が
す
み
と
び
わ
け
い

ぬ
る
」
雁
の
列
を
画
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
は
「
旅
人
の
道
に
あ
り
て
帰
雁
の

雲
に
」、「
は
な
を
を
し
む
と
こ
ろ
に
か
り
な
く
」
と
云
ふ
如
く
、
旅
人
等
の
人
物
を

中
心
に
、
こ
の
人
物
が
眺
め
た
る
雁
の
姿
を
画
く
と
云
ふ
形
を
も
つ
て
ゐ
た
。

右
に
述
べ
ら
れ
る
通
り
、
雁
は
雁
の
列
と
し
て
、
旅
人
、
花
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
家
永
﹇
一
九
九
八
﹈
及
び
田
島
﹇
二
〇
〇
七
﹈
の
挙
げ
る
用
例
で
は
、
他
に
春
霞
、

空
、
山
田
と
一
緒
に
詠
ま
れ
て
い
る
和
歌
も
見
え
る
。
そ
の
う
ち
、「
花
」
の
用
例
は
一

例
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
桜
以
外
の
植
物
は
全
く
見
え
な
い
。
興
味
深
い
の
は
雁
と
水
辺

の
網
が
一
緒
に
詠
ま
れ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

網
ひ
く
所

⑳
水
底
に
沈
め
る
網
も
あ
る
も
の
を
か
け
も
と
ど
め
ず
帰
る
雁
が
ね 

（
高
遠
集
・
二
八
）

た
だ
し
、
和
歌
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
故
郷
へ
帰
る
雁
を
引
き
と
ど
め
た
い
気
分
な
の
で
、

や
は
り
飛
雁
の
は
ず
だ
ろ
う
。

　

続
い
て
は
、
秋
の
来
雁
で
あ
る
。
家
永
﹇
一
九
九
八
﹈
は
「
秋
雁
」
を
以
下
の
よ
う
に

ま
と
め
て
い
る
。

「
う
ゑ
し
袖
ま
だ
も
ひ
な
く
に
秋
の
田
を
か
り
が
ね
さ
へ
ぞ
な
き
わ
た
る
な
る
」
の

如
く
山
田
の
上
を
飛
び
ゆ
く
雁
の
列
や
、
又
「
旅
行
人
あ
り
、
雁
な
く
」、「
馬
に
の

れ
る
人
ゆ
く
、
空
の
霧
の
中
に
雁
な
き
て
わ
た
る
、
野
に
狩
す
る
人
あ
り
」
の
如
く

こ
れ
を
見
る
旅
人
や
猟
す
る
人
も
併
せ
画
か
れ
た
。
こ
の
飛
雁
の
列
は
「
水
く
き
の

跡
か
と
み
ゆ
る
」（
源
順
集
）
如
く
点
々
と
画
か
れ
、
こ
れ
に
雲
を
書
き
添
へ
る
こ

と
も
あ
つ
た
ら
し
。
時
に
は
地
上
の
景
物
を
切
断
し
て
「
雲
を
は
る
か
に
と
び
ゆ
く
」

雁
列
の
み
を
画
い
た
場
合
も
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
飛
雁
は
こ
れ
を
主
題
と
す
る
も

の
の
外
、
山
水
画
に
情
趣
を
加
へ
る
景
物
と
し
て
屢
々
図
中
に
点
在
さ
れ
た
。

　

傍
線
部
（
筆
者
に
よ
る
）
に
見
え
る
よ
う
に
、
家
永
氏
も
秋
霧
、
旅
行
者
、
秋
の
田
と
一

緒
に
詠
ま
れ
て
い
る
飛
雁
に
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
、
家
永
﹇
一
九
九
八
﹈
及
び
田
島
﹇
二

〇
〇
七
﹈
の
挙
げ
る
用
例
に
よ
る
と
、
他
に
秋
風
、
天
雲
、
早
稲
田
と
一
緒
に
詠
ま
れ
て

い
る
。さ
ら
に
胡
雁
も
常
世
の
雁
を
詠
む
例
も
見
ら
れ
る
。な
お
、周
知
の
よ
う
に
、「
雁
」

と
「
萩
」
の
組
み
合
わ
せ
は
和
歌
で
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
屏
風
絵
に
お
い
て
は
、
一
例
も

見
え
な
い
。
ち
な
み
に
、
屏
風
絵
に
お
い
て
は
、
萩
に
対
す
る
動
物
の
ペ
ア
は
鹿
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
も
、
日
本
の
和
歌
と
大
和
絵
の
相
違
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

⑵　

冬
の
﹁
葦
﹂、
春
の
﹁
葦
の
下
根
（
芽
（﹂

　

最
後
は
葦
で
あ
る
。
家
永
﹇
一
九
九
八
﹈
は
表
6
の
貫
之
の
歌
を
引
用
し
な
が
ら
、「
有

名
な
難
波
の
葦
刈
を
画
い
た
も
の
で
あ
る
。
稲
刈
が
豊
熟
の
秋
の
よ
ろ
こ
び
を
示
す
の
に

対
し
て
、
茅
屋
に
焚
か
ん
が
た
め
刈
り
積
ま
れ
た
葦
の
束
は
侘
し
い
冬
の
感
じ
を
表
現
す

る
に
適
し
て
ゐ
た
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
難
波
の
葦
は
確
か
に

家
永
氏
の
述
べ
た
通
り
、
冬
景

色
（
十
一
月
）
と
し
て
、
侘
し

さ
を
表
象
し
て
い
る
。
一
方
、

表
6
の
よ
う
に
、
春
の
葦
の

芽
、
鶴
、
網
手
と
の
組
み
合
わ

せ
も
描
か
れ
て
お
り
、
春
の
到

来
を
謳
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
文
献
上
に
お
い
て

は
、「
雁
」
と
「
葦
」
は
同
じ

屏
風
で
描
か
れ
た
場
合
も
あ

る
。
表
7
で
は
、
三
つ
の
屏
風

を
あ
げ
て
い
る
。
⑴
の
十
二
ヶ

月
に
わ
た
る
屏
風
絵
に
お
い
て

は
、
七
月
が
雁
で
、
十
一
月
が

葦
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
⑵

の
名
所
絵
に
お
い
て
は
、
難
波

の
葦
と
佐
保
山
の
雁
に
な
っ
て

い
る
。
⑶
は
同
じ
水
辺
に
し
て

も
、
や
は
り
別
々
の
図
面
に

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
雁
」

と
「
葦
」
は
、
同
じ
屏
風
に
含

ま
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

セ
ッ
ト
と
し
て
同
じ
場
面
に
描

か
れ
る
こ
と
は
な
い
。

表 6：冬の「葦」、春の「葦の下根（芽）」

歌集 巻 番号 屏風の紹介 詞書 和歌

冬
貫之 二 159 延長二年五月、中宮の御屏

風の和歌　廿六首 十一月、葦刈り積みたる所 難波女の衣ほすとて刈りてた
く葦火の煙たたぬ日ぞなき

信明 Ⅰ 6 天暦八年村上天皇名所屏風 難波 我恋は難波の葦のうらなれや
波のよるよるそよと聞つゝ

春

兼盛 Ⅰ 58 永延二年三月二十五日東三
条関白兼家六十賀屏風 難波

難波江にしげれる葦の芽もは
るにおほくのよをば君にとぞ
思ふ

能宣 Ⅲ 1 安和二年十二月九日小野宮
太政大臣実頼七十賀屏風

あるところにめすに、たて
まつるとてかき集める、小
野宮の太政大臣、七十の賀
し侍り屏風和歌　春三首

鶴のすむ沢べの葦の下根解け
汀萌え出る春はきにけり

高遠 35 長保元年彰子入内屏風 葦の中に、網手引く人あり 葦茂き浦にたゆてふ網手縄
長々しひを暮らす舟人
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⑶　

飛
雁
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
し
た
要
因

　

先
に
引
用
し
た
家
永
﹇
一
九
九
八
﹈
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、大
和
絵
に
お
い
て
は
、「
雁
」

が
「
飛
雁
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
要
因
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
、
和
歌
に
お
け
る
「
雁
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
推
測
し
よ
う
。『
万
葉
集
』
よ
り
、

枕
詞
の
「
天
飛
ぶ
や
」
が
「
雁
」
に
か
か
り
、
た
と
え
ば
「
天
飛
ぶ
や　

雁
の
翼
の　

覆

ひ
羽
の　

い
づ
く
漏
り
て
か　

霜
の
ふ
る
け
む
」（
巻
十
・
二
二
三
八
）
と
い
う
ふ
う
に
詠

ま
れ
続
け
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
渡
り
鳥
と
し
て
魂
や
手
紙
を
運
ぶ
役
割
を
持
つ

雁
は
、「
常
世
」
や
遠
方
の
海
か
ら
や
っ
て
来
る
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
ら
れ
、雲
居
、月
、

雲
、
霞
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
雁
の
群
れ
が
大
空
を
舞
う
様
子
で

あ
る
「
雁
行
」
や
「
雁
陣
」
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
は
空
間
の
広
が
り
や

開
放
感
を
強
調
し
、
自
然
の
一
部
と
し
て
高
い
位
置
に
存
在
す
る
雁
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え

て
い
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
雁
の
特
徴
的
な
鳴
き
声
、
す
な
わ
ち
「
か
り
が
ね
」
に
よ
く

注
意
が
向
け
ら
れ
、
た
と
え
ば
、「
天
雲
の
よ
そ
の
も
の
と
は
知
り
な
が
ら
め
づ
ら
し
き

か
な
雁
の
初
声
」（
貫
之
集
）
の
よ
う
に
、
雁
の
姿
は
見
え
な
い
が
、
そ
の
鳴
き
声
は
聞
こ

え
る
と
い
う
ふ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
視
覚
か
ら
聴
覚
ま
で
へ
の
繋
が
り
を

通
じ
て
、
屏
風
絵
の
鑑
賞
を
一
層
面
白
く
す
る
だ
ろ
う
。

　

続
い
て
、
表
7
の
⑴
の
十
二
ヶ
月
に
わ
た
る
月
次
屏
風
絵
の
構
図
か
ら
推
測
し
て
み
よ

う
。
屏
風
絵
に
お
い
て
、
基
本
的
に
春
の
雁
は
二
、
三
月
、
秋
の
雁
は
七
、
八
月
に
描
か

れ
て
い
る
。
同
じ
時
期
の
動
物
と
い
え
ば
、
鶯
、
蛍
、
鹿
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
動

物
の
う
ち
に
は
飛
べ
る
も
の
も
い
る
が
、
せ
い
ぜ
い
木
の
高
さ
ぐ
ら
い
ま
で
の
こ
と
で
あ

り
、
雲
井
ま
で
は
飛
ば
な
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
他
の
鳥
と
比
較
す
れ
ば
、「
雁
」
は
ノ
の
字
、

一
の
字
で
綺
麗
に
高
く
飛
べ
る
。
そ
の
た
め
か
、「
雁
」
は
屏
風
絵
の
全
体
的
な
構
図
か

ら
、「
高
さ
」
の
表
象
と
し
て
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、「
雲
井
の
鶴
」
も
よ
く

描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
田
島
﹇
二
〇
〇
七
﹈
に
よ
る
と
、
平
安
時
代

末
期
ま
で
の
屏
風
歌
に
お
い
て
、
鶴
は
五
二
首
詠
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
う
ち
次

の
二
首
だ
け
が
「
雲
井
の
鶴
」
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

五
条
内
侍
の
か
み
の
賀
、
民
部
卿
清
貫
し
侍
け
る
時
、
屏
風
に

㉑
大
空
に
む
れ
た
る
鶴
の
さ
し
な
が
ら
思
心
の
あ
り
げ
な
る
哉

 

（
拾
遺
・
二
八
四
・
伊
勢
）

鶴
の
遊
ぶ
と
こ
ろ

㉒
君
と
い
へ
ば
命
を
ゆ
づ
る
葦
鶴
の
雲
の
な
か
を
や
思
ひ
い
づ
ら
む 

（
中
務
集
・
八
）

こ
の
二
例
か
ら
み
る
と
、
屏
風
絵
に
お
い
て
「
雲
井
の
鶴
」、
す
な
わ
ち
飛
ぶ
鶴
は
数
が

少
な
く
、
ま
た
平
安
前
期
に
し
か
見
当
た
ら
な
い
絵
柄
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
一
方
、

「
池
の
鶴
」、「
岩
の
上
に
鶴
た
て
る
所
」、「
川
の
辺
り
に
鶴
の
群
れ
た
」、「
浜
づ
ら
に
」

な
ど
の
よ
う
に
、
水
辺
の
鶴
、
松
に
鶴
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
し
ば
し
ば
描
き
続
け
ら
れ

て
い
る
。
要
す
る
に
、
大
和
絵
に
お
い
て
、「
雁
」
は
「
鶴
」
よ
り
「
飛
ぶ
」
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
か
ら
、「
雁
」
が
「
飛
雁
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
要
因
と
し
て
は
、

和
歌
に
お
い
て
飛
ぶ
こ
と
が
よ
く
詠
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
相
対
的
に
は
「
雁
」

が
他
の
鳥
よ
り
も
高
さ
を
表
象
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
屏
風
絵
の
全
体
の
構
成
と
深

く
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
見
え
て
き
た
。

　

以
上
、
日
本
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
日
本
文
学
に
お
け
る

「
雁
」
と
「
雁
」
の
つ
な
が
り
は
か
な
り
弱
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
平
安
時
代
後
期
ま
で

の
大
和
絵
に
お
い
て
は
、
春
と
秋
の
「
雁
」、
冬
の
「
葦
」
と
春
の
「
葦
の
芽
」
と
し
て

表 7：同じ屏風絵にある「雁」と「葦」

⑴延長二年五月中宮穏子四十賀屏風（924年）

一月 元日、 子日
二月 梅【鶯】、 田【春】
三月 山寺、 花
四月 祭【杉】、祭、 卯花
五月 郭公、 田（夏）
六月 涼、 鵜川
七月 七夕、 田【雁】
八月 前栽植、 鹿【萩】
九月 霧【紅葉】、 舟
十月 菊、
十一月 葦【煙】
十二月 梅【雪】、 舟

⑵天暦八年村上天皇名所屏風（954年）

難波 葦、澪標、舟
佐保山 雁（秋）、紅葉【三首】

⑶長保元年彰子入内屏風（999年）

雁【春】 網引く所、
綱手【葦の芽】 綱手引く人あり
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そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る
一
方
で
、
現
存
す
る
絵
画
に
し
て
も
文
献
上
に
お
い
て
も
、

「
雁
」
と
「
葦
」
の
繋
が
り
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
飛
雁
」
の
イ
メ
ー
ジ

は
屏
風
絵
の
全
体
的
な
構
成
に
も
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
他
の
鳥
、
動
物

と
比
較
す
れ
ば
、「
雁
」
は
綺
麗
に
高
く
飛
べ
る
こ
と
か
ら
、
高
さ
を
表
象
す
る
鳥
に
な
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
日
本
の
文
学
に
お
い
て
も
、
絵
画
に
お
い
て
も
、「
葦
」

と
「
雁
」
の
つ
な
が
り
が
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
絵
巻
や
屏
風
歌
が
全
て
「
や
ま
と
絵
」
の
主
題
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
中
国
（
唐
）
に
お
け
る
葦

雁
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
当
然
と
も
い
い
う
る
。
一
方
、
平
安
時

代
の
日
本
に
お
い
て
、
唐
絵
の
主
題
と
し
て
の
「
葦
雁
」
に
お
け
る
中
国
的
な
意
味
が
ど

れ
だ
け
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
は
興
味
深
い
点
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
作
例
が
乏
し

い
た
め
、
確
実
な
結
論
に
至
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
と
め

　

以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
中
国
に
お
い
て
は
、
文
学
だ
け
で
は
な
く
、
絵
画
に
お
い

て
も
、
複
雑
で
多
様
な
表
象
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、「
雁
」
と
「
葦
」
の
組
み

合
わ
せ
が
愛
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
対
照
的
に
、
日
本
の
上
代
及
び
平
安

時
代
の
詩
歌
に
お
い
て
は
、
葦
と
雁
の
組
み
合
わ
せ
は
め
っ
た
に
詠
ま
れ
ず
、『
古
今
集
』

に
一
首
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
よ
り
後
の
勅
撰
集
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
大
和
絵
に

お
い
て
は
春
・
秋
の
「
雁
」
と
冬
の
「
葦
」
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
雁
は
高
さ
を
表

象
し
て
お
り
、
用
例
数
の
少
な
い
葦
は
冬
の
侘
し
さ
を
表
象
し
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
平
安
時
代
ま
で
の
大
和
絵
に
お
け
る
「
雁
」
は
「
飛
雁
」
の
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
一
方
で
、
中
国
の
葦
雁
図
の
よ
う
な
水
辺
（
葦
辺
）
の
「
雁
」
が
見
当
た
ら
な
い
わ

け
だ
が
、
そ
の
こ
と
の
要
因
と
し
て
は
、
日
本
文
学
に
お
け
る
「
雁
」
と
「
葦
」
の
つ
な

が
り
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
、
か
つ
中
国
の
葦
雁
図
の
表
象
が
当
時
の
日
本
に
お
い
て
理

解
・
受
容
さ
れ
に
く
か
っ
た
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
平
安
時
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
中
国
の
よ
う
な
「
葦
雁
図
」
は
見
ら
れ
な
い

も
の
の
、
葦
手
絵
や
国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
料
紙
装
飾
な
ど
に
お
い
て
、「
葦
」
と

「
雁
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
当
た
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
本
文
の
内
容
と
何
ら
か
の

関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら

に
、
室
町
時
代
以
降
の
日
本
で
は
、
水
墨
画
（
漢
画
）
の
主
題
と
し
て
多
く
の
「
葦
雁
図
」

が
描
か
れ
て
お
り
、
先
述
し
た
日
中
の
相
違
点
が
そ
の
後
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に
推
移
し

た
の
か
と
い
う
問
題
な
ど
も
重
要
だ
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

※
『
尸
子
』『
淮
南
子
』
は
中
華
書
局
の
『
四
部
備
要
』
に
よ
り
、『
宣
和
画
譜
』
は
景
印
文
淵
閣
四
庫

全
書
に
よ
る
が
、
句
読
点
を
つ
け
た
。
唐
詩
の
検
索
に
あ
た
っ
て
は
【
全
唐
詩
検
索
系
統
】http://

cls.lib.ntu.edu.tw
/tang/tangats/Tang_ATS2012/SrchM

ain.aspx

に
よ
り
、【
捜
韻
】https://

w
w

w.sou-yun.cn

を
も
参
考
に
し
た
。『
白
氏
文
集
』
の
検
索
は
【
中
國
哲
學
書
電
子
化
計
劃
】

https://ctext.org/w
iki.pl?if=gb&

res=941703&
rem

ap=gb

に
よ
っ
た
。
漢
詩
の
引
用
は
中
華
書

局
版
の
『
全
唐
詩
』
に
よ
る
が
、
巻
数
の
表
記
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、「
巻
一
百
六
十
三
」
を
「
巻

一
六
三
」
の
よ
う
に
改
め
た
。
日
本
の
漢
詩
文
の
検
索
は
日
本
文
学W

eb

図
書
館
に
よ
る
。
和
歌

の
検
索
は
日
本
文
学W

eb

図
書
館
に
よ
り
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
『
八
代
集
総
索
引
』
を
も

参
考
に
し
た
。『
懐
風
藻
』
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
、『
凌
雲
集
』『
経
国
集
』
の
引
用
は

小
島
憲
之
の
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』
に
よ
っ
た
。『
万
葉
集
』『
源
氏
物
語
』『
伊
勢
物
語
』
は

新
日
本
古
典
文
学
全
集
に
、『
古
今
和
歌
集
』、『
拾
遺
和
歌
集
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
そ
れ

ぞ
れ
よ
っ
た
。『
倭
名
類
聚
抄
』
は
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
諸
本
集
成 

倭
名

類
聚
抄
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
七
年
）
に
、『
新
撰
字
鏡
』
は
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研

究
室
編
の
増
訂
版
『
新
撰
字
鏡
│
天
治
本
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
七
年
）
に
、『
新
撰
万
葉
集
』
は

新
撰
万
葉
集
研
究
会
編
『
新
撰
万
葉
集
注
釈
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
に
、『
江
吏
部
集
』
は

高
島
要
編
の
『
日
本
詩
紀
本
文
と
総
索
引　

本
文
編
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
に
、『
久
安
百

首
』
は
木
船
重
昭
『
久
安
百
首
全
釈
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
七
年
）
に
、
私
家
集
の
引
用
本
文
は
『
新

編
私
家
集
大
成
』（
日
本
文
学W

eb

図
書
館
所
収
）
に
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
、
適
宜
表
記
な
ど
を
改
め
た
。

図
1
の
図
版
は
『
中
國
繪
畫
全
集
1
』
中
國
古
代
書
畫
鑑
定
組
（
編
）（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）

に
よ
る
。

注（1
）　

こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
の
一
つ
は
、
文
学
上
の
表
象
と
絵
画
上
の
表
象
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の

ず
れ
だ
ろ
う
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
と
思
う
。

（
2
）　

実
際
に
は
、「
雁
」
と
「
葦
」
と
組
み
合
わ
せ
は
、
葦
手
絵
と
し
て
、
平
安
後
期
の
『
葦
手
絵

和
漢
朗
詠
集
』
の
下
絵
、『
平
家
納
経
』
の
見
返
し
な
ど
で
見
ら
れ
る
。
本
文
⑲
は
恐
ら
く
当
時

の
こ
の
現
象
の
影
響
で
詠
ま
れ
た
歌
だ
ろ
う
。
更
な
る
検
討
を
別
稿
に
譲
り
た
い
。
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“Geese” and “Reeds” in Classical Literature and Painting in Japan and China
̶ Reception in Japan up to the Heian Period ̶

Zhuojing YANG

　In China, the combination of “geese” and “reeds” has been highly valued, not only in literature but also in 
paintings, due to its intricate and diverse symbolic meanings. However, in Japanese poetry of the Nara and Heian 
periods, the pairing of reeds and geese was seldom mentioned. While one poem in “Kokinshu” includes this 
theme, it is noticeably absent in later imperial anthologies. In Yamato-e paintings, geese symbolize spring and 
autumn, while reeds represent winter. Geese are associated with elevation, whereas reeds, less frequently used, 
symbolize the harshness of winter.
　In summary, “geese” in Yamato-e paintings until the Heian period conveyed a powerful image of “flying 
geese,” while the depiction of “geese” by the water (with reeds) as seen in Chinese reed geese paintings, was 
absent. The reasons for this difference may stem from the limited association between “geese” and “reeds” in Jap-
anese literature and the challenge of understanding and accepting Chinese representations of reed geese in Japan 
during that era.

Abstract


