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『和漢朗詠集』情報開示に関する課題と私案

（
二
七
）

は
じ
め
に

　
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
伝
本
が
翻
字
さ
れ
て
い
る
書
籍
の
う
ち
、
代
表
的
な

も
の
と
し
て
以
下
の
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。『
伝
藤
原
定
頼
筆
和

漢
朗
詠
集
山
城
切
解
説
及
釈
文
』*1

、『
新
編
国
歌
大
観
』*2

で
あ
る
。
今
日
の
多

く
の
研
究
者
が
基
礎
資
料
と
し
て
引
用
す
る
そ
れ
ら
二
つ
の
書
籍
は
規
範
的

存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
点
に
お
い
て
課
題
を
抱
え
て
い
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

前
者
（
以
下
、
堀
部
校
本
と
略
称
）
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
諸
伝
本
の
集
成

が
な
さ
れ
た
唯
一
の
書
籍
で
あ
る
。
不
朽
の
著
作
で
あ
る
が
、
山
城
切
等
の

解
題
、
釈
文
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
校
本
と
し
て
は

再
検
討
を
要
す
る
点
が
あ
る
。
一
方
、後
者
（
以
下
、『
国
歌
大
観
』
と
略
称
）

の
底
本
に
は
粘
葉
本
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。『
和
漢
朗
詠
集
』
が
引
用
さ
れ

る
際
、
そ
の
番
号
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
番
号
、
及
び
翻

字
内
容
に
つ
い
て
、
再
検
討
の
必
要
性
を
感
じ
る
。

　

撰
者
と
さ
れ
る
藤
原
公
任
（
九
六
六
―
一
〇
一
四
）
は
学
才
豊
か
な
文
化

人
で
あ
り
、
こ
の
公
任
の
撰
に
よ
る
『
和
漢
朗
詠
集
』
が
当
時
を
代
表
す
る

作
品
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
く
、
こ
れ
を
研
究
す
る
こ
と

は
我
が
国
の
文
化
を
理
解
す
る
上
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
公
任
の
撰
し
た
原
本
は
現
存
し
な
い
。
収
集
・
集
成
し
た

伝
本
を
選
定
の
上
、
資
料
提
供
を
行
う
こ
と
は
古
典
の
基
礎
研
究
に
必
須
で

あ
る
と
こ
ろ
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
つ
い
て
は
金
字
塔
的
作
品
で
あ
り
な
が
ら

研
究
の
基
盤
を
成
す
本
文
の
整
備
が
未
だ
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
翻
字

内
容
の
精
密
さ
が
問
わ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に

そ
れ
ら
の
資
料
を
研
究
上
、
活
用
し
易
い
形
に
し
た
上
で
、
広
く
開
示
す
る

こ
と
が
重
要
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
実
情
に
鑑
み
、
投
稿
者

は
現
在
、
平
安
時
代
の
書
写
と
さ
れ
る
諸
伝
本
に
つ
い
て
、
そ
の
開
示
方
法

の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
。

　

一
方
、
Ｉ
Ｔ
の
進
化
に
よ
り
研
究
手
法
が
多
様
化
し
て
い
る
今
、
本
課
題

に
つ
い
て
、
情
報
開
示
の
み
に
と
ど
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ

は
集
め
た
情
報
を
ど
の
よ
う
に
整
理
・
分
類
す
れ
ば
当
該
デ
ー
タ
を
有
効
活

用
し
得
る
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
よ
っ
て

本
課
題
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
、
Ｄ
Ｂ
と
略
称
）
の
構
築
と
言
え
る
。

　

以
上
述
べ
た
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
は
各
伝
本
の
実
態
調
査
を
行
い
、

『
和
漢
朗
詠
集
』
情
報
開
示
に
関
す
る
課
題
と
私
案山

　
本
　
ま
り
子
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そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
あ
る
程
度
、
把
握
し
た
上
で
各
伝
本
の
関
連
性
を

見
出
し
、
そ
の
系
統
立
て
を
試
み
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
以
上
の
構
想
の

下
、
投
稿
者
は
『
平
安
時
代
書
写 

和
漢
朗
詠
集 

諸
伝
本
の
研
究
』*3

（
以
下
、

拙
著
と
略
称
）
を
上
梓
し
た
。

　

本
稿
で
は
先
学
に
よ
る
情
報
開
示
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
概
説
し
、
投
稿

者
が
目
指
す
Ｄ
Ｂ
の
内
容
に
関
す
る
私
案
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
『
国
歌
大
観
』
記
載
の
番
号
は
当
該
Ｄ
Ｂ
に
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、

前
述
し
た
通
り
、
そ
の
番
号
、
及
び
翻
字
内
容
に
つ
い
て
該
書
に
は
再
検
討

す
べ
き
箇
所
が
存
す
る
。
本
稿
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
も
付
言
す
る
。
本
稿

に
お
け
る
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
詩
歌
番
号
は
『
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

一　

先
学
の
研
究
成
果
に
お
け
る
情
報
の
開
示
内
容
・
方
法
等

　

堀
部
校
本
で
は
山
城
切
が
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
諸
伝
本
の
情

報
に
つ
い
て
は
山
城
切
と
校
合
さ
れ
た
そ
の
結
果
が
略
号
に
よ
っ
て
示
さ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
、
山
城
切
を
除
く
そ
の
他
の
諸
伝
本
に
つ
い
て
は
、
①
詩

歌
句
の
配
列
が
示
さ
れ
て
い
な
い
、
②
そ
の
記
載
順
序
に
規
則
性
が
認
め
ら

れ
な
い
点
が
あ
る
、
③
判
読
不
可
能
、
ま
た
は
困
難
な
文
字
に
つ
い
て
網
羅

的
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
、
④
切
（
断
簡
）・
零
本
等
に
つ
い
て
、
当
該
詩

歌
句
が
堀
部
氏
未
調
査
の
箇
所
で
あ
る
の
か
、
ま
た
は
当
該
伝
本
に
存
し
な

い
詩
歌
句
で
あ
る
の
か
判
断
が
つ
か
な
い
等
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

凡
例
に
拠
る
と
、
該
書
は
山
城
切
の
「
釋
文
た
ら
ん
こ
と
を
主
な
る
目
的

と
し
た
」
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
前
記
①
・
②
・
③
・
④
を
示
す
意
図
は

固
よ
り
編
者
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
明
確

化
さ
れ
て
い
る
方
が
資
料
提
供
の
在
り
方
と
し
て
は
望
ま
し
い
。

　

堀
部
校
本
の
ご
と
く
、
底
本
を
一
本
立
て
て
、
そ
れ
と
諸
伝
本
と
の
異
同

箇
所
を
示
す
書
式
は
他
作
品
の
校
本
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
、『
拾
遺
和
歌
集
の
研
究
〔
伝
本
・
校
本
篇
〕』*4

の
ご
と
く
、
底

本
を
複
数
立
て
る
校
本
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
基
本
的
に
は
堀
部
校
本
と
同

じ
形
態
と
言
え
る
。

　

本
文
集
成
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
『
古
筆
学
大
成
』
第
二
七
巻*5

等
が

挙
げ
ら
れ
る
。
掲
出
さ
れ
て
い
る
全
て
の
伝
本
の
詩
歌
句
等
の
配
列
は
そ
こ

か
ら
判
る
。
し
か
し
、
校
本
の
ご
と
く
諸
伝
本
間
に
見
ら
れ
る
異
同
箇
所
が

示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
判
別
は
使
い
手
（
読
者
）
に
委
ね
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
各
種
校
本
の
中
に
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
伝
本
の
配
列
が
そ
の

巻
末
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
伝
本
数
が
多
い
場

合
、
紙
幅
の
都
合
上
、
掲
出
が
可
能
な
も
の
は
限
ら
れ
る
。
出
来
得
れ
ば
全

て
の
伝
本
の
配
列
が
示
さ
れ
て
い
る
方
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
本
文

異
同
と
と
も
に
一
覧
さ
れ
て
い
る
方
が
活
用
し
易
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

な
お
、
堀
部
校
本
で
は
、
512
「
帆
開
青
草
湖
中
去 

衣
濕
黄
梅
雨
裏
行
」、

741
「
黄
壌
誰
知
我 

白
頭
獨
憶
君 

唯
以
老
年
涙 

一
灑
故
人
文
」
の
傍
線
部
に

つ
い
て
、
粘
葉
本
の
当
該
文
字
を
そ
れ
ぞ
れ
「
濕
」・「
獨
」
と
す
る
が
、
そ

こ
は
「
温
」・「
猶
」
と
翻
字
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
粘
葉
本
と
近
い
関
係

に
あ
る
伊
予
切
は
そ
こ
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
日
本
名
跡
叢

刊
』
に
拠
る
と
伊
予
切*6

も
粘
葉
本
と
同
様
、「
温
」・「
猶
」
で
あ
る
。
粘
葉
本
・

伊
予
切
か
ら
当
該
文
字
（
図
版
）*7

を
挙
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
【
粘
葉
本
】　　
【
伊
予
切
】　　

 【
粘
葉
本
】　　
【
伊
予
切
】　

　

512 
　
　
　

　
　
　

741 

　
　
　

　

既
に
拙
著*8

中
、
一
部
、
事
例
を
挙
げ
て
指
摘
し
た
通
り
、
他
に
も
堀
部
校

本
の
翻
字
内
容
に
つ
い
て
再
検
討
す
べ
き
箇
所
が
存
す
る
。
全
編
に
亘
っ
て
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（
二
九
）

今
後
、
見
直
し
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

二　
『
和
漢
朗
詠
集
』
諸
伝
本
の
情
報
開
示
に
関
す
る
私
案

　
【
表
１
】
は
、
平
安
時
代
の
書
写
と
さ
れ
る
『
和
漢
朗
詠
集
』
諸
伝
本
の

う
ち
、
情
報
開
示
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
判
断
さ
れ
る
伝
本
の
一
覧*9

で
あ
る
。

　
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
伝
本
の
数
は
古
今
集
に
次
い
で
多
い
と
さ
れ
て
お
り
、

な
お
か
つ
平
安
時
代
の
名
筆
が
揃
っ
て
い
る
。
文
学
の
み
な
ら
ず
、
書
の
学

問
領
域
に
お
い
て
『
和
漢
朗
詠
集
』
諸
伝
本
の
学
術
的
価
値
は
高
い
。

　

僅
か
な
分
量
し
か
現
存
し
て
い
な
い
切
（
断
簡
）
の
中
に
は
当
該
Ｄ
Ｂ
に

お
い
て
取
り
上
げ
な
い
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、

十
一
世
紀
中
葉
の
書
写
と
推
定
さ
れ
て
い
る
雲
紙
本
・
関
戸
本
・
粘
葉
本
・

伊
予
切
の
い
ず
れ
に
も
確
認
さ
れ
な
い
詩
歌
句
は
後
人
の
加
筆
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る*10

。
そ
の
情
報
は
平
安
時
代
書
写
本
が
有
す
る
詩
歌
句
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
示
す
た
め
、
当
該
Ｄ
Ｂ
に
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

既
に
拙
著*11

に
お
い
て
述
べ
た
研
究
成
果
に
基
き
、
堀
部
校
本
と
も
相
違
し
、

ま
た
、
本
稿
中
、
指
摘
し
た
そ
の
他
の
校
本
（
ま
た
は
本
文
集
成
）
と
も
異

な
る
新
た
な
情
報
開
示
の
方
法
・
内
容
に
関
す
る
私
案
に
つ
い
て
提
言
す
る
。

そ
れ
は
Ｄ
Ｂ
の
構
築
と
言
え
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
構

成
に
つ
い
て
整
理
し
、
そ
こ
に
名
称
を
付
す
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
そ
の
点
に

つ
い
て
述
べ
る
。

　

次
掲
【
図
１
】
の
通
り
、『
和
漢
朗
詠
集
』
は
大
き
く
三
つ
の
パ
ー
ト
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。
巻
上
と
巻
下
、
そ
し
て
奥
書
で
あ
る
（
奥
書
に
つ
い
て

は
存
し
な
い
伝
本
も
あ
る
）。
巻
上
、
巻
下
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
完
本
等

の
場
合
、
首
題
・
尾
題
を
有
す
る
伝
本
が
多
く
、
ま
た
首
題
の
次
に
目
録
を

有
す
る
伝
本
も
あ
る
。
以
上
の
分
類
は
Ｄ
Ｂ
の
構
築
上
、
有
効
で
あ
る
。

　

な
お
、【
図
１
】
記
載
の
数
字
（「
ア
ド
レ
ス
」）
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

以
下
、
新
た
な
情
報
開
示
の
内
容
に
関
す
る
私
案
に
つ
い
て
述
べ
る
。
紙

幅
の
都
合
上
、『
和
漢
朗
詠
集
』
所
収
の
冒
頭
の
作
品
の
み
を
取
り
上
げ
る
と

【
図
２
】
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
伝
本
間
に
見
ら
れ
る
語
句
・

配
列
の
異
同
が
一
覧
さ
れ
る
。
当
該
Ｄ
Ｂ
の
入
力
が
完
了
す
れ
ば
検
索
機
能

を
兼
ね
備
え
た
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
の
構
築
も
可
能
と
な
る
。【
図
２
】
に
挙
げ

た
私
案
は
情
報
開
示
内
容
の
一
例
で
も
あ
り
、
語
句
検
索
後
の
出
力
画
面
の
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一
例
で
も
あ
る
。

　
【
図
２
】
で
は
詩
歌
句
に
加
え
、
注
記

の
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
、
一
文
字
で
も
異

な
れ
ば
別
物
と
し
て
扱
う
。
そ
こ
で
は
三

つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
右
上
に
載
せ
た
の
は
伝

本
の
一
覧
で
あ
る
。
そ
の
配
置
は
拙
著*12

中
、

述
べ
た
諸
伝
本
の
関
係
を
基
に
定
め
た
。

そ
の
中
の
左
側
の
「
粘
葉
」、
つ
ま
り
粘

葉
本
に
記
さ
れ
て
い
る
詩
歌
句
、
及
び
注

記
を
一
段
目
に
配
置
す
る
。
そ
し
て
各
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
載
録
し
て
い
る
伝
本
に

数
字
で
フ
ラ
グ
を
立
て
る
。
そ
こ
か
ら
一

段
目
の
も
の
が
粘
葉
本
を
含
む
五
つ
の
伝

本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

　

フ
ラ
グ
で
使
う
数
字
、
こ
の
場
合
の

「
１
」
は
、
各
伝
本
に
お
い
て
、
当
該
作

品
が
一
番
目
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
冒
頭
の
作

品
を
例
に
挙
げ
た
た
め
、す
べ
て
が
「
１
」

で
あ
る
が
、
伝
本
に
よ
っ
て
は
詩
歌
句
の

欠
落
が
あ
っ
た
り
、
配
列
上
、
入
れ
替
わ

り
が
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
の
場
合
は
同
じ

詩
歌
句
で
あ
っ
て
も
異
な
る
数
字
の
フ
ラ

グ
が
立
つ
。
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こ
の
表
の
四
段
目
の
「
ナ
シ
」
と
は
、
当
該
詩
歌
句
が
無
い
（
つ
ま
り
書

写
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
下
の
「
未
調
査
」

と
は
投
稿
者
が
未
調
査
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
零
本
や
切
の
た
め
、
本

作
品
が
見
当
た
ら
な
い
場
合
、
こ
の
「
未
調
査
」
の
欄
に
○
印
が
付
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。「
未
調
査
」
の
下
の
段
に
は
空
欄
を
設
け
、
判
読
不
可
能
、

も
し
く
は
判
読
困
難
な
文
字
に
つ
い
て
の
説
明
、
画
像
等
を
載
せ
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。

　

当
該
Ｄ
Ｂ
で
は
、
堀
部
校
本
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
情
報
（
本
稿
の
第
一

章
中
、
指
摘
し
た
①
・
②
・
③
・
④
）
を
補
い
、
な
お
か
つ
、
各
伝
本
の
関

係
の
概
要
を
示
し
、
ま
た
詩
歌
句
・
注
記
、
及
び
首
題
・
尾
題
・
目
録
・
題
・

奥
書
等
、
諸
伝
本
が
持
つ
ほ
ぼ
全
て
の
情
報
を
収
め
得
る
。

三　
『
新
編
国
歌
大
観
』
記
載
内
容
の
実
態
と
ア
ド
レ
ス

　

当
該
Ｄ
Ｂ
中
、『
国
歌
大
観
』番
号
は
不
可
欠
で
あ
る
。既
述
し
た
通
り
、『
国

歌
大
観
』の
底
本
に
は
粘
葉
本
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
該
書
の
凡
例
に
は「
偶

然
的
な
脱
落
・
衍
字
・
誤
写
な
ど
が
他
本
に
よ
っ
て
修
正
し
う
る
場
合
は
校

訂
を
行
っ
た
」
と
い
う
編
集
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
該

書
に
は
「
偶
然
的
」
と
も
見
做
し
得
な
い
詩
歌
句
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、個
々

の
本
文
・
注
記
に
校
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
点
に
つ
い
て
整
理
し

て
お
き
た
い
。

　

該
書
に
は
粘
葉
本
に
は
存
し
な
い
二
首
（
322
・
678
）
が
追
補
さ
れ
て
い
る
。

う
ち
、
678
は
前
述
し
た
凡
例
に
照
ら
し
、
該
書
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

い
と
考
え
る
。
当
該
句
は
山
田
孝
雄
氏
に
よ
り
、
後
人
に
よ
る
追
補
と
さ
れ

て
お
り*13

、
平
安
時
代
書
写
本
に
お
い
て
当
該
句
を
有
す
る
の
は
投
稿
者
の
調

査
の
範
囲
で
は
久
松
切
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
も
677
と
679
の
間
（
行
間
）
に
久

松
切
の
書
写
者
の
筆
跡
と
は
異
な
る
筆
で
小
字
に
て
追
補
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る*14

。

　

一
方
、
322
に
つ
い
て
は
、
久
曽
神
氏
の
指
摘*15

の
通
り
、
公
任
の
原
本
に
は

存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
322
は
伊
予
切
に
も
存
し
な
い
こ
と

か
ら
、
粘
葉
本
の
書
写
者
に
よ
る
「
偶
然
的
な
脱
落
」
で
は
な
く
、
両
本
の

親
本
に
お
い
て
既
に
存
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る*16

。
よ
っ
て
、
322

も
該
書
中
、
加
え
ら
れ
る
必
要
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
諸
伝
本

中
、
粘
葉
本
に
の
み
存
し
な
い
「
よ
の
な
か
は
ゆ
め
か
う
つ
ゝ
か
う
つ
ゝ
と

も
ゆ
め
と
も
し
ら
す
あ
り
て
な
け
れ
は
」（
796
の
次
に
位
置
す
る
）
の
方
が

加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
粘
葉
本
と
同
類
と
考
え
ら
れ
る
近
衛
本
・
法
輪

寺
切
に
も
本
歌
が
存
す
る
こ
と
か
ら
本
歌
こ
そ
粘
葉
本
の
書
写
者
に
よ
る
ミ

ス
テ
イ
ク
（「
偶
然
的
な
脱
落
」）
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

ま
た
、
該
書
で
は
、
個
々
の
本
文
・
注
記
に
数
多
く
の
校
訂
が
施
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
校
訂
の
基
準
も
定
か
で
は
な
い
。
以
下
、
そ
の
点

に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

例
え
ば
、554「
遺
愛
寺
鐘
敧
枕
聴　

香
鑪
峯
雪
巻
簾
看
」の
傍
線
箇
所「
巻
」

に
つ
い
て
、
粘
葉
本
・
伊
予
切
・
近
衛
本
で
は
「
巻
」
で
あ
る
が
『
国
歌
大

観
』
で
は
出
典
（『
白
氏
文
集
』
巻
十
六
）
の
本
文
「
撥
」
に
校
訂
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
事
例
の
ご
と
く
、『
国
歌
大
観
』
で
は
、
漢
詩
等
に
つ
い

て
は
出
典
（
以
下
、「
他
の
文
献
」
と
も
称
す
）
と
異
な
る
場
合
、
そ
の
本
文

に
校
訂
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
中
に
は
出
典
と
異
な
っ
て
い
て
も

校
訂
さ
れ
て
い
な
い
事
例
が
確
認
さ
れ
る
（
204
「
悴
」・
310
「
胡
」・
417
「
胡
」

等
）。
一
方
、
出
典
の
本
文
が
粘
葉
本
類
と
同
文
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

校
訂
さ
れ
て
い
る
事
例
も
見
受
け
ら
れ
る
（
618
「
宦
」・
706
「
珪
」
を
『
国

歌
大
観
』
で
は
618
「
官
」・
706
「
圭
」
に
校
訂
す
る
）。
そ
の
他
、
粘
葉
本
・
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伊
予
切
・
近
衛
本
で
は
、
741
「
猶
」
と
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
、『
国
歌
大
観
』

で
は
「
独
」
と
翻
字
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、出
典
で
は
当
該
箇
所
は
「
徒
」

で
あ
る
。

　

一
方
、
和
歌
の
場
合
は
異
な
る
。
202
「
あ
ま
の
か
は
あ
ふ
き
の
か
せ
に
く

も
は
れ
て
そ
ら
す
み
わ
た
る
か
さ
ゝ
き
の
は
し
」
の
傍
線
箇
所
に
つ
い
て
、

粘
葉
本
・
伊
予
切
・
近
衛
本
で
は
「
く
も
は
れ
て
」
で
あ
り
、『
国
歌
大
観
』

に
お
い
て
も
同
文
で
あ
る
が
、
本
歌
中
、
当
該
箇
所
を
「
く
も
は
れ
て
」
と

す
る
作
品
は
他
の
文
献
中
、
見
出
し
得
な
い
。
そ
の
他
、
79
「
は
や
た
ち
に

け
り
」・
111
「
な
り
に
け
る
か
な
」・
142
「
い
ま
や
ち
る
ら
ん
」・
166
「
か
よ

ふ
な
れ
」・
190
「
く
さ
ふ
か
く
」・
293
「
あ
さ
き
り
の
」
等
の
粘
葉
本
類
の
本

文
も
出
典
と
異
な
る
が
、『
国
歌
大
観
』
で
は
校
訂
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
か

ら
校
訂
者
の
関
心
が
和
歌
よ
り
も
漢
詩
等
の
方
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

　

既
に
拙
著*17

中
、
指
摘
し
た
通
り
、
粘
葉
本
と
伊
予
切
は
別
人
の
手
に
よ
る

可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
そ
の
両
本
の
本
文
が
同
文
で
あ
り
、
な
お
か
つ

他
本
と
の
間
に
異
同
が
あ
る
場
合
は
、
書
写
者
に
よ
る
「
偶
然
的
な
脱
落
・

衍
字
・
誤
写
な
ど
」
で
は
な
く
、
両
本
の
親
本
に
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、『
国
歌
大
観
』
の
解
説
中
の
粘
葉
本
の
詩
歌
句
数
「
八
〇
四
首
」
は

八
〇
二
首
に
訂
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
『
国
歌
大
観
』
記
載
の
番
号
を
Ｄ
Ｂ
上
、
載
せ
る
際
、
以
上
述
べ
た
点
を

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
平
安
時
代
書
写
本
の
中
に
は
、
前
述
し
た
一
首

（
796
の
次
）
の
他
に
も
『
国
歌
大
観
』
に
所
収
さ
れ
て
い
な
い
詩
歌
句
が
い

く
つ
か
存
す
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、『
国
歌
大
観
』
所
収
の
番
号
を
用
い
て
そ

れ
ら
の
位
置
を
示
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

92
の
次
・
323
の
次
・
344
の
次
・
376
の
次
・
422
の
次
・
434
の
次
・
652
の
次
・

735
の
次
・
736
の
次
・
803
の
次

　

当
該
詩
歌
句
の
位
置
に
つ
い
て
は
右
記
の
表
記
に
よ
り
判
る
も
の
の
、
Ｄ

Ｂ
構
築
の
た
め
に
は
当
該
情
報
の
特
定
を
行
う
べ
く
、
新
た
な
番
号
を
付
与

す
る
必
要
が
あ
る
。『
国
歌
大
観
』
記
載
の
番
号
と
区
別
す
る
た
め
、
そ
れ

ら
を
便
宜
上
、ア
ド
レ
ス
と
呼
称
す
る
。
そ
の
私
案
の
一
部
を
前
掲
【
図
１
】

に
示
し
た
。

　
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
構
成
は
、
前
掲
【
図
１
】
に
示
し
た
通
り
、
巻
上
と

巻
下
、
奥
書
か
ら
成
る
。
ア
ド
レ
ス
の
冒
頭
の
数
字
に
つ
い
て
は
、
巻
上
を

「
１
」
と
し
、巻
下
を
「
２
」
と
し
、奥
書
を
「
３
」
と
す
る
。
い
ず
れ
の
パ
ー

ト
に
属
す
る
の
か
、
そ
の
数
字
に
よ
っ
て
判
別
さ
れ
る
。
数
字
の
後
に
は
ハ

イ
フ
ン
を
用
い
て
一
つ
の
ア
ド
レ
ス
に
四
つ
の
数
字
を
使
用
す
る
が
、
そ
の

数
字
に
よ
っ
て
当
該
箇
所
の
所
在
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
そ
の

ア
ド
レ
ス
（
私
案
）
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
そ
の
説
明
を
行
う
。

　

巻
上
の
巻
頭
の
首
題
「
倭
漢
朗
詠
集
巻
上
」
を1-1-1-1

と
す
る
。
そ
の
次

に
位
置
す
る
「
目
録
」
の
「
春
」
部
は1-2-1-1

、「
夏
」
部
は1-2-2-1

、「
秋
」

部
は1-2-3-1

、「
冬
」
部
は1-2-4-1

で
あ
る
。

　

次
に
記
さ
れ
て
い
る
四
季
名
「
春
」
は1-3-1-1

。
そ
の
次
に
存
す
る
題
「
立

春
」
は1-3-2-1

。
以
下
続
く
詩
歌
句
等
の
う
ち
、冒
頭
の
句
は1-3-2-2

で
あ
り
、

そ
の
次
の
句
は1-3-2-3

で
あ
る
。

　
「
立
春
」
の
次
の
題
「
早
春
」
は1-3-3-1

。
そ
の
冒
頭
の
句
は1-3-3-2

で

あ
り
、
そ
の
次
に
位
置
す
る
句
は1-3-3-3

で
あ
る
。

　

一
方
、
巻
下
の
冒
頭
の
題
「
風
」
は2-3-2-1

で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
冒
頭

の
句
は2-3-2-2
で
あ
る
。
そ
の
要
領
で
行
う
こ
と
に
よ
り
、
前
述
し
た
『
国

歌
大
観
』未
所
収
の
十
一
首
に
も
ア
ド
レ
ス
を
付
与
し
得
る
。
な
お
、【
図
１
】
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の
各
題
の
ア
ド
レ
ス
の
後
に
示
し
た
も
の
は
、
そ
の
パ
ー
ト
内
の
冒
頭
に
配

さ
れ
て
い
る
句
の
ア
ド
レ
ス
（
紙
面
の
都
合
上
、
一
首
の
み
を
掲
げ
る
）
で

あ
る
。

　

今
後
、
仮
に
鎌
倉
時
代
以
降
書
写
本
の
情
報
を
追
加
す
る
（
デ
ー
タ
の
更

新
を
行
う
）
場
合
、『
国
歌
大
観
』
未
所
収
の
詩
歌
句
は
更
に
増
え
る
こ
と
に

な
る
が
、
本
ア
ド
レ
ス
は
構
成
要
素
ご
と
に
付
し
て
い
る
た
め
、
当
該
句
以

降
の
全
て
の
番
号
（
ア
ド
レ
ス
）
を
変
更
せ
ず
と
も
そ
の
範
囲
内
で
の
修
正

に
よ
っ
て
ア
ド
レ
ス
の
付
与
は
完
了
す
る
。
当
該
Ｄ
Ｂ
の
構
築
は
デ
ー
タ
を

管
理
す
る
上
で
も
扱
い
易
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　

従
来
、
粘
葉
本
は
最
善
本
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
に
は
、
書

写
年
代
が
古
く
、
能
書
の
手
に
よ
る
作
品
で
あ
り
、
ま
た
、
平
安
時
代
書
写

の
諸
伝
本
中
、
詩
歌
句
数
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
単
に
多
い
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
雲
紙
本
類
と
比
較
し
た
場
合
、
粘
葉
本
類
（
粘
葉
本
・
伊

予
切
・
近
衛
本
・
法
輪
寺
切
）
の
親
本
の
姿
は
322
を
除
く
と
雲
紙
本
類
の
詩

歌
句
の
全
て
を
有
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
も
最
善
本
と
言
わ

れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

　

仮
に
校
本
の
作
成
を
行
う
場
合
、
堀
部
校
本
の
ご
と
く
、
底
本
と
な
る
一

本
を
立
て
て
、
そ
れ
と
他
本
と
の
校
異
を
示
す
書
式
を
選
択
す
る
な
ら
ば
、

底
本
と
す
べ
き
伝
本
は
粘
葉
本
の
他
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

既
に
拙
著*18

に
お
い
て
指
摘
し
た
通
り
、
粘
葉
本
類
に
は
少
な
か
ら
ず
誤
字
・

脱
字
が
あ
り
、
ま
た
、
粘
葉
本
類
の
本
文
・
配
列
は
諸
伝
本
中
、
特
異
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
そ
の
書
式
で
は
か
え
っ
て
煩
瑣
を
極
め
る
結
果
と
な
る
。
ま

た
、
平
安
時
代
の
み
な
ら
ず
鎌
倉
時
代
以
降
も
粘
葉
本
類
は
普
及
し
な
か
っ

た
。
仮
に
、
今
後
、
当
該
Ｄ
Ｂ
に
鎌
倉
時
代
以
降
書
写
本
の
情
報
を
追
加
・

更
新
す
る
場
合
、
そ
こ
で
ま
た
同
様
な
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

観
点
か
ら
も
前
述
し
た
私
案
は
理
に
適
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
校
本
は
単
な

る
情
報
の
羅
列
で
は
な
い
。
作
成
者
の
表
現
で
あ
り
、
主
張
で
も
あ
る
。

　

本
稿
中
、
既
述
し
た
通
り
、
当
該
Ｄ
Ｂ
に
お
い
て
、
情
報
開
示
に
と
ど
ま

ら
ず
、
そ
の
後
の
デ
―
タ
の
有
効
活
用
に
関
す
る
こ
と
も
検
討
し
た
い
。
例

え
ば
詩
歌
句
の
中
に
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
諸
伝
本
間
に
お
い
て
殆
ど
異
同
の

な
い
も
の
と
、
多
く
の
異
同
が
存
す
る
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
。
そ
の
誘

因
に
つ
い
て
究
明
を
試
み
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
当
該
Ｄ
Ｂ
が
完

成
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
事
例
を
抽
出
し
た
り
、
ま
た
、
異
同
の
多
い
順
に
並
べ

替
え
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
か
ら
語
句
検
索
シ

ス
テ
ム
構
築
へ
の
道
も
開
け
る
。
当
該
Ｄ
Ｂ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
情
報
を
対

象
と
す
る
全
文
検
索
が
か
け
ら
れ
、
そ
れ
が
実
現
す
れ
ば
従
来
、
各
種
校
本

に
付
載
さ
れ
て
い
た
「
初
句
索
引
」
等
は
不
要
と
な
る
。

　

な
お
、『
国
歌
大
観
』
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
に
は
検
索
シ
ス
テ
ム
機
能
が
付
い

て
い
る
。「
語
彙
・
句
・
歌
集
歌
番
号
」
を
検
索
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
こ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
伝
本
は
粘
葉
本
の
み

で
あ
る
。
本
稿
中
、
既
に
指
摘
し
た
通
り
、
そ
こ
で
は
校
訂
が
施
さ
れ
て
お

り
、
粘
葉
本
の
真
の
姿
を
知
り
得
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ま
た
粘
葉
本

を
除
く
伝
本
の
情
報
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
『
和

漢
朗
詠
集
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
作
品
は
他
の
文
献
と
重
な
る
も
の
が
多
い

が
、
他
文
献
の
中
に
は
散
逸
し
た
作
品
も
あ
り
、
注
記
が
そ
の
出
典
に
関
す

る
情
報
を
有
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
諸
伝
本
の

注
記
の
内
容
に
は
資
料
的
価
値
を
有
す
る
も
の
が
存
す
る
が
、
粘
葉
本
の
注

記
が
詳
細
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
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『
和
漢
朗
詠
集
』
が
他
の
作
品
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
事
実
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
。
当
該
Ｄ
Ｂ
に
お
い
て
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
所
収
の
作

品
に
関
連
す
る
他
の
文
献
の
情
報
（
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
・
画
像
等
）
の
追
加

も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
作
品

の
研
究
へ
の
寄
与
も
期
待
さ
れ
る
。

（
注
）

*1　

伊
藤
壽
一
・
鹿
嶋
（
堀
部
）
正
二
編
『
伝
藤
原
定
頼
筆
和
漢
朗
詠
集
山
城
切
解
説

及
釈
文
』［
里
見
忠
三
郎
、
一
九
三
九
年
］

*2　
『
新
編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版V

er.2
』［
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
］

*3　

山
本
ま
り
子
著
『
平
安
時
代
書
写 

和
漢
朗
詠
集 

諸
伝
本
の
研
究
』［
お
茶
の
水
女

子
大
学E-book

サ
ー
ビ
ス
、
二
〇
一
七
年
］

*4　

片
桐
洋
一
著
『
拾
遺
和
歌
集
の
研
究
〔
伝
本
・
校
本
篇
〕』［
大
学
堂
書
店
、

一
九
八
〇
年
］

*5　

小
松
茂
美
著
『
古
筆
学
大
成
』
第
二
七
巻
［
講
談
社
、
一
九
九
一
年
］

*6　

い
わ
ゆ
る
「
第
三
種
」
に
あ
た
る
箇
所
で
あ
る
。

*7　

粘
葉
本
は
『
日
本
名
筆
選
９
』［
二
玄
社
、
二
〇
一
二
年
］、
伊
予
切
は
小
松
茂
美

監
修
・
名
児
耶
明
解
説
『
日
本
名
跡
叢
刊
55
』［
二
玄
社
、
一
九
八
一
年
］
か
ら
引
用
。

*8　

前
掲
（
注
３
）
に
同
。
第
一
章 

第
三
節

*9　

掲
載
順
、
引
用
の
出
典
等
（
略
称
は
除
く
）
は
『
古
筆
学
大
成
』
第
一
三
・
一
四
・

一
五
巻
［
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
］
に
拠
る
。

*10　

山
田
孝
雄
校
訂
『
倭
漢
朗
詠
集
』［
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
］
一
三
～
一
五
頁

*11　

前
掲
（
注
３
）
に
同
。

*12　

前
掲
（
注
３
）
に
同
。

*13　

前
掲
（
注
10
）
に
同
。
一
四
・
一
五
頁

*14　

小
松
茂
美
著
『
古
筆
学
大
成
』
第
一
三
巻
［
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
］
四
二
八
頁

*15　

久
曽
神
昇
著
『
仮
名
古
筆
の
内
容
的
研
究
』［
ひ
た
く
書
房
、
一
九
八
〇
年
］

一
九
七
頁

*16　

前
掲
（
注
３
）
に
同
。
一
四
九
頁

*17　

前
掲
（
注
３
）
に
同
。
一
〇
一
頁

*18　

前
掲
（
注
３
）
に
同
。
一
六
二
・
一
六
三
頁

［
謝
辞
］

　
　

本
稿
中
、漢
籍
の
出
典
に
つ
い
て
ご
教
示
頂
き
ま
し
た
片
倉
健
博
氏
（
日
本
大
学
）

に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

本
稿
中
、
引
用
し
た
図
版
は
『
日
本
名
筆
選
９
』［
二
玄
社
、
二
〇
一
二
年
］、
小

松
茂
美
監
修
・
名
児
耶
明
解
説
『
日
本
名
跡
叢
刊
55
』［
二
玄
社
、
一
九
八
一
年
］
に

拠
る
。
掲
載
を
お
許
し
下
さ
い
ま
し
た
同
社
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

［
付
記
］

　
　

本
研
究
はJSPS

学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金JP15K

02214

の
援
助
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
（「『
和
漢
朗
詠
集
』
諸
本
の
集
成
と
研
究
」・
基
盤
研
究
〈
Ｃ
〉）。
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My Personal Suggestions and Issues regarding

the Sharing of Information on “Wakan Roei Shu”

YAMAMOTO, Mariko

キーワード ： 和漢朗詠集、藤原公任、写本、伝本
Key words ： wakan roei shu, fujiwarano kinto, manuscripts, each copy
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