
和
田
氏
の
学
問
の
事
に
つ
い
て
は
語
る
人
は
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
こ

の
事
に
つ
い
て
語
る
資
格
は
な
い
。
こ
こ
に
は
氏
と
短
歌
創
作
と
の
事
に
つ

い
て
語
り
た
い
。

氏
が
短
歌
を
や
り
は
じ
め
た
の
は
、
京
都
市
役
所
水
道
課
に
勤
務
中
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
頃
市
役
所
内
に
平
安
短
歌
会
と
い
う
の
が
あ
り
、
氏
は
こ

れ
に
参
加
し
た
。
丁
度
そ
の
頃
、
小
泉
茗
三
先
生
が
立
命
館
大
学
に
赴
任
さ

れ
た
。
昭
和
七
年
の
事
で
あ
る
。
そ
の
時
私
は
立
命
館
大
学
専
門
部
三
年
生

で
あ
っ
た
。
こ
の
平
安
短
歌
会
が
、
小
泉
先
生
の
話
を
聞
こ
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
和
田
氏
と
小
泉
先
生
と
の
関
係
が
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
。
つ
ま
り

小
泉
先
生
を
通
し
て
氏
と
私
の
縁
も
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
折
し

も
小
泉
先
生
は
先
生
の
主
宰
さ
れ
る
短
歌
誌
『
ボ
ト
ナ
ム
』
昭
和
八
年
一
月

号
に
「
短
歌
の
方
向
」
と
題
し
て
、
「
現
実
的
新
杼
情
主
義
の
提
唱
」
と
い

う
副
題
を
も
っ
た
論
を
発
表
さ
れ
た
。
以
後
こ
の
現
実
的
新
杼
情
主
義
は
長

く
ボ
ト
ナ
ム
の
指
導
理
念
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
方
向
、
現
実
感
の
杼

情
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
当
時
の
社
会
的
現
実
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
方
向
の

作
品
を
杼
情
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
氏
の
歌
集

の
「
あ
と
が
き
」
な
ど
に
よ
り
、
氏
が
み
づ
か
ら
の
作
風
を
述
べ
て
い
る
と

こ
ろ
を
引
用
し
て
、
氏
自
身
に
語
っ
て
も
ら
う
か
た
ち
に
し
た
い
。

歌
人
と
し
て
の
和
田
博
士

和
田
氏
の
第
一
歌
集
『
微
粒
』
は
昭
和
三
十
一
年
七
月
刊
、
昭
和
二
十
三

年
か
ら
二
十
九
年
ま
で
の
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

氏
が
『
ボ
ト
ナ
ム
』
に
作
品
を
始
め
て
発
表
し
た
昭
和
八
年
か
ら
二
十
二

年
ま
で
の
作
に
つ
い
て
は
『
微
粒
』
に
「
『
微
粒
』
以
前
」
と
題
し
て
そ
の

大
要
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
の
解
説
に
解
説
を
加
え
る
の
は
、
屋
上
屋
を

架
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
は
ぶ
き
、
国
崎
望
久
太
郎
、
山
元
一
郎
、
そ
れ
に

岡
本
、
和
田
が
議
論
し
た
こ
と
に
つ
き
「
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
我
々
の
間
で
聖

護
院
頽
廃
派
と
稻
し
て
い
た
」
と
書
い
て
い
る
の
を
記
し
て
お
こ
う
。

『
微
粒
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
後
記
」
に
「
私
の
う
ち
な
る
微
粒
は
、

憎
悪
や
怒
り
に
う
ち
ふ
る
え
て
き
た
。
そ
し
て
ま
た
怖
れ
に
お
の
の
い
て
き

た
。
私
の
微
粒
は
短
歌
的
結
晶
に
あ
た
っ
て
、
い
び
つ
な
、
あ
や
し
い
光
を

放
つ
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
九
年
は
、
そ
の
お
の
の
き
の
頂
点
に
あ

た
っ
て
い
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

第
二
歌
集
『
雪
眼
』
は
昭
和
三
十
九
年
二
月
刊
、
昭
和
三
十
年
よ
り
三
十

八
年
ま
で
の
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
国
崎
望
久
太
郎
氏
の
「
雪
眼
解
説
」

に
次
の
如
く
あ
る
。
「
か
れ
の
詩
的
観
念
は
素
朴
な
感
動
主
義
で
は
な
く
知

的
な
構
成
主
義
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
の
溢
れ
る
よ
う
な
湧
出
の
中
に
生
成
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
形
象
を
知
的
に
処
理
し
て
、
そ
の
上
に
詩
的
世
界
を

岡
本
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構
築
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
と
。
『
雪
眼
』
の
難
解
さ
に
対
す
る

ひ
と
つ
の
回
答
で
あ
っ
た
。

第
三
歌
集
『
環
象
』
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
月
刊
。
昭
和
三
十
九
年
よ
り

四
十
七
年
ま
で
の
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
現
実
へ
の
対
応
の
し
か
た
と

し
て
は
、
別
に
『
雪
眼
』
の
時
期
と
変
わ
っ
た
自
覚
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
に

伴
っ
て
、
短
歌
制
作
の
方
法
に
も
さ
し
た
る
変
化
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
」

と
作
者
は
「
あ
と
が
き
」
に
述
べ
て
い
る
。

第
四
歌
集
『
揺
曳
』
は
昭
和
四
十
八
年
よ
り
五
十
五
年
ま
で
の
作
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
集
に
つ
い
て
は
私
の
見
た
こ
と
を
記
す
。
作
者
は
現

実
に
傍
看
の
姿
勢
で
対
す
る
・
現
実
に
対
し
て
得
た
も
の
を
内
面
化
さ
せ
る
。

現
実
に
対
し
て
諺
屈
し
た
も
の
が
内
面
的
な
怒
り
と
な
る
。

第
五
歌
集
『
暁
闇
』
［
現
代
短
歌
全
集
３
］
短
歌
新
聞
社
刊
は
昭
和
五
十

六
年
よ
り
六
十
年
ま
で
の
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
あ
と
が
き
」
に
「
歌

の
方
は
、
『
揺
曳
』
と
さ
し
た
る
変
化
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ

の
年
で
何
か
新
し
い
も
の
を
と
い
う
の
は
無
理
だ
ろ
う
。
」
と
あ
る
。

第
六
歌
集
『
往
還
』
は
昭
和
六
十
一
年
よ
り
平
成
元
年
ま
で
の
作
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
「
あ
と
が
き
」
に
「
作
風
は
、
お
お
む
ね
『
暁
闇
』
の
延
長

上
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
し
変
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

淡
泊
に
な
っ
た
こ
と
と
、
あ
る
種
の
軽
み
が
増
し
た
こ
と
く
ら
い
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
二
月
二
十
六
日
（
平
成
二
年
）
で
満
七
十
七
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ

る
喜
寿
で
あ
る
。
こ
れ
を
記
念
し
て
の
出
版
で
も
あ
る
。
」
と
あ
る
。

第
七
歌
集
『
春
雷
』
は
平
成
二
年
よ
り
四
年
ま
で
の
作
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
「
あ
と
が
き
」
に
「
私
の
歌
風
に
つ
い
て
は
今
更
喋
々
し
な
い
。
小
泉

敏
和
田
繁
二
郎
先
生
追
悼

先
生
提
唱
の
「
現
実
的
新
杼
情
主
義
」
の
真
髄
に
即
し
た
「
現
実
感
象
徴
」

を
念
願
と
し
て
い
る
と
い
う
に
止
め
よ
う
。
」
と
あ
る
。

第
八
歌
集
『
越
冬
』
は
平
成
五
年
よ
り
七
年
ま
で
の
作
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
「
あ
と
が
き
」
に
「
作
歌
を
は
じ
め
て
か
ら
ま
も
な
く
、
昭
和
十
一
年
、

当
時
の
思
想
・
言
論
の
弾
圧
に
対
処
す
る
方
法
と
し
て
身
に
付
け
た
象
徴
的

手
法
は
、
基
本
に
お
い
て
は
今
も
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
か
め

得
た
。
今
は
、
そ
の
〈
現
実
〉
は
変
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
批
判
・
抵
抗
の
対

象
も
広
く
社
会
の
風
俗
の
諸
般
に
わ
た
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

自
己
へ
の
凝
視
・
批
判
も
多
い
。
ま
た
象
徴
の
ス
タ
イ
ル
に
も
変
化
が
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
同
じ
道
を
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
い
る
と
い
う
印
象

は
消
し
が
た
い
。
」
と
あ
る
。

（
お
か
も
と
・
ひ
こ
い
ち
元
立
命
館
大
学
非
常
勤
講
師
）

五


