
和
田
周
三
君
貴
兄
の
計
報
を
、
私
は
ま
だ
信
じ
が
た
い
気
持
で
い
ま
す
。

先
月
十
三
日
、
私
の
文
字
講
話
に
お
出
で
下
さ
る
と
の
こ
と
で
、
心
待
ち
に

し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
貴
兄
は
に
わ
か
に
病
を
発
し
て
入
院
さ
れ
、
そ

の
ま
生
一
昨
日
不
帰
の
客
と
な
ら
れ
た
。
お
見
舞
す
る
機
会
も
な
く
て
、
六

十
五
年
に
及
ぶ
交
遊
を
終
る
こ
と
は
、
寂
し
い
限
り
で
す
。

我
々
は
、
岡
本
彦
一
君
を
も
含
め
て
、
小
泉
茗
三
先
生
の
教
へ
を
受
け
た
、

京
都
に
お
け
る
最
も
早
い
時
期
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
私
は
歌
才
に
乏
し
く
、

早
く
歌
作
を
や
め
た
が
、
周
三
・
彦
一
の
両
君
は
ボ
ト
ナ
ム
で
活
躍
さ
れ
た
。

そ
し
て
私
と
周
三
君
と
は
母
校
に
帰
り
、
今
日
に
及
ん
だ
の
で
す
。
六
十
五

年
に
な
り
ま
す
。

こ
の
六
十
五
年
は
、
し
か
し
は
げ
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
疾
風
怒
濤
の
時
代

で
あ
り
、
有
為
轌
変
の
世
で
あ
っ
た
。
し
か
し
我
々
は
休
む
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
敗
戦
の
の
ち
、
学
部
機
関
誌
が
殆
ん
ど
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
時
、

我
々
は
手
書
き
の
謄
写
版
で
月
刊
誌
説
林
を
発
行
し
、
三
年
に
及
ん
だ
。
思

想
的
、
派
閥
的
な
こ
と
で
色
々
の
事
を
経
験
し
た
が
、
我
々
は
す
べ
て
そ
れ

ら
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
恩
師
に
寄
せ
る
、
ま
た
母

校
に
対
す
る
使
命
感
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
こ
れ
を
支
え
た
の
で
あ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

弔

辞

和
田
君
は
の
ち
、
近
代
文
学
の
創
成
期
の
研
究
と
い
う
、
雁
大
な
研
究
に
よ

っ
て
学
位
を
得
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
明
治
初
期
の
文
学
的
状
況
の
中
で
、
近

代
短
歌
の
成
立
す
る
過
程
を
、
極
め
て
綿
密
に
実
証
的
に
研
究
さ
れ
た
も
の

で
す
。
そ
の
あ
と
が
き
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
小
泉
先
生
の
明
治
大
正
短
歌
史

研
究
の
緒
論
部
分
を
、
補
充
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
資
料
や
方
法
論
の
上
で

最
も
困
難
と
さ
れ
て
い
る
分
野
を
、
君
は
敢
て
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
え
ら

ば
れ
た
の
で
す
。

ま
た
晩
年
、
頴
田
島
一
二
郎
君
の
あ
と
を
承
け
て
、
衆
望
を
任
っ
て
ボ
ト
ナ

ム
の
代
表
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
。
小
泉
先
生
は
京
都
で
現
実
的
新
杼
情
主

義
の
旗
幟
を
掲
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
明
治
以
来
の
浪
漫
派
や
大
正
期
の
生

活
歌
に
対
し
て
、
短
歌
文
学
の
本
来
の
あ
り
か
た
を
志
向
さ
れ
た
も
の
だ
と

思
う
の
で
す
。
し
か
し
文
学
は
、
つ
ね
に
新
し
い
時
代
様
式
を
求
め
る
も
の

で
す
。
君
は
さ
ら
に
そ
の
発
展
的
方
向
と
し
て
、
現
実
的
象
徴
の
理
論
を
提

示
さ
れ
、
自
ら
こ
れ
を
実
践
さ
れ
、
又
作
歌
の
指
導
・
機
関
誌
の
編
集
に
努

力
さ
れ
た
。
毎
巻
出
詠
者
五
百
名
、
歌
数
三
千
首
に
及
ぶ
と
い
う
盛
況
で
あ

る
。
ボ
ト
ナ
ム
は
活
気
に
充
ち
た
結
社
と
し
て
、
注
目
を
浴
び
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
君
は
小
泉
先
生
の
事
業
の
継
承
者
と
し
て
、
学
術
の
上
に
於

て
も
、
実
作
者
と
し
て
の
作
歌
活
動
に
於
て
も
、
発
展
的
に
、
見
事
に
そ
の

白

川

静
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失
う
こ
と
は
、

思
う
の
で
す
。

役
割
を
果
た
さ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
充
実
し
た
時
に
君
を

失
う
こ
と
は
、
わ
が
国
の
短
歌
界
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
損
失
で
あ
ろ
う
と

六
十
五
年
の
交
遊
を
通
じ
て
、
思
い
出
は
果
て
し
な
く
、
壷
き
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
六
十
五
年
を
通
じ
て
、
君
は
常
に
温
厚
で
思
い
や

り
深
く
、
い
た
わ
り
深
い
性
格
で
あ
っ
た
。
古
人
が
い
う
「
穆
と
し
て
清
風

の
如
し
」
と
は
、
君
の
よ
う
な
人
格
を
い
う
語
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

ボ
ト
ナ
ム
の
人
に
も
、
そ
の
流
風
遺
韻
が
長
く
及
ぶ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
信
じ
、

君
の
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

平
成
十
一
年
七
月
十
九
日

故
和
田
繁
二
郎
先
生
追
悼

白
川
静

（
し
ら
か
わ
・
し
ず
か
立
命
館
大
学
名
誉
教
授
）
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