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「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」 

与
謝
野
晶
子
の
春
秋 

 

秦 

郁

彦 

 

第

一

回 

 

●
沢
口
靖
子
と
「
お
し
ん
」 

 

二
〇
二
二
年
の
一
〇
月
か
ら
、
テ
レ
ビ
朝
日
の
人
気
番
組
『
科
捜
研
の
女
』

の
第
二
十
二
回
シ
リ
ー
ズ
が
再
開
さ
れ
た
。
あ
い
変
ら
ず
主
役
を
演
じ
る
の
は

京
都
府
警
の
「
榊
マ
リ
子
」
こ
と
沢
口
靖
子
で
あ
る
。
第
一
回
は
一
九
九
九
年

だ
と
い
う
か
ら
断
続
的
な
が
ら
、
か
れ
こ
れ
二
十
年
を
超
え
る
。
彼
女
が
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
『
澪 み

お

つ
く
し
』（
一
九
八
五
年
）
の
ヒ
ロ
イ
ン
を
演
じ
て

い
ら
い
、
フ
ァ
ン
の
一
人
に
な
っ
た
私
は
、
あ
る
と
き
彼
女
が
旧
大
阪
府
立
堺

高
等
女
学
校
の
後
身
で
あ
る
大
阪
府
立
泉 せ

ん

陽 よ
う

高
校
の
出
身
と
知
っ
た
。 

 

き
っ
か
け
は
与
謝
野
晶
子
の
取
材
で
、
こ
の
高
校
を
訪
れ
た
記
者
（
ど
こ
の

メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
か
失
念
）
が
、
門
前
で
三
、
四
人
の
女
生
徒
に
話
し
か
け
た
。

そ
し
て
「
卒
業
生
の
有
名
人
は
」
と
問
い
か
け
る
と
、
異
口
同
音
に
「
沢
口
靖

子
で
す
」
と
答
え
た
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
ら
し
い
。 

 

肩
す
か
し
を
食
っ
た
思
い
の
記
者
が
「
与
謝
野
晶
子
は
」
と
確
か
め
た
ら
「
そ
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う
い
え
ば
…
…
」
と
い
う
頼
り
な
い
反
応
だ
っ
た
と
い
う
。
戦
後
は
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
の
小
学
校
や
中
学
校
の
国
語
と
歴
史
の
教
科
書
に
登
場
す
る
「
超
有
名

人
」
の
晶
子
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
が
、
出
身
校
と
の
結
び
つ
き
が
彼

女
た
ち
に
は
ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
り
の
理
由
は
な
く
も
な

か
っ
た
。 

 

朝
日
新
聞
大
阪
本
社
が
新
聞
連
載
を
一
冊
に
ま
と
め
た
『
女
た
ち
の
太
平
洋

戦
争
〈
１
〉』（
一
九
九
一
年
）
で
柳
博
雄
記
者
は
「
冷
や
や
か
だ
っ
た
母
校
」

の
見
出
し
で
「
晶
子
は
、
母
校
や
、
堺
市
で
は
戦
後
も
長
い
間
、
受
け
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た
」
事
情
を
泉
陽
高
校
の
「
九
十
周
年
記
念
誌
」
を
編
集
し
た
数
人

か
ら
聞
き
と
っ
て
い
る
。 

 

そ
れ
に
よ
る
と
、
開
校
六
十
周
年
の
一
九
六
一
年
に
Ｏ
Ｂ
の
間
か
ら
母
校
の

校
庭
に
晶
子
の
歌
碑
を
建
て
た
い
と
校
長
に
打
診
し
た
と
こ
ろ
、「
堺
と
い
う
封

建
的
な
土
地
で
、
し
か
も
府
立
高
校
の
校
庭
に
建
て
る
と
い
う
こ
と
は
と
て
も

だ
め
で
す
」
と
は
ね
つ
け
ら
れ
る
。 

 

十
年
後
の
七
十
周
年
に
職
員
の
間
か
ら
同
様
の
声
が
上
が
る
と「『
君
死
に
た

ま
ふ
こ
と
な
か
れ
』
の
碑
文
は
反
戦
的
す
ぎ
る
し
、
軍
国
主
義
に
副
っ
た
時
代

が
長
か
っ
た
の
に
」
と
異
論
が
出
て
職
員
会
議
は
も
め
た
末
、
何
と
か
一
〇
月

二
日
の
除
幕
式
へ
こ
ぎ
つ
け
た
。 

 

全
国
で
百
二
十
六
か
所
目
の
晶
子
碑
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
堺
市
で
も
晶

子
碑
が
次
々
に
作
ら
れ
、
市
は
二
〇
〇
七
年
に
「
与
謝
野
晶
子
歌
碑
め
ぐ
り
」
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と
題
す
る
案
内
書
ま
で
発
行
し
て
い
る
。
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
に
「
古

さ
と
の
小
さ
き
町
の
碑
に
彫
ら
れ 

百
と
せ
の
後
あ
ら
む
と
す
ら
む
」（『
春
泥

集
』）
と
い
う
晶
子
の
願
い
が
遂
に
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

生
涯
を
通
じ
約
五
万
首
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
晶
子
の
作
品
の
な
か
で
「
君
死

に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」ほ
ど
突
出
し
た
知
名
度
を
誇
る
詩
は
他
に
あ
る
ま
い
。 

 

そ
の
浸
透
度
は
母
国
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
的
な
広
が
り
に
も
及
ん
だ
。
一

九
八
三
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
で
、
空
前
の
視
聴
率
を
あ
げ
た

『
お
し
ん
』
を
通
じ
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
翌
年
か
ら
世
界
六
十
八
の
国
と
地
域

で
放
映
さ
れ
、
熱
狂
的
な
人
気
を
博
し
た
。 

 

そ
の
な
か
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
山
形
県
酒
田
近
傍
の

奉
公
先
で
い
じ
め
に
た
え
か
ね
て
逃
げ
出
し
、
雪
中
に
行
き
倒
れ
た
少
女
（
小

林
綾
子
）
を
旅
順
戦
生
き
残
り
の
逃
亡
兵
（
中
村
雅
俊
）
が
助
け
、
山
小
屋
に

か
く
ま
う
。
そ
し
て
一
緒
に
過
ご
し
て
い
る
間
に
、「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か

れ
」
を
読
み
聞
か
せ
ら
れ
、
覚
え
こ
む
。
春
が
来
て
町
へ
送
っ
て
行
っ
た
逃
亡

兵
は
憲
兵
に
見
つ
か
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
眼
前
で
射
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。 

 

筆
者
は
英
語
版
の
『
お
し
ん
』
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、‟

Y
ou m

u
st n

ot 

die"

を
く
り
返
し
暗
誦
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
姿
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
だ
が
ド
ラ
マ

の
せ
り
ふ
が
所
詮
は
一
過
性
な
の
に
対
し
、
日
本
の
義
務
教
育
段
階
で
教
科
書

を
通
じ
反
戦
教
育
の
一
環
と
し
て
注
入
さ
れ
る
浸
透
力
は
、
比
べ
も
の
に
な
る

ま
い
。 
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 ●

晶
子
は
日
露
戦
争
の
象
徴
？ 

 

私
の
手
元
に
二
〇
一
二
年
と
一
四
年
に
発
行
さ
れ
た
小
学
校
六
年
生
と
中
学

校
の
社
会
科
（
歴
史
）
教
科
書
が
各
四
冊
あ
る
。
試
み
に
「
日
露
戦
争
」
を
記

述
し
た
ペ
ー
ジ
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
一
ペ
ー
ジ
な
い
し
一
ペ
ー
ジ

半
と
極
め
て
少
な
い
分
量
し
か
な
い
の
に
、
八
冊
の
全
部
に
く
だ
ん
の
「
君
死

に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」（
五
連
の
う
ち
冒
頭
の
第
一
連
八
行
）
が
登
場
す
る
。 

 

簡
単
な
解
説
と
写
真
を
含
め
晶
子
は
全
体
の
半
分
か
ら
三
分
の
一
を
占
め
る

異
様
な
厚
遇
ぶ
り
だ
。
い
わ
ば
彼
女
は
日
露
戦
争
を
一
人
で
背
負
う
象
徴
的
な

超
大
物
の
座
を
占
め
た
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
の
か
わ
り
、
明
治
天
皇
を
始
め
桂
首
相
、
小
村
外
相
、
大
山
・
乃
木
将
軍

な
ど
の
名
前
や
写
真
は
省
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
例
外
と
し
て
日
本
海
海
戦
の
勝

者
で
あ
る
東
郷
大
将
を
入
れ
た
の
が
五
冊
あ
る
が
、
こ
れ
は
東
郷
の
不
在
を
批

判
し
た
新
聞
の
投
書
を
め
ぐ
る
論
争
に
反
応
し
た
せ
い
ら
し
い
。 

 

例
外
は
他
に
も
あ
る
。
晶
子
と
並
ん
で
非
戦
論
を
唱
え
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

内
村
鑑
三
と
無
政
府
主
義
者
の
幸
徳
秋
水
で
、
そ
ろ
っ
て
四
冊
の
教
科
書
に
並

ぶ
。
芸
術
性
で
は
な
く
、
戦
後
日
本
の
思
想
界
を
風 ふ

う

靡 び

し
、
今
も
健
在
な
反
戦

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
所
産
で
あ
る
の
は
明
白
と
言
え
よ
う
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
国
定

こ
く
て
い

で
も
な
い
の
に
、
義
務
教
育
レ
ベ
ル
の
教
科
書
が
、
晶

子
の
「
反
戦
詩
」
を
そ
ろ
っ
て
掲
載
し
て
い
る
の
は
薄
気
味
が
悪
く
な
っ
て
く
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る
。
週
刊
誌
が
一
斉
に
ア
イ
ド
ル
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
事
件
を
報
じ
る
事
態
に
似

て
い
る
が
、
こ
の
ほ
う
は
せ
い
ぜ
い
数
週
間
の
寿
命
な
の
に
、
戦
後
の
「
晶
子

ブ
ー
ム
」
は
数
十
年
も
続
き
衰
え
る
気
配
は
な
い
。 

 

現
行
の
教
科
書
（
二
〇
二
一
年
度
採
択
）
も
検
分
し
て
み
た
が
、
十
年
前
と

比
較
し
て
基
調
は
変
わ
ら
な
い
な
が
ら
多
少
の
手
直
し
が
見
つ
か
る
。
た
と
え

ば
晶
子
を
ふ
く
む
内
村
や
幸
徳
の
非
戦
論
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
に
、
主
戦
論

者
の
存
在
が
無
視
さ
れ
て
き
た
の
は
不
自
然
だ
っ
た
。
東
大
七
博
士
の
主
戦
論

が
前
回
は
一
冊
だ
っ
た
の
が
、
現
行
で
は
三
冊
に
増
え
た
し
、
乃
木
将
軍
の
名

が
三
冊
に
登
場
し
て
い
る
。 

 

そ
れ
と
は
別
に
、
一
石
を
投
じ
た
の
は
「
反
戦
」
一
色
で
マ
ン
ネ
リ
化
し
て

い
た
晶
子
像
の
見
直
し
を
促
す
教
科
書
の
登
場
で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
に
採
択

さ
れ
た
育
鵬
社
版
の
「
な
で
し
こ
日
本
史 

そ
の
５
」
と
い
う
コ
ラ
ム
で
、
ク

ー
デ
ン
ホ
ー
フ
光
子
、
平
塚
ら
い
て
う
と
並
ん
で
「
奔
放
に
恋
を
よ
ん
だ
情
熱

の
歌
人
」
と
し
て
与
謝
野
晶
子
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。 

 

鉄
幹
と
の
恋
の
顛
末
を
記
し
、
一
連
の
歌
作
を
通
じ
「
し
と
や
か
で
つ
つ
ま

し
い
と
さ
れ
た
、
明
治
の
女
性
像
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
る
も
の
」
と
評
し
、
さ
ら

に
次
の
よ
う
に
記
述
し
た
。 

  

日
露
戦
争
の
際
に
は
、
出
征
し
た
弟
の
無
事
を
願
う
詩
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ

と
な
か
れ
」
を
発
表
し
、
話
題
と
な
り
ま
し
た
。 
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し
か
し
、
太
平
洋
戦
争
（
大
東
亜
戦
争
）
の
際
に
は
、 

 
 

水
軍
の 

大
尉
と
な
り
て 

わ
が
四
郎 

 
 

 
 

み
軍 い

く
さ

に
ゆ
く 

た
け
く
戦
へ 

と
、
海
軍
大
尉
と
し
て
出
征
す
る
四
男
を
励
ま
す
歌
も
残
し
ま
し
た
。 

  

教
科
書
だ
か
ら
論
評
は
避
け
て
い
る
が
コ
ラ
ム
の
末
尾
で
は「
１
人
を
選
び
、

ど
ん
な
こ
と
を
し
た
の
か
、
調
べ
て
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
呼
び
か
け
て

い
る
。
ど
う
ま
と
め
た
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、「
水
軍
の
…
…
」
が
晶
子
の

最
終
的
到
達
点
と
受
け
と
め
る
生
徒
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
こ
の
「
水

軍
の
…
…
」
を
め
ぐ
る
諸
事
情
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

わ
が
国
の
教
科
書
は
中
国
や
韓
国
の
よ
う
な
国
定
で
は
な
く
、
題
材
は
出
版

社
や
執
筆
者
の
自
由
な
選
択
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
。
文
科
省
の
検
定
も
事
実
関

係
の
正
誤
訂
正
に
限
ら
れ
、「
晶
子
の
比
重
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
だ
」
と
苦
情
を
述

べ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
う
思
っ
て
も
、
う
っ
か
り
口
を
出
す
と
マ
ス
コ
ミ
か
ら

袋
叩
き
の
大
騒
ぎ
に
発
展
し
か
ね
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。 

  

こ
こ
で
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
が
誕
生
し
た
由
来
と
そ
の
後
の
反

響
を
た
ど
り
た
い
と
思
う
が
、
ま
ず
は
八
種
の
教
科
書
が
引
用
し
て
い
る
第
一

連
（
節
）
の
八
行
を
次
に
か
か
げ
た
い
。
夫
の
与
謝
野
寛
（
鉄
幹
）
が
主
宰
す

る
雑
誌
『
明
星
』
の
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
九
月
号
の
原
文
に
旧
仮
名
を
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改
め
、
ふ
り
が
な
を
加
え
た
清
水
書
院
版
の
中
学
教
科
書
か
ら
引
用
す
る
。 

  
 

君

死

に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ 

 
 

 
 

―
―
旅
順
口
包
囲
軍
の
中
に
あ
る
弟
を
歎
き
て 

  

あ
ゝ
を
と
う
と
よ
君
を
泣
く 

 
 

君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ 

 

末
に
生
ま
れ
し
君
な
れ
ば 

 
 

親
の
な
さ
け
は
ま
さ
り
し
も 

 

親
は
刃
を
に
ぎ
ら
せ
て 

 
 

人
を
殺
せ
と
を
し
へ
し
や 

 

人
を
殺
し
て
死
ね
よ
と
て 

 
 

二
十
四
ま
で
を
育
て
し
や 

  

原
文
は
八
行
ず
つ
の
五
連
か
ら
成
る
が
、
ど
の
連
に
も
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ

と
な
か
れ
」
が
リ
フ
レ
ー
ン
の
よ
う
に
入
り
、
第
五
連
の
最
終
行
も
こ
の
キ
ャ

ッ
チ
コ
ピ
ー
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
。他
に
も「
旧
家
を
ほ
こ
る
あ
る
じ
に
て
、

親
の
名
を
継
ぐ
君
な
れ
ば
」
と
か
、「
旅
順
の
城
は
ほ
ろ
ぶ
と
も
、
ほ
ろ
び
ず
と

て
も
何
事
ぞ
」と
か
、「
暖
簾
の
か
げ
に
伏
し
て
泣
く
、あ
え
か
に
若
き
新
妻
を
」

の
よ
う
に
情
感
を
刺
激
す
る
「
殺
し
文
句
」
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
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し
「
花
鳥
風
月
」
の
域
を
脱
し
、
不
敬
罪
に
な
り
か
ね
ぬ
き
わ
ど
い
第
三
連
を

注
目
し
て
付
け
加
え
た
教
科
書
が
一
冊
だ
け
あ
っ
た
。
そ
の
清
水
書
院
版
か
ら

第
三
連
を
引
用
し
た
い
。 

  

君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ 

 
 

す
め
ら
み
こ
と
は
戦
ひ
に 

 

お
ほ
み
ず
か
ら
は
出
で
ま
さ
ね 

 
 

か
た
み
に
人
の
血
を
流
し 

 

獣
の
道
に
死
ね
よ
と
は 

 
 

死
ぬ
る
を
人
の
ほ
ま
れ
と
は 

 

大
み
こ
ゝ
ろ
の
深
け
れ
ば 

 
 

も
と
よ
り
い
か
で
思
さ
れ
む 

 

や
や
こ
み
い
っ
た
文
脈
だ
が
、
山
本
藤
枝
は
「
わ
か
り
易
い
口
語
に
い
い
か

え
て
み
る
」
と
し
て
「
天
皇
さ
ま
は
、
ご
自
身
で
は
い
く
さ
に
お
出
か
け
に
な

ら
な
い
け
れ
ど
も
、お
互
い
に
人
の
血
を
流
し
、獣
の
道
に
死
ね
よ
な
ど
と
は
、

も
と
よ
り
ど
う
し
て
考
え
て
い
ら
れ
よ
う
、
お
考
え
深
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

だ
か
ら
」
と
読
み
解
く
。 

夫
の
鉄
幹
も
「
陛
下
す
ら
こ
の
戦
争
を
制
し
給
ふ
こ
と
の
難
く
、
已
む
を
得

ず
陛
下
の
赤
子
を
戦
場
に
立
た
し
め
給
ふ
と
は
、
何
と
云
う
あ
さ
ま
し
き
今
の



9 
 

世
」と
苦
心
を
し
の
ば
せ
る
読
み
方
を
示
し
た
。そ
れ
な
り
の
根
拠
は
あ
っ
た
。

開
戦
の
詔
書
で
明
治
天
皇
は
「
豈
朕
が
志
な
ら
む
や
」
と
宣
明
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
反
語
的
技
巧
と
い
な
し
て
い
る
の
だ
が
、
好
意
的
に
解
す

る
人
ば
か
り
で
は
な
い
。 

こ
の
節
に
憤
激
し
た
文
芸
評
論
家
の
大
町
桂
月
は
「
日
本
国
民
と
し
て
、
許

す
べ
か
ら
ざ
る
悪
口
也
、
毒
舌
也
、
不
敬
也
、
危
険
也
」
と
攻
撃
し
た
の
に
対

し
、
晶
子
夫
婦
や
同
情
者
が
応
戦
す
る
事
態
と
な
っ
た
が
、
政
府
や
軍
は
介
入

を
避
け
た
た
め
文
芸
論
争
の
域
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
経
過
は
再
述

し
た
い
が
、
百
年
近
く
後
に
な
っ
て
清
水
書
院
版
の
教
科
書
が
、
忘
れ
ら
れ
て

い
た
第
三
節
を
わ
ざ
わ
ざ
掘
り
起
こ
し
た
動
機
が
気
に
な
っ
て
く
る
。 

内
村
鑑
三
と
並
ん
で
非
戦
論
を
唱
え
た
『
平
民
新
聞
』
の
幸
徳
秋
水
は
、
数

年
後
の
大
逆
事
件
に
連
座
し
た
か
ど
で
処
刑
さ
れ
た
。
晶
子
を
そ
の
同
類
と
見

な
し
、
天
皇
制
批
判
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
祭
り
あ
げ
た
い
意
図
が
働
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。 

      


