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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

二

回 

  

●
「
み
だ
れ
髪
」
の
デ
ビ
ュ
ー 

 

与
謝
野
晶
子
（
本
名
は
志
よ
う
）
は
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
一
二
月
七

日
、
大
阪
府
の
堺
市
に
生
ま
れ
た
。
生
家
は
目
抜
き
の
大
通
り
で
和
菓
子
の
製

造
と
販
売
を
営
む
駿
河
屋
で
、
晶
子
は
「
二
階
だ
け
が
西
洋
づ
く
り
で
、
土
で

こ
し
ら
へ
た
時
計
が
屋
根
の
上
に
あ
つ
て
、
下
に
は
紺
の
れ
ん
の
一
杯
吊
つ
て

あ
る
家
で
…
…
練
羊
羹
を
重
に
売
る
菓
子
屋
で
、
饅
頭
も
こ
し
ら
え
て
居
り
ま

し
た
」（「
を
さ
な
き
日
」 

明
治
四
十
二
年
）
と
回
想
し
て
い
る
。 

 

堺
は
千
利
休
を
始
祖
と
す
る
茶
道
の
伝
統
を
伝
え
、
関
連
し
て
銘
菓
で
知
ら

れ
た
和
菓
子
屋
も
何
軒
か
あ
っ
た
が
、
父
の
鳳 ほ

う

宗
七
は
市
会
議
員
に
選
出
さ
れ

た
街
の
有
力
者
で
、海
外
事
情
に
関
心
が
あ
り
、明
治
二
一
年
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
、

翌
年
の
パ
リ
万
博
へ
駿
河
屋
の
菓
子
を
出
展
し
て
メ
ダ
ル
を
も
ら
っ
て
い
た
。 

 

晶
子
は
二
十
三
歳
で
堺
を
離
れ
た
あ
と
、
戻
り
住
む
こ
と
は
な
か
っ
た
が
終
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生
、
故
郷
の
街
を
愛
し
懐
か
し
ん
だ
。 

 

そ
の
想
い
を
彼
女
は
、 

 
 

海
こ
ひ
し
潮
の
遠
鳴
り
数
へ
つ
つ 

 
 

 
 

少
女
と
な
り
し
父
母
の
家 

 

と
詠
ん
で
い
る
。 

 

だ
が
明
治
も
半
ば
の
日
本
で
は
、
若
い
女
性
が
活
動
で
き
る
舞
台
は
限
ら
れ

て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
が
小
学
校
だ
け
の
学
歴
で
、
晶
子
の
よ
う
に
新
設
さ
れ
た

ば
か
り
の
女
学
校
へ
進
学
す
る
の
は
少
数
だ
っ
た
が
、
卒
業
後
の
進
路
は
結
婚

し
て
良
妻
賢
母
の
道
を
め
ざ
す
し
か
な
か
っ
た
。 

 

彼
女
の
場
合
は
商
家
な
の
で
、
病
弱
の
母
に
代
っ
て
「
店
の
帳
場
に
座
っ
て

帳
付
け
を
す
る
」
な
ど
、
商
売
を
差
配
し
て
い
た
が
、
明
治
三
二
年
に
若
い
男

女
の
文
学
愛
好
者
が
集
ま
る
関
西
青
年
文
学
会
に
加
入
す
る
。
時
期
的
に
は
二

歳
下
の
籌 ち

ゆ
う

三 ざ
ぶ

郎 ろ
う

の
ほ
う
が
少
し
早
く
参
加
し
、
そ
の
手
引
き
が
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。 

 

翌
年
に
は
与
謝
野
鉄
幹
が
主
宰
す
る
『
明
星
』
に
投
稿
、
鉄
幹
が
西
下
し
た

折
の
歌
会
で
知
り
合
い
、
交
情
を
深
め
た
。
し
か
し
鉄
幹
に
は
妻
と
一
児
が
あ

り
、
苦
し
い
恋
と
な
っ
た
が
三
四
年
六
月
、
家
出
同
然
に
上
京
し
て
妻
と
別
居

中
の
鉄
幹
の
下
に
走
る
。 

 

不
倫
ど
こ
ろ
か
旧
民
法
で
は
女
性
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
姦
通
罪
に
問
わ
れ
る

リ
ス
ク
は
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
を
突
破
し
て
、
一
〇
月
に
は
鉄
幹
と
の
結
婚
（
入
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籍
は
翌
年
一
月
）
に
こ
ぎ
つ
け
る
。 

 

三
百
九
十
九
首
を
収
め
た
最
初
の
歌
集
『
み
だ
れ
髪
』
が
、
鉄
幹
の
尽
力
で

刊
行
さ
れ
た
の
は
二
か
月
前
の
八
月
で
あ
る
。
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
絶
妙
だ
っ

た
。 

 

不
倫
が
ら
み
の
話
題
性
も
あ
っ
て
異
論
も
な
く
は
な
か
っ
た
が
、大
勢
は「
歌

語
の
意
識
を
根
本
か
ら
ひ
っ
く
り
返
す
」（
今
野
寿
美
）
新
し
い
言
葉
の
姿
に
感

動
と
称
賛
の
声
を
惜
し
ま
ず
、
大
町
桂
月
は
晶
子
を
「
鬼
才
」
と
持
ち
あ
げ
た
。 

 

百
年
後
の
現
在
で
も
、
高
い
評
価
は
変
わ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
比
較
文
学
者

の
芳
賀
徹
は「
日
本
詩
歌
史
上
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
の
、若
い
女
の
自
己
陶
酔
、

青
春
自
讃
の
歌
に
ち
が
い
は
な
い
が
、
そ
れ
を
こ
え
て
こ
れ
は
日
本
女
性
の
独

立
自
尊
を
宣
言
す
る
歌
集
で
あ
っ
た
」（
芳
賀
『
詩
歌
の
森
へ
』、
中
公
新
書
、

二
〇
〇
二
年
刊
）
と
評
し
て
い
る
。
私
の
好
み
に
な
る
が
、『
み
だ
れ
髪
』
か
ら

数
首
を
抜
き
だ
し
て
み
よ
う
。 

  

ａ 

く
ろ
髪
の
千
す
ぢ
の
髪
の
み
だ
れ
髪 

 
 

 
 

 

か
つ
お
も
ひ
み
だ
れ
お
も
ひ
み
だ
る
る 

 

ｂ 

そ
の
子
二
十
櫛
に
な
が
る
る
黒
髪
の 

 
 

 
 

 

お
ご
り
の
春
の
う
つ
く
し
き
か
な 

 

 

ｃ 

清
水
へ
祇
園
を
よ
ぎ
る
桜
月
夜 

 
 

 
 

 

こ
よ
ひ
逢
ふ
人
み
な
う
つ
く
し
き 
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ｄ 

狂

ひ

の

子

わ

れ

に

焔

の

翅

か

ろ

き

 

 
 

 
 

 
百

三

十

里

あ

わ

た

だ

し

の

旅 

  

注
釈
の
必
要
は
な
い
と
思
う
が
、
ａ
は
歌
集
の
標
題
に
ち
な
ん
だ
歌
、
ｂ
は

乱
れ
る
前
の
黒
髪
に
こ
め
た
想
い
、ⅽ

は
古
今
集
の
流
れ
に
沿
っ
た
花
鳥
風
月
、

そ
し
て
ｄ

は
大
阪
か
ら
東
京
ま
で
鉄
幹
を
慕
っ
て
百
三
十
里
の
空
を
飛
ぶ
不
倫

宣
言
と
、
主
題
も
手
法
も
多
彩
を
き
わ
め
る
が
、
晶
子
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ら

し
い
感
性
も
か
い
ま
見
え
る
。 

 

な
か
で
も
突
出
し
た
反
響
を
呼
ん
だ
の
は
、
次
の
二
首
で
あ
ろ
う
。 

  
 

や
は
肌
の
熱
き
血
汐
に
触
れ
も
み
で 

 
 

 
 

寂
し
か
ら
ず
や
道
を
説
く
君 

  
 

春
み
じ
か
し
何
に
不
滅
の
命
ぞ
と 

 
 

 
 

ち
か
ら
あ
る
乳 ち

を
手
に
さ
ぐ
ら
せ
ぬ 

   

か
ね
て
か
ら
慎
ま
し
や
か
な
良
妻
賢
母
の
道
を
奉
じ
て
い
た
「
道
学
者
先
生

た
ち
」（
晶
子
の
自
解
）
へ
の
痛
烈
な
一
矢
だ
っ
た
ろ
う
が
、
晶
子
の
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
を
め
ぐ
り
不
仲
に
な
っ
て
い
っ
た
長
兄
の
鳳
秀
太
郎
は
、「
私
へ
の
あ
て
つ

け
だ
」
と
受
け
と
め
激
怒
し
た
。 
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六
歳
年
長
の
兄
は
抜
群
の
秀
才
で
京
都
の
第
三
高
等
学
校
を
経
て
、
東
京
帝

国
大
学
工
科
大
学
の
電
気
工
学
科
を
首
席
で
卒
業
し
て
明
治
三
〇
年
、
二
十
五

歳
の
若
さ
で
助
教
授
に
登
用
さ
れ
、
欧
米
留
学
を
経
て
三
九
年
に
は
早
く
も
教

授
に
昇
任
し
て
い
る
。理
工
系
の
学
究
ら
し
い
堅
実
で
謹
直
な
人
柄
だ
っ
た
が
、

俳
句
を
作
り
画
筆
を
握
る
一
面
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
鉄
幹
の
件
で
さ
か
ら
っ

た
晶
子
を
許
さ
ず
、
生
涯
の
義
絶
を
申
し
渡
す
。 

 

実
際
に
三
年
後
、
父
の
宗
七
が
他
界
し
た
と
き
晶
子
は
実
家
に
か
け
つ
け
た

が
、
家
長
の
秀
太
郎
は
葬
儀
の
席
に
列
す
る
の
を
拒
ん
だ
。
ち
な
み
に
秀
太
郎

の
息
子
（
誠
三
郎
）
と
孫
（
紘
一
郎
）
は
、
い
ず
れ
も
東
大
工
学
部
の
電
気
工

学
科
を
卒
業
し
て
教
授
に
就
任
し
て
い
る
。
祖
父
の
講
座
を
三
代
つ
づ
い
て
継

承
す
る
稀
な
例
に
な
っ
た
。 

 

●
輜
重
輸
卒
で
生
還
し
た
弟 

 

宗
七
の
死
で
「
旧
家
を
ほ
こ
る
あ
る
じ
」
に
は
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
に
学

ん
で
い
た
末
っ
子
の
籌
三
郎
が
中
退
し
て
三
代
目
を
継
ぎ
、
宗
七
の
名
を
襲
名

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
温
和
な
資
質
で
晶
子
と
は
文
学
へ
の
趣
好
を
共
有
す
る

理
解
者
で
あ
り
つ
づ
け
、
終
生
に
わ
た
り
交
流
を
切
ら
さ
な
か
っ
た
。 

 

そ
の
弟
が
三
七
年
二
月
に
開
戦
し
た
日
露
戦
争
に
召
集
さ
れ
た
の
は
、
そ
の

年
の
六
月
で
あ
る
。
所
属
は
大
阪
第
四
師
団
の
歩
兵
第
八
連
隊
で
、
四
月
に
出

発
し
た
第
一
陣
は
南
満
州
の
遼
東
半
島
に
上
陸
し
五
月
末
、
南
山
の
激
戦
に
勝
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利
し
て
第
二
軍
（
他
に
第
三
、
第
六
師
団
）
に
編
入
さ
れ
遼
陽
へ
向
け
北
上
し

た
。 

 

六
月
に
は
旅
順
要
塞
を
攻
囲
す
る
乃
木
将
軍
の
ひ
き
い
る
第
三
軍
（
第
一
、

第
九
、
第
十
一
師
団
が
基
幹
）
が
編
成
さ
れ
、
八
月
の
第
一
回
総
攻
撃
に
失
敗
、

四
カ
月
攻
め
あ
ぐ
ね
て
の
末
、
六
万
人
の
死
傷
者
を
出
し
て
陥
落
さ
せ
た
。 

 

軍
の
動
静
は
秘
さ
れ
て
い
た
が
、
晶
子
の
日
記
の
六
月
二
十
四
日
に
「
一
週

間
ば
か
り
前
、
広
島
か
ら
手
紙
が
来
た
」
の
で
、「
宇
品
た
ち
し
弟
、
今
日
も
浪

の
上
に
や
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
弟
は
こ
の
頃
に
第
八
連
隊
の
第
二
陣
と
し

て
満
州
へ
向
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。 

 

そ
の
頃
だ
ろ
う
か
、
晶
子
の
耳
に
、
籌
三
郎
は
旅
順
へ
向
か
っ
た
ら
し
い
と

い
う
噂
が
入
っ
た
。
少
し
お
く
れ
て
弟
が
決
死
隊
に
志
願
し
た
ら
し
い
と
い
う

無
根
の
噂
も
伝
わ
っ
た
よ
う
だ
。
八
月
の
総
攻
撃
で
東
京
第
一
師
団
に
多
数
の

死
傷
者
が
出
た
と
い
う
情
報
は
、
い
ち
早
く
東
京
の
庶
民
の
耳
に
も
届
い
て
い

た
か
ら
、
心
お
ち
つ
か
ぬ
心
情
の
晶
子
が
、「
旅
順
攻
囲
軍
の
中
」
に
い
た
ら
し

い
弟
の
身
を
案
じ
た
の
は
、
無
理
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。 

 

そ
れ
に
前
年
夏
に
結
婚
し
た
ば
か
り
の
「
あ
え
か
に
若
き
新
妻
」
は
、
身
重

（
八
月
に
長
女
の
夏
子
が
出
生
）
で
も
あ
っ
た
。
二
歳
足
ら
ず
の
長
男
（
光
）

と
半
年
に
も
な
ら
ぬ
次
男
（
秀
）
を
か
か
え
て
い
た
晶
子
が
身
に
つ
ま
さ
れ
た

と
し
て
も
ふ
し
ぎ
は
な
い
。 

「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
を
晶
子
が
一
気
に
詠
み
あ
げ
た
の
は
、
旅
順
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総
攻
撃
が
始
ま
っ
た
三
七
年
の
八
月
半
ば
頃
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
夫
の
鉄

幹
は
「
傑
作
だ
よ
」
と
認
め
、
九
月
一
日
発
行
の
『
明
星
』
に
掲
載
し
た
。 

 

反
響
は
小
さ
く
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
国
家
主
義
者
、
戦
争
賛
美
者
を
自
認

す
る
大
町
桂
月
は
大
手
の
雑
誌
『
太
陽
』
誌
上
で
数
回
に
わ
た
り
「
家
が
大
事

也
、
妻
が
大
事
也
、
国
は
亡
び
て
も
よ
し
、
商
人
は
戦
う
べ
き
義
務
な
し
と
言

う
は
…
…
世
を
害
す
る
思
想
也
」「
乱
臣
な
り
、
賊
子
な
り
、
国
家
の
刑
罰
を
加

ふ
べ
き
罪
な
り
」
と
激
し
く
論
難
し
た
。 

 

そ
れ
に
対
し
晶
子
は
「
こ
の
御
評
、
一
も
二
も
な
く
服
し
か
ね
候
」
と
、
一

歩
も
退
か
ず
「
歌
は
歌
に
候
」「
誠
の
心
を
歌
に
し
た
だ
け
」「
少
女
と
申
す
者
、

誰
し
も
戦
嫌
い
に
て
候
」
と
反
撃
し
た
。
そ
の
一
方
で
は
、
日
の
丸
の
小
旗
で

出
征
兵
士
を
見
送
っ
て
い
る
と
か
、
幸
徳
ら
の
社
会
主
義
者
と
は
無
縁
だ
と
さ

り
げ
な
く
洩
ら
す
な
ど
、「
卑
怯
な
利
口
者
」
と
自
嘲
す
る
知
恵
も
働
か
せ
て
い

る
。 

 

こ
の
よ
う
に
理
と
情
の
す
れ
ち
が
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
晶
子
の
詩

は
「
情
の
声
で
…
…
危
険
思
想
と
は
見
る
べ
か
ら
ず
」
と
擁
護
す
る
論
者
も
現

れ
た
。
鉄
幹
と
桂
月
の
対
論
の
場
も
設
定
さ
れ
た
が
、
物
別
れ
に
終
わ
る
。 

 

で
は
な
ぜ
当
局
や
軍
部
は
こ
の
論
争
に
介
入
し
な
か
っ
た
の
か
。桂
月
の「
先

年
、
内
務
省
は
『
明
星
』
の
裸
体
画
を
と
が
め
発
禁
し
た
の
に
、
晶
子
の
世
を

害
す
る
思
想
を
な
ぜ
…
…
」
の
よ
う
な
文
人
の
挑
発
に
乗
る
の
は
た
め
ら
い
が

あ
っ
た
ろ
う
。 
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高
名
な
女
流
歌
人
の
大
塚
楠 く

す

緒
子

お

こ

が
論
議
の
さ
な
か
に
「
お
百
度
詣
あ
ゝ
咎

あ
り
や
」
を
発
表
し
共
感
を
呼
ん
で
い
た
が
、
戦
場
へ
息
子
を
送
り
だ
し
た
あ

と
、
お
百
度
詣
を
重
ね
る
母
親
た
ち
と
晶
子
は
、
悪
意
の
な
い
同
質
の
心
情
と

見
な
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

国
民
戦
争
の
性
格
を
帯
び
た
日
露
戦
争
で
は
、
前
線
の
兵
士
も
銃
後
の
民
衆

も
戦
意
は
旺
盛
だ
っ
た
が
、
旅
順
攻
め
で
失
敗
を
重
ね
た
乃
木
将
軍
や
、
ロ
シ

ア
艦
隊
を
追
跡
し
て
取
り
逃
が
し
た
上
村

か
み
む
ら

提
督
の
留
守
宅
が
投
石
さ
れ
る
な
ど
、

時
に
世
論
の
批
判
が
軍
に
き
び
し
か
っ
た
例
も
あ
り
、
当
局
も
そ
れ
な
り
に
気

を
使
っ
て
い
た
。
お
百
度
詣 も

う
で

の
母
親
た
ち
の
反
感
を
買
う
の
は
、
避
け
た
か
っ

た
に
違
い
な
い
。 

 

話
題
を
籌
三
郎
の
足
跡
に
戻
し
た
い
が
戦
歴
に
つ
い
て
は
、
ま
ち
ま
ち
の
断

片
的
情
報
し
か
得
ら
れ
な
い
。
公
的
記
録
に
あ
た
る
堺
市
兵
事
会
編
『
堺
市
奉

公
録
』（
明
治
四
〇
年
）
に
よ
る
と
、
応
召
者
一
千
五
十
人
の
中
に
「
鳳
宗
七
君
」

の
名
が
あ
り
、
戦
後
の
明
治
三
九
年
六
月
に
戦
死
者
八
十
五
人
の
英
霊
を
祀
っ

た
あ
と
、
一
一
月
に
生
存
者
二
百
十
五
人
へ
の
勲
章
伝
達
式
が
挙
行
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
第
三
回
（
一
一
月
二
九
日
）
に
輜 し

重 ち
よ
う

輸 ゆ

卒 そ
つ

六
十
一
人
の
一
人
と
し
て
、

鳳
宗
七
は
勲
八
等
白
色
桐
葉
章
を
も
ら
っ
た
。 

 

輜
重
輸
卒
は
輜
重
兵
の
指
揮
下
で
、
糧
食
等
の
補
給
物
資
を
牛
馬
が
曳
く
荷

車
や
担
送
で
前
線
に
届
け
る
任
務
で
、「
蝶
々
、
と
ん
ぼ
」
と
軽
侮
さ
れ
た
最
下

級
の
兵
士
だ
が
、
戦
闘
に
は
参
加
し
な
い
の
で
戦
死
率
は
歩
兵
の
一
〇
・
八
％
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に
対
し
〇
・
二
％
（
大
江
志
乃
夫
）
と
低
か
っ
た
。 

 

主
と
し
て
体
格
不
良
者
が
集
め
ら
れ
た
が
、
意
外
に
も
「
大
家
の
若
旦
那
、

僧
侶
、
教
員
」
な
ど
「
箸
よ
り
重
い
も
の
を
持
っ
た
こ
と
の
な
い
」
人
た
ち
が

混
じ
っ
て
い
た
よ
う
だ
。 

 

籌
三
郎
こ
と
鳳
宗
七
は
ま
さ
に
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
が
、
幸
運
に
も
文

筆
の
能
力
を
認
め
ら
れ
、
司
令
部
の
書
記
役
に
抜
擢
さ
れ
た
ら
し
い
。
病
気
で

除
隊
し
た
と
い
う
風
聞
も
あ
り
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
「
死
に
た
ま
ふ
」
の
は
困
る

と
い
う
軍
の
配
慮
が
働
い
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。 

 

と
も
あ
れ
無
事
に
帰
還
し
た
籌
三
郎
は
、
老
舗
菓
子
店
の
主
人
と
し
て
控
え

目
だ
が
平
穏
な
日
々
を
送
り
、
晶
子
の
死
よ
り
二
年
後
の
昭
和
一
九
年
に
没
し

た
。
堺
中
学
の
後
輩
で
あ
る
詩
人
の
安
西

あ
ん
ざ
い

冬 ふ
ゆ

衛 え

は
晩
年
の
印
象
を
「
血
色
よ
く

肥
っ
た
町
家
の
旦
那
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
与
謝
野
鉄
幹
は
、
次
の
よ
う
な
短

歌
を
遺
し
て
い
る
。 

  
 

塵
上
が
る
大
道
を
見
て
店
に
在
り 

 
 

 
 

三
十
五
年
妻
の
お
と
う
と 
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