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Ⅰ
　
死
に
向
か
う

人
が
死
を
覚
悟
す
る
時
、
死
は
生
の
対
極
や
否
定
で

あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
を
超
越
し
完
結
さ
せ
る
も

の
と
さ
え
捉
え
ら
れ
る
。
本
来
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
は
ず

の
死
が
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
へ
と
反
転
す
る
機
構

に
は
、
死
の
美
学
と
言
う
だ
け
で
は
片
付
か
な
い
何

か
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。



2

黄
泉
路
の
一
人
旅

　
　

臨
終　

 
金き
ん

烏う　

西せ
い

舎し
や

に
臨て

ら
ひ 

鼓こ

声せ
い　

短
命
を
催う
な
がす 

泉せ
ん

路ろ　

賓ひ
ん

主し
ゆ

無
し 

此
の
夕ゆ
ふ
べ

　

家
を
離さ
か

り
て
向
か
ふ

金
烏
臨
西
舎　

鼓
声
催
短
命　

泉
路
無
賓
主　

此
夕
離
家
向

『
懐か
い

風ふ
う

藻そ
う

』
大お
お

津つ
の

皇み

子こ

　

大
津
皇
子
は
、
『
万
葉
集
』
時
代
の
漢
詩
人
・
歌
人
。

　

天
武
天
皇
の
皇
子
で
、
母
は
天
智
天
皇
の
皇
女
大お

お

田た
の

皇ひ
め

女み
こ

。
皇
子
と
し
て
は
草く
さ

壁か
べ

皇の
み

子こ

に
次
ぐ
位
置
に
あ
り
、

奈
良
時
代
の
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
の
略
伝
に
よ
れ
ば
、
体
は
た
く
ま
し
く
て
、
度
量
も
広
く
、
学
問
も
修
め
、
武

術
に
も
長
じ
、
放ほ

う

埒ら
つ

な
性
格
だ
が
、
人
を
敬
う
こ
と
も
厚
く
、
人
々
の
信
頼
も
絶
大
と
い
う
よ
う
な
傑
出
し
た
人

物
だ
っ
た
ら
し
い
。
天
武
天
皇
の
死
後
、
謀
反
の
罪
に
よ
っ
て
訳お

語さ

田だ

（
奈
良
県
桜
井
市
戒か
い

重じ
ゆ
う）の
宮
で
死
を
賜
っ
た

が
、
こ
れ
は
、
我
が
子
草
壁
皇
子
の
強
力
な
競
争
相
手
に
な
る
こ
と
を
警
戒
し
た
持
統
天
皇
（
鸕う

野の
の

讃さ
ら
ら良

皇
后
）が
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仕
掛
け
た
策
謀
に
よ
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

右
は
辞
世
の
詩
で
、
二
十
四
歳
に
し
て
死
に
赴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
我
が
身
の
運
命
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。

　

だ
い
た
い
の
意
味
は
、
太
陽
が
西
の
家
屋
を
照
ら
し
、
時
を
告
げ
る
太
鼓
の
音
が
私
の
短
い
命
を
さ
ら
に
せ
き

た
て
る
か
の
よ
う
に
響
い
て
く
る
。
死
出
の
道
に
は
客
も
主
人
も
お
ら
ず
、
自
分
た
だ
一
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の

夕
べ
に
我
が
家
を
離
れ
て
死
へ
の
旅
路
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。

　

起
句
は
、
太
陽
が
西
に
傾
い
て
一
日
が
終
わ
る
光
景
。
そ
れ
は
同
時
に
、
大
津
皇
子
の
人
生
の
落
日
で
も
あ
る
。

「
金
烏
」
は
太
陽
（
ち
な
み
に
月
は
「
玉ぎ
よ

兎く
と

」
）
。

　

承
句
の
「
短
命
」
と
い
う
率
直
な
表
現
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
際
の
衝
撃
が
生
な
形
で
伝
わ
っ

て
き
て
、
心
打
た
れ
る
も
の
が
あ
る
。

　

転
句
は
、
こ
れ
ま
で
は
有
力
な
皇
子
と
し
て
身
の
回
り
に
た
く
さ
ん
の
人
間
が
侍は

べ

っ
て
い
た
の
に
、
境
遇
が
変

わ
っ
た
今
は
一
人
ぼ
っ
ち
だ
と
い
う
感
慨
が
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
「
泉
路
」
は
、
死
出
の
道
、
黄よ

泉み

路じ

。

　

結
句
は
、
『
群ぐ

ん

書し
よ

類る
い

従じ
ゆ
う』

所
収
の
本
文
で
は
「
此
夕
誰
家
向
（
此
の
夕
、
誰
が
家
に
か
向
か
は
む
）
」
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
だ
と
「
い
っ
た
い
一
人
で
ど
こ
へ
向
か
お
う
と
す
る
の
か
」
と
訳
す
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
方
が
、
ど
う

し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
当
惑
し
た
感
じ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
翻
っ
て
右
に
掲
げ
た
本
文
（
天
和
四
年
〈
一
六
八

四
〉刊
行
の
『
懐
風
藻
』
）だ
と
、
淡
々
と
自
己
の
悲
運
を
受
け
入
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
ど
ち
ら
が
よ
い
の

か
判
断
に
迷
う
が
、
粛
々
と
運
命
を
受
け
入
れ
る
王
者
の
風
格
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
理
由
で
、
一
応
後
者
の
本

文
を
掲
げ
て
お
い
た
。
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二
十
四
歳
と
い
う
若
さ
で
、
し
か
も
死
が
急
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
受
け
入
れ

た
ら
よ
い
の
か
は
相
当
難
し
い
。
し
か
し
、
古
代
の
人
々
は
今
の
わ
れ
わ
れ
に
比
べ
て
ず
っ
と
身
近
な
も
の
と
し

て
死
を
意
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
右
に
説
明
し
た
よ
う
な
微
妙
な
立
場
に
あ
っ
た
皇
子
な
ら
、
そ
れ
な

り
の
覚
悟
を
も
っ
て
日
々
を
生
き
て
い
た
と
思
い
た
い
。

　

な
お
、
辞
世
歌
と
し
て
は
、

も
も
づ
た
ふ
磐い

は
れ余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む 

（
『
万
葉
集
』
巻
三
・
四
一
六
）

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
見
る
の
も
今
日
で
お
し
ま
い
で
、
私
は
死
ん
で
い
く
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
。
「
磐
余
の
池
」
は
、
訳
語
田
へ
行
く
途
中
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
嘱し

よ

目く
も
くの

景
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

右
の
詩
や
歌
は
、
も
し
か
し
た
ら
後
人
の
作
が
大
津
皇
子
の
詠
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
作
者
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
を
楽
し
ん
だ
り
、
死
を
め
ぐ
る
こ
と
ば
そ
の
も
の
を
味
わ

え
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

　

大
津
皇
子
作
と
さ
れ
る
歌
に
は
印
象
的
な
も
の
が
多
い
。
個
人
的
に
好
き
な
の
は
、
思
い
を
寄
せ
て
い
た
石
い
し
か

川わ
の

郎い
ら

女つ
め

と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
大
津
皇
子
が
詠
み
掛
け
た
歌
か
ら
挙
げ
る
。

あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹
待
つ
と
わ
れ
立
ち
濡
れ
ぬ
山
の
し
づ
く
に 

（
『
万
葉
集
』
巻
二
・
一
〇
七
）

山
の
雫
に
、
恋
し
い
彼
女
を
待
つ
と
い
う
の
で
、
私
は
立
ち
続
け
て
濡
れ
た
こ
と
だ
、
こ
の
山
の
雫
に
。
「
山
の
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し
づ
く
に
」
を
繰
り
返
す
と
こ
ろ
か
ら
は
、
ど
ん
な
に
濡
れ
て
も
私
は
待
ち
続
け
る
と
い
う
強
い
意
志
を
感
じ
取

れ
て
、
好
も
し
い
。
そ
し
て
、
山
の
雫
を
ま
る
で
恋
人
の
よ
う
に
い
つ
く
し
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
感
じ
取
れ

る
と
思
う
。
そ
ん
な
彼
の
思
い
に
対
し
て
、
石
川
郎
女
は
次
の
よ
う
な
歌
を
返
し
て
い
る
。

我あ

を
待
つ
と
君
が
濡
れ
け
む
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
な
ら
ま
し
も
の
を 

（
『
万
葉
集
』
巻
二
・
一
〇
八
）

私
を
待
っ
て
下
さ
る
と
い
う
の
で
あ
な
た
が
濡
れ
て
し
ま
わ
れ
た
山
の
雫
に
な
れ
た
ら
ど
ん
な
に
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
ま
し
」
は
、
反
実
仮
想
の
助
動
詞
で
実
際
に
は
そ
う
で
な
い
こ
と
を
仮
定
し
て
述
べ
る
時
に
用
い
る
。
山
の

雫
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
な
れ
た
ら
ど
ん
な
に
か
よ
い
の
に
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で

あ
る
。
雫
に
な
っ
て
し
ま
い
た
い
と
ま
で
訴
え
か
け
て
待
つ
よ
う
な
気
持
ち
の
中
に
、
相
手
を
求
め
る
切
実
さ
が

強
く
感
じ
取
れ
て
、
恋
を
す
る
と
い
う
行
為
が
持
つ
深
奥
に
ま
で
た
ど
り
着
い
た
よ
う
な
感
触
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
。 

〔
鈴
木
健
一
〕
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ふ
さ
わ
し
い
終
わ
り
方

武
蔵
に
当
る
そ
の
矢
は
、
蘆あ
し

を
束た
ば

ね
て
槙ま
き

の
板
戸
を
突
く
風ふ

情ぜ
い

。
本も
と

よ
り
死し
し

た
る

弁
慶
に
て
、
そ
の
身
を
ち
つ
と
も
痛
ま
ず
。

舞
の
本
「
高た
か
館だ
ち
」

　

有
名
な
「
弁
慶
の
立
往
生
」
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
立
っ
た
ま
ま
往
生
し
た
直
後
の
シ
ー
ン
だ
。
し

っ
か
り
と
足
を
踏
ん
張
り
長な

ぎ

刀な
た

を
突
い
て
立
っ
て
い
る
弁
慶
が
ま
さ
か
死
ん
で
い
る
と
は
思
わ
ぬ
敵
方
は
、
「
あ

ら
、
恐
ろ
し
や
。
又
弁
慶
が
人
を
切
ら
ん
ず
る
謀

は
か
り
こ
とよ

。
近
ふ
寄
て
は
叶
ふ
ま
じ
。
遠
矢
に
射
よ
」
と
、
次
々
に

矢
を
射
か
け
て
く
る
。
偉
丈
夫
の
弁
慶
の
身
体
に
無
数
の
矢
が
突
き
刺
さ
る
様
子
を
「
束
ね
た
蘆
で
板
戸
を
突
い

た
よ
う
」
と
い
う
比
喩
は
身
も
蓋
も
な
い
ほ
ど
的
確
で
鮮
烈
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
ん
な
風
に
な
っ
て
も
既
に
死
ん

で
い
る
の
だ
か
ら
「
そ
の
身
を
ち
つ
と
も
痛
ま
ず
」
と
い
う
即
物
的
な
説
明
に
は
、
感
傷
を
捨
て
た
ハ
ー
ド
ボ
イ

ル
ド
の
趣
が
漂
っ
て
い
る
。

　

義
経
主
従
一
行
は
、
奥
州
平
泉
、
衣

こ
ろ
も

川が
わ

近
く
の
高た
か

館だ
ち

で
最
後
の
戦
を
戦
う
。
文
字
通
り
一
騎
当
千
の
忠
臣
た
ち

が
圧
倒
的
に
数
の
多
い
追
討
軍
を
相
手
に
思
う
存
分
戦
い
死
ん
で
い
く
様
は
壮
観
だ
が
、
そ
の
最
後
を
飾
る
の
が
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弁
慶
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。
そ
の
奮
戦
ぶ
り
は
、

　

怒
れ
る
眼ま

な
こは
、
黒
雲
の
所
〴
〵
の
晴
れ
間
よ
り
、
朝
日
の
映う
つ

ろ
ふ
ご
と
く
な
り
。
敵か
た
きを
靡な
び

け
て
喚お
め

く
声
、
雷

電
、
稲
妻
、
霹は

た

靂ゝ
が
み、
獅
子
、
象
、
虎
の
吼ほ

ふ
る
声
も
、
か
く
や
と
思
ひ
知
ら
れ
た
り
。

　
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
喉
笛
を
射
ら
れ
瀕
死
の
重
傷
を
負
っ
た
弁
慶
が
、
義
経
や
そ
の
若
君
と
別
れ
を
告
げ
る
場

面
も
哀
れ
だ
。
義
経
は
「
弁
慶
が
最
期
に
、
酒
を
飲
ま
せ
よ
」
と
主
従
二
世
の
契
り
の
盃
を
与
え
、
弁
慶
は
そ
れ

を
飲
み
干
す
が
、
射
切
ら
れ
た
喉
笛
か
ら
そ
の
酒
が
血
と
と
も
に
流
れ
出
て
し
ま
う
。
い
よ
い
よ
最
期
で
あ
る
の

は
明
ら
か
だ
。
誰
も
が
弁
慶
は
自
害
を
す
る
と
思
っ
た
。
敵
は
「
大た

い

剛か
う

の
者
の
自
害
の
様や
う

、
い
ざ
見
習
ひ
て
手
本

に
せ
ん
」
と
押
し
寄
せ
て
く
る
。
そ
れ
を
見
た
義
経
は
「
兼か

ね

房ふ
さ

は
防
ぎ
矢
射
よ
。
弁
慶
は
腹
を
切
れ
。
御
経
せ
ん

ず
る
間あ

ひ
だ」

と
指
示
を
出
す
が
、
当
の
弁
慶
は
長
刀
に
縋す
が

っ
て
立
ち
上
が
り
、
な
ん
と
、
ま
た
も
や
戦
い
に
出
て
い

く
の
だ
。
恐
れ
を
な
し
て
退
い
て
い
く
敵
を
追
っ
て
衣
川
の
向
こ
う
岸
に
渡
り
、
十
数
騎
を
切
っ
て
捨
て
、
も
う

一
度
義
経
の
と
こ
ろ
へ
戻
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
が
さ
す
が
に
力
尽
き
、
「
次
第
に
性し

や

根う
ね

乱
る
れ
ば
、
西
向
に
つ
つ

立
て
、
長
刀
真ま

砂な
ご

に
揺
り
立
て
、
光
く
わ
う

明み
や
う

真し
ん

言ご
ん

唱
へ
つ
ゝ
、
生
年
三
十
八
に
し
て
」
立
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
。

そ
れ
に
気
づ
か
ぬ
敵
方
が
、
既
に
死
ん
で
い
る
弁
慶
を
矢
ぶ
す
ま
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

弁
慶
に
関
し
て
語
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
み
な
伝
説
と
言
っ
て
よ
い
。
母
の
胎
内
に
三
年

居
た
と
い
う
話
を
信
じ
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
比
叡
山
を
追
わ
れ
る
ほ
ど
の
乱
暴
者
だ
っ
た
こ
と
も
牛
若
丸
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と
の
出
会
い
も
、
不
運
の
義
経
に
ぴ
っ
た
り
寄
り
添
い
最
後
ま
で
守
っ
て
き
た
忠
義
も
、
そ
の
智
恵
や
胆
力
も
、

文
学
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
死
に
方
だ
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ

ま
で
だ
。
だ
が
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
い
や
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
弁
慶
の
最
期
も
ま
た
、
彼
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
や
人
生
に
実
に
ふ
さ
わ
し
い
終
わ
り
方
と
し
て
完
成
し
て
い
る
。
義
経
と
出
会
っ
て
か
ら
の
弁
慶
の
人
生
は
、

こ
の
立
往
生
に
向
か
っ
て
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
き
た
か
の
よ
う
に
見
え
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
居
心
地
の
良
さ
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
友
人
に
つ
い
て
「
で
も
あ
の
人
ら
し
い
最
期
だ
っ
た
」

「
颯
爽
と
駆
け
抜
け
て
行
っ
た
ん
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
自
ら
を
慰
め
る
の
と
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
ぶ
ん

我
々
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
ま
で
を
含
め
て
人
生
だ
と
考
え
て
い
て
、
生
き
方
に
ふ
さ
わ
し
い

終
わ
り
方
を
見
る
と
少
し
安
心
し
た
り
感
動
し
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
安
心
や
感
動
は
、
悪
人
が
悪
人
ら
し
く
死
ぬ
時
に
も
同
じ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
ら
し
い
。
説
せ
つ
き

経よ
う

節ぶ
し

『
山さ
ん

椒し
よ

太う
だ

夫ゆ
う

』
の
結
末
近
く
、
領
地
を
受
け
権
力
者
と
な
っ
た
厨ず

子し

王お
う

は
峻し
ゆ

烈ん
れ
つな

信
賞
必
罰
を
お
こ
な
い
、
山
椒

太
夫
の
首
を
実
の
息
子
た
ち
に
鋸

の
こ
ぎ
りで

挽ひ

か
せ
て
処
刑
し
よ
う
と
す
る
。
太
郎
と
次
郎
は
父
親
の
首
を
生
き
た
ま
ま

鋸
で
挽
く
こ
と
な
ど
で
き
ず
、
「
だ
か
ら
あ
ん
な
罪
深
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
良
か
っ
た
の
だ
」
な
ど
と
嘆
く
が
、

悪
の
権
化
の
よ
う
な
三
郎
は
そ
う
し
た
兄
た
ち
の
様
子
を
「
卑
怯
」
と
な
じ
り
、
父
に
向
か
っ
て
は
、

　

な
ふ
い
か
に
太
夫
殿
。
一い

ち

期ご

申ま
う
す

念
仏
を
ば
、
何い

時つ

の
用
に
立
給
ふ
ぞ　

こ
の
度
の
用
に
お
立
て
あ
れ
。
死し

出で

三さ
ん

途づ

の
大
河
を
ば
。
此
三
郎
が
負
ひ
越
し
て
参
ら
す
べ
き
ぞ
。
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と
言
っ
て
の
け
る
。
大
悪
人
の
父
親
の
こ
と
は
同
じ
く
大
悪
人
の
自
分
が
背
負
っ
て
三
途
の
川
を
渡
っ
て
や
ろ
う

と
い
う
開
き
直
り
だ
。
し
か
も
親
の
首
を
鋸
で
挽
く
な
ど
と
い
う
お
ぞ
ま
し
い
所
業
も
、
嘆
く
ど
こ
ろ
か
「
一ひ

と

引ひ
き

引
き
て
は
千せ
ん

僧ぞ
う

供く

養や
う

。
二ふ
た

引ひ
き

引
い
て
は
万ま
ん

僧ぞ
う

供く

養や
う

。
ゑ
い
さ
ら
ゑ
い
」
と
自
分
で
囃
し
な
が
ら
完
遂
し
、
そ
の
後

は
自
身
も
山
人
達
の
鋸
に
挽
か
れ
、
七
日
七
夜
か
け
て
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
。
因
果
応
報
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ

れ
ま
で
だ
が
、
こ
れ
も
生
き
方
に
ふ
さ
わ
し
い
死
に
方
で
あ
る
。

　

一
方
の
太
郎
や
次
郎
は
、
飢
え
る
安あ

ん

寿じ
ゆ

と
厨
子
王
に
こ
っ
そ
り
食
べ
物
を
分
け
与
え
た
り
、
寺
に
隠
れ
た
厨
子

王
が
今
に
も
見
つ
か
る
と
い
う
時
に
追
っ
手
を
な
だ
め
て
く
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
残
虐
無
比
の
山
椒
太
夫
の
家

族
と
し
て
ぬ
く
ぬ
く
と
生
き
て
い
た
こ
と
も
、
そ
の
家
業
を
支
え
て
い
た
こ
と
も
、
す
べ
て
許
さ
れ
領
地
ま
で
も

ら
う
こ
と
に
な
る
。
わ
ず
か
な
慈
悲
や
仏
へ
の
畏
れ
が
報
わ
れ
る
の
は
中
世
庶
民
の
倫
理
観
に
は
合
う
の
だ
ろ
う

が
、
や
は
り
釈
然
と
し
な
い
。
三
郎
と
声
を
合
わ
せ
「
卑
怯
な
り
や
方
々
」
と
な
じ
っ
て
み
た
く
も
な
る
。

　

勇
者
が
あ
く
ま
で
勇
者
ら
し
い
最
期
を
遂
げ
る
よ
う
に
、
悪
人
が
徹
底
的
に
悪
人
と
し
て
、
つ
ま
ら
ぬ
後
悔
も

言
い
訳
も
せ
ず
悪
の
道
を
全
う
す
る
の
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
潔
い
。
現
実
の
世
界
で
は
許
し
が
た
い
人
物
像
や
生

き
方
が
妖
し
い
魅
力
を
放
つ
の
は
、
文
学
の
醍
醐
味
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
弁
慶
の
立
ち
往
生
と
同
じ

く
三
郎
の
死
に
方
も
、
強
烈
な
印
象
と
あ
る
種
の
感
慨
を
与
え
る
立
派
な
死
に
方
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

〔
山
中
玲
子
〕


