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五 

意
味
の
深
み
へ 

前
回
ま
で
、
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
世
を
理
解
し
よ
う
と
、
文
字
通
り
勉
強
し
て
考
え
て
み
た
。
十
分

了
解
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
す
れ
ば
よ
い
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
も

こ
の
理
解
を
当
面
の
参
照
枠
と
し
て
、
思
案
し
行
動
を
選
択
し
て
い
く
こ
と
が
わ
た
し
に
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
は
、
歴
史
的
な
存
在
と
し
て
在
る
だ
け
で
は
な
く
、
た
だ
日
々
を
生
き
る
者
と
し
て

あ
れ
こ
れ
迷
い
悩
み
、
哲
学
者
が
言
う
と
こ
ろ
の
実
存
的
な
問
い
を
抱
く
。
蝶
の
夢
の
中
の
男
に
は
漠
然

と
し
か
意
識
で
き
な
い
が
、
よ
そ
行
き
の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
人
生
の
意
味
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
ろ

う
。
す
で
に
頭
脳
明
晰
な
人
た
ち
が
人
生
に
決
定
し
た
価
値
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
ら
し
い
。
だ
が
、

夢
見
る
蝶
は
夢
の
解
釈
を
求
め
る
。 

 

と
い
う
わ
け
で
、
粗
末
な
神
経
網
が
何
か
意
味
を
む
す
ぶ
回
路
を
あ
て
も
な
く
探
す
こ
と
に
な
る
。
こ

の
あ
い
だ
は
、
表
題
に
誘
わ
れ
て
『
意
味
の
深
み
へ
』
と
い
う
書
物
の
行
間
を
さ
ま
よ
っ
た
。
著
者
は
、

井
筒
俊
彦
と
い
う
二
十
世
紀
の
日
本
の
哲
学
者
で
あ
る
。
以
前
に
『
意
識
と
本
質
』
と
い
う
書
物
を
読
ん

で
自
前
の
思
想
だ
と
思
っ
た
の
で
、
最
近
復
刻
さ
れ
た
『
意
味
の
深
み
へ
』
を
と
り
よ
せ
た
の
だ
。
『
意
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識
と
本
質
』
ほ
ど
の
容
量
を
も
つ
体
系
的
な
論
考
で
は
な
い
が
、
エ
ッ
セ
イ
風
な
小
論
集
が
か
え
っ
て
こ

の
人
の
信
念
を
よ
く
教
え
て
く
れ
た
。
わ
た
し
は
以
前
の
認
識
を
改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

井
筒
と
い
う
人
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
学
か
ら
さ
ら
に
西
ア
ジ
ア
に
起
源
を
も
つ
三
つ
の
宗
教
思
想
を
把
握

し
た
上
で
、
荘
子
・
老
子
の
学
と
仏
教
哲
学
に
ま
で
思
索
を
広
げ
て
独
自
の
東
洋
哲
学
を
つ
く
り
上
げ
た
。

そ
れ
は
単
な
る
東
洋
思
想
で
は
な
く
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
ま
で
の
西
洋
哲
学
を
も
踏
ま
え
た
大
き
な
構
想

と
し
て
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
・
ア
ラ
ビ
ア
語
・
ギ
リ
シ
ア
語
な
ど
驚
く
ほ
ど
多
く
の
言
語
を
習
得
し
た
碩

学
に
し
て
は
じ
め
て
で
き
た
仕
事
で
あ
る
。
蝶
に
は
そ
れ
を
語
る
力
が
な
い
が
、
話
を
進
め
る
の
に
少
し

触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
中
心
軸
に
す
え
た
考
え
方
は
大
乗
仏
教
の
「
唯
識
論
」
で
あ
る
。
感
覚

か
ら
無
意
識
ま
で
の
多
層
の
「
識
」
が
、
人
の
表
象
を
つ
く
り
認
識
に
至
る
働
き
を
す
る
の
で
あ
っ
て
、

諸
存
在
は
こ
の
識
に
包
摂
さ
れ
る
と
す
る
。
「
色
即
是
空
」
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
「
空
」
の
思
想
を
、

「
唯
識
」
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
発
展
さ
せ
た
も
の
だ
。
碩
学
は
、
最
深
層
の
識
で
あ
る
「
ア
ラ
ヤ
識
」

を
言
語
論
の
場
に
移
し
て
、
「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
か
ら
意
味
の
分
節
が
生
起
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
論
じ
て
、

存
在
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
『
意
識
と
本
質
』
を
一
読
し
た
わ
た
し
は
、
そ
の
哲
学
が
、
言
語
論
・

認
識
論
・
存
在
論
な
ど
を
全
体
的
に
論
じ
る
現
代
的
な
も
の
で
、
複
雑
き
わ
ま
る
世
界
の
理
解
へ
一
つ
の

接
近
法
を
与
え
る
、
と
受
け
と
め
て
い
た
。
議
論
が
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル(

形
而
上
学
的)

な
こ
と
は
判
っ
て

い
た
が
、
方
法
と
し
て
そ
う
い
う
議
論
の
仕
方
を
し
て
い
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。 
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と
こ
ろ
が
今
回
、
そ
の
理
解
は
わ
た
し
の
浅
い
読
み
の
せ
い
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
『
意
味
の
深

み
へ
』
で
著
者
は
、
限
定
句
な
し
に
、
「
存
在
は
コ
ト
バ
で
あ
る
」
や
「
コ
ト
バ
が
も
の
を
生
み
出
す
、

コ
ト
バ
か
ら
存
在
世
界
が
現
出
す
る
」
と
断
言
す
る
。
究
極
に
お
い
て
著
者
は
、
「
も
の
」
の
実
在
を
解

消
し
て
そ
こ
で
論
じ
て
い
る
神
秘
主
義
の
立
場
に
移
行
し
て
い
る
の
だ
。
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス(

物
理
学)

の
研

究
に
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る
わ
た
し
は
、
そ
の
立
場
に
同
調
で
き
な
い
。
大
学
者
の
到
達
し
た
意
味

の
深
み
だ
が
、
そ
こ
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
思
う
。 

後
退
す
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
存
在
の
根
源
、
人
間
が
な
ぜ
存
在
す
る
か
と
い
っ
た
問
い
の
追
求

に
限
界
を
お
い
て
、
世
界
を
理
性
的
に
考
察
す
る
こ
と
だ
け
が
人
間
に
で
き
る
の
だ
と
考
え
よ
う
。
そ
れ

が
カ
ン
ト
を
正
し
く
継
承
す
る
立
場
だ
と
思
う
。
言
葉
あ
る
い
は
論
理
を
探
求
し
た
ラ
ッ
セ
ル
は
井
筒
の

よ
う
に
は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
の
弟
子
と
も
い
う
べ
き
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
哲
学
は
言
葉
の
ア

ヤ
で
あ
る
」
と
は
言
っ
た
が
、
コ
ト
バ
を
存
在
の
基
底
に
置
か
な
か
っ
た
。
「
意
味
の
深
み
」
を
思
索
す

る
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
だ
が
、
カ
ン
ト
以
来
の
善
知
識
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
を
経
験
的
世
界
の

外
に
ま
で
連
れ
出
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
と
思
う
。 

 

そ
う
思
っ
て
読
む
と
、
批
判
が
可
能
だ
と
い
う
考
え
が
浮
か
ん
で
き
た
。
井
筒
は
宗
教
的
神
秘
主
義
に

共
感
す
る
一
方
で
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
考
え
を
わ
ず
か
三
行
で
片
づ
け
る
。
し
か
し
、
意
味
体
系
は
網
目
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の
結
節
点
で
あ
る
言
葉
よ
り
も
相
互
関
係
の
構
成
に
よ
っ
て
築
か
れ
て
い
く
と
現
代
風
に
論
じ
て
い
る

個
所
が
あ
る
か
ら
、
意
味
を
分
節
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
は
言
葉
よ
り
も
関
係
性
が
重
要
だ
と
言
え
る
。
つ
ま

り
、
意
味
は
関
係
性
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
と
立
論
で
き
る
。
す
る
と
、
そ
れ
は
井
筒
が
排
除
し
よ
う
と

す
る
論
理
性
・
ロ
ゴ
ス
性
へ
の
注
目
に
導
く
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
「
生
成
文
法
」
は
そ
う
い
う
関
係
性
が

人
間
の
中
に
生
成
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
三
行
で
片
づ
け
て
は
い
け
な
い

だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
文
法
生
成
の
能
力
が
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
と
す
る
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
「
実
在
的
」

な
考
え
の
方
を
採
り
た
い
。
存
在
を
コ
ト
バ
の
形
而
上
学
に
収
納
す
る
こ
と
な
く
、
意
味
分
節
論
を
言
葉

の
位
相
で
存
在
を
解
釈
す
る
方
法
に
と
ど
め
る
「
唯
物
論
」
の
立
場
に
立
ち
た
い
。 

形
而
上
学
の
歴
史
は
古
く
実
に
連
綿
と
続
い
て
、
わ
た
し
の
中
に
も
そ
の
傾
向
は
あ
る
。
だ
が
、
よ
き

中
庸
の
立
場
を
保
つ
ラ
ッ
セ
ル
は
、
人
間
の
歴
史
の
一
側
面
と
し
て
、
科
学
が
ゆ
る
や
か
に
神
秘
主
義
の

領
分
を
埋
め
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
悠
々
と
し
た
姿
勢
を
尊
重
す
べ
き
だ
ろ
う
。
意
識
と
い
う
こ

と
に
関
し
て
言
え
ば
、
フ
ロ
イ
ト
が
無
意
識
を
再
発
見
し
た
頃
か
ら
、
精
神
分
析
や
心
理
学
が
新
し
い
テ

ー
マ
と
し
て
登
場
し
た
。
し
か
し
、
蝶
の
夢
の
中
の
男
は
夢
判
断
の
よ
う
な
議
論
は
行
き
過
ぎ
だ
と
思
う
。

脳
や
神
経
回
路
な
ど
の
実
証
的
な
研
究
が
そ
う
い
う
テ
ー
マ
の
外
枠
を
徐
々
に
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
。

そ
れ
ら
の
成
果
を
と
り
入
れ
て
し
か
も
性
急
に
な
ら
ず
に
思
索
す
べ
き
だ
と
思
う
。
科
学
的
な
思
考
法
を

訓
練
し
た
現
代
人
の
中
か
ら
、
人
間
に
関
係
す
る
こ
と
が
ら
に
新
し
い
視
点
を
提
供
す
る
構
想
が
生
ま
れ
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て
い
る
。
「
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
」
や
「
生
成
文
法
」
は
そ
う
い
う
構
想
だ
と
思
う
。
そ
う
い
う
環
境
の

中
で
言
語
論
と
意
味
の
考
察
は
進
展
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
人
間
の
認
識
も
き
わ
め
て
ゆ
る
や
か
だ
と
し
て

も
深
ま
っ
て
い
く
は
ず
だ
。 

以
上
の
わ
た
し
の
考
察
は
、
自
然
科
学
が
モ
ノ
と
コ
ト
か
ら
成
る
こ
の
世
界
を
し
だ
い
に
精
緻
に
説
明

す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
現
代
物
理
学
に
よ
れ
ば
、
モ
ノ
を
運
動
変
化
す
る

仕
方
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
モ
ノ
と
コ
ト
は
不
可
分
の
事
象
と
し
て
時
間
・
空
間
に

立
ち
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
時
間
を
考
え
れ
ば
、
不
変
の
モ
ノ
を
取
り
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
世
界
で
は
、
モ
ノ
や
コ
ト
が
孤
立
し
て
在
る
の
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か

な
ら
ず
コ
ト
を
起
こ
す
モ
ノ
を
検
知
し
て
事
象
が
認
識
さ
れ
る
。
そ
の
上
、
モ
ノ
は
ほ
か
の
モ
ノ
と
相
互

作
用
し
て
関
係
を
む
す
ぶ
。
だ
か
ら
、
実
在
と
い
う
言
葉
は
変
転
す
る
モ
ノ
と
コ
ト
の
事
象
の
全
体
を
指

す
。
先
ほ
ど
使
っ
た
実
在
的
や
唯
物
論
と
い
う
言
葉
は
、
そ
う
い
う
考
え
を
踏
ま
え
て
い
る
。
自
然
科
学

的
な
見
方
を
超
え
た
哲
学
的
議
論
で
も
、
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
認
識
問
題
』
が
「
存
在
は
コ
ト
バ
で

あ
る
」
の
よ
う
な
考
え
方
を
退
け
て
い
る
。
…
だ
が
、
こ
れ
以
上
危
う
い
思
索
は
や
め
に
し
よ
う
。 

 

ひ
る
が
え
っ
て
、
井
筒
の
意
味
の
探
求
に
は
、
名
も
な
い
蝶
の
批
判
に
か
か
わ
ら
ず
意
味
あ
る
も
の
が

あ
る
。
人
が
お
ち
つ
い
て
日
常
の
生
活
を
反
省
し
な
に
が
し
か
で
も
意
味
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
な
ら
、
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暮
し
て
い
る
世
間
の
慣
習
な
ど
自
分
を
自
動
化
し
て
動
か
す
作
用
を
明
る
み
に
出
し
て
、
根
本
的
に
考
え

な
お
す
こ
と
は
有
益
な
姿
勢
だ
。
昔
か
ら
修
行
者
が
目
指
し
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の

中
で
た
し
か
に
人
の
生
き
方
を
変
え
る
ほ
ど
意
味
あ
る
見
解
が
生
み
出
さ
れ
た
、
と
考
え
て
よ
い
。
だ
が
、

現
代
人
は
神
秘
主
義
の
深
み
に
落
ち
こ
ま
ず
に
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
原
始
仏
典
の
ガ

ウ
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
教
説
に
神
秘
主
義
は
な
く
実
に
素
朴
な
も
の
だ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
問
い

続
け
る
こ
と
で
人
間
精
神
を
意
味
あ
る
も
の
に
保
っ
た
。
そ
れ
が
あ
の
人
を
今
で
も
尊
敬
さ
せ
る
の
だ
。

井
筒
が
参
照
し
た
蝶
の
荘
周
も
、
神
秘
主
義
の
手
前
で
思
索
し
て
ほ
か
の
人
の
気
づ
か
な
い
意
味
を
発
見

し
た
よ
う
に
見
え
る
。
宗
教
人
で
あ
る
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
議
論
の
仕
方
も
ま
た
神
秘
主
義
で
は
な

い
と
思
う
。
世
界
を
捉
え
な
お
す
そ
れ
ら
の
深
い
思
索
の
中
か
ら
価
値
あ
る
生
き
方
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
、

と
信
じ
て
よ
い
と
思
う
。 

 

結
局
、
ま
だ
意
味
を
め
ぐ
る
問
い
の
入
口
に
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
蝶
が
見
て
い
る
夢
の
意
味
、
あ
る
い

は
夢
の
中
の
男
が
相
対
し
て
い
る
世
界
と
自
己
の
意
味
を
尋
ね
る
問
い
は
残
っ
た
ま
ま
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
明
日
も
ま
た
問
い
続
け
る
こ
と
を
願
い
な
が
ら
眠
り
に
就
こ
う
。 
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