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「
主
人
」

論
議
の
意
味
論
的
解
釈

西

尾

寅

弥

は
じ
め
に

男
の
配
偶
者
に
言
及
す
る
の
に
「
主
人
」
と
い
う
語
を
使
う
こ
と
が
現
在
で
は
普
通
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
お
も
に
女
性
の
立
場

か
ら
疑
問
や
批
判
が
あ
り
、
別
の
言
い
方
に
改
め
よ
う
と
い
う
話
題
や
動
向
は
、
四
十
年
ほ
ど
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
、
こ
と
ば
論
議
の
一
つ

（
注
1〉

で
あ
る
。
「
主
人
」
も
、
「
不
快
語
」
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
、
「
夫
」
な
ど
に
言
い
換
え
る
動
き
も
、
あ
る
程
度
現
実
化
し
て
い
る
と
み
ら
れ

る
。
小
稿
で
は
、
「
主
人
」
と
い
う
名
調
を
多
義
語
の
一
つ
と
し
て
と
ら
え
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
や
論
議
の
も
と
に
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
、
意
味
論
の
一
つ
の
見
方
か
ら
、
わ
ず
か
な
が
ら
説
明
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
論
議
そ
の
も
の
に
参
加
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

男
の
配
偶
者
を
「
主
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
は
、
「
主
人
」
と
い
う
語
の
多
義
性
と
か
か
わ
り
が
深
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
現
代

語
に
お
け
る
「
主
人
」
と
い
う
語
の
も
つ
あ
れ
こ
れ
の
意
味
を
た
し
か
め
て
お
こ
う
。
今
、
手
許
に
あ
る
『
現
代
国
語
例
解
辞
典
第
二
板
』
（
林
区

樹
監
修

小
学
館

一
九
九
三
）
に
は
、

1 

あ
る
じ
。
家
の
ぬ
し
。
「
一
家
の
大
黒
柱
た
る
主
人
」

2 

他
人
を
使
用
し
て
い
る
者
。
そ
の
人
が
仕
え
て
い
る
人
。
「
飲
食
店
の
主
人
」

「
主
人
」
論
議
の
意
味
論
的
解
釈

四



四

3 

妻
が
他
人
に
対
し
て
自
分
の
夫
を
指
し
て
言
う
語
。

4 

客
を
も
て
な
す
立
場
に
い
る
人
。
「
主
人
役
」

と
い
う
記
述
が
さ
れ
て
お
り
、
今
問
題
に
し
て
い
る
3
の
意
味
の
ほ
か
に
コ
一
通
り
の
意
味
を
認
め
て
い
る
。
他
に
も
同
様
に
四
つ
の
意
味
を
立

三五
口口

辞
書
(J) 

家祖
ノ z司

主ヌ吾ーシ仁1

。海
ア 』

ル尖
、ン槻
~ J:ζ 

玉E

て
て
い
る
辞
典
が
多
く
あ
る
。
ー
と
2
の
順
序
を
逆
に
し
て
い
る
も
の
や
、

一
八
九
O
）
は

4
の
意
味
を
あ
げ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、
近
代
国

1 2 

己
が
仕
フ
ル
君
。

シ
ュ
ウ
。

と
記
述
し
て
い
る
。「

主
人
」

の
通
時
論

「
主
人
」
を
め
ぐ
る
論
議
や
調
査
・
ア
ン
ケ
ー
ト
を
か
な
り
広
く
集
め
、
ま
た
自
己
の
調
査
・
考
察
・
主
張
を
加
え
た
も
の
と
し
て
、
遠
藤

（注
3
）

（
一
九
八
七
）
が
あ
る
。
遠
藤
氏
の
主
張
は
、
男
女
と
も
に
「
主
人
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
自
由
に
な
り
、
解
放
さ
れ
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う

結
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
当
面
の
筆
者
に
と
っ
て
必
要
な
情
報
を
、
調
査
の
部
分
か
ら
ご
く
簡
略
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

川
夫
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
「
主
人
」
に
な
っ
た
か

（注
4
）

ま
ず
、
「
主
人
」
が
〈
男
の
配
偶
者
〉
の
意
味
で
使
わ
れ
始
め
て
か
ら
現
在
ま
で
数
百
年
を
経
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
推
測
が
あ
る
こ
と
に

対
し
て
、
遠
藤
氏
の
調
査
で
は
百
年
ほ
ど
し
か
経
っ
て
お
ら
ず
、

し
か
も
盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
五
十
年
程
度
に
す
ぎ
な
い

こ
と
に
な
る
。
そ
の
調
査
は
、
和
英
辞
典
、
国
語
辞
典
、
そ
れ
に
明
治
三
三
（
一
九

O
O）
年
創
刊
の
『
婦
女
新
聞
』
か
ら
現
在
に
お
よ
ぶ
諸

新
聞
を
資
料
と
し
て
い
る
。
和
英
辞
典
で
「
主
人
」
に

F
F
5
Z
E」
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
始
め
た
の
は
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）



夫
を
指
し
て
呼
ぶ
語
と
し
て
の
語
釈
は
、
戦
前
の
も
の
に
は
な
く
、
『
小
言
林
』
（
間
川
品
、

た
の
が
最
初
で
、
昭
和
三
十
年
以
降
そ
れ
が
一
般
化
し
た
。

で
あ
っ
て
、
「
あ
る
じ
」
や
「
亭
主
」
に
こ
の
訳
語
が
つ
き
始
め
た
の
よ
り
ず
っ
と
お
そ
い
。
国
語
辞
典
で
は
、
「
主
人
」
に
つ
い
て
の
、
妻
が

一
九
四
九
）
が
「
妻
が
夫
を
い
う
称
」
の
語
義
を
加
え

語
に
あ
る
意
味
が
生
じ
て
か
ら
、
そ
れ
が
辞
典
に
登
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、

か
な
り
の
年
月
を
経
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
現

実
の
言
語
使
用
の
面
を
、
女
性
の
新
聞
へ
の
投
稿
記
事
に
よ
っ
て
調
べ
た
結
果
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
明
治
却
（
一
八
九
七
〉
年
ご
ろ
」
の
『
婦
女
新
聞
』
の
調
査
で
は
、
妻
が
夫
を
「
主
人
」
と
呼
ん
で
お
ら
ず
、
「
を
つ
と
」
「
や
ど
」
「
あ
る

じ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
「
明
治
的
（
一
九

O
七
）
年
ご
ろ
」
「
大
正
5
（
一
九
二
ハ
）
年
ご
ろ
」
も
「
夫
」
が
圧
倒
的
に
多
く
使
わ
れ
、
「
昭
和

日
ハ
一
九
三
五
）
年
ご
ろ
」
に
は
「
主
人
」
が
二
割
ぐ
ら
い
に
な
る
が
、
約
八
割
の
「
夫
」
に
比
べ
て
ま
だ
少
数
派
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

「
昭
和
お
－

m
（
一
九
五
三
・
四
）
年
ご
ろ
」
に
は
「
夫
」
と
「
主
人
」
と
が
約
五

O
%ず
つ
に
な
っ
た
。
書
き
こ
と
ば
で
「
主
人
」
が
半
数

を
占
め
る
に
至
っ
た
背
景
に
、
話
し
こ
と
ば
で
は
さ
ら
に
多
く
の
比
率
で
「
主
人
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、

遠
藤
氏
は
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
主
人
」
の
優
勢
ぶ
り
に
対
し
て
、
昭
和
初
（
一
九
五
五
〉
年
の
母
親
大
会
の
次
の
よ
う
な
ス
ロ

l

ガ
ン
が
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
。

・
：
私
達
の
ま
わ
り
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
封
建
制
の
た
め
に
昔
な
が
ら
の
考
え
方
か
ら
抜
け
出
ら
れ
ず
古
い
人
間
関
係
の
中
に
人
々
は
哨

い
で
い
る
の
で
す

0

・
：
主
人
を
夫
と
言
い
ま
し
ょ
う
。
父
兄
と
言
わ
な
い
で
父
母
と
言
い
ま
し
ょ
う
。
・
：
（
『
た
ち
あ
が
る
母
の
こ
え
｜
日
本

母
親
大
会
の
記
』
昭
和
初
・

7
月
、
母
親
大
会
準
備
会
編
）

以
上
の
調
査
の
結
果
を
、
遠
藤
氏
は
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

「
主
人
」
論
議
の
意
味
論
的
解
釈

四



二
四
回

「
主
人
」
が
「
夫
を
さ
す
語
」
と
し
て
辞
書
に
認
知
さ
れ
た
の
は
大
正
期
後
半
で
あ
っ
た
。

一
方
、
新
聞
で
夫
の
意
の
「
主
人
」
が
表
れ

る
の
は
明
治
幼
年
代
後
半
で
あ
る
が
、
大
正
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
は
「
夫
」
の
方
が
主
流
を
占
め
て
い
た
。
戦
後
は
「
夫
」
と
同
じ
く
ら

い
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
現
在
（
一
九
八
五
、
西
尾
注
）
で
は
「
夫
」
を
上
回
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

防
夫
は
ど
の
よ
う
に
「
主
人
」
に
な
っ
た
か

「
主
人
」
に
〈
男
の
配
偶
者
〉
の
意
味
が
生
じ
た
時
期
が
、
予
想
外
に
お
そ
い
時
期
で
あ
り
、

ま
だ
短
い
歴
史
し
か
も
っ
て
い
な
い
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
が
生
じ
る
に
至
っ
た
経
路
に
つ
い
て
、
遠
藤
氏
の
研
究
は
次
の
よ
う
な
推
定
を
し
て
い
る
。

〈注
5
）

そ
の
「
あ
る
じ
」
に
同
じ
語
義
の
「
主
人
」
と
い
う
漢
字
が
あ
て
ら
れ
、
そ
の
時
点
で
は

「
あ
る
じ
」
に
は
夫
の
意
味
が
早
く
か
ら
あ
り
、

「
あ
る
じ
」
が
中
心
で
「
主
人
」
は
仮
に
当
て
ら
れ
た
漢
字
に
す
ぎ
な
い
が
、
時
を
経
る
に
つ
れ
て
「
主
人
」
は
本
来
の
音
読
み
の
「
し
ゅ
じ

ん
」
と
読
ま
れ
て
一
人
歩
き
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
推
定
で
あ
る
。

ア
ル
ジ
｜
｜
lv
ア
ル
ジ

主
人
i
↓
シ
ュ
ジ
ン

の
よ
う
な
経
過
で
あ
り
、
和
製
漢
語
の
説
明
に
よ
く
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

お

必

ね

一

だ

い

こ

ん

お
ほ
ね
｜
↓
大
根
｜
↓
大
根

と
ま
っ
た
く
同
様
の
、
和
語
↓
漢
語
へ
の
変
換
で
あ
っ
て
、

を
つ
と
1
1
1
1
良
人
ー
ー
ー
り
ょ
う
じ
ん

と
い
う
類
似
し
た
例
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、



し
ゅ
じ
ん

私
の
内
で
は
主
人
が
オ
イ
オ
イ
と
呼
び
ま
す
と
下
女
が
出
ま
す
（
明
治
お
・

3
－

U
〉

を
『
婦
女
新
開
』
で
夫
を
指
す
も
の
と
し
て
「
主
人
」
が
出
て
く
る
最
初
の
例
と
し
て
あ
げ
、
こ
れ
は
夫
の
呼
称
で
あ
る
と
同
時
に
、
下
女
を

含
め
た
家
人
か
ら
み
た
「
家
の
あ
る
じ
」
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
「
自
分
の
夫
」
で
あ
る
の
と
「
わ
が
家
の
中
心
人
物
」
で
あ
る
の
と

区
別
の
つ
か
な
い
用
い
方
が
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
も
「
主
人
」
に
夫
の
意
味
を
生
じ
た
要
因
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
主
人
」

の
共
時
論

い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
夫
の
意
味
が
生
じ
た
か
に
つ
い
て
の
遠
藤
氏
の
研
究
を
み
て
き
た
。
と
こ
ろ

で
、
わ
れ
わ
れ
の
普
通
の
言
語
使
用
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
や
経
過
に
つ
い
て
の
知
識
は
な
く
、
そ
う
い
う
知
識
と
は
か
か
わ
り
な

し
に
、
「
主
人
」
と
い
う
語
を
使
い
、
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
小
稿
で
中
心
的
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う

い
う
普
通
の
言
語
意
識
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
。
一
一
一
日
い
か
え
れ
ば
、
共
時
態
に
お
け
る
「
主
人
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
以
下
に
多
少
の
考
察
を

「
主
人
」
と
い
う
語
に
、

試
み
る
。

ω多
義
語
に
お
け
る
有
縁
性

「
主
人
」
と
い
う
語
が
、
〈
男
の
配
偶
者
〉
と
い
う
意
味
を
確
立
し
て
お
り
、
「
主
人
」
の
も
つ
他
の
意
味
と
は
関
係
な
く
存
立
し
て
い
る
と

す
る
な
ら
ば
、
ソ
シ
ュ
1
ル
の
言
う
「
言
語
記
号
の
迩
意
性
」
の
原
則
の
と
お
り
に
、
そ
れ
が
「
不
快
一
語
」
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
だ

ろ
う
。
恐
意
性
の
原
理
が
無
制
限
に
、
じ
っ
さ
い
の
言
語
に
広
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
相
対
的
に
有
縁
化
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
が
あ

り
、
そ
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
み
る
必
要
が
あ
る
。

「
記
号
の
恋
意
性
」
に
対
す
る
例
外
と
も
い
う
べ
き
「
有
縁
性
（
有
契
性
ど
に
つ
い
て
、

s
・
ウ
ル
マ
ン
は
『
号
一
口
語
と
意
味
』
の
第
四
章

「
透
明
語
と
不
透
明
語
」
で
く
わ
し
く
考
察
し
た
。
務
意
的
で
不
透
明
な
語
と
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
有
契
的
で
透
明
な
語
と
が
あ
り
、
有
契

性
に
三
つ
の
型
が
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
音
声
的
な
有
契
性
（
擬
声
語
）
と
形
態
論
的
な
有
契
性
（
派
生
語
、
複
合
語
〉
と
意
味
的
な
有

「
主
人
」
論
議
の
意
味
論
的
解
釈

二
四
五



二
四
六

契
性
（
比
喰
的
な
表
現
）
と
で
あ
る
。
意
味
的
な
有
契
性
に
は
ソ
シ
ュ
l
ル
は
言
及
せ
ず
、

（注
6
）

こ
の
第
三
の
タ
イ
プ
の
有
契
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

ウ
ル
マ
ン
が
新
た
に
加
え
た
が
、
当
面
の
問
題
は

そ
の
具
体
例
と
し
て
、

ウ
ル
マ
ン
は
自
動
車
の
前
部
に
あ
る
エ
ン
ジ
ン
部
分
の
お
お
い
を
「
ボ
ン
ネ
ッ
ト
」
守
。
ロ
ロ
巾
丹
）
と
か
「
フ
l
ド
」

s
o
o
L）
と
呼
ぶ
例
を
あ
げ
、
語
の
基
本
的
意
味
で
あ
る
八
帽
子

V
と
の
類
似
性
に
よ
っ
て
生
じ
た
隠
喰
に
よ
る
転
義
で
は
、
意
味
的
な
有
縁

関
係
が
生
じ
う
る
と
考
え
て
い
る
。
隠
鳴
に
よ
る
も
の
だ
け
と
は
限
ら
ず
、
語
の
転
義
は
そ
の
原
義
へ
の
関
係
が
現
に
生
き
て
い
て
、
有
縁
関

係
を
保
ち
、
単
に
恐
意
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
ば
あ
い
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
義
語
一
般
に
関
し
て
、
広
く
言
え
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
主
人
」
論
議
は
、
多
義
語
で
あ
る
「
主
人
」
に
お
け
る
語
義
聞
の
有
縁
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

同
多
義
性
は
言
語
活
動
と
は
無
関
係
か

基
本
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
「
多
義
性
」
と
い
う
も
の
を
、
ラ
ン
グ
だ
け
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
と
し
、
パ
ロ
ー
ル
に
は
存
在
し
な
い
の
だ

と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。

p
－
リ
ク

l
ル
（
一
九
八
四
）
の
次
の
一
節
は
、
そ
う
い
う
意
見
に
つ
い
て
、

よ
く
分
か
ら
せ
て
く
れ
る
。

：
・
与
え
ら
れ
た
文
脈
で
は
、
他
の
不
適
当
な
語
義
は
、
念
頭
に
浮
び
さ
え
し
な
い
。

a
フ
レ
ア
ル
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
語
の
他

の
意
味
を
、
わ
ざ
わ
ざ
消
滅
さ
せ
る
に
は
お
よ
ば
な
い
。
そ
れ
ら
の
意
味
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
存
在
せ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
識
闘
に
入

っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
」

右
に
引
用
さ
れ
て
い
る
手
フ
レ
ア
ル
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
多
義
語
と
い
う
も
の
の
一
つ
の
側
面
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
般
に
、

一
つ
の
一
詰
の

も
つ
も
ろ
も
ろ
の
意
味
と
い
う
も
の
は
、
語
業
と
か
単
語
を
客
観
的
に
観
察
す
る
と
き
に
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
て
く
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
ご

く
普
通
に
話
し
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
る
瞬
間
に
は
、
意
識
に
の
ぼ
っ
て
く
る
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
坊
主
」
と
い
う
語
に
つ



い
て
、
「
お
い
、
坊
主
、
す
も
う
を
と
ろ
う
」
と
言
う
と
き
の
八
男
の
子

V
の
意
味
の
文
脈
で
、
〈
僧
侶
〉
の
意
味
が
介
入
し
て
く
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
一
つ
の
語
、
が
、
多
く
の
意
味
を
も
っ
て
い
よ
う
と
も
、
文
脈
や
場
面
の
働
き
に
よ
っ
て
、
ど
れ
か
一
つ
の
意
味

に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
あ
い
ま
い
さ
や
ま
ぎ
れ
の
生
じ
る
こ
と
は
少
い
。
話
し
手
は
〈
夫
〉
の
つ
も
り
で
言
っ
た
の
に
、
聞
き
手
は
〈
や
と
い

主
〉
の
意
味
に
と
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
現
在
の
日
本
語
で
は
、
例
外
的
に
し
か
起
こ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

右
の
や
フ
レ
ア
ル
の
考
え
方
が
、
全
面
的
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
〈
夫
〉
の
意
味
で
「
主
人
」
と
言
う
と
き
に
は
、
〈
家
の
ぬ
し
〉
な

ど
の
意
味
は
関
係
が
な
い
の
で
、
「
主
人
」
と
い
う
語
を
否
定
的
に
み
る
理
由
は
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
「
主
人
」
論
議
の
な
か
で
、
「
主
人
」

に
あ
え
て
反
対
し
な
い
意
見
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
動
機
に
よ
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。

右
の
。
フ
レ
ア
ル
の
意
見
は
、
明
快
で
は
あ
る
が
割
り
切
り
す
ぎ
て
一
面
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
『
現
代
英
語
学
辞
典
』
（
一
九
六

八

成
美
堂
）
の
「
旬
。
－
可
由
巾
自
己
の
項
の
意
見
は
こ
の
点
で
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
要
点
を
紹
介
し
よ
う
。
多
義
語
が
実
際

の
発
話
に
使
わ
れ
た
と
き
は
、
「
通
例
、
あ
る
一
つ
の
意
味
だ
け
が
前
面
に
お
し
出
さ
れ
て
、
残
り
の
意
味
は
後
退
す
る
。
」
そ
こ
で
、
多
義
は

多
分
に
言
語
実
践
よ
り
言
語
素
材
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
義
語
が
発
話
の
中
で
「
た
だ
一
つ
の
意
味
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
と

は
か
ぎ
ら
な
い
。
残
り
の
意
味
は
す
っ
か
り
解
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
り
は
、
背
後
に
あ
っ
て
、
前
面
の
意
味
を
さ
さ
え
、
あ
る
い
は
こ
れ

を
牽
制
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
」
こ
う
い
う
考
え
方
に
立
て
ば
、
「
主
人
」
が
〈
夫
〉
の
意
味
に
使
わ
れ
る
ば
あ
い
、
「
主
人
」
の
も
つ
他
の
意

味
が
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
か
か
わ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
が
課
題
と
し
て
生
じ
る
。

ゆ
「
媒
介
義
」
説
は
あ
て
は
ま
る
か

〈
夫
〉
の
意
味
の
「
主
人
」
と
い
う
語
が
、
「
主
人
」
の
も
つ
他
の
意
味
（
〈
家
の
ぬ
し
〉
あ
る
い
は
〈
自
分
の
仕
え
て
い
る
人
〉
〉
と
、

ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
合
い
を
も
ち
う
る
か
に
つ
い
て
、
二
つ
の
学
説
を
援
用
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
林
大
氏
の
用
語
に
よ
れ
ば
「
媒
介
義
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
林
大
（
一
九
五
七
）
に

「
主
人
」
論
議
の
意
味
論
的
解
釈

一
一
四
七



二
四
八

・
：
こ
こ
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
具
体
的
な
表
現
で
、
い
つ
も
語
形
と
語
義
と
が
一
対
一
で
直
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
或

る
一
つ
の
語
形
が
或
る
一
つ
の
語
義
を
表
わ
す
の
に
、
他
の
語
義
を
喚
起
し
つ
つ
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
語
義
の
側
か

ら
い
え
ば
、
或
る
語
義
は
、
別
の
語
義
を
媒
介
に
し
て
一
つ
の
語
形
を
採
用
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
三
者
叱
”
に
当
る
概

念
は
、

日
本
語
で
は
、
正
。
円
に
当
る
概
念
を
媒
介
と
し
て
、
「
イ
ヌ
」
と
い
う
語
形
を
と
る
。
・
：

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
を
、

か
り
に
当
面
の
問
題
に
適
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
主
人
」
の
も
つ
〈
家
の
ぬ
し
〉
あ
る
い
は
〈
自

分
の
仕
え
て
い
る
人
〉
と
い
う
意
味
を
媒
介
と
し
て
、
〈
夫
〉
の
意
味
が
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
も
し
真
実
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
男
女
が
対
等
的
で
な
い
言
語
表
現
と
し
て
、
抵
抗
感
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
数
十
年
来
、

し
か
し
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
実
際
に
は
成
り
立
ち
に
く
い
事
情
が
、
言
語
外
の
現
実
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
生
じ

日
本
の
社
会
に
お
い
て
、
男
女
の
役
割
意
識
は
大
き
い
激
し
い
変
化
を
と
げ
て
き
た
。

「
主
人
に
仕
え
る
」
の
よ
う
な
言
い
方
が
珍
し
く
な
か
っ
た
か
つ
て
の
時
代
は
、
〈
自
分
の
仕
え
る
人

V
と
か
〈
家
の
ぬ
し
〉
と
い
う
意
味
を

媒
介
に
し
て
〈
夫
〉
の
意
味
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
で
は
も
は
や
そ
う
い
う
素
地
や
可
能
性

は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

凶
「
反
映
的
意
味
」
説
は
あ
て
は
ま
る
か

第
二
の
説
明
の
し
か
た
と
し
て
、
「
主
人
」
が
〈
夫
〉
を
意
味
す
る
ば
あ
い
に
、
「
主
人
」
の
も
つ
他
の
意
味
が
移
っ
て
き
て
干
渉
す
る
と
い

う
趣
意
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
言
語
学
者
J
・
リ
l
チ
は
た

m
w
O
B
E
E
n九
（
一
九
七
四
刊
・
日
本
語
訳
『
現
代
意
味
論
』
一
九
七
七
）
の
第
二
章
「
意
味
の
七
つ
の



タ
イ
プ
」
に
お
い
て
、
中
心
的
な
「
概
念
的
意
味
」
の
ほ
か
に
い
く
つ
か
の
意
味
の
タ
イ
プ
を
あ
げ
、
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
「
反
映
的
意

味
」
〈
刷
耐
え
F
♀

2
0
g
g巳
ロ
巴
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
多
数
の
概
念
的
意
味
〔
を
持
っ
た
語
〕
の
場
合
に
、
つ
ま
り
、
あ

る
単
語
の
一
つ
の
意
味
が
他
の
意
味
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
反
応
の
一
部
を
な
す
と
い
っ
た
場
合
に
生
じ
る
意
味
の
こ
と
で
あ
る
。
」
そ
の
例

。ro巴
と
い
う
同
義
表
現
〈
す
な
わ
ち
「
聖
霊
」
）
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
が

と
し
て
、
教
会
用
語
の

同，

r
o
n
o
B
F円
昨
日
と
吋
同
回
目
白

o
－
u『

n
O
B
r
E
（
慰
め
る
〉
と
ぬ
V
o
a
（
亡
霊
〉
と
い
う
非
宗
教
的
な
意
味
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
リ
l
チ
氏
に
と
っ
て
、
前
者
は
「
慰

め
に
あ
ふ
れ
た
」
、
後
者
は
「
畏
敬
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
」
響
き
が
あ
る
と
。
ま
た
、
詩
に
反
映
的
意
味
が
有
効
に
働
い
て
い
る
例
の

あ
る
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
、
性
生
理
学
に
か
か
わ
る
意
味
が
一
般
化
し
て
以
来
、

E
Z
R。ロ
g
o
（
交
際
／
性
交
）
な
ど
の
単
語
を
、
性
的
な

連
想
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
な
し
に
「
無
邪
気
な
」
意
味
で
用
い
る
こ
と
は
次
第
に
む
ず
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
例
も
あ
げ
て
い

る

「
反
映
的
意
味
」
の
考
え
方
を
適
用
す
れ
ば
、
〈
夫
〉
を
意
味
す
る
「
主
人
」
と
い
う
語
を
用
い
る
と
き
に
、
「
主
人
」
の
他
の
意
味
〈
自
分

の
仕
え
て
い
る
人
〉
〈
家
の
ぬ
し
〉
の
意
味
が
反
映
し
て
き
て
、
そ
の
こ
と
が
男
女
差
別
的
な
、
不
快
な
感
じ
を
起
こ
し
が
ち
で
あ
る
の
だ
、

と
い
う
説
明
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
媒
介
義
」
に
よ
る
説
明
に
比
べ
て
、
二
つ
の
意
味
の
聞
に
特
に
相
似
性
を
要
求
し
な
い
の
で
、

一
応
無
理
の
な
い
、
妥
当
性
の
あ
る
説
明
に
な
り
得
て
い
る
だ
ろ
う
。

四

余

論

唱－

以
上
で
は
、
「
主
人
」
が
多
義
語
で
あ
る
こ
と
は
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
〈
男
の
配
偶
者
〉
を
表
す
「
主
人
1
」
と
、

多
義
語
か
同
音
異
義
語
か

〈
家
の
ぬ
し
〉
な
ど
を
表
す
「
主
人
2
」
と
が
同
音
異
義
語
で
あ
る
、
と
い
う
可
能
性
も
形
式
的
に
は
一
応
考
え
ら
れ
る
の
で
、
念
の
た
め
に

検
討
し
て
み
よ
う
。

「
主
人
」
論
議
の
意
味
論
的
解
釈

二
四
九



二
五
O

多
義
語
と
同
音
異
義
語
を
明
確
な
基
準
に
基
い
て
区
別
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
行
わ
れ
て
き
た
が
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
両
者

は
中
間
地
帯
で
は
連
続
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
国
広
哲
弥
（
一
九
八
二
〉
で
は
、
明
確
な
も
の
で
は
な
い
と
断
り
つ
つ
「
意
味
的
な
関
連
の

有
無
」
を
、
両
者
を
分
つ
基
準
に
し
て
い
る
。
こ
の
基
準
に
そ
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
〈
家
の
ぬ
し
〉
と
〈
男
の
配
偶
者
〉
と
は
、

い
ず
れ
も

人
聞
を
表
す
名
調
で
あ
る
と
い
う
、
意
味
的
な
関
連
を
も
っ
。
さ
ら
に
、
現
在
の
法
的
制
度
で
は
コ
戸
主
」
と
い
う
も
の
は
な
く
な
っ
た
が
、

一
家
の
中
心
人
物
で
も
あ
る
と
い
う
情
況
や
通
念
が
あ
る
程
度
生
き
て
い
る
と
み

「
主
婦
」
の
立
場
か
ら
み
て
配
偶
者
で
あ
る
同
一
人
物
が
、

ら
れ
る
の
で
、
深
い
意
味
的
関
連
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
が
同
音
異
義
の
別
々
の
二
語
で
あ
る
と
い
う

可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
。

凶
「
独
立
の
意
味
に
な
っ
て
い
な
い
」
か

前
項
と
正
反
対
の
方
向
の
見
方
と
し
て
、
「
主
人
」
と
い
う
語
に
お
け
る
〈
男
の
配
偶
者
〉
と
い
う
意
味
が
、
独
立
的
な
意
味
に
な
っ
て
お

ら
ず
、
〈
家
の
ぬ
し
〉
と
い
う
意
味
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

（注
7
〉

現
在
広
く
注
目
さ
れ
て
い
る
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
（
第
四
版
〉
の
「
主
人
」
の
項
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〔
客
と
違
っ
て
〕
そ
の
家
の
長
で
、
客
を
寄
び
迎
え
る
側
の
人
。
「

l
役」

一
家
の
長
。
〔
妻
が
他
人
に
対
し
て
、
自
分
の
夫
を
指
す
時
に
も
使
わ
れ
る
〕
「
ご
主
人
は
ご
在
宅
で
す
か
？
」

〔
雇
い
人
と
違
っ
て
〕

一
店
の
長
。
だ
ん
な
。

こ
の
記
述
は
、
右
の
よ
う
な
立
場
を
よ
く
代
表
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
八
一
家
の
長
〉
と
い
う
意
味
の
中
で
の
、

一
つ
の
目
立
つ
用

法
と
し
て
夫
を
さ
す
ば
あ
い
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
形
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
扱
い
方
の
妥
当
性
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
「
一
つ
の

意
味
と
は
何
か
」
と
い
う
、
意
味
論
の
も
っ
と
も
基
本
的
で
未
解
決
な
難
聞
に
突
き
当
た
っ
て
し
ま
う
。

現
在
の
ほ
と
ん
ど
の
国
語
辞
典
で
、
「
主
人
」
と
い
う
語
の
意
味
の
一
項
目
と
し
て
、
八
男
の
配
偶
者
〉
の
意
味
が
立
て
ら
れ
て
い
る
ζ

と



は
、
現
代
語
に
お
い
て
、
そ
れ
が
独
立
性
を
も
っ
た
意
味
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
一
般
の
言
語
意
識
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
反
映

だ
と
考
え
て
お
き
た
い
。

ωお
わ
り
に

小
論
で
試
み
た
こ
と
は
、
「
主
人
」
が
不
快
語
だ
と
言
わ
れ
る
理
由
は
常
識
的
に
は
自
明
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
部
分
に
対
し
て

客
観
的
に
一
つ
の
説
明
を
与
え
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
複
雑
で
多
面
的
な
性
質
を
も
っ
「
主
人
」
論
議
全
体
か
ら

み
れ
ば
、
そ
の
出
発
点
だ
け
に
か
か
わ
る
、
常
識
的
に
は
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
内
容
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

夫
を
「
主
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
改
め
よ
う
と
い
う
主
張
に
対
す
る
反
対
的
、
否
定
的
な
論
に
も
、

い
ろ
い
ろ
な
内
容
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の

理
由
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
、
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
主
人
」
に
か
ぎ
ら
ず
、
こ
と
ば
に
つ
い
て
の
論
議
一
般
に
み
ら
れ
る
、
反
対
論
の
タ
イ
プ

の
一
つ
と
し
て
、
「
こ
と
ば
は
一
つ
の
記
号
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
細
か
く
論
じ
合
っ
て
も
、
あ
ま
り
重
要
性
は
な
い
。
大
事
な
の
は
現
実

で
あ
り
、
そ
の
改
善
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
も
の
が
現
れ
や
す
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
は
「
こ
と
ば
は
現
実
を
写
し
出

す
だ
け
で
な
く
、
現
実
を
確
認
し
た
り
、
補
強
し
た
り
す
る
作
用
も
す
る
。
現
実
を
規
制
し
、
作
り
出
し
て
い
く
力
も
も
つ
の
だ
」
と
す
る
よ

う
な
反
対
論
が
主
張
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

注（1
）
『
日
本
語
百
科
大
辞
典
』
（
一
九
八
八
大
修
館
）
に
は
「
不
快
諾
」
と
い
う
項
H
が
あ
り
、
そ
の
概
念
規
定
は
特
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
不
快
語
の

言
い
換
え
」
の
例
と
し
て
、
「
女
中
↓
お
伝
い
さ
ん
」
「
老
婆
↓
老
女
」
と
並
べ
て
「
主
人
↓
夫
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
遠
藤
（
一
九
九
三
）

に
は
、
「
不
快
語
と
は
、
差
別
、
侮
辱
、
無
視
、
郷
倫
な
ど
の
意
味
で
使
わ
れ
、
そ
の
受
け
手
が
不
快
感
を
抱
く
語
句
や
表
現
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。

（2
）
〈
男
の
配
偶
者
〉
の
意
味
を
独
立
さ
せ
ず
、
他
の
意
味
の
中
に
含
め
て
説
明
し
て
い
る
辞
書
に
つ
い
て
は
「
四
余
論
同
」
で
ふ
れ
る
。

（3
）
遠
藤
（
一
九
八
六
）
は
著
書
に
入
れ
る
ま
え
に
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
調
査
資
料
な
ど
は
同
一
で
あ
り
、
文
章
末
の
日
付
は
「
一
九
八
五
、

「
主
人
」
論
議
の
意
味
論
的
解
釈

二
五



二
五
二

。
、
一
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
説
明
の
文
章
は
違
っ
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
以
下
に
こ
の
雑
誌
の
ほ
う
か
ら
引
用
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

（
4
）
そ
の
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
、
望
月
三
九
七
二
）
に
、
妻
が
夫
を
「
主
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
何
百
年
も
前
か
ら
習
慣
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
記
述
が

あ
る
。

（
5
）
「
あ
る
じ
」
に
「
主
人
」
と
い
う
漢
字
を
当
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、
遠
藤
氏
は
ヘ
ボ
ン
の
初
版
（
一
八
六
七
）
が
す
で
に
そ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の

漢
字
の
音
読

3
r
£
E）
も
添
え
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
実
際
の
使
用
例
と
し
て
、

あ
る
じ

主
人
は
常
に
留
守
勝
ち
で
す
か
ら
も
う
馴
れ
て
何
と
も
恩
ひ
ま
せ
ん
。
（
『
婦
女
新
聞
』
明
日
出
・

3
・
mm
）

を
あ
げ
て
い
る
。
ヘ
ボ
ン
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
示
せ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〉
河
口
』
H

・
吋
ゃ
い
ご
肌
附
〉
・
（
目
r己』
F
P
）
ロ
・
戸
《
）

E
－
自
由
回
Z
H－
］
宮
内
己

O
E－
。
唱
ロ
2
・
（
以
下
略
）

（
6
）
「
主
人
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
主
」
「
人
」
は
単
語
で
は
な
い
の
で
、
「
主
人
」
は
単
純
語
と
も
認
定
さ
れ
る
が
、
「
主
」
「
人
」
を
一
緒
の
語
構
成
要

素
と
み
れ
ば
、
第
二
の
形
態
論
的
な
有
契
性
も
若
干
考
慮
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
小
稿
で
は
こ
の
点
に
は
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

ハ
7
）
不
十
分
な
方
法
で
あ
る
が
、
手
許
の
辞
典
を
コ
一
十
種
調
べ
た
と
こ
ろ
、
〈
夫
〉
の
意
味
を
、
他
の
意
味
の
中
に
含
ま
せ
て
記
述
し
た
も
の
は
、
ほ
か
に

は
な
か
っ
た
。
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