
爆
馳
未
来
の
夢
」
は
は
じ
め
二
十
冊
を
も
っ
て
完
結
せ
し
め
る
予
定
で
起

稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
十
号
で
中
絶
し
た
作
品
で
あ
る
。
第
一
号
は
明

治
十
九
年
四
月
刊
、
第
十
号
は
同
年
十
月
刊
で
、
出
版
社
は
、
「
当
世
書
生
気

質
」
と
同
じ
、
晩
青
堂
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
は
、
お
な
じ
学
校
の
同
窓
生
三
人
が
登
場
す
る
。
一
人
は
主
人

公
の
渥
美
恭
輔
、
実
業
家
を
目
指
し
て
い
る
青
年
で
あ
る
。
一
人
は
田
所
鼎
と

い
っ
て
政
治
家
た
ら
ん
と
し
て
い
る
。
一
人
は
菱
野
詞
狂
と
い
う
文
学
者
で
あ

る
。
こ
の
あ
と
の
二
人
が
、
渥
美
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
協
力
し
て
、
そ
の
業
を

助
け
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
に
中
絶
し
て
い
る
の
で
、
話
は
ど
う
結
末
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
大
体
、
渥
美
が
外
国
人

と
結
托
し
た
悪
徳
人
を
排
撃
し
て
事
業
に
成
功
す
る
話
と
見
て
誤
り
な
い
で
あ

る
』
ハ
ノ
。

渥
美
は
異
母
弟
に
家
督
を
讓
っ
て
、
単
身
フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
す
る
が
、
そ
の

航
行
の
際
、
旅
費
が
乏
し
い
の
で
、
稲
積
玄
治
と
い
う
留
学
生
の
荷
物
の
中
に

潜
伏
し
て
、
結
果
発
見
さ
れ
て
か
ら
、
稲
積
の
世
話
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
後
、
稲
積
家
は
破
産
し
、
玄
治
の
父
は
死
亡
し
、
玄
治
は
帰
国
し
て
、
横

浜
の
フ
ラ
ン
ス
領
事
館
に
勤
め
た
が
、
ま
も
な
く
病
死
し
て
し
ま
う
。
玄
治
の

、
、
、

妹
お
み
や
は
、
折
柄
創
設
さ
れ
た
裁
縫
所
の
女
工
に
な
る
。
一
方
、
渥
美
は
帰

道
遙
「
内
地
雑
居
未
来
の
夢
」
に
つ
い
て

這
遙
「
内
遡
雑
居
末
来
の
夢
」
に
つ
い
て

国
し
て
シ
ュ
ラ
ー
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
と
共
同
で
製
糸
工
場
を
経
営
す
る
。
こ

の
シ
ュ
ー
ラ
の
妾
に
お
塚
と
い
う
女
が
い
る
が
、
こ
の
お
塚
は
お
象
や
の
同
僚

で
、
お
象
や
に
も
外
人
の
妾
に
な
れ
と
勧
め
る
。
し
か
し
お
み
や
は
承
知
し
な

い
。
渥
美
は
お
み
や
の
窮
状
に
同
情
し
て
、
東
京
で
コ
ー
ヒ
ー
店
を
出
さ
せ
る
。

そ
の
後
、
渥
美
が
再
度
渡
仏
中
に
、
あ
る
男
が
あ
ら
わ
れ
て
、
シ
ュ
ラ
ー
と
渥

美
の
仲
を
裂
こ
う
と
す
る
。
一
方
帰
国
の
途
に
つ
い
て
渥
美
は
印
度
洋
で
難
航

し
て
行
方
不
明
に
な
る
と
い
っ
た
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
中
絶
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
後
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
前
述
の
よ
う
に
、
渥
美
が
周
囲
の
好
計
を

排
除
し
、
事
業
に
成
功
す
る
に
至
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
テ

ー
マ
は
、
産
業
立
国
論
の
よ
う
な
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
う
い
う
作
師
で
あ
る
が
、
ま
ず
目
に
つ
く
こ
と
は
、
右
の
梗
概
に
も
見
ら

れ
る
よ
う
な
、
人
の
荷
物
の
中
に
入
り
こ
む
と
い
う
よ
う
な
荒
唐
無
稽
な
シ
チ

ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
遁
遙
は
、
例

①

に
よ
っ
て
、
こ
う
い
う
設
定
は
く
だ
ら
ぬ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
ゑ
ず
か
ら
述

べ
て
い
る
。
は
じ
め
田
所
が
洋
行
す
る
時
、
故
郷
の
家
を
逃
げ
出
し
て
き
た
渥

美
が
、
田
所
の
荷
物
に
化
け
て
乗
船
し
た
い
旨
を
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

そ
こ
で
、
田
所
が
「
籾
も
相
か
は
ら
ぬ
架
空
の
策
か
な
、
君
の
熱
心
に
は
感
服

す
れ
ど
も
、
其
稗
史
的
の
、
否
い
ふ
べ
く
し
て
行
ひ
が
た
き
架
空
の
方
策
は
賛

沁
唖
。
』
皿
■
唖
ざ

和
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成
し
が
た
し
」
と
言
っ
て
拒
否
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
詞
渥
美
が
そ
の
後
、

ほ
ん
と
う
に
稲
積
の
荷
物
に
化
け
て
、
結
果
発
覚
し
た
が
、
さ
い
わ
い
玄
治
と

よ
き
友
と
な
り
得
た
と
こ
ろ
で
、
「
さ
ら
い
だ
に
友
ほ
し
き
船
旅
の
空
な
る
に

か
か
る
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
友
達
を
得
て
（
野
乗
小
説
に
あ
る
べ
き
様
な
る
不
思
議

の
友
人
を
得
た
り
し
か
ば
）
玄
治
は
何
と
や
ら
ん
面
白
う
覚
え
て
、
」
と
言
わ

せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
稗
史
的
」
と
い
い
、
「
野
乗
小
説
に
あ
る
べ
き

様
な
る
」
と
い
っ
て
、
そ
の
設
定
の
不
自
然
さ
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

う
作
者
糸
ず
か
ら
が
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
作
品
の
不
自
然
さ
な
い
し

は
戯
作
性
が
払
拭
さ
れ
る
訳
の
も
の
で
は
な
い
。

次
に
Ⅱ
立
つ
の
は
、
産
業
之
国
論
そ
の
他
の
論
議
で
あ
る
。
こ
こ
に
説
か
れ

て
い
る
の
は
、
題
名
に
よ
っ
て
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
治
法
外
権
撤
廃
後
の
社

会
情
勢
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
現
在
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
未
来
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
作
者
の
想
像
の
世
界
の
出
来
事
に
つ
い
て
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
作
者
の
願
望
も
入
り
こ
む
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
、
作
者
は
そ
う
い
う
願
望
は
こ
め
ら
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
す

つ
け
た
し

な
わ
ち
、
「
附
言
」
に
「
百
般
の
筋
す
べ
て
空
中
楼
台
な
り
。
政
府
の
お
ぽ
し

め
し
を
推
測
し
た
る
に
も
あ
ら
ず
、
作
者
の
願
望
を
う
つ
し
た
る
に
も
あ
ら

ず
。
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
空
中
楼
台
を
作
り
な
が
ら
、
し
か
も
作
者

の
願
望
で
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
空
想
は
、
客
観
的
な
情
勢
の
推
移
の
は
て
に
、

一
つ
の
予
言
を
試
ふ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
多
分
に
情
勢
に
対
す
る

批
判
を
蔵
し
て
い
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
附
言
に
「
完
全
な

条
約
改
正
を
写
さ
む
と
し
て
、
わ
ざ
と
不
十
分
に
作
り
な
し
た
る
は
、
多
少
思

ふ
所
あ
る
が
故
な
り
」
と
言
う
の
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ

ま
り
当
時
の
状
態
で
は
、
完
全
な
治
外
法
権
の
撤
廃
は
困
難
で
あ
る
。
や
は
り

‘
外
国
人
が
威
を
ふ
る
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
測
に
立
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
意
図
に
は
甘
い
予
測
で
は
な
く
、
警
世
の
言
と
し
て
も
役
立
た

せ
よ
う
と
い
う
計
算
も
あ
っ
た
こ
と
と
思
う
。

た
し
か
に
、
こ
の
作
品
の
中
で
、
特
に
大
言
さ
れ
て
い
る
の
は
、
条
約
改
正

の
こ
と
と
、
殖
産
興
業
の
こ
と
と
で
あ
る
。
当
時
、
不
平
等
条
約
が
も
た
ら
し

た
災
害
は
案
外
に
大
き
く
、
そ
れ
は
国
民
の
悲
憤
懐
慨
の
的
と
な
っ
て
い
た
。

例
え
ば
、
東
京
芝
公
園
に
お
け
る
一
英
人
の
少
女
暴
行
事
件
の
判
決
は
、
領
事

裁
判
で
、
禁
銅
六
ヶ
月
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
十
九
年
十
月
、
紀
州
沖
で
、
日
本

人
乗
客
二
十
五
名
を
見
殺
し
に
し
た
英
船
ノ
ル
マ
ン
ト
ル
号
の
船
長
は
、
初
審

で
無
罪
、
日
本
政
府
の
告
訴
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
懲
役
三
ヶ
月
に
処
せ
ら
れ

る
に
止
つ
た
。
そ
し
て
死
者
に
は
一
文
の
賠
償
も
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の

他
、
領
事
裁
判
で
、
無
罪
に
な
っ
た
横
浜
在
留
英
人
の
阿
片
密
輸
事
件
な
ど
、

目
に
あ
ま
る
事
件
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
犯
罪
の
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
経
済
活
動
に
お
い
て
も
、
横
暴
な
所

行
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
明
治
十
八
年
、
英
人
の
企
て
た
日
本
酒
醸
造
（
課

税
さ
れ
な
い
、
主
要
輸
出
品
た
る
茶
、
生
糸
、
海
産
物
等
の
売
込
問
屋
に
対

す
る
「
拝
見
制
度
」
（
見
本
と
実
物
と
が
違
う
と
い
っ
て
一
方
的
に
破
約
す
る
）
〃

②

と
い
う
よ
う
な
も
の
も
行
わ
れ
た
。

こ
の
英
人
の
日
本
酒
醸
造
の
事
件
は
、
こ
の
「
未
来
の
夢
」
の
中
で
、
主
人う

け

公
の
渥
美
が
、
父
に
酒
造
の
新
機
軸
を
出
す
よ
う
に
勧
め
る
と
こ
ろ
で
、
「
伝

た
ま
は

間
れ
ぱ
東
京
大
阪
丼
に
新
潟
な
る
西
洋
人
等
が
、
近
来
醸
酒
場
を
頻
々
設
置
し
、

廉
価
に
日
本
酒
を
売
出
せ
し
云
々
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
事
件
を
さ
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

福
沢
諭
吉
が
、
「
筍
も
治
外
法
権
の
存
す
る
限
り
文
明
の
進
路
を
造
ふ
見
込

一
一
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桧
に
い
づ
。
悪
む
く
き
は
支
那
商
な
り
」

遁
遙
「
内
地
雑
居
未
来
の
夢
」

な
し
」
と
言
っ
た
が
、
実
に
、
条
約
改
正
は
蒐
大
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
着

目
し
、
緒
言
に
言
う
よ
う
に
、
関
税
権
の
回
復
の
み
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
、

内
地
雑
居
が
は
じ
ま
っ
た
場
合
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
事
態
が
お
こ
る
か
と
い

う
こ
と
を
予
測
し
て
み
た
こ
の
作
品
は
、
遁
遙
の
視
野
の
広
さ
と
、
時
務
に
対

す
る
情
熱
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
材

料
を
提
供
し
た
市
島
謙
吉
や
橘
槐
次
郎
よ
り
受
入
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で

①

は
あ
る
が
。

こ
う
い
う
治
外
法
権
の
存
在
に
よ
る
外
人
の
横
暴
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
外

人
に
対
し
て
、
し
ば
し
ば
排
撃
的
な
言
辞
か
吐
か
れ
て
い
る
。

悪
む
く
き
は
其
仏
人
だ
。
か
や
う
な
刑
法
の
罪
人
を
．
…
・
・
我
人
民
を
凌
辱

し
た
奴
を
…
…
黙
し
て
打
榔
シ
て
お
く
訳
が
な
い
。
…
…
日
本
圃
の
国
権
に

か
上
は
る
事
だ
…
…
。
臂
へ
歴
と
し
た
証
拠
が
あ
っ
て
も
、
兎
角
に
外
人
が

相
手
で
あ
っ
て
は
、
例
の
治
外
法
権
と
い
ふ
奴
が
、
：
：
：
ァ
、
今
に
除
か
な

い
で
は
。
…
。
．
（
第
十
一
回
）

ま
た
外
人
の
妾
に
な
る
こ
と
を
拒
否
す
る
女
性
（
お
象
や
）
に
つ
い
て
、
肯

定
的
な
書
き
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
外
人
排
撃
の
意
を
こ
め
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
一
方
に
は
、
外
人
と
手
を
つ
な
い
で
事
業
を
お
こ
そ
う
と
す
る
主
人

公
を
も
描
い
て
い
る
訳
で
、
不
当
な
行
為
を
し
な
い
限
り
、
や
は
り
先
進
国
人

と
し
て
の
敬
意
を
払
っ
て
い
る
点
、
感
情
的
な
讓
夷
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ

》
○
Ｏ

こ
の
西
欧
人
に
対
す
る
反
感
よ
り
も
、
一
層
は
な
は
だ
し
い
の
は
、
清
国
人

に
対
す
る
嫌
悪
感
で
あ
る
。
お
象
や
の
父
栽
が
破
産
し
た
と
き
、
そ
の
理
由
を

述
べ
る
と
こ
ろ
で
、
「
か
か
る
絶
大
な
る
破
産
あ
る
は
、
正
し
く
支
那
商
の
狡

檜
に
い
づ
。
悪
む
く
き
は
支
那
商
な
り
」
（
第
八
回
）
と
書
い
て
い
る
。
ま
た

遁
遥
「
内
地
雑
居
未
来
の
夢
」
に
つ
い
て

経
営
・
経
済
に
関
す
る
演
説
会
の
要
旨
の
な
か
で
、
「
目
今
の
職
人
仲
間
は
、

所
謂
「
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
』
に
圧
せ
ら
れ
て
、
顔
を
飢
餓
に
泣
く
」
（
第
十
回
）
な

ど
と
あ
る
。
中
国
人
に
関
連
し
て
、
阿
片
を
持
込
ん
だ
話
を
も
ち
出
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
は
先
述
の
英
人
の
阿
片
密
輸
入
事
件
を
ふ
ま
え
て
い
る

も
の
か
と
思
う
が
、
そ
こ
で
、
「
実
に
困
る
テ
。
支
那
人
の
弊
習
は
。
…
：
第

一
徳
義
上
に
影
響
す
る
か
ら
。
職
工
社
会
な
ど
で
は
此
六
年
以
来
、
ヅ
ッ
ト

目
○
吋
巴
の
国
且
Ｐ
ａ
（
徳
韮
の
標
準
）
が
下
シ
た
や
う
ぢ
や
が
。
…
…
イ
ヤ
実

に
甚
し
い
事
で
す
．
早
晩
放
逐
論
を
：
…
・
米
国
の
二
の
舞
を
是
非
や
ら
な
け
り

い
け
ま

や
不
可
す
ま
い
ョ
・
内
徳
義
を
残
ひ
、
外
経
済
を
害
し
ま
す
か
ら
」
（
第
十
回
）

と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
ま
た
終
り
の
方
で
、
「
元
来
支
那
人
の
労
力
者

流
は
最
も
狡
檜
に
て
寅
欲
な
る
ゆ
ゑ
。
常
に
目
前
の
薄
利
を
厭
は
ず
、
数
で
こ

よ
び
う
り

な
す
事
に
心
を
凝
し
て
、
ｎ
雇
と
い
ひ
、
手
間
仕
事
と
い
ひ
、
呼
商
と
い
ひ
人
力

車
と
い
ひ
、
総
て
の
力
役
に
争
う
て
従
事
し
、
只
管
其
利
得
を
専
占
せ
ん
と
試

み
、
日
本
の
労
力
者
を
圧
倒
せ
ん
と
す
る
に
ぞ
…
…
」
（
第
十
四
回
）
と
書
い

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
国
人
観
は
、
故
の
な
い
侮
蔑
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
川
本
人
労
働
者
を
圧
迫
す
る
も
の
と
し
て
問
題
視
し

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
あ
た
り
の
筆
致
に
よ
る
と
、
内
地
雑
居
の
弊

害
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
お
り
、
い
さ
さ
か
時
代
逆
行
の

感
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
河
竹
、
柳
田
両
氏
の
言
う
よ
う
に
、
「
内
地
雑
居
の
泰

平
を
認
歌
す
る
の
物
語
に
よ
っ
て
、
改
進
党
主
義
の
閲
明
に
寄
与
す
る
の
意
図

が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
「
坪
内
辿
遙
」
一
五
四
・
ヘ
ー
ジ
）
と
い
う
の

と
は
、
だ
い
ぶ
相
反
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
右
二
氏
が
つ
づ
け
て
「
然
る

に
政
治
熱
に
頗
る
消
極
的
だ
っ
た
遁
遙
の
こ
と
だ
か
ら
、
宣
伝
用
と
し
て
よ
り

も
文
学
的
に
一
層
進
展
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
う
し
た
事
も
中
止
の
一
理
由
に

Ｕ
一
一
一
０

屯

dq



④

考
へ
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
」
と
言
う
の
は
、
あ
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
も
つ
と
も
「
文
学
的
に
一
層
進
展
し
云
さ
と
い
う
よ
り
も
、
遁
遙

自
身
の
問
題
へ
の
理
解
を
強
く
打
出
し
た
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

次
に
殖
産
興
業
の
こ
と
で
あ
る
が
、
は
じ
め
の
方
で
、
渥
美
と
田
所
が
議
論

す
る
と
こ
ろ
で
、
英
国
が
独
占
し
て
い
る
感
の
あ
る
金
巾
製
造
販
売
を
日
本
が

や
り
、
印
度
か
ら
原
綿
を
輸
入
し
、
製
品
と
し
て
支
那
・
朝
鮮
に
輸
出
す
れ
ば

よ
い
と
し
、
そ
の
結
果
、
「
財
力
は
兵
な
り
。
金
力
は
権
利
な
り
。
国
に
も
あ

れ
、
一
個
人
に
も
あ
り
、
金
力
な
か
り
せ
ば
何
を
か
得
ん
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。

ま
た
渥
美
が
、
船
中
で
玄
治
に
説
く
と
こ
ろ
で
、
「
到
底
行
末
ま
で
農
業
国
に

て
御
国
を
維
持
せ
ん
こ
と
思
ひ
も
寄
ら
ず
、
さ
れ
ば
商
業
を
張
ら
ん
と
す
な
り
。

僕
が
本
願
は
商
業
の
拡
張
な
り
。
若
夫
製
造
は
是
ま
た
一
手
段
と
な
す
ま
で
な

り
。
：
．
…
（
中
略
）
：
…
財
力
は
鉄
壁
な
り
。
財
力
は
権
利
な
り
」
（
第
七
回
）

と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
経
済
力
の
伸
張
が
、
「
慨
起
し
て
御
国

の
た
め
に
僕
が
一
身
を
犠
牲
と
な
し
、
事
に
従
は
ん
と
思
へ
る
原
因
な
り
」

（
第
七
回
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
当
時
自
由
民
権
運
動
に
も
そ
の
基
体

を
な
し
た
国
家
主
義
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
、
遁
遙
は
天
皇
尊
崇
の
念
が
強

か
し
こ
Ｊ

か
つ
た
よ
う
で
、
そ
の
立
場
か
ら
「
掛
け
ま
く
も
慢
け
れ
ど
、
さ
す
が
は
大
御

国
の
国
体
の
美
な
る
、
所
謂
君
子
国
の
紳
名
に
背
か
で
、
君
は
仁
愛
を
も
て
民

に
臨
ま
せ
た
ま
ひ
、
民
は
忠
誠
を
も
て
皇
室
を
戴
き
ま
ゐ
ら
せ
、
連
綿
二
千
六

百
年
云
を
」
（
第
十
回
）
と
も
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
に
は
「
今

は
封
建
の
い
に
し
へ
と
違
ひ
、
社
会
は
一
個
人
を
単
位
と
し
て
、
独
立
独
行
を

主
と
す
る
な
る
に
云
食
」
（
第
三
回
）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
も
出
て
く
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
皇
室
・
天
皇
の
存
在
は
別
に
し
て
、
個
人
の
尊
厳
を
考
え
よ

う
と
す
る
矛
盾
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
当
時
の
一
般
的
な
風

四

潮
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
う
一
般
的
風
潮
に
の
り
な
が
ら
も
、
こ
の
作
品
の
中
に
説
く
と
こ
ろ

の
以
上
の
よ
う
な
経
済
建
設
の
提
言
に
見
え
る
と
こ
ろ
は
、
単
な
る
ス
ロ
ー
ガ

ン
と
し
て
の
忠
君
愛
国
な
ど
の
抽
象
に
堕
す
る
も
の
で
は
な
く
、
遁
遙
の
確
た

る
憂
国
の
情
熱
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
点

で
、
当
時
の
政
治
小
説
が
、
よ
う
や
く
寓
意
小
説
を
脱
し
つ
つ
あ
っ
た
程
度
で
、

わ
ず
か
に
末
広
鉄
勝
の
「
雲
中
梅
」
（
明
治
十
九
年
）
「
花
間
鶯
」
（
同
二
十
’

二
十
一
年
）
が
、
具
体
的
な
大
同
団
結
の
論
を
展
開
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

時
、
経
済
而
に
重
点
を
お
い
て
、
条
約
改
正
の
成
り
ゆ
き
を
観
て
い
る
と
こ
ろ

は
、
そ
う
い
う
時
事
小
説
と
し
て
、
豊
か
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

女
性
の
工
場
経
営
者
を
主
人
公
と
し
た
点
で
、
新
し
い
と
さ
れ
て
い
る
木
村
曙

の
「
婦
女
の
鑑
」
（
明
治
二
十
一
年
）
な
ど
よ
り
も
二
年
も
早
く
刊
行
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
新
鮮
さ
を
か
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
の
ほ
か
、
文
学
論
、
演
劇
改
良
論
、
宗
教
と
愛
欲
の
問
題
、
愛
欲
と
事
業

の
問
題
な
ど
、
様
点
の
問
題
が
論
議
さ
れ
て
お
り
、
遁
遙
の
教
養
の
広
さ
と
、

啓
蒙
的
情
熱
の
深
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
の
「
未
来
の
夢
」
の
中
絶
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
遁
遙
自
身
、
そ

の
中
絶
を
惜
し
む
読
者
に
答
え
る
形
で
「
貴
重
な
る
新
聞
紙
を
借
用
し
て
」
と

⑤

題
し
、
翌
二
十
年
四
月
九
日
の
読
売
紙
上
に
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
吹

の
五
点
で
あ
っ
た
。

⑩
拙
作
で
あ
っ
て
小
説
壇
を
汚
す
も
の
と
信
じ
た
か
ら
。

⑨
こ
れ
を
下
手
に
真
似
ら
れ
て
は
、
日
本
小
説
の
前
途
に
大
弊
あ
る
た
め
。

⑥
真
の
小
説
は
現
在
若
し
く
は
過
去
を
写
す
に
止
ま
る
べ
し
。
将
来
の
こ

と
を
小
説
に
綴
る
は
決
し
て
稗
史
家
の
真
面
目
に
あ
ら
ず
と
悟
っ
た
た
め
。

野



側
ア
ァ
い
や
だ
と
嘘
ぜ
し
た
め
。

⑤
い
や
だ
と
思
っ
て
は
も
う
書
け
ぬ
た
め
。

右
の
う
ち
③
の
理
川
は
、
さ
ら
に
二
十
年
六
月
、
読
売
紙
上
に
「
未
来
記
に

類
す
る
小
説
」
と
題
し
て
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
柳
田
泉
博
士
が
、

①

要
を
得
た
紹
介
を
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
に
従
お
う
。

元
来
小
説
は
世
態
人
怖
を
模
写
す
る
を
本
分
と
す
る
。
し
か
し
単
な
る
模

写
で
は
美
術
に
な
ら
ぬ
、
世
態
人
情
の
妙
想
を
写
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
妙

想
は
無
形
の
も
の
で
あ
り
、
宿
る
物
が
無
し
に
は
現
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ

て
妙
想
を
捉
え
る
に
は
実
事
を
直
接
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち

小
説
を
成
立
せ
し
む
る
根
本
条
件
は
、
直
接
の
観
察
に
あ
る
。
世
人
が
漠
然

と
論
ず
る
如
く
、
架
空
の
想
像
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
い
な
架
空
の
想
像
で

は
決
し
て
妙
想
は
写
し
難
い
。
そ
こ
で
直
接
観
察
を
根
本
条
件
と
す
る
以
上
、

未
来
小
税
な
る
も
の
の
と
う
て
い
成
立
し
か
ね
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
何
と

な
れ
ば
、
如
何
に
し
て
も
未
来
の
妙
想
を
直
接
観
察
す
る
手
段
は
無
い
か
ら

だ
．
こ
と
に
日
本
の
如
き
外
来
的
影
響
に
感
染
さ
れ
や
す
い
社
会
の
未
来
の

状
態
お
よ
び
人
桁
の
班
遷
の
如
き
は
、
惣
像
の
み
の
刀
で
写
し
得
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
。

要
す
る
、
こ
の
理
由
は
迩
遙
の
写
実
至
上
主
義
が
、
そ
の
中
核
を
な
し
て
い

る
訳
で
、
文
学
、
小
説
が
、
可
能
性
の
探
究
を
は
た
す
機
能
を
全
く
無
視
し
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
く
と
も
、
か
な
り
の
長
文
に
わ
た
る

ま
で
書
き
す
す
め
て
き
た
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
う
未
来
探
究
の
情

熱
が
働
い
て
お
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
し
か
も
、
こ
う
い
う
理
由

を
附
す
る
と
い
う
の
は
、
単
な
る
言
い
の
が
れ
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
基
本
的
に
は
、
彼
の
啓
蒙
的
情
熱
と
、
写
実
至
上
主
義
と
の
矛
屑
分
裂
が
、

道
遙
「
内
地
雑
居
未
来
の
夢
」
に
つ
い
て

小
説
以
前
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
啓
蒙
的
情
熱
に

出
発
し
た
「
未
来
の
夢
」
が
中
絶
す
る
の
は
、
そ
の
未
来
へ
の
探
究
そ
の
も
の

の
中
絶
、
す
な
わ
ち
、
．
探
究
意
欲
の
喪
失
、
あ
る
い
は
、
探
究
す
べ
き
事
態
の

困
難
さ
の
た
め
の
停
滞
を
意
味
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、

右
に
い
う
写
実
小
説
よ
り
の
説
明
は
、
あ
と
か
ら
付
け
た
理
由
ｌ
も
っ
と
も

ら
し
い
理
由
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
点
、
他
の
辿
遙
の
こ

の
種
の
小
説
、
た
と
え
ば
、
「
こ
こ
や
か
し
こ
」
（
二
十
年
）
「
外
務
大
臣
」
（
二

十
一
年
）
等
が
未
完
に
終
っ
た
こ
と
と
相
汕
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

き
ょ
う
だ
い

注
①
「
当
世
書
生
気
質
」
に
、
「
同
胞
対
面
と
い
ふ
事
は
。
む
か
し
か
ら
よ

つ
士
子
Ｈ
ソ
、
、
、

く
い
ふ
事
だ
が
。
到
底
大
方
は
仮
作
話
で
。
リ
ヤ
ル
に
あ
る
の
は
稀
な
こ

、
、
、
、
、
、
、
、

と
だ
。
（
中
略
）
ア
イ
デ
ヤ
リ
ズ
ム
と
は
昔
の
小
説
や
艸
冊
子
に
あ
る
や

う
な
る
。
世
の
中
に
あ
り
さ
う
に
な
い
事
を
実
際
に
行
う
て
見
た
く
思
ふ

癖
を
い
ふ
な
り
。
」
（
第
三
回
）
と
あ
る
の
と
同
例
で
あ
る
。
（
傍
点
和
田
）

②
日
本
歴
史
講
座
５
．
六
「
条
約
改
正
と
日
清
戦
争
」
前
島
省
三

③
柳
田
泉
杵
「
若
き
坪
内
辿
遙
」
一
七
五
。
ヘ
ー
ジ

④
河
竹
繁
俊
・
柳
田
泉
共
著
「
坪
内
迩
遙
」
一
五
四
。
ヘ
ー
ジ
。
こ
の
記
述

は
柳
田
泉
著
「
若
き
坪
内
道
遙
」
で
は
は
ぶ
か
れ
て
い
る
。

⑤
「
道
遙
先
生
初
期
文
芸
論
拾
遺
」
（
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
刊
「
此
処

や
か
し
声
と
所
収
）
に
よ
る
。

⑥
柳
田
泉
著
「
若
き
坪
内
道
遙
」
一
八
一
。
ヘ
ー
ジ

局I

心

五

、


