
は
じ
め
に

「
ロ
ク
タ
ル
管
の
話
」
は
、
一
九
六
〇
年
に
同
人
雑
誌
『
象
』
三
号
（
一

九
六
〇
年
七
月
）
へ
の
発
表
後
、
翌
年
の
『
文
学
界
』
一
〇
月
号
に
転
載
さ

れ
た
柴
田
翔
の
短
編
小
説
で
あ
る
。
柴
田
の
代
表
作
「
さ
れ
ど

わ
れ
ら
が

日
々
│
│
」
の
前
に
書
か
れ
た
処
女
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
さ
れ
ど
」
と

類
似
の
テ
ー
マ
を
含
ん
だ
作
品
と
し
て
、
研
究
も
こ
れ
ら
の
点
を
中
心
に
な

さ
れ
て
き
た
。

そ
の
一
方
で
、
作
品
が
語
り
手
「
ぼ
く
」
に
よ
る
過
去
語
り
の
構
成
を
し

て
い
る
こ
と
の
分
析
、
ロ
ク
タ
ル
管
と
そ
れ
を
破
壊
す
る
意
味
や
戦
後
間
も

な
い
時
期
を
舞
台
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
の
研
究
は
十
分
で
は
な
い
。

「
ぼ
く
」
の
挫
折
に
つ
い
て
の
分
析
が
作
品
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
に
つ

い
て
も
同
様
で
、
同
時
代
の
状
況
や
作
品
内
容
の
深
い
分
析
に
つ
い
て
は
研

究
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
ぼ
く
」
に
よ
る
語
り
を
通
じ
て
読
者
が
作

品
を
読
む
以
上
、
ロ
ク
タ
ル
管
が
「
ぼ
く
」
や
読
者
に
と
っ
て
何
だ
っ
た
の

か
、
と
い
う
問
い
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
作
品
を
単
な
る
少
年
の
ロ
ク
タ
ル
管

喪
失
物
語
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
せ
ず
、
同
時
代
の
状
況
を
分
析
し
ロ
ク
タ

ル
管
を
破
壊
す
る
論
理
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
ロ
ク
タ
ル
管

が
「
虚
像
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、「
ぼ
く
」
や

読
者
に
と
っ
て
ロ
ク
タ
ル
管
と
は
何
だ
っ
た
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

第
一
章
「
虚
像
」
の
美

こ
こ
で
は
、
作
中
に
お
い
て
、
ロ
ク
タ
ル
管
の
美
が
「
虚
像
」
と
表
現
さ

れ
る
点
に
注
目
し
、「
ぼ
く
」
の
考
え
る
美
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

「
ぼ
く
」
は
ラ
ジ
オ
の
組
み
立
て
に
用
い
る
真
空
管
、
と
り
わ
け
ロ
ク
タ

ル
管
に
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
。
ロ
ク
タ
ル
管
は
中
学
生
に
は
到
底
手
が

出
な
い
代
物
で
あ
っ
た
が
、
露
店
街
で
偶
然
ロ
ク
タ
ル
管
に
出
会
い
、
そ
れ

柴
田
翔
「
ロ
ク
タ
ル
管
の
話
」
論

│
│
象
徴
と
し
て
の
「
虚
像
」
に
つ
い
て
│
│

豊

島
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に
触
れ
る
だ
け
で
「
ぼ
く
ら
」
は
十
分
に
幸
福
だ
っ
た
。
ロ
ク
タ
ル
管
を
使

っ
て
作
る
こ
と
の
で
き
る
回
路
や
そ
の
性
能
を
夢
に
描
き
、
そ
れ
が
中
学
生

に
は
実
現
で
き
な
い
と
知
っ
て
い
る
た
め
に
、「
限
り
な
い
憧
れ
」
を
抱
く

の
で
あ
る
。

「
ぼ
く
ら
」
に
と
っ
て
、
ラ
ジ
オ
を
組
み
立
て
る
作
業
は
、
自
分
た
ち
の

住
ん
で
い
る
世
界
と
は
別
の
世
界
を
自
ら
の
手
で
作
り
出
す
体
験
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
そ
の
世
界
は
「
幻
想
」
で
あ
り
、
実
際
に
「
ぼ
く
ら
」
が
そ
の

世
界
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
ぼ
く
ら
」
が
「
ロ
ク
タ
ル
管
」
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い

る
の
は
、
た
だ
「
ロ
ク
タ
ル
管
」
そ
の
も
の
が
美
し
い
か
ら
と
い
う
だ
け
で

は
な
い
。「
ロ
ク
タ
ル
管
」
が
作
り
だ
す
複
雑
な
電
気
現
象
の
「
世
界
で
起

き
る
こ
と
が
、
そ
れ
は
非
常
に
正
確
で
あ
」
る
と
い
う
確
実
性
と
、
そ
の
世

界
が
「
決
し
て
ぼ
く
ら
の
眼
に
見
え
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
い
う
」
断
絶
性

が
、「
ぼ
く
ら
」
に
強
い
憧
れ
を
抱
か
せ
て
い
た
の
だ
。

ロ
ク
タ
ル
管
の
こ
の
よ
う
な
美
を
「
ぼ
く
」
は
「
虚
像
」
と
表
現
し
、

「
そ
の
虚
像
を
通
し
て
、
ぼ
く
ら
の
憧
れ
が
指
向
し
て
い
た
の
は
、
あ
の
、

ぼ
く
ら
が
見
る
こ
と
な
く
信
じ
う
る
、
曖
昧
さ
の
全
く
な
い
、
確
定
的
な
正

確
さ
を
持
っ
た
電
気
現
象
の
世
界
だ
っ
た
」
と
語
る
。
ロ
ク
タ
ル
管
の
背
後

に
あ
る
世
界
は
「
ぼ
く
ら
」
の
憧
れ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
幻
想
で
あ
っ

て
、
ロ
ク
タ
ル
管
そ
の
も
の
は
、
確
実
な
電
気
世
界
を
体
現
す
る
装
置
で
し

か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
美
し
さ
は
「
虚
像
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ロ
ク
タ
ル
管
の
世
界
の
絶
対
性
を
疑

い
な
く
信
じ
る
「
ぼ
く
ら
」
の
態
度
に
よ
っ
て
、
ロ
ク
タ
ル
管
の
確
固
た
る

世
界
の
存
在
は
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

「
ぼ
く
ら
」
は
自
分
た
ち
の
部
に
女
の
子
を
入
れ
た
が
ら
な
い
が
、
そ
れ

は
「
ぼ
く
ら
」
が
女
の
子
を
「
美
し
さ
の
具
現
者
」、
自
分
た
ち
を
美
し
さ

の
「
追
求
者
」
と
位
置
付
け
明
確
に
区
別
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
ぼ
く

ら
」
に
と
っ
て
「
美
し
さ
」
は
憧
れ
で
あ
る
と
同
時
に
畏
怖
の
対
象
で
あ

り
、
そ
し
て
、
決
し
て
触
れ
て
は
な
ら
な
い
、
隔
絶
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
世
界
な
の
で
あ
る
。

同
様
に
、「
ぼ
く
ら
」
は
先
生
に
借
り
た
高
価
な
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
を
前

に
、「
俺
だ
っ
て
ナ
ァ
、
今
に
オ
シ
ロ
を
作
る
ん
だ
」
と
息
巻
い
て
い
る
が
、

「
ぼ
く
ら
は
そ
れ
が
い
つ
か
現
実
に
出
来
る
こ
と
と
信
じ
て
そ
う
言
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

あ
の
頃
の
ぼ
く
ら
は
、
頭
で
ど
う
考
え
、
口
で
ど
う
言
っ
た
に
せ

よ
、
ま
だ
心
の
ど
こ
か
片
隅
で
は
、
自
分
が
今
し
て
い
る
よ
う
な
生
活

は
永
遠
に
続
く
の
だ
と
い
う
、
あ
の
幸
福
な
幻
想
を
そ
っ
と
は
ぐ
く
ん

で
い
た
し
、
ま
た
一
方
で
は
そ
れ
に
絶
望
し
て
も
い
た
の
で
、
誰
か
他

人
が
、
ぼ
く
ら
も
や
が
て
は
学
校
を
出
、
社
会
人
と
な
っ
て
、
オ
シ
ロ

を
作
る
た
め
の
金
位
は
自
由
に
出
来
る
日
が
来
る
の
だ
よ
と
言
っ
た
と

し
た
ら
、
自
分
ら
だ
っ
て
口
で
は
「
今
に
オ
シ
ロ
を
作
る
ん
だ
」
と
言

っ
て
い
る
く
せ
に
、
ポ
カ
ン
と
そ
の
人
の
顔
を
見
上
げ
て
し
ま
っ
た
に

違
い
な
い
の
だ
。

「
ぼ
く
ら
」
は
、
自
分
た
ち
が
い
つ
か
は
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
現
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実
と
し
て
と
ら
え
て
い
な
い
。
子
供
の
時
間
が
永
遠
に
続
く
と
い
う
幻
想
を

夢
見
て
い
る
。「
子
供
ら
し
い
陽
気
な
心
」、「
特
別
子
供
っ
ぽ
い
連
中
の
集

り
」
の
よ
う
な
表
現
は
、「
ぼ
く
ら
」
が
子
供
で
あ
る
こ
と
を
し
き
り
に
強

調
す
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
大
人
に
な
る
こ
と
は
、
真
空
管
や
オ
シ
ロ
ス
コ
ー

プ
の
よ
う
な
、
自
分
た
ち
が
憧
れ
、
し
か
し
な
か
な
か
手
に
入
れ
ら
れ
な
い

も
の
を
所
有
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
真
空
管
の
向

こ
う
に
あ
る
美
し
い
世
界
は
、
対
価
を
支
払
え
ば
手
に
入
る
と
い
う
性
質
の

も
の
で
は
な
い
。「
ぼ
く
ら
」
に
と
っ
て
の
真
の
美
し
さ
と
は
絶
対
的
な
も

の
だ
か
ら
、
金
銭
に
よ
る
価
値
判
断
を
排
除
し
た
世
界
に
し
か
存
在
し
な

い
。「
ぼ
く
ら
」
が
「
子
供
」
で
あ
る
こ
と
を
願
う
の
は
、
ロ
ク
タ
ル
管
の

世
界
が
手
の
届
か
な
い
憧
れ
の
世
界
で
あ
っ
て
ほ
し
い
か
ら
で
あ
り
、
所

有
、
つ
ま
り
支
配
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ

た
。
真
空
管
の
美
の
本
質
は
、
こ
う
し
た
絶
対
的
な
世
界
と
自
分
た
ち
と
を

乖
離
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
ぼ
く
ら
」
の
心
理
に
依
拠
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い

え
る
。

第
二
章

真
空
管
／
ロ
ク
タ
ル
管
を
破
壊
す
る
と
い
う
こ
と

ロ
ク
タ
ル
管
は
「
ぼ
く
ら
」
ラ
ジ
オ
少
年
に
と
っ
て
絶
対
的
な
存
在
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
作
品
に
は
、
そ
の
真
空
管
を
破
壊
す
る
こ
と
に
言
及
し

た
場
面
が
二
度
、
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
真
空
管
を
破
壊
す
る
論
理
を

明
ら
か
に
し
、
憧
れ
の
真
空
管
を
破
壊
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
行
為
に
対
す

る
解
釈
を
試
み
た
い
。

第
一
節

一
度
目
の
描
写

「
ぼ
く
ら
の
仲
間
の
一
人
」
は
あ
る
日
、
組
み
上
げ
た
ラ
ジ
オ
の
セ
ッ
ト

を
不
具
合
の
た
め
に
破
壊
し
た
こ
と
を
告
白
す
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
「
ぼ
く

ら
」
は
、「
ぼ
く
ら
の
憧
れ
る
世
界
が
そ
の
確
か
な
在
り
方
で
現
わ
れ
な
い

と
い
う
、
本
当
に
純
粋
な
怒
り
」
に
よ
っ
て
受
信
機
を
蹴
飛
ば
し
、「
自
分

ら
の
不
純
さ
」
と
は
対
照
的
な
位
置
に
い
る
そ
の
仲
間
を
称
賛
す
る
。
し
か

し
、
実
際
に
彼
が
蹴
飛
ば
し
た
の
は
、
真
空
管
や
バ
リ
コ
ン
な
ど
大
方
の
部

品
が
取
り
外
さ
れ
た
受
信
機
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
「
ぼ
く
ら
」
は
、
今

度
は
彼
を
嘲
笑
す
る
立
場
に
回
る
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
ぼ
く
ら
」
は
真
空
管
の
世
界
に
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
が
、

同
時
に
、
そ
の
世
界
を
自
ら
破
壊
す
る
こ
と
を
勇
敢
な
行
為
と
捉
え
て
い

る
。
だ
か
ら
、
真
空
管
が
粉
々
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
無
難
な
部
品
だ
け
を

蹴
飛
ば
し
た
仲
間
は
当
然
、
意
気
地
な
し
と
見
な
さ
れ
る
の
だ
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
絶
対
的
な
世
界
を
真
空
管
が
生
み
出
せ
な
く
な
っ

た
と
き
、「
本
当
に
純
粋
な
怒
り
」
が
「
ぼ
く
ら
」
を
真
空
管
の
破
壊
へ
と

導
く
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
真
空
管
の
絶
対
性
が
何
ら
か
の
理
由
で
脅
か

さ
れ
る
と
き
、
真
空
管
を
破
壊
す
る
論
理
が
働
く
の
で
あ
る
。

だ
が
、「
ぼ
く
ら
」
は
誰
ひ
と
り
と
し
て
真
空
管
を
破
壊
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
真
空
管
は
憧
れ
の
世
界
を
作
り
出
す
た
め
の
装
置
で
あ
っ
て
、
そ

れ
を
破
壊
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
ぼ
く
ら
」
の
夢
を
破
壊
し
て
し
ま
う
行

為
に
等
し
い
か
ら
だ
。

そ
れ
で
は
、
仲
間
の
一
人
が
ラ
ジ
オ
部
品
の
ほ
と
ん
ど
を
破
壊
し
得
な
か

っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
壊
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
、
た
だ
そ
れ
だ

柴
田
翔
「
ロ
ク
タ
ル
管
の
話
」
論
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け
の
理
由
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、「
ぼ
く
ら
」
は
自
分
た
ち
の
作
り

出
す
世
界
を
絶
対
的
な
も
の
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
が
、
他
方
で
、
そ
の
世
界

が
虚
構
で
あ
る
こ
と
に
も
う
す
う
す
気
付
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

証
左
と
し
て
、「
ぼ
く
ら
」
は
「
配
線
の
向
う
側
の
世
界
」
の
正
確
さ
を

「
見
ぬ
ま
ま
に
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
。
白
石
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
現
実

に
は
ロ
ク
タ
ル
に
限
ら
ず
電
気
の
世
界
は
バ
ラ
ツ
キ
と
妥
協
の
世
界
で
あ

る
」（
白
石
一
美
「
柴
田
翔
・
ロ
ク
タ
ル
考
」『
宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
紀

要
』
第

号

宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）。
電
気
現

象
の
存
在
を
客
観
的
に
示
す
「
測
定
器
」
は
、
そ
れ
自
体
が
「
回
路
の
純
粋

性
を
こ
わ
し
て
し
ま
う
」
た
め
に
、「
ぼ
く
」
は
「
信
じ
る
」
と
い
う
き
わ

め
て
主
観
的
か
つ
曖
昧
な
態
度
で
し
か
真
空
管
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
本
当
に
正
確
な
電
気
の
世
界
を
証
明
す

る
こ
と
を
、「
ぼ
く
」
は
拒
否
し
て
い
る
の
だ
。

結
局
、「
ぼ
く
ら
」
が
本
当
に
恐
れ
て
い
た
の
は
、
真
空
管
の
世
界
が
虚

構
で
あ
る
こ
と
が
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
と
し
て
眼
前
に
突
き
付
け
ら
れ
て

し
ま
う
こ
と
だ
っ
た
。
真
空
管
を
破
壊
す
れ
ば
、
真
空
管
が
作
り
出
す
世
界

が
完
全
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
る
他
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。「
ぼ
く

ら
」
の
ラ
ジ
オ
仲
間
が
真
空
管
を
破
壊
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
真
空

管
の
絶
対
性
・
純
粋
性
を
守
ろ
う
と
す
る
態
度
の
現
れ
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

こ
の
こ
と
は
、
虚
構
の
世
界
の
存
在
を
信
じ
よ
う
と
す
る
「
ぼ
く
ら
」
の

「
自
己
欺
瞞
」
の
態
度
に
他
な
ら
な
い
。「
ぼ
く
ら
」
は
真
空
管
を
絶
対
視
す

る
こ
と
で
、
そ
の
欺
瞞
さ
え
も
覆
い
隠
し
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

第
二
節

二
度
目
の
描
写

以
上
、「
ぼ
く
ら
」
の
真
空
管
に
対
す
る
態
度
の
な
か
に
、
真
空
管
の
絶

対
性
へ
の
懐
疑
と
そ
れ
を
消
し
去
ろ
う
と
す
る
欺
瞞
の
態
度
が
包
含
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
次
に
、
作
品
の
後
半
部
、
手
に
入
れ
た
ロ
ク

タ
ル
管
が
ガ
ラ
ク
タ
と
化
し
、
そ
れ
を
破
壊
し
た
の
か
ど
う
か
語
り
手
の

「
ぼ
く
」
が
わ
か
ら
な
い
で
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

「
ぼ
く
」
は
偶
然
、
格
安
で
売
ら
れ
て
い
る
ロ
ク
タ
ル
管
を
手
に
入
れ
る

こ
と
に
成
功
す
る
。
だ
が
、
注
意
し
て
そ
れ
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
の
ガ
ラ

ス
の
表
面
に
一
本
の
亀
裂
を
発
見
す
る
。
微
か
な
傷
で
は
あ
る
が
、
回
路
を

作
る
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
致
命
的
で
あ
る
。
使
い
物
に
な
ら
な
い
、
言

い
換
え
れ
ば
、
回
路
の
向
こ
う
の
電
気
世
界
を
創
造
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
事
実
は
、「
ぼ
く
」
に
憧
れ
の
世
界
の
喪
失
を
宣
告
し
て
い
る
。

店
員
と
の
や
り
取
り
の
末
に
代
金
の
半
額
と
キ
ズ
も
の
の
ロ
ク
タ
ル
管
を
一

緒
に
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、「
ぼ
く
」
は
、「
こ
の
上
な
く
惨
め
な
存

在
」
に
な
り
果
て
た
そ
れ
を
再
び
眺
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

回
想
は
こ
こ
で
幕
を
閉
じ
、
語
り
手
は
「
果
た
し
て
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
」
と
懐
疑
の
念
を
に
じ
ま
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
夏
の
記
憶
は
「
虚
の

心
象
」
で
あ
り
、「
ポ
ケ
ッ
ト
の
惨
め
に
空
し
き
残
骸
と
化
し
た
ロ
ク
タ
ル

管
を
握
り
し
め
た
ぼ
く
の
左
手
は
、
何
も
の
へ
と
も
知
れ
ぬ
怒
り
の
た
め
に

わ
な
わ
な
と
ふ
る
え
、
遂
に
は
そ
れ
を
道
路
に
叩
き
つ
け
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
」
と
自
ら
に
問
い
か
け
る
。

真
空
管
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、「
ぼ
く
ら
」
に
と
っ
て

一
大
事
で
あ
っ
た
。
ロ
ク
タ
ル
管
を
破
壊
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
強
烈
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な
思
い
出
と
し
て
「
ぼ
く
」
の
記
憶
に
染
み
つ
い
て
い
る
は
ず
だ
。
し
か

し
、
実
際
に
は
過
去
の
記
憶
は
曖
昧
で
特
定
は
不
可
能
で
あ
る
。
二
つ
の
曖

昧
な
記
憶
は
、
作
品
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
。

当
初
の
回
想
で
は
、
ロ
ク
タ
ル
管
を
破
壊
で
き
な
か
っ
た
「
ぼ
く
」
の
様

子
が
示
さ
れ
る
。「
美
し
い
ロ
ク
タ
ル
管
を
ぼ
く
が
今
持
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
だ
」
と
自
分
を
納
得
さ
せ
る
よ
う

に
、
ロ
ク
タ
ル
管
の
幻
想
を
信
じ
込
も
う
と
躍
起
に
な
る
。
傷
つ
い
た
ロ
ク

タ
ル
管
に
よ
っ
て
真
空
管
世
界
の
無
謬
性
が
崩
壊
し
て
も
、
そ
れ
を
信
じ
ま

い
と
し
た
た
め
に
、
お
よ
そ
一
〇
年
を
経
て
も
な
お
「
ぼ
く
」
は
ロ
ク
タ
ル

管
の
幻
に
と
ら
わ
れ
続
け
て
い
る
の
だ
。

一
方
で
、
ロ
ク
タ
ル
管
を
破
壊
し
得
た
過
去
の
存
在
も
示
唆
さ
れ
る
。
絶

対
的
な
存
在
で
あ
る
は
ず
の
ロ
ク
タ
ル
管
が
ガ
ラ
ク
タ
に
な
り
果
て
た
結

果
、「
ぼ
く
」
は
破
壊
の
論
理
に
従
っ
て
、「
何
も
の
へ
と
も
知
れ
ぬ
怒
り
」

と
と
も
に
ロ
ク
タ
ル
管
を
道
路
に
叩
き
つ
け
る
。
ロ
ク
タ
ル
管
を
破
壊
す
る

こ
と
で
、
そ
の
虚
構
性
を
も
打
ち
砕
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
真
空
管
の
破

壊
は
、
真
空
管
が
電
気
現
象
の
世
界
を
生
み
出
せ
な
い
こ
と
へ
の
怒
り
で
あ

る
と
と
も
に
、
そ
の
世
界
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る
行
為
で
も
あ
っ

た
。
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
ク
タ
ル
管
に
寄
せ
た
「
ぼ
く
」
の
夢
が
潰

え
、
か
わ
り
に
、
現
実
を
見
据
え
る
眼
差
し
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

も
し
も
本
当
に
ロ
ク
タ
ル
管
を
破
壊
し
得
た
過
去
が
あ
っ
た
の
な
ら
、
語

り
手
の
「
ぼ
く
」
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
過
去
に
こ
だ
わ
る
で
あ
ろ
う
か
。
二

つ
の
曖
昧
な
記
憶
の
存
在
は
、「
ぼ
く
」
が
ど
ち
ら
の
道
を
も
選
択
で
き
ず
、

そ
し
て
、
ど
ち
ら
の
道
を
選
ん
だ
と
し
て
も
ロ
ク
タ
ル
管
の
幻
想
に
と
ら
わ

れ
続
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

象
徴
と
し
て
の
ロ
ク
タ
ル
管

ロ
ク
タ
ル
管
は
傷
一
つ
つ
く
と
ガ
ラ
ク
タ
同
然
に
な
っ
て
し
ま
う
、
脆
く

危
う
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
ぼ

く
」
の
目
を
通
し
て
こ
の
ロ
ク
タ
ル
管
を
見
て
い
る
の
は
他
で
も
な
い
我
々

読
者
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
作
品
発
表
時
に
お
い
て
、
ま
た
現
代
に
お
い

て
、
我
々
は
ロ
ク
タ
ル
管
に
何
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ロ
ク
タ

ル
管
に
と
ら
わ
れ
続
け
る
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
本
章
で
は
、

ロ
ク
タ
ル
管
が
「
虚
像
」
で
あ
る
こ
と
の
象
徴
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
節

語
り
手
の
視
座

「
ロ
ク
タ
ル
管
の
話
」
は
、
大
き
く
分
け
て
前
半
部
と
後
半
部
か
ら
成
っ

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
「
ぼ
く
」
が
語
り
手
で
あ
る
が
、
ラ
ジ
オ
仲
間
と
の
思

い
出
を
語
る
前
半
部
で
は
複
数
形
の
「
ぼ
く
ら
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

「
ぼ
く
ら
」
が
「
ぼ
く
」
と
ラ
ジ
オ
仲
間
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
が
、

同
時
代
の
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
よ
り
広
義
に
解
釈
で
き
る
は
ず
だ
。
例
え

ば
、
冒
頭
で
「
ぼ
く
」
は
「
ね
え
、
君
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
た
め
、
読
み

手
は
ま
る
で
「
ぼ
く
」
と
親
し
い
距
離
に
あ
る
も
の
と
錯
覚
す
る
よ
う
に
配

置
さ
れ
る
。
回
想
と
と
も
に
読
者
の
視
線
は
「
ぼ
く
」
の
眼
差
し
に
包
摂
さ

れ
、
過
去
へ
と
誘
わ
れ
る
。
我
々
の
視
線
が
「
ぼ
く
」
に
よ
っ
て
物
語
の
な

か
に
と
ら
え
ら
れ
た
と
き
、「
ぼ
く
ら
」
は
同
時
代
の
人
々
、
つ
ま
り
、
作

柴
田
翔
「
ロ
ク
タ
ル
管
の
話
」
論

四
七



品
が
書
か
れ
た
当
時
を
生
き
た
人
々
と
い
え
る
。
作
品
が
発
表
さ
れ
た
の
が

一
九
六
〇
年
、
つ
ま
り
語
り
手
の
「
ぼ
く
」
が
い
る
時
代
と
同
じ
だ
か
ら
で

あ
る
。

「
ぼ
く
」
は
一
九
五
〇
年
時
点
で
中
学
三
年
生
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
柴
田

の
年
譜
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
高
史
明
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
「
自
分
自
身

を
育
て
て
き
た
価
値
観
が
、
ぽ
か
っ
と
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
歴
史
的
条

（
�
）

件
に
遭
遇
し
た
」
世
代
だ
。
真
空
管
と
い
う
絶
対
的
な
存
在
へ
の
渇
望
が
醸

成
さ
れ
る
素
地
が
「
ぼ
く
ら
」
に
あ
っ
た
所
以
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

語
り
手
の
「
ぼ
く
」
が
一
九
五
八
〜
五
九
年
頃
に
い
る
と
す
る
と
、
そ
こ

か
ら
一
九
五
〇
年
を
振
り
返
る
こ
と
の
意
義
と
は
何
か
。
柴
田
は
五
〇
年
代

（
�
）

後
半
の
時
期
を
「
戦
後
の
安
定
期
」
と
と
ら
え
る
。
戦
後
直
後
の
混
乱
か
ら

あ
る
程
度
立
ち
直
り
、「
一
種
の
安
定
に
辿
り
つ
い
た
」（
清
水
幾
太
郎
「
安

保
の
日
誌
」『
諸
君
！
』
一
九
七
五
年
六
月
）
の
が
こ
の
頃
の
社
会
の
空
気

で
あ
っ
た
。

一
方
で
一
九
五
〇
年
は
と
い
う
と
、
作
品
で
も
触
れ
ら
れ
る
通
り
、
六
月

に
は
朝
鮮
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
戦
争
を
皮
切
り
に
し
て
、「
次
ぎ

の
大
戦
は
、
も
し
そ
れ
が
来
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
瞬
間
ま
で
に
人
類
を
襲
う

か
も
知
れ
な
い
一
切
の
惨
禍
中
最
大
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
」（
バ
ー
ト

ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
「
第
三
次
大
戦
は
不
可
避
か
」『
世
界
』
一
九
五
〇
年

一
二
月
）
と
い
う
指
摘
の
よ
う
に
、
第
三
次
世
界
大
戦
の
勃
発
を
危
惧
す
る

議
論
が
噴
出
し
た
。
柴
田
は
後
に
こ
の
時
期
を
回
想
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

朝
鮮
戦
争
も
一
進
一
退
で
、
日
本
ま
で
波
及
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
の
社
会
の
先
行
き
は
不
透
明
で
、
ど
の
よ
う
な
社
会
が
で
き
る
の

か
、
そ
し
て
、
そ
の
中
で
、
人
々
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
、

（
�
）

そ
れ
を
一
人
一
人
が
考
え
ざ
る
を
え
な
い
時
代
で
し
た

社
会
の
形
が
未
だ
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
再
び
戦
争
が
身
近
な
も
の
に
な
る

可
能
性
が
現
実
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
人
々
が
自
ら
生
き
方
を
選
択
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。

選
択
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
は
、
国
家
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。
一

九
五
〇
年
は
ち
ょ
う
ど
連
合
国
軍
に
よ
る
占
領
期
の
さ
な
か
に
あ
た
る
。
豊

下
楢
彦
が
「
約
七
年
に
お
よ
ぶ
連
合
国
（
事
実
上
は
ア
メ
リ
カ
）
の
対
日
占

（
�
）

領
は
、
現
代
日
本
社
会
の
枠
組
を
つ
く
る
出
発
点
で
あ
っ
た
」
と
言
及
す
る

よ
う
に
、
占
領
は
後
の
時
代
に
も
大
き
く
影
響
を
残
す
出
来
事
で
あ
っ
た
。

作
中
、「
ぼ
く
」
は
朝
鮮
半
島
で
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し

な
が
ら
も
、
自
分
が
そ
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
現
実
よ

り
、
戦
争
が
真
空
管
市
場
に
与
え
る
影
響
に
ば
か
り
関
心
を
持
っ
て
い
た
。

同
様
に
、
当
時
は
朝
鮮
戦
争
に
無
関
心
な
層
が
多
く
、
戦
争
が
敗
戦
直
後
の

日
本
に
と
っ
て
経
済
力
回
復
の
契
機
と
な
る
こ
と
の
方
が
重
要
視
さ
れ
て
い

た
。
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
米
軍
の
特
需
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
日
本
経

（
�
）

済
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
朝
鮮
半
島
で
の
数
百
万
人
も
の

犠
牲
の
結
果
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

（
�
）

い
な
か
っ
た
。
権
赫
泰
・
車
承
棋
が
「
日
本
の
「
戦
後
」
は
「
朝
鮮
」
の
消

（
�
）

去
の
上
に
あ
る
」
と
喝
破
す
る
よ
う
に
、
戦
後
社
会
の
発
展
の
裏
に
は
、
忘
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却
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
存
在
す
る
。

ま
た
占
領
軍
は
当
初
、
対
日
政
策
と
し
て
「
非
軍
事
化
」
と
「
民
主
化
」

を
す
す
め
て
い
た
が
、
そ
れ
が
「
日
本
の
復
興
と
再
軍
備
」
へ
と
方
針
転
換

（
�
）

し
た
大
き
な
転
機
こ
そ
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
で
あ
っ
た
。
占
領
軍
の
要
請
に
よ

り
「
警
察
予
備
隊
」（「
警
察
力
増
強
を
指
令
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
〇
年

七
月
九
日
）
が
設
置
さ
れ
、
日
本
は
再
軍
備
へ
と
舵
を
切
っ
て
い
く
。
植
村

が
「
平
和
も
国
家
と
し
て
の
常
識
も
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
、

（
�
）

試
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
朝
鮮
戦
争
は
単
な
る
隣
国

の
戦
争
で
は
な
く
、
日
本
に
と
っ
て
、
戦
後
社
会
を
築
く
上
で
重
大
な
問
い

か
け
を
持
っ
た
出
来
事
だ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
側
面
が
あ
る
こ
と

を
無
視
し
て
、
戦
後
社
会
を
「
安
定
と
平
和
の
時
代
」
と
み
な
す
こ
と
は
果

た
し
て
欺
瞞
で
な
い
と
い
え
る
の
か
。

一
九
五
二
年
に
日
本
は
独
立
を
果
た
す
が
、
講
和
条
約
と
と
も
に
結
ば
れ

た
日
米
安
全
保
障
条
約
は
、「
駐
留
軍
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
軍
を
引
き
続
き

（

）

日
本
に
置
く
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
が
「
独

立
国
と
い
う
の
は
名
目
だ
け
で
あ
り
、
ほ
か
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
日
本
は

合
衆
国
の
保
護
国a

client
state

で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
戦
後
の

日
本
社
会
が
ア
メ
リ
カ
と
と
も
に
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

第
二
節

ロ
ク
タ
ル
管
の
背
後
に
あ
る
も
の

ロ
ク
タ
ル
管
は
真
空
管
の
一
種
で
、
真
空
管
ラ
ジ
オ
の
製
作
に
用
い
ら
れ

た
。「
米
国
で
開
発
さ
れ
た
の
が
大
戦
直
前
で
、
い
わ
ば
戦
中
派
の
タ
マ
で

す
が
、
製
造
法
の
ノ
ー
・
ハ
ウ
が
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
」（
浅
野
勇

『
続
魅
惑
の
真
空
管
ア
ン
プ；

そ
の
歴
史
・
設
計
・
製
作
』
誠
文
堂
新
光
社
、

一
九
七
五
年
）、
日
本
で
は
つ
い
に
生
産
さ
れ
な
か
っ
た
。
国
内
に
出
回
っ

て
い
た
ロ
ク
タ
ル
管
は
、「
ぼ
く
」
が
手
に
し
た
も
の
も
含
め
、
ほ
と
ん
ど

が
ア
メ
リ
カ
製
だ
っ
た
と
い
え
る
。
ロ
ク
タ
ル
管
に
限
ら
ず
、「
我
が
国
の

一
般
受
信
用
真
空
管
は
殆
ん
ど
全
部
と
い
つ
て
よ
い
位
米
国
の
真
空
管
の
模

倣
」（
科
学
技
術
編
集
部
編
『
眞
空
管
』
春
陽
堂
、
一
九
四
八
年
）
で
あ
っ

た
。「
ぼ
く
ら
」
が
強
い
憧
れ
を
寄
せ
る
真
空
管
の
背
後
に
は
、
つ
ま
り
、

ア
メ
リ
カ
の
存
在
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

戦
後
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
人
の
羨
望
の
的
で
あ
っ
た
。
西
川
長
夫
が
「
戦

後
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
目
に
映
っ
た
欧
米
近
代
社
会
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ

（

）

は
何
よ
り
も
ま
ず
〈
富
〉
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
」
っ
た
と
述
べ
る
よ
う
に
、
ア

メ
リ
カ
は
、
敗
戦
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
物
質
的
豊
か
さ
の
象
徴
で
あ
っ

た
。「

ぼ
く
」
が
組
み
立
て
た
ラ
ジ
オ
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
の
は
、「
遥
か
彼
方

の
異
国
か
ら
遠
い
空
を
わ
た
っ
て
や
っ
て
来
た
」
ジ
ャ
ズ
、「
早
口
の
外
国

語
」
の
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
米
軍
放
送
（A

FR
S
:
A
rm
ed

Forces
R
adio

Service

）
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。『

世
紀
放
送
史

上
』

（
日
本
放
送
協
会
編
集
・
発
行
、
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
と
、A

FR
S

局
は

G
H
Q

に
よ
っ
て
国
内
駐
留
米
軍
の
た
め
に
設
置
さ
れ
、
東
京
を
は
じ
め
全

マ

マ

国
に
展
開
し
て
い
た
。
同
書
に
は
「A

FR
S

放
送
は
明
り
ょ
う
に
受
信
で
き

る
う
え
、
テ
ン
ポ
の
い
い
英
語
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
と
ジ
ャ
ズ
は
日
本
人
の
間
に

も
、
熱
心
な
リ
ス
ナ
ー
を
生
ん
だ
」
と
あ
り
、「
ぼ
く
」
の
聞
い
た
番
組
の

内
容
と
類
似
し
て
い
る
。

柴
田
翔
「
ロ
ク
タ
ル
管
の
話
」
論

四
九



以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、「
ぼ
く
」
が
無
邪
気
に
ロ
ク
タ
ル
管
に
憧

れ
る
と
い
う
構
図
、
そ
し
て
ラ
ジ
オ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
背
後
に
は
、
戦
後

の
ア
メ
リ
カ
の
存
在
と
、
そ
れ
へ
の
憧
れ
の
ま
な
ざ
し
が
内
在
し
て
い
る
と

読
め
る
。

「
ぼ
く
」
が
憧
れ
を
寄
せ
た
ロ
ク
タ
ル
管
の
美
は
、
そ
の
実
態
は
存
在
し

な
い
「
虚
像
」
で
あ
っ
た
が
、
同
様
に
、
戦
後
社
会
も
決
し
て
完
全
な
も
の

で
は
な
い
。
確
固
た
る
世
界
の
存
在
を
見
ぬ
ま
ま
に
信
じ
、
絶
対
的
な
存
在

へ
と
押
し
上
げ
る
「
ぼ
く
ら
」
の
自
己
欺
瞞
の
態
度
は
、
戦
後
を
形
作
る
さ

ま
ざ
ま
な
暗
部
を
、
そ
う
と
は
気
づ
い
て
い
な
が
ら
直
視
し
よ
う
と
し
な
い

態
度
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

語
り
手
の
「
ぼ
く
」
は
、「
自
己
欺
瞞
に
崩
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
自

称
す
る
よ
う
に
、
自
身
に
対
し
て
否
定
的
な
評
価
を
下
す
。「
ア
ノ
ト
キ
ノ

オ
マ
エ
ハ
ド
オ
シ
タ
カ
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
問
い
は
重
い
足
か
せ
と
な
っ
て

「
ぼ
く
」
を
幻
想
の
世
界
に
と
ら
え
続
け
る
が
、「
ぼ
く
」
と
視
点
を
共
有
す

る
我
々
読
者
に
も
、
そ
の
問
い
は
痛
烈
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
過
去
へ
の
視

点
の
移
動
に
よ
っ
て
、
読
者
は
五
〇
年
代
初
め
の
、
自
ら
生
き
方
を
選
択
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
・
社
会
を
見
つ
め
な
お
す
。
戦
後
社

会
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
と
向
き
合
う
と
き
、
我
々
は
「
平
和
国
家
」

と
い
う
神
話
を
形
成
す
る
認
識
基
盤
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

結
論

完
全
な
電
気
の
世
界
を
生
み
出
せ
な
い
、
と
い
う
「
最
も
純
粋
な
怒
り
」

が
、「
ぼ
く
ら
」
の
真
空
管
を
破
壊
す
る
論
理
で
あ
っ
た
。「
ぼ
く
ら
」
は
真

空
管
の
幻
想
に
浸
る
こ
と
で
そ
の
世
界
が
絶
対
的
で
な
い
こ
と
を
覆
い
隠

し
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
幻
想
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
。
語
り
手
の
「
ぼ
く
」

は
過
去
を
振
り
返
り
、
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
二
つ
の
過
去
を
提
示
す
る
が
、

そ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
、
ロ
ク
タ
ル
管
の
幻
想
に
と
ら
わ
れ
続
け
る
「
ぼ
く
」

の
姿
を
映
し
出
す
だ
け
で
あ
っ
た
。

果
た
し
て
「
ぼ
く
」
は
ど
ち
ら
の
道
を
歩
ん
だ
の
か
、
作
品
で
明
ら
か
に

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
ロ
ク
タ
ル
管
の
無
謬
性
に
疑
い
が

生
じ
て
し
ま
っ
た
と
き
か
ら
「
ぼ
く
」
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
よ
う
と
せ
ず
、

「
自
己
欺
瞞
」
と
い
う
言
葉
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
自
分
を
騙
し
な
が
ら

生
き
て
い
る
。

三
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
が
切
実
に
憧
れ
て
い
た
の
は

ア
メ
リ
カ
製
の
真
空
管
で
あ
っ
た
。
我
々
が
五
〇
年
代
を
見
つ
め
な
お
す
と

き
、
巨
視
的
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
ロ
ク
タ
ル
管
は
戦
後
社
会
の
象
徴
で
あ

り
、
ロ
ク
タ
ル
管
の
破
壊
に
象
徴
さ
れ
る
の
は
、
戦
後
社
会
の
欺
瞞
を
問
う

姿
勢
で
あ
る
。
六
〇
年
代
の
「
安
定
期
」
に
い
た
読
者
は
、
戦
後
混
乱
期
に

あ
っ
た
五
〇
年
代
を
見
つ
め
な
お
す
。
我
々
読
者
は
、
そ
れ
ら
の
時
代
を
包

括
し
た
戦
後
と
い
う
時
代
を
見
つ
め
な
お
す
。
追
い
求
め
た
も
の
は
何
だ
っ

た
の
か
、
た
ど
り
つ
い
た
先
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
我
々
の
視
点

が
語
り
手
の
「
ぼ
く
」
と
と
も
に
あ
る
か
ら
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
ロ

五
〇



ク
タ
ル
管
と
い
う
「
虚
像
」
を
通
し
て
我
々
が
一
九
五
〇
年
代
の
社
会
を
見

る
と
き
、「
戦
後
社
会
」
が
実
際
に
は
完
全
で
は
な
い
こ
と
は
も
は
や
自
明

で
あ
る
だ
ろ
う
。
憧
れ
の
ロ
ク
タ
ル
管
を
手
に
し
た
途
端
に
そ
の
世
界
が
崩

壊
す
る
、
そ
れ
は
、
敗
戦
を
経
て
平
和
を
築
こ
う
と
歩
ん
で
き
た
は
ず
の
戦

後
社
会
が
、
そ
の
背
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
露
呈
す

る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。

現
在
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
の
「
ロ
ク
タ
ル
管
」
と
は
何
か
。
そ
の
崇

高
さ
に
憧
れ
、
手
に
し
た
い
と
願
う
が
、
実
は
虚
構
で
あ
る
、
そ
う
い
う
も

の
が
あ
り
は
し
な
い
か
。「
ロ
ク
タ
ル
管
」
と
い
う
理
想
を
追
い
求
め
る
う

ち
に
、
自
ら
に
都
合
の
良
い
神
話
を
作
り
出
し
て
は
い
な
い
か
。「
ぼ
く
」

と
共
に
過
去
を
振
り
返
っ
た
我
々
は
い
ま
、
戦
後
と
い
う
き
わ
め
て
不
確
か

な
枠
組
み
を
、
そ
の
先
に
あ
る
現
在
を
、
改
め
て
問
い
直
す
必
要
に
迫
ら
れ

て
い
る
。

付
記本

稿
で
は
、
初
版
で
の
誤
り
が
訂
正
さ
れ
た
初
刊
『
さ
れ
ど

わ
れ
ら
が

日
々
│
│
』（
文
藝
春
秋
新
社
、
一
九
六
四
年
）
所
収
の
本
文
を
用
い
た
。

初
出
か
ら
初
刊
、
再
刊
に
わ
た
っ
て
、
誤
記
の
訂
正
や
語
句
の
書
き
換
え
な

ど
幾
度
か
の
改
変
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
全
て
作
品
の
内
容
に
大
き
く
か
か

わ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
（
柴
田
翔
「
本
文
庫
版
の
テ

キ
ス
ト
に
つ
い
て
」『
さ
れ
ど

わ
れ
ら
が
日
々
│
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
七

四
年
）
を
参
照
）。
資
料
・
文
献
の
引
用
に
際
し
て
、
旧
字
は
新
字
に
改
め

て
い
る
。

注（
�
）
江
口
幹
、
岡
庭
昇
、
高
史
明
、
塩
見
鮮
一
郎
、
白
川
正
芳
、
柴
田

翔
、
真
継
伸
彦
「「
人
間
と
し
て
」
を
論
ず
る
」（『
人
間
と
し
て
』

第
一
二
巻

筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
一
二
月
）

（
�
）
岡
庭
昇
、
小
田
実
、
中
村
真
一
郎
、
柴
田
翔
、
野
間
宏
、
真
継
伸

彦
「
戦
後
文
学
が
担
う
も
の
」（『
人
間
と
し
て
』
第
五
巻

筑
摩
書

房
、
一
九
七
一
年
三
月
）

（
�
）「
柴
田
翔
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
『
さ
れ
ど

わ
れ
ら
が
日
々
│
│
』
と
そ

の
時
代
」（『
中
央
公
論
』
二
〇
〇
八
年
二
月
）

（
�
）
歴
史
学
研
究
会
編
『
日
本
同
時
代
史
２

占
領
政
策
の
転
換
と
講

和
』
青
木
書
店
、
一
九
九
〇
年

（
�
）「
も
し
朝
鮮
事
変
起
こ
ら
ざ
り
せ
ば
、
一
年
半
か
二
年
先
き
に
招
来

し
た
で
あ
ろ
う
経
済
的
位
置
を
、
事
変
の
た
め
に
一
ヶ
月
か
そ
こ
ら

で
得
た
」（
野
田
豊
「
特
需
景
気
の
齎
す
も
の
」『
文
芸
春
秋
』
一
九

五
〇
年
九
月
）、「
こ
れ
は
日
本
経
済
に
と
つ
て
は
終
戦
後
の
一
つ
の

エ
ポ
ッ
ク
・
メ
ー
キ
ン
グ
だ
と
思
う
」（
堀
越
禎
三
「
世
界
的
軍
拡

と
日
本
経
済
」『
中
央
公
論
』
一
九
五
一
年
二
月
）
な
ど
と
あ
る
よ

う
に
、
経
済
界
で
も
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
特
需
の
恩
恵
を
受
け
て
の
発

言
が
確
認
で
き
る
。

（
�
）
八
柏
龍
紀
「
占
領
政
策
の
転
換
」（『
戦
後
史
を
歩
く
│
「
明
日
」

と
い
う
時
代
へ
の
架
け
橋
』
情
況
出
版

一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

（
�
）
権
赫
泰
・
車
承
棋
編
『〈
戦
後
〉
の
誕
生
│
│
戦
後
日
本
と
「
朝

鮮
」
の
境
界
』（
中
野
宣
子
訳
、
新
泉
社
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

柴
田
翔
「
ロ
ク
タ
ル
管
の
話
」
論

五
一



両
氏
は
日
本
の
植
民
地
支
配
に
言
及
し
、「
日
本
が
植
民
地
と
占
領

地
の
抵
抗
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
連
合
国

の
武
力
に
よ
っ
て
戦
争
に
負
け
た
こ
と
で
、「
戦
後
」
日
本
と
ア
ジ

ア
周
辺
諸
国
と
が
ね
じ
れ
た
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
」
っ
た
と
述
べ

る
。

（
�
）
植
村
秀
樹
『「
戦
後
」
と
安
保
の
六
十
年
』（
日
本
経
済
評
論
社
、

二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。
米
占
領
軍
の
初
期
の
対
日
政
策
に
つ
い
て

は
、「
降
伏
後
ニ
於
ケ
ル
米
国
ノ
初
期
ノ
対
日
方
針
」（
外
務
省
特
別

資
料
部
編
集
『
日
本
占
領
及
管
理
重
要
文
書
集

第
一
巻
基
本
篇
』

東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
九
年
五
月
）
を
参
照
。

（
�
）
植
村
秀
樹
『「
戦
後
」
と
安
保
の
六
十
年
』（
前
掲
）

（

）
中
野
敏
男
は
「「
平
和
主
義
」
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約

に
よ
る
講
和
と
同
時
に
つ
く
ら
れ
た
日
米
安
保
体
制
と
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
お
り
、
そ
の
安
保
体
制
は
日
本
を
高
性
能
な
「
基
地
国
家
」
に

し
て
い
」
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（「「
戦
後
日
本
」
に
抗
す
る
戦

後
思
想
│
│
そ
の
生
成
と
挫
折
」
前
掲
）。
つ
ま
り
、
講
和
条
約
に

よ
る
日
本
の
独
立
は
完
全
な
「
独
立
」
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。

（

）
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
（
下
）』
三
浦
陽
一
、
高

杉
忠
明
、
田
代
泰
子
訳

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年

（

）
西
川
長
夫
『
日
本
の
戦
後
小
説
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年

（
と
よ
し
ま
・
あ
や
の

二
〇
一
七
年
度
本
学
卒
業
生
）

五
二


