
コ
ク
ト
ー
研
究
余
滴

―
―
『
地
獄
の
機
械
』
の
自
筆
原
稿
を
め
ぐ
っ
て
―
―

笠　

井　

裕　

之

　

研
究
と
は
孤
独
な
営
み
で
あ
る
。
対
象
と
向
か
い
あ
う
と
き
は
、
い
つ
も
ひ
と
り
だ
。
作
業
が
う
ま
く
は
こ
ん
で
い
る
う
ち
は
楽
し
く
有
頂

天
に
も
な
る
の
だ
が
、
思
わ
ぬ
困
難
が
生
じ
て
立
ち
行
か
な
く
な
る
と
、
た
ち
ま
ち
暗
闇
に
閉
ざ
さ
れ
、
ひ
と
り
呻
吟
す
る
羽
目
に
な
る
。
夢

の
な
か
で
も
、
書
こ
う
と
し
て
、
書
け
な
い
。
悪
夢
を
繰
り
返
し
て
同
居
人
に
も
迷
惑
を
か
け
る
。
そ
れ
で
も
、
天
の
配
剤
と
い
う
か
、
僥
倖

と
い
う
か
、
何
か
の
拍
子
に
思
い
が
け
ず
扉
が
開
い
て
日
が
射
し
こ
む
こ
と
が
あ
る
。
孤
独
を
忘
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
隠
し
扉
が
あ
る

と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
意
外
な
と
こ
ろ
で
。

　

二
〇
一
三
年
、
特
別
研
究
期
間
に
め
ぐ
ま
れ
て
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
し
た
。
こ
の
年
は
詩
人
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
の
歿
後
五
十
年
に
あ
た
り
、

パ
リ
を
は
じ
め
各
地
で
コ
ク
ト
ー
に
関
連
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
展
覧
会
、
映
画
の
上
映
会
な
ど
、
周
年
行
事
が
目
白
押
し
だ
っ
た
。
八
月
に

南
仏
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
訪
れ
た
の
は
、
ま
ず
は
煉
瓦
造
り
の
建
物
が
美
し
い
こ
の
「
薔
薇
色
の
町
」
で
夏
の
週
末
を
過
ご
そ
う
と
思
っ
て
の

エ
ッ
セ
イ
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こ
と
だ
っ
た
。
同
僚
の
ナ
タ
リ
ー
・
ア
ン
リ
さ
ん
は
こ
の
町
の
出
身
だ
か
ら
、
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
現
地
の
情
報
も
事
前
に
仕
入
れ
る

こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
コ
ク
ト
ー
の
資
料
展
を
開
催
中
の
美
術
館
が
あ
る
。

　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
旧
市
街
を
め
ぐ
り
歩
い
て
、
通
り
か
ら
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
瀟
洒
な
佇
ま
い
の
ポ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
美
術
館
を
探
し

あ
て
た
。
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
の
時
計
や
セ
ラ
ミ
ッ
ク
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
知
ら
れ
る
美
術
館
だ
が
、
特
別
展
と
し
て
コ
ク
ト
ー
の
舞
台
作
品
の
自

筆
原
稿
を
集
め
た
「
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
の
演
劇
」« Le T

héâtre de Jean C
octeau » 

を
開
催
し
て
い
る
。
小
さ
な
展
示
室
に
足
を
踏
み
入
れ

て
、
愕
然
と
し
た
。
存
在
し
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
第
一
級
の
資
料
が
、
そ
こ
に
、
た
し
か
に
陳
列
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の

神
話
を
主
題
と
す
る
四
幕
の
戯
曲
『
地
獄
の
機
械
』 La M

achine infernale （
一
九
三
四
年
初
演
）
の
自
筆
原
稿
で
あ
る
。

　
『
地
獄
の
機
械
』
の
執
筆
時
期
に
重
な
る
一
九
三
二
年
、
コ
ク
ト
ー
は
ロ
マ
ノ
フ
家
の
血
を
ひ
く
女
性
、
ナ
タ
リ
ー
・
パ
レ
と
恋
愛
関
係
に

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
コ
ク
ト
ー
と
幼
な
じ
み
で
、
ナ
タ
リ
ー
の
友
人
で
も
あ
っ
た
マ
リ
ー
＝
ロ
ー
ル
・
ド
・
ノ
ワ
イ
ユ
が
こ
の
恋
に
絡
ん
で
逆

上
す
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
り
、
コ
ク
ト
ー
か
ら
贈
ら
れ
た
物
品
を
自
宅
で
こ
と
ご
と
く
損
壊
し
、
さ
ら
に
コ
ク
ト
ー
の
パ
リ
の
ア
パ
ル
ト
マ

ン
に
ま
で
乗
り
こ
ん
で
、
そ
こ
で
も
同
様
な
行
為
に
及
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
騒
動
の
な
か
で
『
地
獄
の
機
械
』
の
自
筆
原
稿
も
失
わ
れ
た
と
い

う
の
が
「
定
説
」
だ
っ
た
。
校
訂
版
と
し
て
も
っ
と
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
叢
書
で
も
、
こ
の
戯
曲
の
テ
ク
ス
ト
註
解
の
冒
頭
に

「
自
筆
原
稿
は
現
存
し
な
い
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る）1
（

。

　

そ
の
幻
の
自
筆
原
稿
が
、
な
ぜ
、
こ
こ
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
か
。
マ
リ
ー
＝
ロ
ー
ル
の
騒
動
の
顛
末
は
、
コ
ク

ト
ー
自
身
、『
ポ
ト
マ
ッ
ク
の
最
期
』 La Fin du Potom

ak 

（
一
九
三
九
年
）
で
戯
画
化
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
用
い
て
い
る
し
、
日
記
で
も
繰

り
返
し
回
想
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
記
述
を
あ
ら
た
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、『
地
獄
の
機
械
』
の
自
筆
原
稿
が
破
棄
さ
れ
た
と
い
う

具
体
的
な
記
述
は
見
あ
た
ら
な
い）2
（

。
こ
の
原
稿
に
ま
つ
わ
る
「
定
説
」
も
、
コ
ク
ト
ー
と
い
う
詩
人
の
身
辺
に
つ
き
ま
と
っ
た
数
多
く
の
「
風

説
」
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
か
。
あ
と
に
な
っ
て
判
明
し
た
こ
と
だ
が
、
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
の
最
後
の
時
期
を
支
え
た
ダ
ン
サ
ー
で
振
付
家
の
セ
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ル
ジ
ュ
・
リ
フ
ァ
ー
ル
の
厖
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
、
実
は
こ
の
自
筆
原
稿
が
含
ま
れ
て
い
た
。
リ
フ
ァ
ー
ル
が
原
稿
を
入
手
し
た
経

緯
は
不
明
だ
が
、
コ
ク
ト
ー
は
『
地
獄
の
機
械
』
の
エ
デ
ィ
プ
（
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
）
役
に
一
時
リ
フ
ァ
ー
ル
の
起
用
を
模
索
し
た
こ
と
が
あ
り
、

ま
た
ナ
タ
リ
ー
は
コ
ク
ト
ー
と
出
会
う
以
前
に
リ
フ
ァ
ー
ル
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
た
私
的
な
径
路
が
原
稿
の
帰
趨
に
関
係

し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
リ
フ
ァ
ー
ル
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
一
括
し
て
二
〇
一
二
年
三
月
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
競
売
に

か
け
ら
れ
た
。
件
の
『
地
獄
の
機
械
』
の
自
筆
原
稿
は
、
ほ
か
の
コ
ク
ト
ー
資
料
と
と
も
に
パ
リ
の
書
簡
自
筆
原
稿
美
術
館M

usée des 

Lettres et M
anuscrits 

が
落
札
し
、
こ
の
私
設
美
術
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
二
〇
一
三
年
夏
の
ポ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
美
術
館
の
資
料
展
「
ジ

ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
の
演
劇
」
の
開
催
は
そ
の
翌
年
の
こ
と
で
、
書
簡
自
筆
原
稿
美
術
館
は
新
規
収
蔵
品
を
貸
し
出
し
て
、
お
披
露
目
の
機
会
と

し
た
の
だ
ろ
う
。

　

個
人
的
に
も
こ
の
『
地
獄
の
機
械
』
自
筆
原
稿
の
「
発
見
」
に
は
格
別
の
意
味
が
あ
り
、
文
字
ど
お
り
衝
撃
的
な
出
来
事
だ
っ
た
。
と
い
う

の
も
、
筆
者
は
か
ね
て
よ
り
こ
の
戯
曲
の
生
成
研
究
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
し
か
も
こ
の
年
の
三
月
、
フ
ラ
ン
ス
に
出
発
す
る
直
前
に
、
そ
の

時
点
で
の
調
査
結
果
を
―
―
自
筆
原
稿
の
存
在
を
知
ら
ぬ
ま
ま
―
―
論
考
に
ま
と
め
て
発
表
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
あ
る）3
（

。
研
究
の
発
端
と

な
っ
た
の
は
、
三
田
の
慶
應
義
塾
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
古
代
』L’Antiquité 

と
題
さ
れ
た
コ
ク
ト
ー
の
タ
イ
プ
原
稿
だ
っ
た
。『
地

獄
の
機
械
』
第
二
幕
の
初
期
形
を
示
す
草
稿
で
、
タ
イ
プ
さ
れ
た
印
字
に
手
書
き
の
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
地
獄
の
機
械
』

は
全
四
幕
が
順
を
追
っ
て
整
然
と
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
は
な
い
。
最
初
に
書
か
れ
た
の
は
第
二
幕
、
つ
ま
り
タ
イ
プ
原
稿
『
古
代
』
に
対
応
す

る
テ
ク
ス
ト
で
、
当
初
は
単
独
で
の
上
演
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
第
一
幕
が
書
き
加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
し
ば

ら
く
間
を
お
い
て
第
三
幕
、
第
四
幕
と
、
テ
ク
ス
ト
が
増
殖
す
る
よ
う
に
し
て
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
執
筆
期
間
は
断
続
し
な
が

ら
一
九
三
〇
年
か
ら
初
演
の
一
九
三
四
年
ま
で
四
年
間
に
及
ぶ
。
慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
の
タ
イ
プ
原
稿
は
そ
の
最
初
期
に
位
置
す
る
こ
と
に

な
り
、
と
り
わ
け
重
要
な
資
料
的
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
と
パ
リ
市
歴
史
図
書
館
に
、
そ
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の
後
の
各
段
階
を
示
す
タ
イ
プ
原
稿
と
メ
モ
書
き
、
関
連
す
る
書
簡
な
ど
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
自
筆
原
稿
が
「
定
説
」
通
り
現
存
し
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
と
り
あ
え
ず
可
能
な
か
ぎ
り
の
生
成
研
究
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
―
―
当
時
の

筆
者
は
そ
う
思
っ
て
い
た
。
そ
し
て
日
本
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
、
図
書
館
に
通
っ
て
調
査
を
重
ね
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
た
ま
た
ま
訪
れ
た
ト

ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
、
あ
ろ
う
こ
と
か
事
態
は
急
展
開
を
告
げ
、
研
究
プ
ラ
ン
は
一
か
ら
出
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
ガ
ラ
ス
一
枚
を
隔
て
て
展

示
ケ
ー
ス
に
並
ん
で
い
る
、
こ
の
自
筆
原
稿
を
な
ん
と
し
て
も
精
査
し
な
け
れ
ば
。

　

ポ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
美
術
館
で
の
会
期
が
終
わ
り
、
展
示
資
料
の
返
却
が
完
了
す
る
時
期
を
見
計
ら
っ
て
、
パ
リ
の
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン

大
通
り
に
あ
る
書
簡
自
筆
原
稿
美
術
館
に
資
料
の
閲
覧
を
申
し
込
ん
だ
。
私
設
の
美
術
館
ゆ
え
対
応
に
不
安
が
あ
っ
た
が
、
手
続
き
は
い
た
っ

て
ス
ム
ー
ズ
だ
っ
た
。
原
稿
の
閲
覧
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
電
子
化
さ
れ
た
画
像
に
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
の
、
文
字
の
判
読
に
支
障
は
な
く
、

む
し
ろ
難
読
箇
所
を
自
在
に
拡
大
で
き
る
の
で
好
都
合
だ
っ
た
。
こ
の
年
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
週
に
二
、
三
度
、
美
術
館
に
通
う
の
が
習

慣
と
な
っ
た
。
日
が
な
一
日
、
原
稿
と
の
無
言
の
対
話
に
明
け
暮
れ
て
、
研
究
者
と
し
て
の
幸
福
を
感
じ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
親
し
く
な
っ
た
ス
タ
ッ
フ
か
ら
不
穏
な
噂
を
聞
い
た
。
こ
の
美
術
館
は
近
く
閉
鎖
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
。

ど
う
や
ら
創
立
者
に
組
織
的
詐
欺
の
嫌
疑
が
か
か
り
、
美
術
館
に
捜
査
の
手
が
及
ぶ
の
も
時
間
の
問
題
ら
し
い
。
こ
の
ス
タ
ッ
フ
は
す
で
に
転

職
の
準
備
を
は
じ
め
て
い
た
。
最
悪
の
事
態
を
念
頭
に
、
と
に
か
く
閲
覧
可
能
な
う
ち
に
仕
事
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
業
の
ペ
ー

ス
を
速
め
、
無
理
を
言
っ
て
原
稿
の
複
写
を
依
頼
し
た
。
複
写
は
何
回
か
に
分
け
て
お
こ
な
い
、
最
終
的
に
四
幕
の
す
べ
て
、
お
よ
び
関
連
す

る
紙
葉
を
網
羅
で
き
た
こ
と
は
幸
い
だ
っ
た
。
後
日
譚
に
な
る
が
、
二
〇
一
四
年
末
に
書
簡
自
筆
原
稿
美
術
館
と
関
連
会
社
に
強
制
捜
査
が
入

り
、
翌
二
〇
一
五
年
に
美
術
館
は
閉
鎖
さ
れ
た
。
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち
、
ご
く
一
部
は
国
が
差
し
押
さ
え
て
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館

の
所
蔵
と
な
っ
た
が）4
（

、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
は
二
〇
一
七
年
に
競
売
に
付
さ
れ
、
そ
の
模
様
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
同
時
中
継
さ
れ
た
。
か
け

が
え
の
な
い
資
料
が
次
々
と
落
札
さ
れ
、
散
佚
し
て
ゆ
く
。
筆
者
は
そ
れ
を
見
守
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
や
が
て
コ
ク
ト
ー
の
自
筆
原
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稿
の
番
と
な
り
、
こ
れ
も
相
当
な
額
で
匿
名
氏
の
手
に
落
ち
た
。
そ
の
行
方
は
研
究
者
た
ち
の
間
で
も
不
明
の
ま
ま
だ
か
ら
、
や
は
り
公
的
機

関
に
は
収
蔵
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
れ
以
後
、
少
な
く
と
も
当
分
の
あ
い
だ
、
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
道
は
ほ
ぼ
断
た
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

二
〇
一
四
年
三
月
、
筆
者
は
『
地
獄
の
機
械
』
自
筆
原
稿
の
複
写
と
閲
覧
室
で
書
き
継
い
だ
ノ
ー
ト
を
携
え
て
帰
国
し
た
。
引
き
続
き
お
こ

な
う
べ
き
作
業
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
自
筆
原
稿
の
段
階
か
ら
複
数
の
タ
イ
プ
原
稿
の
段
階
を
経
て
戯
曲
の
上
演
に
至
る
ま
で
、
変
遷
を
重
ね
た

テ
ク
ス
ト
の
生
成
過
程
を
記
述
す
る
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
（
批
評
校
訂
版
）
を
作
成
す
る
こ
と
。
自
筆
原
稿
に
は
お
び
た
だ
し
い

修
正
の
跡
が
あ
り
、
消
し
線
の
背
後
の
文
言
ま
で
透
か
し
見
る
必
要
が
あ
る
。
位
置
を
移
し
て
テ
ク
ス
ト
を
モ
ザ
イ
ク
状
に
組
み
替
え
て
い
る

箇
所
も
あ
る
。
コ
ク
ト
ー
の
筆
蹟
に
は
馴
れ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
ど
う
し
て
も
判
読
で
き
な
い
箇
所
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
も
読
み
こ

め
ば
読
み
こ
む
ほ
ど
、
そ
の
数
は
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
ん
な
と
き
、
手
を
さ
し
の
べ
て
く
れ
た
の
は
同
僚
の
ナ
タ
リ
ー
・
ア
ン
リ
さ
ん
だ
っ

た
。
五
時
限
目
の
授
業
の
あ
と
、
原
稿
の
画
像
に
二
人
で
目
を
凝
ら
し
て
、
難
読
箇
所
の
解
読
に
あ
た
っ
た
。
筆
者
が
も
は
や
こ
れ
ま
で
と
匙

を
投
げ
た
箇
所
で
も
、
驚
く
べ
き
集
中
力
で
正
解
を
探
り
あ
て
て
く
れ
た
。
困
難
な
作
業
に
最
後
ま
で
並
走
し
て
く
れ
た
彼
女
に
深
い
感
謝
を

捧
げ
た
い
。
そ
し
て
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
の
最
初
の
試
み
が
よ
う
や
く
形
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
六
年
の
こ
と
だ
っ
た）5
（

。
も
ち

ろ
ん
、
さ
ら
な
る
修
正
を
反
映
し
た
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
は
常
に
必
要
で
あ
る
し
、
テ
ク
ス
ト
の
変
遷
が
作
品
に
も
た
ら
し
た
も
の
を
抽
出
し
、
あ

ら
た
な
作
品
の
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
に
は
そ
れ
を
お
こ
な
う
責
任
が
あ
る
し
、
も
と
よ
り
研
究
に
終
着
点
は
な

い
の
だ
か
ら
。

　

ほ
か
な
ら
ぬ
慶
應
義
塾
図
書
館
に
貴
重
な
タ
イ
プ
原
稿
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
失
わ
れ
た
は
ず
の
自
筆
原
稿
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
め
ぐ

り
あ
え
た
こ
と
（
ナ
タ
リ
ー
さ
ん
の
導
き
の
糸
が
あ
っ
た
の
か
）、
そ
の
自
筆
原
稿
が
閲
覧
可
能
だ
っ
た
短
い
期
間
に
折
よ
く
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
で

き
た
こ
と
―
―
。
研
究
と
は
孤
独
を
強
い
る
過
酷
な
試
練
に
違
い
な
い
け
れ
ど
、
偶
然
の
重
な
り
と
身
近
な
人
の
後
押
し
が
あ
っ
て
、
は
じ
め

て
形
を
な
す
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
筆
者
は
得
が
た
い
幸
運
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
の
だ
と
、
あ
ら
た
め
て
思
い
を
深
く
す
る
の
で
あ
る
。
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マ
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と
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二
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式
に
フ
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ス
国
立
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書
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の
所
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と
な
っ
た
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（
5
）　
「
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
『
地
獄
の
機
械
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生
成
論
的
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究
に
向
け
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―
執
筆
過
程
と
現
存
す
る
草
稿
の
検
証
」（『
教
養
論
叢
』
第
一
三
七
号
、

慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
二
〇
一
六
年
）。「
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
『
地
獄
の
機
械
』
の
生
成
論
的
研
究
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向
け
て
―
―
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
ク
リ
テ
ィ

ッ
ク
の
試
み
（
1
）
／
（
2
）」（『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
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ラ
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学
』
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六
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／
六
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慶
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／
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鵜
﨑
明
彦
さ
ん
と
の
思
い
出
は
尽
き
ま
せ
ん
。
パ
リ
に
留
学
中
の
鵜
﨑
さ
ん
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
に
は
、
同
じ
建
物
に
か
つ
て
住
ん
で
い
た
十
九
世
紀
の
詩

人
バ
ン
ヴ
ィ
ル
や
、
そ
こ
を
訪
ね
た
に
ち
が
い
な
い
ラ
ン
ボ
ー
の
影
が
去
来
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
店
を
梯
子
し
て
二
人
で
痛
飲
し
た
こ
と
、
気
の
お
け

な
い
仲
間
た
ち
と
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
を
車
で
め
ぐ
っ
た
こ
と
…
…
。
ど
う
か
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で
。
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