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談話室

　

談
話
室
に
投
稿
せ
よ
と
の
こ
と
で
ふ
さ
わ
し
い
文
章
を
考
え
て
み
た
が
、
以
前
も
の
し
た
ま
ま
発
表
す
る
機
会
も
な
く
、
埋
も
れ
て
い
た

詩
解
を
思
い
出
し
た
。
誠
に
短
い
、
し
か
も
唐
詩
に
は
素
人
の
私
が
勝
手
気
ま
ま
に
書
い
た
文
章
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
捨
て
が
た
い
気
分

も
あ
り
、
恥
を
忍
ん
で
お
目
に
か
け
る
事
と
し
た
次
第
。
大
方
の
御
寛
恕
を
請
い
ま
す
。

　
　
　
　

涼
州
詞　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

涼
州
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

王
之
渙

　
　

黄
河
遠
く
上
る
白
雲
の
間　
　
　
　
　
　
　

黄
河
遠
上
白
雲
間

　
　

一
片
の
孤
城
万
仞
の
山　
　
　
　
　
　
　
　

一
片
孤
城
万
仞
山

　
　

羌
笛
何
ぞ
須
ひ
ん
楊
柳
を
怨
む
を　
　
　
　

羌
笛
何
須
怨
楊
柳

　
　

春
光
度
ら
ず
玉
門
関　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
光
不
度
玉
門
関　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
唐
詩
二
五
三
）

　
【
通
釈
】�　

黄
河
の
上
流　

遠
く
遡
る
白
雲
生
じ
る
あ
た
り　
　

そ
び
え
立
つ
山
中
の　

取
り
残
さ
れ
た
城
塞
一
つ　
　

羌
笛
よ　

別
れ
の

怨
み
を
こ
れ
以
上
か
き
立
て
て
く
れ
る
な　
　

玉
門
関
の
そ
の
先
に
は　

春
の
光
も
及
ば
な
い
の
だ

　
【
作
者
】　

盛
唐
。
六
八
八
～
七
四
二
年
。
字
は
季
陵
、
山
西
并
州
の
人
。
若
く
し
て
詩
才
が
あ
っ
た
が
、
殆
ど
が
散
佚
し
た
。　

��【
鑑
賞
・
解
説
】

　

涼
州
は
現
在
の
甘
粛
省
武
威
付
近
。
こ
の
地
で
採
集
さ
れ
た
楽
曲
、
そ
れ
に
付
さ
れ
た
詩
な
ど
を
、
涼
州
詞
・
涼
州
詩
と
い
う
。
辺
境
の

守
備
に
む
か
う
兵
士
の
心
境
を
歌
う
の
も
、
重
要
な
詩
題
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
万
葉
集
の
防
人
の
歌
な
ど
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。

　

詩
中
の
「
黄
河
遠
上
」
を
「
黄
沙
直
上
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
こ
れ
は
黄
河
が
玉
門
関
と
は
あ
ま
り
に
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
こ
と

と
思
い
合
わ
せ
て
、
黄
砂
を
巻
き
上
げ
る
竜
巻
を
こ
れ
か
ら
向
か
う
風
土
に
想
像
し
た
と
す
る
設
定
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
も
合
理
的
な
解
釈

の
な
り
た
つ
異
文
で
あ
る
が
、
詩
想
の
飛
躍
な
ど
、
一
つ
の
修
辞
と
し
て
黄
河
を
捉
え
れ
ば
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

本
作
品
の
も
つ
情
景
に
は
凄
惨
な
も
の
が
あ
る
。「
一
片
孤
城
万
仞
山
」
は
任
地
の
人
界
か
ら
隔
絶
し
た
状
態
を
歌
い
、「
春
光
不
度
玉
門

関
」
は
任
地
の
酷
烈
な
自
然
風
土
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
孤
城
に
む
か
う
自
分
に
は
、
生
還
の
保
証
す
ら
な
く
、
そ
れ
を
「
怨
」
の
一

高
山
節
也

唐
詩
私
解
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談話室

字
に
集
約
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
悲
哀
と
か
孤
独
と
か
い
う
世
界
と
は
次
元
の
違
う
、
よ
り
生
々
し
い
闘
争
の
場
と
つ
な
が
っ
て

い
る
怨
念
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
反
戦
思
想
や
世
界
平
和
の
ア
ピ
ー
ル
な
ど
な
く
、
行
け
と
い
わ
れ
れ
ば
行
く
し
か
な
い
人
間
の
、
ど
う
に

も
閉
塞
し
た
感
情
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
全
体
を
通
読
し
あ
る
い
は
朗
読
し
て
み
る
と
き
、
そ
う
し
た
ド
ロ
ド
ロ
し
た
怨
念
を
、
な
に
が
し
か
緩
和
す
る
も
の
が
感
じ
ら
れ

る
。
白
雲
や
春
光
の
も
つ
本
来
的
温
和
の
気
が
、
別
世
界
の
厳
し
い
風
土
を
暗
示
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
一
種
の
救
い
を
与
え
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
羌
笛
の
響
き
に
哀
愁
を
思
う
こ
と
に
も
、
観
察
者
と
し
て
の
作
者
の
精
神
的
余
裕
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
一
兵
士
の
死
に
直
面
し
た
状

況
を
、
詩
と
し
て
客
観
化
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
必
然
的
に
現
れ
る
詩
人
の
目
線
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

蘇
台
覧
古�����������������������������　
　
　

�

蘇
台
覧
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

李
白

　
　

旧
苑
荒
台
楊
柳
新
た
な
り　
　
　
　
　
　
　

旧
苑
荒
台
楊
柳
新

　
　

菱
歌
清
唱
春
に
勝
へ
ず　
　
　
　
　
　
　
　

菱
歌
清
唱
不
勝
春

　
　

只
今
惟
有
り
西
江
の
月　
　
　
　
　
　
　
　

只
今
惟
有
西
江
月

　
　

曽
て
照
ら
す
呉
王
宮
裏
の
人　
　
　
　
　
　

曽
照
呉
王
宮
裏
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
唐
詩
一
八
一
）

　
【
通
釈
】�　

古
い
庭
園
荒
れ
た
高
殿　

そ
こ
に
も
柳
は
芽
吹
き
そ
め
た　
　

菱
を
と
る
娘
等
の
歌
声
は　
　

春
の
愁
い
を
い
や
増
す
ば
か
り

今
は
た
だ
西
江
に
照
る
月
影
も　
　

か
つ
て
は
呉
宮
の　
　

美
女
を
映
し
た
も
の
を

　
【
作
者
】�　

盛
唐
。
七
〇
一
～
七
六
二
年
。
西
域
の
出
身
と
い
わ
れ
る
。
字
は
太
白
、
号
は
青
蓮
居
士
。　　

宮
廷
詩
人
と
し
て
名
声
を
得

る
が
続
か
ず
、
最
後
は
酔
っ
て
水
中
の
月
を
取
ろ
う
と
し
、
溺
死
し
た
と
の
伝
説
が
あ
る
。

��【
鑑
賞
・
解
説
】

　
「
蘇
台
」
は
姑
蘇
台
の
こ
と
で
、
呉
王
の
闔
盧
と
夫
差
の
二
代
に
わ
た
っ
て
立
て
ら
れ
た
宮
殿
の
跡
。「
菱
歌
」
は
菱
の
実
摘
み
の
と
き
歌

わ
れ
る
労
働
歌
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
実
態
は
不
明
。
た
だ
「
清
唱
」
と
形
容
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
が
す
が
し
く
若
々
し
い
歌
声
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
呉
王
宮
裏
人
」
は
夫
差
に
寵
愛
さ
れ
た
美
女
西
施
の
こ
と
。

　

こ
の
詩
は
、
歴
史
の
変
貌
と
絡
ま
せ
た
春
愁
の
歌
で
あ
る
。
季
節
の
移
ろ
い
に
人
生
の
み
な
ら
ず
万
物
の
無
常
を
思
う
の
は
、
洋
の
東
西

を
問
わ
ず
文
学
に
お
け
る
不
朽
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
漢
武
帝
の
「
秋
風
辞
」
の
よ
う
に
秋
と
い
う
季
節
に
よ
そ
え
て
歌
わ
れ
る
の
が
、
お

そ
ら
く
一
番
判
り
や
す
い
仕
方
で
あ
ろ
う
。し
か
し
人
間
の
感
性
の
複
雑
さ
は
、万
物
の
生
の
始
ま
り
の
と
き
に
こ
そ
そ
れ
を
思
う
と
い
う
、

極
め
て
微
妙
に
し
て
な
お
麗
し
い
、
精
神
の
振
幅
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　

万
葉
の
詩
人
は
、
う
ら
ら
か
な
春
日
の
空
に
た
だ
一
羽
舞
い
上
が
る
ヒ
バ
リ
の
声
に
、
あ
る
い
は
夕
暮
れ
に
鳴
く
ウ
グ
イ
ス
の
声
に
、
己

の
内
な
る
悲
し
み
を
投
影
さ
せ
た
。
そ
の
悲
し
み
の
由
来
を
問
う
こ
と
は
な
い
が
、
生
の
季
節
に
死
を
思
う
心
境
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
鮮
烈
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
無
常
感
も
匂
い
立
つ
。

　
「
蘇
台
覧
古
」
は
歴
史
の
流
れ
に
お
け
る
栄
枯
盛
衰
、
人
為
の
無
常
を
絡
ま
せ
て
い
る
点
、
い
か
に
も
史
を
重
ん
じ
る
中
国
風
、
か
つ
論

理
的
な
設
定
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
す
が
す
が
し
く
若
々
し
い
娘
等
の
歌
声
を
配
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
も
は
や
こ
の
世
に
な
い
西
施
に
対
置

し
た
の
は
、
や
は
り
あ
る
種
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
漢
籍
書
誌
学
）


