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談話室

　

三
年
前
の
秋
、
初
め
て
渋
谷
駅
に
降
り
立
っ
た
時
は
、
度
肝
を
抜
か
れ
た
。
駅
を
取
り
囲
む
よ
う
に
周
り
に
天
を
突
く
ビ
ル
が
い
く
つ
も

そ
び
え
、
か
つ
ま
た
現
に
次
々
と
建
て
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
工
事
の
進
捗
は
と
て
も
速
く
て
、
そ
の
た
め
に
通
路
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
替
わ
る
。

前
に
通
っ
た
道
が
も
う
無
く
な
っ
て
い
て
、
掲
示
を
見
な
が
ら
新
し
い
道
を
進
む
ほ
か
な
い
。

　

建
築
物
だ
け
で
は
な
い
。
渋
谷
名
物
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
で
は
、
信
号
が
変
わ
っ
た
と
た
ん
、
お
び
た
だ
し
い
人
の
群
れ
が
ま
る
で

一
つ
の
生
き
物
の
よ
う
に
一
斉
に
動
き
出
す
。
通
り
を
埋
め
尽
く
す
な
か
に
は
異
国
の
人
も
混
じ
る
。
一
帯
を
覆
う
絶
え
間
な
い
狂
騒
と
す

さ
ま
じ
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
―
―
渋
谷
駅
周
辺
は
現
代
日
本
の
、
さ
ら
に
は
現
代
世
界
の
、
最
先
端
の
姿
を
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
蝟
集
す
る
若

い
人
た
ち
は
、
わ
た
し
な
ど
が
知
る
す
べ
も
な
い
文
化
を
享
受
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
音
楽
、
演
劇
、
ア
ニ
メ
…
…

　

緩
や
か
な
坂
道
を
の
ぼ
っ
た
丘
の
上
に
立
つ
大
学
で
は
、
中
国
古
典
の
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
授
業
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
時
代
の
最

も
新
し
い
流
行
の
渦
中
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
学
生
は
、
い
き
な
り
数
百
年
か
ら
二
千
数
百
年
前
の
言
葉
に
顔
を
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
お
ま
け
に
漢
字
だ
ら
け
の
テ
ク
ス
ト
。
彼
ら
の
戸
惑
い
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
こ
と
に
一
年
生
の
ク
ラ
ス
で
は
、
な
じ
み
づ
ら
さ
が

こ
ち
ら
に
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

し
か
し
三
年
生
に
な
る
と
様
子
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。
も
は
や
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
な
く
、
国
も
異
な
り
時
代
も
違
う
も
う
一
つ
の
文

化
を
ご
く
自
然
に
受
け
止
め
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
教
授
陣
の
熱
意
こ
も
っ
た
教
育
な
く
し
て
は
、
こ
の
「
変
身
」
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼

ら
が
身
に
つ
け
た
学
習
態
度
は
、
大
学
を
離
れ
て
も
大
切
な
も
の
だ
。
学
業
に
限
ら
ず
、
い
ま
自
分
が
集
中
す
べ
き
対
象
に
向
か
っ
て
自
分

を
集
中
さ
せ
る
能
力
、
そ
れ
を
獲
得
し
て
毎
年
数
十
人
の
学
生
が
中
国
文
学
科
の
業
を
終
え
て
、
再
び
現
代
の
社
会
に
出
て
行
く
。

渋
谷
で
中
国
古
典
を
読
む

川
合
康
三
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渋
谷
の
四
年
間
を
通
し
て
身
に
つ
け
る
の
は
、
意
志
的
な
集
中
力
だ
け
で
は
な
い
。
中
国
の
詩
文
を
読
む
学
力
。
こ
れ
は
専
門
家
と
し
て

の
ス
キ
ル
で
あ
る
。
重
要
な
作
品
を
必
修
科
目
と
し
て
そ
ろ
え
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
実
に
う
ま
く
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
も
っ
と
も
、

わ
ず
か
四
年
で
完
全
を
期
す
の
が
む
ず
か
し
い
こ
と
は
、
そ
の
十
倍
以
上
も
勉
強
し
て
き
た
自
分
の
現
状
を
顧
み
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
。
そ
う

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
せ
め
て
中
国
文
学
科
に
学
ん
だ
以
上
、
ほ
か
の
人
と
は
明
ら
か
に
差
異
が
わ
か
る
ほ
ど
の
力
は
習
得
し
た
い
。

　

渋
谷
の
町
は
新
し
さ
そ
の
も
の
、大
学
で
学
ぶ
古
典
は
時
代
遅
れ
で
古
く
さ
い
も
の
―
―
入
学
し
た
ば
か
り
の
学
生
を
戸
惑
わ
せ
る
の
は
、

古
と
新
の
そ
ん
な
相
克
で
あ
ろ
う
が
、果
た
し
て
本
当
に
古
典
は
古
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。今
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
古
典
は
、確
か
に
ず
っ

と
ず
っ
と
昔
に
書
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
れ
は
固
定
し
た
ま
ま
凍
結
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
近
年
盛
ん
に
発
掘
さ

れ
る
出
土
文
物
や
百
年
ほ
ど
前
に
敦
煌
で
発
見
さ
れ
た
文
書
を
除
け
ば
、
古
典
は
常
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
反
映
し
て
書
き
直
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
り
、
時
代
ご
と
の
解
釈
に
よ
っ
て
新
た
に
捉
え
直
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
各
時
代
の
「
新
」
の
集
積
が
古
典
な

の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
わ
た
し
た
ち
も
今
と
い
う
時
代
の
な
か
で
、
今
と
い
う
時
代
を
反
映
し
な
が
ら
古
典
を
読
む
し
か
な
い
し
、
そ
れ
で
よ

い
の
だ
と
思
う
。
材
料
は
古
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
の
扱
い
方
は
新
し
い
の
が
当
然
で
あ
り
、
そ
う
し
て
次
の
時
代
に
受
け
渡
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

　

古
典
は
こ
の
よ
う
に
長
い
歴
史
の
過
程
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
知
的
営
為
の
結
実
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
通
し
て
人
々
が
積
み
重

ね
て
き
た
文
化
の
厚
み
に
身
を
も
っ
て
触
れ
、
そ
こ
に
畏
敬
の
念
を
い
だ
く
こ
と
、
こ
れ
は
意
志
に
よ
る
集
中
力
の
操
作
と
か
、
専
門
の
分

野
に
お
け
る
学
力
と
か
よ
り
さ
ら
に
大
き
な
意
義
を
有
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
文
学
部
の
教
育
を
通
し
て
得
る
べ
き
も

の
だ
と
思
う
。
人
間
を
長
い
時
間
の
ス
パ
ン
で
捉
え
る
と
、
わ
た
し
た
ち
自
身
も
歴
史
の
一
点
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
知
る
。
文
化
に
対
す
る

畏
敬
の
念
は
、
自
分
の
卑
小
さ
を
知
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
古
典
の
世
界
に
知
的
興
味
を
駆
り
立
て
る
教
育
が
で
き
る
か
い
な
か
、

そ
こ
に
教
師
の
力
量
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
中
国
古
典
文
学
）


