
「
モ
ー
タ
ー
の
音
が
大
き
く
て
、
身
振
り
手
振

り
で
話
し
て
ま
し
た
」

長
江
カ
ツ
エ
さ

ん
（
昭
和
７
年
生

ま
れ
）
は
、
親
子

ガ
ー
ド
の
近
く
で

生
ま
れ
、
第
二
瑞

光
小
→
南
千
住
第

一
中
学
を
卒
業
後
、
昭
和
22
年
か
ら
昭
和
32
年

ま
で
大
和
毛
織
で
働
い
て
い
ま
し
た
。

戦
後
、
大
和
毛
織
は
、
千
住
製
絨
所
（
陸
軍

せ
い
じ
ゅ
う
し
ょ

製
絨
廠
）
か
ら
払
い
下
げ
ら
れ
た
紡
毛
織
物
の

一
貫
工
場
で
毛
布
な
ど
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

赤
レ
ン
ガ
に
囲
ま
れ
た
敷
地
内
で
原
毛
洗
絨

（
羊
の
毛
を
洗
う
）
→
カ
ー
ド
（
毛
を
糸
に
す

る
）
→
ミ
ュ
ー
ル
（
糸
を
よ
る

精
紡
）
→
は

た
場
で
仕
上
げ
の
工
程
で
機
械
が
稼
動
し
て
い

ま
し
た
。
機
械
は
ひ
と
つ
の
工
程
で
12
台
近
く

あ
っ
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
江
さ
ん
は
、

洗
っ
た
羊
毛
を
糸
に
す
る
背
丈
よ
り
高
い
機
械

を
取
り
扱
っ
て
ま
し
た
。

「
隣
の
人
が
い
る
か
確
認
を
し
て
ま
し

た
」機

械
は
動
き
続
け
て
い
る
の
で
食
事
も
交
替

で
と
り
ま
し
た
。
工
場
の
作
業
は
危
険
が
伴
い
、

事
故
が
な
い
か
、
見
回
り
の
人
が
一
人
い
ま
し

た
。
ベ
ル
ト
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
手
を
失
っ
た

人
や
髪
を
巻
き
込
ま
れ
て
怪

我
を
し
た
人
も
お
り
、
仕
事

を
す
る
時
に
は
髪
を
ま
と
め

て
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
ま
し
た
。

「
茨
城
や
栃
木
の
人
達
が
い
ま
し
た
」

長
江
さ
ん
の
入
っ
た
女
子
寮
は
二
階
建
て
で
、

６
畳
に
押
入
れ
が
付
い
た
一
部
屋
に
４
～
５
人

が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
お
風
呂
は
１
階
に
あ
り

ま
し
た
。
早
番
は
午
前
５
時
～
午
後
２
時
ま
で
、

遅
番
は
午
後
２
時
～
午
後
10
時
ま
で
と
交
替
制

で
し
た
。
部
屋
に
早
番
の
人
が
い
る
時
に
は
、

そ
っ
と
気
を
使
っ
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
女

子
寮
の
塀
を
登
っ
て
の
ぞ
く
人
も
い
て
守
衛
さ

ん
が
守
っ
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。
長
江
さ
ん
は

土
曜
日
が
早
番
で
終
わ
る
と
電
車
に
飛
び
乗
り
、

群
馬
に
嫁
い
だ
お
姉
さ
ん
の
農
作
業
を
手
伝
い
、

寮
の
人
達
の
た
め
に
野
菜
を
風
呂
敷
に
背
負
っ

て
戻
り
、
月
曜
の
遅
番
に
出
て
い
ま
し
た
。
仕

事
は
、
大
変
だ
っ
た
け
ど
、
盆
踊
り
が
趣
味
だ
っ

た
の
で
、
仕
事
の
合
間
に
あ
ち
こ
ち
に
踊
り
に

行
く
の
が
楽
し
み
で
10
年
頑
張
っ
て
こ
ら
れ
た

と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

昭
和
24
年
、
毛
織
業
界
で
は
こ
れ
ま
で
統
制

品
に
な
っ
て
い
た
原
毛
な
ど
が
、
解
除
さ
れ
る

と
毛
布
の
需
要
が
増
え
、
ガ
チ
ャ
ン
と
織
れ
ば
、

万
単
位
の
稼
ぎ
が
あ
が
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ガ
チ
ャ

万
」
景
気
と
な
り
、
30
年
に
は
戦
前
の
ピ
ー
ク

で
あ
っ
た

高
生
産
高
の
一
千
万
枚
の
水
準
に

達
し
、
電
化
製
品
か
毛
布
か
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

の
成
長
製
品
に
な
り
ま
し
た
。
増
産
に
次
ぐ
増

産
で
、
機
械
や
工
場
を
ど
ん
ど
ん
増
や
し
た
為
、

深
刻
な
過
剰
生
産
状
態
を
引
き
起
こ
し
て
毛
布

の
価
格
は
そ
れ
ま
で
の
平
均
の
半
値
を
切
り
、

乱
売
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

大
和
毛
織
も
同
様
に
業
績
が
悪
化
し
、
工
業

用
水
と
し
て
使
用
し
て
い
た
井
戸
の
枯
渇
や
様
々

な
規
制
、
労
使
間
争
議
の
慢
性
化
な
ど
に
よ
っ

て
経
営
難
に
陥
り
、
昭
和
35
年
を
以
っ
て
閉
鎖

さ
れ
ま
し
た
。

工
場
跡
地
の
一
部
は
名
古
屋
鉄
道
（
名
鉄
）

が
取
得
し
、
明
治
村
の
建
設
用
地
と
し
て
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
毎

日
大
映
オ
リ
オ
ン
ズ
が
昭
和
37
年
に
『
東
京
ス

タ
ジ
ア
ム
』
が
誕
生
し
、
下
町
の
プ
ロ
野
球
球

場
と
し
て
大
き
な
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
経
営
難
か
ら
野
球
場
は
昭
和
52
年
に
解
体

さ
れ
、
跡
地
は
、
荒
川
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー,

南
千
住
警
察
署
及
び
軟
式
野
球
用
の
南
千
住
野

球
場
に
姿
を
変
え
て
い
ま
す
。

「
す
ま
い
る
た
う
ん
の
ふ
れ
あ
い
亭
」
に
い
ら

し
た
長
江
さ
ん
の
お
話
か
ら
、
大
和
毛
織
の
こ

と
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
大
和
毛
織
に
つ
い
て

ご
存
知
の
方
、
ぜ
ひ
お
話
を
お
聞
か
せ
下
さ
い

ま
せ
。
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