
1 ローカル列車に揺られて 

二
十 

ロ
ー
カ
ル
列
車
に
揺
ら
れ
て 

 

先
日
、
山
口
県
北
西
部
と
西
部
を
走
る
ロ
ー
カ
ル
列
車
に
乗
っ
た
。
二
輌
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
が
、
山
陰

線
長
門
市
駅
か
ら
下
関
駅
ま
で
七
十
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
、
途
中
の
二
十
一
の
駅
に
停
車
し
な
が
ら
の
ん

び
り
と
進
む
。
列
車
の
旅
が
普
通
だ
っ
た
頃
に
は
よ
く
通
っ
た
路
線
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
服
の
ポ
ケ
ッ

ト
に
入
る
大
き
さ
の
『
雑
草
手
帳
』
と
い
う
小
冊
子
を
携
え
て
、
両
側
に
山
が
迫
る
と
こ
ろ
で
は
写
真
を

観
察
し
説
明
文
を
読
み
、
見
晴
ら
し
の
よ
い
と
こ
ろ
で
は
眼
を
休
め
て
景
色
を
楽
し
ん
だ
。 

  

ふ
と
、
聞
く
と
も
な
く
耳
に
入
る
ア
ナ
ウ
ン
ス
に
違
和
感
を
覚
え
た
。
「
次
は
イ
ガ
ミ
、
イ
ガ
ミ
」
と

い
う
声
は
「
イ
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
い
て
、
「
ミ
」
は
接
尾
辞
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
日
頃
聞
い

た
り
話
し
た
り
し
て
い
る
発
音
と
違
う
。
そ
こ
の
地
名
は
、
漢
字
で
「
伊
上
」
と
書
く
。
録
音
し
た
女
性

は
、
こ
の
表
記
を
無
視
し
て
読
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
だ
が
漢
字
表
記
か
ら
す
れ
ば
、
「
上(

カ
ミ)

」
は
「
神
」

の
場
合
と
同
じ
く
、
「
カ
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
。
「
伊
」
の
意
味
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
「
伊
上
」

は
、
真
ん
中
の
「
ガ
」
の
方
を
強
く
す
る
の
が
順
当
で
、
地
元
で
は
そ
う
発
音
し
て
い
る
。
地
元
の
イ
ン

ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
知
ら
な
い
人
が
、
強
い
「
イ
」
か
ら
始
め
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
伊
上
」
が
二
つ
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の
漢
字
か
ら
成
る
こ
と
に
注
意
し
て
、
二
つ
の
シ
ラ
ブ
ル
に
分
か
れ
る
語
と
し
て
、
気
分
的
に
だ
け
で
も

「
伊
」
と
「
上
」
の
あ
い
だ
に
一
瞬
の
間
を
お
け
ば
、
自
然
に
聞
こ
え
た
だ
ろ
う
。
だ
い
ぶ
走
っ
て
ま
た
、

車
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
の
「
ユ
タ
マ
」
と
い
う
発
音
が
耳
に
と
ま
っ
た
。
「
タ
」
が
高
く
、
「
マ
」
を
付
け
足

す
よ
う
に
低
く
終
わ
る
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
。
だ
が
、
駅
名
は
「
湯
玉
」
で
あ
る
。
「
玉(

タ
マ)

」
は
、

「
タ
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
「
魂(

タ
マ)

」
と
区
別
し
て
発
音
す
る
。
猫
の
名
を
呼
ぶ
よ
う
に
発
音
し

て
は
い
け
な
い
。
一
音
の
「
湯
」
は
通
常
の
よ
う
に
強
く
「
ユ
」
と
発
声
し
て
、
「
玉
」
と
の
あ
い
だ
に

一
瞬
の
間
を
お
く
気
持
ち
で
、
「
タ
」
に
強
勢
を
置
か
ず
に
読
め
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。 

 

山
陰
線
を
逆
に
進
ん
で
東
へ
向
か
え
ば
萩
市
が
あ
る
。
こ
こ
は
全
国
的
に
知
ら
れ
た
市
で
、
テ
レ
ビ
に

も
と
き
ど
き
登
場
す
る
。
す
る
と
人
々
は
決
ま
っ
て
「
ハ
」
を
高
く
「
ギ
」
を
低
く
発
音
す
る
。
そ
れ
を

聞
く
と
こ
の
地
方
の
者
は
違
和
感
を
覚
え
、
わ
た
し
の
家
内
な
ど
は
い
つ
も
不
平
を
言
う
。
漢
字
の
「
萩
」

は
、
秋
に
花
を
咲
か
せ
る
植
物
を
表
わ
す
。
そ
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
東
京
語
で
も
、
「
ハ
」
を
低
く

「
ギ
」
を
高
く
す
る
の
だ
か
ら
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
発
音
す
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
て
い
ね
い
に
「
お
」

を
つ
け
た
場
合
と
混
同
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
で
も
そ
れ
は
植
物
で
は
な
く
食
物
の
こ
と
。 

  

乗
客
が
数
人
し
か
い
な
い
静
か
な
列
車
の
中
で
時
間
を
お
い
て
聞
い
た
言
葉
を
、
わ
た
し
は
ぼ
ん
や
り

と
自
分
の
語
感
を
信
じ
て
考
え
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
書
き
つ
け
る
の
で
、
念
の
た
め
に
辞
書
で
調
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べ
た
。
机
上
に
あ
る
の
は
三
省
堂
の
『
国
語
辞
典
』
の
古
い
版
。
日
本
語
の
性
能
を
高
め
た
金
田
一
京
助

の
監
修
で
、
各
語
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
の
考
え
た
こ
と
は
間
違
っ
て
い
な
い
よ
う

だ
。
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
は
い
つ
も
、
先
頃
亡
く
な
っ
た
日
本
語
の
名
手
の
こ
と
を
想
い
出
す
。
丸
谷

才
一
さ
ん
は
、
プ
ロ
野
球
に
「
腹
」
と
い
う
名
の
選
手
が
い
る
よ
う
だ
と
言
っ
た(

笑
い)

。
も
ち
ろ
ん
人

の
姓
だ
か
ら
「
原
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
ハ
」
を
低
く
「
ラ
」
を
高
く
発
音
す
る
の
で
は
、
「
腹
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。「
ハ
ラ
」
と
い
う
言
葉
で
い
つ
も
口
に
の
ぼ
る
の
は
、

「
腹
」
と
「
原
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
区
別
す
る
た
め
に
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
置
き
方
が
違
う
。
じ
つ
は
か
く

言
う
わ
た
し
も
、
近
所
に
あ
っ
た
「
原
」
と
い
う
地
名
を
子
供
の
頃
か
ら
正
し
く
発
音
し
て
い
た
の
に
、

「
原
」
と
い
う
姓
を
「
腹
」
と
発
音
し
て
い
る
か
ら
、
人
の
こ
と
は
言
え
な
い
。
今
は
古
典
と
な
っ
た
映

画
の
主
演
女
優
原
節
子
の
名
を
、
年
長
の
人
た
ち
が
「
ラ
」
を
高
く
「
ハ
ラ
」
と
言
う
の
を
聞
い
て
倣
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

地
元
の
人
た
ち
の
発
音
の
方
が
お
か
し
い
事
例
が
山
口
県
に
あ
る
。
県
庁
所
在
地
「
山
口
」
は
、
今
ま

で
言
っ
た
理
屈
か
ら
す
れ
ば
、
「
山
」
の
「
ヤ
」
を
低
く
「
マ
」
を
高
く
す
る
の
が
標
準
の
ア
ク
セ
ン
ト

で
あ
る
。
山
口
県
で
も
「
山
」
を
そ
の
よ
う
に
発
音
す
る
の
に
、
地
名
「
山
口
」
を
言
う
と
き
は
逆
に
「
ヤ
」

を
強
く
「
マ
」
を
低
く
す
る
。
西
の
京
と
い
う
言
葉
は
山
口
の
こ
と
を
指
す
が
、
そ
れ
は
、
戦
国
時
代
の

大
内
氏
の
本
拠
地
に
、
京
都
の
公
家
た
ち
が
何
人
も
滞
在
し
て
京
文
化
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
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京
言
葉
が
「
山
口
」
の
発
音
に
影
響
し
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

言
葉
づ
か
い
は
他
人
の
話
し
方
に
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
時
代
と
と
も
に
言
葉
は
わ
ず
か
ず
つ
変

化
す
る
。
日
本
語
の
名
手
だ
っ
た
金
田
一
・
丸
谷
と
い
っ
た
人
た
ち
は
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
た
け
れ
ど
も
、

大
量
情
報
の
時
代
に
な
っ
て
変
化
は
早
く
な
っ
た
。
そ
う
で
な
く
て
も
歳
を
と
る
と
、
世
の
中
の
言
葉
づ

か
い
が
自
分
を
置
き
去
り
に
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
最
近
困
っ
て
い
る
の
は
、
前
文
を
否
定
し
て
後
文
を

続
け
る
の
に
た
っ
た
一
音
の
「
も
」
で
済
ま
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
も
」
は
、
簡
潔
な
漢
文
を
切
り

つ
め
て
読
み
下
す
場
合
に
、
「
…
す
る
も
、
…
」
と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
古
く
さ
く

聞
こ
え
、
数
十
年
来
、
会
話
で
聞
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
書
き
言
葉
で
も
ほ
と
ん
ど
見
た
こ
と
は
な

か
っ
た
。
昔
の
漢
文
調
の
文
章
が
好
き
な
新
聞
関
係
の
誰
か
が
、
見
出
し
の
語
数
を
短
縮
す
る
の
に
使
い

始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
な
じ
み
の
な
い
若
い
人
が
そ
れ
を
真
似
る
よ
う
に
な
っ
た
せ
い
か
、

「
も
」
に
は
並
列
の
用
法
も
あ
る
の
に
、
名
詞
に
直
接
「
も
」
を
つ
け
る
例
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し

か
も
、
新
聞
で
も
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
の
字
幕
で
も
、
日
常
使
わ
れ
る
「
…
だ
が
」
な
ど
の
言
葉
が
十
分
入

る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
成
功
も
、
…
」
と
言
わ
れ
る
と
、
と
ま
ど
っ
て
し
ま
う
。 

  

さ
て
、
言
葉
に
つ
い
て
の
老
人
の
繰
り
言
は
も
う
よ
そ
う
。
実
際
、
二
時
間
余
り
列
車
に
乗
っ
て
の
ん

び
り
過
ご
し
て
い
れ
ば
、
去
来
す
る
想
念
は
移
り
ゆ
く
。
山
口
県
北
西
部
の
海
岸
に
平
地
は
少
な
い
。
伊
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上
の
次
の
次
の
駅
か
ら
、
列
車
は
北
側
の
大
き
な
湾
か
ら
離
れ
て
南
へ
曲
が
り
谷
あ
い
を
進
む
。
そ
の
ま

ま
海
岸
を
行
く
な
ら
、
そ
の
突
端
に
広
い
瀬
が
あ
り
、
向
こ
う
に
角
島(

つ
の
し
ま)

が
あ
る
。
橋
脚
を
何

本
も
立
て
た
長
い
橋
が
人
の
気
を
引
い
て
、
観
光
客
が
た
く
さ
ん
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
近
く
に
古

い
言
葉
で
特
牛(

こ
っ
と
い)

と
呼
ぶ
漁
港
が
あ
る
。
特
牛
の
あ
た
り
を
牛
と
見
て
、
そ
の
沖
に
突
き
出
る

よ
う
に
あ
る
島
を
角
と
見
立
て
て
い
る
の
か
し
ら
。
も
し
そ
う
な
ら
、
視
点
は
海
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ

が
、
列
車
の
着
く
特
牛
駅
は
ず
い
ぶ
ん
離
れ
た
山
の
中
に
あ
り
、
牛
の
角
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

い
く
つ
か
駅
を
過
ぎ
て
列
車
は
ま
た
海
岸
に
至
る
。
長
門
二
見
駅
で
あ
る
。
ご
く
小
さ
な
港
に
駅
舎
を

建
て
る
土
地
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
奥
の
谷
に
駅
が
あ
る
。
本
州
西
端
部
の
西
の
海
を
響
灘
と
呼
ぶ
。

冬
に
は
、
強
い
北
西
の
風
が
吹
い
て
海
岸
に
打
ち
寄
せ
る
荒
波
の
音
が
響
く
。
そ
の
海
岸
線
に
と
び
と
び

に
わ
ず
か
に
あ
る
平
地
に
住
居
を
建
て
、
漁
を
し
、
切
り
開
い
た
田
畑
で
稲
や
野
菜
を
栽
培
し
て
、
生
活

を
営
ん
で
き
た
土
地
柄
で
あ
る
。
長
門
二
見
駅
か
ら
次
の
宇
賀(

う
か)

本
郷
駅
近
く
ま
で
、
海
か
ら
山
が

立
ち
上
が
っ
て
い
る
の
で
、
岸
辺
の
山
を
削
っ
て
国
道
と
鉄
道
が
通
し
て
あ
る
。
そ
の
途
中
の
カ
ー
ブ
の

先
端
に
夫
婦
岩
が
あ
る
。
車
か
ら
も
列
車
か
ら
も
ち
ら
っ
と
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
し
め
縄
を
渡
し
た
こ

の
夫
婦
岩
が
「
二
見
」
と
い
う
地
名
を
献
上
し
た
の
で
あ
る
。 

  

わ
た
し
は
こ
こ
を
通
る
た
び
に
、
こ
の
夫
婦
岩
が
古
い
由
緒
を
誇
る
も
の
で
、
二
見
が
浦
の
元
祖
だ
と
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思
う
。
全
国
的
に
名
を
知
ら
れ
て
い
る
の
は
伊
勢
の
二
見
が
浦
だ
。
そ
こ
に
は
立
派
な
社
が
あ
っ
て
興
玉

神
社
と
い
う
。
長
門
二
見
の
夫
婦
岩
は
小
さ
め
で
、
そ
ば
に
は
社
を
建
て
る
ス
ペ
ー
ス
も
な
い
。
し
か
し
、

人
間
の
精
神
が
ま
だ
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
状
態
だ
っ
た
古
代
、
精
霊
は
目
立
つ
自
然
物
に
宿
る
と
考
え
た
の
だ

か
ら
、
御
神
体
で
あ
る
夫
婦
岩
そ
の
も
の
で
十
分
だ
っ
た
ろ
う
。
伊
勢
の
興
玉
神
社
に
祭
ら
れ
る
主
神
は
、

猿
田
彦
大
神
、
宇
迦
御
魂(

う
か
の
み
た
ま)

大
神
で
、
境
内
社
に
綿
津
見
大
神
が
い
る
。
猿
田
彦
は
『
古

事
記
』
・
『
日
本
書
紀
』
の
天
孫
降
臨
の
場
面
に
出
る
神
で
、
人
間
だ
ろ
う
。
宇
迦
御
魂
の
「
う
か
」
は

食
物
を
意
味
し
、
こ
ち
ら
の
方
が
古
い
神
で
、
夫
婦
岩
の
神
霊
は
も
と
も
と
宇
迦
御
魂
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
神
は
の
ち
に
は
宇
賀
神
と
も
書
か
れ
た
。
す
る
と
、
長
門
二
見
の
そ
ば
の
宇
賀
本
郷
と
い
う

地
名
が
特
別
の
響
き
を
も
つ
。
伊
勢
の
二
見
の
近
く
に
そ
う
い
う
地
名
は
な
い
。
じ
つ
は
、
鉄
道
駅
の
あ

る
長
門
二
見
・
宇
賀
本
郷
・
湯
玉
は
み
な
大
字
「
宇
賀(

う
か)

」
に
属
す
る
の
だ
。
伊
勢
の
方
の
興
玉
神

社
と
い
う
呼
び
名
の
「
玉
」
も
、
こ
ち
ら
の
地
名
に
関
連
す
る
。
「
宇
賀
」
の
地
に
湯
玉
が
あ
る
の
だ
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
長
門
二
見
の
北
隣
に
も
矢
玉
と
い
う
港
が
あ
る
。
「
玉
」
は
こ
の
海
岸
を
指
定
す

る
も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
「
興
玉
」
は
「
沖
玉
」
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
伊
勢
興

玉
神
社
に
あ
る
境
内
社
の
綿
津
見
大
神
は
、
狭
い
伊
勢
湾
よ
り
も
、
響
灘
の
沖
に
水
平
線
ま
で
広
が
る
海

(

わ
た
つ
み)

に
ふ
さ
わ
し
い
。 

 

こ
の
見
方
を
支
持
す
る
も
う
一
つ
重
大
な
要
素
が
あ
る
。
長
門
二
見
の
夫
婦
岩
の
真
西
に
あ
の
神
の
島
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「
沖
ノ
島
」
が
あ
る
。
長
門
の
夫
婦
岩
か
ら
東
西
線
を
引
く
と
正
確
に
沖
ノ
島
を
通
る
。
春
分
・
秋
分
の

日
に
、
岸
の
小
高
い
と
こ
ろ
に
登
っ
て
見
れ
ば
、
太
陽
は
沖
ノ
島
に
沈
む
。
そ
こ
は
夜
に
太
陽
神
の
眠
る

島
で
あ
る
。
沖
ノ
島
は
は
る
か
古
代
か
ら
神
聖
な
島
だ
っ
た
。
特
定
の
日
に
だ
け
男
子
が
島
に
入
る
こ
と

を
許
さ
れ
た
。
本
州
西
端
・
九
州
・
壱
岐
・
対
馬
に
囲
ま
れ
る
海
を
行
き
交
う
人
々
に
と
っ
て
、
こ
こ
は

特
別
の
島
だ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
を
祭
る
神
社
は
筑
紫
の
宗
像
大
社
。
響
灘
の
西
の
海
は
玄
海
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
「
玄
」
は
北
と
結
び
つ
く
言
葉
な
の
で
、
そ
の
視
点
は
九
州
に
あ
る
。
弥
生
時
代
に
入
れ
ば
九

州
北
岸
が
文
明
の
先
進
領
域
に
な
っ
た
か
ら
、
そ
の
中
心
の
筑
前
の
人
々
が
沖
ノ
島
の
神
事
を
主
宰
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
自
然
で
あ
る
。
農
作
物
を
育
て
る
よ
う
に
な
る
と
、
最
高
の
自
然
神
は
ど
こ
で
も
太

陽
に
な
っ
た
。
長
門
二
見
の
夫
婦
岩
か
ら
沖
ノ
島
が
太
陽
の
眠
る
と
こ
ろ
と
見
え
た
こ
と
は
、
こ
の
海
に

暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
沖
ノ
島
の
神
聖
さ
を
格
段
に
高
め
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

  

と
こ
ろ
で
、
夫
婦
岩
か
ら
沖
ノ
島
へ
引
く
東
西
線
の
延
長
上
に
は
、
も
う
一
つ
島
が
、
も
と
い
、
対
に

な
っ
た
二
つ
の
島
対
馬
が
あ
る
。
夫
婦
岩
・
沖
ノ
島
と
ほ
ぼ
同
緯
度
の
場
所
に
、
阿
麻
氐
留(

あ
ま
て
る)

神
社
と
い
う
の
が
あ
る
。
祭
神
は
天
日
神
命
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
疑
い
も
な
く
天
照(

あ
ま
て
る)

神
で
、

太
陽
神
で
あ
る
。
長
門
西
岸
よ
り
も
対
馬
の
方
が
古
代
か
ら
栄
え
た
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
今
注
目
し
て
い
る

東
西
線
の
主
た
る
視
点
は
対
馬
側
に
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
沖
ノ
島
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は
太
陽
の
昇
っ
て
く
る
方
角
に
あ
る
。
や
は
り
、
太
陽
は
夜
の
あ
い
だ
沖
ノ
島
に
眠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
東
の
海
を
生
活
の
場
と
す
る
海
人
た
ち
が
太
陽
神
「
あ
ま
て
る
」
を
そ
の
地
に
祭
っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
の
近
く
に
は
和
多
都
美(

わ
た
つ
み)

神
社
と
い
う
の
も
あ
っ
て
、
豊
玉
姫
が
祭
ら
れ
て
い

る
。
「
興
玉
」
の
「
玉
」
は
や
は
り
海
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
長
門
の
矢
玉
・
宇
賀
・
湯

玉
は
古
代
国
制
の
豊
浦
郡
に
属
し
て
い
る
。
豊
玉
姫
は
豊(

と
よ)

の
海
岸(

浦)

の
玉
の
名
の
つ
く(

地
の)

姫

を
神
格
化
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
結
び
つ
け
は
牽
強
付
会
だ
ろ
う
か
。 

 

と
も
か
く
、
太
陽
信
仰
が
重
要
に
な
っ
た
時
代
に
、
長
門
二
見
の
夫
婦
岩
・
沖
ノ
島
・
対
馬
と
東
西
に

広
が
る
海
で
、
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
る
信
仰
体
系
が
で
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
ま
て
る
神
の

発
展
形
「
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
」
は
太
陽
神
で
、
女
神
で
あ
る
。
沖
ノ
島
の
祭
神
は
宗
像
三
女
神
の

長
女
と
さ
れ
て
い
て
、
夫
婦
岩
の
祭
神
で
あ
る
宇
迦
御
魂
も
女
神
と
さ
れ
る
。
豊
玉
姫
は
海
の
女
神
で
あ

る
。
海
辺
に
暮
ら
す
海
人
た
ち
は
女
神
の
体
系
で
母
な
る
海
と
太
陽
を
崇
め
た
の
だ
ろ
う
。 

  

わ
た
し
が
こ
の
よ
う
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
想
像
を
す
る
の
は
、
昔
観
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
の
せ
い
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
古
来
、
琉
球
か
ら
本
州
へ
つ
な
が
る
列
島
で
、
海
岸
の
地
先
か
ら
太
陽
を
拝
む
風

習
が
あ
っ
て
、
向
こ
う
に
あ
る
島
は
、
「
あ
お
」
島
や
「
お
お
島
」
と
呼
ん
で
崇
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の

典
型
が
日
向
の
青
島
。
沖
縄
で
は
、
太
陽
の
昇
る
久
米
島
を
女
性
の
ノ
ロ
た
ち
が
祭
り
、
首
里
城
の
王
も
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遥
拝
し
た
。
大
和
に
は
神
聖
な
三
輪
山
が
あ
る
。
番
組
は
、
内
陸
の
三
輪
山
か
ら
東
の
果
て
の
海
岸
ま
で

を
調
査
し
た
と
い
う
仮
説
を
紹
介
し
た
。
そ
の
東
西
線
に
沿
っ
て
神
社
が
つ
ら
な
っ
て
い
る
の
は
、
夜
そ

こ
で
火
を
焚
い
て
東
西
線
を
測
量
し
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
三
輪
山
の
は
る
か
東
に
伊
勢
神
宮
の

斎
宮
が
あ
り
、
海
岸
に
達
す
る
と
伊
勢
二
見
が
浦
の
夫
婦
岩
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
王
は
大
和
か
ら
遥
拝
し

た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
測
量
は
、
王
権
が
あ
る
程
度
発
展
し
た
の
ち
の
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

他
方
、
沖
ノ
島
は
海
上
に
あ
る
か
ら
、
小
高
い
山
に
登
れ
ば
沖
ノ
島
を
通
る
東
西
線
を
簡
単
に
観
測
で

き
た
。
こ
ち
ら
の
方
が
古
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
海
を
航
海
す
る
海
人
た
ち
に
と

っ
て
、
目
立
つ
山
を
目
印
に
方
角
を
見
定
め
る
こ
と
は
、
実
際
に
日
常
的
な
作
業
だ
っ
た
。
長
門
二
見
の

背
後
の
一
番
高
い
山
は
狗
留
孫
山
で
あ
る
。
ま
た
の
名
を
御
嶽(

お
だ
け)

と
い
う
。
仏
教
以
前
の
山
岳
信

仰
の
山
だ
ろ
う
。
響
灘
に
浮
か
ぶ
船
か
ら
海
人
が
い
つ
も
見
て
い
た
は
ず
だ
。
こ
の
山
は
沖
ノ
島
を
通
る

東
西
線
か
ら
少
し
ず
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
沖
ノ
島
だ
け
で
な
く
対
馬
ま
で
見
通
せ
た
は
ず
だ
。

神
聖
な
山
と
さ
れ
る
い
わ
れ
が
あ
る
。
蛇
足
な
が
ら
、
沖
ノ
島
を
祭
る
宗
像
大
社
は
正
確
に
太
宰
府
政
庁

の
真
北
に
位
置
し
て
い
る(

近
く
に
対
馬
見
山
が
あ
る)
。
太
宰
府
か
ら
宗
像
大
社
と
そ
の
本
宮
沖
ノ
島
を

遥
拝
す
る
こ
と
は
、
北
方
の
玄
海
に
ま
つ
わ
る
天
と
海(
共
に
あ
ま)

の
神
々
を
拝
む
と
意
識
さ
れ
た
だ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
太
宰
府
政
庁
の
真
西
に
も
夫
婦
岩
が
あ
る
。
福
岡
市
の
主
峰
油
山
の
尾
根
に
あ
る
。
太

宰
府
政
庁
は
山
の
夫
婦
岩
と
関
連
さ
せ
て
立
地
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
夫
婦
岩
と
太
宰
府
政
庁
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と
を
結
ぶ
線
の
東
の
果
て
に
、
宇
佐
神
宮(

の
奥
の
山)

が
あ
り
、
さ
ら
に
国
東
半
島
で
海
に
達
す
る
。
国

の
先
を
国
の
東
と
書
い
た
視
点
は
、
太
宰
府
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

夢
想
が
過
ぎ
た
よ
う
だ
。
け
れ
ど
も
、
長
門
の
夫
婦
岩
の
由
緒
が
古
い
こ
と
に
は
、
考
古
学
的
な
傍
証

が
あ
る
。
宇
賀
、
矢
玉
と
船
で
北
へ
向
か
い
岬
を
回
り
こ
ん
だ
と
こ
ろ
に
出
る
と
、
特
牛
の
北
ま
で
短
い

距
離
を
お
い
て
集
落
が
つ
ら
な
る
。
こ
れ
ら
全
体
の
地
名
を
神
田
と
い
う
。
そ
の
神
田
岬
の
北
の
つ
け
ね

の
平
地
に
、
考
古
学
上
有
名
な
土
居
ヶ
浜
遺
跡
が
あ
る
。
弥
生
時
代
前
期
か
ら
後
期
の
墓
地
が
見
つ
か
り
、

三
百
体
以
上
の
人
骨
が
掘
り
出
さ
れ
た
。
一
番
目
立
つ
特
徴
は
、
男
性
の
平
均
身
長
が
縄
文
人
よ
り
も
三

〜
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
高
い
こ
と
だ
っ
た
。
縄
文
人
と
の
そ
の
違
い
は
、
渡
来
人
の
血
が
入
り
こ
ん
で
い

る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
土
居
ヶ
浜
人
の
形
質
は
、
中
国
山
東
省
の
遺
跡
で
掘
り
出
さ
れ
た
人
骨
に
似
て
い

る
と
い
う
調
査
も
あ
る
。
大
陸
か
ら
水
稲
耕
作
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
弥
生
時
代
は
始
ま

っ
た
。
そ
の
水
稲
を
運
ん
だ
人
々
は
海
か
ら
来
た
。 

 

人
と
稲
を
運
ん
だ
海
流
は
対
馬
海
流
で
あ
る
。
玄
海
に
入
り
こ
ん
だ
海
流
は
東
に
向
か
い
、
本
州
西
北

端
の
角
島
で
北
東
へ
押
し
や
ら
れ
る
。
だ
が
陸
地
に
近
い
流
れ
の
一
部
は
角
島
の
南
側
に
向
か
う
。
今
で

も
響
灘
の
海
岸
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
流
れ
着
く
。
漂
着
物
は
、
南
海
産
の
ヤ
シ
の
実
の
代
わ
り
に
、

日
常
生
活
の
品
々
で
大
陸
の
音
色
を
響
か
せ
る
。
神
田
・
矢
玉
・
宇
賀
で
は
、
こ
う
し
て
海
か
ら
や
っ
て
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来
た
人
々
が
、
新
し
く
文
明
化
さ
れ
た
暮
ら
し
を
主
導
し
た
だ
ろ
う
。
土
居
ヶ
浜
の
墓
地
に
眠
っ
て
い
た

人
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
沈
黙
の
う
ち
に
語
る
。
神
田
地
域
に
は
神
玉
と
い
う
地
名
も
あ
る
。
「
神
」
の
つ

く
地
名
は
誇
り
を
表
明
し
て
い
て
、「
う
か
」
と
呼
ぶ
宇
賀
の
地
に
も
光
輝
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
ろ
う
か
。

先
進
の
対
馬
・
壱
岐
・
九
州
北
岸
の
人
々
と
同
系
統
の
文
明
で
あ
る
。
こ
の
列
島
の
弥
生
時
代
の
幕
を
開

い
た
そ
の
文
明
が
、
遠
く
沖
ノ
島
を
望
ん
で
、
太
陽
と
海
の
女
神
た
ち
を
祭
る
信
仰
体
系
を
育
ん
だ
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
沖
ノ
島
を
通
る
東
西
線
上
に
あ
る
長
門
の
夫
婦
岩
は
そ
の
か
な
め
石
の
一
つ
だ
。
だ
か

ら
、
長
門
二
見
の
夫
婦
岩
が
元
祖
だ
っ
た
い
う
説
の
蓋
然
性
は
高
い
。 

  

長
門
二
見
駅
を
出
て
海
岸
を
走
る
列
車
か
ら
夫
婦
岩
が
ち
ら
り
と
見
え
る
。
沖
ノ
島
は
見
え
な
い
が
、

今
日
は
海
も
穏
や
か
で
水
平
線
ま
で
海
原
が
続
く
。
古
代
こ
の
海
岸
で
暮
ら
し
た
人
々
の
こ
と
を
考
え
な

が
ら
、
車
窓
か
ら
海
を
見
つ
め
る
。
宇
賀
本
郷
・
湯
玉
か
ら
は
耕
作
地
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
り
、
や
が

て
次
の
駅
か
ら
は
そ
れ
が
い
っ
そ
う
広
が
り
、
人
家
も
増
え
る
。
し
だ
い
に
耕
作
地
が
増
え
て
い
く
と
、

想
念
は
見
て
い
る
水
田
に
向
か
う
。
列
車
が
山
あ
い
を
走
っ
て
い
る
あ
い
だ
も
、
耕
作
放
棄
地
に
雑
草
が

生
い
茂
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
平
地
が
広
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
も
、
や
は
り
雑
草
の
茂
っ
た
と
こ
ろ
が
あ

る
。
家
族
構
成
に
よ
っ
て
耕
作
を
あ
き
ら
め
た
水
田
所
有
者
も
あ
る
だ
ろ
う
。
農
地
を
借
り
て
耕
す
組
織

が
生
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
鉄
道
と
小
川
に
挟
ま
れ
た
よ
う
な
耕
運
機
や
稲
刈
り
機
の
入
り
に
く
い
と
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こ
ろ
は
、
荒
れ
た
ま
ま
に
し
て
あ
る
。
稲
穂
の
垂
れ
た
中
に
、
あ
ち
こ
ち
稗
が
立
っ
て
い
る
田
も
あ
る
。

わ
た
し
の
限
ら
れ
た
見
聞
か
ら
す
る
と
、
こ
の
地
方
で
は
働
き
手
が
雇
用
さ
れ
て
い
て
、
日
曜
休
日
だ
け

の
農
家
が
大
多
数
の
は
ず
だ
。 

 

農
地
の
疲
弊
だ
け
が
目
に
つ
く
の
で
は
な
い
。
店
か
何
か
の
施
設
だ
っ
た
建
物
が
利
用
さ
れ
な
く
な
っ

て
、
雑
草
が
か
ら
み
つ
く
ほ
ど
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
い
く
つ
も
見
た
。
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
せ
い
も

あ
っ
て
山
陰
本
線
自
体
が
さ
び
れ
て
い
る
。
単
線
な
の
で
上
下
の
列
車
を
す
れ
違
わ
せ
る
た
め
に
二
組
敷

い
て
あ
っ
た
線
路
の
片
方
が
撤
去
さ
れ
た
跡
に
も
、
そ
ち
ら
側
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
も
草
が
茂
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
雑
草
が
枯
れ
て
い
る
の
は
、
せ
め
て
も
の
こ
と
に
除
草
剤
が
撒
か
れ
た
せ
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
は
ず
れ
に
は
緑
色
を
し
た
生
き
た
草
が
あ
り
、
そ
ば
の
空
き
地
も
雑
草
が
占
拠
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
荒
れ
る
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
元
耕
作
地
が
あ
る
の
だ
。 

 

ロ
ー
カ
ル
列
車
に
揺
ら
れ
れ
ば
、
水
稲
栽
培
を
始
め
て
文
明
を
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
の
列
島
で
、
わ
れ

わ
れ
が
人
口
減
少
と
い
う
真
に
未
曾
有
の
試
練
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
車
窓
か
ら
わ
た
し
は
、

小
冊
子
を
読
ん
で
名
を
知
っ
た
ば
か
り
の
、
在
来
の
あ
る
い
は
外
来
の
雑
草
を
見
つ
め
る
。 
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一
四
年
、
耕
作
放
棄
地
に
秋
桜
の
咲
く
頃 


