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七
尾
に
行

っ
た

一
〇
三
二
年
八
月
二
〇
日
、
お
盆
明
け
の
北
陸
地
方
は
記
録
的
な

豪
雨
と
な

っ
た
。
北
陸
本
線
を
中
心
に
列
車

の
運
体
が
相
次
ぎ
、
城

端
線
、
氷
見
線
、
高
曲
線
な
ど
が
運
転
取
り
止
め
と
な
る
。
ひ
と
き

わ
激
し
い
降
り
と
な

っ
た
の
が
能
登
地
方
で
、
七
尾
市
内
で
は
住
宅

が
浸
水
。
線
路
も
水
に
つ
か
り
、
岸
崩
れ
が
発
生
し
た
。
大
き
な
災

害

の
危
険
も
高
ま
り
、
金
沢
方
面
と
七
尾
、
和
倉
温
泉
と
を
結
ぶ
七

尾
線
は
二
〇
口
昼
ご
ろ
か
ら
運
転
見
合
わ
せ
と
な

っ
た
。

こ
う
し
て
能
登
半
島

の
地
方
都
市
七
尾
が
珍
し
く
大
き
く

ニ
ュ
ー

ス
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
よ
り
に
よ

っ
て
こ
の
週
末
に
仏

は
七
尾
行
き
を
計
画
し
て
い
た
。
北
陸
新
幹
線

の
開
業
で
東
京
か
ら

金
沢
ま
で
は
最
速

の

「
か
が
や
き
」
に
乗
れ
ば

二
時
間
半
程
度
で
到

着
す
る
。
た
と
え
ば
東
京
八
時
三
六
分
発

「
か
が
や
き
５
０
５
号
」

な
ら
、
金
沢
で

一
五
分
程
度

の
待
ち
合
わ
せ
で

一
一
時

二

一
分
発

「特
急
能
登
か
が
り
火
３
号

・
和
倉
温
泉
行
」
に
接
続
し
、　
一
二
時

一
三
分
に
は
七
尾
に
着
く
。
四
時
間
も
か
か
ら
な
い
旅
程
だ
。

と
こ
ろ
が
大
雨

の
た
め
に
こ
の
最
速
計
画
は
完
全
に
狂

っ
た
。
七

尾
線
は
三
〇
日
は
午
後
一
時
台
か
ら
運
体
と
な

っ
た
ば
か
り
か
、
一
一

一
日
の
日
曜
日
も
朝
か
ら
運
体
。
雨
は
あ
が
り
七
尾
で
も
青
空
が
見

え
て
い
る
よ
う
だ

っ
た
が
、
何
し
ろ
ま
だ
線
路
が
冠
水
し
て
い
る
。
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よ
り
島
え
ず
金
沢
ま
で
行

っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
．
新
幹
線
は
通

常
通
り
の
運
行
で
、
東
京
か
ら

一
か
が
や
き
」
に
乗
る
と
二
時
間
半

で
到
着
し
た
。
晴
天
の
金
沢
の
駅
前
は
い
か
に
も
八
月
の
週
末
ら
し

く
若
い
観
光
客
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
在
来
線

の
乗
り
換
え

日
に
行

っ
て
み
る
と
、
七
尾
方
面
は
相
変
わ
ら
ず
運
体
中
で
、
駅
員

に
確
認
す
る
と
、
「水
が
引
く
ま
で
待

つ
」
と
の
返
答
だ

っ
た
。

水
と
い
う

の
は
ど
れ
く
ら
い
で
引
く
も

の
だ
ろ
う
。
な
か
な
か

困

っ
た
状
況
だ

っ
た
が
、
こ
う
し
て
最
速
計
画
が
狂

っ
て
み
る
と
、

あ
ら
た
め
て
七
尾
と
い
う
町
の
相
貌
が
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
。
時

刻
表
を
見
る
と
、
金
沢
か
ら
の
各
駅
停
車
は

一
時
間
に

一
本
か
二

本
。
所
要
時
間

一
時
間
半
。
特
急
な
ら

一
時
間
程
度
だ
が
、
午
前
中

と
午
後
に
そ
れ
ぞ
れ
二
、
三
本
、
夕
方
は

一
本
だ
け
で
あ
る
。
長
距

離
バ
ス
も
走

っ
て
い
る
が
、
所
要
時
間
は
二
時
間
半
で
行
き
先
は
和

倉
温
泉
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
な
る
移
動
手
段
が
必
要
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
東
京
か
ら
飛
行
機
で
小
松
空
港
に
飛
ぶ
と
い
う
手
も
あ
る

が
、
そ
の
場
合
も
七
尾
ま
で
の
移
動
手
段
は
同
じ
だ
。

決
し
て
陸

の
孤
島
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
。
た
だ
、
ど
こ
か
物
足

り
な
い
気
も
す
る
。
畠
山
氏
に
よ

っ
て
か
つ
て
七
尾
城
と
い
う
立
派

な
城
が
築
か
れ
、　
一
五
世
紀

の
応
仁

の
乱
の
後
に
は
京
都
か
ら
多
数

の
文
化
人
が
移
り
住
ん
だ

″文
化

の
地
〃
で
あ
る
。
加
賀
藩

の
初

代

・
前
田
利
家
は
七
尾
城
に
代
わ
る
居
城
と
し
て
、
同
じ
七
尾
に
小

丸
山
城
を
築
く
。
後
に
金
沢
に
移

っ
て
藩
を
大
き
く
発
展
さ
せ
た
利

家
に
と

っ
て
、
こ
の
城
は

「出
世
城
」
だ

っ
た
。
歴
史

の
節
目
に
七

尾
が
あ
る
。
商
業
的
に
も
、
能
登
半
島

の
真
ん
中
に
位
置
す
る
七
尾

湾
は
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。　
一
本
杉
通
り
と
呼
ば
れ
る
町

の
目
抜
き
通
り
は
今
や
商
店
も
ま
ば
ら
だ
が
、
道
幅
も
広
く
、
ま

っ

す
ぐ
長
く
伸
び
る
道
に
沿

っ
て
古

い
軒
が
な
ら
ぶ
光
景
は
、
か
つ
て

の
栄
華
を
し
の
ば
せ
る
。

つ
ま
り
、
七
尾
と
い
う
の
は
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
町
な
の
で
あ

る
。
観
光
地
と
し
て
全
国
規
模

の
人
気
を
誇
る
金
沢
の
近
く
に
あ
る

の
に
、
交
通
の
便
は
そ
れ
ほ
ど
よ
く
な
い
。
知
名
度
も
控
え
め
で
近

隣
観
光

の
目
玉
と
は
言
え
な
い
。
週
明
け
の
月
曜
に
私
も
何
と
か
し

尾
行
き
を
果
た
し
た
が
、
ひ
な
び
た
地
方
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅

の
風
情
を

漂
わ
せ
る
ホ
ー
ム
か
ら
駅
舎
を
抜
け
る
と
、
小
さ
な

ロ
ー
タ
リ
ー
の

向
こ
う
に
お
よ
そ
風
情

の
な
い
ビ
ル
が
二
本
な
ら
び
、
ド
ン

・
キ
ホ

ー
テ
や
ス
ー
パ
ー
や
役
所
を
詰
め
込
ん
で
建

っ
て
い
る
。
華
や
か
な

賑
わ
い
と
は
縁
が
な
い
。
小
さ
な
地
方
都
市
と
し
て
自
立
す
る
た
め

の
最
低
限
の
施
設
だ
け
を
整
え
た
町
と
見
え
る
。
し
か
し
、
歴
史
を

掘
り
起
こ
し
て
み
る
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
切
れ
端

の
よ
う
な
も
の
が

け

っ
こ
う
目
に
つ
く
。
く
す
ん
だ
皮
膜
に
覆
わ
れ
た
中
に
そ
ん
な
潜

在
力
を
感
じ
さ
せ
る
の
が
七
尾
の
味
な
の
だ
。

西
村
賢
太
と
い
う
謎

二
〇
三
二
年

の
二
月
に
急
逝
し
た
西
村
賢
太
が
、
大
正
時
代

の
小

説
家
藤
澤
清
造

の

「没
後
弟
子
」
を
名
乗

っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
清
造

の
作
品
と
の
出
会
い
と
、
と
り
わ
け
そ
の
生
き

様

へ
の
共
感
が
、
私
小
説
作
家
と
し
て
の
西
村

の
活
動

の
原
点
と
も
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な

っ
た
。
七
尾

の
貧
し
い
家
に
生
ま
れ
た
清
造
は
演
劇
に
憧
れ
て
東

京
に
出
て
く
る
と
、
雑
誌
記
者
な
ど
を

へ
て
作
家
活
動
に
入
る
が
、

そ
の
道
は
順
調
と
は
言
い
が
た
く
、
い
く

つ
か
の
作
品
を
残
し
た
だ

け
で
大
き
な
注
目
を
浴
び
る
こ
と
も
な
く
、
最
期
は
芝
公
園
で
凍
死

し
た
。
梅
毒
に
か
か

つ
て
い
た
と
も
言
わ
れ
る
。

そ
ん
な
清
造

へ
の
西
村

の
入
れ
込
み
ぶ
り
は
相
当
な
も

の
だ

つ

た
。
し
か
も
、
そ
の
こ
だ
わ
り
は
明
確
な

「
形
」
を
持

っ
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、
西
村
作
品
の
主
人
公
の
行
動
や
習
慣
が
作
家
本
人
の
そ

力
Ｌ
か
な
り
重
な
る
と
い
う
前
提
に
立

っ
て
話
を
進
め
る
が
、
た
と

え
ば
西
村
は
毎
月

の
月
命
日
に
清
造

の
菩
提
寺
を
訪
れ
て
供
養
を
行

う

の
が
習
い
に
な

っ
て
い
た
。　
一
年
に

一
度

の
祥
月
命
日
に
は
当
地

で
関
係
者
を
集
め
た
法
要

「清
造
忌
」
も
実
施
し
た
。
こ
の
よ
う
な

七
尾
で
の
法
要
が
慣
例
化
す
る
以
前
に
は
、
清
造
が
凍
死
し
た
と
思

わ
れ
る
芝
公
園
で
、　
一
月
二
九
日
午
前
四
時
と
い
う
そ
の
死
亡
推
定

時
刻
か

っ
き
り
か
ら

一
時
間
ほ
ど
個
人
的
な
法
要
を
し
て
い
た
と
い

う
ｃ
真
冬

の
こ
の
時
間
に
、　
一
人
で

一
時
間
も
寒
風
に
吹
か
れ
て
た

た
ず
む
姿
は
さ
ぞ
異
様
だ

っ
た
ろ
う
。
誰
に
命
ぜ
ら
れ
た
わ
け
で
も

な
い
。
西
村
が
自
分
で
決
め
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
予
定
通

り
に
行
か
な
く
と
も
誰
も
文
句
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
自
分

で
決
め
た
こ
う
し
た
ル
ー
テ
ィ
ン
を
守

っ
た
。
供
養

の
た
め
に
、　
一

時
は
七
尾
に
ア
パ
ー
ト
ま
で
借
り
た
。

西
村

の
大
き
な
目
標
は
墓

の
建
立
と
、
作
品
の
刊
行
だ

っ
た
。
墓

に
つ
い
て
は
菩
提
寺

の
西
光
寺
に
あ
る
清
造

の
墓
に
隣
接
し
て
、
自

呼

の
生
前
栗
仕
作

っ
Ｃ
ち
ら
っ
て
い
る
。
Ｌ■
に
保
存
さ
れ
て
い
た
清

造
の
古
い
墓
標
は
東
京
の
自
宅
に
引
き
取
り
、
特
注
の
専
用
ケ
ー
ス

を
用
意
し
て
宝
物
の
よ
う
に
自
身
の
居
室
に
陳
列
し
た
。
作
品
に
つ

い
て
は
新
潮
文
庫
や
角
川
文
庫
か
ら

『根
津
権
現
裏
』
『藤
澤
清
造

短
篇
集
』
と
い
っ
た
形
で
の
刊
行
を
果
た
し
た
が
、
長
ら
く
予
定
さ

れ
て
い
た
全
集
は
内
容
見
本

の
み
で
つ
い
に
陽
の
日
は
見
て
い
な

い
。
藤
澤
清
造
や
、
そ
れ
以
前
の
田
中
英
光
に
限
ら
ず
、
西
村
は
作

家
の
初
版
本
等

へ
の
関
心
が
強
く
古
書
業
界
と
の
か
か
わ
り
も
深

か
っ
た
し
、
未
刊
の
著
作
物
を
自
ら
の
手
で
刊
行
し
よ
う
と
す
る
こ

と
も
あ

っ
た
。
勝
井
隆
則
に
よ
れ
ば
、
探
偵
小
説
作
家

・
朝
山
蜻

一

の
著
作

の
刊
行
を
計
画
し
、
遺
族
に
挨
拶
し
に
行

っ
た
こ
と
も
あ

る
ｃや

や
過
剰
と
は
い
え
、
こ
う
し
た

「形
」

へ
の
こ
だ
わ
り
は

″推

し
〃
を
支
え
る
気
分
と
し
て
は
理
解
で
き
な
く
も
な
い
の
た
だ
ヽ
興

味
深
い
の
は
西
村

の
こ
だ
わ
り
の
根
に

「旅
」
、
も
し
く
は

「移
動
」

が
絡
む
こ
と
が
多
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
七
尾
と
い
う
土

地
で
の
定
期
的
な
墓
参
は
、
西
村
賢
太
と
い
う
作
家

の
独
特
な
心
の

構
造
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

西
村

の
人
生
も
要
所
で

「移
動
」
が
意
味
を
持

っ
た
。
何
よ
り
大

き
な

一移
動
」
は
父
親

の
逮
捕
に
伴
う
も
の
で
、
生
家

の
あ

っ
た
江

戸
川
区
か
ら
船
橋
、
町
田
と
母
親
に
連
れ
ら
れ
て
引

っ
越
し
を
重

ね
、
そ
の
後
、
中
卒
で
家
出
し
て
か
ら
は
神
奈
川
、
東
京

の

一
帯
を

頻
繁
に
動
き
回

っ
て
い
る
。
定
職
に
つ
か
ず
日
雇
い
労
働
で
し
の
ぐ

時
期
も
あ

っ
た
よ
う
で
、
見
知
ら
ぬ
現
場

へ
の
日
々
の
移
動
も
見
逃

せ
な
い
。

し
か
し
、
そ
ん
な
西
村
に
と

っ
て
も
、
と
き
に
は
家
賃
を
滞
納

し
、
風
俗
通
い
を
我
慢
し
て
ま
で
定
期
的
に
通

っ
た
七
尾

へ
の
旅
は

特
別
な
意
味
を
持

っ
た
。
七
尾
で
の
墓
参
は
順
風
満
帆
ど
こ
ろ
か
、

し
ば

し
ば
困
難
を
伴

っ
た
。
西
村
が
墓
参
を
は
じ
め
た
頃
は
北
陸
新

幹
線
は
ま
だ
開
通
し
て
お
ら
ず
、
東
海
道
新
幹
線
で
米
原
ま
で
行

っ

て
か
ら
在
来
線
で
金
沢
に
出
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
七
尾
線
に
乗
り

換
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
旅
行
を
本
人
が
楽
し
ん
で
い
た
な
ら

話
は
別
だ
が
、
「墓
前
生
活
」
に
は

「
当
初
は
東
京
、
七
尾
間
を
新

幹
線
と
在
来
線
で
往
復
し
て
い
た
が
、
通
過
す
る
景
色
に
見
飽
き
て

か
ら
は
、
も

っ
ば
ら
飛
行
機
を
選
ぶ
よ
う
に
な

っ
て
い
た
」
と
あ

る
「　
つ
ま
り
、
七
尾
行
き
も
当
初

の
物
珍
し
さ
が
な
く
な

っ
て
か
ら

は
退
サｌｌｌ
な
ル
ー
テ
ィ
ン
と
化
し
た
。
奇
妙
な
話
だ
が
、
自
分
で
決
め

た
七
尾
行
き
を
い
か
に
快
適
に
、
か
つ
最
速
で
こ
な
す
か
が
重
要
と

な

っ
た
。

「ど
う
で
死
ぬ
身

の

一
踊
り
」
に
は
、
同
居
し
て
い
る
女
性
と
も
め

た
た
め
に
飛
行
機
に
間
に
合

い
そ
う
に
な
く
な
り
、
予
定
が
狂
う
主

人
公
の
苛
立
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
と
き
私
は
、
十

一
時
発

の
小
松
行
き
使
に
乗
り
た
か
っ

た
の
で
あ
る
。　
一
時
過
ぎ
に
金
沢
駅
に
入
る
、
大
阪
発
和
倉
温

泉
行
き
の
特
急
列
車
に
乗
る
為
に
、
そ
の
便
に
は
ど
う
で
も
搭

乗
し
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。
何
し
ろ
こ
れ
だ
と
二
時
頃
に
は
七

尾
に
到
着
で
き
る
し
、
清
造

の
言
提
寺

へ
前
日
の
挨
拶
に
行
く

の
も
、
ま
だ
陽
の
あ
る
う
ち
に
済
ま
せ
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ

を
の
が
す
と
な
か
な
か
不
使
な
こ
と
に
な
り
、
金
沢
で
も
す
ぐ

と
は
か
の
地
に
向
か
う
電
車
が
な
く
、
え
ら
く
中
途
半
端
な
時

間

の
潰
し
か
た
を
強
い
ら
れ
た
上
で
、
林
ホ
煙

の
普
通
電
車
に

一

時
間
半
程
も
ゆ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
ど
い
ニ
コ
チ

ン

依
存
症

の
私
に
と
り
、
こ
れ
は
か
な
り
の
苦
痛
で
あ

っ
た
。

「大
阪
発
和
倉
温
泉
行
き
の
特
急
列
車
」
と
は
、
関
西
方
面
と
七
尾

と
を

一
日

一
往
復
走
る

「
サ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
」

の
こ
と
だ
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
う
し
た
名
称

へ
の
言
及
が
周
到
に
避
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
も
注
目
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
毎
月
、
東
京

・
七
尾
――――
を
往
復
し
て

い
た
西
村
は
列
車

の
名
称
は
も
ち
ろ
ん
、
正
確
な
発
着
時
刻
も
頭
に

入
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
移
動

の
ル
ー
テ
ィ
ン
化
は
、
頭

の
中
に
路
線

図
と
分
刻
み
の
時
刻
表
と
を
描
か
ず
に
は
い
な
い
。

こ
う
し
た
旅

の
ル
ー
テ
ィ
ン
化
と
、
あ
く
ま
で

「形
」

の
反
復
に

こ
だ
わ
る
西
村

の
供
養
は
、
キ
ャ
ビ
ネ

ッ
ト
を
用
い
た
事
務
処
理
と

も
重
な

っ
て
く
る
が
、
そ
こ
に
も
う

一
本
、
補
助
線
を
引
く
と
よ
り

は

っ
き
り
し
た
見
取
り
図
が
描
け
る
。
「墓
前
生
活
」
に
は
、
次

の

よ
う
な
興
味
深
い

一
節
が
あ
る
。
主
人
公
が
清
造

の
菩
提
寺
で
、
縁

の
ド
に
ぞ
ん
ざ

い
に
置
か
れ
て
い
た
そ
の
墓
標
を
も
ら
い
受
け
よ
う

と
し
て

「
ド
さ
い
」
と
申
し
出
る
と
、
先
方
が
明
ら
か
に
当
惑
し
た

様
ｒ
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
自
身

の
清
造

へ
の
こ
だ
わ

り
を
あ
ら
た
め
て
振
り
返
り
、
感
慨
に
ふ
け
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
何
ん
で
あ
の
と
き
、
あ
あ
も
唐
突
に

「下

１
１

１
●
―
―
　
‐―
―
―
―
‐―
――‐ｍ
」
ｒ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
・　
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―
―
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さ
い
」
が
出
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
自
分
の
口
か
ら
出
る

ま
で
は
、
ま
さ
か
墓
荒
ら
し
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
、
そ
ん
な
こ
と

は
思

っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
［…
…
］
そ
の
墓
が
、
今
現
在
は

墓
と
し
て
の
本
来
の
役
目
を
終
え
て
い
る
な
ら
ば
、
ち
ょ
う
ど

あ
の
鉄
道
マ
ニ
ア
が
、
廃
止
さ
れ
た
蒸
気
機
関
車
の
プ

レ
ー
ト

を
欲
し
が
る
よ
う
に
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
蔵
し
た
い
気
持

が
や
は
り
ど
こ
か
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

主
人
公
は
こ
の
後
さ
ら
に
、
自
分
の
清
造

へ
の
こ
だ
わ
り
ぶ
り
に

つ
い
て

一
そ
の
証
拠
に
、
こ
の
部
屋
は
ど
う
だ
。
こ
ん
な
風
通
し
の

悪
い
、
豚
小
屋
の
よ
う
な
八
畳

一
間
の
壁
に
も
清
造
の
自
筆
書
簡
額

を
二
面
ま
で
か
か
げ
、
至
る
と
こ
ろ
に
そ
の
原
稿
や
ら
葉
書
や
ら
写

槙
や
ら
を
飾

っ
て
、
あ
く
ま
で
も
自
分
の
為
の

〃展
示
〃
を
し
て
い

る
」
と
自
嘲
気
味
に
語
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
自
嘲
を
乗
り
越
え

て
彼
は
あ
ら
た
な
確
信
を
得
る
の
で
あ
る
。
清
造
の
著
作
を
収
集
し

読
み
ふ
け
っ
た
の
は
た
し
か
に
意
味
が
あ
っ
た
。
墓
標
に
し
て
も
単

な
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
は
な
い
、
と
い
う
。
「
こ
の
墓
標
は
、
今
し

ば
ら
く
の
自
分
の
心
の
支
え
と
し
て
必
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最

初

の
展
墓

の
際
、
墓
前
で
決
意
し
た
こ
と
を
貫
け
る
か
ど
う
か
の
、

こ
れ
以
上
に
な
い
監
視
哺
と
も
な
る
」
。

西
村
は
こ
こ
で
明
確
な
線
を
引
く
。
「鉄
道

マ
ニ
ア
」
に
よ
る
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
の
収
集
は
、
生
き
る
必
然
と
は
か
か
わ
ら
な
い
気
楽
な

趣
味
の
よ
う
な
も
の
だ
。
対
し
て
、
清
造
の
菓
標
は
自
分
の

「心
の

，
デ
１
　
１
‐
ム
′「――
「
‐′，
「　
―
．「
‘
＝
１
‐
１
，日
¨
“Ｔ
，
１
，
‐‐
「
め
―
ム
，‐
　̈
，′

し
か
に
主
人
公
に
は
―

‐
そ
し
て
西
村
に
も
―

―切
羽
詰
ま

っ
た
も

の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
切
羽
詰
ま
り
方

の
構
造
に
は
、
実
は

「鉄
道

マ
ニ
ア
」

の
心
境
と
大
い
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
思

え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

時
刻
表
の
よ
う
に
小
説
を
書
く

「墓
前
生
活
」
中
の
■
鉄
道
マ
ニ
ア
」

へ
の
言
及
は
、
単
な
る
喩
え

と
も
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
西
村
作
品
の
主
人
公
に
は
鉄

道

マ
ニ
ア
的
な
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
「療
疲
旅
行
」
に
は
窓
際

の

席
を
求
め
る
あ
ま
り
、
同
棲
中
の
女
性
と
前
後
の
席
に
座
る
主
人
公

が
描
か
れ
る
が
、
そ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
限
ら
ず
、
よ
り
深
い
と

こ
ろ
に
こ
の
特
徴
は
確
認
で
き
る
。

あ
ら
た
め
て
文
学
と
旅
行
の
関
係
を
振
り
返

っ
て
お
こ
う
。
も
と

も
と
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
源
流
に
は
紀
行
文
学
が
あ

っ
た
。
近
代
小
説

の
基
礎
を
築
い
た
と
言
わ
れ
る
ダ

ニ
エ
ル

・
デ

フ
オ
ー
の

『
ロ
ビ
ン

ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
や
こ
の
連
載
で
も
扱

っ
た
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス

ウ
ィ
フ
ト
の

『ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』
な
ど
も
、
当
時
人
気
を
博
し

て
い
た
旅
行
記
を
お
手
本
に
し
て
い
る
。　
一
寸
先
は
闇
、
ど
ん
な
出

会
い
が
待

っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
遠
方

へ
の
旅
は
、
物

語
的
な
波
乱
を
取
り
入
れ
る
の
に
都
合
が
い
い
だ
け
で
な
く
、
″真

相
探
求
〃
と
い
う
構
造
も
組
み
込
み
や
す
い
。
遠
く

へ
、
奥

へ
、
と

旅
を
進
め
る
こ
Ｌ
は
お
の
ず
と
印
己
発
見
に
も
つ
な
が
る
。
小
説
と

―１１『
――
「‐――
一ロ
ー
，
Ｆ
・ち
口＝
‐―
＝
‐「
」
」
●
′′

と

い

急
速

に

一遅

力｀

あ

る

鉄
道

は

あ

ら

か

め
敷
設
さ

す

のら

で

クレら

`こ

て

ら

すか

て

′ヽミ

き上

の

場
合
、
夕1

車
の

運
行

は
自

分

の

自

は

な

ず

あ

め

フ」
車
の

車
体
も

山
崎
正

不ロ

言
葉

を

借
り

れ
ま゙

れ

は

「
近

代

国

家

統

象

決
め

時
刻
表

従
う

か

な

も

そ

の

場

あ

えヽ

た

とよ
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つ道

ま

さ

の

窮
屈
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そ

の

も
の

を

楽

む

血
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自
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る
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ど

も

行
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け
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わ

は
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も

汽
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用

事

が
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ど

汽

車
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乗

大

阪

行
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よ
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心

そ

の

の

I

ん

務 ↓これ うス々
事

用
事

は

目

的

向
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た

行
程

を
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れ

時
刻
、
駅
名
、
列
車
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が
明
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さ
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読
み
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道
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あ
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る
移
動
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で
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目
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ま
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道

の

旅
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設
置
済
み

の

拠

も
の

な

の

あ

る

も

用
事

か

逃
れ

る

き

な

汽
車

乗
る

は

も
時
間

も
手
段
も

て

力｀

あ

ら

め

そ

あ

る

向
や
路
線
、
時
間
、

そ

行
き

先
を
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定
さ

せ

る

だ

そ

た
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は
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