
　
筆
者
は
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
の
「
旅
チ
ャ
ン
ネ

ル
」
の
番
組
「
秘
境
駅
の
旅
」
を
愛
好
し

て
い
る
。
秘
境
駅
と
無
人
駅
は
同
一
で
は

な
い
が
、
現
在
、
日
本
に
は
駅
数
全
体
の

ほ
ぼ
半
分
に
相
当
す
る
四
五
六
四
の
無
人

駅
が
あ
り
、
多
数
は
秘
境
駅
で
あ
る
。
一

日
に
数
本
し
か
列
車
が
停
車
し
な
い
無
人

駅
も
数
多
く
存
在
す
る
が
、
人
口
の
都
市

集
中
、
道
路
整
備
の
進
展
、
自
家
用
車
の

普
及
な
ど
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
現
場
を

番
組
で
視
聴
す
る
と
、
明
治
時
代
以
来
、

日
本
が
津
々
浦
々
に
発
展
し
て
い
っ
た
時

代
を
想
起
さ
せ
る
。

　
し
か
し
、
す
べ
て
が
消
滅
の
方
向
に
あ

る
わ
け
で
は
な
く
、
新
規
の
付
加
価
値
を

追
加
し
て
存
続
し
て
い
る
無
人
駅
も
数
多

く
存
在
す
る
。
Ｊ
Ｒ
釧せ
ん

網も
う

本
線
の
斜
里
と

網
走
の
中
間
に
あ
る
止や
む

別べ
つ

の
駅
舎
に
は

営
々
と
津
々
浦
々
ま
で
増
加
さ
せ
て
き
た

学
校
が
減
少
に
方
向
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

　
校
舎
が
残
存
し
て
い
る
の
は
約
七
四
〇
〇

校
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
七
五
％
は
利
用
さ

れ
て
い
る
。
北
海
道
小
清
水
町
に
あ
っ
た

北
陽
小
学
校
は
地
元
の
農
水
産
品
を
菓
子

に
加
工
す
る
工
場
と
し
て
再
生
さ
れ
、
見

学
可
能
で
あ
る
し
、
立
派
な
時
計
台
の
あ 

る
建
物
は
観
光
施
設
に
も
な
っ
て
い
る
。

高
知
県
室
戸
市
に
あ
っ
た
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
三
階
建
て
の
椎
名
小
学
校
は

二
〇
〇
六
年
に
廃
校
に
な
っ
た
が
、
屋
外

プ
ー
ル
だ
け
で
は
な
く
内
部
に
も
水
槽
を

設
置
し
た
水
族
館
に
再
生
さ
れ
、
人
気
施

設
に
な
っ
て
い
る
。

新
規
の
役
割
に
変
貌
す
る

空
家

　
国
内
の
空
家
の
戸
数
は
一
九
六
三
年
に

は
五
二
万
戸
で
あ
っ
た
が
、
年
々
増
加
し

て
二
〇
一
八
年
に
は
八
四
六
万
戸
に
ま
で

「
ラ
ー
メ
ン
き
っ
さ 

え
き
ば
し
ゃ
」
が 

開
店
し
て
お
り
、
鉄
道
旅
客
よ
り
も
自
転

車
旅
行
者
に
人
気
が
あ
る
。
盛
岡
と
宮
古

を
接
続
す
る
Ｊ
Ｒ
山
田
線
の
上か
み

米よ

内な
い

駅
は

一
日
に
数
本
し
か
列
車
が
停
車
し
な
い
無

人
駅
で
あ
る
が
、
駅
舎
内
部
は
漆
工
房
と

喫
茶
店
に
改
装
さ
れ
、
地
元
の
人
々
の
交

流
場
所
に
も
な
っ
て
い
る
。

域
外
の
人
々
を
魅
了
す
る

廃
校

　
人
口
の
減
少
に
よ
っ
て
同
様
に
急
増
し

て
い
る
の
が
廃
校
で
あ
る
。
小
学
校
、
中
学

校
、
高
等
学
校
は
一
九
五
五
年
に
は
全
国

に
約
四
万
五
〇
〇
〇
校
が
存
在
し
て
い
た

が
、
二
〇
二
〇
年
に
は
約
三
万
五
〇
〇
〇

校
に
な
り
、
六
五
年
間
で
一
万
校
が
消
滅

し
た
。
児
童
の
減
少
と
都
会
へ
の
人
口
流

出
が
主
要
な
原
因
で
あ
る
。
政
府
に
よ
る

明
治
五
年
の
「
邑む
ら

に
不
学
の
戸
な
く
、
家

に
不
学
の
人
な
か
ら
し
め
ん
」
の
方
針
で

増
加
し
た
。
比
率
は
住
宅
全
体
の
一
四
％

に
な
り
、
半
世
紀
強
で
一
六
倍
に
増
加
し

た
こ
と
に
な
る
が
、
同
一
の
期
間
に
住
宅

の
戸
数
は
三
倍
の
増
加
で
し
か
な
い
か
ら

異
常
な
事
態
で
あ
る
。
空
家
が
放
置
さ
れ

る
と
犯
罪
へ
の
利
用
、
放
火
の
危
険
、
倒

壊
の
危
機
、
ゴ
ミ
の
投
棄
な
ど
の
場
所
に

な
り
、
個
人
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
地

域
社
会
の
問
題
に
拡
大
し
て
い
く
。

　
そ
こ
で
空
家
を
有
効
利
用
す
る
事
例
が

次
々
と
登
場
し
て
き
た
。
茨
城
県
（
旧
）

里
美
村
で
は
、
歴
史
の
あ
る
民
家
を
会
員

制
の
宿
泊
施
設
に
利
用
し
て
い
る
。
三
重

県
伊
勢
市
で
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
由
緒
あ

る
商
家
を
改
修
し
て
喫
茶
店
や
美
容
院
を

開
店
す
る
斡あ
っ

旋せ
ん

を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
過

疎
地
域
だ
け
で
は
な
く
、
都
心
に
も
有
効

利
用
の
事
例
が
登
場
し
て
お
り
、
東
京
の

都
心
に
あ
る
企
業
の
社
宅
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
た
集
合
住
宅
を
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ

ネ
ス
対
象
の
オ
フ
ィ
ス
に
し
た
成
功
事
例

も
あ
る
。

銭
湯
も

地
域
の
拠
点
と
し
て
再
生

　
筆
者
の
子
供
時
代
は
自
宅
に
風
呂
が
あ

る
。
東
京
で
説
明
す
れ
ば
、
物
理
環
境
は

大
森
貝
塚
が
代
表
す
る
先
史
時
代
か
ら
、

太お
お

田た

道ど
う

灌か
ん

が
構
築
し
た
一
五
世
紀
の
江

戸
、
そ
れ
を
継
承
し
て
発
展
さ
せ
た
徳
川

家
康
に
よ
る
江
戸
、
そ
し
て
明
治
以
後
の

政
府
が
整
備
し
て
き
た
東
京
が
積
層
し
て

い
る
。
精
神
環
境
に
つ
い
て
は
現
在
で
も

江
戸
時
代
の
地
名
が
継
承
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
何
層
も
の
文
化
に
よ
り
形
成
さ
れ

て
い
る
。

　
し
か
し
、
過
去
に
は
戦
争
や
開
発
に
よ

り
積
層
は
何
度
も
破
壊
さ
れ
て
き
た
。
今

回
紹
介
し
た
事
例
は
単
純
な
懐
古
趣
味
で

都
市
の
要
素
が
再
生
保
存
さ
れ
た
の
で
は

な
く
、
地
域
の
文
化
の
断
絶
を
防
止
し
た

快
挙
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
世
界
の
創

業
二
〇
〇
年
以
上
の
企
業
の
六
割
が
日
本

に
存
在
す
る
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
蓄
積

を
保
存
す
る
文
化
の
成
果
で
あ
る
。
消
滅

寸
前
の
施
設
を
再
生
す
る
活
動
は
文
化
の

継
承
と
理
解
し
、
皆
様
の
企
業
が
長
寿
企

業
と
な
る
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
光

栄
で
あ
る
。

る
家
庭
は
例
外
で
銭
湯
を
利
用
す
る
の
が

普
通
で
あ
り
、
地
方
か
ら
東
京
の
大
学
へ

進
学
し
た
時
代
も
銭
湯
を
利
用
し
て
い

た
。
そ
の
銭
湯
は
一
九
六
八
年
が
頂
点
で

全
国
に
一
万
八
〇
〇
〇
軒
が
存
在
し
て
い

た
が
、
以
後
は
減
少
一
途
で
現
在
で
は
十

分
の
一
し
か
存
在
し
な
い
。
説
明
す
る
ま

で
も
な
い
が
家
庭
に
浴
室
が
普
及
し
た

上
、
入
浴
料
金
は
都
道
府
県
が
設
定
す
る

上
限
が
あ
る
の
で
、
自
由
に
料
金
が
設
定

で
き
な
い
影
響
も
あ
る
。

　
香
川
県
多
度
津
町
で
も
大
正
末
期
創
業

の
「
清
水
温
泉
」
が
平
成
初
期
に
廃
業
し

た
が
、
地
域
で
民
家
再
生
活
動
を
し
て
い

た
人
々
が
風
情
の
あ
る
建
物
の
外
観
を
維

持
し
て
「
藝
術
喫
茶 

清
水
温
泉
」
と
し

て
復
活
さ
せ
た
。
廃
業
し
た
銭
湯
を
魅
力

あ
る
銭
湯
と
し
て
復
活
さ
せ
た
事
例
も
あ

る
。
京
都
に
戦
前
か
ら
あ
る
「
鴨
川
湯
」

が
二
〇
二
二
年
に
休
業
し
た
が
、
こ
れ
ま

で
い
く
つ
か
の
銭
湯
を
復
活
さ
せ
て
き
た

実
績
の
あ
る
京
都
の
会
社
が
、
歴
史
あ
る

風
情
を
維
持
し
た
ま
ま
復
活
さ
せ
た
。

　
現
在
、
わ
れ
わ
れ
が
生
活
し
て
い
る
環

境
は
、
何
層
も
の
物
理
環
境
と
何
代
も
の

精
神
環
境
の
積
層
の
上
部
に
存
在
し
て
い
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地
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『
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に
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Ａ
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