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人
生
列
車 

  

今
年
の
冬
は
記
録
的
な
暖
冬
で
、

名
古
屋
で
は
２
月
に
な
っ
て
よ
う
や

く
初
雪
が
観
測
さ
れ
る
ほ
ど
で
し

た
。 

 

あ
ま
り
寒
く
な
い
冬
で
し
た
が
、

昔
か
ら
「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」

と
い
わ
れ
た
お
彼
岸
の
季
節
が
や
っ

て
き
ま
す
。
お
中
日
で
あ
る
春
分
の

日
は
昼
の
長
さ
と
夜
の
長
さ
が
ほ
ぼ

等
し
く
な
り
、
こ
れ
を
境
に
だ
ん
だ

ん
と
昼
の
時
間
が
長
く
な
っ
て
き
ま

す
。
ま
た
、
仏
教
行
事
と
し
て
の
「
お

彼
岸
」
は
、
こ
の
時
期
の
真
西
の
方

角
に
沈
む
太
陽
を
見
て
極
楽
浄
土
を

思
い
浮
か
べ
た
こ
と
か
ら
来
て
い
ま

す
。 

  

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
仏
様
の
お
ら
れ

る
極
楽
浄
土
は
西
に
あ
る
と
さ
れ
る

の
か
。
そ
れ
は
経
典
（『
阿
弥
陀
経
』

な
ど
）
に
書
い
て
あ
る
か
ら
な
の
で

す
が
、
極
楽
浄
土
こ
そ
私
た
ち
が
本

当
に
帰
る
べ
き
場
所
で
あ
る
こ
と
を

表
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
つ
ま

り
太
陽
が
沈
む
方
角
で
あ
る
西
と
人

生
の
終
着
点
を
重
ね
合
わ
せ
た
の
で

す
。 

 

し
か
し
、
私
た
ち
は
そ
の
終
着
点

を
な
る
べ
く
見
な
い
よ
う
に
し
て

「
今
」
だ
け
を
見
て
生
活
し
て
い
ま

す
。 そ

ん
な
人
生
を
送
る
私
た
ち
を
作

家
の
吉
川
英
治
は
列
車
の
乗
客
に
譬

え
て
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。 

「
発
車
駅
の
東
京
駅
も
知
ら
ず
、
横

浜
駅
も
覚
え
が
な
い
、
丹
那
ト
ン
ネ

ル
を
過
ぎ
た
頃
に
薄
目
を
あ
き
、
静

岡
あ
た
り
で
突
然
『
乗
っ
て
い
る
こ

と
』
に
気
づ
く
、
そ
し
て
名
古
屋
の

五
分
間
停
車
ぐ
ら
い
か
ら
ガ
ラ
ス
越

し
の
社
会
へ
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
し
初
め

『
こ
の
列
車
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
』

と
慌
て
出
す
。
も
し
そ
う
い
う
お
客

さ
ん
が
一
人
居
た
と
し
た
ら
、
辺
り

の
乗
客
は
吹
き
出
す
に
決
ま
っ
て
い

る
。
無
知
を
憐
れ
む
に
ち
が
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
人
生
列
車
は
、
全
部
の
乗

客
が
そ
れ
な
の
だ
」。 

 

人
生
の
終
着
点
が
は
っ
き
り
と
し

な
い
私
た
ち
。
い
よ
い
よ
人
生
が
半

ば
を
過
ぎ
る
よ
う
な
に
な
る
と
、
ど

こ
に
行
く
の
だ
ろ
う
か
と
慌
て
ふ
た

め
く
の
で
す
。 

 

私
た
ち
の
人
生
の
目
的
と
は
何

か
。
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
？
名
声
や
権

力
を
手
に
入
れ
る
こ
と
？
こ
れ
ら
は

ど
れ
だ
け
手
に
入
れ
よ
う
と
も
命
を

終
え
る
と
き
に
は
持
っ
て
い
く
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
つ
い
つ

い
そ
れ
ら
を
手
に
入
れ
る
こ
と
こ
そ

が
人
生
の
目
的
だ
と
錯
覚
し
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
私
の
人
生
を
飾
る

装
飾
品
で
あ
っ
て
も
目
的
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
よ
り
も
本
当
に
安
心

し
て
帰
っ
て
い
け
る
場
所
を
見
つ
け

る
こ
と
こ
そ
が
大
事
な
の
で
す
。
そ

う
な
れ
ば
「
ど
こ
に
行
く
の
だ
？
」

と
あ
た
ふ
た
す
る
こ
と
な
く
、
悠
々

と
人
生
を
旅
す
る
乗
客
と
な
る
の
で

す
。 自

分
は
ど
ん
な
人
生
列
車
の
乗
客

な
の
か
、
お
彼
岸
の
時
期
に
考
え
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
。 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

３
月
８
日
（
日
） 

 

春
季
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要 

 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡

大
の
懸
念
に
よ
り
、
ご
参
詣
を
お
控

え
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。
な
お
、
法
要
に
つ
い
て

は
住
職
は
じ
め
寺
族
に
て
お
勤
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

３
月
23
日
（
月
） 

上
宮
寺
講 

時
間
：
午
後
二
時
～ 

      

 

   

〇
３
月
８
日
の
「
春
の
お
彼
岸
・
永
代

経
法
要
」
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の

感
染
拡
大
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
上
記

の
よ
う
な
形
で
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
参
詣
を
楽
し
み
に
さ
れ
て
い

た
方
に
は
本
当
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

〇
４
月
１
日
～
４
日
、
東
本
願
寺
で
は

「
春
の
法
要
」
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。
京

都
に
行
か
れ
る
際
は
、
ぜ
ひ
東
本
願
寺

に
も
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。 

 

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
今
後
ど
う

な
っ
て
い
く
の
か
と
て
も
心
配
で
す
。

十
分
な
休
養
で
体
力
を
つ
け
、
手
洗
い

を
し
っ
か
り
し
て
感
染
し
な
い
よ
う
に

お
互
い
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。 

    

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

３
月
は
卒
園
式
や
卒
業
式
が
各
地
で

行
わ
れ
ま
す
。
我
が
家
で
も
長
男
が
大

学
を
、
長
女
が
中
学
を
卒
業
し
、
そ
れ

ぞ
れ
新
し
い
道
へ
歩
み
出
し
ま
す
。
中

学
の
卒
業
式
で
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
と
し
て

祝
辞
を
述
べ
る
予
定
で
し
た
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
カ
ッ
ト
。

話
が
長
く
な
る
と
嫌
が
ら
れ
る
の
で
短

く
端
的
に
と
頭
を
絞
っ
て
考
え
て
い
た

の
に
、
残
念
！
。
在
校
生
な
し
、
来
賓

な
し
、
卒
業
生
と
そ
の
保
護
者
の
み
の

寂
し
い
卒
業
式
に
な
り
そ
う
で
す
が
、

卒
業
生
は
す
ぐ
に
公
立
高
校
の
受
験
が

控
え
て
い
る
の
で
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。

早
く
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
も
収

束
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
の
で
す
が…

。 

 
 
 
 
 
 

 
 

（
住
職
記
） 

 

そ
の
他
の
行
事 

 

４
月
１
日
（
水
）
～
４
日
（
土
） 

京
都
・
東
本
願
寺 

「
春
の
法
要
」 

 

４
月
16
日
（
木
） 

名
古
屋
東
照
宮 

舞
楽
祭 

時
間
：
午
後
五
時
～
八
時
頃 

場
所
：
東
照
宮
広
前
（
中
区
丸
の
内
） 

※
雨
天
の
場
合
は
室
内 

拝
観
自
由 

徳
川
家
康
公
の
ご
命
日
の
前
夜
祭

と
し
て
舞
楽
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。 

          

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 

☏
０
５
２-

８
７
１-

０
５
４
７ 

【
参
加
者
募
集
】 

信
州
善
光
寺
・
北
向
観
音
巡
り 

６
月
17
日
（
水
）
～
18
日
（
木
） 

参
加
費 

３
万
７
千
円 

宿
泊
は
湯
田
中
温
泉 

全
行
程
食
事
つ
き
。 

定
員 

20
名 

詳
し
く
は
上
宮
寺
ま
で
。 


