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民鉄 　紀行 小田急電鉄・メトロはこね
［北千住～箱根湯本］

１
本
の
電
車
の
存
在
が
見
な
れ
た
風
景
を
ガ
ラ
リ
と
変

え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

土
曜
日
の
朝
、
電
車
を
待
つ
客
で
混
み
合
う
北
千
住
駅

の
東
京
メ
ト
ロ
千
代
田
線
ホ
ー
ム
。
そ
こ
に
フ
ェ
ル
メ
ー

ル
ブ
ル
ー
の
ボ
デ
ィ
に
バ
ー
ミ
リ
オ
ン
オ
レ
ン
ジ
の
帯
が

入
っ
た
車
両
が
す
べ
り
こ
む
と
、
待
っ
て
い
た
若
い
男
性

や
少
年
た
ち
は
「
お
お
っ
」
と
歓
声
を
あ
げ
、
い
っ
せ
い

に
携
帯
電
話
や
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
を
た
き

シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
る
。

小
田
急
の
新
型
ロ
マ
ン
ス
カ
ー
６
０
０
０
０
形
Ｍ
Ｓ
Ｅ

通
称
「
青
い
ロ
マ
ン
ス
カ
ー
」
は
さ
わ
や
か
な
空
色
の
、

セ
レ
ブ
感
あ
ふ
れ
る
電
車
だ
。

Ｍ
Ｓ
Ｅ
の
格
別
な
“
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
”

現
在
Ｍ
Ｓ
Ｅ
は
、
平
日
は
朝
夜
の
通
勤
特
急
と
し
て
北

千
住
～
本
厚
木
・
唐
木
田
間
を
「
メ
ト
ロ
さ
が
み
」「
メ
ト

ロ
ホ
ー
ム
ウ
ェ
イ
」
の
列
車
名
で
運
行
し
、土
休
日
は
「
メ

ト
ロ
は
こ
ね
」
の
名
で
北
千
住
か
ら
箱
根
湯
本
ま
で
を
主

に
運
行
す
る
。
こ
の
他
に
も
季
節
に
あ
わ
せ
て
臨
時
特
急

が
運
行
さ
れ
て
い
る
。

全
席
指
定
の
ロ
マ
ン
ス
カ
ー
特
急
券
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

や
携
帯
電
話
で
予
約
購
入
が
で
き
る
し
、
空
席
が
あ
れ
ば

当
日
に
ホ
ー
ム
の
券
売
機
で
気
軽
に
買
う
こ
と
も
で
き
る
。

私
は
土
曜
の
朝
に
「
メ
ト
ロ
は
こ
ね
」
に
乗
車
し
た
。

ホ
ー
ム
に
残
る
人
々
の
羨
望
の
ま
な
ざ
し
を
受
け
な
が

ら
車
内
に
入
る
と
、
室
内
の
木
目
調
イ
ン
テ
リ
ア
と
Ｌ
Ｅ

Ｄ
式
照
明
が
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
の
よ
う
な
落
ち
着
い
た
高

級
感
を
漂
わ
せ
て
い
た
。

す
ぐ
後
ろ
の
席
の
20
代
カ
ッ
プ
ル
の
男
性
は
「
こ
の
電

車
は
カ
ッ
コ
い
い
よ
ね
」
と
言
い
、
女
性
は
「
中
が
ス
テ

キ
ね
」
と
答
え
て
い
た
。
そ
れ
だ
。「
カ
ッ
コ
よ
く
て
ス
テ

キ
」
と
い
う
の
が
こ
の
電
車
の
魅
力
で
あ
ろ
う
。

北
千
住
を
出
発
し
、
大
手
町
、
霞
ヶ
関
、
表
参
道
と

と
停
車
す
る
た
び
に
乗
客
が
増
え
て
車
内
は
に
ぎ
や
か
に

な
っ
て
く
る
。
観
光
の
乗
客
が
多
い
の
で
み
な
さ
ん
車
内

販
売
の
缶
ビ
ー
ル
を
飲
ん
だ
り
お
し
ゃ
べ
り
し
た
り
で
楽

し
そ
う
だ
。
旅
は
目
的
地
へ
着
く
ま
で
に
過
ご
す
時
間
も

大
事
で
あ
り
、
ム
ー
ド
の
良
い
電
車
は
旅
気
分
を
お
お
い

に
盛
り
上
げ
て
く
れ
る
。

城
下
町
・
小
田
原
を
歩
く

く
つ
ろ
い
だ
快
適
な
旅
を
１
０
４
分
、
目
的
地
の
小
田

原
駅
へ
着
い
た
。

大
学
卒
業
後
、
メ
ー
カ
ー
に
勤
め
て
い
た
頃
に
工
場
や

駅
前
ス
ト
ア
に
何
度
か
仕
事
で
来
た
こ
と
は
あ
る
が
、
小

田
原
の
町
を
ゆ
っ
く
り
ま
わ
る
の
は
初
め
て
だ
。

駅
構
内
の
観
光
案
内
所
で
地
図
や
資
料
を
も
ら
い
、
ま

ず
は
町
の
シ
ン
ボ
ル
小
田
原
城
を
見
よ
う
と
駅
か
ら
近
い

城
址
公
園
を
め
ざ
し
た
。

戦
国
大
名
北
条
氏
が
居
城
と
し
た
小
田
原
城
は
、
江
戸

時
代
に
は
徳
川
家
家
臣
な
ど
が
住
み
、
明
治
の
御
用
邸
時

代
を
経
て
、
昭
和
の
戦
後
に
天
守
閣
が
復
興
さ
れ
た
。
そ

び
え
立
つ
天
守
閣
は
雄
大
な
姿
で
、
本
丸
の
正
門
で
あ
る

常
盤
木
門
も
堂
々
と
し
て
い
る
。

城
の
ふ
も
と
に
は
二
宮
金
次
郎
（
尊
徳
）
を
祀
る
「
報
徳

二
宮
神
社
」
が
あ
る
。
初
め
て
知
っ
た
が
、
薪
を
背
負
い

書
物
を
読
む
少
年
・
二
宮
金
次
郎
は
小
田
原
出
身
な
の
だ
。

幕
末
に
農
家
で
生
ま
れ
た
金
次
郎
は
小
田
原
藩
や
幕
府

コンフォート感を楽しむMSE、電車の旅。

東京メトロに乗り入れるロマンスカー、ＭＳＥ。
ハッとするような存在感の色とフォルム。
平日の通勤時間、休日の観光のひとときがＭＳＥで変わる。
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民鉄 　紀行
に
仕
え
飢
饉
に
苦
し
む
人
々
を
救
い
、
各
地
の
農
村
復
興
、

財
政
立
て
直
し
の
功
績
を
た
て
た
。
彼
の
「
至し

誠せ
い

（
ま
ご

こ
ろ
）」
や
「
一い

ち
え
ん
か
ん

円
観
（
も
の
ご
と
を
多
角
的
に
と
ら
え
る

視
野
）
を
も
ち
万
人
が
争
う
こ
と
な
く
幸
せ
に
暮
ら
せ
る

世
の
中
づ
く
り
」
と
い
う
考
え
は
現
代
で
も
大
切
だ
ろ
う
、

と
境
内
の
像
を
見
な
が
ら
思
っ
た
。

漁
港
ゆ
え
に
「
市
の
魚
」
も
制
定

お
昼
に
な
っ
た
の
で
、
和
食
屋
に
立
ち
寄
っ
た
。

働
き
者
の
ご
夫
婦
が
や
っ
て
い
る
繁
盛
し
て
い
る
店

だ
。
明
る
い
奥
様
の
心
配
り
が
料
理
と
一
緒
に
こ
ち
ら
の

心
を
温
か
く
し
て
く
れ
る
。「
天
ぷ
ら
定
食
の
ア
ジ
刺
身

つ
き
」
を
食
べ
た
が
、
新
鮮
で
と
て
も
美
味
し
か
っ
た
。

ア
ジ
は
小
田
原
市
の
「
市
の
魚
」
に
な
っ
て
い
る
。「
市

の
花
」
や
「
鳥
」
は
よ
く
見
聞
き
す
る
が
「
市
の
魚
」
が

制
定
さ
れ
て
い
る
の
は
珍
し
く
お
も
し
ろ
い
。

食
後
の
散
歩
が
て
ら
、
御
幸
の
浜
か
ら
小
田
原
漁
港
ま

で
ぶ
ら
ぶ
ら
す
る
。
雲
が
多
い
天
気
だ
が
早
春
の
海
は
波

が
光
り
、
海
鮮
料
理
の
食
堂
が
な
ら
ぶ
漁
港
は
観
光
客
や

地
元
の
人
々
で
活
気
が
あ
っ
た
。

　多
く
の
文
化
人
に
愛
さ
れ
た
温
暖
な
気
候

再
び
町
へ
戻
り
、町
歩
き
を
続
け
る
。こ
の
町
は
広
く
な

い
の
で
歩
き
や
す
い
。道
に
迷
っ
て
も
お
城
や
海
の
方
向
が

わ
か
れ
ば
自
然
と
行
き
た
い
と
こ
ろ
へ
た
ど
り
つ
け
る
。

訪
ね
た
の
は
西さ

い
か
ち

海
子
小こ

う
じ路
に
あ
る
「
小
田
原
文
学
館
」。

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
多
く
の
文
化
人
や
政
財
界
人
た

ち
が
温
暖
な
気
候
を
も
と
め
て
小
田
原
に
居
住
し
た
。
そ

の
面
影
が
偲
ば
れ
る
の
が
こ
の
高
級
住
宅
街
で
あ
る
。
道

の
名
の
「
西
海
子
」
は
木
の
名
だ
が
、
現
在
は
桜
の
並
木

通
り
だ
。
ス
ペ
イ
ン
風
洋
館
の
本
館
に
は
、
尾
崎
一
雄
、

谷
崎
潤
一
郎
、
北
原
白
秋
な
ど
小
田
原
出
身
や
ゆ
か
り
の

文
学
者
の
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

白
秋
は
小
田
原
に
住
ん
だ
８
年
間
に
『
赤
い
鳥
小
鳥
』

な
ど
代
表
的
な
童
謡
を
の
こ
し
た
。
純
和
風
建
築
の
別
館

「
白
秋
童
謡
館
」
で
は
童
謡
を
聴
い
て
楽
し
め
る
。
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
み
ご
と
な
建
築
や
庭
を
眺
め
な
が

ら
、
文
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
ひ
た
れ
る
場
所
だ
。

　か
ま
ぼ
こ
に
梅
干
し
、
工
芸
品
と
名
産
も
い
ろ
い
ろ

宿
場
町
、
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
小
田
原
は
、
職
人
の

町
で
も
あ
り
「
大
工
町
通
り
」
と
い
う
名
の
道
も
あ
る
。

名
産
の
か
ま
ぼ
こ
、
梅
干
し
、
和
菓
子
、
か
つ
お
ぶ
し

な
ど
を
売
る
店
は
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
店
構
え
で
、「
街
か

ど
博
物
館
」
に
選
ば
れ
て
い
る
所
は
見
学
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

工
芸
品
で
は
「
小
田
原
提
灯
」
が
有
名
だ
。
童
謡
『
お

猿
の
か
ご
や
』
の
サ
ル
が
ぶ
ら
下
げ
た
提
灯
だ
が
、
ほ
か

の
提
灯
よ
り
す
ぐ
れ
た
点
は
「
折
り
た
た
み
が
で
き
る
携

帯
性
」「
の
り
し
ろ
部
分
が
広
く
雨
や
水
で
も
は
が
れ
に
く

い
」「
昔
は
大
雄
山
の
霊
木
の
杉
を
使
い
御
守
り
の
役
目
も

あ
っ
た
」
の
３
点
。
提
灯
は
モ
ノ
作
り
に
こ
だ
わ
る
小
田

原
職
人
た
ち
の
心
意
気
を
伝
え
る
。
私
は
土
産
に
「
ち
ょ

う
ち
ん
最
中
」
を
買
っ
た
。

宿
場
町
の
も
て
な
し
の
心
と
城
下
町
の
プ
ラ
イ
ド
を
も

つ
小
田
原
は
、
日
本
人
が
今
の
き
び
し
い
時
代
を
生
き
ぬ

く
ヒ
ン
ト
を
た
く
さ
ん
再
発
見
で
き
る
旅
で
あ
っ
た
。

城下町の格式、旅人を迎えるもてなしの心。
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