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歌
声
喫
茶
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
昭
和
30
年
前

後
、
当
時
の
若
者
の
間
で
大
流
行
し
て
い
た
、

合
唱
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
喫
茶
店
だ
。
半
世
紀

以
上
の
時
が
過
ぎ
、
今
で
は
す
っ
か
り
姿
を
潜
め
た

歌
声
喫
茶
は
、
歌
声
「
列
車
」
に
姿
を
変
え
て
、
各

地
の
街
を
走
り
始
め
て
い
る
と
い
う
。

そ
ん
な
歌
声
列
車
が
走
る
路
線
の
一
つ
に
、
小
湊

鐵
道
が
あ
る
。
2
カ
月
に
1
度
の
運
行
が
毎
回
、
満

員
御
礼
に
な
る
ほ
ど
の
人
気
を
誇
る
小
湊
鐵
道
の
歌

声
列
車
を
体
験
す
べ
く
、
ま
ず
は
運
営
ス
タ
ッ
フ
の

事
前
打
ち
合
わ
せ
に
お
邪
魔
す
る
。

18
回
目
の
歌
声
列
車

小
湊
鐵
道
の
歌
声
列
車
は
、
合
唱
サ
ー
ク
ル
「
い

ち
う
た
グ
ル
ー
プ
」
の
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
が
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
運
営
し
て
い
る
。
普
段
は
公
民
館
な
ど

で
活
動
し
て
い
る
が
、「
小
湊
鐵
道
の
集
客
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
か
」
と
歌
声
列
車
の
運
行
を
持
ち

掛
け
、
以
来
今
回
で
18
回
目
（
４
月
15
日
取
材
時
）

に
な
る
。

本
日
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
総
合
司
会
の
清
水
さ
ん
、

ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
徳
永
さ
ん
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
兼

リ
ズ
ム
担
当
の
安
藤
さ
ん
、
キ
ー
ボ
ー
ド
の
大
久
保

さ
ん
に
ビ
デ
オ
撮
影
の
金
谷
さ
ん
、
小
湊
鐵
道
の
中

村
さ
ん
も
添
乗
す
る
。
主
催
の
平
さ
ん
は
体
調
不
良

で
不
参
加
と
い
う
こ
と
だ
が
、
18
回
目
と
も
な
れ
ば

ス
タ
ッ
フ
も
慣
れ
た
も
の
。
全
体
の
進
行
や
初
参
加

者
へ
の
配
慮
事
項
、
お
手
洗
い
の
時
間
な
ど
を
確
認

す
る
と
、
出
発
ま
で
ま
だ
１
時
間
近
く
あ
る
の
に
、

「
さ
あ
、
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
ホ
ー
ム
へ
向
か
う
。

ま
だ
ま
だ
誰
も
来
て
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
き
や
、

発
着
駅
の
五
井
駅
ホ
ー
ム
に
は
参
加
者
ら
し
い
人
が

チ
ラ
ホ
ラ
。「
歌
声
列
車
」
の
ヘ
ッ
ド
マ
ー
ク
を
付

け
た
列
車
も
ゆ
っ
く
り
と
入
線
し
て
く
る
。

今
日
の
列
車
は
、
乗
客
が
増
え
る
花
の
季
節
と
い

う
こ
と
で
３
両
に
増
や
さ
れ
た
通
常
車
両
に
、
さ
ら

に
「
歌
声
列
車
」
１
両
が
連
結
さ
れ
た
４
両
編
成
。

通
常
１
両
か
２
両
で
運
行
さ
れ
て
い
る
小
湊
鐵
道
で

４
両
編
成
は
と
て
も
珍
し
く
、「
今
回
の
『
歌
声
』

は
豪
華
版
」
と
の
こ
と
。
せ
っ
か
く
だ
か
ら
と
、
あ

ち
こ
ち
写
真
を
撮
る
う
ち
に
、
歌
声
列
車
は
満
席
に

な
り
、
歌
が
始
ま
る
。

出
発
前
の
歌
は
「
発
声
練
習
」。
着
流
し
に
赤
い

鉢
巻
、
た
す
き
掛
け
の
清
水
さ
ん
が
別
名
「
笑
レ
ク
」

を
名
乗
っ
て
、
参
加
者
の
気
分
を
盛
り
上
げ
、
歌
声

を
引
き
出
す
。「
歌
い
足
り
な
い
気
分
に
さ
せ
た
ら
、

申
し
訳
が
な
い
」
か
ら
、
発
声
練
習
も
念
入
り
だ
。

一
般
の
乗
客
た
ち
が
不
思
議
そ
う
に
車
内
を
の
ぞ

き
込
ん
だ
り
、
携
帯
で
写
真
を
撮
っ
た
り
す
る
間
も

歌
声
は
途
切
れ
ず
続
き
、
定
刻
通
り
に
列
車
は
出
発
。

昭
和
歌
謡
に
声
を
合
わ
せ
る

発
車
後
の
最
初
の
歌
は
大
抵
「
高
原
列
車
は
行

く
」。「
さ
あ
行
く
ぞ
っ
て
、
気
分
が
一
番
高
ま
る
歌
」

な
ん
だ
と
か
。
十
分
な
発
声
練
習
の
お
か
げ
か
、
最

初
の
歌
で
も
声
が
バ
ラ
つ
く
こ
と
は
な
く
、
き
れ
い

に
揃そ
ろ

っ
た
歌
声
が
車
内
を
満
た
す
。「
修
学
旅
行
」

「
青
春
の
城
下
町
」「
絶
唱
」「
美
し
い
十
代
」
…
…
。

軽
快
な
進
行
の
下
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
順
調
に
進
む
。

「
知
っ
て
る
曲
が
あ
っ
た
ら
、
一
緒
に
歌
い
ま

し
ょ
う
」
と
、
お
誘
い
を
い
た
だ
い
て
は
い
た
け
れ

ど
、
曲
目
は
懐
か
し
の
昭
和
歌
謡
が
中
心
で
、
残
念

向かって右から、清水（笑レク）さん、小湊鐵道の中村さん、徳永さん、
安藤さん、大久保さん

小湊鐵道株式会社
連
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菜
の
花
に
彩
ら
れ
た
沿
線
を
、

歌
声
に
彩
ら
れ
た
列
車
が
走
る
。

昭
和
歌
謡
が
響
き
渡
る
車
内
に
は
、

往
年
の
若
者
た
ち
が
笑
顔
で
集
う
。

小湊鐵道
【こみなとてつどう】

ＪＲと連絡する五井駅から上総中野駅まで、
18駅 39.1キロを約70分で結ぶ。「歌声列
車」や「懐石料理列車」「サイクルトレイン」
など、年間を通してさまざまなイベント列車
を運行している。

内房線

いすみ鉄道線

上総牛久

上総村上

上総鶴舞

高滝

上総大久保

飯給

養老渓谷

上総中野

五井
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な
が
ら
私
（
筆
者
）
に
は
難
し
い
。

観
客
に
徹
し
て
車
内
を
見
渡
す
と
、
参
加
者
の
９

割
以
上
は
60
〜
70
歳
代
と
見
ら
れ
る
女
性
た
ち
。

「
何
回
参
加
し
た
か
忘
れ
ち
ゃ
う
く
ら
い
、
参
加
し

て
い
る
」
と
い
う
人
も
い
れ
ば
、
初
参
加
と
い
う
人

も
い
る
は
ず
だ
け
れ
ど
、
出
発
か
ら
30
分
、
す
っ
か

り
馴
染
ん
で
区
別
が
つ
か
な
い
。
リ
ピ
ー
タ
ー
も
初

心
者
も
、
楽
し
そ
う
に
声
を
合
わ
せ
る
。

歓
声
の
先
に
見
え
る
の
は
？

ふ
と
気
が
つ
く
と
、
車
窓
に
は
点
々
と
菜
の
花
。

ふ
ん
わ
り
と
し
た
春
の
日
差
し
の
下
、
の
ど
か
な
景

色
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
景
色
を
見
逃
す
の
は

も
っ
た
い
な
い
な
あ
と
思
っ
て
い
る
と
、「
そ
ろ
そ

ろ
飯い
た
ぶ給
駅
で
す
よ
。
こ
こ
か
ら
先
は
桜
と
菜
の
花
が

き
れ
い
で
す
よ
」
と
、
す
か
さ
ず
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
入

る
。
ま
っ
た
く
車
窓
に
目
が
向
い
て
い
な
か
っ
た
参

加
者
も
、
歌
い
な
が
ら
視
線
を
外
へ
。

小
湊
鐵
道
さ
ん
の
心
遣
い
で
、
列
車
が
徐
行
を
始

め
た
ポ
イ
ン
ト
に
は
、
一
面
の
菜
の
花
。
こ
う
な
る

と
、
さ
す
が
の
歌
声
も
歓
声
に
代
わ
り
、
カ
メ
ラ
を

片
手
に
総
立
ち
で
窓
に
か
じ
り
つ
く
。

「
あ
れ
見
て
、
す
ご
い
」。
花
へ
の
歓
声
と
は
少
し

雰
囲
気
の
違
う
声
音
に
目
を
凝
ら
す
と
、
菜
の
花
畑

の
向
こ
う
側
に
は
鉄
道
フ
ァ
ン
ら
し
き
人
々
が
ず
ら

り
。
駅
周
辺
は
も
ち
ろ
ん
、
線
路
沿
い
の
あ
ち
こ
ち

に
も
、
カ
メ
ラ
を
構
え
た
人
の
姿
が
続
い
て
い
る
。

沿
線
に
鉄
道
フ
ァ
ン
を
見
か
け
る
の
は
よ
く
あ
る
こ

と
だ
が
、
こ
れ
ほ
ど
多
い
の
は
珍
し
い
。

外
側
か
ら
は
桜
と
菜
の
花
に
囲
ま
れ
て
走
る
小
湊

鐵
道
、
内
側
か
ら
は
一
面
の
菜
の
花
畑
に
ず
ら
り
と

並
ぶ
鉄
道
フ
ァ
ン
の
姿
。
内
か
ら
外
か
ら
、
写
真
を

撮
り
合
い
列
車
は
進
む
。

歌
い
足
り
な
い
わ
け
が
な
い

小
湊
鐵
道
の
終
着
駅
、
上か
ず
さ総
中
野
駅
で
折
り
返
し

た
歌
声
列
車
は
、
束
の
間
の
小
休
憩
を
挟
ん
で
後
半

戦
へ
。
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
た
軽
い
ス
ト
レ
ッ
チ
や
ア

コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
徳
永
さ
ん
に
よ
る
手
話
を
交
え
た

歌
の
コ
ー
ナ
ー
な
ど
も
織
り
交
ぜ
て
、
参
加
者
を
飽

き
さ
せ
な
い
。

列
車
が
五
井
駅
の
１
つ
手
前
、
上
総
村
上
駅
を
出

発
す
る
と
、
最
後
の
曲
「
リ
ン
ゴ
の
唄
」
が
始
ま

る
。
こ
の
曲
が
終
わ
る
と
同
時
に
五
井
駅
に
到
着
す

る
の
が
通
例
だ
と
か
。
そ
ん
な
に
上
手
く
納
ま
る
も

の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
最
後
の
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り

返
し
、
停
車
と
同
時
に
ぴ
た
り
と
終
了
。
ホ
ー
ム
に

降
り
て
も
、
す
ぐ
に
は
終
わ
ら
ず
、
お
約
束
の
「
お

ま
け
」
が
3
曲
。
歌
う
姿
は
人
目
を
引
い
て
、
向
か

い
の
Ｊ
Ｒ
の
ホ
ー
ム
か
ら
も
拍
手
が
届
く
。

「
お
ま
け
」
の
最
後
に
歌
う
の
は
、「
今
日
の
日
は

さ
よ
う
な
ら
」。
歌
声
は
寂
し
さ
よ
り
も
、
達
成
感

に
あ
ふ
れ
て
聴
こ
え
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
往
復

約
2
時
間
半
、
出
発
前
の
「
発
声
練
習
」
に
到
着
後

の
「
お
ま
け
」
を
含
め
た
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
３
時

間
を
軽
く
越
え
る
。
歌
い
足
り
な
い
わ
け
が
な
い
。

満
足
そ
う
に
「
さ
よ
う
な
ら
」
を
歌
う
顔
を
見
れ

ば
、
参
加
し
た
日
に
次
の
回
の
予
約
を
し
て
い
く
人

や
、
１
年
分
の
予
約
を
す
で
に
入
れ
て
い
る
人
が
い

る
の
も
う
な
ず
け
る
。

そ
れ
で
は
、「
今
日
の
日
は
さ
よ
う
な
ら
」、
き
っ

と
す
ぐ
来
る
「
ま
た
会
う
日
」
ま
で
。

満席の車内には、昭和歌謡が響き渡るヘッドマークの付いた車両が「歌声列車」

ホームに降りても歌い続ける

車窓には一面の菜の花と、たくさんの鉄道ファン沿線の鉄道ファンが狙っているのは、こんな光景
（写真：小湊鐵道）


