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近
鉄
の
鮮
魚
列
車

真
紅
の
ボ
デ
ィ
に
白
の
ラ
イ
ン
。
行
先
表

示
に
「
鮮
魚
」
の
文
字
。
近
畿
日
本
鉄
道
大

阪
線
を
利
用
す
る
人
な
ら
、
早
朝
の
ラ
ッ

シ
ュ
時
、
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
こ
の
列
車

を
一
度
は
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

日
曜
日
と
祝
日
を
除
く
毎
日
一
往
復
、
伊
勢

志
摩
地
方
と
大
阪
と
を
結
ぶ
、
行
商
人
専
用

の
鮮
魚
列
車
。
鉄
道
フ
ァ
ン
の
間
で
は
つ
と

に
知
ら
れ
た
存
在
だ
が
、
今
や
全
国
で
唯
一

残
さ
れ
た
現
役
の
行
商
列
車
で
あ
る
。

平
日
朝
は
5
時
45
分
に
近
鉄
の
明
星
車
庫

を
出
車
し
、
い
っ
た
ん
下
り
方
向
へ
回
送

後
（
こ
の
際
に
伊
勢
市
駅
に
停
車
）、
宇
治

山
田
駅
を
6
時
1
分
に
出
発
。
松
阪
・
伊
勢

中
川
・
榊
原
温
泉
口
・
伊
賀
神
戸
・
桔
梗
が

丘
・
名
張
・
榛
原
・
桜
井
・
大
和
八
木
・
大

和
高
田
・
布
施
・
鶴
橋
な
ど
に
停
車
し
て
、

大
阪
上
本
町
に
8
時
58
分
に
到
着
す
る
。
夕

方
は
、
17
時
5
分
に
大
阪
上
本
町
を
出
発
。

行
き
と
同
様
に
い
く
つ
か
の
停
車
駅
を
経
て

松
阪
に
19
時
18
分
に
到
着
し
、
明
星
車
庫
に

戻
る
の
は
19
時
34
分
。
朝
夕
の
通
勤
時
間
帯

で
も
あ
り
、
密
に
組
ま
れ
た
ダ
イ
ヤ
の
中
を

縫
う
よ
う
に
走
っ
て
い
る
。

鮮
魚
列
車
の
登
場
は
、
昭
和
38
（
１
９
６

３
）
年
9
月
21
日
。
伊
勢
湾
沿
岸
の
漁
村
地

域
に
居
住
す
る
行
商
人
た
ち
で
結
成
さ
れ

た
、
伊
勢
志
摩
魚
行
商
組
合
連
合
会
の
貸
切

と
し
て
運
行
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
れ
以
前
か

ら
、
す
で
に
電
車
を
利
用
す
る
行
商
人
が
大

勢
い
て
、
一
般
乗
客
と
の
間
で
、
に
お
い
や

汚
れ
に
対
す
る
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
そ
こ

で
昭
和
38
年
2
月
に
行
商
人
の
組
合
が
結
成

さ
れ
、
近
鉄
と
の
交
渉
の
末
、
専
用
列
車
が

仕
立
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
組
合
は
、

津
市
か
ら
鳥
羽
市
に
か
け
て
の
沿
岸
各
地
に

六
つ
の
支
部
が
あ
り
、
平
成
の
初
め
こ
ろ
ま

で
３
０
０
人
ほ
ど
の
組
合
員
が
い
た
と
い
う

が
、
次
第
に
数
が
減
っ
て
数
十
人
程
度
に
な

り
、
近
年
で
は
松
阪
市
猟り

ょ
う
し
ち
ょ
う

師
町
周
辺
に
住
む

猟
師
支
部
の
人
た
ち
が
主
に
こ
れ
を
利
用
し

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
伊
勢
方
面
へ
の
鉄
道
は
、
明

治
30
（
１
８
９
７
）
年
に
津
・
山
田
（
現
・

伊
勢
市
）
間
を
開
業
し
た
参
宮
鉄
道
（
現
在

の
Ｊ
Ｒ
参
宮
線
ほ
か
）
が
先
鞭
を
つ
け
た
。

だ
が
、
大
阪
か
ら
行
く
に
は
、
木
津
・
亀
山

へ
と
遠
回
り
し
て
５
時
間
も
要
す
る
道
の
り

で
あ
る
。
こ
れ
を
な
ん
と
か
縮
め
よ
う
と
、

各
社
競
っ
て
新
線
を
出
願
す
る
な
か
、
熾し

れ

つ烈

な
競
争
を
勝
ち
抜
い
た
の
は
、
近
鉄
の
前
身

で
あ
る
大
阪
電
気
軌
道
と
関
連
会
社
の
参
宮

急
行
電
鉄
だ
っ
た
。
大
阪
電
気
軌
道
創
業
20

周
年
に
あ
た
る
昭
和
６
（
１
９
３
１
）
年
３

月
17
日
、
上
本
町
・
宇
治
山
田
間
の
直
通
運

転
が
開
始
。
所
要
時
間
は
、
国
鉄
の
既
成
線

よ
り
は
る
か
に
短
い
２
時
間
31
分
で
あ
る
。

当
時
は
ま
だ
旅
行
に
出
づ
ら
か
っ
た
女
性
や

子
ど
も
で
も
、
安
心
し
て
日
帰
り
の
伊
勢
参

り
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
う
た
い
文
句

だ
っ
た
。

大
阪
と
伊
勢
志
摩
と
を
結
ぶ
直
通
電
車

は
、
伊
勢
参
り
の
客
足
の
み
な
ら
ず
、
や
が

行商が盛んだったころの鮮魚列車
（鶴橋駅にて、昭和 63〈1988〉年、梅田豪氏撮影、近鉄グループホー
ルディングス株式会社提供）
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て
は
通
勤
通
学
の
足
を
助
け
、
修
学
旅
行
の

子
ど
も
た
ち
を
歓
喜
さ
せ
、
そ
し
て
ま
た
、

伊
勢
志
摩
か
ら
の
魚
を
運
ぶ
道
と
も
な
っ

た
。
行
商
と
い
う
と
、
い
か
に
も
前
近
代
的

な
古
め
か
し
い
商
売
の
よ
う
だ
が
、
実
の
と

こ
ろ
鮮
魚
列
車
こ
そ
、
伊
勢
志
摩
の
新
鮮
な

魚
介
を
最
も
早
く
、
確
実
に
大
阪
へ
と
届
け

る
手
段
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
カ
ン
カ
ン
部
隊
」
の
登
場

鉄
道
を
使
っ
た
魚
行
商
は
、
統
制
経
済
が

終
わ
っ
た
昭
和
20
年
代
後
半
か
ら
、
全
国
的

に
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
の
業
態
に
は
共
通
す

る
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
、
主
に

女
性
が
従
事
す
る
こ
と
。
集
団
で
あ
る
こ

と
。
そ
し
て
、
運
搬
道
具
と
し
て
ブ
リ
キ
製

の
カ
ン
を
使
う
こ
と
。
こ
う
し
た
特
徴
か

ら
、「
カ
ン
カ
ン
部
隊
」
と
か
「
ガ
ン
ガ
ン

部
隊
」
な
ど
と
よ
ば
れ
、
こ
の
人
た
ち
の
た

め
の
専
用
列
車
や
専
用
車
両
が
用
意
さ
れ
る

こ
と
も
多
い
。

近
鉄
線
の
鮮
魚
列
車
を
使
う
行
商
人
の
う

ち
、
当
初
か
ら
大
半
を
占
め
て
き
た
の
は
、

松
阪
駅
を
利
用
す
る
猟
師
支
部
の
人
た
ち

だ
。
こ
こ
は
古
く
か
ら
漁
業
を
な
り
わ
い
と

す
る
地
域
で
、
も
と
も
と
松
阪
の
町
場
に
向

け
た
魚
行
商
が
盛
ん
だ
っ
た
。
戦
前
に
は
、

魚
を
入
れ
た
籠
を
天
秤
棒
で
担
い
、
歩
い
て

売
り
に
行
っ
た
と
い
う
。
荷
車
や
自
転
車
を

使
っ
た
行
商
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
太
平
洋

戦
争
に
よ
る
物
資
統
制
で
中
断
の
の
ち
、
昭

和
20
年
代
後
半
に
復
活
し
た
。

猟
師
町
近
く
に
住
む
あ
る
女
性
（
１
９
３

６
年
生
ま
れ
）
は
、
結
婚
前
の
20
歳
く
ら
い

の
こ
ろ
に
、
近
隣
の
女
性
た
ち
5
人
ほ
ど
で

行
商
を
始
め
た
。
漁
師
を
し
て
い
た
親
が

と
っ
た
ア
サ
リ
を
竹
製
の
四
角
い
八
百
屋
籠

に
入
れ
、
早
朝
に
自
転
車
で
津
ま
で
売
り
に

行
っ
た
。
こ
れ
を
１
年
ほ
ど
続
け
た
の
ち
、

結
婚
と
前
後
し
て
、
今
度
は
近
鉄
線
を
使
っ

て
大
和
（
奈
良
）
方
面
へ
行
き
始
め
た
。
同

じ
く
八
百
屋
籠
を
使
い
、
中
に
筵

む
し
ろ

の
よ
う
な

も
の
を
敷
い
て
、
ア
サ
リ
や
塩
サ
バ
、
カ
レ

イ
、
エ
ビ
、
ワ
タ
リ
ガ
ニ
な
ど
を
持
っ
て

行
っ
た
。

そ
の
後
、
昭
和
30
年
代
半
ば
に
、
夫
婦
で

大
阪
へ
と
足
を
の
ば
す
。
こ
れ
を
「
大
阪
行

き
」
と
よ
び
、
そ
れ
ま
で
の
八
百
屋
籠
に
か

え
て
ブ
リ
キ
カ
ン
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。

カ
ン
は
、
香か

ら

す

良
洲
（
津
市
）
の
行
商
人
が

使
っ
て
い
た
も
の
を
ま
ね
て
、
地
元
の
樋と

い

屋

で
作
っ
て
も
ら
っ
た
。

「
大
阪
行
き
は
、
初
め
は
12
人
だ
っ
た
」

と
こ
の
女
性
は
い
う
。
そ
れ
が
、
数
年
の
間

に
何
倍
に
も
増
え
、
昭
和
40
年
代
半
ば
に
は

３
０
０
人
近
く
に
ま
で
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
伊
勢
湾
沿
岸
の
漁
村
の
変

化
が
あ
る
。
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
と
34

（
１
９
５
９
）
年
、
相
次
ぐ
大
型
台
風
の
来

襲
で
網
船
が
操
業
で
き
な
く
な
り
、
新
た
な

生
計
手
段
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
。
結
果
、
多
く
の
漁
師
た
ち
が
ジ
ョ
レ

ン
１
本
あ
れ
ば
で
き
る
貝
取
り
へ
と
移
行
し

た
。
当
時
は
ま
だ
出
荷
や
共
同
販
売
の
シ
ス

テ
ム
が
整
っ
て
お
ら
ず
、
と
っ
た
貝
を
各
自

が
家
に
運
び
、
砂
を
吐
か
せ
、
主
に
女
性
た

ち
が
朝
ま
だ
暗
い
う
ち
か
ら
自
転
車
で
売
り

歩
い
た
。
行
商
は
こ
の
地
域
の
重
要
な
現
金

収
入
手
段
と
な
り
、
次
第
に
港
の
市
で
品
ぞ

ろ
え
を
増
や
し
、
電
車
を
使
っ
て
大
消
費
地

で
あ
る
大
阪
へ
と
売
り
に
行
く
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

伊
勢
志
摩
魚
行
商
組
合
連
合
会
が
結
成
さ

れ
た
当
時
の
規
約
に
、
近
鉄
と
の
確
認
事

項
と
し
て
、「
容
器
は
必
ず
カ
ン
を
使
用
す

る
こ
と
」
と
あ
る
。「
ブ
リ
キ
製
缶
で
容
積

０
・
０
４
７
立
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
お

よ
び
、
０
・
０
２
２
立
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の
各
1
個
」
と
、
大
き
さ
や
数
ま
で
指
定

さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
を
使
用
す
る
の
は
、
水

漏
れ
を
防
ぐ
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
食
品
衛

生
管
理
の
問
題
が
大
き
い
。
鮮
魚
の
販
売

に
つ
い
て
は
都
道
府
県
ご
と
に
条
例
が
あ

り
、
鉄
道
を
使
っ
た
魚
行
商
が
全
国
的
に
盛

ん
に
な
っ
た
戦
後
の
復
興
期
以
降
、
行
商
営

業
を
登
録
・
許
可
制
と
す
る
と
と
も
に
、
衛

生
管
理
に
徹
す
る
よ
う
、
容
器
を
は
じ
め
さ

ま
ざ
ま
な
細
則
が
定
め

ら
れ
た
。
各
地
に
残
さ

れ
た
カ
ン
を
見
る
と
、

水
抜
き
用
の
栓
が
あ
っ

た
り
、
鮮
魚
と
加
工
品

と
を
分
け
て
収
納
で
き

る
よ
う
な
構
造
に
な
っ

て
い
た
り
と
、
そ
れ
ぞ

れ
に
工
夫
が
施
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
カ
ン

は
、
地
元
の
職
人
が
細

則
に
合
わ
せ
て
一
つ
ず
つ
手
作
り
し
た
も
の

だ
。
猟
師
町
で
も
、
１
軒
だ
け
あ
っ
た
樋
屋

が
注
文
を
受
け
、
多
い
と
き
で
１
カ
月
に
１

０
０
個
ほ
ど
作
っ
た
と
い
う
。

鮮
魚
列
車
に
乗
る
行
商
人
た
ち
の
運
搬
具

は
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
が
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル

製
の
魚
箱
に
変
わ
っ
た
が
、
ま
だ
一
部
の
人

た
ち
の
間
で
カ
ン
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ

を
見
る
と
、
当
初
の
規
約
に
あ
っ
た
サ
イ
ズ

の
倍
ほ
ど
で
、
全
国
的
に
見
て
も
か
な
り
大

き
い
。
商
売
が
軌
道
に
乗
る
に
つ
れ
、
持
っ

て
い
く
荷
の
量
が
増
え
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て

カ
ン
も
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

か
つ
て
は
み
ん
な
こ
れ
を
使
っ
て
い
て
、
最

盛
期
の
鮮
魚
列
車
は
、
カ
ン
と
人
と
で
満

杯
。
網
棚
に
寝
る
人
も
い
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

大
阪
の
「
伊
勢
屋
」

５
年
ほ
ど
前
ま
で
猟
師
支
部
に
所
属
し
、

鮮
魚
列
車
を
使
っ
て
「
大
阪
行
き
」
を
続
け

て
い
た
60
代
の
あ
る
ご
夫
婦
は
、
大
阪
市
西大阪の商店街の「伊勢屋」（平成 26〈2014〉年、筆者撮影）
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成
区
の
商
店
街
に
店
を
構
え
て
商
売
を
し
て

い
た
。
店
の
名
は
「
伊
勢
屋
」
と
い
い
、
親

の
代
か
ら
55
年
に
わ
た
っ
て
近
隣
の
お
客
さ

ん
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。

商
売
を
始
め
た
の
は
昭
和
30
年
代
前
半
。

母
親
が
ひ
と
り
で
カ
ン
を
担
ぎ
、
こ
の
商
店

街
の
入
り
口
で
露
店
の
商
売
を
始
め
た
。
当

時
は
ま
だ
鮮
魚
列
車
は
運
行
さ
れ
て
お
ら

ず
、
松
阪
か
ら
近
鉄
の
急
行
電
車
に
乗
り
、

上
本
町
で
市
電
に
乗
り
換
え
て
行
っ
た
。

持
っ
て
い
く
の
は
、
早
朝
に
水
揚
げ
さ
れ

た
地
元
猟
師
町
の
魚
介
。
カ
ン
の
内
部
は
、

仕
切
り
を
兼
ね
た
厚
さ
６
セ
ン
チ
ほ
ど
の
ゲ

ス
と
い
う
ブ
リ
キ
の
皿
を
7
段
重
ね
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
る
。
ゲ
ス
に
氷
を
入
れ
、
カ

レ
イ
や
ボ
ラ
、
タ
イ
、
ア
ジ
、
ア
サ
リ
な
ど

季
節
ご
と
の
品
物
を
載
せ
、
売
り
場
で
そ
れ

を
そ
の
ま
ま
広
げ
て
盤ば

ん
だ
い台

が
わ
り
に
し
た
。

着
く
と
お
客
さ
ん
が
待
ち
か
ね
て
い
て
、
競

う
よ
う
に
買
っ
て
行
く
。
そ
う
や
っ
て
１
年

ほ
ど
露
店
の
商
売
を
続
け
た
後
、
同
じ
商
店

街
の
中
に
店
を
借
り
た
。
同
じ

こ
ろ
、
父
親
が
漁
師
を
や
め
、

夫
婦
ふ
た
り
で
本
格
的
に
行
商

に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

も
っ
と
も
よ
く
売
れ
た
の

は
、
大
阪
万
博
が
開
催
さ
れ
た

昭
和
45
（
１
９
７
０
）
年
ご

ろ
。
商
店
街
の
周
辺
に
は
、
小

さ
な
町
工
場
で
靴
の
製
造
を
す

る
卸
商
人
が
多
く
、
当
時
は
と

て
も
繁
盛
し
て
い
た
。
夜
遅
く

ま
で
働
く
靴
屋
さ
ん
た
ち
に
と

り
わ
け
喜
ば
れ
た
の
は
、
す
ぐ
に
食
べ
る
こ

と
が
で
き
る
刺
身
。
刺
身
は
露
店
で
商
売
を

し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
人
気
が
高
く
、
バ
ケ
ツ

に
水
を
入
れ
、
そ
の
場
で
さ
ば
い
て
造
る
こ

と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

商
売
の
最
盛
期
だ
っ
た
こ
の
こ
ろ
は
、
行

商
人
の
数
も
多
く
、
鮮
魚
列
車
は
日
曜
も
祝

日
も
、
休
み
な
し
に
運
行
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
に
乗
る
行
商
人
に
も
休
み
は
な
い
。
毎

朝
、
港
の
市
で
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
ね
ば
っ
て
競せ

り
落
と
し
た
魚
を
鮮
魚
列
車
に
積
み
、
2
時

間
半
ほ
ど
を
か
け
て
商
売
に
行
く
。
元
漁
師

の
父
親
は
当
時
を
振
り
返
り
、「
鮮
魚
列
車

で
寝
て
い
く
の
が
好
き
だ
っ
た
」
と
語
る
。

な
ん
で
も
、「
ち
く
わ
を
つ
ま
み
に
、
一
杯

や
り
な
が
ら
行
く
」
の
だ
そ
う
だ
。
ほ
と
ん

ど
寝
る
時
間
も
な
い
ほ
ど
の
忙
し
い
毎
日
、

鮮
魚
列
車
に
揺
ら
れ
る
大
阪
ま
で
の
ひ
と
と

き
は
、
か
け
が
え
の
な
い
休
息
時
間
だ
っ

た
。と

こ
ろ
で
、
猟
師
町
周
辺
の
行
商
人
の
多

く
は
、
こ
の
ご
夫
婦
と
同
様
に
大
阪
の
商
店

街
に
店
を
構
え
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ

ら
の
店
の
名
は
、
み
な
「
伊
勢
屋
」。
平
成

12
（
２
０
０
０
）
年
当
時
の
猟
師
支
部
の
組

合
員
は
１
８
０
人
で
、
多
く
が
夫
婦
や
親
子

で
登
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
店
数
を
90
と
す

る
と
、
な
ん
と
90
も
の
「
伊
勢
屋
」
が
大
阪

に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
聞
け
ば
、
ど
こ
に

店
を
出
す
か
は
自
由
だ
が
、「
半
径
１
キ
ロ

以
内
に
は
出
店
し
な
い
」
と
い
う
の
が
、
互

い
の
不
文
律
と
し
て
堅
守
さ
れ
て
き
た
と
い

う
。大

阪
は
、
そ
も
そ
も
鮮
魚
を

好
む
土
地
柄
で
、
と
り
わ
け
瀬

戸
内
海
か
ら
西
の
地
域
を
産
地

と
す
る
マ
ダ
イ
な
ど
の
高
級
魚

に
大
き
な
価
値
を
置
く
食
文
化

が
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、

伊
勢
志
摩
地
方
は
、
大
阪
市
中

央
卸
売
市
場
本
場
を
核
と
す
る

広
域
的
な
水
産
物
流
通
の
現
場

で
は
、
さ
ほ
ど
主
要
な
出
荷
地

と
し
て
認
識
は
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
、
近
鉄
線
を

利
用
し
た
行
商
に
よ
っ
て
初
め

て
、
こ
の
地
域
の
魚
介
類
が
ま

と
ま
っ
て
大
阪
へ
と
持
ち
込
ま

れ
た
こ
と
に
な
る
。

今
で
こ
そ
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
な
ど
で
も
産
地
と
の
直

接
的
な
取
引
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
昭
和
30
～
40
年
代

に
は
ま
だ
そ
う
し
た
傾
向
は
な

い
。
そ
こ
に
現
れ
た
の
が
、「
伊
勢
屋
」
の

人
た
ち
だ
っ
た
。
産
地
か
ら
直
接
魚
を
持
参

し
、
販
売
す
る
と
い
う
方
法
は
、
そ
れ
自
体

が
極
め
て
ま
れ
な
こ
と
で
あ
り
、
消
費
者
に

大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
だ
ろ

う
。
し
か
も
彼
ら
の
多
く
が
行
先
と
し
た
の

は
、
大
阪
の
西
成
区
、
大
正
区
、
平
野
区
、

守
口
市
、
高
槻
市
な
ど
、
戦
後
の
人
口
移
入

で
拡
大
し
た
都
市
部
や
住
宅
密
集
地
だ
っ

た
。近

鉄
線
を
使
っ
た
「
伊
勢
屋
」
の
行
商
人

昭和 40（1965）年ごろの鶴橋駅の近鉄線ホームと行商人
のカン（近鉄グループホールディングス株式会社提供）
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は
、
当
時
さ
ほ
ど
定
着
し
て
い
な
か
っ
た

「
産
地
直
送
」
を
先
駆
的
に
実
践
し
、
大
阪

の
人
た
ち
に
「
伊
勢
も
ん
」
と
い
う
鮮
魚
に

対
す
る
新
た
な
価
値
観
を
浸
透
さ
せ
た
。
そ

し
て
、
鮮
度
の
高
い
良
質
の
魚
介
を
比
較
的

安
価
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
大
阪
で
長
年
培

わ
れ
て
き
た
魚
食
文
化
の
伝
統
に
、
大
衆
化

と
い
う
裾
野
を
広
げ
る
役
割
を
果
た
し
た
の

で
あ
る
。

女
性
の
行
商
と
鉄
道

魚
行
商
は
、
カ
ン
ひ
と
つ
あ
れ
ば
始
め
ら

れ
る
手
軽
さ
と
、
初
期
投
資
の
小
さ
さ
が
特

徴
で
、
全
国
的
に
み
れ
ば
、
漁
家
の
副
業
や

家
庭
内
の
分
業
と
い
っ
た
位
置
づ
け
に
あ
る

の
が
一
般
的
だ
。
と
こ
ろ
が
、
近
鉄
線
の

「
伊
勢
屋
」
の
行
商
人
た
ち
は
、
当
初
の
大

和
方
面
か
ら
大
阪
へ
と
足
を
の
ば
し
、
設
備

投
資
に
も
力
を
入
れ
、
常
設
店
舗
を
構
え
る

ま
で
に
な
っ
た
。
あ
く
ま
で
行
商
と
い
う
ス

タ
イ
ル
を
と
り
な
が
ら
も
、
も
は
や
個
人
的

な
小
商
い
の
域
を
こ
え
、
継
続
的
な
利
益
目

標
を
掲
げ
る
家
族
経
営
の
商
売
へ
と
成
長
し

た
。
行
商
の
多
く
が
衰
退
す
る
な
か
で
、
他

地
域
と
一
線
を
画
し
て
存
続
し
て
き
た
背
景

に
は
、
産
地
で
あ
る
伊
勢
志
摩
と
大
消
費
地

で
あ
る
大
阪
と
を
直
接
結
ぶ
鮮
魚
列
車
の
存

在
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

漁
村
に
限
ら
ず
農
村
で
も
、
生
産
物
を
近

隣
へ
と
売
り
歩
く
行
商
は
、
古
く
か
ら
現
金

収
入
を
得
る
た
め
の
重
要
な
な
り
わ
い
だ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
多
く
は
、
女
性
の
手
に

よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
。

生
鮮
食
品
を
扱
う
女
性
の
行
商
は
、
日
帰

り
が
原
則
だ
。
そ
の
た
め
徒
歩
の
時
代
に

は
、
最
大
で
も
往
復
で
十
里
（
約
40
キ
ロ
）

程
度
を
行
先
と
し
た
。
籠
ひ
と
つ
背
負
っ
て

自
分
の
足
を
頼
り
に
行
商
に
出
る
女
性
た
ち

に
と
っ
て
、
鉄
道
は
、
販
路
を
広
げ
る
う
え

で
き
わ
め
て
有
効
な
手
段
と
な
っ
た
。
決

ま
っ
た
時
間
に
列
車
に
乗
り
さ
え
す
れ
ば
、

荷
物
と
と
も
に
間
違
い
な
く
目
的
地
ま
で
運

ん
で
も
ら
え
る
。
そ
し
て
、
着
い
た
先
で
列

車
を
降
り
た
あ
と
は
、
得
意
先
の
家
々
を
歩

い
て
回
る
。
そ
れ
ま
で
徒
歩
で
日
帰
り
で
き

る
程
度
の
行
動
範
囲
だ
っ
た
も
の
が
、
生
活

圏
を
離
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
１
０
０
キ
ロ

を
超
え
る
先
ま
で
へ
も
足
を
の
ば
す
こ
と
が

可
能
に
な
っ
た
。

首
都
圏
で
な
じ
み
深
い
行
商
列
車
に
は
、

京
成
電
鉄
が
昭
和
10
（
１
９
３
５
）
年
か
ら

運
行
し
て
き
た
「
嵩か

さ
だ
か高

荷
物
専
用
列
車
」
が

あ
る
。
平
成
25
（
２
０
１
３
）
年
３
月
に
廃

止
さ
れ
た
際
に
は
、
普
通
列
車
の
最
後
尾
一

両
の
み
と
な
っ
て
い
た
が
、
か
つ
て
行
商
人

が
大
勢
い
た
と
き
に
は
専
用
電
車
と
し
て
運

行
さ
れ
て
い
た
。
行
商
人
の
多
く
は
、
千
葉

県
北
西
部
の
北
総
と
よ
ば
れ
る
農
村
地
域
の

女
性
た
ち
だ
。「
嵩
高
」
の
言
葉
ど
お
り
、

自
分
の
背
丈
ほ
ど
も
あ
り
そ
う
な
大
き
な
荷

物
を
背
負
う
。「
カ
ツ
ギ
ヤ
の
お
ば
さ
ん
」

の
名
で
も
知
ら
れ
、
京
成
電
鉄
の
ほ
か
総
武

本
線
、
成
田
線
、
常
磐
線
な
ど
も
使
っ
て
東

京
方
面
へ
と
出
か
け
た
。
専
用
車
こ
そ
な
く

な
っ
た
も
の
の
、
今
で
も
こ
れ
ら
の
沿
線
で

は
、
行
商
を
続
け
る
女
性
の
姿
を
わ
ず
か
な

が
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
地
域
で
鉄
道
を
使
っ
た
野
菜
行
商
が

始
ま
っ
た
の
は
大
正
半
ば
の
こ
と
。
そ
の

後
、
昭
和
初
め
の
農
村
不
況
や
相
次
ぐ
水
害

な
ど
の
影
響
で
、
蔬そ

さ

い菜
を
直
接
売
っ
て
日
銭

が
入
る
と
い
う
利
点
か
ら
、
東
京
へ
の
行
商

が
急
増
す
る
。
戦
争
に
よ
る
中
断
を
経
て
、

戦
後
再
び
盛
ん
に
な
り
、
一
時
は
周
辺
の
農

家
の
ほ
と
ん
ど
が
行
商
に
携
わ
る
ま
で
に

な
っ
た
。
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
当
時
、

成
田
線
と
総
武
本
線
、
京
成
電
鉄
の
沿
線
地

域
に
そ
れ
ぞ
れ
の
行
商
人
の
組
合
が
あ
り
、

人
数
は
合
わ
せ
て
４
０
０
０
人
に
も
の
ぼ
っ

て
い
る
。

魚
に
し
ろ
野
菜
に
し
ろ
、
大
き
な
荷
物
を

担
い
で
売
り
に
行
く
行
商
は
、
過
酷
な
労
働

だ
。
だ
が
そ
れ
を
支
え
て
き
た
の
は
、
行
先

で
待
っ
て
い
る
お
得
意
さ
ん
の
存
在
で
あ

る
。カ

ン
カ
ン
部
隊
も
、
カ
ツ
ギ
ヤ
の
お
ば
さ

ん
た
ち
も
、
行
商
人
は
み
な
、
自
分
の
足
で

販
路
を
開
拓
し
、
お
客
さ
ん
の
好
み
や
必
要

に
応
じ
た
品
ぞ
ろ
え
を
工
夫
し
な
が
ら
、
長

年
に
わ
た
っ
て
得
意
先
と
の
信
頼
関
係
を
築

き
あ
げ
て
き
た
。
乗
り
合
わ
せ
る
列
車
の
中

で
は
、
行
商
人
同
士
が
互
い
に
必
要
な
も
の

を
調
達
し
あ
っ
た
り
、
情
報
交
換
を
し
た
り

も
す
る
。
行
商
列
車
は
、
た
だ
単
に
人
や
モ

ノ
を
運
ぶ
の
で
な
く
、
行
商
人
に
と
っ
て
の

交
流
と
交
易
の
場
と
も
な
っ
て
い
た
。

か
つ
て
大
勢
い
た
行
商
人
の
活
躍
は
、
歴

史
の
表
舞
台
に
ほ
と
ん
ど
現
れ
る
こ
と
は
な

い
。
と
同
時
に
、
全
国
各
地
に
あ
っ
た
行
商

列
車
も
ま
た
、
社
史
に
刻
ま
れ
る
こ
と
な
く

多
く
が
姿
を
消
し
た
。
だ
が
、
行
商
と
い
う

商
い
そ
の
も
の
は
、
形
を
変
え
な
が
ら
こ
れ

か
ら
も
消
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
だ
ろ

う
。
産
地
と
食
卓
と
を
と
り
結
び
、「
信
頼
」

と
「
鮮
度
」
を
担
っ
て
歩
く
行
商
は
、
い
か

な
る
時
代
に
あ
っ
て
も
社
会
に
必
要
と
さ

れ
、
忘
れ
得
ぬ
記
憶
と
と
も
に
受
け
継
が
れ

て
い
く
仕
事
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
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追
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携
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０
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