
平
山
昇
著

『鉄
道
が
変
え
た
社
寺
参
詣
-
初
詣
は
鉄
道
と
と
も
に
生
ま
れ
育

っ
た
」

平山昇 『鉄道が変えた社寺参詣一初詣は鉄道とともに生まれ育った』

著
者
の
平
山
昇
氏
は
鉄
道
と
社
寺
参
詣
の
関
係
に
つ
い
て
の

研
究
を
進
め
ら
れ
、
鉄
道
史
学
会
、
交
通
史
学
会
に
お
い
て
活

躍
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
び
そ
の
成
果
と
し
て
同
書
を
上
梓
さ

れ
た
。
同
書
の
構
成
は
次
に
記
す
と
お
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に

第 第
21
ま ニ　
早 早

 

第
3
章

第
4
章

「初
詣
」
の
誕
生

「何
事
も
競
争
の
世
の
中
な
り
」

1
鉄
道
に
よ
る
参
詣
客
争
奪
戦
-

競
争
が
も
た
ら
し
た
も
の

(1
)

恵
方
詣
の
盛
衰

競
争
が
も
た
ら
し
た
も
の

(
2
)

第
5
章

終
章

井

田

泰

人

1

二
年
参
り
の
定
着
-

鉄
道
と
神
社
の
協
調
と
駆
け
引
き

1
西
宮
神
社
十
日
戎
を
事
例
に
ー

「
は
じ
め
に
」
で
は
、
先
ず
研
究
史
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
社
寺
参
詣
と
鉄
道
の
関
係
に
つ
い
て
は

「参
詣
の
た

め
に
鉄
道
が
あ
る
」
ま
た
は

「敷
設
さ
れ
る
」
と
い
う
固
定
観

念
に
基
づ

い
て
記
述
さ
れ
た
も
の
が
中
心
で
あ

っ
た
。
ま
た
社

寺
参
詣
に
つ
い
て
は
近
世
か
ら
巡
礼
の
連
続
性
に
つ
い
て
の
歴

史
学
や
民
俗
学
か
ら
の
成
果
が
見
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
鉄
道
と

参
詣
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
同
書
で
は
近
世
か
ら
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の
連
続
性
と
い
う
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
社
寺
参
詣
が
鉄
道

に
よ
っ
て
創
ら
れ
、
変
容
し
て
い
く
様
子
を
浮
き
彫
り
に
す
る

こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
研
究
の
対
象
と
し
て
は
、
地
理
的

に
は
近
代
化

の
進
ん
だ
東
京
と
大
阪
を
中
心
と
し
た
周
辺
地

域
、
時
期
的
に
は
正
月
、
節
分
と
い
っ
た
冬
季
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
は
夏

・
冬
と
い
う
オ
フ
シ
ー
ズ

ン
の
収
益
低
下
を
ど
う

補
う
か
と
い
う
鉄
道
会
社
共
通
の
課
題
に
関
連
さ
せ
る
ね
ら
い

が
あ
る
。
資
料
は
当
時
の
新
聞
記
事
お
よ
び
広
告
が
よ
く
利
用

さ
れ
て
い
る
。
「東
京
朝
日
新
聞
」、
「東
京
日
日
新
聞
」
、
「読

売
新
聞
」
、
「万
朝
報
」
の
東
京
4
紙
、
「大
阪
朝
日
新
聞
」

の

大
阪
1
紙
を
明
治
か
ら
昭
和
戦
前
期
十
二
月
、

一
月
の
記
事

・

広
告
を
中
心
に
調
べ
て
い
る
。
ま
た
貴
重
な
神
社
側
の
資
料
と

し
て
西
宮
神
社
の

『社
務
日
誌
』
も
引
用
し
て
い
る
。

第
1
章
で
は
、
今
日
で
は
当
た
り
前
の
習
慣
で
、
ず

い
ぶ
ん

古
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
る

「初

詣
」
の
起
源
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
初
詣
に
つ
い
て
、
江

戸
時
代
の
正
月
参
詣
と
明
治
以
降
の
も
の
と
の
差
異
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
は
弘
法
大
師
の
命
日
で
あ
る
初
大
師

一
月
二

一
日
に
氏
神
ま
た
は
恵
方
に
向
か

っ
て
参
る
と
い
う

「
ル
ー
ル
」
に
し
た
が

っ
て
初
詣
を
行

っ
て

い
た
が
、
現
在

の

も
の
は

「
い
つ
」、
「ど
こ
に
」
と
い
う
決
ま
り
は
な
く
な

っ
て

い
る
。
初
詣
は
鉄
道
網
の
形
成
と
深
く
か
か
わ

っ
て
お
り
、
官

鉄
の
敷
設
と
川
崎
大
師
、
総
武
鉄
道

・
成
田
鉄
道
の
敷
設
と
成

田
山
の
事
例
を
紹
介
し
て
確
認
し
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
と

し
て
著
者
は
大
阪
の
初
詣
に
つ
い
て

「参
詣
対
象
が
寺
院
よ
り

も
神
社
の
方
が
主
で
あ

っ
た
」
(
四
八
頁
)
と
東
京
と
の
違
い
を

指
摘
し
て
お
り
、
そ
の

一
方
で

「鉄
道
が
ア
ク
セ
ス
す
る
よ
う

に
な

っ
た
郊
外
の
神
社

(住
吉
大
社
な
ど
)

で
い
ち
は
や
く

『初
詣
』
が
定
着
し
た
」
(同
)
と
記
し
、
鉄

道
敷
設
に
よ
っ
て

初
詣
が
浸
透
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
大
阪
と
東
京
と
共
通

し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

第
2
章
は
、
同

一
の
寺
社
に
複
数
の
鉄
道
が
ア
ク
セ
ス
し
、

そ
の
様
子
と
社
寺
参
詣

へ
の
影
響
を
浮
き
彫

り
に
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
川
崎
大
師
参
詣
を
巡

っ
て
官
鉄
と
京
浜
電
鉄
の
競
争

に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
京
浜
は
運
賃
の
減
額
、
官
鉄
は
急

行
列
車
の
運
行
に
よ

っ
て
集
客
を
図

っ
て
い
た
。
京
浜
は
官
鉄

に
な
い
強
み
を
い
か
し
、
川
崎
大
師
周
辺
と
も
リ
ン
ク
さ
せ
穴

守
稲
荷
の
回
遊
ル
ー
ト
と
い
う
参
詣
エ
リ
ア
を
形
成
し
た
。
も
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平山昇 『鉄道が変えた社寺参詣一初詣は鉄道とともに生まれ育った』

と
も
と
初
詣
は
郊
外
へ
の
行
楽
の
性
格
か
ら
生
ま
れ
た
参
詣
で

あ

っ
た
が
、
そ
の
性
格
は

「鉄
道
会
社
の
た
く
み
な
集
客
戦
略

に
よ

っ
て
い
や
が
う
え
に
も
強
め
ら
れ
る
」
(六
〇
頁
)
の
で

あ

っ
た
。
ま
た
成
田
山
の
参
詣
客
争
奪
で
は
、
成
田
鉄
道
と
総

武
鉄
道
、
京
成
電
車
と
国
鉄
の
競
争
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
戦

間
期
の
私
鉄
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
中
間
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と

し
て
沿
線
に
宅
地
開
発
、
商
業
施
設
や
娯
楽
場
な
ど
を
設
置
し

て

い
く
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
著
者
は
こ
う
し
た
私
鉄
の
集
客

戦
略
は
参
詣
に
お
い
て
も
無
関
係
で
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ

れ
は
当
時
の
日
刊
紙
で
は
鉄
道
会
社
と
様
々
な
企
業
と
の
共
同

で
広
告
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
、
社
寺
参
詣
は

「
戦
問
期
に
開
花

い
た
都
市
モ
ダ

ン
文
化
と
連
動
し
な
が
ら
賑

わ

い
を
増
し
て
い
っ
た
」
(七
二
頁
)
の
で
あ
る
。

関
西
の
初
詣
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
伊
勢
神
社
で
の
鉄
道
の

競
争
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
関
西
鉄
道
と
官
鉄
の

競
争
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

一
九
〇
〇
年

に
営
業
路
線
を
拡
大
す
る
関
西
鉄
道
と
大
阪
鉄
道
と
が
合
併

し
、
官
鉄
東
海
道
線
と
競
合
関
係
と
な
っ
た
。
関
西
鉄
道
は
参

宮
鉄
道
と
連
絡
し
、
官
鉄
と
初
詣
客
を
誘
引
の
た
め
に
運
賃
減

額
を
繰
り
返
し
、
弁
当
を
無
料
配
布
す
る
と

い
う
過
剰
な
サ
ー

ビ
ス
ま
で
行

っ
た
。
時
代
が
下
る
と
近
畿
日
本
鉄
道
の
前
身
で

あ
る
大
阪
電
気
軌
道

・
参
宮
急
行
電
鉄
と
国
鉄
と
が
競
合
関
係

と
な
り
、
両
者
の
値
引
き
、
ス
ピ
ー
ド
競
争
が
展
開
さ
れ
る
様

子
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
鉄
道
会
社
の
行
動
は

「近
距
離

旅
客
に
つ
い
て
競
争
関
係
」
(九
六
頁
)
と
い
う

一
方
で

「長
距

離
旅
客

に
つ
い
て
は
協
同
関
係
」
(同
)

に
あ
る
こ
と
を
確
認

し
、
こ
こ
で
は
特
に
見
落
し
が
ち
な
協
同
関
係
の
重
要
性
を
強

調
し
て
い
る
。
ま
た
当
時

の
国
民
の
伊
勢
神

宮

へ
の
崇
敬

の

念
、
い
わ
ゆ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
鉄
道
で
の
小
旅
行
と
い
う

娯
楽
を
と
り
あ
げ
、
両
者
の
相
性
の
良
さ
を
指
摘
し
て
い
る
こ

と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
3
章
で
は

「恵
方
詣
」
の
生
成
と
衰
退
に
つ
い
て
ま
と
め

て
お
り
、
同
章
と
次
章
で
鉄
道
間
の
競
争
が
参
詣
そ
の
も
の
へ

影
響
し
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
恵
方
と
は
歳
徳
神

が
い
る
方
角
で
、
寅
卯

(と
ら
う
)
・
申
酉

(さ
る
と
り
)
・
亥

子

(
い
ね
)
は
5
年
に
1
回
、
巳
午

(み
う
ま
)
が
2
回
あ
た

り
、
そ

の
方
角

へ
参
詣
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
鉄
道
会
社
は

「初
詣
」
や

「節
分
」
と
結
び

つ
け
て
恵
方

詣
の
乗
客
を
創
造
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し
た
結
果
、
東
京
で
は
正
月
に
、
大
阪
で
は
節
分
に
恵
方
詣
を

行
う
こ
と
が

一
般
化
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は

「鉄
道
会
社
の

集
客
戦
略
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
た
挙
句
、
結
局
埋
没
」
(
一
〇
六
-

一
〇
七
頁
)
し
て
い
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
特
に
そ
の

「乱
用
」

具
合
は
大
阪
の
鉄
道
会
社
で
の
方
が
ひ
ど
い
様
子
で
あ
っ
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
恵
方
詣
は
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
行

わ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
自
体
知
ら
れ
て
い
な
い
。

第
4
章
で
は
大
晦
日
の
深
夜
か
ら
元
日
未
明
に
か
け
て
の
初

詣
を
指
す

コ
一年
参
り
」
に
つ
い
て
見
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日

の
鉄
道
会
社
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
年
末
年
始
の
鉄

道
深
夜
運
行
は
節
季
払
い
を
終
え
た
商
人
の
便
宜
を
図
る
た
め

に
行
わ
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
除
夜
の
鐘
を
聞
く
た
め
で

は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
習
慣
は
大
正
期
に
は
定
着
し
て
い
な

か

っ
た
。
「
二
年
参
り
」
は
成
田
山
参
詣
の
国
鉄
と
京
成
の
競

争
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
広
が
っ
て
い
く
。

一
九
二
八
年
元
旦
に

な
る
前
か
ら
国
鉄
が
両
国
か
ら
深
夜
臨
時
列
車
を
出
し
て
、
集

客
に
成
功
し
た
。
京
成
は
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
翌
年
か
ら

終
夜
運
行
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
鉄
道
会
社
の
対
抗
策

に
よ
っ
て
初
詣
の
時
間
帯
が
拡
大
し
、
二
年
参
り
が
定
着
し
て

い
っ
た
。
そ
の
数
年
後
に
は
首
都
圏
の
多
く

の
鉄
道
会
社
が
大

晦
日
深
夜
か
ら
元
日
の
臨
時
列
車
を
運
行
す
る
よ
う
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

同
書
で
は
東
京
、
大
阪
の
近
郊
を
中
心
に
扱

っ
て
い
る
が
、

地
方
の
事
例
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
国
鉄
東
北
本
線
と
宮
城
電

気
鉄
道
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
盤
竃
神
社
の
参
詣
に
お
け

る
競
争
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
宮
城
電
気
鉄

道
が
先
に
仕
掛
け
て
お
り
、
新

・
旧
正
月
両
方
で
終
夜
運
転
を

開
始
し
た
。
ま
た
乗
り
合
い
バ
ス
も
加
わ
り
三
つ
巴
戦
を
展
開

し
た
。
国
鉄
は
国
鉄
に
し
か
な
い
強
み
を
生
か
し
、
盤
竃
神
社

と
竹
駒
神
社
と
あ
わ
せ
た

「巡
拝
」
を
挙
行
し
、
成
功
を
お
さ

め
た
。
長
大
な
路
線
を
も
つ
国
鉄
は
そ
の
後
、
二
年
参
り
や
巡

拝
を
広
域
に
広
げ

て
い
く
。

第
5
章
に
お
い
て
は
西
宮
神
社
の
十
日
戎
を
例
に
新
旧
正
月

の
様
子
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
十
日
戎
は
本
来
農
漁
村
信

者
が
旧
暦
正
月
に
参
詣
す
る
行
事
で
あ

っ
た
が
、
阪
神
電
気
鉄

道
と
西
宮
神
社
の
連
携
で

「普
通
の
参
詣
人
」
(
一
六
六
頁
)
を

獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
う
し
た

「鉄
道
」
と

「神

社
」
の

「協
調
」
関
係
だ
け
で
な
く
、
阪
神
電
鉄
と
西
宮
神
社
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と

の

「駆
け
引
き
」
に
つ
い
て
も
記
述
し
て
い
る
。
営
利
を
前

面
に
出
す

「鉄
道
会
社
」
は
何
か
と
沿
線
名
所
で
の
イ
ベ
ン
ト

と
絡
め
て
乗
客
の
増
加
を
図
る
が
、
寳
銭
は
必
要
で
あ
る
も
の

の
、
「神
社
」
は
最
終
的
に
し
き
た
り
や
伝
統
を
守
ろ
う
と
す

る
。
両
者
の
合
致
し
な
い
部
分
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ

の
本
音
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

終
章
で
は
、
成
田
山
の
事
例
で
時
期
を
下
げ
て
鉄
道
問
の
競

争
を
明
ら
か
に
し
て
、
「昭
和
戦
前
期
ま
で
に
確
立
し
た
社
寺

参
詣
の
形
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
戦
後
に
も
受
け
継
が
れ

た
」
(
一
=

⊥ハ
頁
)
こ
と
を
確
認
し
い
て
い
る
。
ま
た
、
鉄
道
と

社
寺
参
詣
の
関
係
は
戦
前
と
戦
後
と
で
は
大
き
な
断
絶
は
な

か

っ
た
と
し
て
お
り
、
①
鉄
道
の
誕
生
、
②
並
行
路
線
間
で
の

競
争
の
勃
発
、
③
イ
ベ
ン
ト
プ

ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
的
性
格
の
強
い

郊
外
電
鉄
会
社
の
登
場
が
転
機
と
な
っ
て
大
き
く
変
化
し
た
と

ま
と
め
て
い
る
。

以
上
、
同
書
の
概
要
を
記
し
て
み
た
が
、
同
書
の
評
価
す
べ

き
点
を
挙
げ
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
き
た
い
。
同
書

は
鉄
道
会
社

の
経
営
と
い
う
鉄
道
史

・
経
営
史
と

「初
詣
」
・

「
恵
方
詣
」
・
「
二
年
参
り
」
と
い
う
民
俗
史
と
を
融
合
し
た
点

で
画
期
的
成
果
で
あ
り
、
非
常
に
学
術
的
価
値
の
高
い
も
の
で

あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
伝
統
的
な
慣
習
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
た
初
詣
に
つ
い
て
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
再
確
認
し
て
い
る
点
、

す
な
わ
ち

「当
た
り
前
を
疑
え
」
の
姿
勢
は
重
要
な
こ
と
で
あ

る
と
感
じ
た
し
、
そ
う
し
た
意
識
に
よ

っ
て
こ
れ
だ
け
の
成
果

を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て

「鉄
道
に
よ

っ
て
参
詣
の

あ
り
方
が
年
々
変
わ

っ
て
い
く
様
子
を
神
社

の
内
側
か
ら
記
録

し
続
け
た
大
変
貴
重
な
資
料
」
(八
頁
)
と
評
す
る
西
宮
神
社

の

『社
務
日
誌
』
を
筆
者
は
閲
覧

・
引
用
で
き
た
こ
と
で
、
寺

社
側
の
様
子
を
描
け
た
点
は
非
常
に
研
究
的
水
準
を
高
め
た
と

い
え
る
。
評
者
も
過
去
に

「山
陽
鉄
道
に
お

け
る
運
賃
の
改

定
と
そ
の
効
果
」
(広
島
女
子
商
短
期
大
学

『紀
要
』
第
9
号
、

一
九
九
八
年
、
六
三
-
七
〇
頁
に
所
収
)
を
ま
と
め
た
後
に
鉄

道
会
社
の
サ
ー
ビ
ス
ぼ
か
り
に
注
目
し
た
た
め
に
、
寺
社
側
の

動
向
に
つ
い
て
の
記
述
が
皆
無
で
資
料
の
追
跡
不
足
を
反
省
し

た
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
う
い
っ
た
経
験
か
ら
も
こ
の
資
料
を
探

し
当
て
た
点
を
評
価
し
た
い
し
、
こ
の
資
料

の
引
用
は
同
書
を

よ
り
魅
力
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
本
文
以
外
で
も

巻
末
の
資
料
の

「社
寺

一
覧
」、
「鉄
道
会
社

一
覧
」
も
語
句
を
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簡
潔
に
解
説
し
て
お
り
、
読
者
に
と
っ
て
は
本
文
を
補
足
す
る

有
益
な
情
報
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
若
干
の

「注
文
」
を
し
て
お
き
た
い
。
本
文
、
参
考
文

献

の
リ
ス
ト
か
ら
見
て
鉄
道
会
社
の
資
料
の
利
用
が
乏
し
い
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
同
書
で
取
り
上
げ
た
鉄
道
会
社
で
あ

る
関
西
鉄
道
、
山
陽
鉄
道
に
つ
い
て
は

『営
業
報
告
書
集
成
』

(
日
本
経
済
評
論
社
)
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
料

を
参
考
文
献
に
挙
げ

て
い
な
い
こ
と
は
少
し
気
に
な

っ
た
こ

と

で
あ
る
。
せ

っ
か
く
寺
社
側

の
貴
重
な
資
料
、
西
宮
神
社

の

『社
務
日
誌
』
を
利
用
し
て
い
る
の
で
、
鉄
道
会
社
の
資
料

あ
る
い
は
鉄
道
会
社
の
経
営
者
の
伝
記
な
ど
を
利
用
し
て
も
良

か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
鉄
道

会
社
、
経
営
者

の
意
思
決
定
を
直
に
組
み
込
む

こ
と
が
で
き
、

よ
り
動
態
的
に
決
ま
る
様
子
を
描
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
う
。
そ
し
て
2
章
に
お
い
て
成
田
山
、
4
章
に
お
い
て
臨
皿竃

神
社
を
め
ぐ
る
鉄
道
問
の
競
争
結
果
は
表
2
1
③

「京
成
成

田
駅

・
国
鉄
成
田
駅
の
元
日
乗
降
客
数
」
(六
七
頁
)
や
本
文
で

記
し
て
お
り
、
数
量
的
に
把
握
し
や
す
か
っ
た
が
、
2
章
の
伊

勢
神
宮
な
ど
で
集
客
に
関
す
る
数
字
が
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と

が
残
念
に
感
じ
た
。
も
う
少
し
数
量
的
な
デ

ー
タ
を
織
り
込
む

と
、
よ
り

一
層
競
争
効
果
に
説
得
力
が
増
し
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。

と
も
あ
れ
、
同
書
が
非
常
に
興
味
深

い
、
鉄
道
史

・
交
通

史

・
民
俗
史
研
究
に
お
い
て
示
唆
に
富
ん
だ

一
冊
で
あ
る
こ
と

に
は
間
違
い
な
い
。
今
後
、
東
京
、
大
阪
、
そ
の
周
辺
の
様
子

だ
け
で
な
く
、
盤
竃
神
社
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
地
方
の
寺
社
仏

閣
で
の
参
詣
の
ケ
ー
ス

・
ス
タ
デ
ィ
を
重
ね

て
全
国
的
に
広
げ

て
い
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
最
後
に
評
者
の
停
滞
し
た

山
陽
鉄
道
史
研
究
の
再
開
に
向
け
て
、
少
な
か
ら
ぬ
刺
激
を
与

謝

え
て
く
れ
た
書
籍
に
な

っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。


