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﹁﹃
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│
﹁
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﹂
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Ｊ
Ｒ
須
磨
駅
は
、
改
札
を
出
て
高
架
に
な
っ

て
い
る
駅
舎
か
ら
階
段
を
下
り
る
と
す
ぐ
に
砂

浜
、
と
い
う
海
岸
線
ぎ
り
ぎ
り
の
立
地
で
あ

る
。
こ
の
あ
た
り
は
六
甲
山
系
の
末
端
が
海
に

迫
っ
て
い
る
た
め
、
海
ぎ
わ
の
狭
い
平
地
を
Ｊ

Ｒ
、
国
道
、
山
陽
電
鉄
が
争
う
よ
う
に
走
っ
て

い
る
。
重
機
の
な
か
っ
た
昔
は
道
幅
を
広
げ
よ

う
も
な
く
、
な
お
さ
ら
、
狭
く
通
り
に
く
い
道

で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
海
路
を
と
る
に
し
て

も
、
淡
路
島
の
島
影
も
間
近
な
明
石
海
峡
は
、

潮
の
流
れ
が
速
い
難
所
で
あ
る
。
こ
の
須
磨
を

通
り
抜
け
る
と
西
は
播は
り
ま
の
く
に

磨
国
、
す
で
に
畿
内
で

は
な
く
、都
の
人
々
か
ら
み
れ
ば「
人
の
国
」（
地

方
、田
舎
）と
な
る
の
だ
っ
た
。
関
所
が
置
か
れ
、

在あ
り

原は
ら
の

行ゆ
き

平ひ
ら

、
光
源
氏
が
隠い
ん

遁と
ん

し
、
ま
た
、
一
ノ

谷
で
源
平
が
攻
防
し
た
の
も
、
須
磨
が
畿
内
の

西
端
で
、
交
通
上
の
難
所
と
い
う
こ
と
を
知
れ

ば
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
け
る
。

　

須
磨
は
古
代
か
ら
和
歌
に
詠
ま
れ
、
都
か
ら

離
れ
た
寂
し
げ
な
土
地
と
い
う
文
学
的
イ
メ
ー

ジ
を
積
み
重
ね
て
き
た
。

須
磨
の
海あ

人ま

の
塩し
ほ

焼
き
衣き
ぬ

の
な
れ
な
ば
か

一ひ
と

日ひ

も
君
を
忘
れ
て
思
は
む

︵
万
葉
集　

巻
六　

山
部
赤
人
︶

須
磨
の
海
人
の
塩
焼
く
煙
風
を
い
た
み

思
は
ぬ
方
に
た
な
び
き
に
け
り

︵
古
今
集　

恋
四　

よ
み
人
し
ら
ず
︶

淡
路
島
か
よ
ふ
千
鳥
の
な
く
声
に

い
く
夜よ

寝ね

覚ざ

め
ぬ
須
磨
の
関
守

︵
金
葉
集　

冬　

源
兼
昌　

の
ち
に
百
人
一
首
︶

　

海
人
が
塩
を
焼
き
、
そ
の
煙
が
く
ゆ
り
、
千

鳥
の
鳴
く
声
ば
か
り
が
聞
こ
え
る
、
そ
ん
な
寂

し
い
海
辺
が
和
歌
に
お
け
る
須
磨
の
景
色
で

あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
須
磨
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定

づ
け
た
の
は
、
古
今
集
の
在
原
行
平
（
在
原
業な
り

平ひ
ら

の
兄
）
の
次
の
和
歌
（
雑
下
）
で
あ
る
。

わ
く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に

藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
ぶ
と
こ
た
へ
よ

　

こ
の
歌
の
詞こ
と
ば

書が
き
に
は
「
田
村
の
御
時
に
事
に

あ
た
り
て
」
と
あ
り
、
行
平
が
文
徳
天
皇
の
時

代
に
何
ら
か
の
事
件
に
連
座
し
て
須
磨
に
隠
棲

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
行
平
は
「
と
ふ
人
あ

ら
ば
、『
わ
ぶ
』
と
こ
た
へ
よ
（
私
の
こ
と
を

問
う
人
が
い
た
ら
、『
つ
ら
い
思
い
で
暮
ら
し

て
い
る
』
と
答
え
て
く
だ
さ
い
）」
と
、
遠
く

宮
中
に
い
る
知
人
に
向
け
て
悲
し
み
を
吐
露
し

て
い
る
。
流る

謫た
く

の
貴
人
が
「
わ
ぶ
」、
つ
ま
り
、

心
を
く
ず
お
れ
さ
せ
て
い
る
さ
ま
は
、
そ
の
ま

ま
、
源
氏
物
語
須
磨
巻
の
光
源
氏
の
姿
に
投
影

さ
れ
た
。

　
須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、

海
は
す
こ
し
遠
け
れ
ど
、
行
平
の
中
納
言
の
、

関
吹
き
越
ゆ
る
と
言
ひ
け
ん
浦う
ら

波な
み

、
夜よ
る

々よ
る

は

げ
に
い
と
近
く
聞
こ
え
て
、
ま
た
な
く
あ
は

れ
な
る
も
の
は
か
か
る
所
の
秋
な
り
け
り
。

︵
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須
磨
に
吹
く
「
心
づ
く
し
の
秋
風
」
の
「
心

づ
く
し
」
と
は
、
悲
し
み
に
心
を
尽
き
果
て
さ

せ
る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
こ
の
「
秋
風
」
は

す
こ
し
離
れ
た
海
辺
か
ら
浦
波
の
音
を
運
ん
で

く
る
風
で
も
あ
る
。「
関
吹
き
越
ゆ
る
須
磨
の

浦
波
」（
続
古
今
集
）
と
行
平
が
詠
ん
だ
、
そ

の
波
音
を
耳
に
し
た
光
源
氏
は
「
げ
に
（
本
当

に
）」
と
さ
ら
に
悲
し
み
を
深
く
す
る
。

　

行
平
や
光
源
氏
は
須
磨
と
い
う
畿
内
の
果
て

の
地
で
、
遠
く
離
れ
た
都
へ
の
思
い
に
身
を
任

せ
て
い
る
。
彼
ら
の
流
離
の
悲
し
み
の
情
に

我
々
は
心
を
動
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
か

ら
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
悲
し
い
、
と
い
う

こ
と
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
流
謫
の
貴
公
子

が
悲
し
み
に
懊お
う

悩の
う

す
る
さ
ま
に
は
、
美
し
く
甘

や
か
な
詩
情
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
源
平
の
こ
ろ
、
平
た
い
ら
の

敦あ
つ
盛も
り
が
熊く
ま

谷が
い

直な
お

実ざ
ね

に
討
た
れ
た
一
ノ
谷
も
須
磨
で
あ
る
。
わ
ず

か
十
七
歳
、「
容
顔
ま
こ
と
に
美
麗
な
り
け
れ

ば
」
と
描
か
れ
た
敦
盛
の
最
期
は
、
平
家
物
語

中
で
も
と
り
わ
け
愛
惜
の
情
を
も
よ
お
す
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
美
し
く
悲
し
い
貴
公
子
を
描
い
た

和
歌
や
物
語
は
人
々
に
深
い
印
象
を
残
し
た
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
の
ち
の
時
代
に
も
繰
り
返
し

取
り
上
げ
ら
れ
、
源
氏
物
語
を
素
材
に
し
た
和

歌
や
、
謡
曲
「
敦
盛
」、
さ
ら
に
は
、
芭
蕉
の

発
句
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、
須
磨
は
古
代
か
ら
の
文
学
の

記
憶
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
そ
う
し
た
文
学
に
対
す
る
人
々
の
思
い

が
新
た
な
現
実
を
作
り
出
し
て
い
る
場
所
で
も

あ
る
。

　

古
今
集
行
平
歌
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を

素
材
と
し
た
謡
曲
「
松
風
」
は
、
行
平
の
須
磨

で
の
恋
人
で
あ
っ
た
松
風
・
村む
ら

雨さ
め

姉
妹
を
シ
テ

と
す
る
。
姉
妹
の
庵
の
跡
と
さ
れ
る
松
風
村
雨

堂
は
江
戸
時
代
の
名
所
図
会
に
も
既
に
見
え
て

い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
松
風
・
村
雨
姉
妹
が
実

在
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
創
作
が
現
実
の
文

学
遺
跡
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
須

磨
区
内
の
町
名
に
は
、
謡
曲
「
松
風
」
に
ち
な

ん
だ
行
平
町
、
松
風
町
、
村
雨
町
や
、
源
氏
物

語
須
磨
巻
の
「
植
ゑ
し
若
木
の
桜
、
ほ
の
か
に

咲
き
そ
め
て
」
に
ち
な
む
と
お
も
わ
れ
る
若
木

町
、
桜
木
町
な
ど
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
須
磨
で

は
、
古
典
文
学
に
対
す
る
人
々
の
誇
り
や
憧
憬

が
新
た
な
現
実
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

現
在
の
須
磨
は
、
と
く
に
夏
と
も
な
れ
ば
、

海
浜
公
園
や
水
族
園
に
遊
ぶ
家
族
連
れ
や
水
着

の
若
者
で
に
ぎ
わ
う
、
古
典
文
学
を
知
ら
ぬ
人

に
と
っ
て
は
、
典
型
的
な
海
辺
の
町
に
見
え
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
は
千
年
以
上
の
文
学

的
イ
メ
ー
ジ
が
積
み
重
な
っ
た
町
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
思
い
を
も
っ
て
、
こ
の
町
に
か
つ
て

の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
き
、
海
の
家
の

喧
噪
も
台
風
も
通
り
過
ぎ
た
あ
と
の
、
須
磨
の

秋
の
海
辺
の
寂
し
さ
に
、
現
実
に
目
に
見
え
る

も
の
以
上
の
感
興
を
催
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
、
古
典
の
知
識
が
見
せ
る
幻
の
よ
う
な
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
須
磨
の
秋
風
に

現
代
の
我
々
が
心
を
尽
く
す
と
き
、
ま
た
新
た

な
詩
情
が
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

畿
内
の
西
の
果
て

一

心
を
尽
く
す
須
磨
の
秋
風

貴
公
子
た
ち
の
須
磨

二
現
代
の
須
磨
と
古
典

三

﹁
古
典
へ
の
扉
﹂
は
今
号
で
最
終
回
と
な
り
ま
す
。

ご
愛
読
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


