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り
や
す
い
。

さ
ら
に
、
名
古
屋
圏
は
自
動
車
産
業
だ

け
で
な
く
工
作
機
械
、
そ
し
て
最
近
で
は

飛
行
機
産
業
な
ど
、
も
の
づ
く
り
の
盛
ん

な
地
で
あ
り
、
資
材
や
原
料
運
搬
、
製
品

出
荷
の
物
流
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
よ
う
に

と
高
速
道
路
も
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
自
動
車
フ
ァ
ー
ス
ト
の
街
づ
く
り

を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
価

も
東
京
や
大
阪
ほ
ど
高
く
な
い
。
名
古
屋

に
住
ん
で
い
る
人
は
代
々
地
元
の
人
が
多

い
こ
と
か
ら
、
駐
車
場
に
も
困
る
こ
と
が

な
く
、
ど
の
家
庭
に
も
複
数
の
車
が
あ
り
、

ど
こ
に
出
か
け
る
に
も
車
と
い
う
こ
と
が

多
い
。

そ
の
点
こ
そ
が
、
東
京
や
大
阪
と
の
大

き
な
違
い
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
や
は
り

名
古
屋
は
三
大
都
市
圏
の
一
員
で
は
な
く
、

東
京
と
大
阪
こ
そ
が
二
大
都
市
圏
で
、
名

古
屋
は
地
方
都
市
の
最
高
峰
と
い
う
扱
い

で
い
い
の
で
は
な
い
か
？

と
、
地
元
・

喜
び
の
声
が
あ
る
一
方
、
そ
う
な
れ
ば
、

名
古
屋
飛
ば
し
が
コ
ン
サ
ー
ト
や
イ
ベ
ン

ト
だ
け
で
な
く
、
企
業
の
拠
点
展
開
に
も

波
及
す
る
の
で
は
な
い
か
。
名
古
屋
は
東

京
か
ら
営
業
外
回
り
で
行
く
首
都
圏
近
郊

の
街
と
同
等
の
扱
い
で
充
分
、
支
店
を
置

く
必
要
も
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

ん
な
時
代
が
や
っ
て
く
る
の
で
は
？

と

い
う
危
機
感
が
あ
る
。
往
来
時
間
的
に
首

都
圏
の
一
部
と
同
等
と
な
れ
ば
、
名
古
屋

を
中
心
と
し
た
都
市
圏
を
失
う
と
い
う
こ

と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

そ
ん
な
名
古
屋
圏
に
は
、
他
の
「
東
京

圏
」「
大
阪
圏
」
と
は
大
き
く
異
な
る
特

徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
車
社
会
と
い
う
こ
と
。

も
ち
ろ
ん
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
の
お
膝
元
と

い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
戦
争
で
名
古
屋
の

街
が
焼
け
野
原
に
な
っ
た
際
に
、
将
来
の

自
動
車
社
会
を
見
据
え
た
都
市
計
画
に
よ

っ
て
再
建
さ
れ
、
名
古
屋
は
街
の
中
心
部

で
あ
っ
て
も
道
路
が
広
く
、
自
動
車
が
走

け
て
こ
れ
ま
で
に
な
い
期
待
が
高
ま
っ
て

い
る
。

先
ほ
ど
か
ら
日
本
三
大
都
市
圏
と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
圏
」
が

重
要
で
、
都
市
人
口
だ
け
の
比
較
だ
と
、

名
古
屋
は
東
京
・
横
浜
・
大
阪
に
次
い
で

四
番
手
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、

名
古
屋
の
人
は
絶
対
に
認
め
な
い
が
、
特

に
西
日
本
で
は
東
京
・
大
阪
・
福
岡
を
三

大
都
市
と
し
て
扱
う
事
例
も
あ
る
。
著
名

人
、
特
に
外
国
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ラ
イ

ブ
な
ど
が
こ
の
「
三
大
都
市
ツ
ア
ー
」
で

開
催
さ
れ
る
な
ど
、
イ
ベ
ン
ト
や
店
舗
展

開
が
こ
の
三
つ
の
都
市
を
軸
に
展
開
さ
れ

る
こ
と
も
多
く
、
名
古
屋
の
人
は
そ
れ
を

「
名
古
屋
飛
ば
し
」
と
呼
ぶ
。「
都
市
圏
」

と
い
う
枠
組
み
に
す
る
こ
と
で
、
名
古
屋

の
存
在
感
を
高
め
よ
う
と
必
死
な
の
だ
。

二
七
年
に
東
京
と
名
古
屋
を
四
〇
分
で

結
ぶ
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
が
開
業
す
れ
ば
、

名
古
屋
は
も
は
や
首
都
圏
で
は
な
い
か
と

阪
の
み
が
双
璧
を
な
す
都
会
で
、
名
古
屋

は
大
き
な
地
方
都
市
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

扱
い
を
受
け
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な

危
機
感
を
常
に
抱
い
て
い
る
。

経
済
や
人
口
規
模
で
見
れ
ば
、
名
古
屋

は
ど
う
考
え
て
も
日
本
三
大
都
市
圏
の
一

員
で
あ
り
、
先
日
、
地
元
新
聞
の
一
面
で

「
大
阪
を
抜
い
て
２
番
手
に
」
な
ど
と
希

望
的
観
測
も
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
。
特
に
二
〇

二
七
年
の
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
開
業
に
向

ば
、
首
都
・
東
京
は
長
男
。
そ
の
存
在
感

や
地
位
の
堅
さ
は
磐
石
で
あ
る
。
ま
た
、

次
男
の
大
阪
も
異
論
な
く
日
本
の
二
番
手

を
担
っ
て
い
る
。
人
々
の
意
識
だ
け
で
な

く
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
の
扱
い
も
そ
れ
に

応
じ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
末

っ
子
で
あ
る
名
古
屋
は
そ
の
立
ち
位
置
に

常
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
三
大
都

市
圏
と
い
う
枠
組
み
に
し
が
み
つ
い
て
い

な
い
と
、
と
も
す
れ
ば
日
本
は
東
京
と
大

名
古
屋
に
つ
き
ま
と
う
不
安

名
鉄
が
名
古
屋
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

存
在
で
あ
る
の
か
、
名
鉄
と
は
何
か
…
…
。

そ
の
前
に
、
名
古
屋
自
身
が
ど
の
よ
う
な

意
識
を
も
っ
た
都
市
圏
で
あ
る
か
を
お
話

し
し
た
い
。

日
本
三
大
都
市
圏
と
い
わ
れ
る
東
京
・

大
阪
・
名
古
屋
。
兄
弟
に
た
と
え
る
な
ら

●かわい・としかず　1975年、名
古屋市名東区生まれ。瀬戸市育ち。
屈折した名古屋への愛を表現したサ
イト「トッピーネット」の運営をき
っかけにマスコミでの活動を開始。
共著に『名古屋あるある』（ティ
ー・オーエンタテイメント）がある。

川合登志和
フリーライター・放送作家

愛
知
県
と
岐
阜
県
の
一
部
を
つ
な
ぐ
巨
大
鉄
道
網
。

名
鉄
を
説
明
す
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、本
質
は
違
う
。

沿
線
住
民
に
と
っ
て
そ
れ
は
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
な
ら
ぬ
ソ
ウ
ル
ト
レ
イ
ン
だ
。

喜
び
も
悲
し
み
も
、名
鉄
と
と
も
に
あ
っ
た
幾
年
月
。

そ
も
そ
も
名
鉄
と
は
何
か
？

私
を
名
古
屋
の
先
に
連
れ
て
っ
て


