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担
い
手
だ
っ
た
。
夜
間
山
あ
い
エ
リ
ア
を
運

転
中
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
が
車
両
に
ぶ
つ
か
り
、

点
検
の
た
め
に
列
車
に
遅
れ
が
出
る
こ
と
が

あ
る
。「
ナ
イ
ト
サ
フ
ァ
リ
だ
と
冗
談
で
い

う
人
も
い
る
（
笑
）。
昼
間
な
ら
（
動
物
が

い
た
ら
）
汽
笛
を
鳴
ら
す
ん
で
す
が
…
」

人
気
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
つ
い
て
伺

う
。
そ
の
ひ
と
つ
が
２
０
１
０
（
平
成
22
）

年
に
架
け
替
え
ら
れ
た
余
部
橋
梁
。
最
寄

り
の
餘
部
駅
に
は
、
今
で
こ
そ
余
部
ク

リ
ス
タ
ル
タ
ワ
ー
と
呼
ば
れ
る
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
も
つ
い
た
が
、
昔
は
行
商
や
通
勤
通

学
で
駅
を
利
用
す
る
人
た
ち
は
打
ち
っ
ぱ

な
し
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
上
を
10
分
も
の

時
間
を
か
け
て
登
り
降
り
し
た
と
い
う
。

日
本
最
長
の
在
来
線
と
余
部
橋
梁

山
陰
本
線
は
京
都
と
幡
生
（
下
関
）
を

結
ぶ
日
本
最
長
の
在
来
線
だ
。
か
つ
て
は

「
出
雲
」
と
い
う
夜
行
列
車
が
走
っ
て
い

た
。「
ブ
ル
ー
ト
レ
イ
ン
」
な
ら
眠
っ
て

い
る
う
ち
に
東
京
ま
で
運
ん
で
く
れ
た
。

新
幹
線
な
ど
の
高
速
鉄
道
が
で
き
て
利
用

客
は
減
少
し
た
が
、
車
窓
か
ら
の
四
季
折
々

の
自
然
を
堪
能
し
た
い
と
い
う
鉄
道
フ
ァ
ン
は

今
も
健
在
だ
。
特
に
今
回
、
訪
れ
る
香
住

海
岸
（
山
陰
海
岸
国
立
公
園
）
沿
い
の
拠

点
駅
周
辺
に
は
温
泉
や
名
所
旧
跡
も
多
く
、

こ
れ
に
新
鮮
な
魚
介
類
が
加
わ
れ
ば
、
文
句

な
し
の
ロ
ー
カ
ル
線
の
旅
が
満
喫
で
き
る
。

こ
の
日
、
日
本
海
側
は
本
格
的
な
冬
に

入
る
一
歩
手
前
。「
こ
の
時
期
に
青
い
海
が

見
ら
れ
た
ら
ラ
ッ
キ
ー
だ
よ
」
と
い
わ
れ

た
が
、
山
側
に
目
を
移
す
と
紅
葉
の
真
っ

盛
り
。
こ
の
季
節
も
悪
く
な
い
。

今
回
、
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
上
村
哲

央
さ
ん
（
Ｊ
Ｒ
西
労
組
福
知
山
地
方
本
部

豊
岡
支
部
執
行
委
員
長
）
と
野
垣
克
彦
さ

ん
（
Ｊ
Ｒ
西
労
組
福
知
山
地
方
本
部
執
行

委
員
長
）
で
あ
る
。

「
昔
は
こ
の
時
期
、
豊
岡
駅
の
ホ
ー
ム
に
特

急
列
車
が
入
る
と
、
名
物
の
か
に
弁
当
を

抱
え
下
げ
た
駅
弁
売
り
が
急
ぎ
足
で
寄
って

き
ま
し
た
よ
」
と
、
豊
岡
出
身
で
運
転
士

の
上
村
さ
ん
。
お
父
上
も
国
鉄
で
保
線
の

日本最長の在来線を結ぶ
余

あ ま る べ

部橋梁の今昔

あ
ま
る
べ

よ
ろ
い

か
す
み

余部橋梁

JR
山
陰
本

線
至豊岡

日本海

兵庫県
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夕暮れ前の余部橋梁を渡る「キハ47形気動車」 ＪＲ西日本　山陰本線
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の
こ
と
は
よ
く
覚
え
て
い
る
と
い
う
。

「
テ
レ
ビ
で
事
故
を
知
っ
た
父
は
す
ぐ
に

現
場
に
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
。
そ
し
て
疲

れ
切
っ
て
帰
っ
て
来
て
、『
あ
ん
な
に
（
仰

向
き
に
）
な
っ
て
し
ま
っ
た
列
車
を
ど
う

や
っ
て
人
力
で
引
き
上
げ
る
ん
だ
…
』
と
。

こ
の
言
葉
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
」

野
垣
さ
ん
の
車
で
余
部
橋
梁
に
連
れ
て

い
っ
て
い
た
だ
く
。
今
井
孝
治
さ
ん
（
Ｊ

Ｒ
連
合
中
央
本
部
企
画
部
長
）
と
石
田
原

潔
さ
ん
（
Ｊ
Ｒ
西
労
組
中
央
本
部
情
宣
・

福
祉
対
策
部
長
）
も
同
行
さ
れ
た
。
水
産

加
工
場
跡
に
建
て
ら
れ
た
慰
霊
観
音
像
に

花
を
手
向
け
た
。
野
垣
さ
ん
は
無
言
で
手

を
合
わ
せ
て
い
た
。

献
花
の
後
、「
事
故
の
と
き
、
私
は
６
歳

で
し
た
。
30
年
以
上
も
前
で
す
か
ら
、
Ｊ

Ｒ
の
先
輩
で
当
時
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

人
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
で
も
、
こ
の

事
故
、
そ
し
て
余
部
橋
梁
は
、
わ
れ
わ
れ

に
改
め
て
安
全
の
原
点
を
示
し
て
く
れ
ま

し
た
。
安
全
な
く
し
て
列
車
は
運
行
で
き

な
い
。
事
故
は
絶
対
に
起
こ
し
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
大
切
な
の
は
一
人
ひ
と
り
の
意

識
と
考
動
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
で

ほ
し
い
」
と
野
垣
さ
ん
は
話
し
て
く
れ
た
。

目
の
前
に
あ
る
余
部
橋
梁
は
形
こ
そ
シ

ン
プ
ル
に
な
っ
た
が
、
写
真
で
見
る
よ
り

も
ず
っ
と
迫
力
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
余
部
ク
リ
ス
タ
ル
タ
ワ
ー
に

「
さ
ら
に
昔
、
旧
鉄
橋
時
代
の
保
線
に
従

事
す
る
仲
間
は
、
下
が
透
け
て
見
え
る
線

路
の
点
検
も
し
ま
し
た
。
橋
の
上
だ
か
ら

平
地
と
は
違
っ
て
、
ま
ず
高
さ
に
勝
つ
こ
と

が
先
決
。
風
も
強
い
で
す
し
ね
」
と
、
野

垣
さ
ん
が
旧
橋
梁
の
説
明
を
し
て
く
れ
た
。

山
陰
本
線
西
側
で
最
後
に
開
通
し
た
の

は
香
住—

浜
坂
間
だ
が
、
こ
こ
は
山
が

海
に
迫
る
地
形
で
、
途
中
に
は
長
谷
川
が

つ
く
り
だ
す
谷
間
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
線

路
を
通
す
た
め
に
１
９
１
２
（
明
治
45
）

地方線区を訪ねて

登
り
、
高
さ
41
メ
ー
ト
ル
か
ら
日
本
海
の

絶
景
を
眺
め
た
。
旧
余
部
鉄
橋
西
側
の
３

本
の
橋
脚
を
現
地
保
存
し
、
展
望
施
設
と

し
た
余
部
鉄
橋
「
空
の
駅
」
で
旧
軌
道
な

ど
も
見
学
し
た
。
夕
暮
れ
前
に
な
ん
と
か

余
部
橋
梁
を
渡
る
ワ
ン
マ
ン
列
車
を
カ
メ

ラ
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
と
き
、

海
は
か
ろ
う
じ
て
青
か
っ
た
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
に
な
っ
て
、
風
雨
や

雪
で
列
車
が
止
ま
る
の
は
年
に
通
算
し
て

7
日
間
あ
る
か
な
い
か
だ
と
い
う
。
が
、

今
で
も
風
の
強
い
日
は
橋
梁
の
前
で
「
風

が
あ
っ
て
、
こ
の
先
は
運
転
で
き
ま
せ
ん
。

車
内
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
」
と
い
う
ア
ナ

ウ
ン
ス
が
流
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
ん
な
余
部
橋
梁
を
体
験
し
よ
う
と
世
界

中
か
ら
観
光
客
が
訪
れ
て
い
る
。

翌
日
、
帰
路
に
つ
い
た
が
、
朝
か
ら
大

雨
と
強
風
。
荒
々
し
く
う
ね
る
日
本
海
は

ど
こ
ま
で
も
灰
色
だ
っ
た
。
昨
日
、
眺
め

た
日
本
海
の
青
を
思
い
出
す—

今
回
の
山

陰
の
旅
は
、
本
当
に
幸
運
だ
っ
た
。

2017年、「空の駅」へと運ぶ
余部クリスタルタワーが完成。

年
に
完
成
し
た
の
が
余
部
橋
梁
だ
。
全
長

３
０
１
メ
ー
ト
ル
、
下
を
流
れ
る
川
の
河

床
か
ら
レ
ー
ル
面
ま
で
41
メ
ー
ト
ル—

当

時
は
東
洋
一
の
鋼
製
ト
レ
ッ
ス
ル
橋
と
い

わ
れ
、
独
特
な
構
造
と
鮮
や
か
な
朱
色
の

鉄
橋
が
つ
く
り
だ
す
風
景
は
、
数
多
の
観

光
客
の
心
を
魅
了
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

余
部
橋
梁
と
安
全

実
は
、
今
回
の
旅
の
一
番
の
目
的
は
、

こ
の
余
部
橋
梁
だ
っ
た
。
赤
い
鉄
橋
が
防

風
壁
を
備
え
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト

橋
に
架
け
替
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
冬
場
の
強
風
に
よ

る
列
車
の
遅
延
や
運
休
を
回
避

す
る
た
め
だ
が
、
も
っ
と
も
大

き
な
き
っ
か
け
は
１
９
８
６

（
昭
和
61
）
年
12
月
28
日
の
列

車
転
落
事
故
で
あ
っ
た
。

そ
の
日
の
午
後
１
時
25
分

頃
、
香
住
発
浜
坂
行
の
回
送
列

車
が
鉄
橋
を
通
過
中
に
突
風
に

あ
お
ら
れ
、
機
関
車
と
客
車
の

一
部
を
残
し
て
７
両
が
転
落
。

鉄
橋
の
下
の
水
産
加
工
場
や
民

家
を
直
撃
し
、
客
車
内
に
い
た

車
掌
１
名
と
水
産
加
工
場
の
従

業
員
５
名
が
死
亡
し
た
。

当
時
、
上
村
さ
ん
は
小
学
5

年
生
だ
っ
た
が
、
そ
の
日
曜
日

余部鉄橋事故犠牲者慰霊碑の前で、献花する今
井さん（左）、野垣さん（中央）、石田原さん（右）。

お話を伺った、野垣さん（左）と上村さん（右）。JR
西労組福知山地方本部豊岡支部事務所前で。


