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地
域
住
民
の
足
と
し
て
の
施
策

―
―
弘
南
鉄
道
は
１
９
２
７
年
に
現
在
の
弘

南
線
（
16
・
８
㎞
）
の
一
部
区
間
が
開
業
し

ま
し
た
が
、
津
軽
南
地
域
と
弘
前
市
を
結
ぶ

住
民
待
望
の
開
業
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

船
越　

え
え
、
１
９
５
０
年
に
弘
南
黒
石

（
現
・
黒
石
）
ま
で
全
通
し
ま
し
た
。
こ
の

地
域
は
穀
倉
地
帯
で
す
か
ら
米
や
り
ん
ご
な

ど
の
輸
送
や
、
子
ど
も
た
ち
の
通
学
の
た
め

に
も
創
業
者
で
あ
る
菊
池
武
憲
初
代
社
長
は

奮
闘
し
た
よ
う
で
す
。
私
自
身
も
学
生
時
代

は
弘
南
線
を
利
用
し
て
通
学
し
て
い
ま
し

た
が
、
朝
は
長
い
６
両
編
成
で
も
満
員
で
、

ラ
ッ
シ
ュ
時
は
ホ
ー
ム
で
駅
員
が
乗
客
の
背

を
押
し
て
ド
ア
を
閉
め
る
。
ま
た
快
速
列
車

も
運
行
し
て
い
て
こ
れ
も
満
員
。
そ
う
い
う

時
代
も
あ
り
ま
し
た
。

１
９
８
４
年
に
国
鉄
黒
石
線
が
弘
南
鉄
道

に
転
換
さ
れ
ま
し
た
が
、
１
９
９
８
年
に
廃

止
し
、弘
南
バ
ス
に
転
換
し
ま
し
た
。
ま
た
、

経
営
難
に
陥
っ
て
い
た
弘
前
電
気
鉄
道
（
１

９
５
２
年
開
業
）
の
路
線
（
大
鰐

－

中
央
弘

前
間
・
13
・
９
㎞
）
を
譲
り
受
け
、
１
９
７

０
年
よ
り
当
社
の
大
鰐
線
と
し
て
運
営
し
て

い
ま
す
。
弘
南
線
・
大
鰐
線
と
も
に
主
と
し

て
地
域
の
方
が
利
用
さ
れ
る
「
地
域
に
根
差

し
た
」
鉄
道
と
し
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

―
―
現
在
の
利
用
促
進
策
も
地
元
の
方
向
け

の
も
の
が
多
い
の
で
す
か
。

千年千年
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館
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津軽地方の南地域を走る弘南鉄道には弘南線・大鰐線の２路線があり、そのうち
大鰐線は長らく赤字を累積させてきた路線を引き継いだものである。
沿線の人口減少・少子高齢化によって輸送人員が減少し、もう一方の弘南線も赤
字に転落して経営困難に陥った弘南鉄道に対して、2019年に沿線５市町村は緊
急措置として赤字補

ほ て ん

塡を行うことを決定した。
そうした支援の下、弘南鉄道は合理化と鉄道需要の創出を図る努力を続けてお
り、船越弘造代表取締役社長に鉄道の持つ公共性も踏まえてお話を伺った。

弘南鉄道株式会社 代表取締役社長

船越弘造
Kozo FUNAKOSHI
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特集：ウィズコロナの沿線観光振興と鉄道利用促進
［地域の公共交通を守り、観光振興に活かす取り組み］

船
越　

え
え
、
今
年
度
は
実
施
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
30
年
近
く
毎
年
イ
ベ
ン
ト
列
車

を
運
行
し
て
い
て
、
夏
期
は
「
納
涼
ビ
ー
ル

列
車
」、
12
月
は
「
忘
年
列
車
」、
２
月
に
は

こ
の
地
方
の
郷
土
料
理
を
提
供
す
る
「
け
の

汁
列
車
」
を
弘
前
発
や
平
賀
発
、
黒
石
発
で

運
行
し
て
い
ま
す
。
ど
の
列
車
も
満
員
と
な

り
、
一
つ
で
も
欠
け
る
と
「
な
ぜ
や
ら
な
い

の
か
」
と
地
元
の
方
か
ら
お
叱
り
が
く
る
ぐ

ら
い
浸
透
し
て
い
ま
す
。

弘
前
の
さ
く
ら
ま
つ
り
の
季
節
に
は
、
大

鰐
線
を
利
用
し
て
中
央
弘
前
駅
で
下
車
し
た

方
に
「
大
鰐
線
乗
車
証
明
書
」
を
発
行
し
、

さ
く
ら
ま
つ
り
会
場
や
有
料
施
設
が
無
料
と

な
る
サ
ー
ビ
ス
も
行
っ
て
い
ま
す
。

―
―
観
光
と
い
う
側
面
で
は
、
弘
南
線
沿
線

の
田い

な
か
だ
て

舎
館
村
が
行
っ
て
い
る
「
田
ん
ぼ
ア
ー

ト
」
が
大
変
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
大
勢
の

人
が
足
を
運
ん
で
観
光
名
所
と
し
て
定
着
し

た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

船
越　

私
た
ち
も
沿
線
自
治
体
も
何
と
か
大

勢
の
人
に
来
て
い
た
だ
き
た
い
と
知
恵
を

絞
っ
て
い
ま
す
。
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
は
さ
ま
ざ

ま
な
種
類
の
色
の
異
な
る
稲
を
植
え
て
田
ん

ぼ
に
絵
を
描
く
も
の
で
、
１
９
９
３
年
に
始

め
ま
し
た
が
、
今
で
は
全
国
区
で
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
大
勢
の
方
に

来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
２
０
１
３
年
に
は
会

場
付
近
に
「
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
駅
」
を
開
設
し

ま
し
た
。

―
― 

今
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
で
ご
苦
労
さ
れ
た

と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
利
用
促
進
策

を
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

船
越  

大
鰐
線
の
よ
う
に
り
ん
ご
畑
の
中
を

走
る
鉄
道
は
全
国
で
は
稀
少
で
す
の
で
「
り

ん
ご
畑
鉄
道
」
と
い
う
愛
称
を
つ
け
、
駅
名

標
な
ど
も
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。
秋
に

は
赤
く
色
づ
い
た
り
ん
ご
を
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
る
よ
う
期
間
限
定
で
徐
行
運
転
し
、
ま

た
近
隣
の
り
ん
ご
畑
で
は
利
用
者
限
定
で
り

ん
ご
も
ぎ
と
り
体
験
も
で
き
ま
す
。

ま
た
、
り
ん
ご
を
原
料
と
す
る
シ
ー
ド
ル

を
日
本
で
初
め
て
大
々
的
に
生
産
し
た
と
さ

れ
る
「
吉
野
町
煉
瓦
倉
庫
」
は
明
治
期
の
建

物
で
す
が
、
こ
れ
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て

２
０
２
０
年
７
月
に
「
弘
前
れ
ん
が
倉
庫
美

術
館
」
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
中
央

弘
前
駅
の
近
く
で
す
の
で
、
10
月
か
ら
は
大

鰐
線
と
美
術
館
、
両
方
を
利
用
さ
れ
た
方
に

オ
リ
ジ
ナ
ル
エ
コ
バ
ッ
グ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す

る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
始
め
ま
し
た
。

当
社
の
創
業
記
念
日
前
日
の
９
月
６
日
に

は
、
岩
手
競
馬
の
盛
岡
競
馬
場
で
冠
レ
ー
ス

「
ま
た
乗
り
に
行
こ
う
！
弘
南
鉄
道
賞
」
を

開
催
し
、
当
日
は
盛
岡
競
馬
場
と
田
舎
館
村

の
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
津
軽
内
岩
手
競
馬
販
売
所
、
弘

南
鉄
道
弘
南
線
の
弘
前
駅
・
平
賀
駅
・
黒
石

駅
、
大
鰐
線
の
中
央
弘
前
駅
で
、
枚
数
限
定

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
シ
ー
ル
を
配
布
し
、
シ
ー
ル

ラ
リ
ー
を
実
施
し
ま
し
た
。

ほ
か
に
も
人
と
人
を
つ
な
ぐ
企
画
と
し
て
、

冬
に
は
、
有
志
の
方
に
使
い
捨
て
カ
イ
ロ
を

買
っ
て
い
た
だ
き
、
弘
南
鉄
道
を
利
用
す
る
お

客
さ
ま
に
そ
の
カ
イ
ロ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
弘
南
鉄
道
あ
っ
た
か
応
援
隊
」

を
実
施
し
ま
し
た
。
受
験
生
な
ど
を
応
援
し

た
い
と
い
う
思
い
を
込
め
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
施
策
は
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も

一
定
の
効
果
を
上
げ
、
弘
南
鉄
道
を
知
っ
て

い
た
だ
く
、
馴
染
ん
で
い
た
だ
く
機
会
と

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
一
つ
一

つ
企
画
を
丁
寧
に
つ
く
り
上
げ
て
実
施
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

沿
線
５
市
町
村
に
よ
る
赤
字
補
塡

―
―
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
が
都
会
よ
り

も
早
く
進
行
す
る
地
方
の
鉄
道
の
あ
り
方
に

は
鉄
道
関
係
者
の
ほ
か
多
く
の
方
が
関
心
を

持
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
赤
字
だ
っ
た
路

線
を
引
き
受
け
た
大
鰐
線
も
そ
の
一
つ
だ
と

思
い
ま
す
。

船
越　

開
業
以
降
ず
っ
と
赤
字
路
線
で
あ
っ

た
弘
前
電
気
鉄
道
の
経
営
権
を
譲
り
受
け
る

こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
利
用
客
や
鉄
道
と
し
て
の
使
命
、
地
域

発
展
な
ど
を
考
慮
し
て
６
代
目
社
長
が
買
収

を
決
意
し
た
の
で
す
が
、
や
は
り
慢
性
的
な

赤
字
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
私
の
代
（
８
代
目
）
に
な
っ
て
各
種
の

施
策
や
経
営
改
善
策
を
講
じ
て
も
、
輸
送
人

員
の
減
少
に
歯
止
め
は
か
か
ら
ず
、
04
年
度

か
ら
12
年
度
ま
で
の
同
線
の
累
積
赤
字
が
２

億
３
７
５
万
円
に
上
っ
て
い
ま
し
た
。

沿
線
自
治
体
か
ら
財
政
支
援
を
受
け
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
２

０
１
３
年
の
株
主
総
会
で
、大
鰐
線
を
２
０

１
７
年
３
月
で
廃
止
す
る
方
針
を
示
し
ま
し

た
が
、こ
れ
は
大
き
な
議
論
へ
と
発
展
し
ま
し

た
。翌
年
に
弘
前
市
が
行
っ
た
市
民
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
大
鰐
線
を
「
必
要
」
と
す
る
人
が
７

割
い
る
も
の
の
、「
利
用
し
な
い
」
と
い
う
人

も
７
割
を
超
え
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
当
社
の
収
支
上
、
大
鰐
線
の
赤
字

を
長
ら
く
弘
南
線
の
収
支
で
補
っ
て
き
ま
し

た
が
、
２
０
１
７
年
に
は
弘
南
線
も
と
う
と

う
赤
字
に
転
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

―
―
現
在
で
は
沿
線
５
市
町
村
（
弘
前
市
、

黒
石
市
、
平
川
市
、
大
鰐
町
、
田
舎
館
村
）

が
緊
急
支
援
を
行
い
、
運
行
費
の
赤
字
を
補

塡
し
て
、
弘
南
鉄
道
を
支
援
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
経
緯
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。　

船
越　

大
き
な
転
機
を
迎
え
た
の
は
２
０
１

９
年
に
就
任
さ
れ
た
弘
前
市
の
桜
田
宏
市
長

が
「
鉄
道
は
失
っ
て
し
ま
っ
た
ら
取
り
戻
せ

な
い
。
事
業
者
の
経
営
努
力
だ
け
で
は
運
行

の
継
続
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
弘
前
市
に

と
っ
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
弘
南
鉄
道
を

し
っ
か
り
維
持
し
て
活
性
化
さ
せ
、
将
来
に

つ
な
い
で
い
き
た
い
」
と
沿
線
市
町
村
の
首

長
と
協
議
を
重
ね
、
皆
さ
ん
に
緊
急
支
援
に

対
す
る
理
解
を
求
め
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で

す
。

大鰐線終着の大鰐駅
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桜
田
市
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
ス
ピ
ー

ド
感
を
も
っ
て
支
援
の
形
が
決
ま
り
ま
し

た
。
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
沿
線
市
町

村
の
当
社
へ
の
運
行
費
補
助
は
初
め
て
で
、

５
市
町
村
は
そ
れ
ぞ
れ
地
元
の
駅
の
利
用
者

数
の
割
合
に
応
じ
た
負
担
額
を
運
行
費
補
助

金
と
し
て
20
年
度
の
予
算
案
に
計
上
し
ま

す
。
19
年
度
分
の
赤
字
の
一
部
（
約
６
５
８

６
万
円
）
は
20
年
度
予
算
で
補
塡
さ
れ
、
20

年
度
分
の
赤
字
は
21
年
度
予
算
に
計
上
さ
れ

ま
す
。
私
ど
も
は
こ
の
間
に
、
維
持
活
性
化

の
具
体
策
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

―
―
弘
南
鉄
道
の
側
で
も
合
理
化
策
が
取
ら

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

船
越　

２
０
１
９
年
10
月
に
大
幅
な
ダ
イ
ヤ

改
正
を
行
い
ま
し
た
。
弘
南
線
は
上
下
12

本
、
大
鰐
線
は
上
下
６
本
を
減
便
し
て
い
ま

す
。
で
き
る
だ
け
通
学
・
通
勤
に
影
響
が
出

な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
少

子
高
齢
化
は
地
方
鉄
道
に
と
っ
て
は
本
当
に

苦
し
い
で
す
ね
。
21
年
度
か
ら
は
弘
南
線
沿

線
の
高
校
２
校
が
統
合
さ
れ
て
１
校
に
な
り

ま
す
し
、
も
と
も
と
保
護
者
が
送
迎
を
し
て

通
学
定
期
の
売
り
上
げ
が
減
っ
て
い
た
と
こ

ろ
に
、
コ
ロ
ナ
禍
の
移
動
の
自
粛
で
長
期

の
通
学
定
期
を
払
い
戻
し
に
来
た
学
生
が
多

く
い
ま
し
た
。
２
０
２
０
年
春
の
収
入
は
定

期
で
は
前
年
比
で
50
％
近
く
下
が
っ
て
い
ま

す
。
何
か
い
い
方
策
は
な
い
も
の
か
、
例
え

ば
保
護
者
の
方
は
学
校
で
は
な
く
駅
に
送
迎

さ
れ
る
よ
う
に
呼
び
掛
け
る
と
か
、
地
元
の

方
々
に
鉄
道
を
い
か
に
使
っ
て
い
た
だ
く
か

と
常
に
模
索
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、「
鉄

道
が
な
く
な
っ
た
ら
困
る
」
と
感
じ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
鉄
道
の

存
在
意
義
を
理
解
し
、
生
活
や
行
動
パ
タ
ー

ン
を
少
し
変
化
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

鉄
道
を
活
か
し
た
広
域
連
携
の

地
域
づ
く
り

―
―
も
ち
ろ
ん
輸
送
は
鉄
道
の
最
も
重
要
な

役
割
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
歴
史
や
文

化
を
持
ち
、
そ
の
地
域
の
風
土
の
よ
う
な
も

の
を
象
徴
す
る
鉄
道
は
地
域
づ
く
り
に
も
大

き
な
力
を
発
揮
す
る
と
思
い
ま
す
。
沿
線
５

市
町
村
と
は
今
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を

連
携
し
て
行
っ
て
い
る
と
お
伺
い
し
ま
し
た

が
、
さ
ら
に
広
域
的
な
連
携
に
よ
る
鉄
道
の

力
を
活
か
し
た
地
域
づ
く
り
に
つ
い
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

船
越　

当
社
の
沿
線
５
市
町
村
に
藤
崎
町
・

板
柳
町
・
西
目
屋
村
を
加
え
て
「
弘
前
圏

域
８
市
町
村
」
と
し
て
連
携
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
さ
ら
に
五
所
川
原
市
・
つ
が
る
市
・

鰺
ヶ
沢
町
・
深
浦
町
・
鶴
田
町
・
中
泊
町

を
加
え
た
「
津
軽
圏
域
」
で
「
Ｄ
Ｍ
Ｏ
：

D
estination M

anagem
ent/M

arketing 
O

rganization

」
を
組
織
し
、
鉄
道
を
含
め

た
観
光
地
域
づ
く
り
を
推
進
し
よ
う
と
い
う

流
れ
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
当
社
も
沿
線

以
外
の
地
域
、
鉄
道
を
は
じ
め
交
通
機
関
や

各
施
設
な
ど
と
連
携
し
て
い
け
た
ら
と
期
待

し
て
い
ま
す
。

―
―
ま
た
、
弘
南
鉄
道
は
車
輪
整
備
の
貴
重

な
技
術
を
持
つ
数
少
な
い
企
業
で
す
ね
。

船
越　
「
焼や

き
嵌は

め
」
と
い
う
技
術
で
す
ね
。

古
い
車
両
の
摩
耗
し
た
車
輪
外
周
部
品
を
交

換
す
る
際
、
新
し
い
外
周
部
品
を
ホ
イ
ー
ル

に
当
た
る
輪
心
（
車
軸
）
に
嵌
め
込
む
作
業

で
、
当
社
は
専
用
機
器
を
所
有
し
、
社
内
の

職
員
た
ち
で
技
術
を
継
承
し
な
が
ら
自
前
で

行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
大
井
川
鐵
道
や

秩
父
鉄
道
か
ら
Ｓ
Ｌ
車
両
の
車
輪
削さ

く
せ
い正

と
嵌

め
換
え
の
依
頼
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
他
社

か
ら
発
注
い
た
だ
く
の
は
初
め
て
の
こ
と

で
、
本
当
に
光
栄
で
す
。
私
自
身
、
電
車
と

気
動
車
の
免
許
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
現

場
の
職
員
の
気
持
ち
も
理
解
し
て
い
る
つ
も

り
で
す
。
職
員
と
一
緒
に
喜
び
を
分
か
ち
合

い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
技
術
も
守
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

ピ
ー
ク
時
に
２
１
９
人
い
た
職
員
は
、
現

在
66
人
で
高
齢
化
も
し
て
き
ま
し
た
。
低
迷

期
が
長
く
続
き
、
今
、
よ
う
や
く
定
期
昇
給

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
厳
し
い
状
況
の

中
で
、
職
員
は
社
訓
の
「
わ
れ
ら
鉄
道
マ
ン

な
れ
」
を
胸
に
刻
み
、
頑
張
っ
て
く
れ
て
い

る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

―
―
弘
南
鉄
道
の
存
在
価
値
が
さ
ま
ざ
ま
な

側
面
か
ら
増
す
中
で
、
地
域
の
方
々
に
自
分

た
ち
の
地
域
の
鉄
道
だ
と
い
う
意
識
を
一
層

強
く
高
く
持
っ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
で
す
ね
。

船
越　

え
え
、
鉄
路
は
一
度
失
っ
て
し
ま
っ

た
ら
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
鉄
道
の

重
要
性
と
と
も
に
、「
な
く
な
っ
た
ら
困
る
」

と
い
う
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
だ
く
。
地
方

の
鉄
道
を
守
る
と
い
う
こ
と
を
よ
り
深
く
理

解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
鉄
道
事
業
者

と
し
て
経
営
努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

（本記事は 2020年 12月 8日取材時の内容です）

2013年に開設された田んぼアート駅

中央弘前駅に向かう電車。後ろに「弘前れんが倉庫美術館」が見える
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特集：ウィズコロナの沿線観光振興と鉄道利用促進
［地域の公共交通を守り、観光振興に活かす取り組み］

交通事業者の主体的な思いや
意欲を重視したい
　
鉄道は重要な都市基盤であ
り、弘南鉄道は弘前市のみなら
ず弘前市域を走る重要幹線の一
つと認識しています。また民間
企業ではあっても、鉄道事業に
は公益性・公共性があり、公共
サービスを維持していく上で、
行政も後方支援していかなけれ
ばならない。輸送人員の減少が
続く厳しい経営状況の中で鉄道
事業を行う弘南鉄道に対して、
地域のインフラを維持するため

に、時限的ながらも支援していこうということで沿線５市町村（弘
前市・黒石市・平川市・大鰐町・田舎館村）が新たな支援策等を協
議・検討する間の緊急措置として両路線の 2019年度、2020年度
分の運行欠損を補塡することとしました。
また、利用促進策のほか、マクラ木や踏切遮断機の修繕などの安
全対策に関する事業も行いました。住民の方々にも地域のインフラ
を守るということを理解していただいていると考えております。一
定期間の支援とともに、その間に鉄道需要を創出し、支援期間が終
わった時には弘南鉄道がある程度自立できることを目指していま
す。自治体支援はあくまで後方支援であり、事業者に主体性を持っ
ていただきたいと考えています。その中で地域の関係者と連携しな
がら弘前市を含めた５市町村と弘南鉄道が本音で協議し、利用拡大
の仕掛けを一緒につくっていきたいと思います。
利用促進策は今の人員で無理なく着手できて、新たな取り組みを
していることが地域の人々からも見えるようなもの、具体的な例と
しては、全国にも例がないりんご畑の中を運行する大鰐線の路線愛
称を青森県中南地域県民局のアイデアを活かして、「りんご畑鉄道」
としていくことを事業者が発表しました。情報を共有し、互いにア
イデアやヒント、キーワードを出し合い、コミュニケーションをと
りながら、さまざまな企画ができあがっていきました。その過程で
弘南鉄道の方からも「これならできる、これならやってみたい」と
声が上がり、そうした思いは大事にしたいと感じました。
また、教育からの観点として、小学校の校外活動に地域資源とし
て鉄道を活用したい。子どもたちに公共交通の存在意義を環境から
考える機会があればいいと思っています。これは行政の方がいいか

もしれないですね。
さらに、この地域は豪雪地帯ですので、夏は車で 30分で行ける
ところが冬は交通渋滞で１時間近くかかってしまう。渋滞解消のた
めにも公共交通を使う、それが市民の普通の行動パターンとして浸
透すれば、鉄道の維持につながるのではないかと思います。市民へ
の呼び掛けは行政の役割であると考えておりますし、事業者主体の
さまざまな取り組みに一緒にチャレンジしていきたいと思います。

地域資源を最大限活用して
誘客につなげたい

私自身が弘前市出身で、JR
と二つの路線の弘南鉄道の存在
が弘前の景色の中になじんでい
る感覚が強くあり、こうしたま
ちの景観を失うとしたら、それ
はとても寂しいことだと思いま
す。ただ、地方都市では駅に近
い場所に住んでいないと鉄道を
利用しにくいのも事実で、さま
ざまな利用促進策を実施し、新
たな価値を創出することで、地
域にとって必要な存在であるこ

とを認識してもらい、利用拡大につなげていきたいと思っています。
普段利用しない沿線の市民や観光客にいかに乗ってもらうか。そ
の一つの方法としては、乗ること自体が目的となる取り組みが通年
あるようなイメージで仕掛けていけば関心が高まるのではないかと
考えています。
例えば、弘南鉄道では 2020年 10月から大鰐線をりんご畑鉄道
として、りんごをモチーフにしたデザインの駅ナンバリングの導入、
駅名標のリニューアルに着手しました。この事業者の取り組みと連
動するように、弘前市と大鰐町は、ＰＲ用チラシの費用を負担しな
がら、事業者とともにアイデアを練り、りんご畑区間は速度を落と
して運転して間近にりんごの産地らしい景色を楽しんでもらえるよ
うにし、沿線のりんご園にご協力いただいて、鉄道利用者向けにり
んごもぎ体験を行いました。
また、紅葉の季節には弘前城に来られる方向けに、大鰐線沿線に
無料の駐車場を設置し、鉄道利用者は弘前城内の有料区域などに無
料で入場できるサービスも実施しました。
コロナ禍で遠方には出かけられない時だからこそ、地域の方に１
駅、２駅乗ってみて地元の鉄道の魅力を再発見してもらいたい。ま
た、コロナ禍が落ち着いた後には大鰐町には温泉やスキー場などが
ありますから、観光客を誘客して輸送人員を底上げしていきたいと

考えています。同業他
社から依頼がきたと
いう弘南鉄道の車両
修繕技術を見てもら
う企画などもできる
のではないかと思い
ます。地域資源を最大
限に活用しながら、情
報を発信していきた
いと思います。

※弘南鉄道への財政支援は、引き続き沿線の４市村により、2021度から 10年間補助されることが確定している。

りんご畑の中を走る「りんご畑鉄道」

弘前市 都市整備部地域交通課　
課長補佐

羽賀克順
Katsuyuki HAGA

弘前市 都市整備部地域交通課　
主事

信田洋平
Yohei NOBUTA

経営難に陥っている弘南鉄道に対して、弘前市など沿線５市町
村は、緊急措置として2019年度・2020年度分の赤字補塡
を行うことを決定した

※

。弘南鉄道に対する行政の運行補助は初
となる。同時に、観光誘客や沿線地域住民の鉄道需要を創出す
る利用促進策を弘南鉄道とともに立案し、実施している。


