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東日本大震災から204日
仙台空港アクセス線が全線で運行再開

2011年10月1日　
全線運行再開を祝うセレモニーを開催

　東日本大震災で被災し、運休していた仙台空
港鉄道株式会社の仙台空港アクセス線が 10 月
1 日、全線での営業運転を再開。仙台空港駅で
は関係者らが全線運行再開を祝うセレモニーを
行った。
　震災では、仙台空港駅１階の運輸司令室を津
波が直撃。運転制御を行うシステムがすべて壊
れたほか、滑走路の地下を横断するトンネルに
海水が流入し、電気設備・信号設備が全損する
など甚大な被害を受けた。仙台空港鉄道では、1
階にあった運輸司令室、信号通信機器室などを 2
階に移設するとともに、架線や架線柱など諸設
備を交換するなど、復旧作業を進めてきた。

　7 月 23 日からは、名取駅からトンネルの手前
にある美田園駅までの区間運転を行い、運休区
間は代行バスを運行していたが、震災から 204
日を経て、いよいよ全線での列車運行を再開。
仙台空港駅のホームには、乗降客で賑わう震災
前の風景が戻った。
　また、仙台空港駅で行われた全線運行再開セ
レモニーでは、震災の犠牲者に黙禱を捧げ、仙
台空港鉄道の齋藤進代表取締役社長はじめ出席
者の挨拶の後、仙台空港アクセス線の仙台－仙
台空港駅間 8 駅を表す 8 本のクロマツの記念植
栽が行われ、運行再開を祝うとともに安全運行
を祈願した。
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震災前の賑やかさを取り戻した仙台空港駅

ホームに停車する車両

セレモニーで行われたクロマツの記念植栽。
クロマツは名取、岩沼、両市の市木

式典につづき、会場をホームに移して、
一日駅長による出発式が行われた
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◎日本民営鉄道協会とは？
昭和 42 年に社団法人として設立され、72社の民営鉄道会社で組織されています。
輸送力の増強と安全輸送の確保を促進し、鉄道事業の健全な発達を図り、もって国民経
済の発展に寄与することを目的とした活動を行っております。
なお、JR 各社や公営地下鉄などは加入しておりません。
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津
軽
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長

澤
田
長
二
郎

Choniro SAW
A
DA

文
◉
茶
木　

環
／
撮
影
◉
織
本
知
之

日
本
最
北
の
民
営
鉄
道
で
あ
る
津
軽
鉄
道
は
、

平
成
22
年
、
開
業
80
周
年
を
迎
え
た
。

一
時
は
存
続
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
自
助
努
力
を
行
い
、

一
方
で
、
自
ら
の
存
在
価
値
を
地
域
に
問
い
掛
け
、
人
々
に
協
働
を
訴
え
た
。

鉄
道
の
力
は
地
域
の
力
、
地
域
と
鉄
道
は
同
じ
軌
道
上
に
あ
る
。

津
軽
鉄
道
の
真
摯
な
取
り
組
み
が
共
感
を
呼
び
起
こ
し
、

鉄
道
支
援
に
よ
る
地
域
活
性
化
へ
の
活
動
が
広
ま
っ
て
い
く
。

以
来
、
奥
津
軽
で
は
、
鉄
道
、
地
域
、
行
政
︱
︱
三
位
一
体
の
協
働
で
、

津
軽
鉄
道
を
軸
に
し
た
地
域
活
性
化
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

津
軽
鉄
道
株
式
会
社�

澤
田
長
二
郎
代
表
取
締
役
社
長
に
お
話
を
伺
っ
た
。

次
の
80
年
へ

TOPTOPinterviewinterviewTOPinterviewTOPTOPinterviewTOP
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鉄
道
の
再
生
が
地
域
を
活
性
化
す
る

―
―
最
初
に
津
軽
鉄
道
の
歴
史
か
ら
お
話
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
ま
す
か
。

澤
田　

津
軽
鉄
道
は
昭
和
３
年
に
設
立
さ

れ
、
昭
和
５
年
11
月
に
津
軽
五
所
川
原
駅
か

ら
津
軽
中
里
駅
ま
で
全
20
・
７
㎞
の
路
線
が

開
通
し
ま
し
た
。

五
所
川
原
と
は
「
五
つ
の
川
が
集
ま
っ
た

と
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
で
、
古
く
か
ら
産
物

の
集
積
地
と
し
て
栄
え
て
き
た
歴
史
を
持
っ

て
い
ま
す
。
当
時
は
、
呉
服
な
ど
の
商
業
中

心
地
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
五
所

川
原
以
北
に
つ
い
て
は
開
発
が
進
ん
で
お
ら

ず
、
夏
は
馬
車
、
冬
は
馬
そ
り
が
交
通
手
段

で
し
た
。
そ
こ
で
、
津
軽
半
島
北
部
の
開
発

と
地
域
振
興
を
目
的
に
、
津
軽
鉄
道
が
敷
設

さ
れ
た
の
で
す
。

実
は
こ
の
と
き
、
津
軽
半
島
の
産
業
・
観

光
の
振
興
を
見
据
え
て
「
津
軽
半
島
環
状
鉄

道
」
と
い
う
構
想
が
持
た
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
地
盤
な
ど
の
問
題
で
建
設
費
が
予

定
を
大
き
く
上
回
っ
た
こ
と
に
加
え
、
昭
和

恐
慌
な
ど
の
影
響
も
あ
り
、
断
念
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
津
軽

鉄
道
は
津
軽
中
里
駅
ま
で
の
営
業
と
な
り
、

以
来
、
80
余
年
の
歴
史
を
刻
ん
で
い
ま
す
。

―
―
乗
客
の
推
移
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

澤
田　

乗
客
数
の
ピ
ー
ク
は
昭
和
49
年
で
、

２
５
７
万
人
弱
の
利
用
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
後
、
徐
々
に
減
り
始
め
、
平
成
７
年
度
に

は
約
90
万
人
、
20
年
度
に
は
30
万
１
４
０
人

に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。

平
成
21
年
度
は
、「
太
宰
治
生
誕
１
０
０

年
祭
」
の
開
催
や
私
ど
も
の
「
奥
津
軽
ト
レ

イ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
」
が
乗
務
を
開
始
し
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
32
万
１
９
３
８
人
と
前
年

比
で
７
・
３
％
増
に
な
り
ま
し
た
。
乗
客
数

が
増
え
た
の
は
実
に
30
数
年
ぶ
り
で
し
た
。

乗
客
の
減
少
は
、
少
子
高
齢
化
な
ど
の
人

口
問
題
よ
り
も
、
マ
イ
カ
ー
の
普
及
が
大
き
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
軽
自
動
車
を
複
数
台
保

有
す
る
家
が
増
え
て
い
ま
す
し
、
道
路
事
情

も
良
い
。
津
軽
鉄
道
の
線
路
に
並
行
し
て

「
こ
め
米
ロ
ー
ド
（
五
所
川
原
広
域
農
道
）」
が

走
っ
て
お
り
、
沿
線
住
民
の
移
動
手
段
は
、
そ

の
大
半
が
マ
イ
カ
ー
で
す
。
鉄
道
専
業
の
私
ど

も
に
と
っ
て
は
非
常
に
厳
し
い
環
境
で
す
ね
。

平
成
22
年
12
月
に
開
業
し
た
青
森
新
幹
線

の
効
果
も
あ
っ
て
、
23
年
は
、
津
軽
観
光
の

目
玉
に
な
っ
て
い
る
ス
ト
ー
ブ
列
車
を
中
心

に
事
前
予
約
が
増
え
て
い
た
の
で
す
が
、
東

日
本
大
震
災
の
発
生
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

キ
ャ
ン
セ
ル
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
苦

戦
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。

―
―
澤
田
社
長
が
故
郷
に
お
戻
り
に
な
り
、

平
成
16
年
に
津
軽
鉄
道
の
社
長
に
就
任
さ
れ

た
の
は
、ど
の
よ
う
な
経
緯
だ
っ
た
の
で
す
か
。

澤
田　

私
は
30
年
間
の
商
社
勤
め
で
、
長
い

間
海
外
に
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
国
内
の
地

方
の
事
情
を
詳
し
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

退
職
後
、
故
郷
の
五
所
川
原
に
戻
っ
て
き

て
呆
然
と
し
ま
し
た
。
か
つ
て
あ
ん
な
に
き

ら
め
い
て
い
た
街
が
す
っ
か
り
様
変
わ
り
し
て

い
る
。「
あ
ぁ
、
こ
れ
が
地
方
の
現
実
な
ん
だ
」

と
痛
感
し
ま
し
た
。
以
前
は
、
五
所
川
原
の

市
内
に
は
デ
パ
ー
ト
が
3
軒
あ
り
、
大
勢
の

人
で
賑
わ
い
、
本
当
に
活
気
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
今
で
は
駅
前
通
り
も
す
っ
か
り
廃
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
と
か
し
な
け
れ

ば
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
お
話
が
あ
り
、
津

軽
鉄
道
の
社
長
を
お
受
け
し
た
の
で
す
。

―
―
津
軽
鉄
道
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
ど
の

よ
う
な
お
考
え
を
お
持
ち
で
し
た
か
。

澤
田　

社
長
に
就
任
し
て
、
そ
も
そ
も
鉄
道

と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
と
き
、
私

は
、
津
軽
鉄
道
は
、
そ
の
存
在
自
体
に
大
き

な
価
値
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

津
軽
鉄
道
は
地
域
の
た
め
に
敷
設
さ
れ
、

地
域
の
経
済
や
文
化
を
支
え
、
地
域
と
と
も

に
長
い
歴
史
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
津
軽
鉄

道
の
存
在
自
体
が
「
地
域
の
社
会
資
本
」
で

あ
り
、「
地
域
の
歴
史
的
・
文
化
的
な
資
産
」

な
の
で
す
。

ま
た
、
津
軽
平
野
を
走
る
津
軽
鉄
道
は
、

津
軽
を
代
表
す
る
風
景
で
す
。
ス
ト
ー
ブ
列

車
は
全
国
区
の
知
名
度
を
誇
っ
て
い
ま
す

し
、
地
吹
雪
の
厳
冬
期
に
訪
れ
る
観
光
客
も

多
い
。
津
軽
の
文
化
や
郷
土
芸
能
を
伝
え
る

「
立た

ち

佞ね

ぷ

た

武
多
の
館
」
や
太
宰
治
記
念
館
「
斜

陽
館
」、「
津
軽
三
味
線
会
館
」
な
ど
と
同
じ

よ
う
に
、
鉄
道
も
地
域
の
観
光
資
源
の
一
つ

に
な
り
得
る
と
確
信
し
て
い
ま
し
た
。

鉄
道
を
単
に
生
活
交
通
手
段
と
と
ら
え
る

な
ら
、
地
域
の
状
況
か
ら
見
て
、
乗
客
数
が

急
増
す
る
と
は
考
え
づ
ら
い
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
社
会
資
本
と
し
て
維
持
す
る
、
あ
る

い
は
歴
史
的
・
文
化
的
資
産
と
し
て
な
ら
、

人
を
集
め
、
生
き
残
っ
て
い
く
道
が
あ
る
。

そ
う
考
え
た
の
で
す
。

も
と
も
と
厳
し
い
経
営
状
況
だ
っ
た
と
こ

ろ
に
、
国
か
ら
は
緊
急
保
全
整
備
事
業
の
実

施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
、
津
軽
鉄
道
は
存
続

の
危
機
に
直
面
し
て
い
ま
し
た
。

私
は
自
治
体
や
地
域
の
方
々
に
問
い
掛
け

ま
し
た
。
乗
客
が
少
な
い
と
い
う
経
済
合
理

性
だ
け
で
、
80
年
も
の
歴
史
を
持
つ
価
値
あ

る
も
の
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
が
、
地
域
に
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と
っ
て
果
た
し
て
い
い
こ
と
な
の
か
。
地
域

自
体
が
衰
退
し
て
い
る
今
、
鉄
道
を
活
か
す

こ
と
が
地
域
を
活
か
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の

で
は
な
い
か
―
―
津
軽
鉄
道
の
活
性
化
と
奥

津
軽
地
域
の
活
性
化
は
表
裏
一
体
で
あ
る
と

訴
え
ま
し
た
。

私
自
身
、
こ
の
鉄
道
を
維
持
し
て
い
く
こ

と
は
、
わ
れ
わ
れ
も
含
め
た
地
域
の
責
務
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
地
域
の
皆

さ
ま
も
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
、
そ

う
お
願
い
し
た
の
で
す
。

―
―
そ
れ
は
、
地
域
の
方
々
も
同
じ
思
い

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

澤
田　

当
社
の
窮
状
を
ご
理
解
い
た
だ
く
こ

と
が
先
決
で
し
た
。
鉄
道
と
は
「
経
営
は
苦

し
い
だ
ろ
う
が
、
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。

あ
っ
て
当
た
り
前
の
も
の
」
と
い
う
の
が
、

地
域
の
方
々
の
認
識
で
し
た
。

で
す
か
ら
私
が
社
長
に
就
任
し
て
ま
ず

行
っ
た
の
は
、
現
状
を
包
み
隠
さ
ず
オ
ー
プ

ン
に
す
る
こ
と
で
し
た
。

昭
和
50
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
乗
客
が
減

少
し
続
け
、
徹
底
し
た
コ
ス
ト
削
減
を
行
っ

て
も
赤
字
に
な
る
、
そ
の
悪
循
環
に
陥
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
。
国
の
方
針
が
欠
損
補
助

か
ら
近
代
化
補
助
へ
と
切
り
替
わ
り
、
平
成

９
年
で
欠
損
補
助
が
打
ち
切
ら
れ
た
影
響

で
、
経
営
危
機
の
状
態
に
至
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
。
そ
の
状
態
に
あ
っ
て
、
国
か
ら
緊

急
保
全
整
備
事
業
の
実
施
が
義
務
付
け
ら

れ
、
平
成
16
年
か
ら
20
年
の
間
に
実
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
社
の
場
合
は
総
額

４
億
円
の
事
業
規
模
で
自
社
負
担
分
が
約

８
０
０
０
万
円
、
そ
れ
以
前
の
車
両
購
入
の

負
債
も
抱
え
、
資
金
調
達
が
極
め
て
困
難
で

あ
る
と
い
う
の
が
当
社
の
現
実
で
し
た
。

こ
の
時
点
で
の
自
治
体
の
当
社
に
対
す
る

姿
勢
は
、
否
定
的
な
も
の
で
し
た
。
赤
字
が

慢
性
化
し
て
い
る
鉄
道
を
存
続
さ
せ
る
と
な

る
と
、
ど
う
し
て
も
論
点
が
事
業
採
算
性
に

絞
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
経
営
改
善
計
画
を
策
定
し
て

「
津
軽
鉄
道
活
性
化
協
議
会
」
に
提
出
し
、

先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
津
軽
鉄

道
を
活
か
す
こ
と
だ
け
が
目
的
で
は
な
く
、

地
域
全
体
を
ど
う
盛
り
上
げ
て
い
く
か
を
考

え
て
い
き
た
い
と
訴
え
た
の
で
す
。

―
―
社
内
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み

を
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

澤
田　

経
営
改
善
計
画
は
、
増
収
と
財
務
内

容
の
見
直
し
、
経
費
削
減
の
３
点
を
中
心
に

作
成
し
ま
し
た
。
収
入
が
伸
び
れ
ば
一
番
い

い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
お
客
さ
ま
と
い
う
相

手
が
あ
っ
て
の
こ
と
。
ま
ず
社
内
的
に
自
分

た
ち
で
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
社
員
一
人
ひ

と
り
の
努
力
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
の

は
、
や
は
り
徹
底
し
た
コ
ス
ト
削
減
で
す
。

業
務
改
善
や
冗
費
の
カ
ッ
ト
な
ど
、
全
社
員

で
取
り
組
み
ま
し
た
。
た
だ
し
、
安
全
面
に

つ
い
て
は
譲
れ
な
い
部
分
が
多
々
あ
り
ま
す

か
ら
、
計
画
的
な
修
繕
や
経
済
的
な
維
持
管

理
な
ど
、
知
恵
を
絞
り
ま
し
た
。

広
が
っ
た
地
域
の
支
援
と
こ
れ
か
ら

―
―
津
軽
鉄
道
の
声
を
聞
き
、
そ
う
し
た
努

力
す
る
姿
を
見
て
、
地
域
の
方
々
の
支
援
が

広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
ね
。

澤
田　

え
え
。
平
成
18
年
１
月
に
は
、
沿
線

に
お
住
ま
い
の
方
々
が
中
心
と
な
っ
て
「
津

軽
鉄
道
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
」
が
結
成
さ

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
広
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。
こ
う
し
た
地
域
の
方
々
の
力
強
い
後

押
し
が
あ
っ
て
、
そ
の
年
の
11
月
、
緊
急
保

全
整
備
事
業
に
関
す
る
補
助
金
交
付
の
最
終

合
意
が
ま
と
ま
っ
た
の
で
す
。

国
か
ら
の
補
助
実
現
の
要
件
と
し
て
、
青

森
県
、
沿
線
自
治
体
の
五
所
川
原
市
、
中
泊

町
が
厳
し
い
財
政
の
中
で
支
援
し
て
く
だ

さ
っ
た
こ
と
は
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
緊
急
保
全
整
備
事
業

も
、
平
成
19
年
度
と
20
年
度
の
２
カ
年
工
事

で
、
無
事
、
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

―
―
緊
急
保
全
整
備
事
業
の
実
施
で
危
機
を

乗
り
越
え
、
津
軽
鉄
道
と
地
域
の
取
り
組
み

は
ま
す
ま
す
活
発
に
な
っ
て
い
ま
す
。

澤
田　

誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
緊
急
保

全
整
備
事
業
の
実
施
は
、
わ
れ
わ
れ
が
目
指

す
と
こ
ろ
の
前
提
条
件
で
す
。
廃
線
の
危
機

を
乗
り
越
え
、
津
軽
鉄
道
を
ど
う
元
気
に
し

て
い
く
の
か
、
地
域
を
ど
う
活
性
化
し
て
い

く
の
か
―
―
津
軽
鉄
道
を
軸
と
し
た
地
域
活

性
化
の
取
り
組
み
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
と

こ
ろ
で
す
。

津
軽
鉄
道
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
と
は
結
成

以
来
、
定
期
的
に
会
議
の
場
を
持
ち
、
連
携

し
て
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
、
実
施
し
て
い
ま
す
。

ほ
か
に
も
、
津
軽
鉄
道
の
駅
や
車
内
で
地

元
の
食
材
や
手
づ
く
り
の
料
理
を
販
売
し
て

く
だ
さ
る
地
元
の
ご
婦
人
方
の
「
津
鉄
応
援

直
売
会
」、
本
社
１
階
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ

フ
ェ
を
運
営
す
る
「
企
業
組
合
で
る
・
そ
ー

れ
」、
８
月
の
立
佞
武
多
祭
り
の
期
間
中
に

「
真
夏
の
ス
ト
ー
ブ
列
車
」
を
運
行
す
る

「
の
れ
！ 

そ
れ
！ 

中
里
実
行
委
員
会
」
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
が
当
社
と
連
携

し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

―
―
地
域
全
体
に
広
が
っ
た
活
性
化
の
取
り

組
み
の
軸
で
あ
る
津
軽
鉄
道
の
魅
力
向
上
も

重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。　

澤
田　

そ
う
で
す
ね
。
津
軽
鉄
道
自
体
を
観

光
資
源
と
し
て
定
着
さ
せ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
冬
の
ス
ト
ー
ブ
列
車
の
ほ

か
に
も
、
夏
の
風
鈴
列
車
や
秋
の
鈴
虫
列
車

な
ど
、
イ
ベ
ン
ト
列
車
の
多
様
化
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
地
方
の
ロ
ー
カ
ル
線
で

動
物
駅
長
が
流
行
っ
て
い
ま
す
が
、
当
社
は

「
鈴
虫
駅
長
」。
初
代
が
「
津
軽
鈴
之
助
」、

２
代
目
は
「
津
軽
鈴
子
（
り
ん
こ
）」
で
す

（
笑
）。
鈴
虫
は
、
毎
年
、
社
員
が
孵
化
か
ら

成
虫
に
な
る
ま
で
飼
育
し
て
お
り
、
鳴
き
っ

ぷ
り
が
い
い
と
評
判
な
ん
で
す
よ
。

ま
た
、
平
成
21
年
か
ら
は
、
７
人
の
「
奥

津
軽
ト
レ
イ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
」
が
乗
務
し

て
、
車
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
で
沿
線
を
ご
案
内
し

た
り
、種
々
の
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
・
実
行
、
観

光
案
内
や
自
作
の
飲
食
店
マ
ッ
プ
を
お
配
り

す
る
な
ど
「
津
鉄
の
顔
」
と
し
て
活
躍
し
て

い
ま
す
。
観
光
の
お
客
さ
ま
は
も
ち
ろ
ん
、

地
元
の
お
客
さ
ま
に
も
評
判
が
い
い
。
や
は

り
、
お
も
て
な
し
の
心
が
大
切
な
ん
で
す

ね
。
ま
た
、
ブ
ロ
グ
を
通
じ
て
全
国
へ
、
毎
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日
更
新
し
て
情
報
発
信
す
る
な
ど
Ｐ
Ｒ
に
も

力
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。

ア
テ
ン
ダ
ン
ト
は
青
森
県
が
当
社
に
委
託

し
て
い
る
事
業
で
、
残
念
な
が
ら
24
年
３
月

ま
で
の
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
事
業
の

継
続
を
お
願
い
し
て
、
検
討
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

奥
津
軽
駅
開
業
に
期
待

―
―
平
成
27
年
に
は
、
北
海
道
新
幹
線
の
開

業
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
何
か
構
想
は
お
持
ち
で
す
か
。

澤
田　

北
海
道
新
幹
線
の
新
青
森
駅
か
ら
新

函
館
駅
（
仮
称
）
ま
で
の
ル
ー
ト
が
平
成
27

年
の
開
業
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
本
州
の
最

北
端
の
新
幹
線
駅
と
し
て
、
現
在
の
Ｊ
Ｒ
津

軽
海
峡
線
・
津
軽
今
別
駅
、
Ｊ
Ｒ
津
軽
線
・

津
軽
二
股
駅
と
道
の
駅
い
ま
べ
つ
に
並
ん
で
、

奥
津
軽
駅
（
仮

称
）
が
設
置
さ
れ

ま
す
。
そ
う
し
ま

す
と
駅
数
が
四
つ

に
な
り
、四
つ
合

わ
せ
て
「
幸
せ

（
四
あ
わ
せ
）
の

駅
」に
な
る（
笑
）。

し
か
し
、
せ
っ
か

く
新
幹
線
が
通

り
、「
幸
せ
の
駅
」

に
な
っ
て
も
、
た

だ
の
通
過
駅
に

な
っ
て
し
ま
っ
て

は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
意
味
が
あ
り
ま
せ

ん
。
奥
津
軽
駅
で
下
車
し
て
奥
津
軽
地
域
を

周
遊
し
て
い
た
だ
く
、
そ
の
た
め
の
手
立
て

を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
、
構
想
段
階
な
の
で
す
が
、
デ
ュ
ア

ル
・
モ
ー
ド
・
ビ
ー
グ
ル
（
Ｄ
Ｍ
Ｖ
）
の
導

入
が
一
つ
の
方
法
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
Ｄ

Ｍ
Ｖ
な
ら
既
存
の
レ
ー
ル
と
道
路
を
そ
の
ま

ま
走
行
す
る
の
で
、
新
た
に
大
規
模
な
イ
ン

フ
ラ
を
整
備
す
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

も
と
も
と
利
用
の
少
な
い
路
線
の
コ
ス
ト

を
削
減
す
る
た
め
に
Ｊ
Ｒ
北
海
道
が
開
発
し

て
い
ま
す
か
ら
、
当
社
の
よ
う
な
乗
客
が
少

人
数
の
鉄
道
に
適
し
て
い
る
の
で
す
。

鉄
道
車
両
よ
り
格
段
に
安
く
、
軽
量
で
あ

る
た
め
車
両
・
保
線
と
も
に
維
持
費
も
低
減

で
き
ま
す
。

―
―
具
体
的
に
は
Ｄ
Ｍ
Ｖ
を
ど
の
よ
う
に
活

用
す
る
構
想
を
お
持
ち
な
の
で
す
か
。

澤
田　

津
軽
鉄
道
で
津
軽
中
里
駅
ま
で
行

き
、
そ
こ
か
ら
道
路
を
走
れ
ば
、
中
泊
町
今

泉
か
ら
津
軽
半
島
を
横
断
し
て
外
ヶ
浜
町
蟹

田
ま
で
行
け
る
。
こ
の
中
泊

－

蟹
田
間
は

「
や
ま
な
み
ラ
イ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
、
整
備

が
整
っ
た
風
光
明め

い
び媚

な
国
道
で

す
。
Ｊ
Ｒ
の
津
軽
線
・
蟹
田
駅

か
ら
奥
津
軽
駅
ま
で
を
つ
な

ぐ
、
あ
る
い
は
や
ま
な
み
ラ
イ

ン
を
途
中
で
左
折
し
て
奥
津
軽

駅
へ
向
か
う
│
│
津
軽
鉄
道

の
創
業
時
に
、
津
軽
半
島
に
環

状
鉄
道
を
敷
こ
う
と
い
う
構
想

が
あ
り
ま
し
た
が
、
Ｄ
Ｍ
Ｖ
を

使
う
と
、
少
し
形
は
異
な
る
も

の
の
、
そ
れ
が
実
現
で
き
る
の

で
す
。

ま
た
、
津
軽
中
里
駅
か
ら
津
軽
国
定
公
園

の
十
三
湖
を
通
り
、
日
本
海
側
を
北
上
し
て

竜
飛
岬
を
回
り
、
奥
津
軽
駅
へ
出
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

逆
に
、
奥
津
軽
駅
で
降
車
し
た
北
海
道
か

ら
お
越
し
の
方
を
Ｄ
Ｍ
Ｖ
で
お
迎
え
し
て
、

津
軽
中
里
駅
か
ら
五
所
川
原
駅
ま
で
は
津
軽

鉄
道
を
使
い
、
新
青
森
駅
ま
で
お
送
り
す

る
。
あ
る
い
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
工
事
は
必

要
に
な
り
ま
す
が
、
津
軽
鉄
道
に
乗
っ
て
、

途
中
下
車
し
て
岩
木
山
観
光
に
行
く
。
い
ろ

い
ろ
な
可
能
性
が
見
え
て
き
ま
す
。

現
状
維
持
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
縮
小
均

衡
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
北
海
道
新
幹
線

の
開
業
ま
で
あ
と
４
年
、
ぜ
ひ
と
も
Ｄ
Ｍ
Ｖ

の
導
入
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
、
今
後
の
展

開
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

津
軽
鉄
道
の
活
性
化
は
、
奥
津
軽
地
域
の

活
性
化
と
表
裏
一
体
で
す
。
次
の
80
年
を
目

指
し
て
、
地
域
の
人
々
と
と
も
に
、
津
軽
鉄

道
は
走
り
続
け
ま
す
。
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〝
津
軽
〟
を
支
え
た
津
鉄
の
危
機

日
本
最
北
の
民
営
鉄
道
で
あ
る
津
軽
鉄
道

（
津
鉄
）
は
、
津
軽
平
野
の
生
活
路
線
と
し
て
昭

和
５
年
に
開
業
し
た
。
津
軽
五
所
川
原
駅
を
起

点
に
津
軽
半
島
を
北
上
、
終
点
の
津
軽
中
里
駅

ま
で
20
・
７
㎞
、
駅
数
12
の
路
線
を
デ
ィ
ー
ゼ
ル

気
動
車
「
走
れ
メ
ロ
ス
号
」
が
１
日
に
15
往
復

し
て
い
る
。

五
所
川
原
市
街
を
抜
け
、
津
軽
平
野
に
広
が

る
田
園
地
帯
を
走
る
。「
津
軽
富
士
」
と
呼
ば
れ

る
岩
木
山
を
望
み
、
リ
ン
ゴ
畑
の
脇
を
走
る
。

55
年
前
に
社
員
の
手
で
植
え
ら
れ
た
と
い
う
防

雪
林
を
く
ぐ
り
抜
け
る
よ
う
に
通
過
す
る
風
景

も
印
象
深
い
。
ロ
ー
カ
ル
線
な
ら
で
は
の
趣
に
満

ち
て
い
る
。

起
点
の
五
所
川
原
は
、
古
く
か
ら
津
軽
地
方

の
産
物
の
集
積
地
だ
っ
た
。
経
済
の
中
心
地
と

し
て
栄
え
、
昭
和
初
期
に
は
豪
商
が
軒
を
連
ね

て
い
た
と
い
う
。
沿
線
の
金
木
町
出
身
の
作
家
・

太
宰
治
は
、
津
鉄
開
業
の
14
年
後
に
こ
の
地
方

を
旅
し
て
お
り
、
小
説
﹃
津
軽
﹄
に
は
、
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
善
く
言
え
ば
、
活
気
の
あ
る
町
で
あ
り
、
悪

く
言
え
ば
、
さ
わ
が
し
い
町
で
あ
る
。（
中
略
）

か
り
に
東
京
に
例
を
と
る
な
ら
ば
、
金
木
は
小

石
川
で
あ
り
、
五
所
川
原
は
浅
草
、
と
い
っ
た
よ

う
な
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
か
」

賑
わ
い
は
戦
後
も
続
き
、
昭
和
49
年
に
は
お

よ
そ
２
５
７
万
人
が
津
鉄
を
利
用
し
た
。
し
か
し

50
年
代
に
入
る
と
マ
イ
カ
ー
が
普
及
、
乗
客
の
減

少
が
じ
り
じ
り
続
く
。
赤
字
が
慢
性
化
し
、
昭

和
56
年
に
は
廃
線
を
危
惧
し
た
沿
線
自
治
体
が

「
津
軽
鉄
道
を
存
続
さ
せ
る
協
議
会
」
を
発
足
、

利
用
客
増
を
目
指
し
行
動
を
開
始
し
て
い
る
。

や
が
て
昭
和
59
年
、
国
鉄
五
能
線
の
貨
物
輸

送
廃
止
に
伴
い
、
五
所
川
原
駅
で
連
絡
輸
送
を

行
っ
て
い
た
津
鉄
も
や
む
な
く
貨
物
営
業
を
廃

止
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
津
鉄
は
運
賃
収
入
の
約

15
％
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。

欠
損
補
助
金
を
頼
り
に
旅
客
専
業
の
苦
戦
が

続
く
中
、
平
成
９
年
に
は
、
国
の
方
針
が
欠
損
補

助
か
ら
近
代
化
補
助
へ
と
移
行
し
、
鉄
道
事
業

者
に
は
自
助
努
力
が
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
地
方
鉄
道
に
対
し
て
実
施
さ

れ
た
安
全
性
緊
急
評
価
を
受
け
て
、
津
鉄
も
緊

急
保
全
整
備
事
業
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。

津
鉄
の
場
合
は
、
枕
木
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
化

や
駅
設
備
の
改
良
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
事
業

費
用
は
総
額
4
億
円
。
自
社
負
担
分
は
２
割
に

相
当
す
る
約
８
０
０
０
万
円
で
、
無
論
、
資
金

調
達
は
難
し
い
。
自
治
体
な
ど
に
陳
情
し
た
が
、

補
助
負
担
に
対
す
る
姿
勢
は
否
定
的
な
も
の

だ
っ
た
。
事
業
は
平
成
16
年
か
ら
5
年
間
の
実

施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
津
鉄
は
、
深
刻

な
廃
線
の
危
機
に
直
面
し
た
。

社
内
意
識
の
徹
底
と
財
務
体
質
改
善

こ
う
し
た
流
れ
を
断
ち
切
っ
た
の
が
、
平
成

16
年
に
就
任
し
た
澤
田
長
二
郎
社
長
だ
。
元
商

社
マ
ン
の
、
鉄
道
業
を
全
く
知
ら
な
い
澤
田
社

長
は
、
社
内
外
の
津
鉄
の
改
革
に
着
手
し
た
。

澤
田
社
長
は
、
津
鉄
を
地
域
の
歴
史
的
・
文

化
的
な
資
産
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
津
鉄
は

地
域
の
生
活
路
線
で
あ
り
、
観
光
路
線
で
あ
り
、

地
域
を
活
性
化
さ
せ
る
観
光
資
源
、
観
光
振
興

の
ツ
ー
ル
で
も
あ
る
―
―
そ
の
役
割
を
果
た
し

続
け
る
た
め
に
、
経
営
改
善
計
画
を
作
成
し
た
。

存
続
が
か
か
っ
た
緊
急
保
全
整
備
事
業
の
可
否

津
軽
に
生
き
る
。

津
軽
を
走
る
。

津
軽
五
所
川
原
駅
を
出
発
し
た
オ
レ
ン
ジ
色
の
気
動
車
は
、

鈍
い
レ
ー
ル
音
を
響
か
せ
な
が
ら
、
津
軽
平
野
を
走
る
。

何
年
も
何
十
年
も
変
わ
ら
な
い
風
景
が
、
そ
こ
に
あ
る
。

走
り
続
け
る
。
そ
の
た
め
に
津
軽
鉄
道
が
続
け
る
自
助
努
力
。

走
ら
せ
続
け
る
。
そ
の
た
め
に
津
軽
鉄
道
を
応
援
す
る
地
域
の
人
々
。

〝
地
域
が
元
気
に
な
れ
ば
津
鉄
が
元
気
に
な
る
。
津
鉄
が
元
気
に
な
れ
ば
地
域
が
元
気
に
な
る
〟

人
と
ま
ち
と
鉄
道
と
が
同
じ
思
い
を
温
め
て
い
る
。
同
じ
夢
を
育
て
て
い
る
。

「
津
軽
鉄
道
と
奥
津
軽
地
域
の
活
性
化
」
だ
。

取
材
・
文
◉
茶
木　

環
／
撮
影
◉
織
本
知
之
・
加
藤
有
紀

写
真
提
供
◉
津
軽
鉄
道
株
式
会
社
・
青
森
県 

西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
農
業
普
及
振
興
室

Report
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は
、
津
鉄
自
ら
の
存
在
へ
の
問
い
掛
け
で
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。

津
鉄
の
改
革
は
、
社
内
の
意
識
改
革
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
た
。「
全
社
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
り
、

社
長
と
１
対
１
の
個
人
面
談
が
行
わ
れ
た
。
社

員
と
し
て
会
社
の
実
情
を
ど
れ
だ
け
把
握
し
て

い
る
の
か
、
ど
う
思
っ
て
い
る
か
な
ど
を
話
し

合
っ
た
」
と
、
白
鳥
泰
総
務
課
長
は
当
時
を
振

り
返
る
。

澤
田
社
長
は
貸
借
対
照
表
や
財
務
諸
表
な
ど

を
開
示
し
な
が
ら
、
廃
線
危
機
に
瀕
し
た
経
営

状
態
を
説
い
た
。「
現
場
の
人
間
は
、
乗
客
が

減
っ
て
い
る
こ
と
を
感
覚
的
に
と
ら
え
て
は
い
た

が
、
改
め
て
明
確
な
数
値
で
示
さ
れ
る
と
愕
然

と
し
た
」
と
言
う
。

社
内
に
「
経
費
削
減
委
員
会
」「
グ
ッ
ズ
開
発

委
員
会
」
な
ど
の
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
全
社

員
で
存
続
を
か
け
た
業
容
改
善
が
進
め
ら
れ
て

い
っ
た
。「
そ
れ
ま
で
は
皆
、
目
の
前
の
仕
事
に

一
生
懸
命
取
り
組
む
だ
け
だ
っ
た
が
、
会
社
に
何

が
必
要
な
の
か
、
そ
の
た
め
に
自
分
た
ち
に
何

が
で
き
る
の
か
を
考
え
る
習
慣
が
身
に
付
い
た
。

社
員
の
意
識
が
確
実
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
」
と
白

鳥
課
長
は
語
る
。

財
務
内
容
の
改
善
も
進
め
ら
れ
た
。
増
資
を

行
い
、
寄
付
金
を
募
る
。
不
動
産
の

有
効
活
用
と
し
て
、
芦
野
公
園
駅
の

旧
駅
舎
と
本
社
1
階
を
賃
貸
し
、
古

い
レ
ー
ル
な
ど
不
稼
働
資
産
の
売
却

も
行
っ
た
。
ま
た
、
全
国
の
鉄
道

フ
ァ
ン
に
呼
び
掛
け
、
レ
ー
ル
の
１

口
オ
ー
ナ
ー
を
募
集
し
た
。
１
口
１

ｍ
当
た
り
５
０
０
０
円
で
有
効
期
間

は
３
年
。
オ
ー
ナ
ー
に
は
特
別
仕
様

の
乗
車
券
と
オ
ー
ナ
ー
に
な
っ
た
場

所
が
分
か
る
路
線
図
な
ど
の
特
典
が
付
く
。
所

有
権
や
占
有
権
を
譲
渡
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
が
、
レ
ー
ル
・
オ
ー
ナ
ー
制
度
は
大
き
な
反

響
を
呼
ん
だ
。
現
在
は
、
始
発
駅
と
終
着
駅
そ

れ
ぞ
れ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
合
計
１・９
㎞
区
間

に
オ
ー
ナ
ー
が
付
い
て
お
り
、
有
効
期
間
も

「
津
鉄
が
存
続
す
る
限
り
有
効
」
に
変
更
し
て
募

集
を
継
続
し
て
い
る
。

増
収
計
画
の
一
環
と
し
て
、
片
道
通
学
定
期

券
の
発
行
に
も
踏
み
切
っ
た
。
朝
、
自
動
車
で

送
り
届
け
を
す
る
家
庭
が
増
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
帰
宅
だ
け
で
も
鉄
道
を
利
用
し
て
も
ら
お

う
と
考
え
た
も
の
だ
っ
た
。

広
が
っ
て
い
っ
た
津
鉄
へ
の
支
援

経
費
削
減
と
財
務
内
容
の
改
善
に
取
り
組
む

と
と
も
に
、
津
鉄
は
情
報
の
開
示
に
努
め
た
。

自
助
努
力
だ
け
で
は
、
存
続
の
危
機
を
回
避
で

き
な
い
。
地
域
の
理
解
と
支
援
が
必
要
だ
っ
た
。

津
鉄
の
窮
状
は
県
内
外
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
。

平
成
18
年
1
月
、
沿
線
有
志
ら
が
発
起
人
と

な
っ
て
「
津
軽
鉄
道
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
」
が

設
立
さ
れ
た
。
同
ク
ラ
ブ
は
、「
地
域
の
シ
ン
ボ

津軽鉄道株式会社　総務課長

白鳥 泰
Akira SHIRATORI
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ル
で
あ
る
津
軽
鉄
道
の
社
会
的
役
割
と
文
化
的

価
値
を
高
く
評
価
し
、（
略
）
市
民
主
導
と
参
加

に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
活
動
を
展
開
し
、
存
続
、
発

展
を
通
し
て
地
域
活
性
化
に
寄
与
す
る
」
こ
と

を
目
的
に
活
動
を
開
始
す
る
。
当
初
の
会
員
数

は
県
内
外
の
約
８
０
０
人
に
上
っ
た
。

サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
の
誕
生
を
契
機
に
、

津
鉄
を
軸
と
す
る
協
働
活
動
が
広
が
っ
て
い
っ

た
。
地
域
が
元
気
に
な
れ
ば
津
鉄
が
元
気
に
な

る
。
津
鉄
が
元
気
に
な
れ
ば
地
域
が
元
気
に
な

る
―
―
鉄
道
の
価
値
に
つ
い
て
市
民
レ
ベ
ル
で
声

を
挙
げ
た
こ
と
が
、
行
政
か
ら
の
補
助
金
交
付

に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

平
成
18
年
11
月
、
緊
急
保
全
整
備
事
業
に
つ

い
て
の
県
・
地
元
市
町
・
事
業
者
の
負
担
割
合

に
関
す
る
最
終
合
意
が
ま
と
ま
っ
た
。
事
業
は

２
カ
年
計
画
で
実
施
さ
れ
る
。
残
さ
れ
た
期
限

に
ぎ
り
ぎ
り
間
に
合
う
、
平
成
19
年
度
・
20
年

度
工
事
の
着
工
が
決
ま
っ
た
。

一
層
の
魅
力
向
上
を
目
指
し
て

緊
急
保
全
整
備
事
業
は
、
無
事
完
了
し
た
。

地
域
の
支
援
を
得
て
存
続
の
危
機
を
乗
り
越
え

た
津
鉄
は
、
以
来
、
こ
の
奥
津
軽
地
域
に
多
く

の
観
光
客
を
誘
致
し
よ
う
と
新
し
い
施
策
を

次
々
と
打
ち
出
し
て
い
る
。

地
元
で
古
く
か
ら
冬
の
風
物
詩
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
る
「
ス
ト
ー
ブ
列
車
」
は
、
今
や
全

国
区
の
知
名
度
を
誇
っ
て
い
る
。
昭
和
20
年
代

に
製
造
さ
れ
た
元
国
鉄
の
旧
型
客
車
内
の
ダ
ル

マ
ス
ト
ー
ブ
で
ス
ル
メ
を
焼
い
て
食
べ
る
光
景

は
、
メ
デ
ィ
ア
に
も
た
び
た
び
登
場
し
て
い
る

が
、
こ
の
ほ
か
に
も
地
元
・
津
軽
金
山
焼
の
風

鈴
を
吊
る
し
た
夏
の
「
風
鈴
列
車
」
や
秋
の

「
鈴
虫
列
車
」な
ど
特
色
あ
る
列
車
が
観
光
客
の

人
気
を
呼
ん
で
い
る
。
五
所
川
原
の
立た

ち

佞ね

ぷ

た
武
多

が
始
ま
る
ま
で
の
時
間
を
楽
し
ん
で
も
ら
お
う

と
企
画
さ
れ
た
「
真
夏
の
ス
ト
ー
ブ
列
車
」
も

13
年
目
を
迎
え
た
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
7
月

の
ホ
タ
ル
ま
つ
り
に
合
わ
せ
て
運
行
す
る
「
ホ
タ

ル
列
車
」
や
「
ビ
ー
ル
列
車
」
な
ど
新
規
の
イ

ベ
ン
ト
列
車
を
随
時
企
画
、
運
行
し
て
い
る
。

列
車
内
で
食
べ
ら
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
弁
当
も

開
発
し
た
。
春
に
販
売
す
る
「
さ
く
ら
弁
当
」

や
太
宰
治
の
好
物
の
郷
土
料
理
を
詰
め
た
夏
の

「
だ
ざ
い
弁
当
」
な
ど
季
節
ご
と
に
異
な
る
４
種

類
で
、
つ
く
ね
い
も
チ
ッ
プ
ス
や
り
ん
ご
餡
入
り

ど
ら
焼
き
な
ど
地
元
の
食
材
を
使
っ
た
菓
子
も

企
画
、
販
売
し
て
い
る
。

ま
た
、
観
光
客
が
駅
周
辺
を
回
遊
で
き
る
よ

う
に
、
津
軽
五
所
川
原
駅
・
金
木
駅
・
芦
野
公

園
喫
茶
「
駅
舎
」・
津
軽
中
里
駅
の
４
カ
所
に
無

料
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
を
設
置
。
さ
ら
に
、
マ
イ

カ
ー
で
訪
れ
た
人
た
ち
に
も
鉄
道
を
利
用
し
て

も
ら
お
う
と
、
運
転
を
代
行
す
る
自
動
車
回
送

サ
ー
ビ
ス
も
開
始
し
て
い
る
。

平
成
21
年
に
は
「
奥
津
軽
ト
レ
イ
ン
ア
テ
ン

ダ
ン
ト
」
の
乗
務
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
れ
は
、

青
森
県
が
国
の
「
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別
交

付
金
制
度
」
を
活
用
し
て
津
鉄
に
業
務
委
託
し

て
い
る
も
の
で
、
7
人
が
就
業
し
て
い
る
。
ト
レ

イ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
の
主
な
業
務
は
、
観
光
案

内
や
車
内
放
送
、
高
齢
者
の
乗
り
降
り
補
助
な

ど
だ
が
、
7
人
の
活
躍
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
企
画
や
車
内
、

駅
の
飾
り
付
け
、
そ
の
制
作
ま
で
を
手
掛
け
て

い
る
と
い
う
。
23
年
度
に
行
わ
れ
た
企
画
列
車

の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
太
宰
治
の
「
走
れ
メ
ロ

ス
」
を
津
軽
弁
訳
の
文
章
と
絵
で
紹
介
し
た

「
走
っ
け
ろ
メ
ロ
ス
号
」
や
津
軽
弁
の
単
語
を
紹

介
し
た
「
け
っ
ぱ
れ
メ
ロ
ス
号
」、
夏
休
み
の
子

ど
も
た
ち
の
自
由
研
究
の
題
材
を
提
供
す
る

「
宿
題
列
車
」
な
ど
。
３
年
目
を
迎
え
た
七
夕
列

車
「
雲う

ん
か
ん漢
号
」
で
は
車
内
を
飾
り
付
け
る
と
と

も
に
自
ら
浴
衣
姿
で
添
乗
、
乗
客
に
喜
ば
れ
た
。

「
津
鉄
の
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
」
と
し
て
活
躍
し
て

お
り
、
フ
ァ
ン
も
多
い
。

「
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
を
は
じ
め
、
社
員
が
一
丸
と

な
っ
て
、
お
客
さ
ま
に
喜
ん
で
乗
っ
て
い
た
だ
け

る
津
鉄
を
目
指
し
て
い
る
。
経
営
状
態
が
厳
し

い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
奥
津

軽
地
域
の
活
性
化
と
い
う
大
き
な
目
標
に
向

か
っ
て
、
津
鉄
と
地
域
と
が
一
緒
に
な
っ
て
観
光

を
盛
り
上
げ
て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
る
。
さ
ら

な
る
集
客
に
励
ん
で
い
き
た
い
」
と
白
鳥
課
長

は
語
っ
て
い
る
。

津軽の冬の象徴、ストーブ列車

「津鉄の顔」として活躍する7人のアテンダント 多くの鉄道ファンが集まった80周年イベント

津
軽
鉄
道
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ 

会
長

飛
嶋 

献

Ken TO
BISH

IM
A
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熱
い
思
い
で
活
動
す
る
支
援
団
体

津
軽
鉄
道
存
続
を
願
い
、
支
援
に
立
ち
上

が
っ
た
人
々
―
―
地
域
に
は
さ
ま
ざ
ま
支
援
団

体
が
生
ま
れ
、
津
鉄
を
軸
と
す
る
協
働
活
動
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
核
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
津

軽
鉄
道
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
」
だ
。
自
治
体

に
津
鉄
へ
の
補
助
金
を
承
認
し
て
も
ら
え
る
よ

う
に
応
援
す
る
目
的
で
活
動
が
開
始
さ
れ
た
が
、

単
に
「
津
鉄
を
助
け
る
」
の
で
は
な
く
、「
津
鉄

と
一
緒
に
地
域
を
元
気
に
し
て
い
こ
う
」
と
い
う

ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
、
現
在
も
津
鉄
と
の
合
同
会

議
を
定
期
的
に
開
催
、
精
力
的
な
活
動
を
続
け

て
い
る
。

「
津
鉄
の
危
機
を
知
っ
た
と
き
は
衝
撃
だ
っ

た
。
長
年
、
こ
の
地
域
を
支
え
て
き
た
津
鉄
の

存
在
は
、
住
民
意
識
で
は
﹃
大
企
業
﹄
に
等
し

い
。
そ
の
津
鉄
の
澤
田
社
長
が
﹃
市
民
の
側
か

ら
も
声
を
挙
げ
、
行
政
に
訴
え
て
ほ
し
い
﹄
と

話
す
の
を
聞
い
て
、
自
分
も
参
加
し
て
行
動
を

起
こ
さ
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
」
と
、
飛
嶋
献
会

長
は
語
る
。

津
鉄
に
関
す
る
自
治
体
と
の
会
議
、
フ
ォ
ー

ラ
ム
や
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、
映
画
上
映
会
や
ラ
イ

ブ
列
車
の
運
行
、
駅
名
標
の
寄
贈
な
ど
―
―
サ

ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
の
活
動
が
地
域
の
思
い
を
ひ

と
つ
に
ま
と
め
、
自
治
体
を
動
か
す
原
動
力
と

な
っ
た
。

飛
嶋
会
長
は
「
鉄
道
を
再
生
す
る
こ
と
が
地

域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
が
こ
こ
に
住
む

人
た
ち
の
自
信
に
つ
な
が
る
」
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
の
活
動
内
容

が
評
価
さ
れ
て
、
平
成
20
年
度
に
は
、
総
務
省

の
全
国
過
疎
地
域
自
立
促
進
連
盟
会
長
賞
を
受

賞
し
た
。

「
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
の
方
々
は
休
み
を
返

上
し
て
、
津
鉄
の
応
援
活
動
を
し
て
く
だ
さ
る
。

そ
の
熱
意
に
、
自
分
た
ち
も
ま
す
ま
す
頑
張
ら

な
け
れ
ば
と
思
う
」
と
白
鳥
課
長
も
語
っ
て
い

る
。平

成
23
年
度
は
、
五
所
川
原
や
金
木
な
ど
沿

線
の
街
歩
き
ツ
ア
ー
を
企
画
し
、
４
回
開
催
し

た
。
こ
う
し
た
地
域
観
光
資
源
を
発
掘
・
活
用

し
た
ツ
ア
ー
を
旅
行
代
理
店
に
売
り
込
み
、
認

知
と
集
客
を
図
っ
て
い
く
。

「
地
域
の
人
た
ち
の
津
鉄
に
対
す
る
思
い
は
と

て
も
熱
い
。
津
鉄
を
軸
に
し
て
、
地
域
の
人
々
が

ど
ん
ど
ん
つ
な
が
り
、
知
恵
を
出
し
合
い
、
地

域
を
盛
り
立
て
て
い
く
こ
と
に
、
期
待
が
膨
ら

ん
で
い
る
。
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
は
そ
う
し
た

絆
の
サ
ポ
ー
ト
役
を
務
め
て
い
き
た
い
」
と
飛

嶋
会
長
は
語
る
。
ま
た
、
津
鉄
に
対
し
て
は

「
収
益
向
上
策
を
積
極
的
に
推
進
し
な
が
ら
も
、

公
共
性
を
持
っ
た
地
元
企
業
と
し
て
、
こ
れ
か

ら
も
地
域
内
外
に
発
信
す
る
存
在
で
あ
っ
て
ほ

し
い
」
と
願
っ
て
い
る
。

遠
く
離
れ
た
首
都
圏
か
ら
津
鉄
に
エ
ー
ル
を

送
る
人
々
も
い
る
。「
津
軽
鉄
道
東
京
応
援
団
」

の
メ
ン
バ
ー
７
人
は
、
関
東
で
開
か
れ
る
鉄
道
イ

ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
、
津
鉄
を
宣
伝
す
る
。
10

月
７
日
に
東
京
・
日
比
谷
公
園
で
行
わ
れ
た
鉄

道
の
日
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
も
、
揃
い
の
法
被
を

着
て
Ｐ
Ｒ
に
励
む
メ
ン
バ
ー
の
姿
が
あ
っ
た
。
中

に
は
、
販
売
す
る
鉄
道
模
型
を
徹
夜
で
作
っ
て

き
た
メ
ン
バ
ー
も
い
た
。
応
援
団
の
リ
ー
ダ
ー
格

で
イ
ベ
ン
ト
担
当
の
鈴
木
洋
さ
ん
（
府
中
市
在

住
）
は
熱
弁
を
ふ
る
う
。

「
津
鉄
は
本
当
に
い
い
ロ
ー
カ
ル
線
だ
と
思
う
。

地
域
の
人
の
情
も
厚
い
し
、
景
色
も
美
し
い
。
一

度
乗
っ
て
み
た
ら
す
っ
か
り
虜と

り
こに
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
津
鉄
に
は
潜
在
的
な
フ
ァ
ン
が
た
く
さ
ん
い

る
。
そ
う
し
た
人
た
ち
に
Ｐ
Ｒ
し
て
、
行
動
し

て
も
ら
う
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
目
的
。
一
人
で
も

多
く
の
人
に
実
際
に
津
軽
を
訪
ね
て
乗
車
し
て

も
ら
い
た
い
。
そ
れ
が
津
鉄
を
支
え
る
こ
と
に
つ

金木駅構内の腕木式信号機。国内の旅客路線で現在も使用しているのは津軽鉄
道だけ ( 写真下 )。また、自動閉塞を導入していない津軽鉄道では、列車交換駅
で、運転士が輪状のタブレットキャリアと棒状のスタフを交換する（写真上）。

津軽鉄道東京応援団のメンバーと鈴木さん（写真中央）

津
軽
鉄
道
東
京
応
援
団 

イ
ベ
ン
ト
担
当

鈴
木 

洋

H
iroshi SU

ZU
KI
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な
が
っ
て
い
く
」

応
援
団
の
Ｐ
Ｒ
で
津
鉄
に
乗
り
に
行
っ
た
人

が
、
再
び
見
か
け
た
鈴
木
さ
ん
ら
メ
ン
バ
ー
に

声
を
掛
け
て
く
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。「
そ
ん

な
と
き
は
、
自
分
た
ち
に
で
き
る
活
動
の
中
で

津
鉄
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
ん
だ
な
と

う
れ
し
く
な
る
」
と
鈴
木
さ
ん
は
顔
を
ほ
こ
ろ

ば
せ
た
。

潜
在
す
る
津
軽
女
性
の
行
動
力

「
企
業
組
合
で
る
・
そ
ー
れ
」
と
「
津
鉄
応
援

直
売
会
」
は
女
性
た
ち
の
支
援
団
体
だ
。
奥
津

軽
に
生
き
る
女
性
た
ち
が
「
津
鉄
と
地
域
の
活

性
化
」
を
合
言
葉
に
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

企
業
組
合
で
る
・
そ
ー
れ
の
中
核
メ
ン
バ
ー
３

人
は
平
成
21
年
、
津
軽
鉄
道
本
社
の
１
階
に
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ「
で
る
・
そ
ー
れ
」
を
開
設

し
た
。「
生
産
者
と
消
費
者
の
つ
な
が
り
＝
絆
」

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
津
鉄
汁
や
ト
マ
ト
シ
チ
ュ
ー

な
ど
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
料
理
を
提
供
。
地
元
食
材

の
野
菜
や
高
級
鶏
肉
シ
ャ
モ
ロ
ッ
ク
な
ど
を
Ｐ
Ｒ

し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ト
ー
ブ
列
車
に
ち
な
ん
だ

ス
イ
ー
ツ
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
津
鉄
の
要
請

に
応
え
て
開
発
し
た
「
石
炭
ク
ッ
キ
ー
」
も
好

評
だ
。
最
近
で
は
、
旅
行
会
社
の
宣
伝
協
力
も

あ
っ
て
、
お
土
産
と
し
て
の
人
気
も
高
い
。
ク
ッ

キ
ー
の
売
り
上
げ
の
10
％
を
津
鉄
に
寄
付
し
て

い
る
。

カ
フ
ェ
運
営
に
携
わ
っ
て
い
る
の
は
「
津
鉄
と

い
う
地
域
資
源
を
大
切
に
し
、
地
域
を
元
気
に

し
た
い
」
と
集
ま
っ
た
主
婦
た
ち
だ
。
お
金
を

出
し
合
っ
て
開
店
資
金
を
つ
く
り
、
厨
房
道
具

を
揃
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
一
か
ら
メ
ニ
ュ
ー

を
開
発
し
、
販
売
方
法
を
考
え
る
の
は
、
経
験

の
な
い
主
婦
た
ち
に
と
っ
て
試
行
錯
誤
の
連
続

だ
っ
た
と
い
う
。

「
個
人
的
な
費
用
負
担
を
負
っ
て
ま
で
も
、
や

ろ
う
と
集
ま
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
が
い
る
。
熱
意

の
あ
る
仲
間
が
い
な
け
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
や
っ
て

こ
れ
な
か
っ
た
」
と
代
表
の
澁
谷
尚
子
さ
ん
は

語
る
。

駅
前
と
い
う
好
立
地
の
た
め
、
食
事
を
取
る

地
元
の
人
、
休
憩
す
る
観
光
客
、
ま
た
、
併
設

し
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
見
学
者
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
々
が
こ
の
店
に
足
を
運
ぶ
。「
こ
の
店
は
、

津
鉄
を
中
心
と
し
た
地
域
の
魅
力
を
発
信
す
る

場
所
。
食
材
を
は
じ
め
、
地
元
の
も
の
は
も
っ

と
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き
だ
し
、
そ
の
役
を
請
け
負
っ

て
い
き
た
い
。
そ
し
て
生
産
者
、
地
域
の
人
、
観

光
客
を
つ
な
い
で
い
き
た
い
」
と
意
欲
を
語
る
。

一
方
、
津
鉄
を
舞
台
と
し
た
直
売
活
動
に
取

り
組
み
、
消
費
者
と
の
交
流
や
地
産
地
消
に
取

り
組
ん
で
い
る
の
が
津
鉄
応
援
直
売
会
だ
。
近

隣
の
農
漁
家
の
主
婦
た
ち
に
よ
り
、
平
成
18
年

に
結
成
さ
れ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
50
歳
か
ら
80
歳

代
。
赤
い
頭
巾
に
絣か

す
り
の
上
着
姿
で
、
自
分
た
ち

の
田
畑
で
収
穫
し
た
野
菜
や
穀
物
、
地
元
の
魚

介
類
、
そ
れ
ら
を
使
っ
た
手
作
り
の
味
噌
、
豆

腐
、
漬
物
、
イ
カ
め
し
な
ど
の
加
工
品
を
販
売

す
る
。
観
光
客
に
は
根
菜
や
山
菜
、
こ
ん
に
ゃ

く
な
ど
が
入
っ
た
郷
土
料
理
「
け
の
汁
」
や
お

に
ぎ
り
も
喜
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
津
鉄
や

企
業
組
合
で
る
・
そ
ー
れ 

代
表

澁
谷
尚
子

N
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関
係
イ
ベ
ン
ト
で
販
売
し
た
と
き
は
、
売
り
上

げ
の
10
％
を
津
鉄
に
納
め
て
い
る
。

ス
ト
ー
ブ
列
車
な
ど
の
団
体
客
に
車
内
販
売

を
す
る
と
き
は
、
会
話
を
交
わ
し
な
が
ら
津
軽

弁
で
も
て
な
し
、
時
に
は
民
謡
や
踊
り
を
披
露

す
る
こ
と
も
あ
る
。

「
津
鉄
が
大
変
だ
と
聞
い
て
、
と
に
か
く
や
っ

て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
最
初
は
お
客
さ
ん
に
向

か
っ
て
、
声
を
掛
け
る
の
が
す
ご
く
恥
ず
か
し

か
っ
た
。
で
も
津
軽
弁
を
聞
い
て
な
ご
ん
で
く
れ

る
人
が
い
る
と
と
て
も
う
れ
し
い
」
と
会
長
の
土

岐
和
子
さ
ん
は
言
う
。

会
員
は
「
子
ど
も
が
津
鉄
で
通
学
し
て
い
る

の
で
、
今
日
は
た
く
さ
ん
乗
っ
て
る
な
ぁ
、
な
ど

と
思
い
な
が
ら
、
い
つ
も
見
て
い
る
」「
農
作
業

の
合
間
に
津
鉄
が
走
っ
て
い
く
の
を
見
て
、
時
刻

が
分
か
る
」
な
ど
、
津
鉄
の
列
車
が
走
る
光
景

に
な
じ
ん
で
き
た
人
ば
か
り
だ
。
だ
か
ら
こ
そ

「
こ
の
会
の
活
動
に
よ
っ
て
、
津
鉄
を
大
切
に
し

て
ほ
し
い
、
津
鉄
に
乗
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
自

分
た
ち
の
思
い
を
皆
さ
ん
に
届
け
て
い
る
」
と
土

岐
さ
ん
は
胸
を
張
る
。

最
初
は
無
人
駅
の
活
用
と
し
て
始
め
た
イ
ベ

ン
ト
「
漬
物
ま
つ
り
」
も
人
気
が
出
て
、
今
で

は
津
軽
中
里
駅
に
隣
接
し
た
広
い
ス
ペ
ー
ス
で
開

催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
自
分
た
ち
の
や
る

こ
と
を
喜
ん
で
く
れ
る
人
た
ち
が
い
る
。
農
作

業
も
あ
っ
て
、
そ
の
合
間
に
参
加
す
る
の
は
体

力
的
に
は
大
変
だ
け
れ
ど
、
会
の
活
動
は
本
当

に
楽
し
い
し
、
仲
間
と
一
緒
に
頑
張
ろ
う
と
い
う

気
持
ち
に
な
る
」
と
土
岐
さ
ん
は
言
う
。
会
の

合
言
葉
は
「
津
鉄
を
元
気
に
、
地
域
を
元
気
に
、

自
分
を
元
気
に
」
だ
が
、
ま
さ
に
こ
れ
を
体
現

す
る
、
強
力
な
地
元
の
「
お
母
さ
ん
」
た
ち
だ
。

女
性
た
ち
の
多
く
は
家
庭
や
農
漁
作
業
だ
け

で
は
な
く
、
津
鉄
を
応
援
す
る
活
動
に
よ
っ
て
、

「
公
」
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
個
々
が
自
分
の

行
動
に
社
会
的
な
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
活
動
が
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
。
地
域
に
潜

在
す
る
力
が
、
津
鉄
を
軸
と
し
た
地
域
活
性
化

と
い
う
取
り
組
み
の
中
で
、
花
開
い
て
い
る
。

農
業
を
街
づ
く
り
に
生
か
す
学
校
教
育

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
活
性
化
の
取
り

組
み
が
あ
る
中
で
、
社
会
に
直
結
し
た
学
校
教

育
を
行
っ
て
い
る
の
が
、
青
森
県
立
五
所
川
原

農
林
高
等
学
校
だ
。「（
仮
想
）
街
づ
く
り
五
農

農
業
会
社
」
を
設
立
し
、
広
大
な
校
地
で
作
ら

れ
た
農
産
物
や
加
工
品
を
、「
社
員
」
で
あ
る
生

津
鉄
応
援
直
売
会 

会
長

土
岐
和
子

Kazuko TO
KI

津鉄応援直売会の会長を務める土岐さん ( 右 )。木村てつさん（左）、田中アキエ
さん（中央）と一緒に

津軽鉄道の利用客の半数以上は通学生が占めている 津軽五所川原駅構内に開店した（仮想）街づくり五農農業会社の第 1号店

津軽のお母さんたちが販売する品々は、新鮮で素朴であったかい味

□□□□□□□□□□□□
店には野菜や加工品、日本酒（下）などが並ぶ

青
森
県
立
五
所
川
原
農
林
高
等
学
校 

校
長

佐
藤
晋
也

Shinya SATO
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徒
た
ち
が
販
売
す
る
。
そ
の
第
1
号
店
が
、
津

軽
五
所
川
原
駅
構
内
に
開
店
し
て
い
る
。

会
社
は
、
農
業
の
６
次
産
業
化
（
加
工
と
流

通
・
販
売
へ
の
展
開
）
を
念
頭
に
、
ど
の
よ
う
な

作
物
や
加
工
品
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
消

費
者
を
意
識
し
た
生
産
に
目
を
向
け
る
狙
い
が

あ
る
。「
ど
う
す
れ
ば
売
れ
る
か
」、
経
営
を
意

識
し
た
農
業
を
学
ぶ
。　
　

店
頭
に
は
野
菜
や
コ
メ
、
卵
、
牛
乳
、
ジ
ャ

ム
や
リ
ン
ゴ
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
新
鮮
な
農
作
物
や
加

工
品
が
並
ぶ
。
中
に
は
「
農
學
校
育
ち
」
と
い

う
名
の
日
本
酒
も
あ
る
。
生
徒
た
ち
が
交
代
で

販
売
を
担
当
し
て
い
る
。

「
就
職
を
目
指
す
高
校
生
に
は
﹃
社
会
で
の
経

験
﹄
が
必
要
。
会
社
組
織
に
す
る
こ
と
で
、
生

徒
た
ち
は
社
会
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
芽

生
え
る
」
と
佐
藤
晋
也
校
長
は
話
す
。
店
頭
で

は
、
栽
培
方
法
や
賞
味
期
限
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

こ
と
を
質
問
さ
れ
る
。
駅
に
あ
る
た
め
、
観
光

客
に
街
の
見
ど
こ
ろ
や
学
校
に
つ
い
て
聞
か
れ
る

こ
と
も
あ
る
。

「
店
頭
で
、
大
人
に
き
ち
ん
と
商
品
の
説
明
が

で
き
る
。
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
接
客
を
通
じ
て
、
そ
う
し
た
力
を
身
に

付
け
て
お
け
ば
、
社
会
に
出
て
も
や
っ
て
い
け

る
」
と
佐
藤
校
長
は
生
徒
を
見
守
る
。
ま
た

「
五
所
川
原
は
農
業
の
街
。
五
農
高
校
の
生
徒
が

街
づ
く
り
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
う

こ
と
で
、
生
徒
は
大
人
に
な
り
社
会
に
必
要
と

さ
れ
る
人
材
に
な
れ
る
と
考
え
て
い
る
」
と
言

う
。白

鳥
課
長
も
「
高
校
生
が
い
き
い
き
と
販
売

し
て
い
る
と
、
駅
が
活
気
づ
く
。
街
づ
く
り
の
一

端
を
担
っ
た
高
校
生
が
大
人
に
な
っ
た
と
き
、

若
い
新
し
い
考
え
を
持
っ
て
ま
た
何
ら
か
の
活

動
に
参
加
し
て
ほ
し
い
」
と
将
来
へ
の
期
待
を
つ

な
い
で
い
る
。

沿
線
観
光
関
連
施
設
と
の
連
携

青
森
県
に
は
青
森
３
大
ね
ぶ
た
と
呼
ば
れ
る

祭
り
が
あ
る
。「
青
森
の
ね
ぶ
た
」「
弘
前
ね
ぷ

た
」
と
並
ぶ
、
も
う
一
つ
が
五
所
川
原
の
「
五
所

川
原
立た

ち

佞ね

ぷ

た
武
多
」
だ
。
勇
壮
か
つ
美
し
い
高
さ

20
ｍ
あ
ま
り
の
山
車
が
市
内
を
運
行
す
る
。
衰

退
す
る
駅
前
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
平
成
16

年
に
は
観
光
・
市
民
交
流
施
設
「
立
佞
武
多
の

館
」
が
設
立
さ
れ
た
。

こ
の
立
佞
武
多
の
館
と
津
軽
鉄
道
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
か
な
ぎ
元
気
倶
楽
部
（
斜
陽
館
・
津
軽
三

味
線
会
館
・
喫
茶
「
駅
舎
」）、
津
軽
金
山
焼
な

ど
沿
線
の
観
光
関
連
施
設
が
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、

「
燃
え
る
奥
津
軽
」
と
い
う
名
称
の
会
を
立
ち
上

げ
て
い
る
。

燃
え
る
奥
津
軽
で
は
、
観
光
客
に
奥
津
軽
を

周
遊
し
て
も
ら
お
う
と
、
一
昨
年
か
ら
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
を
実
施
し
て
い
る
。
観
光
名
所
６
カ
所

で
ス
タ
ン
プ
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
と
特
典
が
あ

り
、
４
カ
所
以
上
で
ス
タ
ン
プ
を
押
印
し
て
応

募
す
る
と
、
抽
選
で
希
望
の
賞
品
が
当
た
る
。

特
賞
は
、
津
軽
鉄
道
の
走
れ
メ
ロ
ス
号
の
１
両

貸
切
だ
。
昨
年
度
の
当
選
者
は
、
演
劇
仲
間
と

車
内
で
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
題
材
に
し
た
劇
を

上
演
し
、
同
乗
し
た
住
民
や
観
光
客
も
大
喜
び

だ
っ
た
と
い
う
。

事
務
局
長
を
務
め
る
立
佞
武
多
の
館
の
毛
内

秀
登
館
長
は
「
奥
津
軽
の
観
光
は
後
れ
を
と
っ

て
い
る
。
エ
リ
ア
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
所
に
誘
客
し

た
い
と
い
う
思
い
で
こ
の
会
を
設
立
し
た
。
こ
の

地
の
観
光
を
考
え
る
上
で
津
鉄
の
存
在
は
外
せ

な
い
。
津
鉄
を
観
光
周
遊
の
核
に
据
え
て
考
え

て
い
き
た
い
」
と
抱
負
を
語
る
。
ま
た
「
観
光

に
は
情
報
を
発
信
す
る
人
が
不
可
欠
。
津
鉄
の

ア
テ
ン
ダ
ン
ト
に
は
、
津
軽
の
お
も
て
な
し
の
象

徴
と
し
て
活
躍
し
て
ほ
し
い
」
と
期
待
を
込
め

て
い
る
。

燃
え
る
奥
津
軽 
事
務
局
長

毛
内
秀
登

H
ideto M

O
U

N
AI

平成 16 年に開館した「立佞武多の館」。高さ 20 ｍを超える「立佞武多」を常設展示している

芦野公園はさくらの名所として知られる 太宰治の故郷である金木駅
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沿線の風景と澤田社長に魅せられた

　始まりは、青森県職員の太田忠光さんが持ち込んだ写真集の企画
ですね。津鉄のサポーターズクラブの会員で鉄道ファンでもあった
太田さんは、自ら撮りためた写真で「津鉄の写真集を出したい」と
思い立って、いくつかの出版社に持ち込んで断られたあとに僕のと
ころに来られたんです。「危機に瀕している津鉄を応援したい。自分
の写真で津鉄の素晴らしさを全国に知らせたい」という太田さんの
話を聞いているうち、もしかしたら、僕が以前に手掛けた山古志村
の復興応援写真集のスタイルが使えるかもしれないと思いました。
それは、写真集を買うことで間接的に相手を応援する仕組みになっ
ていて、出版物にはこんな役割もあるんだと、編集者という自分の
仕事の意味を教えられた作品でもありました。
　で、さっそく乗りに行きました。季節はちょうど秋で、沿線の黄
金の波のような稲穂をかき分けるようにしてメロス号がのんびり
走っていく。「何てすごいんだろう」と思いました。それに澤田社長
がとにかく魅力的な人でした。海外生活の長い商社マンが定年で故
郷に帰ってきたら、いきなり鉄道会社の社長にされてしまうなんて、
漫画のストーリーそのもので（笑）。今にも倒れそうなおんぼろ本社
ビル２階の社長室の窓から、駅と列車を見下ろす社長の後ろ姿――
すごく印象的な光景で、何年か後に漫画の1シーンにもなりました
けど、この宝物のような鉄道と社長さんを、写真集の出版という手
段をつかってなんとか応援してあげたい、そう思ったのです。
　最終的にはプロの鉄道写真家の力も借りながら、平成 19 年 6 月
に『Take it Slow ～のんびり走ろう！～』を出版、太田さんの強い
希望もあって印税はサポーターズクラブに全部入るようにしました。
僕もリスクを背負わないと、と思ってお小遣いで津鉄の株を少し買
いました。毎年ちゃんと株主総会の通知も届いていますよ（笑）。
　入社したての 6 年間、僕は漫画の編集部にいて、『釣りバカ日誌』
を担当していました。その縁もあったので写真集の次は『釣りバカ』
を津軽に誘致できないかと思いついて、今度は原作者のやまさき
十三さんを連れて、津鉄に乗りに行きました。
　実は『釣りバカ』津軽編の前に、津鉄沿線に住む女の子が主人
公の『ちゃぺ！』というコミックがビッグコミック誌に連載されまし
た。これは僕の後輩の編集者が原作・川上健一さん、絵・ひきの真
二さんというコンビで仕掛けた作品で、津鉄応援の大きな力になり
ました。この作品は 21年 11月に単行本化されて、澤田社長も実名

で登場していますし、沿線の風景もとてもよく描かれていますよ。
　『ちゃぺ！』の連載が終わってしばらくして、今度はやまさきさ
んから連絡が入りました。「黒ちゃん、あれ、いよいよやるから
ね！」って――本当にうれしかったですね。やまさきさんもその後、
ずっと構想を温めてくれていたんですね。2 人で津鉄を訪れてから
2 年後の 22 年 11月、いよいよ主人公の鈴木建設の浜崎伝助が五
所川原に転勤してきて、『釣りバカ』に津鉄が登場することになりま
す。

アイデアと手作りで観光鉄道を目指す

　日本で津鉄のような小さな鉄道が生き残るには、「観光・保存鉄
道」という道しかないと僕は考えています。鉄道については素人で
すが、雑誌の仕事で観光情報も扱っていた経験から言えるのは、ど
ういうライフスタイルの人たちのための観光鉄道なのかをはっきり
意識して営業すべきだと。津鉄には乗った人の心を落ち着かせ癒し
てくれる懐かしさ、郷愁がある。そういう本当の価値がわかる年代
の人たちが集まるような観光鉄道を目指すといいのではないでしょ
うか。
　もう一つ、僕は澤田社長に「津軽鉄道遊園地論」というのを唱え
ています。沿線全体を大人の遊園地にする。それぞれの駅に個性を
出して、途中下車して何かを楽しんで、また乗って次の駅で何かを
楽しんで、というように沿線をまるごと遊園地だと想定すると、い
ろいろなアイデアが出てくると思います。すでに津鉄はオリジナル
のお弁当を作っていて僕も食べましたが、とてもおいしかったし、
四季折々めまぐるしく変わる企画列車もいい（笑）。広報戦略がうま
いので、資質も十分ある。それに、営業距離が 20km ちょっととほ
どよい長さで、これがまた手作りでやるのにちょうどいい。澤田社
長の大胆な経営判断で身軽になったのだから、これからもいろんな
ことを考えてどんどん実行するゲリラ戦をやればいいと思うんです。
　例えて言えば「鉄道の旭山動物園」。旭山動物園は一時は潰れそ
うになって、その時に必死に園長さんや職員たちがお金をかけずに
知恵を出しあって、最後は上野動物園の動員数を抜くようなところ
までいった。津軽鉄道にできないはずがないんです。
　澤田社長は「まだまだこれからどうなるか分からない」ともおっ
しゃっていますが、僕は社長が考えていることが実現すれば生き残
れると思う。特にＤＭＶ導入は、起死回生の策だと思っています。

出版を通して
津鉄にエールを送る
2011 年 11 月まで小学館の編集者だった黒笹慈幾さんは、
人気漫画『釣りバカ日誌』の主人公・浜ちゃんのモデルとも
言われている。
そんな黒笹さんがサポーターズクラブ会員の持ち込み企画を
きっかけに、津鉄と出会い、魅せられた。
津鉄への思いから生まれた 1 冊の写真集と 2 つの漫画作品。
編集者ならではの発想と方法で津鉄を応援した黒笹さんに
お話を伺った。 黒笹慈幾

Yasushi KUROSASA

People
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時
代
に
即
し
た
補
助
を
続
け
る

沿
線
の
自
治
体
も
津
鉄
を
軸
に
し
た
地
域
活

性
化
を
図
り
、
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

昭
和
56
年
、
津
鉄
の
存
続
と
地
域
住
民
の
足

を
守
る
こ
と
を
目
的
に
発
足
し
た
「
津
軽
鉄
道

を
存
続
さ
せ
る
協
議
会
」
は
、
平
成
２
年
に
名

称
変
更
し
て
「
津
軽
鉄
道
活
性
化
協
議
会
」
と

な
っ
た
。
現
在
は
五
所
川
原
市
・
中
泊
町
・
津

軽
鉄
道
株
式
会
社
の
３
者
で
組
織
さ
れ
て
い
る
。

五
所
川
原
市
役
所
総
務
部
企
画
課
の
山
内
淳

係
長
が
「
時
代
に
合
わ
せ
て
、
支
援
内
容
は
変

化
し
て
い
る
」
と
話
す
よ
う
に
、
協
議
会
は
、

そ
の
時
々
に
津
鉄
が
直
面
す
る
課
題
に
即
し
て

支
援
を
続
け
て
き
た
。

国
の
方
針
が
欠
損
補
助
か
ら
鉄
道
施
設
の
近

代
化
補
助
に
移
行
し
て
か
ら
、
津
鉄
は
計
５
両

の
車
両
を
更
新
し
て
い
る
。
協
議
会
は
こ
の
５

両
の
車
両
更
新
に
つ
い
て
、
平
成
８
年
度
と
平

成
12
年
度
、
13
年
度
の
３
年
間
に
ト
ー
タ
ル
で

約
８
０
０
０
万
円
の
協
調
補
助
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
市
町
村
合
併
前
で
当
時
の
協
議
会

を
構
成
す
る
五
所
川
原
市
が
自
治
体
負
担
額
の

50
％
、
２
町
が
各
20
％
、
２
村
が
各
５
％
を
負

担
し
た
。

ま
た
、
鉄
道
事
業
者
に
実
施
が
義
務
付
け
ら

れ
た
「
安
全
性
緊
急
評
価
」
の
結
果
を
受
け
、

対
応
が
急
務
と
な
っ
て
い
た
緊
急
保
全
整
備
事

業
に
つ
い
て
は
、
平
成
17
年
度
に
津
鉄
か
ら
財

政
支
援
要
望
を
受
け
て
協
議
し
、
翌
18
年
度
に

五
所
川
原
市
・
中
泊
町
に
よ
る
協
調
補
助
を
決

定
し
て
い
る
。
平
成
19
年
度
、
20
年
度
の
２
カ

年
計
画
で
実
施
さ
れ
た
事
業
に
対
し
、
五
所
川

原
市
が
約
５
１
０
０
万
円
、
中
泊
町
が
約

１
３
０
０
万
円
を
負
担
し
た
。
そ
の
後
も
、
安

全
対
策
事
業
と
し
て
、
橋
梁
や
架
道
橋
の
改
修
、

駅
構
内
の
分
岐
器
交
換
や
道
床
交
換
、
停
留
所

の
改
修
な
ど
に
つ
い
て
、
平
成
23
年
度
～
26
年

度
の
間
に
、
五
所
川
原
市
が
約
６
５
０
万
円
、

中
泊
町
が
約
１
６
０
万
円
の
負
担
を
予
定
し
て

い
る
。

観
光
推
進
策
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

平
成
23
年
度
は
、
協
議
会
の
設
立
当
初
か
ら

続
け
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
マ
イ
レ
ー
ル
意

識
を
育
む
「
体
験
乗
車
」
の
助
成
を
は
じ
め
、

沿
線
案
内
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ

ズ
の
作
成
、
無
料
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
用
の
自
転

車
の
購
入
、
津
鉄
支
援
団
体
が
主
催
す
る
イ
ベ

ン
ト
の
車
両
借
り
上
げ
に
つ
い
て
助
成
を
行
っ
て

い
る
。

津
鉄
の
危
機
を
き
っ
か
け
に
始
ま
り
根
づ
い

た
津
鉄
と
地
域
活
性
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組

み
に
つ
い
て
、
同
課
の
外
﨑
洋
文
主
査
は
「
地
域

の
人
た
ち
は
自
分
た
ち
の
鉄
道
だ
と
い
う
思
い
で

津
鉄
を
応
援
し
、
自
分
た
ち
が
住
む
街
を
元
気

に
し
よ
う
と
、
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
通
じ
て
取
り

組
み
を
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
五
所
川
原
市
の

大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
五
所
川

原
市
と
い
え
ば
津
鉄
の
あ
る
街
と
認
知
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
」
と
語
る
。
ま
た
、「
そ
の

上
で
」
と
前
置
き

を
つ
け
な
が
ら
、

山
内
係
長
は
「
鉄

道
と
し
て
は
お
客

さ
ん
を
乗
せ
、
収

支
を
安
定
さ
せ
な

が
ら
存
続
し
て
い

く
こ
と
が
一
番
重

要
」
だ
と
課
題
を

示
す
。

市
は
、
郊
外
に

大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
す
る

「
エ
ル
ム
の
街
」
を
開
発
す
る
一
方
、
駅
前
の
旧

市
街
地
に
は
賑
わ
い
を
取
り
戻
す
起
爆
剤
と
し

て
「
立た

ち

佞ね

ぷ

た
武
多
の
館
」
を
開
設
し
た
。
双
方
を

魅
力
的
な
街
と
し
て
差
別
化
し
、
盛
り
上
げ
て

い
く
方
針
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、
市
庁
舎
の

隣
地
に
は
、
現
在
、
広
域
連
合
に
よ
り
整
備
が

進
め
ら
れ
て
い
る
総
合
病
院
が
平
成
25
年
度
に

開
業
す
る
予
定
だ
。

「
街
の
施
設
を
利
用
す
る
地
元
住
民
の
足
と
し

て
も
、
今
後
は
津
鉄
が
今
ま
で
以
上
に
重
要
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
」
と
山
内
係
長
は

展
望
を
語
る
。
観
光
路
線
・
地
域
の
交
通
手
段

と
し
て
の
津
鉄
へ
の
期
待
は
、
さ
ら
に
大
き
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

◦

「
人
口
が
少
な
く
て
も
、
地
域
を
元
気
に
し
て

い
く
こ
と
は
で
き
る
。
鉄
道
が
あ
る
か
ら
皆
が

ま
と
ま
っ
て
い
け
る
の
だ
と
言
っ
て
く
れ
る
人
も

多
い
。
津
鉄
に
は
人
を
つ
な
げ
る
と
い
う
大
切

な
役
割
も
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
」
と
白
鳥
課

長
は
語
る
。

小
説
﹃
津
軽
﹄
の
中
で
太
宰
治
が
津
軽
人
に

向
け
た
言
葉
は
、
約
70
年
の
時
を
経
て
な
お
、

津
鉄
と
地
域
の
人
々
に
エ
ー
ル
を
送
っ
て
い
る
よ

う
だ
。

「
日
本
の
文
華
が
小
さ
く
完
成
し
て
行
き
づ

ま
っ
て
い
る
時
、
こ
の
津
軽
地
方
の
大
き
い
未
完

成
が
、
ど
れ
だ
け
日
本
の
希
望
に
な
っ
て
い
る

か
、（
中
略
）
人
か
ら
お
だ
て
ら
れ
て
得
た
自
信

な
ん
て
な
ん
に
も
な
ら
な
い
。
知
ら
ん
振
り
し

て
、
信
じ
て
、
し
ば
ら
く
努
力
を
続
け
て
行
こ

う
で
は
な
い
か
」

津
軽
に
生
き
る
人
々
の
絆
を
固
く
つ
な
い
で
、

津
軽
鉄
道
は
こ
れ
か
ら
も
津
軽
を
走
り
続
け
る
。

五
所
川
原
市 

総
務
部 

企
画
課 

企
画
調
整
係 

主
査

外
﨑
洋
文

H
irofum

i TO
N

O
SAKI

五
所
川
原
市 
総
務
部 

企
画
課 

企
画
調
整
係
長

山
内 
淳

Jun YAM
AU

CH
I
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人口密度が低い地域の住民の足を守りたい

　青森県内には、陸海空の交通手段があります。120 年前に上野－
青森間の鉄道が開通し、昨年には東北新幹線が東京から新青森まで
全線開通しました。青森県は、中央部の陸奥湾を、東側の下北半島と
西側の津軽半島が取り囲む特殊な地形で、両半島を結ぶ海路も重要
な交通手段となっています。また、空は、青森空港と三沢空港の２つ
の空港を持っています。
　この３つの交通手段を有効活用して、137万県民の県内同士、ある
いは県外との交流を円滑にしたいと考えています。新幹線と空路は、
競合するのではなく、両方のバランスをとって共存共栄させる。例え
ば、青森と西日本との往来は空路がメインになるし、東日本とは時間
や経路に合わせて飛行機または新幹線を利用する。観光面において
は、地上と空とを需要に応じて使い分け、「立体観光」を推進してい
きたいと考えています。
　鉄道に関しては、主要な路線をＪＲ東日本が担っていますが、その
一方で民営鉄道も重要な役割を果たしています。青森県内は人口密
度が低く、広い範囲に住民が分散して生活しているため、マイカーを
運転できない高齢者や子どもたちなどいわゆる交通弱者のためには、
民営鉄道を生活路線、生活の足として大事にしていかなければなりま
せん。地方の鉄道はいずれも厳しい経営環境下に置かれていますが、
県も国や沿線自治体とともに安全・安心な運行を確保するため、県内
民営鉄道に助成を行っています。また、東北新幹線開業に伴い、日本
一距離が長い三セク鉄道となった青い森鉄道も、上下分離で下の部
分を青森県が保有しています。引き受けたからには、民鉄と同様、県
民の生活路線として守っていきます。
　これからますます高齢化が進み、車の運転ができない人の割合が
増加するでしょう。そうした時代に誰が住民の足を確保するのか、行
政も関与していかなければならないと考えています。

「奥津軽トレインアテンダント」は誇るべき成功事例

　津軽鉄道も、一時は存続の危機という局面がありましたが、観光路
線へのシフトを図ることにより、鉄路を維持し、地域の足を確保しよ
うと取り組んでいます。サポーターズクラブをはじめ地元の方の応援
も厚く、トレインアテンダントを配置して、観光客や地元の住民とコ
ミュケーションを取りながら、さまざまなサービスを展開しています。
そうした取り組みは、行政がいくら先導しても、地元の熱意がないと
進みません。地域の応援に支えられてうまく維持できている事例だと

思っています。
　津軽鉄道の「奥津軽トレインアテンダント」は、県が国の「ふるさ
と雇用再生特別交付金制度」によって設置される基金を活用して、津
軽鉄道に委託したものですが、厚生労働省の雇用対策として県内で展
開された中においては、最も誇るべき成功事例だと思っています。地
元の方とうまくシンクロして、いい形が出来上がっています。
　鉄道というのは、住民の足であることが基本ですが、ローカル線は
それだけでは成り立ちません。行政や自治体が支援していくことも含
めて、「地域資源」としてとらえる時代になりました。津軽鉄道はそ
れ自体が観光資源であり、太宰治記念館「斜陽館」などとともに、地
域の象徴でもあります。津軽鉄道のように、青い森鉄道も地域資源と
してとらえ、青森県の元気づけの一助にしていきたいと考えています。
　以前は、住民は鉄道に対して、「国や企業がやっているもので、自
分たちは電車に乗るだけでいい」という意識でいましたが、行政や自
治体が支援するということは、その運営に自分たちの税金が使われて
いるということです。すると、「地域の中の自分たちのもの」という見
方に変わっていくだろうし、ぜひともそうなってほしい。「買い物に行
くのに、マイカーではなく電車で行こうか」というように、住民が盛
り上げていく存在にしていきたいと思います。

交通を活かし、広域観光を展開する

　約４年後に北海道新幹線が新函館駅（仮称）まで開業すると、津
軽半島に新設される奥津軽駅（仮称）の利活用だけではなく、今、
終点でターミナル機能を持っている新青森駅も通過されてしまう恐れ
もあります。一方では、弘前市と函館市との交流が進んでおり、連携
を取って広域観光を推進していくつもりです。新青森駅－新函館駅

（仮称）間の所要時間が最短で 40 分程度になるとも言われており、
城下町・弘前と港町・函館という個性ある２つの街が連携して、双方
を巡るような観光需要をつくっていく。奥津軽駅（仮称）の活用につ
いては、例えば、下北半島は名所が多いにもかかわらず、交通の便が
あまりよくありませんが、奥津軽駅（仮称）で下車するとフェリー乗
り場が近く、津軽半島から下北半島へ１時間弱で行ける。観光の幅が
広がるのです。
　こうしたプランを実現させるためにも、新幹線をはじめとする鉄路
と海路をうまく組み合わせて、両地域での滞留時間を増やす工夫を
しなければいけません。それには、近くを走る津軽鉄道にも何らかの
展開が必要です。既に議論を始めており、こうした中で津軽鉄道も当
然、地域資源として新しい色彩を放っていくと期待しています。

陸海空の交通を駆使して、
県内外の交流を推進する。
青森県は、面積約9600㎢（全国 8 位）、人口約137万人（全国 31位）と、
全国の中でも人口密度の低い県である。
その県内での移動手段の確保と、県外からの観光をメインとした
集客を目的に、青森県は公共交通体系の整備を進めている。
平成27年度末には北海道新幹線新函館駅（仮称）までの開業が控える。
県内の陸海空の交通政策について、お話を伺った。

Opinion

青森県企画政策部 部長

小山内豊彦
Toyohiko OSANAI
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東
北
の
鉄
道
事
業
者
が
抱
え
る
課
題

　
東
北
地
方
の
中
小
鉄
道
事
業
者
は
、
厳
し
い
経

営
環
境
を
背
景
に
、
鉄
道
技
術
者
の
不
足
や
高
齢

化
、
老
朽
化
す
る
施
設
や
車
両
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
課
題
を
個
社
単
位
で
は
な
く
、
事
業

者
間
で
連
携
し
て
解
決
し
て
い
こ
う
と
、
平
成
20

年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
東
北
鉄
道
協
会
の
「
中

小
鉄
道
事
業
者
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
だ
。
東
北

鉄
道
協
会
に
は
、
民
鉄
や
三
セ
ク
の
鉄
道
事
業
者

20
社
が
加
盟
、
津
軽
鉄
道
株
式
会
社
の
澤
田
長
二

郎
代
表
取
締
役
社
長
を
会
長
に
、
鉄
道

事
業
者
間
の
連
携
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
「
東
北
の
鉄
道
事
業
者
は
も
と
も
と

ま
と
ま
り
が
よ
く
、
個
々
に
は
部
品
を

交
換
し
合
っ
た
り
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
方

法
に
つ
い
て
相
談
し
合
う
、
あ
る
い
は

ツ
ア
ー
の
旅
行
客
を
送
客
し
合
う
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
協
力
関
係
が
で

き
て
い
ま
し
た
。

　
中
小
の
地
方
鉄
道
は
マ
ン
パ
ワ
ー
も

資
金
も
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

20
社
が
一
つ
に
ま
と
ま
れ
ば
大
き
な
力

に
な
り
ま
す
。　

　
そ
こ
で
、
個
々
に
や
っ
て
い
た
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
を
東
北
運
輸
局
が
側

面
か
ら
支
援
し
て
〝
地
域
的
な
ま
と
ま

り
の
中
で
人
、
モ
ノ
、
技
術
、
知
恵
を

共
有
し
た
取
り
組
み
〟
に
体
系
化
、
20

社
の
連
携
事
業
と
し
て
整
備
し
た
の
が

中
小
鉄
道
事
業
者
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
す
」

　
中
小
鉄
道
事
業
者
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
合

同
訓
練
や
機
器
の
貸
与
な
ど
を
実
施
す
る
「
技
術

力
共
有
化
事
業
」、
旅
行
客
を
送
客
し
合
う
「
相

互
送
客
事
業
」
を
2
本
の
柱
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。

初
年
の
平
成
20
年
度
の
成
果
を
受
け
、
平
成
21
年

10
月
に
は
、
鉄
道
の
発
展
に
貢
献
し
た
取
り
組
み

に
授
与
さ
れ
る
「
日
本
鉄
道
賞 

地
方
鉄
道
技
術
連

携
賞
」
を
受
賞
し
て
い
る
。

20
社
の
技
術
力
を
共
有
化
す
る

　
中
小
鉄
道
事
業
者
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て

中小鉄道事業者連携プロジェクトのねらいと全体像

（
技
術
の
向
上
と
継
承
）

人
材
育
成
面
で
の
連
携

（
技
術
・ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
）

実
務
面
で
の
連
携

鉄道技術者の育成
技術の向上と継承

合同訓練・研修会

分野別実技研修
保線実技研修

新人運転士養成講座

異常時における合同訓練

ヒヤリハット情報活用セミナー

鉄道安全ハイレベル研修（安全統括管理者研修）

鉄道技術・安全アドバイザー制度

枯渇する部品、高価な検査機器の相互融通

車両検修業務等の相互受委託契約の促進

共通課題

さらなる安全レベルの向上

トラブル等への助言・指導

受委託に係る情報共有・調整

各社が保有する部品、
検査測定機器等の情報共有

沿線地域の住民を相互に送客し合い、
お互いの利用促進と先進的な取り組みを学ぶ

「トレインアテンダント・スキルアップ講座 in 東北」
「地方鉄道活性化フォーラム in 東北」など

「東北ローカル線パス＆エコ鉄スタンプラリー」
「コロプラで巡る東北ローカル線の旅」など

営業ノウハウの共有、相互連携

合同研修会・フォーラムなど

共通切符・企画切符の造成

車両・設備の維持
管理の効率化

サービス向上
利用促進

技
術
力
共
有
化
事
業

相
互
送
客
事
業

東北鉄道協会の活動が注目を集めている。
平成 20 年から推進している「中小鉄道事業者連携プロジェクト」では、
鉄道事業者間の連携の下、技術者の育成や技術の継承、
車両や設備の維持管理の効率化など、さまざまな取り組みを展開。
東日本大震災後は、その結束力をさらに一段と強め、
甚大な被害を被った被災地の復興支援にいち早く活動を開始している。
東北鉄道協会の活動を側面から支援し、同協会とともに地方鉄道の活性化を目指す
国土交通省東北運輸局鉄道部・岸谷克己鉄道部長にお話を伺った。

取材・文◉茶木　環／撮影◉織本知之／写真・資料提供◉国土交通省東北運輸局鉄道部

国土交通省 東北運輸局 鉄道部長

岸谷克己
Katsumi KISHITANI

【加盟事業者】
青森県（6 社）： 津軽鉄道・弘南鉄道・十和田観光電鉄・財団法人青函トンネル記念館・
 青い森鉄道・八戸臨海鉄道
秋田県（3 社）： 秋田内陸縦貫鉄道・秋田臨海鉄道・由利高原鉄道 
岩手県（3 社）： 三陸鉄道・岩手開発鉄道・ＩＧＲいわて銀河鉄道
山形県（1 社）： 山形鉄道
宮城県（3 社）： 仙台臨海鉄道・仙台市交通局・仙台空港鉄道 
福島県（４社）： 阿武隈急行・福島交通鉄道部・福島臨海鉄道・会津鉄道
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実
施
す
る
取
り
組
み
は
、
技
術
力
共
有
化
事
業
と

相
互
送
客
事
業
を
柱
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
ご
と

に
プ
ラ
ン
を
策
定
し
て
い
る
。

　
平
成
22
年
度
に
は
ど
の
よ
う
な
活
動
が
行
わ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
柱
の
一
つ
、
技
術
力
共
有
化
事
業
だ
が
、

こ
の
事
業
は
そ
の
名
の
通
り
、
20
社
が
有
す
る
技

術
力
を
共
有
化
し
、
鉄
道
技
術
者
の
育
成
と
次
世

代
へ
の
技
術
継
承
に
活
か
し
て
い
こ
う
と
い
う
も

の
だ
。

　
「
中
小
鉄
道
事
業
者
の
現
状
と
し
て
は
、
鉄
道

技
術
者
の
不
足
と
高
齢
化
で
、
技
能
の
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
が
難
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
社
内

の
指
導
だ
け
で
は
、
幅
広
い
知
識
や
新
し
い
技
術

を
持
っ
た
人
材
の
育
成
が
難
し
い
こ
と
が
懸
念
さ

れ
、
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
へ
の
助
言
・
指
導
に
つ
い
て

も
、
中
央
か
ら
著
名
な
技
術
講
師
を
招し

ょ
う
へ
い聘し

て
学

ぶ
と
い
っ
た
大
が
か
り
な
も
の
で
は
な
く
、
ご
く

日
常
的
な
相
談
・
疑
問
に
答
え
て
く
れ
る
身
近
な

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
」

　

そ
こ
で
22
年
度
か
ら
新
た
に
設
置
し
た
の
が

「
鉄
道
技
術
・
安
全
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
」
だ
。

20
社
の
中
か
ら
、
特
に
高
度
な
技
術
力
を
有
す
る

ベ
テ
ラ
ン
技
術
者
を
、
軌
道
・
構
造
物
、
電
気
、

車
両
、
運
転
の
部
門
ご
と
に
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と

し
て
任
命
。
各
鉄
道
事
業
者
か
ら
の
相
談
に
対
し

て
指
導
・
助
言
を
行
う
体
制
を
整
え
て
い
る
。
現

在
10
人
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
サ
ブ
・
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
が
活
躍
し
て
い
る
と
い
う
。

　
ま
た
、
分
野
別
の
技
術
研
修
や
セ
ミ
ナ
ー
も
合

同
で
行
っ
て
い
る
。
22
年
度
に
実
施
し
た
の
は
、

新
人
運
転
士
を
対
象
と
す
る
「
新
人
運
転
士
養
成

講
座
」、
保
線
業
務
を
実
地
で
学
ぶ
「
保
線
実
技

研
修
」、
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
情
報
の
収
集
と
活
用
の
仕

組
み
や
環
境
づ
く
り
を
考
え
る
「
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト

情
報
活
用
セ
ミ
ナ
ー
」
な
ど
。
さ
ら
に
、
各
事
業

者
内
で
の
安
全
に
関
す
る
実
質
的
な
責
任
者
を
対

象
に
「
鉄
道
安
全
ハ
イ
レ
ベ
ル
研
修
」
を
実
施
、

内
部
監
査
に
つ
い
て
の
集
中
討
議
や
ヒ
ュ
ー
マ
ン

エ
ラ
ー
に
関
す
る
講
義
を
行
っ
た
。

　
「
鉄
道
事
業
者
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
縦
社
会

の
職
場
環
境
で
、
他
社
の
実
情
に
触
れ
る
機
会
が

あ
ま
り
な
い
の
で
す
。
各
事
業
者
は
、
地
理
的
に

離
れ
て
い
る
の
で
交
流
も
な
か
な
か
し
に
く
い
の

で
す
が
、
こ
う
し
た
合
同
研
修
に
参
加
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
分
野
ご
と
に
、
あ
る
い
は
年
代
ご
と

に
、
横
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
も
大
き
な
成
果
だ
と
評
価
し
て
い
ま
す
」

　

技
術
力
共
有
化
事
業
で
は
、
モ
ノ
も
共
有
す

る
。
車
両
・
設
備
の
老
朽
化
に
対
す
る
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
や
検
査
機
器
の
購
入
、
調
達
に
時
間
が
か
か

る
交
換
用
部
品
の
確
保
な
ど
も
、
個
社
で
は
負
担

が
大
き
い
。
そ
こ
で
各
社
の
貸
出
・
譲
渡
が
可
能

な
検
査
測
定
機
器
や
部
品
な
ど
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

し
、
そ
の
情
報
を
共
有
。
相
互
融
通
す
る
こ
と
で
、

迅
速
で
低
コ
ス
ト
な
調
達
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
中
小
鉄
道
事
業
者
の
多
く
は
、
本
格
的

な
車
両
の
検
査
や
修
理
部
門
を
持
っ
て
い
な
い
た

め
、
車
両
修
繕
業
務
は
外
部
に
発
注
せ
ざ
る
を
得

ず
、
費
用
も
か
か
る
。
20
社
の
中
で
は
、
岩
手
開

発
鉄
道
が
直
営
の
検

査
・
修
理
部
門
を

持
っ
て
お
り
、
加
盟

事
業
者
は
同
社
に
業

務
を
委
託
、
コ
ス
ト

の
軽
減
を
図
っ
て
い

る
。
22
年
度
は
津
軽

鉄
道
や
三
陸
鉄
道
、

秋
田
内
陸
縦
貫
鉄
道

な
ど
が
、
同
社
に
車

軸
の
超
音
波
探
傷
検

査
や
車
輪
削
正
作
業

を
委
託
し
た
。

　
「
こ
う
し
た
鉄
道

部
品
や
検
査
機
器
の
相
互
融
通
、
業
務
の
委
託

は
、
同
じ
車
両
を
所
有
す
る
特
定
の
事
業
者
間
な

ど
で
、
も
と
も
と
ご
く
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
の

が
東
北
の
特
色
で
す
。
そ
れ
を
20
社
全
社
が
必
要

な
と
き
に
活
用
で
き
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
整
備
し
、

共
有
化
し
て
い
ま
す
」

　
22
年
度
に
実
施
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
技
術
共
有
化

事
業
は
、
運
輸
の
安
全
性
向
上
に
向
け
た
先
進
的

な
取
り
組
み
と
し
て
、
鉄
道
事
業
で
は
唯
一
、
国

の
運
輸
安
全
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
（
平
成
22
年
度
）

に
認
定
さ
れ
て
い
る
。

沿
線
住
民
を
相
互
に
送
客
す
る

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
相
互

送
客
事
業
も
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
だ
。
相
互
に
連
携

し
な
が
ら
企
画
旅
行
を
実
施
し
、
互
い
に
送
客
し

合
う
と
い
う
全
国
的
に
も
珍
し
い
も
の
で
、
こ
の

事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
先
行
し
て
平
成
19
年
か

ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
「
こ
の
事
業
も
最
初
は
特
定
の
事
業
者
間
で
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し

て
整
備
さ
れ
て
以
来
、
各
社
で
活
発
に
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
22
年
度
に
は
、
計
7
社
が

主
催
す
る
21
の
ツ
ア
ー
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
参

加
人
数
は
５
５
０
人
を
超
え
て
い
ま
す
」

　

鉄
道
事
業
者
が
主
催
す
る
だ
け
あ
っ
て
、
ツ

ア
ー
に
は
車
内
で
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
や
車
両
基
地

見
学
な
ど
、
一
般
的
な
旅
行
で
は
味
わ
え
な
い
企

画
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
も
大
き
な
特
徴
と

な
っ
て
い
る
。

　
会
津
鉄
道
が
主
催
し
、
山
形
鉄
道
を
訪
問
し
た

ツ
ア
ー
で
は
、
山
形
弁
の
ガ
イ
ド
で
沿
線
案
内
が

行
わ
れ
、
話
題
の
「
う
さ
ぎ
駅
長
」
が
出
迎
え

鉄道技術・安全アドバイザー任命式の様子（平成 22 年 7 月 23 日）。
任命されたアドバイザーは個別指導のほか東北鉄道協会が企画する研
修会の講師としても活躍している

新人運転士などを対象に開催された新人運転士養成講座（平成 22 年
9 月 29 ～ 30 日：1 泊 2 日）。17 事業者 24 人が受講した

講義と実習で保線作業の実務を学ぶ保線実技研修（平成 22 年 11 月
15 ～ 18 日：3 泊 4 日）。17 事業者 24 人の保線担当者が参加した
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た
。
山
形
鉄
道
が
主
催
し
た
Ｉ
Ｇ
Ｒ
岩
手
銀
河
鉄

道
で
行
く
金
田
一
温
泉
の
旅
で
は
、
Ｉ
Ｇ
Ｒ
か
ら

乗
車
記
念
の
名
前
入
り
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
と
南
部

せ
ん
べ
い
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。

　
「
旅
客
を
送
り
出
す
事
業
者
は
、
訪
問
先
の
鉄

道
の
取
り
組
み
を
学
び
、
自
社
の
活
性
化
に
活
か

し
て
い
く
。
受
け
入
れ
側
は
県
外
か
ら
の
誘
客
を

も
て
な
し
、
自
社
の
知
名
度
を
上
げ
、
リ
ピ
ー

タ
ー
を
獲
得
で
き
る
。
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
地
方
の
中
小
鉄
道
は
自
ら
行
動
し
て
、

待
ち
の
姿
勢
で
は
な
く
、〝
地
域
の
資
産
〟
へ
、
周

囲
の
見
方
や
考
え
方
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
を
呼
ぶ

―
―
観
光
資
源
と
し
て
交
流
人
口
を
拡
大
し
て
い

く
こ
と
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う

い
っ
た
意
味
で
も
相
互
送
客
事
業
は
、
取
り
組
む

べ
き
価
値
が
大
き
い
大
切
な
事
業
だ
と
考
え
て
い

ま
す
」

　
観
光
資
源
と
し
て
の
魅
力
付
け
も
必
要
だ
。
利

用
客
へ
の
お
も
て
な
し
、
お
楽
し
み
感
や
お
得
感

の
演
出
を
す
る
。

　

中
小
鉄
道
事
業
者
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

22
年
度
に
合
同
研
修
会
「
ト
レ
イ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン

ト
・
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座
in
東
北
」
を
開
催
し
て

い
る
。
23
年
度
も
計
画
中
で
、
こ
の
よ
う
な
サ
ー

ビ
ス
向
上
を
目
指
す
取
り
組
み
も
、
今
後
は
増
や

し
て
い
く
方
針
だ
。

　
ま
た
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
を
使
っ
た
携
帯
電
話
ゲ
ー

ム
「
コ
ロ
プ
ラ
」
と
加
盟
事
業
者
9
社
が
連
携
し

た
「
コ
ロ
プ
ラ
で
巡
る
東
北
ロ
ー
カ
ル
線
の
旅
」

（
通
称
コ
ロ
プ
ラ
切
符
）
や
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
在
来

線
と
東
北
の
ほ
と
ん
ど
の
民
鉄
・
三
セ
ク
が
１
枚
の

切
符
で
乗
れ
る
「
東
北
ロ
ー
カ
ル
線
パ
ス
」
な
ど
、

ユ
ニ
ー
ク
な
企
画
切

符
や
共
通
切
符
も
販

売
。
鉄
道
を
楽
し
む

東
北
観
光
の
誘
致
を

ね
ら
っ
て
い
る
。

震
災
復
旧
・
復
興

支
援
に
取
り
組
む

　
平
成
23
年
３
月
11

日
に
発
生
し
た
東
日

本
大
震
災
で
、
東
北

の
鉄
道
は
大
き
な
被

害
を
受
け
た
。
特
に
太
平
洋
沿
岸
部
は
津
波
に
よ

る
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
て
お
り
、
震
災
か
ら
9

カ
月
を
経
た
今
な
お
、
被
災
し
た
福
島
臨
海
鉄

道
、
仙
台
臨
海
鉄
道
は
一
部
区
間
の
運
行
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
三
陸
鉄
道
は
全
路
線
の
３
分
の
２

が
運
休
中
だ
。

　
早
期
に
運
行
再
開
し
た
鉄
道
も
、
観
光
客
用
団

体
貸
切
列
車
の
キ
ャ
ン
セ
ル
が
相
次
ぎ
、
東
北
地

方
全
体
へ
の
旅
行
者
が
激
減
す
る
な
ど
、
ま
す
ま

す
厳
し
い
経
営
環
境
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
も
、
東
北

鉄
道
協
会
の
動
き
は
迅
速
だ
っ
た
。
地
震
で
被
災

し
た
事
業
者
は
、
１
日
も
早
い
運
行
再
開
に
向

け
、
休
日
返
上
で
復
旧
作
業
に
取
り
組
む
。
そ
し

て
早
期
に
運
転
再
開
し
た
事
業
者
た
ち
は
、
東
日

本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
向
け
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
開
始
し
た
。

　
「
東
北
人
気
質
と
い
う
と
お
と
な
し
い
と
い
う
印

象
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
決
し
て
そ
う
で

は
な
い
ん
で
す
。
こ
う
い
う
と
き
だ
か
ら
頑
張
ろ

う
と
い
う
気
概
に
満
ち
た
逞
し
い
行
動
力
が
あ
り

ま
す
。
復
旧
・
復
興
へ
の
動
き
は
迅
速
で
し
た
」

　
一
連
の
取
り
組
み
は
「
よ
み
が
え
る
鉄
路
（
東

日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
）
～
東
北
の
中

小
事
業
者
等
を
支
え
た
鉄
道
技
術
者
集
団
と
東
北

ロ
ー
カ
ル
線
復
興
支
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
～
」
と
し

て
、
平
成
23
年
10
月
、「
日
本
鉄
道
賞 
表
彰
選
考

委
員
会
特
別
賞
」
を
受
賞
し
た
。
受
賞
団
体
は
、

東
北
鉄
道
協
会
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
／
東
北
工
事
事
務

所
、
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
（
鉄

道
・
運
輸
機
構
）、
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
総
研
エ
ン
ジ
ニ

ア
リ
ン
グ
の
４
団
体
で
、
以
下
の
よ
う
な
活
動
が

高
く
評
価
さ
れ
て
の
も
の
だ
っ
た
。

①
鉄
道
技
術
者
集
団
に
よ
る
支
援

　
高
度
な
技
術
力
を
持
つ
技
術
者
た
ち
が
震
災
直

後
か
ら
現
地
入
り
し
、
被
災
状
況
の
把
握
や
復
旧

工
法
を
指
導
。
こ
れ
に
よ
り
早
期
復
旧
・
経
費
の

削
減
が
実
現
し
た
。

　
鉄
道
・
運
輸
機
構
は
仙
台
空
港
鉄
道
の
被
災
状

況
調
査
と
早
期
復
旧
方
法
を
指
導
し
た
ほ
か
、
三

陸
鉄
道
、
岩
手
開
発
鉄
道
、
仙
台
臨
海
鉄
道
、
福

島
臨
海
鉄
道
に
対
し
て
被
災
状
況
調
査
を
実
施
し

た
。
ま
た
Ｊ
Ｒ
東
日
本
／
東
北
工
事
事
務
所
の
ア

ド
バ
イ
ス
に
よ
っ
て
、
仙
台
地
下
鉄
が
予
定
よ
り

１
カ
月
前
倒
し
で
運
行
が
再
開
し
た
。
構
造
物
の

健
全
度
判
定
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
ジ
ェ
イ
ア
ー

ル
総
研
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
は
、
阿
武
隈
急
行
の

被
災
状
況
調
査
と
復
旧
工
法
指
導
を
行
っ
た
。

震災後の定期外旅客数の変化

会
津
鉄
道

福
島
交
通
（
飯
坂
線
）

山
形
鉄
道

Ｉ
Ｇ
Ｒ
い
わ
て
銀
河
鉄
道

由
利
高
原
鉄
道

秋
田
内
陸
縦
貫
鉄
道

十
和
田
観
光
電
鉄

弘
南
鉄
道

津
軽
鉄
道
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41
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54

平
成
23
年
４
月
対
前
年
同
月
比

津波により軌道が寸断されたため、トレーラーで車両を輸送する
（三陸鉄道）

津波を免れた区間の被災地を走る「災害復興支援列車」（三陸鉄
道）

被災で運休中、列車に代わって運行した代行バス。10 月 1 日、
全線運転を再開した（仙台空港鉄道）
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②
東
北
ロ
ー
カ
ル
線

　

復
興
支
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
東
北
鉄
道
協
会
は
、
被
災
し
た
鉄
道
の
早
期
復

旧
に
向
け
た
機
運
醸
成
、
被
災
事
業
者
へ
の
激
励

と
と
も
に
、
旅
行
者
が
激
減
す
る
東
北
ロ
ー
カ
ル

線
の
需
要
喚
起
を
目
的
と
し
て
「
東
北
ロ
ー
カ
ル

線
復
興
支
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施
。
併
せ
て

復
興
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
沿
線
の
被
災
者
を
勇

気
づ
け
る
と
と
も
に
、
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
の
意
義
・

魅
力
を
訴
え
た
（
左
下
囲
み
参
照
）。

③
相
互
扶
助
の
精
神
に
よ
る

　

被
災
事
業
者
支
援

　
震
災
に
よ
り
大
半
の
区
間
が
運
休
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
三
陸
鉄
道
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
Ｉ

Ｇ
Ｒ
い
わ
て
銀
河
鉄
道
が
三
陸
鉄
道
の
職
員
４
人

を
平
成
24
年
7
月
末
ま
で
の
１
年
間
、
正
社
員
と

し
て
雇
用
し
た
。

　
ま
た
、
仙
台
臨
海
鉄
道
は
、
津
波
に
よ
り
被
災

し
た
機
関
車
の
代
替
と
し
て
、
秋
田
臨
海
鉄
道
か

ら
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
を
借
り
受
け
、
11
月
25

日
、
一
部
区
間
で
運
行
を
再
開
し
た
。

相
互
扶
助
の
精
神
、
絆
を
生
か
し
て

　
「
東
日
本
大
震
災
で
〝
鉄
道
被
災
〟
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
東
北
の
鉄

道
が
受
け
た
傷
跡
は
、
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。
救
い
は
、
中
小
鉄
道
事
業
者
連
携
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
3
年
間
の
蓄
積
で
、
連
携
の
基
礎
が

で
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
震
災
以
降

の
復
興
に
関
し
て
も
、
連
絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
、

協
力
し
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
」

　
技
術
力
共
有
化
事
業
、
相
互
送
客
事
業
を
二
つ

の
柱
と
す
る
23
年
度
の
取
り
組
み
は
、
東
日
本
大

震
災
の
発
生
で
多
く
が
立
ち
消
え
と
な
っ
た
が
、

秋
に
は
緊
急
事
態
を
想
定
し
た
大
規
模
な
合
同
訓

練
を
実
施
し
た
。

　
10
月
7
日
に
は
、
Ｉ
Ｇ
Ｒ
い
わ
て
銀
河
鉄
道
に

お
い
て
、
加
盟
事
業
者
10
社
が
参
加
し
、
緊
急
事

態
を
想
定
し
た
大
規
模
な
故
障
列
車
救
済
訓
練
な

ど
を
実
施
。
10
月
27
日
に
は
、
会
津
鉄
道
・
田
島

車
両
基
地
で
、
加
盟
事
業
者
８
社
と
消
防
機
関
が

共
同
し
て
、
緊
急
事
態
を
想
定
し
た
大
規
模
な
列

車
復
旧
訓
練
等
を
開
催
し
た
。

　
「
中
小
鉄
道
事
業
者
の
社
員
で
大
き
な
事
故
を

経
験
し
た
者
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
安
全
運

行
が
第
一
の
使
命
で
す
し
、
路
線
の
長
さ
や
ス

ピ
ー
ド
、
運
行
本
数
な
ど
の
環
境
的
な
理
由
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
や
は
り
訓
練
を
行
っ
て
対
処

法
を
学
ん
で
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
」

　

実
物
の
列
車
を
使
用
し
た
脱
線
復
旧
訓
練
や
、

列
車
と
衝
突
し
た
自
動
車
を
想
定
し
た
人
命
救
助

訓
練
な
ど
は
、
中
小
の
鉄
道
事
業
者
が
単
独
で
行

え
る
も
の
で
は
な
い
。

　
「
こ
う
し
た
大
規
模
な
訓
練
は
、
20
社
が
ま
と

ま
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
今
年
度
は
復
興
事
業
が
主
と
な
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
行
っ
て
き
た
こ
と
も
地
道

に
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
鉄
道
事
業
者
間
に
あ
っ
た
壁
を
取
り
払
い
、
中

小
鉄
道
と
し
て
力
強
く
歩
み
続
け
よ
う
と
、
連
携

し
て
活
動
す
る
東
北
鉄
道
協
会
。
事
業
者
た
ち

は
、
震
災
後
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
結
束
力
で
、
東

北
6
県
の
復
興
を
目
指
し
て
い
る
。

「がんばろう！東北　ローカル線　ご乗車・ご支援感謝
キャンペーン」
４月29日～８月末
参加 13 事業者の鉄道を利用すると「乗車記念証」が発行され、割引やプ
レゼントなどの特典を受けることができるキャンペーン。乗車証は 24000
枚を発行。

「がんばろう東北の鉄道！ リレー写真展」
6月18日～
1日も早い復興への願いを込めて、被災前の列車の勇姿、被災状況、復興
への動きを伝える写真展。リレー方式で開催。被災事業者のグッズ販売、
応援メッセージの受付、義援金箱の設置を実施。
秋田内陸縦貫鉄道→津軽鉄道→山形鉄道→会津鉄道→東北福祉大学内

「鉄道交流ステーション」→福島交通→奥州市「鉄道フェスタ in Ｚホール」
（現在も継続中）

「津軽鉄道 けっぱれ！フェスタ」
６月28日

「がんばろう！『三鉄』の集い」
6月29日
有名人が１日駅長として参加。ローカル鉄道の意
義や魅力を語るとともに、復興への機運を盛り上
げた。２イベントで沿線住民など合計４０００人が
集まった。特に津軽鉄道では、事前の問い合わせ
が殺到し、人数が大幅に増加することが予想され
たため、直前に会場を変更したほどの人気だった。

復興支援キャンペーン

復興支援イベント

仙台臨海鉄道が秋田臨海鉄道から借り受けた機関車（右）。引き渡し式では津波による流失
を免れた車両も並んだ（平成 23 年 11 月 8 日）

IGR いわて銀河鉄道に正社員として雇
用された三陸鉄道職員４人の入社式の
様子。

団体乗車のキャンセルが相次ぐ津軽鉄道を地域
で盛り上げようと開催された「津軽鉄道 けっぱ
れ！フェスタ」（平成 23 年 6 月 28 日）。

三陸鉄道と沿線の被災者た
ちを激励しようと企画、開
催された「がんばろう！『三
鉄』の集い」( 平成 23 年 6
月 29 日 )

写真：東北運輸局鉄道部提供
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３
月

11
日
（
金
）

14
時
46
分
／�

宮
城
県
北
部
の
三
陸
沖
を
震
源
と
す
る

震
度
７
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
（
Ｍ
）
９
・

０
の
地
震
が
発
生
。

14
時
48
分
／�

江
ノ
電
の
地
震
計
「
震
度
２
」
を
感
知

後
「
震
度
４
」
を
感
知
。

14
時
49
分
／�

相
模
湾
に
津
波
注
意
報
が
発
令
。

14
時
50
分
／�

全
列
車
に
対
し
安
全
箇
所
へ
緊
急
停
止

指
令
。
東
京
電
力
停
電
に
よ
り
七
里
ヶ

浜
変
電
所
・
鎌
倉
変
電
所
が
停
電
。

14
時
53
分
／�

全
６
列
車
の
停
止
位
置
を
確
認
。
全
列

車
、
運
転
見
合
わ
せ
。

14
時
55
分
／�

総
合
本
部
並
び
に
部
門
別
対
策
本
部
を

設
置
。
乗
客
・
乗
務
員
の
安
否
確
認
、

施
設
の
損
壊
等
に
つ
い
て
情
報
収
集
。

14
時
55
分
／�

施
設
区
電
務
班
が
停
電
の
確
認
を
得

て
、
七
里
ヶ
浜

－

鎌
倉
駅
間
の
踏
切
停

止
作
業
を
開
始
。

15
時
05
分
／�
施
設
区
保
線
班
に
よ
り
全
線
徒
歩
巡

視
、
線
路
点
検
を
開
始
。

15
時
08
分
／�

岩
手
県
沖
を
震
源
と
す
る
震
度
５
弱
、

Ｍ
７
・
５
の
余
震
が
発
生
。

15
時
15
分
／�

茨
城
県
沖
を
震
源
と
す
る
震
度
６
弱
、

Ｍ
７
・
３
の
余
震
が
発
生
。

15
時
22
分
／�

線
路
安
全
を
確
認
の
後
、
駅
間
に
停
止

し
た
列※

車
を
順
次
、
駅
に
収
容
。

15
時
32
分
／�

相
模
湾
に
津
波
警
報
が
発
令
。

15
時
49
分
／�

七
里
ヶ
浜

－

鎌
倉
駅
間
の
踏
切
停
止
作

業
を
完
了
。

16
時
09
分
／�

相
模
湾
に
大
津
波
警
報
が
発
令
。

16
時
46
分
／�

江
ノ
島

－

鎌
倉
駅
間
の
線
路
点
検
が
完

了
、
安
全
を
確
認
。

17
時
11
分
／�

七
里
ヶ
浜
駅
の
乗
客
、
乗
務
員
に
避
難

指
示
。
乗
務
員
は
、
車
両
の
転
動
防

止
・
電
源
遮
断
を
し
た
後
、
乗
客
と
と

も
に
七
里
ガ
浜
高
校
へ
避
難
す
る
。
同

22
分
、
避
難
完
了
。

20
時
26
分
／�

湘
南
モ
ノ
レ
ー
ル
運
転
再
開
の
一
報
を

受
領
。
列
車
内
で
復
旧
を
待
つ
旅
客
に

案
内
。

21
時
00
分
／�

東
京
電
力
が
復
電
。
七
里
ヶ
浜
変
電

所
・
鎌
倉
変
電
所
の
送
電
が
開
始
さ
れ
、

稲
村
ヶ
崎

－

鎌
倉
駅
間
の
停
電
が
解
除
。

23
時
00
分
／�

小
田
急
電
鉄
の
江
ノ
島
線
・
藤
沢

－

片

瀬
江
ノ
島
駅
間
は
大
津
波
警
報
が
解
除

さ
れ
る
ま
で
運
行
不
可
と
確
認
。

12
日
（
土
）

０
時
00
分
／�

小
田
急
電
鉄
が
運
転
再
開
。
終
夜
運
転

を
実
施
。

０
時
26
分
／�

鎌
倉
駅
か
ら
藤
沢
駅
行
き
代
行
バ
ス
を

運
行
。
同
48
分
藤
沢
駅
着
。

０
時
31
分
／�

江
ノ
島

－

藤
沢
駅
に
臨
第
８
０
０
列
車

を
運
行
。
施
設
区
電
務
班
、
保
線
班
が

巡
回
添
乗
。
添
乗
区
間
の
安
全
を
確

認
。
同
41
分
、
藤
沢
駅
着
。

０
時
48
分
／�

藤
沢

－

江
ノ
島
駅
に
臨
第
８
０
３
列
車

を
運
行
。
同
58
分
、
江
ノ
島
駅
着
。

１
時
32
分
／�
12
日
の
列
車
運
行
に
つ
い
て
協
議
。
藤

沢

－

江
ノ
島
駅
間
、
鎌
倉

－

稲
村
ヶ
崎

駅
間
の
折
り
返
し
運
転
と
し
、
江
ノ
島

－

稲
村
ヶ
崎
駅
間
は
大
津
波
警
報
解
除

時
に
再
度
協
議
す
る
こ
と
を
決
定
。

５
時
36
分
／�

初
電
よ
り
藤
沢

－

江
ノ
島
駅
間
、稲
村
ヶ

崎

－

鎌
倉
駅
間
の
折
り
返
し
運
転
実
施
。

13
時
50
分
／�

相
模
湾
の
大
津
波
警
報
が
解
除
、
津
波

注
意
報
発
令
。

13
時
58
分
／�

運
転
再
開
に
向
け
て
江
ノ
島

－

稲
村
ヶ

崎
駅
間
の
線
路
点
検
を
徒
歩
巡
視
で
行

う
と
と
も
に
、
各
駅
の
構
内
点
検
、
車

両
点
検
を
実
施
。

14
時
30
分
／�

江
ノ
島

－

稲
村
ヶ
崎
駅
間
の
安
全
を
確

認
。

14
時
59
分
／�

試
運
転
運
行
。

15
時
24
分
／�

全
線
運
転
再
開
。

20
時
20
分
／�

相
模
湾
の
津
波
注
意
報
解
除
。

13
日
（
日
）

５
時
36
分
／�

初
電
よ
り
通
常
運
行
。

19
時
50
分
／�

首
相
が
記
者
会
見
で
「
東
京
電
力
、
東

北
電
力
管
内
の
電
力
供
給
が
極
め
て
厳

し
い
状
況
に
あ
り
、
大
規
模
停
電
に
陥

る
恐
れ
が
出
て
き
た
。
東
京
電
力
に
対

し
、
明
日
か
ら
計
画
停
電
を
実
施
す
る

こ
と
を
了
承
し
た
」
と
発
表
。

20
時
15
分
／�

東
京
電
力
が
記
者
会
見
で
14
日
の
計
画

停
電
実
施
を
発
表
。
計
画
的
な
停
電
が

予
定
さ
れ
る
地
域
（
第
１
～
第
５
グ

ル
ー
プ
）
と
時
間
帯
に
つ
い
て
は
東
電

Ｈ
Ｐ
に
て
発
表
。

23
時
頃　

／�

国
土
交
通
省
が
「
東
京
電
力
と
鉄
道
各

社
が
計
画
停
電
に
つ
い
て
協
議
中
」
と

発
表
。

深　

夜　

／�

東
京
電
力
神
奈
川
支
店
藤
沢
支
社
よ
り

踏切の停止・復旧作業はすべて手作業で行われる

取材・文◉香田朝子／撮影◉織本知之

東日本大震災から、まもなく10カ月目を迎える。
地震発生による運転見合わせから、安全点検、運転再開へ。
そして、その後に実施された計画停電への対応――
多くの鉄道事業者は、今後の安全対策に活かそうと、
東日本大震災とそれに伴う電力危機の検証を開始している。

東日本大震災と電力危機

2011.3.11─ 7.9

※藤沢変電所・鵠沼変電所は停電していなかったので、七里ヶ浜－鎌倉駅間に停車した列車も動かすことができた。



DOCUMENT

神奈川県
鎌倉市藤沢市

由比ケ浜

七里ケ浜

相模湾

江の島

石上

鵠沼

湘南海岸公園

腰越

目白山下

片瀬山
西鎌倉

鵠沼海岸

本鵠沼

片瀬江ノ島

湘南深沢

湘南町屋

七
里
ケ
浜

極
楽
寺

長
谷

鎌
倉
高
校
前

稲
村
ケ
崎

江ノ島電鉄江ノ島電鉄

柳小路

由
比
ケ
浜

和
田
塚

鎌倉鎌倉

江ノ島江ノ島

小
田
急
電
鉄
江
ノ
島
線 湘南モノレール

JR
東海
道本
線

JR横須賀線

藤沢藤沢

藤沢と鎌倉を結ぶ江ノ島電鉄（江ノ電）はおよそ半分が海岸線を走る。
そのとき、2011 年3月11日14時46 分 ──
江ノ電の 10㎞の路線には6本の列車が走行していた。
地震発生とほぼ同時に出された津波注意報は、
16 時 8 分には大津波警報へと変わり、
江ノ電は乗客の安全確保と地理に不慣れな観光客の避難誘導に奔走した。
地震や津波による直接的な被害はなく、
翌12日には運転を再開した江ノ電だったが、
復旧の後に大きな問題に直面することになる。
14 日から始まった計画停電だ。
その受電系統から計画停電の対象となった江ノ電は、
運行休止を余儀なくされた。

「江ノ電の120日」── 刻々と変わる状況下で
「安全・安心」確保にどう取り組んだのか、
計画停電とそれに続く電力使用制限令にはどのように対応したのか。
江ノ電の120日を振り返った。
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「
江
ノ
電
の
４
箇
所
の
変
電
所
は
す
べ
て

第
１
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
」
旨
、
連
絡
。

14
日
（
月
）

未　

明　

／�

計
画
停
電
の
実
施
に
備
え
て
、
全
50
箇

所
の
踏
切
停
止
お
よ
び
遮
断
桿
停
止
の

処
置
を
行
う
。
停
電
解
除
時
に
は
復
旧

作
業
を
行
う
。
作
業
時
間
は
そ
れ
ぞ
れ

1
時
間
30
分
、
合
計
３
時
間
。

［
計
画
停
電
実
施
に
伴
う
運
休
］
①
初
電
～
11
時
30

分
頃　

②
15
時
頃
～
22
時
頃

15
日
（
火
）

1
時
頃　

／�

国
土
交
通
省
が
「
鉄
道
各
社
の
優
先
度

に
応
じ
、
必
要
な
変
電
所
に
電
力
を
供

給
す
る
こ
と
で
、
鉄
道
各
社
と
東
京
電

力
が
合
意
し
た
」
と
発
表
。

［
計
画
停
電
実
施
に
伴
う
運
休
］
終
日
運
休

16
日
（
水
）

［
計
画
停
電
に
伴
う
運
休
］
10
時
30
分
頃
～
18
時
頃

17
日
（
木
）

江
ノ
電
と
湘
南
モ
ノ
レ
ー
ル
の
２
社
で
「
計
画
停
電

グ
ル
ー
プ
変
更
」
の
要
望
書
を
東
京
電
力
神
奈
川
支

店
に
提
出
。

［
計
画
停
電
に
伴
う
運
休
］
終
日
運
休

18
日
（
金
）

［
計
画
停
電
に
伴
う
運
休
］
初
電
～
20
時
30
分
頃

19
日
（
土
）
～
21
日
（
月
）

［
計
画
停
電
中
止
］
終
日
24
分
間
隔
運
行

22
日
（
火
）

［
計
画
停
電
に
伴
う
運
休
］
８
時
30
分
頃
～
13
時
30

分
頃

23
日
（
水
）

［
計
画
停
電
中
止
］
通
常
ダ
イ
ヤ
運
行

24
日
（
木
）

［
計
画
停
電
に
伴
う
運
休
］
17
時
30
分
頃
～
21
時
30

分
頃

25
日
（
金
）

江
ノ
電
と
湘
南
モ
ノ
レ
ー
ル
、
藤
沢
・
鎌
倉
市
の
両

市
長
が
グ
ル
ー
プ
の
見
直
し
や
計
画
停
電
の
除
外
、

総
量
規
制
の
変
更
を
求
め
て
、
東
京
電
力
神
奈
川
支

店
に
要
望
書
を
手
交
。

４
月

８
日
（
金
）

経
済
産
業
大
臣
が
閣
議
後
の
記
者
会
見
で
、
計
画
停

電
に
つ
い
て
「
原
則
打
ち
切
る
。
た
だ
し
不
足
の
大

停
電
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
の
緊
急
措
置
と
し
て
計

画
停
電
の
仕
組
み
は
残
す
」
と
表
明
。

15
日
（
金
）

東
京
電
力
は
、
電
力
需
要
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
夏
の

電
力
供
給
力
を
７
月
末
５
２
０
０
万
kW
、
８
月
末

５
０
７
０
万
kW
と
発
表
。

５
月

13
日
（
金
）

政
府
が
「
夏
期
の
電
力
需
給
対
策
」
と
し
て
一
律

15
％
削
減
の
需
要
抑
制
目
標
を
取
り
ま
と
め
た
の
に

伴
い
、
経
済
産
業
大
臣
は
電
気
事
業
法
第
27
条
に
基

づ
く
夏
期
の
電
力
使
用
制
限
令
を
発
表
。

25
日
（
水
）

経
済
産
業
省
が
夏
の
大
規
模
停
電
回
避
に
向
け
た
電

力
需
給
対
策
の
詳
細
を
発
表
。
病
院
や
鉄
道
な
ど
公

共
性
の
高
い
分
野
に
つ
い
て
は
、
電
力
使
用
制
限
の

適
用
除
外
・
制
限
緩
和
を
認
め
る
。

［
鉄　

道
］
12
～
15
時

：

削
減
率
15
％

�

そ
の
他
の
時
間
帯

：

０
％

［
ロ
ー
カ
ル
路
線
］
片
道
３
本
／
時

：

０
％

�

片
道
４
～
５
本
／
時

：

５
％

７
月

１
日
（
金
）

電
力
使
用
制
限
令
発
動
。

江
ノ
電
が
目
標
と
す
る
削
減
率
は
12
～
15
時
の
時
間

帯
５
％
、
そ
の
他
の
時
間
帯
０
％
。
さ
ま
ざ
ま
な
施

策
で
電
力
使
用
の
削
減
と
効
率
的
な
運
用
を
実
施
。

９
日
（
土
）

首
都
圏
で
の
サ
マ
ー
タ
イ
ム
制
度
導
入
に
対
応
し
、

早
朝
・
夜
間
帯
の
増
発
を
目
的
に
ダ
イ
ヤ
改
正
。

通常運行の再開でいつもの風景が戻った

江ノ電の乗客が避難した神奈川県立七里ガ浜高等学校
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〝
緊
急
停
止
指
令
〟の
発
令

　
そ
の
日
は
薄
曇
り
だ
っ
た
。
鉄
道
部
乗
務
区
の

運※
１

転
司
令
に
は
、
２
人
が
詰
め
て
い
た
。
そ
の
１

人
が
阿
由
葉
圭
介
助
役
だ
。

　
14
時
46
分
、
地
震
が
発
生
。
揺
れ
は
長
く
、
江

ノ
電
の
地
震
計
は
〝
震
度
2
〟
を
感
知
後
、
48
分

に
〝
震
度
４
〟
に
変
わ
っ
た
。

　
「
震
度
２
の
時
点
で
各
列
車
に
〝
地
震
発
生
〟

の
無
線
を
流
し
て
い
る
う
ち
に
揺
れ
が
だ
ん
だ
ん

激
し
く
な
り
、
も
う
１
人
の
司
令
と
顔
を
見
合
わ

せ
な
が
ら
〝
緊
急
停
止
指
令
〟
に
変
え
て
い
っ
た
」

と
阿
由
葉
助
役
は
言
う
。

　
江
ノ
電
の
自
然
災
害
時
の
取
扱
規
程
で
は
、
震

度
４
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た
と
き
は
全
列
車
を

一
旦
停
止
さ
せ
た
上
で
、
設
備
等
の
点
検
や
注
意

運
転
等
に
よ
り
安
全

を
確
認
す
る
と
定
め

て
い
る
。
こ
の
と

き
、
藤
沢

－

鎌
倉
駅

間
10
㎞
の
路
線
に

は
、
上
下
合
わ
せ
て

４
両
編
成
の
列
車
が

６
本
運
行
し
て
い

た
。
無
線
で
連
絡
を

取
り
合
い
、
全
列
車

の
正
確
な
停
止
位
置

と
被
害
の
有
無
、
乗

客
・
乗
務
員
の
安
否

を
確
認
で
き
た
の
は

14
時
53
分
。
江
ノ
電

の
地
震
計
が
震
度
４

を
感
知
し
て
か
ら
５

分
後
だ
っ
た
。

　

余
震
が
続
く
中
、

本
社
で
は
総
合
本
部

並
び
に
鉄
道
部
長
を

対
策
本
部
長
と
す
る

鉄
道
対
策
本
部
な
ど

部
門
別
対
策
本
部
を

設
置
し
、
非
常
体
制

を
発
令
し
た
。

　
鉄
道
対
策
本
部
が
真
っ
先
に
対
処
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
が
踏
切
の
解
除
だ
。
地
震
と
同

時
に
起
こ
っ
た
二
つ
の
変
電
所
の
受※

２

電
停
電
で
、

踏
切
の
遮
断
桿
が
下
り
、
交
通
の
妨
げ
に
な
っ
て

い
る
。
た
だ
ち
に
施
設
区
の
電
務
班
が
停
電
区
域

35
箇
所
の
踏
切
停
止
処
置
に
向
か
っ
た
。

　
駅
か
ら
の
報
告
も
次
々
と
上
が
っ
て
き
た
。
駅

構
内
の
負
傷
者
の
有
無
や
駅
施
設
の
被
害
状
況
な

ど
の
確
認
作
業
が
進
む
。

　

15
時
5
分
、
施
設
区
保
線
班
の
全
線
徒
歩
巡

視
・
線
路
点
検
が
ス
タ
ー
ト
し
、
運
転
司
令
は
停

止
中
の
６
列
車
の
駅
収
容
の
指
示
を
開
始
し
た
。

　
「
地
震
が
発
生
し
た
と
き
は
、
全
列
車
が
藤
沢

な
ど
の
大
き
な
駅
を
出
た
ば
か
り
で
、
ど
の
列
車

も
駅
の
近
く
に
停
止
し
て
い
た
。
余
震
が
続
い
て

い
た
が
、
走
行
距
離
が
短
か
っ
た
の
で
、
安
全
確

認
さ
え
で
き
れ
ば
駅
に
収
容
で
き
る
と
考
え
た
」

（
阿
由
葉
助
役
）

　
こ
れ
ま
で
、
震
度
4
以
上
の
地
震
で
停
止
し
た

と
き
は
、
保
線
班
な
ど
技
術
系
係
員
の
点
検
が
完

了
す
る
ま
で
列
車
を
動
か
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
止
ま
っ
て
い
る

時
間
が
あ
ま
り
に
長
く
、
乗
客
の
負
担
も
大
き
い
。

４
年
前
に
、
規
程
の
解※
３

釈
基
準
を
新
た
に
定
め
、

橋
梁
や
高
架
、
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
危
険
箇
所
を
除

く
線
区
で
は
、
乗
務
員
が
線
路
の
徒
歩
巡
視
を
行

い
、
走
行
の
安
全
を
確
認
し
た
の
ち
、
注
意
運
転

で
列
車
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。「
今

回
は
そ
の
初
め
て
の
ケ
ー
ス
だ
っ
た
」
と
言
う
。

　

15
時
22
分
、
最
初
の
列
車
が
検
車
区
（
車
庫
）

の
あ
る
極
楽
寺
駅
に
到
着
し
た
。
張
り
詰
め
た
緊

張
感
の
中
、
司
令
と
各
列
車
の
乗
務
員
と
の
や
り

取
り
が
続
き
、
2
番
目
の
列
車
が
鎌
倉
駅
に
到

着
、
収
容
を
終
え
る
。

　
地
震
発
生
の
３
分
後
に
出
て
い
た
相
模
湾
の
津

波
注
意
報
は
15
時
32
分
に
津
波
警
報
に
変
わ
り
、

16
時
9
分
に
は
大
津
波
警
報
が
発
令
さ
れ
て
い

た
。
焦
る
気
持
ち
を
抑
え
な
が
ら
、
乗
客
を
乗
せ

た
列
車
を
安
全
な
駅
へ
と
誘
導
し
て
い
く
。

　
17
時
19
分
、
石
上
駅
に
抑
止
中
だ
っ
た
列
車
が

藤
沢
駅
に
到
着
。
す
べ
て
の
列
車
収
容
が
完
了
し

た
。

※ 1 運転司令　列車乗務員や駅などに列車運行の指令を出す部署、人。※ 2 受電停電　受けている電気の供給が止まること。
※ 3 解釈基準　平成 19 年 10 月 1 日に制定。「自然災害時の取扱規程」における運行の取り扱い等について、その基準を示したもの。

江ノ島電鉄株式会社
鉄道部 乗務区 車掌

浅野友貴
Tomotaka ASANO

江ノ島電鉄株式会社
鉄道部 乗務区 運転士

望月政孝
Masataka MOCHIZUKI

江ノ島電鉄株式会社
鉄道部 乗務区 助役

阿由葉圭介
Keisuke AYUHA

「
安
全
・
安
心
」

　
　
の
確
保

地
震
発
生
と
同
時
に
出
さ
れ
た
緊
急
停
止
指
令
。

安
全
確
認
の
後
、
列
車
は
注
意
運
転
で
駅
ま
で
走
行
す
る
。

大
津
波
警
報
が
発
令
さ
れ
る
中
で
の
乗
客
の
避
難
誘
導
、

深
夜
の
代
行
バ
ス
と
臨
時
列
車
の
運
行
実
施
︱
︱

そ
の
日
、「
安
全
・
安
心
」
を
確
保
す
る
た
め
に
取
り
組
ん
だ

江
ノ
電
の
行
動
を
追
っ
た
。
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乗
客
の
避
難
誘
導
、
そ
し
て
運
転
再
開
へ

　
望
月
政
孝
運
転
士
と
浅
野
友
貴
車
掌
は
、
上
り

の
第
２
８
５
列
車
に
乗
務
し
て
い
た
。
列
車
は
稲

村
ヶ
崎
駅
を
出
て
海
岸
線
を
走
行
。
七
里
ヶ
浜
駅

ま
で
あ
と
２
０
０
ｍ
余
の
と
こ
ろ
で
揺
れ
を
感
じ
、

運
転
司
令
の
無
線
が
入
る
直
前
に
緊
急
停
止
し
た
。

　
七
里
ヶ
浜
駅
に
入
る
手
前
に
は
小
さ
な
橋
梁
が

あ
り
、
橋
梁
を
渡
る
に
は
施
設
区
の
安
全
確
認
を

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
線
路
を
歩
い
て
目
視
で
安
全
を
確
認
し
、
橋

梁
の
安
全
確
認
を
取
っ
て
、
駅
に
停
止
し
た
」（
望

月
運
転
士
）

　
第
２
８
５
列
車
に
は
４
両
の
座
席
が
ほ
ぼ
埋
ま

る
程
度
、
１
５
０
人
余
り
の
乗
客
が
乗
っ
て
い
た
。

　
「
津
波
警
報
が
出
て
い
た
の
で
、
沿
線
に
お
住

ま
い
の
お
客
さ
ま
は
運
転
再
開
を
待
た
ず
に
歩
い

て
帰
ら
れ
た
方
が
多
か
っ
た
」（
浅
野
車
掌
）

　
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
、
望
月
運
転
士
も
浅
野
車

掌
も
全
線
の
点
検
が
済
め
ば
運
転
を
再
開
で
き
る

と
考
え
て
い
た
と
言
う
。
車
内
に
残
っ
た
乗
客
に

状
況
を
説
明
し
、
司
令
か
ら
の
連
絡
を
待
っ
た
。

　
し
か
し
16
時
9
分
、
大
津
波
警
報
が
発
令
さ
れ

る
。
乗
客
が
残
っ
て
い
る
駅
の
中
で
も
七
里
ヶ
浜

駅
は
最
も
海
岸
線
に
近
く
、
管
理
責
任
者
で
あ
る

駅
長
の
い
な
い
駅
で
も
あ
る
。
鉄
道
対
策
本
部
は
、

残
っ
た
乗
客
の
避
難
場
所
を
探
し
、
神
奈
川
県
立

七
里
ガ
浜
高
等
学
校
に
受
け
入
れ
を
依
頼
し
た
。

17
時
11
分
、
２
人
は
57
人
の
乗
客
と
と
も
に
避
難

す
る
よ
う
に
と
の
指
令
を
受
け
、
22
分
に
避
難
を

完
了
し
た
。

　
「
避
難
場
所
は
高
校
の
体
育
館
で
、
日
が
沈
む

に
つ
れ
て
寒
さ
が
増
し
て
く
る
。
停
電
で
真
っ
暗

な
中
、
高
校
に
お
願
い
し
て
体
育
の
マ
ッ
ト
を
借

り
て
敷
き
、
毛
布
も
お
借
り
し
た
」（
浅
野
車
掌
）

困
っ
た
の
は
、
連
絡
手
段
が
な
い
こ
と
だ
。
駅
な

ら
鉄※

４

道
電
話
を
使
っ
て
連
絡
で
き
る
が
、
通
信
障

害
で
携
帯
電
話
や
一
般
電
話
は
つ
な
が
ら
な
い
。

浅
野
車
掌
は
公
衆
電
話
を
探
し
、
司
令
と
連
絡
を

と
っ
て
地
震
発
生
時
か
ら
何
も
口
に
し
て
い
な
い

乗
客
の
た
め
に
食
料
の
差
し
入
れ
を
頼
ん
だ
。

　
一
方
、
江
ノ
島
駅
で
は
、
湘
南
モ
ノ
レ
ー
ル
運

転
再
開
の
一
報
を
得
て
旅
客
に
案
内
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
1
時
間
後
に
は
藤
沢
市
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
職
員
の
協
力
で
、
10
人
の
旅
客
を
湘
南
白
百
合

学
園
小
学
校
に
避
難
さ
せ
て
い
た
。

　
時
刻
は
23
時
。
江
ノ
島
駅
に
は
約
40
人
、
鎌
倉

駅
に
も
約
40
人
の
旅
客
が
残
っ
て
い
た
。
Ｊ
Ｒ
東

日
本
は
早
い
段
階
で
「
首
都
圏
在
来
線
の
運
行
を

す
べ
て
中
止
す
る
」
と
発
表
し
て
お
り
、
江
ノ
電

を
動
か
し
て
も
藤
沢
駅
、
鎌
倉
駅
か
ら
の
移
動
手

段
が
な
い
。
鉄
道
対
策
本
部
は
、
藤
沢
駅
で
接
続

す
る
小
田
急
電
鉄
の
運
転
再
開
を
待
っ
て
い
た
。

　
深
夜
に
な
っ
て
、
小
田
急
電
鉄
の
運
転
再
開
と

終
夜
運
転
が
決
定
し
た
。
鉄
道
対
策
本
部
は
鎌
倉

駅
を
出
発
し
、
途
中
、
七
里
ガ
浜
高
校
に
避
難
中

の
旅
客
を
乗
せ
て
藤
沢
駅
に
向
か
う
代
行
バ
ス
の

運
行
を
手
配
す
る
と
と
も
に
、
江
ノ
島
駅
発
藤
沢

駅
行
き
、
藤
沢
駅
発
江
ノ
島
駅
行
き
の
2
本
の
臨

時
列
車
を
運
行
。
旅
客
の
帰
宅
の
足
を
確
保
し
た
。

３
・
11
の
経
験
を
糧
に〝
安
全
〟
を
構
築

　
第
２
８
５
列
車
の
望
月
運
転
手
は
、
地
震
に
よ

る
緊
急
停
止
も
目
視
に
よ
る
線
路
点
検
も
初
め
て

の
経
験
だ
っ
た
と
言
う
。

　
「
お
客
さ
ま
を
守
ら
な
け
れ
ば
と
、
安
全
を
第
一

に
考
え
行
動
し
た
つ
も
り
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
避

難
場
所
で
一
晩
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
お
客
さ
ま
に
は
申
し
訳
な
い
と
い
う
思
い
が
強

く
残
っ
て
い
る
」（
望
月
運
転
士
）

　
江
ノ
電
で
は
、
通
常
の
防
災
訓
練
の
ほ
か
、
東

海
地
震
の
警
戒
宣
言
を
受
け
た
「
予
知
と
発
災
対

応
の
防
災
訓
練
」
な
ど
の
訓
練
も
実
施
し
て
い
る
。

し
か
し
、
3
月
11
日
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
す
べ
て
、

そ
れ
ら
の
〝
想
定
〟
を
大
き
く
超
え
て
い
た
。

　
「
そ
う
し
た
中
で
も
、
日
頃
の
訓
練
の
成
果
は
要

所
で
発
揮
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

〝
ポ
ス
ト
3
・
11
〟
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
経
験
を
糧
に
〝
安
全
・
安
心
〟
を
ど
う

確
保
す
る
の
か
―
―
そ
の
体
制
や
仕
組
み
を
よ
り

よ
い
も
の
に
練
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
、
わ
れ
わ

れ
鉄
道
事
業
者
の
使
命
だ
と
考
え
て
い
る
」
と
阿

由
葉
助
役
は
語
っ
て
い
る
。

※ 4 鉄道電話　鉄道会社が駅と駅の連絡などのために設置した専用電話回線。

平成９年、「関東の駅 100 選」に選定された鎌倉高校前駅。大海原に面する

江ノ電の120日 2011.3.11─ 7.9
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13
日
深
夜
か
ら
始
ま
っ
た
計
画
停
電
へ
の
対
応

　
地
震
発
生
の
翌
12
日
、
江
ノ
電
は
始
発
か
ら
藤

沢

－

江
ノ
島
駅
間
、
稲
村
ヶ
崎

－

鎌
倉
駅
間
の
運

行
を
開
始
し
た
。
午
後
に
は
大
津
波
警
報
が
解
除

と
な
り
、
江
ノ
島
駅
か
ら
稲
村
ヶ
崎
駅
ま
で
の
徒

歩
巡
視
・
線
路
点
検
を
実
施
。
全
線
の
運
転
を
再

開
し
た
。
地
震
に
よ
る
負
傷
者
は
な
く
、
施
設
等

の
損
壊
も
な
か
っ
た
。

　
「
津
波
の
心
配
も
な
く
な
り
、
12
日
の
夕
方
に

は
通
常
運
行
に
戻
っ
た
。
翌
日
の
13
日
は
始
発
か

ら
通
常
運
行
で
、
も
う
大
丈
夫
だ
と
安
心
し
た
矢

先
だ
っ
た
」
と
鉄
道
安
全
統
括
管
理
者
を
務
め
る

柴
田
行
生
常
務
取
締
役
は
言
う
。

　
東
京
電
力
の
計
画
停
電
実
施
の
発
表
だ
。

　
懸
念
は
あ
っ
た
。
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

状
況
を
テ
レ
ビ
な
ど
の
報
道
で
見
る
限
り
、
電
力

の
制
限
が
実
施
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予

測
は
立
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
節
電

要
請
の
レ
ベ
ル
だ
。

　
江
ノ
電
に
は
2
系
統
、四
つ
の
変
電
所
が
あ
る
。

東
京
電
力
逗
子
変
電
所
か
ら
受
電
す
る
鎌
倉
変
電

所
と
七
里
ヶ
浜
変
電
所
、
東
京
電
力
藤
沢
変
電
所

か
ら
受
電
す
る
鵠く

げ
ぬ
ま沼

変
電
所
と
藤
沢
変
電
所
だ
。

　
「
グ
ル
ー
プ
分
け
を
す
る
と
い
う
報
道
を
耳
に

し
て
、
お
そ
ら
く
2
系
統
は
別
々
の
グ
ル
ー
プ
に

な
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
た
。
逗
子
変
電
所
か
藤
沢

変
電
所
、
ど
ち
ら
か
1
系
統
の
電
気
が
供
給
さ
れ

れ
ば
、
輸
送
力
の
半
分
は
か
ろ
う
じ
て
確
保
で
き

る
」（
柴
田
常
務
取
締
役
）

　
報
道
が
先
行
す
る
中
、
深
夜
、
東
京
電
力
神
奈

川
支
店
藤
沢
支
社
か
ら
連
絡
が
入
っ
た
。
四
つ
の

変
電
所
す
べ
て
が
計
画
停
電
の
第
1
グ
ル
ー
プ

に
入
る
と
い
う
知
ら
せ
だ
っ
た
。
し
か
も
、
14

日
の
初
日
は
、
6
時
20
分
～
10
時
、
16
時
50
分

～
20
時
30
分
、
2
回
の
計
画
停
電
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。
停
電
時
間
の
全
線
運
行
休
止
は
避
け

ら
れ
な
い
。
加
え
て
、
江
ノ
電
の
10
㎞
の
路
線

に
は
、
全
部
で
50
箇
所
の
踏
切
が
あ
る
。

　
踏
切
は
、
停
電
時
に
は
保
安
装
置
が
働
い
て

遮
断
桿
が
降
下
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

地
震
の
発
生
で
停
電
に
な
っ
た
と
き
は
、
踏
切

を
閉
鎖
し
て
し
ま
う
た
め
、
た
だ
ち
に
停
電
区

域
の
踏
切
閉
鎖
の
解
除
を
行
っ
た
。
送
電
さ
れ

た
と
き
は
、
踏
切
保
安
装
置
を
復
旧
さ
せ
た
。

計
画
停
電
が
実
施
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
つ
ま

り
、
こ
の
作
業
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
だ
。

計
画
停
電
時
間
の
前
に
踏
切
の
電
源
を
カ
ッ
ト

し
て
、
遮
断
桿
が
降
下
し
な
い
よ
う
に
チ
ェ
ー
ン

で
固
定
す
る
。
停
電
が
解
除
と
な
り
送
電
さ
れ
た

ら
遮
断
桿
の
チ
ェ
ー
ン
を
は
ず
し
、
電
源
を
復
旧

さ
せ
る
。
人
海
戦
術
で
対
応
し
て
も
50
箇
所
で
最

短
1
時
間
半
、
停
電
の
前
後
に
お
よ
そ
3
時
間
の

作
業
時
間
が
必
要
と
な
る
。

　
早
朝
か
ら
施
設
区
の
電
務
班
、
保
線
班
の
係
員

が
作
業
を
開
始
し
た
。
運
休
は
初
電
か
ら
11
時
36

分
ま
で
と
15
時
11
分
か
ら
22
時
13
分
ま
で
。
15
時

間
の
全
線
運
休
が
決
定
し
た
。

　
「
計
画
停
電
の
発
表
が
遅
か
っ
た
の
で
、
お
客

さ
ま
へ
の
周
知
不
足
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
無
理
は

あ
っ
た
が
、
混
乱
を
防
止
す
る
た
め
極
力
運
行
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
バ
ス
に
よ
る
代
行
輸
送
の

実
施
を
決
め
た
」（
柴
田
常
務
取
締
役
）

　
結
局
、
14
日
早
朝
の
第
1
グ
ル
ー
プ
の
計
画
停

電
は
、
直
前
に
な
っ
て
取
り
や
め
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
停
電
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
江
ノ

電
と
し
て
は
2
回
目
の
停
電
予
定
時
間
に
備
え
る

し
か
な
い
。
午
後
、
係
員
は
踏
切
の
カ
ッ
ト
と
復

旧
に
よ
る
防
護
処
置
を
再
度
行
っ
た
。

　
こ
の
日
、
計
画
停
電
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
17

時
か
ら
1
時
間
半
、
第
5
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
の

み
だ
っ
た
。

優
先
供
給
の
対
象
外
だ
っ
た
江
ノ
電

　
翌
15
日
は
、
要
員
と
機
材
の
確
保
が
困
難
と
な

っ
た
た
め
、
終
日
運
休
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
1

日
2
回
の
計
画
停
電
が
予
定
さ
れ
る
日
は
、
終
日

運
休
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

　
「
し
か
し
、
お
客
さ
ま
の
利
便
性
を
考
え
る
と
、

何
日
も
終
日
運
休
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
踏

切
の
防
護
処
置
は
施
設
区
で
何
と
か
し
た
い
と
い

う
思
い
も
あ
っ
た
が
そ
れ
も
難
し
く
、
駅
や
検
車

区
の
力
も
借
り
て
、計
画
停
電
が
2
回
あ
っ
て
も
、

江ノ島電鉄株式会社
鉄道部 施設区 助役

橘川政重
Masashige KITSUKAWA

江ノ島電鉄株式会社
鉄道部 施設区 施設区長

後藤弘樹
Hiroki GOTO

江ノ島電鉄株式会社 常務取締役

柴田行生
Yukio SHIBATA

計画停電への対応
3 月 13日夜、東京電力は計画停電を実施すると発表した。
江ノ電の運行を支える四つの変電所は計画停電の第 1グループに属し、
停電時間内の全線運行停止は避けられない。
「何とかお客さまの生活の足を確保したい」――
計画停電に翻弄され、計画停電と闘った
江ノ電の行動を追った。
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そ
の
間
の
列
車
を
走
ら
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
」
と
、
鉄
道
部
施
設
区
の
後
藤
弘
樹
施
設
区

長
は
説
明
す
る
。

　
そ
の
頃
、
特
別
高
圧
電
力
で
受
電
し
て
い
る
首

都
圏
の
鉄
道
事
業
者
に
は
、
計
画
停
電
中
も
電
力

を
優
先
供
給
す
る
施
策
が
取
ら
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
江
ノ
電
の
変
電
所
は
一
般
の
住
宅
と
同
じ
配

電
線
か
ら
受
電
し
て
い
る
た
め
、
優
先
供
給
の
対

象
に
は
な
ら
な
い
。

　
「
通
勤
通
学
の
お
客
さ
ま
は
非
常
に
お
困
り
に

な
っ
て
い
る
。
現
場
の
疲
労
も
溜
ま
っ
て
き
て
い

る
。
黙
っ
て
い
て
は
何
も
解
決
し
な
い
の
で
、
東

京
電
力
に
対
し
て
は
、
電
力
供
給
が
無
理
な
ら
せ

め
て
４
箇
所
の
変
電
所
の
う
ち
２
箇
所
を
他
の
グ

ル
ー
プ
に
組
み
替
え
て
ほ
し
い
と
要
望
し
た
。
ま

た
、
地
元
の
関
係
者
に
は
〝
東
京
電
力
へ
の
要
望

書
〟
の
署
名
に
協
力
を
お
願
い
し
、
国
交
省
や
経

産
省
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
に
当
社
の
窮
状
を
訴

え
対
応
を
お
願
い
し
た
」（
柴
田
常
務
取
締
役
）

　
踏
切
の
防
護
処
置
の
回
避
も
検
討
し
た
。
東
京

電
力
か
ら
高
圧
発
電
機
車
を
借
り
、
七
里
ヶ
浜
変

電
所
に
設
置
し
、
直
接
送
電
し
て
は
ど
う
か
│
│

配
電
系
統
を
改
良
し
て
七
里
ヶ
浜
変
電
所
か
ら
50

箇
所
の
踏
切
に
電
気
を
供
給
す
る
シ
ス
テ
ム
に
変

更
す
れ
ば
、
計
画
停
電
に
な
っ
て
も
発
電
機
車
で

電
気
を
供
給
で
き
る
。

　
「
19
日
の
夜
に
動
作
確
認
を
し
て
、
22
日
と
24

日
の
計
画
停
電
で
高
圧
発
電
機
車
を
使
っ
た
。
踏

切
の
防
護
作
業
が
な
く
な
り
、
2
日
と
も
3
時
間

ず
つ
運
行
時
間
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
た
」（
後

藤
施
設
区
長
）

　
そ
し
て
28
日
に
は
、
江
ノ
電
も
よ
う
や
く
計
画

停
電
〝
除
外
〟
の
適
用
を
受
け
、
計
画
停
電
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
終
日
運
行
が
可
能
と
な
っ
た
。

電
気
使
用
制
限
令
の
発
動
へ

　
計
画
停
電
は
3
月
25
日
を
最
後
に
実
施
さ
れ
な

い
ま
ま
経
過
し
、
4
月
8
日
、〝
原
則
打
ち
切
り
〟

が
発
表
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
首
都
圏
に
お
け
る
電
力
供
給
不
足
は

解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、
政
府
は
電
力
需
要
が
ピ
ー

ク
を
迎
え
る「
夏
期
の
電
力
需
給
対
策
」と
し
て
、

一
律
15
％
削
減
の
需
要
抑
制
目
標
を
策
定
。
こ
れ

に
伴
い
、
7
月
1
日
、
経
産
省
は
電
気
事
業
法
に

基
づ
く
電
力
使
用
制
限
令
を
発
動
し
た
。

　
「
鉄
道
は
電
力
使
用
制
限
の
適
用
除
外
・
規
制

緩
和
が
認
め
ら
れ
、
大
手
鉄
道
事
業
者
の
12
～
15

時
の
削
減
率
が
15
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
江
ノ
電

は
５
％
。
３
月
の
時
点
か
ら
節
電
に
取
り
組
ん
で

い
た
の
で
、
大
き
な
混
乱
に
陥
る
こ
と
な
く
目
標

を
ク
リ
ア
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
、
施
設
区
の

橘
川
政
重
助
役
は
説
明
す
る
。

　
駅
構
内
や
列
車
の
照
明
の
一
部
減
灯
や
日
中
の

消
灯
、
冷
房
の
温
度
設
定
を
引
き
上
げ
る
等
の
こ

ま
め
な
取
り
組
み
は
３
月
来
実
行
し
て
い
る
。

　
夏
期
の
12
～
15
時
の
5
％
削
減
は
、
通
常
6
本

の
４
両
編
成
の
う
ち
１
本
を
２
両
編
成
と
す
る
こ

と
で
対
応
し
た
。
こ
の
時
間
帯
の
瞬
間
最
大
電
力

１
２
６
３
kWh
を
、
5
％
削
減
し
て
１
２
０
０
kWh
に

抑
え
る
。
７
月
１
日
か
ら
９
月
22
日
の
間
、
こ
の

目
標
値
を
超
え
た
日
は
一
度
も
な
か
っ
た
と
言
う
。

　
「
江
ノ
電
が
使
う
電
力
は
、
も
と
も
と
中
堅
ス

ー
パ
ー
と
同
じ
程
度
。
そ
れ
だ
け
に
小
さ
な
取
り

組
み
で
節
電
効
果
が
生
ま
れ
る
。
現
在
、
列
車
の

軋
り
音
の
防
止
対
策
用
の
油
脂
の
散
布
は
、
太
陽

光
パ
ネ
ル
を
利
用
し
た
装
置
を
導
入
し
て
い
る
。

太
陽
光
発
電
な
ど
に
つ
い
て
も
、
徐
々
に
導
入
す

る
方
向
で
考
え
て
い
き
た
い
」（
橘
川
助
役
）

　
被
災
を
辛
く
も
免
れ
た
江
ノ
電
は
、
そ
の
後
に

始
ま
っ
た
計
画
停
電
に
苦
し
め
ら
れ
た
。
鉄
道
は

電
気
を
動
力
に
走
る
―
―
そ
の
事
実
と
向
き
合
い

な
が
ら
、
江
ノ
電
は
日
々
、
地
道
な
努
力
を
重
ね

て
い
る
。

※ 3 月 14 日の計画停電初日については、情報が二転三転し、最終的には第 5 グルー
プ（17：00 ～ 18：30）のみが実施された。（　　　）内の時間は、実施が予定され
ていて、実際には実施されなかった第 1 グループの計画停電時間帯。

3／14（月）

3／15（火）

3／16（水）

3／17（木）

3／18（金）

3／19（土）
～21（月）

3／22（火）

3／23（水）

3／24（木）

3／25（金）

計画停電実施
（  6：20～ 10：00）
（16：50～ 20：30）

計画停電実施
15：20～ 19：00

計画停電実施
6：20～ 10：00
（13：50～ 17：30）

計画停電実施
18：20～ 20：25
（当初の予定は 22：00まで）

計画停電実施
9：20～ 13：00
（16：50～ 20：30）

計画停電実施
12：20～ 16：00

計画停電実施
  9：20～ 13：00
16：50～ 20：30

第 1グループは
計画停電実施せず

第 1グループは
計画停電実施せず

運休 初電～ 11：36
 15：11～ 22：13
24分間隔運行

運休 初電～ 20：36
24分間隔運行

運休 17：36～ 21：24
運休まで通常ダイヤ
運転再開以降、24分間隔運行

運休 8：36～ 13：36
24分間隔運行

24分間隔運行

第 1グループは
計画停電実施せず 通常運行

通常ダイヤ運行

運休 10：24～ 18：00
24分間隔運行

終日運休

終日運休

代行バス運行
6：00～ 11：00

代行バス運行
  6：00～   9：00
17：00～ 21：00

代行バス運行
  6：00～   9：00
17：00～ 21：00

代行バス運行
17：00～ 22：00

江ノ電の計画停電と列車運行状況
日付 計画停電の状況 江ノ電の運行状況・対応 代行バスの運行　

計画停電中は、全踏切の電源カットと防護処置の作業を繰り返した 東京電力を通じて借りた関西電力の高圧発電機車。七里ヶ浜変電所に設置して活用した

江ノ電の120日 2011.3.11─ 7.9
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一
寸
の
中
小
鉄
道
に
も
五
分
の
魂

―
―
東
日
本
大
震
災
当
日
の
江
ノ
電
の
対
応
に

つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

深
谷　

鉄
道
事
業
者
は
、
お
客
さ
ま
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
、
今
回
の
よ
う
な
地
震
や
津

波
な
ど
の
災
害
や
不
測
の
緊
急
事
態
が
発
生
し

た
際
に
、
迅
速
か
つ
冷
静
、
的
確
に
判
断
し
、

行
動
で
き
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
訓
練
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
警
察
や
消
防
署
、
ガ

ス
会
社
な
ど
と
合
同
訓
練
を
実
施
し
、
テ
ロ
対

策
を
含
め
、
非
常
時
の
対
応
に
つ
い
て
連
携
体

制
を
取
っ
て
い
ま
す
。

３
月
11
日
は
、
地
震
発
生
と
同
時
に
列
車
の

運
行
を
止
め
、
お
客
さ
ま
の
安
全
を
第
一
に
確

認
し
ま
し
た
。
幸
い
、
お
客
さ
ま
や
社
員
は
全

員
無
事
で
、
駅
や
施
設
の
損
壊
も
一
切
無
か
っ
た

の
が
救
い
で
し
た
。

社
員
は
、
安
全
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
則
っ
て
、

限
ら
れ
た
人
数
の
中
、
管
理
部
門
も
現
業
部
門

も
連
携
プ
レ
ー
で
非
常
に
よ
く
対
応
し
て
く
れ

ま
し
た
。
私
自
身
、
長
年
鉄
道
に
携
わ
っ
て
き

ま
し
た
が
、
今
回
つ
く
づ
く
実
感
し
た
の
は
〝
一

寸
の
中
小
鉄
道
に
も
五
分
の
魂
が
あ
る
〟
と
い

う
こ
と
で
す
。
本
当
に
気
概
が
あ
る
。
社
員
に

は
感
謝
し
て
い
ま
す
。

―
―
海
岸
線
を
走
る
江
ノ
電
は
、
大
津
波
警
報

も
発
令
さ
れ
る
中
で
の
対
応
で
し
た
。

深
谷　

大
変
だ
っ
た
の
は
、
七
里
ヶ
浜
駅
に
抑

止
し
た
車
両
に
お
乗
り
の
お
客
さ
ま
の
避
難
誘

導
で
し
た
。

私
が
３
年
半
程
前
に
社
長
に
就
任
し
た
際
、

最
も
気
に
な
っ
た
の
が
災
害
時
の
お
客
さ
ま
の

避
難
場
所
で
す
。
観
光
地
で
も
あ
る
こ
の
地
域

で
は
、
地
理
に
不
慣
れ
な
観
光
客
の
安
全
確
保

に
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
す
。
藤
沢
、
鎌
倉
の

両
市
長
に
は
「
行
政
も
わ
れ
わ
れ
交
通
事
業
者

と
一
緒
に
検
討
し
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
し
て

い
ま
す
が
、
満
足
の
い
く
連
携
は
い
ま
だ
取
れ
て

い
ま
せ
ん
。

避
難
場
所
は
、
地
域
住
民
を
優
先
し
ま
す
。

こ
れ
は
あ
る
程
度
や
む
を
得
な
い
し
、
わ
れ
わ

れ
も
十
分
理
解
で
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
わ
れ
わ

れ
鉄
道
事
業
者
は
、
例
え
ば
今
回
の
よ
う
に
大

津
波
警
報
が
発
令
さ
れ
て
い
る
中
、
身
動
き
が

取
れ
ず
に
い
る
お
客
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、

何
と
か
安
全
な
場
所
に
お
連
れ
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
江
ノ
電
の
お
客
さ
ま
に
限
ら
ず
、
観

光
客
が
退
避
で
き
る
広
域
避
難
場
所
、
最
低
で

も
雨
露
を
し
の
げ
る
場
所
を
確
保
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、
本
社
が
手
分
け
を
し
て
避
難
場
所

を
探
し
、
七
里
ガ
浜
高
校
に
お
願
い
し
て
57
人

の
お
客
さ
ま
を
受
け
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

２
人
の
乗
務
員
が
お
客
さ
ま
を
誘
導
し
て
お
世

話
し
た
の
で
す
が
、
彼
ら
も
大
変
な
思
い
を
し

た
で
し
ょ
う
。
お
客
さ
ま
に
は
当
社
で
備
蓄
し

て
い
た
水
や
乾
パ
ン
を
お
届
け
し
て
し
の
い
で
い

た
だ
き
ま
し
た
。
夜
遅
く
、
小
田
急
電
鉄
の
運

転
再
開
に
合
わ
せ
て
運
行
し
た
藤
沢
駅
行
き
の

バ
ス
で
帰
宅
の
途
に
つ
か
れ
た
お
客
さ
ま
も
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
校
内
で
一
晩
お
過
ご
し
に

な
っ
た
の
は
26
人
で
し
た
。

私
が
感
心
し
た
の
は
、
翌
朝
、
社
員
が
お
客

さ
ま
を
タ
ク
シ
ー
で
藤
沢
駅
や
鎌
倉
駅
に
お
送

り
し
た
こ
と
で
す
ね
。
よ
く
気
付
い
て
く
れ
ま

し
た
し
、
こ
の
臨
機
応
変
な
対
応
は
、
中
小
鉄

道
が
地
域
密
着
だ
か
ら
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。

途絶えぬ運行でお客さまの
生活と「安全・安心」を守る。
それが鉄道の使命。

東日本大震災と
その後の計画停電を振り返る──

江ノ島電鉄株式会社
取締役社長

深谷研二
Kenji FUKAYA取材◉茶木　環／文◉香田朝子／撮影◉加藤有紀（人物）・織本知之

江ノ電は路線 10㎞の全国的に見ても小規模な鉄道だが、
年間 1500 万人を超える利用がある堂々たる電鉄だ。
観光客で賑わい、2012 年 9月には開業 110 周年を迎え、
地域の生活路線として親しまれている。
その江ノ電が運行できない──東日本大震災後に始まった計画停電だった。
江ノ電は過去にない対応を求められ、強い使命感で苦しい日々を乗り越えた。
江ノ島電鉄株式会社��深谷研二取締役社長にお話を伺った。

ＴＯＰ
ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ
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安
全
の
た
め
に
は
〝
止
め
る
〟
こ
と
も
使
命

―
―
当
日
は
す
べ
て
の
鉄
道
が
ス
ト
ッ
プ
し
ま

し
た
。
地
震
な
ど
で
鉄
道
が
い
っ
た
ん
止
ま
る

と
、
お
客
さ
ま
か
ら
は
「
運
転
再
開
が
遅
い
」

と
い
う
非
難
が
出
が
ち
で
す
。

深
谷　

鉄
道
運
行
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
ご
理

解
い
た
だ
い
て
い
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
地
震

に
よ
る
運
転
停
止
か
ら
再
開
ま
で
は
、
大
き
く

三
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
ま
す
。
最
初
は
地
震
発

生
直
後
で
、
ま
ず
お
客
さ
ま
の
安
全
を
確
認
、

確
保
し
ま
す
。
や
む
を
得
ず
駅
間
に
停
車
し
た

場
合
は
安
全
を
確
認
の
上
、
線
路
上
に
降
り
て

い
た
だ
い
て
最
寄
り
駅
等
の
情
報
受
発
信
し
や

す
い
場
所
へ
避
難
誘
導
し
ま
す
。
次
に
、
震
度

４
以
上
の
場
合
は
、
徒
歩
に
よ
る
全
路
線
の
安

全
点
検
を
行
い
ま
す
。
線
路
や
架
線
、
橋
梁
や

高
架
橋
、
ト
ン
ネ
ル
な
ど
に
損
害
を
受
け
て
い

な
い
か
ど
う
か
を
点
検
、
確
認
し
、
特
に
列
車

の
安
全
運
行
に
欠
か
せ
な
い
信
号
関
係
は
入
念

に
点
検
し
ま
す
。
損
傷
箇
所
が
あ
れ
ば
復
旧
作

業
を
手
配
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
距
離
の
長
い
路

線
や
老
朽
化
建
造
物
が
多
い
場
合
ほ
ど
時
間
が

か
か
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
す
べ
て

社
員
が
歩
い
て
行
う
。
要
員
を
多
数
緊
急
招
集

し
て
、
点
検
箇
所
の
割
り
振
り
か
ら
始
め
ま
す

か
ら
、
非
常
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
最
後
に

運
行
計
画
を
策
定
し
、
全
線
の
線
路
内
に
歩
行

者
等
の
不
在
を
確
認
し
て
、
よ
う
や
く
運
転
再

開
と
な
る
の
で
す
。

お
客
さ
ま
に
対
し
て
、自
社
や
他
社
線
の
適
確

な
情
報
を
随
時
提
供
す
る
こ
と
は
当
然
で
す
が
、

そ
の
間
、
状
況
に
よ
っ
て
は
種
々
の
確
認
作
業
に

相
当
の
時
間
を
要
し
ま
す
。
し
か
し
マ
ス
コ
ミ
か

ら
は
「
な
ぜ
、
も
っ
と
早
く
動
か
せ
な
い
の
か
」

と
批
判
が
起
こ
り
、
ク
レ
ー
ム
は
お
客
さ
ま
か

ら
も
出
て
き
ま
す
。
鉄
道
事
業
の
本
質
を
な
か

な
か
ご
理
解
い
た
だ
け
な
い
の
は
、
鉄
道
事
業

者
の
Ｐ
Ｒ
が
ま
だ
足
り
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

―
―
外
側
か
ら
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
安
全
を

確
保
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
な

さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

深
谷　

相
互
直
通
運
転
に
も
、
同
じ
こ
と
が
言

え
る
と
思
い
ま
す
。
現
在
は
相
互
直
通
が
進
み
、

非
常
に
高
い
利
便
性
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
１
社
に
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
る
と
、
当
然
の

こ
と
と
し
て
乗
り
入
れ
て
い
る
事
業
者
の
ダ
イ

ヤ
に
も
影
響
し
ま
す
。
遅
れ
が
生
じ
た
り
、
直

通
が
途
切
れ
て
普
段
は
し
な
い
迂
回
や
乗
り
換

え
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
、
お
客
さ
ま
に

と
っ
て
は
そ
れ
が
大
き
な
ス
ト
レ
ス
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
現
在
の
鉄
道
事
業
は
列
車
の
運

行
、
駅
の
出
改
札
を
は
じ
め
と
し
て
利
便
性
が

向
上
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
高
度
な
シ
ス
テ
ム

に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
等
の
リ
ス
ク

回
避
に
つ
い
て
は
メ
ー
カ
ー
と
一
体
と
な
っ
て
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
鉄
道
事
業
者
は
安
全
に
基

づ
い
て
運
行
し
て
い
ま
す
が
、「
安
全
」
に
大
手

も
中
小
も
あ
り
ま
せ
ん
。
安
全
に
走
ら
せ
る
こ

と
が
鉄
道
事
業
者
の
使
命
な
の
で
す
か
ら
。
そ

し
て
ま
た
、「
安
全
の
た
め
に
止
め
る
」
こ
と
も
、

鉄
道
事
業
者
の
使
命
な
の
で
す
。

計
画
停
電
に
伴
う
大
き
な
労
力
と
時
間

―
―
３
月
14
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
計
画
停
電
で

は
、
非
常
に
ご
苦
労
さ
れ
ま
し
た
。

深
谷　

江
ノ
電
の
10
㎞
の
路
線
は
、
大
き
く
分

け
る
と
、
藤
沢

－

江
ノ
島
駅
間
を
東
京
電
力
藤

沢
変
電
所
か
ら
受
電
す
る
二
つ
の
変
電
所
で
、

江ノ島駅売店前の車止めの上にあるステンレス製のオブジェの小鳥たち。小鳥たちが着ている手編みの服は、5 年前ま
で江ノ島駅売店に勤めていた藤沢市在住の女性が、10 年以上にわたってつくり続けているもの。これまでにつくった
服は 1000 着近くに上るという。全線開通 100 周年を迎えた 2010 年、深谷社長は女性に感謝状を贈った。

江ノ電の120日 2011.3.11─ 7.9
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江
ノ
島

－

鎌
倉
駅
間
は
東
京
電
力
逗
子
変
電
所

か
ら
受
電
す
る
二
つ
の
変
電
所
で
給
電
し
、
運

行
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
２
系
統
４
変
電
所
の

給
電
で
全
線
が
運
行
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

こ
の
４
箇
所
の
変
電
所
が
す
べ
て
計
画
停
電
の

第
１
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
計
画

停
電
時
間
帯
で
の
全
線
運
休
が
避
け
ら
れ
な
く

な
っ
た
の
で
す
。

計
画
停
電
の
実
施
で
鉄
道
が
動
か
な
い
。
こ

れ
は
ど
な
た
に
も
ご
理
解
い
た
だ
け
る
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
問
題
は
踏
切
の
取
り
扱
い
で
す
。

踏
切
は
保
安
上
、
停
電
時
に
は
遮
断
桿
が
降

下
し
て
踏
切
を
閉
鎖
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

ま
す
。
従
っ
て
、
計
画
停
電
が
実
施
さ
れ
る
際

に
は
、
停
電
に
な
っ
て
も
遮
断
桿
が
下
り
な
い
よ

う
に
事
前
に
電
源
カ
ッ
ト
と
防
護
処
置
を
取
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
停
電
が
解
除
さ
れ
た

後
に
は
逆
に
、
復
旧
の
処
置
を
す
る
。
通
電
時

の
動
作
確
認
も
重
要
で
、
こ
れ
ら
の
作
業
は
す

べ
て
技
術
系
の
係
員
が
手
作
業
で
行
い
ま
す
。

江
ノ
電
の
路
線
に
は
、
50
箇
所
の
踏
切
が
あ

り
ま
す
。
人
海
戦
術
で
対
応
し
て
も
最
短
で
１

時
間
半
、
停
電
の
前
後
に
お
よ
そ
３
時
間
か
か

る
。
１
回
３
時
間
の
計
画
停
電
で
６
時
間
の
間
、

列
車
を
動
か
せ
な
く
な
る
の
で
す
。
従
っ
て
１

日
２
回
の
計
画
停
電
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
必
然
的
に
終
日
運
休
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
お
客
さ
ま
は
「
計
画
停
電
の
時

間
で
は
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
動
い
て
い
な
い
ん

だ
」
と
思
わ
れ
ま
す
。
駅
や
列
車
内
に
お
知
ら

せ
を
掲
示
し
た
り
、
車
内
放
送
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
、
そ
の
都
度
ご
案
内
す
る
の
で
す
が
、
お

客
さ
ま
に
ご
理
解
い
た
だ
く
の
は
な
か
な
か
難
し

く
、
苦
情
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
し
た
。
緊
急

避
難
策
と
し
て
七
里
ヶ
浜
変
電
所
に
発
電
機
車

を
設
置
す
る
と
き
も
、
バ
ス
運
行
の
燃
油
の
手

配
に
日
々
追
わ
れ
る
状
況
下
で
、
発
電
の
た
め

に
軽
油
を
確
保
す
る
の
に
資
材
担
当
は
も
と
よ

り
グ
ル
ー
プ
一
丸
と
な
っ
て
対
応
し
た
の
で
す
。

ま
た
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
鉄
道
に
当
て
は
ま
る

こ
と
で
す
が
、
列
車
を
運
休
す
る
と
、
レ
ー
ル

の
頭
面
（
車
輪
と
接
す
る
面
）
に
錆
が
発
生
し

て
き
ま
す
。
通
常
で
３
～
４
日
、
当
社
は
海
岸

線
を
走
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
潮
風
が
当
た
り
、

１
日
の
運
休
で
ま
っ
茶
色
に
錆
が
出
て
き
ま
す
。

鉄
道
の
保※

安
設
備
の
基
本
は
、
車
両
の
車
輪

が
レ
ー
ル
と
短
絡
す
る
こ
と
で
車
両
の
存
在
を

電
気
的
に
検
知
す
る
（
軌
道
回
路
）
原
理
に

な
っ
て
い
ま
す
。
レ
ー
ル
に
錆
が
発
生
し
て
し
ま

う
と
短
絡
が
不
十
分
で
車
両
の
存
在
が
検
出
さ

れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
１
日
運
休

す
る
た
び
に
、
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
で
錆
を
削
り
取

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
に
、
試
運
転

列
車
を
走
行
さ
せ
て
、
信
号
機
や
踏
切
な
ど
保

安
シ
ス
テ
ム
が
正
確
に
作
動
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
労
力
も
経

費
も
時
間
も
か
か
る
。
そ
う
し
た
過
程
を
一
つ
一

つ
確
実
に
踏
ん
で
運
行
を
再
開
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

―
―
計
画
停
電
に
よ
る
運
休
に
際
し
て
は
、
鉄

道
会
社
で
唯
一
、
振
替
輸
送
と
代
行
バ
ス
を
実

施
さ
れ
ま
し
た
。

深
谷　

定
期
券
利
用
の
お
客
さ
ま
は
現
在
34
％

ぐ
ら
い
で
す
が
、
最
低
限
、
朝
夕
の
通
勤
通
学

の
足
だ
け
は
何
と
し
て
で
も
確
保
し
た
い
と
思
い

ま
し
た
。

当
社
線
は
、
他
の
鉄
道
に
よ
る
振
替
輸
送
は

で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ま
ず
、
振
替
輸
送
と
し

て
は
、
グ
ル
ー
プ
会
社
の
江
ノ
電
バ
ス
が
運
行
す

る
藤
沢
駅
～
鎌
倉
駅
の
路
線
バ
ス
を
ご
利
用
い

た
だ
け
る
よ
う
に
即
刻
手
配
し
ま
し
た
。

代
行
バ
ス
は
、
江
ノ
電
バ
ス
の
観
光
用
貸
切

バ
ス
を
充
当
し
ま
し
た
。
代
行
バ
ス
は
、
江
ノ
電

に
沿
っ
て
各
駅
最
寄
り
の
バ
ス
停
に
停
車
し
ま

す
。
最
寄
り
と
い
っ
て
も
駅
か
ら
少
し
距
離
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
駅
に
来
ら
れ
た
お
客
さ
ま
を

バ
ス
停
ま
で
ご
案
内
し
、
バ
ス
を
降
り
ら
れ
た
お

客
さ
ま
は
駅
ま
で
ご
案
内
す
る
。
昼
夜
を
問
わ

ず
、
ま
だ
寒
さ
が
残
る
中
、
社
員
が
本
当
に
よ

く
頑
張
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
沿
線
に
は
高
校
が
３
校
あ
り
ま
す
が
、

江
ノ
電
が
終
日
運
休
す
る
と
、
生
徒
た
ち
が
通

学
で
き
ず
休
校
に
な
り
ま
す
。
３
月
か
ら
４
月

に
か
け
て
は
、
卒
業
式
や
入
学
式
、
始
業
式
な

ど
学
校
行
事
が
多
い
。
当
社
に
は
高
校
か
ら
運

行
要
請
が
来
ま
し
た
が
、
こ
れ
ば
か
り
は
ど
う

し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
新
入
生
の
保
護
者
説

明
会
の
と
き
は
、
藤
沢
駅
か
ら
鎌
倉
高
校
ま
で

の
直
通
バ
ス
を
出
し
て
対
応
し
ま
し
た
。
ご
不

便
を
お
か
け
す
る
お
客
さ
ま
の
た
め
に
、
で
き

る
限
り
の
対
応
を
し
な
け
れ
ば
と
い
う
気
持
ち

で
し
た
ね
。

―
―
そ
の
一
方
で
、
東
京
電
力
に
対
し
て
、
受

電
の
要
請
を
続
け
ら
れ
た
の
で
す
ね
。

深
谷　

14
日
の
計
画
停
電
実
施
の
発
表
を
受
け

て
、
鉄
道
が
運
休
し
、
首
都
圏
の
交
通
網
は
大

混
乱
に
陥
り
ま
し
た
。
国
交
省
は
、
鉄
道
を
対

象
か
ら
除
外
す
る
よ
う
に
東
電
側
に
要
請
し
ま

し
た
が
、
当
初
、
東
電
は
「
鉄
道
を
計
画
停
電

か
ら
除
外
す
る
の
は
難
し
い
」
と
し
て
い
た
ん
で

す
。
と
こ
ろ
が
し
ば
ら
く
す
る
と
「
鉄
道
に
電

気
が
優
先
供
給
さ
れ
る
」
と
報
道
し
て
い
る
。

確
認
を
と
っ
て
み
る
と
、
東
電
は
各
社
ご
と
、

個
別
に
電
力
の
優
先
供
給
に
つ
い
て
協
議
を
進

め
て
い
る
ら
し
い
。
ど
う
見
て
も
大
手
優
先
で

す
。そ

こ
で
ま
た
〝
一
寸
の
中
小
鉄
道
に
も
五
分
の

魂
〟
が
ム
ラ
ム
ラ
と
湧
い
て
き
た
。「
幹
線
動
脈

で
あ
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
、
わ
れ
わ
れ
中
小
の
鉄
道

と
バ
ス
が
い
わ
ゆ
る
毛
細
血
管
と
し
て
お
客
さ
ま

※保安設備　信号装置や転轍装置、踏切設備等、鉄道の安全・安定運行のための設備

建設当時の原型をとどめる極楽洞（極楽寺－長谷間）。2010 年 11 月、鎌倉
市の「景観重要建築物等」に指定された
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を
お
送
り
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
並
行
で
運

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
人
間
の
体

だ
っ
て
、
幹
線
動
脈
だ
け
じ
ゃ
動
か
な
い
じ
ゃ
な

い
か
」
と
い
う
思
い
が
湧
き
立
っ
て
き
て
、
そ
こ

か
ら
動
き
始
め
た
ん
で
す
。
東
電
藤
沢
支
社
へ

の
供
給
要
請
も
暖
簾
に
腕
押
し
。
そ
れ
で
は
と

３
月
17
日
に
、
当
社
と
湘
南
モ
ノ
レ
ー
ル
の
２

社
に
関
東
運
輸
局
、
神
奈
川
県
が
同
行
し
て
東

電
神
奈
川
支
店
に
出
向
き
、「
計
画
停
電
グ
ル
ー

プ
の
変
更
」
の
要
望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

署
名
活
動
も
し
ま
し
た
。
東
電
社
長
宛
に
グ

ル
ー
プ
の
見
直
し
や
計
画
停
電
の
除
外
、
総
量

規
制
の
変
更
を
求
め
る
要
望
書
を
つ
く
り
、
鎌

倉
高
校
・
七
里
ガ
浜
高
校
・
鵠
沼
高
校
の
校
長

先
生
方
に
お
願
い
を
し
た
ら
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
さ
ら
に

藤
沢
市
と
鎌
倉
市
の
観
光
協
会
・
商
工
会
議

所
・
商
店
街
連
合
会
も
ご
支
援
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
そ
れ
ら
を
一
つ
に
ま
と
め
て
、
25
日
に
、
藤

沢
市
と
鎌
倉
市
の
両
市
長
に
も
同
行
を
要
請
し

て
、
湘
南
モ
ノ
レ
ー
ル
と
当
社
と
で
、
東
電
神

奈
川
支
店
に
提
出
し
た
の
で
す
。

東
電
へ
の
要
請
と
並
行
し
て
、
国
に
も
働
き

か
け
ま
し
た
。
国
交
省
、
経
産
省
、
資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
庁
に
出
向
き
、
当
社
の
窮
状
を
直
訴
し

て
、
東
電
に
対
し
て
電
力
供
給
を
要
請
す
る
よ

う
理
解
、
支
援
を
求
め
ま
し
た
。

東
電
が
「
計
画
停
電
の
対
象
地
域
と
な
っ
て

い
る
５
グ
ル
ー
プ
を
さ
ら
に
各
５
グ
ル
ー
プ
ず
つ

細
分
化
し
て
、
25
グ
ル
ー
プ
で
実
施
す
る
」
と

発
表
し
た
の
は
３
月
25
日
で
す
。
こ
れ
で
、
当

社
の
変
電
所
の
グ
ル
ー
プ
分
け
は
か
な
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
28
日
に
な
っ

て
、
計
画
停
電
か
ら
除
外
す
る
旨
、
東
電
か
ら

連
絡
が
入
っ
た
の
で
す
。

行
政
と
連
携
し
た
避
難
対
策
を
と
る

―
―
地
震
や
津
波
な
ど
の
防
災
施
策
に
つ
い
て

は
、
ど
の
よ
う
な
計
画
を
お
持
ち
で
す
か
。

深
谷　

Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）
に
つ
い
て

は
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
入
っ
て
も
ら
っ
て
勉
強

会
を
始
め
、
会
社
全
体
と
し
て
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
今
回
の
地

震
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
反
省
点
も
踏
ま
え
、
見
直

し
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

最
も
大
切
な
の
は
、
お
客
さ
ま
へ
の

情
報
提
供
で
す
ね
。
江
ノ
電
は
、
地
理

に
不
慣
れ
な
観
光
の
お
客
さ
ま
も
多
い
。

９
月
か
ら
全
駅
に
「
総
合
防
災
情
報
」

の
掲
示
を
開
始
し
ま
し
た
。
周
辺
地
図

の
下
に
駅
ホ
ー
ム
の
標
高
、
最
寄
り
避

難
場
所
ま
で
の
距
離
と
標
高
、
海
か
ら

の
距
離
、
津
波
が
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性

の
あ
る
河
川
か
ら
の
距
離
な
ど
を
分
か

り
や
す
く
記
載
し
ま
し
た
。
大
津
波
ま
た
は
津

波
警
報
発
令
時
の
防
災
無
線
の
識
別
情
報
も
ご

案
内
し
ま
し
た
。

歴
史
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
今
回
の
よ
う
な
規

模
の
地
震
や
津
波
は
実
際
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

鎌
倉
の
大
仏
は
長
谷
駅
に
あ
り
ま
す
が
、

５
０
０
年
以
上
前
に
起
こ
っ
た
津
波
で
上
屋
が

持
っ
て
行
か
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

神
奈
川
県
で
は
、
全
体
像
が
十
分
に
解
明
さ
れ

て
い
な
い
と
し
て
、
こ
う
し
た
歴
史
的
な
地
震
に

つ
い
て
も
検
証
し
、
相
模
湾
沿
岸
部
な
ど
の
津

波
対
策
の
見
直
し
を
進
め
て
い
ま
す
。
市
の
対

策
見
直
し
は
基
本
的
に

は
県
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を

受
け
て
進
め
る
の
が
本

来
な
の
で
す
が
、
藤
沢

市
と
鎌
倉
市
も
緊
急
事

項
と
し
て
、
県
と
並
行

し
て
地
域
最
前
線
の
見

直
し
を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
と
ま
れ
ば
、
県
と
両

市
で
整
合
性
を
図
る
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

当
社
で
は
、
本
社
も

現
場
も
県
と
両
市
の
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
持
ち
、
詳
細
を
掌
握
し
て
い
ま

す
が
、
お
客
さ
ま
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
は
行

政
と
連
携
し
て
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
と
考
え

て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う

に
、
お
客
さ
ま
に
ど
こ
に
避
難
い
た
だ
く
か
は
、

行
政
と
の
連
携
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
か
ら
。

政
府
の
地
震
調
査
委
員
会
は
、
東
日
本
大
震

災
の
影
響
で
、
三
浦
半
島
断
層
群
の
地
震
の
発

生
の
確
率
が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る
と
発
表
し

て
い
ま
す
。
三
浦
半
島
断
層
群
で
地
震
が
起
こ

る
と
、
こ
の
湘
南
エ
リ
ア
に
甚
大
な
影
響
を
与

え
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

当
初
は
「
想
定
外
」
と
言
わ
れ
た
地
震
で
す

が
、
現
在
で
は
「
東
日
本
大
震
災
が
想
定
外

だ
っ
た
と
い
う
の
は
間
違
い
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
地
震
の
予
知
は
難
し
い
の
で
し
ょ
う
が
、

少
な
く
と
も
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
前
後
の
地
震
は

ま
た
起
こ
る
と
想
定
し
、
交
通
事
業
者
は
ま
ず

お
客
さ
ま
の
安
全
、
そ
し
て
社
員
、
地
域
に
つ
い

て
、
行
政
、
特
に
沿
線
自
治
体
と
連
携
し
て
防

災
・
減
災
施
策
を
早
期
に
整
備
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

江ノ島－腰越駅は路面区間を走る

全駅に掲示されている「総合防災情報」

江ノ電の120日 2011.3.11─ 7.9
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初
め
て
借
り
た
ア
パ
ー
ト
は
京
王
井
ノ
頭
線

の
三
鷹
台
と
い
う
駅
に
あ
っ
た
。

そ
の
頃
、
私
は
ま
だ
十
九
歳
で
、
家
出
同
然

に
茨
城
の
田
舎
を
飛
び
出
し
て
来
た
ア
ホ
娘
で

あ
っ
た
。
け
っ
し
て
謙
遜
で
は
な
く
ほ
ん
と
う

に
ア
ホ
で
、
清
く
、
貧
し
く
、
美
し
く
は
な

く
、
頭
の
中
は
男
子
の
こ
と
で
一
杯
だ
っ
た
。

自
意
識
過
剰
の
く
せ
に
自
信
が
な
く
、
不
安
と

希
望
を
行
っ
た
り
来
た
り
。
そ
れ
が
若
さ
だ
と

言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
思
い
起
こ
せ
ば

失
敗
ば
か
り
の
恥
の
多
い
日
々
を
送
っ
て
い

た
。吉

祥
寺
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
ア
ル
バ
イ
ト
し
な

が
ら
の
フ
リ
ー
タ
ー
暮
ら
し
。
時
代
は
右
肩
上

が
り
で
先
行
き
の
不
安
は
な
か
っ
た
。
な
ん
と

か
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
時
代
風
潮
。
社
会

は
バ
ブ
ル
に
向
か
っ
て
突
っ
走
っ
て
い
た
の
だ
。

東
京
で
の
毎
日
は
刺
激
の
連
続
だ
っ
た
。

デ
ィ
ス
コ
で
ナ
ン
パ
さ
れ
た
り
、
大
学
生
た
ち

と
映
画
を
創
っ
た
り
、
劇
団
に
参
加
し
た
り
。

絵
に
描
い
た
よ
う
な
青
春
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

家
賃
は
二
万
二
千
円
。
月
収
は
八
万
ち
ょ
っ
と

で
、
よ
く
生
き
て
い
た
な
と
思
う
。
よ
ほ
ど
友

達
に
た
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
頃
に
片
思
い
を
し
て
い
た
早
稲
田
の
学

生
は
、
小
田
急
線
の
経
堂
に
住
ん
で
い
た
。
情

け
な
い
よ
う
な
片
思
い
で
い
つ
ま
で
た
っ
て
も

恋
人
未
満
。
そ
れ
で
も
、
一
緒
に
歩
い
て
い
る

だ
け
で
幸
せ
だ
っ
た
。
彼
は
も
と
も
と
京
王
井

ノ
頭
線
の
富
士
見
ヶ
丘
に
住
ん
で
い
て
、
バ
イ

ト
先
で
知
り
合
っ
た
の
だ
。
下
宿
の
大
家
と
喧

嘩
し
た
と
言
っ
て
引
っ
越
し
て
か
ら
会
え
な
く

な
り
、
私
は
と
て
も
悲
し
か
っ
た
。
い
ま
か
ら

三
十
年
以
上
も
昔
の
話
だ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
携

帯
電
話
な
ど
な
い
。
四
畳
半
一
間
の
ア
パ
ー
ト

に
住
み
、
バ
イ
ト
代
で
食
い
つ
な
ぐ
そ
の
日
暮

ら
し
の
私
は
電
話
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
あ

の
頃
、
電
話
は
高
級
品
だ
っ
た
の
だ
。

部
屋
の
ド
ア
に
小
さ
な
伝
言
板
を
か
け
て
お

く
。
遊
び
に
来
た
友
達
は
私
が
留
守
だ
と
そ
こ

に
伝
言
を
残
す
。

あ
る
日
、
バ
イ
ト
か
ら
戻
っ
て
見
る
と
、
片

思
い
の
男
子
か
ら
の
伝
言
が
書
か
れ
て
い
た
。

せ
っ
か
く
来
て
く
れ
た
の
に
、
会
え
な
か
っ
た

な
ん
て
残
念
。
私
は
猛
烈
に
恋
し
く
な
っ
て
、

住
所
だ
け
を
頼
り
に
彼
の
下
宿
を
訪
ね
て
み
る

こ
と
を
決
意
し
た
。
小
田
急
線
と
い
う
の
は
確

か
新
宿
か
ら
出
て
い
た
よ
な
…
…
と
思
い
、
電

車
を
乗
り
継
ぎ
経
堂
の
駅
に
到
着
し
、
交
番
に

住
所
を
告
げ
て
道
順
を
教
え
て
も
ら
い
、
や
っ

と
こ
さ
住
所
の
ア
パ
ー
ト
に
た
ど
り
着
く
。
い

ま
の
男
女
な
ら
携
帯
電
話
や
携
帯
メ
ー
ル
で
あ

ら
か
じ
め
確
認
を
と
る
の
だ
ろ
う
が
、
昔
の
恋

は
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
だ
。
ド
ア
を
ノ
ッ
ク

し
、
奥
か
ら
「
は
ー
い
」
と
声
が
返
っ
た
時
は

う
れ
し
か
っ
た
。
あ
あ
い
う
感
動
も
、
会
え
な

か
っ
た
時
の
淋
し
さ
も
、
携
帯
が
あ
る
ば
か
り

に
体
験
で
き
な
い
の
か
と
思
う
と
、
今
の
若
者

は
気
の
毒
な
気
が
す
る
。
た
だ
会
え
た
、
と
い

う
そ
れ
だ
け
で
興
奮
し
た
。
そ
う
い
え
ば
最
近

は
駅
の
伝
言
板
も
消
え
て
し
ま
っ
た
。
昔
は
ど

こ
の
駅
に
も
伝
言
板
が
あ
り
「
来
な
い
か
ら
、

先
に
行
く
！
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
た
も
の
だ
。

い
ま
で
も
、
小
田
急
線
と
聞
い
た
だ
け
で
な

ん
だ
か
ど
き
ど
き
す
る
。
あ
の
時
、
確
か
に
青

い
恋
を
し
て
い
た
な
あ
と
思
う
。
も
し
か
し
て

か
つ
て
の
彼
が
こ
れ
を
読
ま
な
い
か
…
…
と
い
う

下
心
を
隠
し
つ
つ
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
。

第
三
十
三
回

リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ

文・田口ランディ
RANDY TAGUCHI
東京生まれ。2000 年長編小説「コンセント」
でデビュー。その後「アンテナ」「モザイ
ク」を発表。初期の長編は三部作と呼ばれ、
海外でも高い評価を得ている。01 年「でき
ればムカつかずに生きたい」で第一回婦人
公論文芸賞受賞。小説に「キュア」「被爆の
マリア」「蛇と月と蛙」、エッセイに「パピ
ヨン」「生きなおすのにもってこいの日」な
ど著書多数。近著に長編小説「マアジナル」

（角川出版）、ノンフィクション「アルカナ
シカ」（角川学芸出版）がある。

イラスト・岡林玲生

青
春
の
駅
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二
〇
〇
三
年
以
来
約
八
年
間
、
三
十
三
回
に
わ
た
り
三
十
四
本
の

映
画
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
か
な
り
偏
見
が
あ
り
、
そ
の
上
文
章

表
現
も
つ
た
な
い
私
の
映
画
評
論
を
長
い
間
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
読

者
の
皆
さ
ま
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
連
載
の
対
象
と
な

る
よ
う
な
鉄
道
映
画
が
全
く
無
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
主
要
な
も
の
は
取
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
今
回
と
次
回
は
、
な
ぜ
こ
の
映
画
を
取
り
上
げ
な
い

の
か
と
い
っ
た
読
者
の
皆
さ
ま
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
を
中
心
に

「
鉄
道
と
映
画
」
を
レ
ビ
ュ
ー
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
紹
介
す
る
対
象
と
し
た
映
画
は
、
単
に
名
画
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
鉄
道
が
映
画
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
か
つ
鉄
道
が

登
場
す
る
シ
ー
ン
が
印
象
的
な
も
の
を
選
び
ま
し
た
。
た
だ
し
、
い

ず
れ
も
私
の
目
で
見
た
評
価
で
す
か
ら
、
相
当
に
主
観
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
ま
す
。
例
え
名
画
で
あ
っ
て
鉄
道
が
登

場
す
る
シ
ー
ン
が
印
象
的
で
あ
っ
て
も
、
鉄
道
が
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
は
、
迷
っ
た
末
に
外
し
ま
し

た
。
例
え
ば
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
の
名
作
「
情

事
」
で
す
。
主
役
の
モ
ニ
カ
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ィ
が
鉄
道
か
ら
身
を
乗
り

出
す
シ
ー
ン
な
ど
実
に
印
象
的
で
す
が
、
映
画
全
体
か
ら
見
る
と
鉄

道
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
、
外
し
ま
し
た
。
同
様
に
フ
ェ
デ
リ
コ
・
フ
ェ
リ
ー
ニ
の
傑

作
「
青
春
群
像
」。
最
後
に
主
人
公
が
鉄
道
で
故
郷
の
町
を
離
れ
る

場
面
、
非
常
に
よ
く
で
き
た
シ
ー
ン
で
す
が
、
鉄
道
が
登
場
す
る
の

は
こ
の
最
後
の
場
面
だ
け
な
の
で
、
大
変
迷
っ
た
末
、
や
は
り
見
送

り
ま
し
た
。
ほ
か
に
も
ビ
ク
ト
ル
・
エ
リ
セ
の
「
ミ
ツ
バ
チ
の
さ
さ
や

き
」
な
ど
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
対
象
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
方
、
ポ
ー
ル
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
と
ロ
バ
ー
ト
・
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
が
素

晴
ら
し
い
演
技
を
見
せ
た
「
ス
テ
ィ
ン
グ
」
は
、
鉄
道
が
詐
欺
の
重

要
な
舞
台
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
編
集
部
の
方
か
ら
も
推
薦
さ

れ
、
ず
い
ぶ
ん
迷
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
シ
ー
ン
で
鉄
道
が
印
象

的
で
あ
っ
た
か
と
自
問
す
る
と
、
必
ず
し
も
印
象
的
と
は
言
え
な
い

と
考
え
、
や
は
り
外
し
ま
し
た
。
ま
た
、
松
本
清
張
原
作
、
野
村
芳

太
郎
監
督
の
「
張
り
込
み
」。
前
半
に
出
て
く
る
刑
事
た
ち
が
夜
行

列
車
に
乗
っ
て
東
京
か
ら
九
州
へ
行
く
場
面
、
昭
和
三
十
年
代
前
半

の
長
距
離
鉄
道
の
様
子
が
実
に
良
く
撮
れ
て
い
た
し
、
映
画
も
傑
作

と
は
言
え
な
い
が
佳
作
と
考
え
、
取
り
上
げ
よ
う
と
思
い
、
何
回
か

Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
て
い
る
う
ち
に
果
た
し
て
重
要
な
シ
ー
ン
か
否
か
迷
う

よ
う
に
な
り
、
と
り
あ
え
ず
取
り
上
げ
る
の
を
見
合
わ
せ
ま
し
た
。

次
に
、
鉄
道
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
か
つ
鉄
道
シ
ー
ン
の
印

象
が
強
く
て
も
、
映
画
自
体
が
名
作
、
傑
作
、
佳
作
に
当
た
ら
な
い

も
の
は
除
外
し
ま
し
た
。
こ
の
範
疇
に
属
す
る
典
型
的
な
も
の
は
、

ハ
リ
ウ
ッ
ド
製
の
鉄
道
を
舞
台
に
し
た
冒
険
活
劇
で
す
。「
暴
走
列

車
」「
カ
サ
ン
ド
ラ
・
ク
ロ
ス
」「
軍
用
列
車
」「
北
西
戦
線
」、
最
近

で
は
「
ア
ン
ス
ト
ッ
パ
ブ
ル
」
な
ど
で
す
。
い
ず
れ
も
時
間
を
割
い

て
み
る
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
と
考
え
る
と
イ
エ
ス
と
は
言
い
難
い

と
思
い
ま
す
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の

ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
を
こ
と
さ
ら

高
く
評
価
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
、

軽
蔑
し
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
が
証
拠
に
は

「
サ
ブ
ウ
ェ
イ
・
パ
ニ
ッ
ク
」
や

「
北
国
の
帝
王
」
な
ど
は
佳
作
と

考
え
、
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

迷
っ
た
の
は
「
フ
レ
ン
チ
・
コ

ネ
ク
シ
ョ
ン
」
で
す
。
こ
の
映

画
の
サ
ブ
ウ
ェ
イ
を
舞
台
に
し

た
ア
ク
シ
ョ
ン
は
迫
力
が
あ
る

し
、
ジ
ー
ン
・
ハ
ッ
ク
マ
ン
演

ず
る
ポ
パ
イ
刑
事
は
魅
力
的
で

し
た
。
今
に
し
て
み
れ
ば
取
り

上
げ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
次
号
に
続
く
）

文・羽生次郎
text by  Jiro HANYU
1946 年東京生まれ、69 年東大経済卒、同
年運輸省入省、人事課長、運輸審議官等を
経て、2002 年 8 月国土交通審議官を退官。
現在は公益財団法人笹川平和財団・会長を
務める。フィルム･コミッション（FC）への取
り組みなど、映画へ深い情熱を注ぐ。

連
載
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
　
前
編

34

鉄
道
と
映
画
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も
と
も
と
京
都
電
燈
が
経
営
し
て
い
た

の
が
、
出で

ま
ち
や
な
ぎ

町
柳
を
起
点
に
八
瀬
へ
と
向
か

う
叡
山
電
鉄
と
、
途
中
の
山や

ま
ば
な端
（
現
・
宝

ケ
池
）
か
ら
京
の
奥
座
敷
と
呼
ば
れ
る
貴

船
、
鞍
馬
へ
向
か
う
鞍
馬
電
鉄
の
路
線
で

あ
る
。

昭
和
十
七
年
、
京
都
電
燈
は
そ
の
鉄
軌

道
を
京
福
電
気
鉄
道
に
譲
渡
。
そ
の
後
、

昭
和
六
十
年
に
京
福
電
気
鉄
道
か
ら
分
離

し
、
新
た
に
叡
山
電
鉄
が
設
立
、
翌
年
、

「
叡
山
本
線
」「
鞍
馬
線
」
の
二
路
線
を
開

業
し
た
。
平
成
十
四
年
か
ら
は
、
京
阪
電

気
鉄
道
の
一
〇
〇
％
資
本
参
加
で
完
全
子

会
社
化
し
て
い
る
。

現
在
は
、
京
都
観
光
を
担
う
花
形
路
線

と
し
て
名
所
探
訪
・
行
楽
に
、
周
辺
住
民

の
生
活
路
線
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
る
。

本
図
は
、
昭
和
三
年
九
月
刊
で
京
都
電

燈
傍
系
の
鞍
馬
電
鉄
時
代
の
作
品
で
あ

る
。
山
端

－

市
原
間
は
同
年
十
二
月
中
旬

の
開
通
、
山
門

－

毘
沙
門
間
の
ケ
ー
ブ
ル

開
通
は
四
年
夏
、
市
原

－

鞍
馬
（
仮
駅
）

は
四
年
十
月
中
旬
開
業
、
鞍
馬
（
仮
駅
）

文
・
藤
本
一
美

text by Kazum
i FUJIM

O
TO

鞍
馬
電
鉄
沿
線
名
所
図
絵

鞍
馬
電
鉄
沿
線
名
所
交
通
鳥
瞰
図

藤本一美
首都大学東京（都立大学）非常勤講師。日本国際地図学会会員。鳥瞰図・展望図資料室兼山岳情報資料室主宰。
近・現代の鳥瞰図絵師の作品収集と研究に精力的に取り組んでいる。著書に『旅と風景と地図の科学Ⅱ』（私家版 2006 年）、
最新刊に『展望の山50選 関東編』（東京新聞出版局）がある。

連載─第�回
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－

鞍
馬
間
は
同
年
十
二
月
二
十
日
の
開

業
・
全
通
だ
か
ら
、
作
品
は
手
回
し
よ

く
、
一
年
以
上
前
か
ら
開
通
し
た
か
の
よ

う
な
（
電
車
が
走
行
中
の
絵
柄
）
表
現
に

な
っ
て
い
る
。

初
三
郎
の
絵
に
添
へ
て
一
筆
も
「
今
や

鞍
馬
電
鉄
は
、
叡
山
電
鉄
と
相
結
ん
で
、

其
の
山
端
駅
よ
り
直
路
此
の
霊
山
の
門
前

に
至
り
、
更
ら
に
ケ
ー
ブ
ル
は
高
く
山
を

貫
い
て
本
堂
の
ほ
と
り
に
至
る
。
ま
こ
と

に
探
勝
参
拝
者
に
と
り
て
は
至
便
至し

し
ょ
う捷
の

交
通
路
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
結
ぶ

ほ
ど
だ
。

カ
ラ
フ
ル
で
大
胆
な
構
図
を
見
て
み
よ

う
。
図
の
右
側
に
は
鞍
馬
山
の
山
上
に
鞍

馬
寺
と
護
摩
堂
を
大
き
く
配
置
し
、
そ
の

山
麓
に
由
岐
神
社
や
山
門
、
鞍
馬
駅
舎

を
、
対
岸
の
貴
船
山
麓
に
は
貴
船
神
社
と

奥
社
境
内
を
、
さ
ら
に
小
野
小
町
で
有
名

な
小
野
寺
や
実
相
院
な
ど
を
立
体
図
絵
風

の
筆
致
で
巧
み
に
描
写
し
て
い
て
、
今
に

も
飛
ん
で
で
も
行
っ
て
み
た
い
誘
惑
に
か

ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

左
半
分
に
は
、
西
の
愛
宕
山
と
東
の
比

叡
山
、
そ
の
中
間
に
は
京
都
の
町
並
み
や

金
閣
寺
、
銀
閣
寺
な
ど
を
描
写
し
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
初
三
郎
お
得
意
の
富
士

山
、
日
本
ラ
イ
ン
、
朝
鮮
ま
で
描
く
「
遊

び
心
」
は
う
れ
し
い
限
り
。

な
お
、
初
三
郎
は
「
鞍
馬
寺
」（
大
正

十
三
年
）
の
作
品
も
残
し
て
い
る
。

『鞍馬電鉄沿線名所図絵
［鞍馬電鉄沿線名所交通鳥瞰図］』
（昭和 3（1928）年 9月 10 日）
鞍馬電気鉄道株式会社 発行／日本ライン蘇江の観光社 印刷

叡
山
電
鉄
株
式
会
社

E
izan E

lectric R
ailw

ay C
o,.Ltd.

設
立
：
昭
和
60
年
７
月
６
日

営
業
開
始
：
昭
和
61
年
４
月
１
日

本
社
：
京
都
市
左
京
区
田
中
上
柳
町
25
番
地
の
３ 「叡電」の愛称で親しまれる叡山電鉄の叡山本

線、鞍馬線は、鴨川と高野川が合流する出町
柳が起点。平成元年には京阪電気鉄道の鴨東
線が地下線で開業、地上にある叡電の出町柳
駅にも京阪の駅の出入口に直結する新しい駅
舎ができ、大阪方面と直結。利便性が大きく
高まっている。叡山本線は比叡山の麓・八瀬
へと向かい、鞍馬線は出町柳駅から 5 つ目、
宝ケ池駅で分岐して鞍馬天狗や牛若丸の逸話
で名高い鞍馬に至る。一年を通して古都・京
都を訪れる観光客で賑わうとともに、山深い
洛北の大切な生活路線として沿線住民に利用
されている。

比叡山、鞍馬に通じる
「山岳路線」

鞍馬

貴船口

二ノ瀬

市原

宝ケ池

修学院

一乗寺

茶山

元田中

出町柳

二軒茶屋

木
野

岩
倉

八
幡
前

三
宅
八
幡

八
瀬
比
叡
山
口

京
都
精
華
大
前

叡山電鉄株式会社 路線図
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