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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 
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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
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画
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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


