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TOP INTERVIEW
特集：鉄道の経営と存続
［神戸電鉄・粟生線が模索する存続への道筋］

大都市神戸の近郊を走る神戸電鉄粟生線は、
高度経済成長期以降、沿線の宅地開発とともに通勤・通学路線として発展し、
その輸送人員はピーク時には 1420 万人に及んだ。
しかし、ニュータウンの経年変化による少子高齢化の進展や、
モータリゼーション、他の交通機関との競合などにより、
急激に膨らんだ輸送人員はわずか 20 年あまりで半分以下に減少。
輸送能力に見合った利用のない粟生線の経営は、
資産保有コストに圧迫され、赤字基調が続いている。
鉄道事業の経営と地域社会の中で果たすべき社会的使命、
そして人口減少時代に地方鉄道の存続に必要なものは何か――
神戸電鉄株式会社 杉山健博取締役社長に伺った。

鉄道事業の経営と
社会的使命



沿
線
人
口
の
急
激
な
増
減

―
―
ま
ず
、
神
戸
電
鉄
の
路
線
と
現
況
に
つ

い
て
、
ご
説
明
い
た
だ
け
ま
す
か
。

杉
山　

当
社
線
に
は
有
馬
線
、三さ

ん
だ田

線
、公
園

都
市
線
と
粟
生
線
が
あ
り
ま
す
。最
も
早
く

昭
和
３
年
に
開
業
し
た
有
馬
線
は
、湊
川
駅

と
有
馬
温
泉
駅
を
結
ぶ
22
・
５
㎞
の
路
線
で

す
。粟
生
線
が
分
岐
す
る
鈴
蘭
台
駅
は
当
社

の
中
核
駅
で
、現
在
で
は
神
戸
市
北
区
の
玄

関
口
と
な
っ
て
い
ま
す
。か
つ
て
は「
関
西
の

軽
井
沢
」と
呼
ば
れ
る
別
荘
地
で
し
た
が
、昭

和
30
年
代
後
半
か
ら
40
年
代
に
か
け
て
大
規

模
な
宅
地
開
発
が
行
わ
れ
、か
な
り
の
人
口

集
積
が
あ
り
ま
す
。

有
馬
線
の
北
側
に
は
、
有
馬
口
駅
と
三
田

駅
を
結
ぶ
三
田
線
（
12
㎞
）
と
、
平
成
８
年

に
横
山
駅

－

ウ
ッ
デ
ィ
タ
ウ
ン
中
央
駅
間
が

全
通
し
た
公
園
都
市
線
（
５
・
５
㎞
）
が
あ

り
ま
す
。

粟
生
線
は
、
鈴
蘭
台
駅
を
出
発
し
て
神
戸

市
西
区
か
ら
三
木
市
に
入
り
、
小
野
市
の
粟

生
駅
ま
で
の
29
・
２
㎞
を
結
ぶ
路
線
で
す
。

同
線
は
鈴
蘭
台
駅
で
有
馬
線
に
、
さ
ら
に

湊
川
駅
か
ら
神
戸
高
速
鉄
道
に
乗
り
入
れ
、

新
開
地
で
阪
急
・
阪
神
・
山
陽
電
車
と
連

絡
、
神
戸
都
市
圏
の
通
勤
・
通
学
路
線
と
し

て
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

―
―
各
線
の
利
用
状
況
は
い
か
が
で
す
か
。

杉
山　

大
阪
方
面
へ
の
通
勤
圏
で
あ
り
、
現

在
も
新
た
な
住
宅
開
発
が
行
わ
れ
て
い
る
三

田
線
と
公
園
都
市
線
の
沿
線
で
は
、
ご
利
用

が
増
え
て
い
ま
す
が
、
住
宅
開
発
が
比
較
的

早
か
っ
た
有
馬
線
と
粟
生
線
の
沿
線
で
は
、

平
成
４
、５
年
あ
た
り
か
ら
減
少
が
続
い
て

い
ま
す
。

―
―
粟
生
線
に
つ
い
て
は
、
こ
の
10
年
、
存

続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。

杉
山　

粟
生
線
の
沿
線
で
は
、
昭
和
40
年
ご

ろ
か
ら
大
規
模
な
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
（
郊
外
型

戸
建
住
宅
団
地
）
が
次
々
と
開
発
さ
れ
、
沿

線
人
口
が
急
激
に
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
通

勤
・
通
学
輸
送
を
担
う
粟
生
線
の
輸
送
人
員

も
一
気
に
増
加
し
、
平
成
４
年
の
ピ
ー
ク
時

に
は
１
４
２
０
万
人
に
達
し
ま
し
た
。

鉄
道
事
業
は
イ
ン
フ
ラ
を
抱
え
て
行
う
事

業
で
す
が
、
輸
送
人
員
が
増
え
れ
ば
増
え
る

ほ
ど
、
複
線
化
等
の
線
路
設
備
の
増
強
や
高

度
な
運
転
保
安
設
備
の
導
入
、
保
有
車
両
数

の
増
大
な
ど
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
に
は
か

な
り
の
資
金
投
下
が
強
い
ら
れ
ま
す
。
当
社

も
、
急
激
に
拡
大
す
る
輸
送
需
要
に
応
え
る

た
め
、
相
当
な
規
模
の
設
備
投
資
を
行
い
、

そ
の
結
果
、
借
入
金
が
大
き
く
膨
ら
む
と
と

も
に
、
毎
年
の
資
産
保
有
コ
ス
ト
も
多
大
な

も
の
と
な
り
ま
し
た
。

加
え
て
、
当
社
線
は
山
岳
鉄
道
で
す
の

で
、
車
両
の
製
造
等
が
特
殊
仕
様
と
な
り
、

ま
た
動
力
費
や
修
繕
費
も
平
地
を
走
行
す
る

鉄
道
よ
り
も
嵩か

さ

み
、
運
営
コ
ス
ト
は
相
応
に

か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
中

で
、
わ
ず
か
20
年
の
間
に
輸
送
人
員
が
ピ
ー

ク
時
の
半
分
以
下
に
減
少
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
私
ど
も
も
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
効
率
化
や
大
幅
な
給
与
カ
ッ
ト
、
徹
底
的

な
投
資
抑
制
等
に
よ
り
、
運
営
コ
ス
ト
や
資

産
保
有
コ
ス
ト
を
可
能
な
限
り
削
減
し
て
い

ま
す
が
、
さ
す
が
に
輸
送
人
員
が
こ
れ
だ
け

落
ち
て
し
ま
う
と
、
と
て
も
追
い
付
き
ま
せ

ん
。
一
民
間
企
業
の
経
営
努
力
で
何
と
か
な

る
範
囲
を
超
え
て
い
る
た
め
、
沿
線
自
治
体

に
も
ご
支
援
を
お
願
い
し
て
い
る
わ
け
で

す
。

―
―
輸
送
人
員
の
急
激
な
減
少
の
背
景
に
は

何
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

杉
山　

大
き
い
要
素
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
沿
線
の
絶
対
的
な
パ
イ
が
減
っ
て
い
る

こ
と
で
す
。
粟
生
線
は
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
旺

盛
な
通
勤
・
通
学
需
要
に
支
え
ら
れ
て
、
大

き
く
輸
送
人
員
が
増
え
ま
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
昭
和
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
少
子
高
齢

化
の
影
響
が
出
始
め
、
そ
れ
ま
で
通
学
目
的

で
数
多
く
乗
車
し
て
い
た
高
校
生
の
利
用
が

次
第
に
減
っ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
平
成
10

年
を
過
ぎ
る
と
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
住
ま
れ

る
方
々
が
リ
タ
イ
ア
さ
れ
、

通
勤
利
用
も
大
き
く
減
少
し

て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
大
き
な
要
素

は
、
お
客
さ
ま
の
利
用
さ
れ

る
交
通
機
関
が
粟
生
線
か
ら

転
移
し
た
こ
と
で
す
。
粟
生

線
の
南
側
を
走
る
神
戸
市
営

地
下
鉄
の
西せ

い
し
ん神

・
山
手
線
が

西
神
中
央
駅
ま
で
延
伸
さ

れ
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
か
ら
路

線
バ
ス
で
同
駅
に
行
き
、
そ

こ
か
ら
地
下
鉄
で
神
戸
都
心

部
に
向
か
う
新
た
な
ル
ー
ト

が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
高

速
道
路
を
は
じ
め
、
道
路
網

の
整
備
が
非
常
に
進
ん
だ
た

め
、
三
宮
な
ど
神
戸
都
心
部

ま
で
の
移
動
の
交
通
手
段
と

し
て
、
か
な
り
の
お
客
さ
ま

が
マ
イ
カ
ー
や
高
速
道
を
経
由
す
る
路
線
バ

ス
を
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―
―
沿
線
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
状
況
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
見
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

杉
山　

粟
生
線
の
南
側
に
位
置
す
る
神
戸
市

営
地
下
鉄
西
神
・
山
手
線
沿
線
で
は
、
西
神

中
央
駅
や
名
谷
駅
な
ど
で
駅
を
中
心
と
し
た

ま
ち
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
、
駅
前
に
充
実
し

た
商
業
施
設
等
が
立
ち
並
び
、
そ
の
周
辺
に

は
大
規
模
で
優
良
な
住
宅
地
が
形
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
西
神
・
山
手
線
沿
線
が
新
し
い
神

戸
都
市
圏
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
発
展
・

成
長
し
た
こ
と
で
、
残
念
な
が
ら
粟
生
線
沿

線
に
新
し
く
移
り
住
ま
れ
る
方
は
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
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ま
た
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
降
、
神
戸

地
区
全
体
の
力
が
、
製
造
業
・
非
製
造
業
と

も
以
前
か
ら
比
べ
る
と
弱
く
な
っ
て
い
ま

す
。
神
戸
市
都
心
部
の
雇
用
創
出
力
が
弱
く

な
っ
た
こ
と
で
、
若
い
世
代
が
就
学
や
就
労

を
機
に
沿
線
を
離
れ
て
し
ま
う
傾
向
も
大
き

く
な
っ
て
い
る
と
見
て
い
ま
す
。

地
域
全
体
で
鉄
道
を
支
え
る
体
制
へ

―
―
粟
生
線
の
維
持
・
存
続
を
図
っ
て
い
く

に
は
、
何
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
か
。

杉
山　

大
き
く
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
る
と
思

い
ま
す
。
一
つ
は
一
層
の

利
用
促
進
を
図
る
こ
と
、

も
う
一
つ
は
粟
生
線
に
か

か
る
資
産
保
有
コ
ス
ト
の

負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
で

す
。利

用
促
進
に
つ
い
て

は
、
地
域
の
公
共
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
再
構
築

な
ど
も
含
め
て
取
り
組
ん

で
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
ま
た
実
現
に
少
し
時

間
は
か
か
る
と
思
い
ま
す

が
、
駅
を
中
心
と
し
た
ま

ち
づ
く
り
を
具
体
的
か
つ

計
画
的
に
推
進
し
て
い
く

こ
と
も
重
要
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
一
方
、
資
産
保

有
コ
ス
ト
の
軽
減
に
向
け

て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

が
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的

に
は
公
有
民
営
方
式
へ
の

移
行
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
切
な
こ
と
は
、
粟
生
線
の
維
持
・
存
続

を
図
っ
て
い
く
に
は
、
今
申
し
上
げ
た
す
べ

て
の
取
り
組
み
を
着
実
に
実
現
し
て
い
く
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
大
前
提
で
あ
る
こ
と

を
、
沿
線
自
治
体
や
住
民
の
皆
さ
ま
を
含
め

関
係
者
で
共
有
す
る
こ
と
で
す
。
当
社
は
、

そ
の
た
め
に
も
関
係
者
の
理
解
が
よ
り
深
ま

る
よ
う
、
も
っ
と
努
力
を
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
国
も
法
律
を
整
備
し
て
、
地
域
全
体
で

公
共
交
通
を
考
え
る
と
い
う
方
向
性
を
打
ち

出
し
て
い
ま
す
。

杉
山　

交
通
政
策
基
本
法
の
制
定
や
活
性
化

再
生
法
の
改
正
は
大
き
な
転
換
点
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
事
業
者
任
せ
と
な
っ
て
い
た
交
通

政
策
の
検
討
・
策
定
等
を
地
方
自
治
体
主
導

に
切
り
替
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
た
だ

残
念
な
が
ら
、
国
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
、

粟
生
線
の
沿
線
自
治
体
や
住
民
の
皆
さ
ま
に

は
ま
だ
十
分
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
が
実
状

で
す
。

鉄
道
イ
ン
フ
ラ
は
、
利
用
者
の
た
め
だ
け

で
な
く
、
道
路
と
同
様
、
地
域
の
利
便
性
や

活
性
化
の
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
施
設

で
あ
り
、
大
抵
の
場
合
、
鉄
道
が
な
く
な
っ

て
し
ま
う
と
、
地
域
そ
の
も
の
も
衰
退
し
て

し
ま
い
ま
す
。
全
国
各
地
に
は
廃
線
の
危
機

に
陥
り
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
考
え
や
危
機

感
を
共
有
し
て
、
鉄
路
を
よ
み
が
え
ら
せ
た

地
域
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
地
域
に
は
「
鉄
道
も

道
路
と
同
じ
く
地
域
の
共
有
財
産
だ
。
自
分

た
ち
で
守
ら
な
け
れ
ば
」
と
い
う
考
え
が
か

な
り
浸
透
し
て
い
ま
す
。
粟
生
線
に
お
い
て

も
、
最
終
的
に
は
、
沿
線
の
関
係
者
が
マ
イ

レ
ー
ル
の
意
識
を
ど
れ
だ
け
強
く
持
て
る
か

否
か
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
く
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

少
し
付
言
し
ま
す
と
、
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
は
地
域
の
力
を
支
え
て
い
く
上
で
と
て
も

重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
粟
生
線
は

粟
生
駅
で
Ｊ
Ｒ
加
古
川
線
や
北
条
鉄
道
と
接

続
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
沿

線
の
魅
力
が
よ
り
増
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
地
方
創
生
で
は
、
こ
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下／鈴蘭台駅から三つ目の藍那駅まで進むと周囲は山に囲まれ、斜面に沿って集落が広がる。



う
し
た
点
を
十
分
に
意
識
し
て
進
め
て
い
く

こ
と
も
大
切
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。

経
済
合
理
性
だ
け
で
鉄
道
経
営
は
で
き
な
い

―
―
厳
し
い
経
営
状
況
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
や
め
る
」

と
い
う
選
択
肢
を
お
考
え
に
な
っ
た
こ
と
は

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

杉
山　

確
か
に
、
粟
生
線
は
こ
れ
ま
で
数
々

の
利
用
促
進
策
や
コ
ス
ト
削
減
策
に
取
り
組

ん
で
き
て
い
ま
す
が
、
依
然
と
し
て
大
き
な

赤
字
を
抱
え
て
い
ま
す
の
で
、
経
済
合
理
性

に
重
き
を
置
け
ば
、「
や
め
る
」
と
い
う
選

択
肢
も
十
分
に
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
当
社
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
は

株
主
さ
ま
だ
け
で
な
く
、
お
客
さ
ま
は
も
と

よ
り
、
お
取
引
先
、

債
権
者
、
従
業
員
、

さ
ら
に
は
地
域
社
会

な
ど
多
岐
に
わ
た
っ

て
い
ま
す
。
と
り
わ

け
、
い
ず
れ
の
鉄
道

事
業
者
も
同
じ
だ
と

思
い
ま
す
が
、
当
社

も
長
き
に
わ
た
っ
て

地
域
社
会
と
と
も
に

歩
み
、
地
域
社
会
の

力
を
借
り
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
発
展
・
成

長
を
遂
げ
て
き
ま
し

た
。
そ
う
し
た
こ
と

を
踏
ま
え
ま
す
と
、

一
つ
の
事
業
の
行
く
末
を
、
経
済
合
理
性
だ

け
で
判
断
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

通
例
、
事
業
の
撤
退
や

売
却
を
行
う
際
に
は
、
各

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
へ
の

影
響
に
細
心
の
注
意
を
払

い
ま
す
。
お
客
さ
ま
に
著

し
い
ご
不
便
を
強
い
る
こ

と
は
な
い
か
、
お
取
引
先

や
債
権
者
に
ご
迷
惑
を
お

掛
け
す
る
こ
と
は
な
い

か
、
従
業
員
が
路
頭
に
迷

う
こ
と
は
な
い
か
、
等
々

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を

一
つ
ひ
と
つ
吟
味
し
て
慎

重
に
検
討
を
重
ね
、
そ
の

上
で
や
む
を
得
な
い
場
合

に
苦
渋
の
決
断
を
下
す
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
粟
生
線
の
場
合
は
い

か
が
で
す
か
。
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仮
に
粟
生
線
が
廃

線
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
現
在
ご
利
用
い
た
だ

い
て
い
る
お
客
さ
ま
に
は

多
大
な
ご
迷
惑
と
ご
不
便

を
お
掛
け
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
地

域
社
会
へ
の
影
響
が
甚
大

に
な
り
ま
す
。
鉄
道
が
な

く
な
る
こ
と
で
地
域
は
ま

す
ま
す
厳
し
い
状
況
と
な

り
、
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
事
態
に
な
っ
て
い
く
こ
と
も
十
分
考
え
ら

れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
粟
生
線
の
問
題

は
、
関
係
者
間
で
十
二
分
に
議
論
を
行
い
、

慎
重
の
上
に
も
慎
重
を
期
し
て
結
論
を
出
す

べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
粟
生
線
が
将
来
に
わ

た
っ
て
必
要
不
可
欠
な
存
在
か
ど
う
か
を
関

係
者
間
で
明
確
に
す
べ

き
だ
と
考
え
、
現
在
、

沿
線
自
治
体
に
「
粟
生

線
エ
リ
ア
に
お
い
て
、

最
適
と
考
え
る
今
後
の

公
共
交
通
網
の
あ
り
方

と
そ
の
実
現
に
向
け
て

の
方
策
を
提
起
し
て
い

た
だ
き
た
い
」
と
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

私
ど
も
は
、
今
後
の

地
域
の
活
性
化
の
た
め

に
も
鉄
道
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
が
、
地
域
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
鉄
道
あ
り
き
で
は
な
く
、
バ
ス
等
へ
の

転
換
を
含
め
て
ご
検
討
の
上
、
最
適
解
を
提

示
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
今
抱

え
て
い
る
課
題
が
早
期
に
解
決
さ
れ
る
よ

う
、
事
態
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
を
切
に

願
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
に
向
け
て
当

社
と
し
て
も
最
善
を
尽
く
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

―
―
お
話
を
伺
っ
て
い
ま
す
と
、
鉄
道
経
営

の
難
し
さ
を
改
め
て
実
感
し
ま
す
。
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鉄
道
事
業
は
、
地
域
の
暮
ら
し
は
も

と
よ
り
、
地
域
の
発
展
や
活
性
化
と
も
密
接

に
関
係
し
て
い
ま
す
の
で
、
企
業
の
論
理
だ

け
で
物
事
を
決
め
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き

ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
も
た
ゆ
ま
ぬ
企
業
努
力
を
続
け

な
が
ら
、
地
域
の
鉄
道
事
業
者
と
し
て
、
き

ち
ん
と
責
任
を
果
た
し
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
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特集：鉄道の経営と存続
［神戸電鉄・粟生線が模索する存続への道筋］

終点の粟生ではＪＲ加古川線、北条鉄
道と連絡する。平成 21 年、小野市に
より駅前公園の整備が進められ、駅舎
も改築された。

神戸側のターミナル駅・新開地駅。阪急・阪神・山陽電車に連絡する。


