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金
曜
の
午
後
六
時
、
勤
め
先
の
産
業
機
械

の
会
社
を
出
る
と
、
彼
女
は
ま
っ
す
ぐ
駅
へ

と
向
か
っ
た
。
毎
日
の
通
勤
に
使
う
の
と

は
、
別
の
駅
だ
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
で
、
特
急

電
車
を
待
つ
。
そ
し
て
一
時
間
後
に
は
、
別

の
街
に
い
る
。

仲
の
い
い
友
人
が
、
京
都
で
暮
ら
し
始
め

た
。
古
い
家
を
三
人
で
共
同
で
借
り
た
の

だ
っ
た
。
遊
び
に
行
く
と
、
友
だ
ち
の
友
だ

ち
と
い
う
よ
う
な
人
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
そ

こ
に
来
て
、
な
に
を
す
る
で
も
な
く
、
た
だ

し
ゃ
べ
っ
た
り
ご
は
ん
を
作
っ
て
み
た
り
し

た
。
彼
女
は
、
そ
の
関
係
性
が
新
鮮
で
お
も

し
ろ
く
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
住
ん
で
い
る
大

阪
か
ら
京
都
を
訪
ね
、
そ
の
う
ち
に
そ
こ
で

知
り
合
っ
た
人
た
ち
と
バ
ン
ド
を
や
ろ
う
、

と
意
気
投
合
し
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
平
日

は
大
阪
で
働
き
、
た
い
て
い
は
、
金
曜
の
夜

か
ら
京
都
へ
行
っ
て
日
曜
の
夕
方
に
ま
た
大

阪
へ
帰
る
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
た
。

特
急
電
車
に
乗
っ
て
、
始
発
駅
か
ら
終
点

の
駅
ま
で
四
十
五
分
ほ
ど
の
道
程
。
窓
の
外

を
ど
ん
ど
ん
過
ぎ
て
い
く
風
景
も
、
覚
え
る

ほ
ど
往
復
し
た
。
四
角
い
車
両
で
揺
ら
れ
て

い
る
そ
の
時
間
に
、
二
つ
の
別
の
世
界
を
行

き
来
す
る
感
覚
だ
っ
た
。

い
つ
も
は
阪
急
電
車
の
京
都
線
だ
っ
た

が
、
仕
事
の
都
合
で
と
き
ど
き
京
阪
電
車
に

も
乗
っ
た
。
二
本
の
線
路
は
淀
川
を
挟
ん
で

並
行
し
て
走
っ
て
い
て
、
ど
ち
ら
も
大
阪
と

京
都
を
結
ん
で
い
る
。
京
阪
電
車
に
乗
っ

て
、
淀
川
方
向
の
風
景
を
眺
め
て
い
る
と
、

自
分
は
い
つ
も
は
あ
の
あ
た
り
を
走
っ
て
い

る
、
と
思
っ
た
。
電
車
の
姿
が
見
え
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
な
ん
と
な
く
、
い
つ
も
は
向

こ
う
か
ら
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
自
分
と
そ
の

景
色
を
、
思
い
浮
か
べ
た
。

そ
ん
な
生
活
は
、
三
年
ほ
ど
続
い
た
。
友

だ
ち
が
引
っ
越
し
て
、
自
分
も
転
職
を
し
て

忙
し
く
な
っ
た
の
で
、
京
都
を
訪
ね
る
こ
と

は
少
な
く
な
っ
た
。
バ
ン
ド
も
結
局
実
現
し

な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、
五
年
ほ
ど
経
っ
た
。

彼
女
は
、
仕
事
で
京
阪
電
車
に
乗
っ
て
い

た
。
ひ
と
月
前
に
会
社
に
入
っ
て
き
た
、
中

途
採
用
の
男
性
と
共
に
得
意
先
で
打
ち
合
わ

せ
を
し
て
き
た
帰
り
で
、
大
阪
に
向
か
っ
て

い
た
。

淀
川
の
向
こ
う
か
ら

柴
崎
友
香

イラスト・岡林玲
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電
車
は
、
宇
治
川
と
木
津
川
が
合
流
し
よ

う
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
走
っ
て
い
て
、
春
の

初
め
の
柔
ら
か
い
日
差
し
に
天
王
山
が
よ
く

見
え
た
。

「
お
れ
、
こ
の
電
車
で
毎
日
京
都
と
大
阪

を
往
復
し
て
た
ん
で
す
よ
ね
」

彼
は
そ
の
こ
ろ
京
都
に
住
ん
で
い
た
が
、

大
学
が
大
阪
で
こ
の
電
車
で
通
っ
て
い
た
の

だ
と
い
う
。

「
懐
か
し
い
と
い
う
か
、
記
憶
が
す
ご
く

よ
み
が
え
っ
て
く
る
な
」

聞
け
ば
、
彼
が
大
学
に
通
っ
て
い
た
の

は
、
彼
女
が
京
都
に
毎
週
の
よ
う
に
行
っ
て

い
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
た
。

「
ち
ょ
う
ど
わ
た
し
と
反
対
や
ね
。
淀
川

を
挟
ん
で
あ
っ
ち
と
こ
っ
ち
で
、
す
れ
違
っ

て
た
か
も
」

彼
女
が
淀
川
の
向
こ
う
か
ら
い
つ
も
眺
め

て
い
た
風
景
、
と
き
ど
き
は
こ
ち
ら
側
か
ら

対
岸
を
想
像
し
て
い
た
風
景
を
共
有
し
て
い

た
の
だ
と
知
っ
て
、
な
ん
だ
か
不
思
議
な
気

分
だ
っ
た
。

「
も
う
す
ぐ
、
山
が
き
れ
い
な
季
節
で
す

よ
ね
。
桜
が
咲
い
て
」

彼
は
、
目
を
細
め
て
ゆ
っ
く
り
と
角
度
を

変
え
て
い
く
山
を
見
た
。

「
そ
う
、
そ
の
次
は
新
緑
で
」

桜
の
季
節
に
は
そ
こ
に
も
桜
が
あ
っ
た
の

か
、
と
驚
く
ほ
ど
あ
ち
こ
ち
に
明
る
い
桃
色

の
部
分
が
現
れ
、
そ
の
あ
と
は
鮮
や
か
な
緑

で
山
に
模
様
が
で
き
る
。
何
度
季
節
が
め

ぐ
っ
て
き
て
も
、
楽
し
み
な
眺
め
だ
っ
た
。

◎日本民営鉄道協会とは？
昭和 42 年に社団法人として設立、平成 24 年 4 月 1 日付で一般社団法
人に移行、72 社の民営鉄道会社で組織されています。
鉄道の利便性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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で
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で
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『
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て
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１
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回
芥
川
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。

著
書
に
『
次
の
町
ま
で
、
き
み
は
ど
ん
な
歌
を
う
た
う
の
？
』『
わ
た

し
が
い
な
か
っ
た
街
で
』『
星
よ
り
ひ
そ
か
に
』『
き
ょ
う
の
で
き
ご

と
、
十
年
後
』『
パ
ノ
ラ
ラ
』
な
ど
。
最
新
刊
に
『
か
わ
う
そ
堀
怪
談

見
習
い
』
が
あ
る
。
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豊橋市長

佐原光一
Koichi SAHARA

特集：まちに溶け込みまちを支える路面電車
［〝市電〟と呼ばれて90年―豊橋鉄道市内線の魅力］

文◉茶木　環／撮影◉織本知之

愛知県豊橋市の中心部を走る豊橋鉄道東
あずまだ

田本線（市内線）。
現在では東海地方に唯一残る路面電車だ。
人口減少・超高齢化が進展する中、
集約型都市構造の形成を目指す豊橋市は、
この路面電車の存在意義を重視し、全国に先駆ける形で、
路面電車の活性化と連携したまちづくりを行ってきた。
平成 28 年３月には「豊橋市都市交通計画 2016⊖2025」を策定、
その実現に向け、｢豊橋市の公共交通をともに支え育む条例」の制定を進めている。
豊橋市の交通計画とその考え方について、佐原光一豊橋市長にお話を伺った。

路面電車とともに
生きるまち豊橋

INTERVIEW



市
民
の
生
活
と
と
も
に
あ
っ
た
市
電

―
―
ま
ず
、
豊
橋
市
の
概
要
か
ら
お
伺
い
で

き
ま
す
か
。

佐
原　

明
治
39
年
に
市
制
を
施
行
し
た
豊
橋

市
は
昨
年
、
市
制
１
１
０
周
年
を
迎
え
ま
し

た
。
東
三
河
地
区
の
中
心
地
で
人
口
は
約

38
万
人
で
す
が
、
近
年
は
減
少
傾
向
に
あ

り
、
平
成
47
年
に
は
約
35
・
４
万
人
に
ま
で

減
少
、
高
齢
化
率
は
30
％
に
達
す
る
と
予
測

さ
れ
て
い
ま
す
。

愛
知
県
下
で
は
有
数
の
産
業
都
市
で
、
自

動
車
産
業
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
自
動
車
関

連
工
業
の
生
産
比
率
は
約
３
分
の
１
程
度

で
、
食
料
品
や
化
学
製
品
、
機
械
な
ど
多
様

な
製
造
業
の
ま
ち
で
あ
り
、
農
業
も
盛
ん
で

す
。も

と
も
と
こ
の
地
域
に
は
農
業
に
適
し
た

素
地
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
43
年
に
豊
川

用
水
が
で
き
て
、
環
境
が
劇
的
に
変
化
し
ま

し
た
。
昭
和
39
年
に
東
海
道
新
幹
線
が
開
業

し
、
名
神
高
速
道
路
の
全
線
開
通
が
昭
和
40

年
、
東
名
高
速
道
路
は
昭
和
44
年
に
開
通
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
人
流
と
物
流
と
で
東
海

道
地
帯
の
経
済
構
造
が
大
き
く
進
展
し
た
同

時
期
に
、
農
業
も
進
化
し
、
全
国
で
も
有
数

の
農
業
地
域
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

―
―
お
話
に
も
出
ま
し
た
よ
う
に
、
豊
橋
に

は
新
幹
線
が
通
り
、
Ｊ
Ｒ
、
民
鉄
、
そ
れ
に

路
面
電
車
が
あ
り
、
フ
ァ
ス
ト
か
ら
ス
ロ
ー

ま
で
の
鉄
軌
道
が
揃
っ
て
い
ま
す
。

佐
原　

現
在
の
市
内
の
公
共
交
通
と
し
て
は

東
海
道
新
幹
線
の
ほ
か
、
Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線

と
飯
田
線
、
名
古
屋
鉄
道
名
古
屋
本
線
、
豊

橋
鉄
道
の
渥
美
線
と
、
市
民
に
「
市
電
」
の

愛
称
で
呼
ば
れ
る
軌
道
の
東
田
本
線
、
３
社

６
路
線
の
鉄
軌
道
の
ほ
か
、
路
線
バ
ス
、
タ

ク
シ
ー
、
市
内
５
地
区
を
走
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
中
京
都
市
圏
の
パ
ー
ソ
ン
ト

リ
ッ
プ
調
査
（
平
成
23
年
）
で
は
、
豊
橋
市

の
自
動
車
の
交
通
手
段
割
合
は
約
７
割
を
占

め
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
中
京
都
市
圏
の
平

均
よ
り
高
く
、
ま
た
増
加
傾
向
に
あ
り
、
市

民
の
生
活
が
自
動
車
に
依
存
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

自
動
車
抜
き
で
は
生
活
で
き
な
い
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
環
境
の
中
で
、
豊
橋
鉄

道
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
収
益
性
の

高
い
地
域
を
結
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
市

電
も
渥
美
線
も
よ
く
生
き
残
っ
て

き
た
と
思
い
ま
す
。

―
―
「
豊
橋
市
都
市
交
通
計
画

２
０
１
６

－

２
０
２
５
」
に
基
づ

き
、
ま
ち
づ
く
り
と
連
携
し
た
公

共
交
通
網
の
形
成
を
目
指
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
市
長
が
思
い
描
く
豊

橋
の
ま
ち
の
姿
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
す
か
。

佐
原　

や
は
り
公
共
交
通
の
利
用

が
低
迷
し
て
い
ま
す
の
で
、
多
様

な
交
通
手
段
を
誰
も
が
使
え
、
過

度
に
自
家
用
車
に
依
存
し
な
い
交

通
体
系
の
構
築
を
基
本
理
念
に
掲

げ
て
い
ま
す
。
特
に
市
電
に
つ
い

て
は
、
東
海
地
方
に
唯
一
残
る
路

面
電
車
で
も
あ
り
、
大
事
に
し
て
い
き
た

い
。
私
も
市
民
も
、
豊
橋
は
「
市
電
と
と
も

に
生
き
る
ま
ち
」
だ
と
い
う
認
識
を
持
っ
て

い
ま
す
。

戦
前
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
人
が
市
電
を

使
っ
て
通
勤
・
通
学
し
、
路
面
電
車
が
生
活

の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
最
近
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
都
市
な
ど
の
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
が
注

目
を
集
め
て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
自
動
車
が

少
な
い
時
代
、
日
本
の
地
方
都
市
で
は
普
通

に
そ
れ
が
成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。
道
の
真

ん
中
を
路
面
電
車
が
走
り
、
人
が
歩
き
、
自

動
車
が
通
る
。
共
存
共
栄
し
て
い
た
ん
で

す
。戦

後
も
路
面
電
車
が
真
っ
先
に
復
活
さ
れ

ま
し
た
。
ま
ち
の
復
興
を
支
え
、
空
襲
で
焼

け
野
原
と
な
っ
た
地
で
市
民
の
気
持
ち
を
支

え
た
の
が
路
面
電
車
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ

が
な
か
っ
た
ら
、
国
道
１
号
の
真
ん
中
を
走

る
路
面
電
車
が
残
る
わ
け
が
な
い
で
す
よ

ね
。

―
―
民
衆
駅※

第
１
号
と
な
っ
た
豊
橋
駅
（
国

鉄
・
名
鉄
共
同
使
用
）
の
存
在
も
市
民
の
鉄

軌
道
へ
の
思
い
を
裏
付
け
て
い
ま
す
ね
。

佐
原　

か
つ
て
豊
川
海
軍
工こ

う
し
ょ
う廠

に
駆
り
出
さ

れ
て
い
た
人
た
ち
は
飯
田
線
で
通
い
、
渥
美

線
の
先
端
に
は
セ
メ
ン
ト
工
場
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
地
域
の
人
た
ち
は
自
分
の
生
活
の

中
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
鉄
軌
道
へ
の
思
い
入

れ
が
と
て
も
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
豊
橋
市
が
戦
災
復
興
都
市
の
指

定
を
受
け
、
豊
橋
駅
が
復
興
す
る
時
も
「
民

衆
駅
を
何
と
し
て
も
建
て
る
ぞ
」
と
い
う
地

※戦後の復興期、国鉄と地元が共同で建設した商業施設が設けられた駅。昭和 25 年４月に開業した豊橋駅が第１号となった。5 MINTETSU SPRING 2017

特集：まちに溶け込みまちを支える路面電車
［〝市電〟と呼ばれて90年―豊橋鉄道市内線の魅力］

上：「市電」の愛称で呼ばれる東田本線は豊橋駅東口の「駅前」停留場が始点。
下：豊橋駅構内。豊橋駅と隣接して、豊橋鉄道渥美線の新豊橋駅がある。



元
の
強
い
意
志
に
よ
っ
て
、
昭
和
25
年
に
完

成
し
ま
し
た
。
市
民
の
「
鉄
軌
道
を
基
礎
に

し
て
、
ま
ち
を
復
活
さ
せ
る
」
と
い
う
思
い

は
現
在
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

路
面
電
車
が
残
っ
た
最
大
の
理
由
も
そ
こ
に

あ
る
し
、
こ
の
ま
ち
の
発
展
に
路
面
電
車
が

果
た
し
た
役
割
は
非
常
に
大
き
い
で
す
ね
。

鉄
軌
道
経
営
へ
の
市
民
の
理
解
を
深
め
る

―
―
市
の
都
市
交
通
施
策
と
し
て
、
路
面
電

車
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
さ

れ
て
き
ま
し
た
か
。

佐
原　

平
成
17
年
に
策
定
さ

れ
た
「
豊
橋
路
面
電
車
活
性

化
事
業
計
画
」
に
基
づ
き
、

停
留
場
の
改
良
や
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
、
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド

駐
車
場
の
整
備
、
全
面
低
床

式
車
両
（
Ｌ
Ｒ
Ｖ
）「
ほ
っ

ト
ラ
ム
」
の
導
入
、
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
「
ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｃ
ａ
」

の
導
入
な
ど
の
事
業
を
行
い

ま
し
た
。

ま
た
、
昭
和
57
年
に
は
運

動
公
園
前
ま
で
６
０
０
ｍ
延

伸
し
、
平
成
10
年
に
は
豊
橋

駅
総
合
開
発
事
業
の
一
つ
と

し
て
豊
橋
東
口
駅
前
広
場
整

備
を
実
施
し
、
軌
道
を

１
５
０
ｍ
延
伸
し
て
停
留
場

を
駅
ロ
ー
タ
リ
ー
に
移
設
し

ま
し
た
。
路
面
電
車
が
豊
橋

駅
に
乗
り
入
れ
る
こ
と
で
、
雨
の
日
も
濡
れ

ず
に
乗
り
換
え
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
利

便
性
が
飛
躍
的
に
向
上
し
ま
し
た
。

―
―
現
在
、
策
定
準
備
を
進
め
る
「
豊
橋
市

の
公
共
交
通
を
と
も
に
支
え
育
む
条
例
」
は
、

市
や
交
通
事
業
者
と
と
も
に
、
市
民
の
役
割

も
重
要
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

佐
原　

自
家
用
車
へ
の
過
度
な
依
存
か
ら
脱

し
、
公
共
交
通
を
維
持
・
活
性
化
す
る
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
や
役
割
を
明
確
に
し

て
、
皆
で
連
携
し
て
公
共
交
通
を
支
え
る
こ

と
が
重
要
で
、
そ
の
た
め
に
は
市
民
の
意
識

改
革
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

路
面
電
車
に
関
し
て
言
え
ば
、
生
き
残
っ

て
こ
ら
れ
た
の
は
市
民
の
力
が
あ
っ
た
か
ら

で
す
し
、
今
も
市
民
の
思
い
は
十
二
分
に
強

い
。
し
か
し
、
地
方
都
市
で
の
民
鉄
の
経
営

は
楽
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
く

の
は
本
当
に
難
し
い
ん
で
す
。
地
方
の
鉄
道

事
業
者
が
年
間
十
数
億
と
い
う
営
業
収
入
の

中
で
、
１
両
が
億
単
位
の
鉄
道
車
両
を
走
ら

せ
、
巨
額
の
維
持
費
を
か
け
て
い
る
な
ん

て
、
経
営
の
常
識
で
考
え
た
ら
あ
り
得
な

い
。
し
か
も
、
運
賃
が
安
く
な
い
と
納
得
し

て
も
ら
い
に
く
い
。「
公
共
」
と
名
が
付
く

と
ど
う
し
て
も
「
無
料
あ
る
い
は
格
安
で
提

供
さ
れ
る
べ
し
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
日

本
特
有
の
も
の
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
公
営
の
動
物
園
の
入
園

料
は
３
０
０
０
～
４
０
０
０
円
が
普
通
で
す

が
、
日
本
で
は
数
百
円
～
１
０
０
０
円
ぐ
ら

い
で
し
ょ
う
。
一
方
で
民
営
の
テ
ー
マ
パ
ー

ク
は
高
額
で
も
支
払
う
。
公
共
と
名
が
付
く

か
付
か
な
い
か
で
、
利
用
負
担
に
つ
い
て
心

理
的
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
で
生
活
す
る
人
々
は

「
自
分
が
鉄
軌
道
を
利
用
す
る
こ
と
で
ま
ち

づ
く
り
に
貢
献
す
る
」
と
い
う
意
識
が
ベ
ー

ス
に
あ
っ
て
行
動
し
ま
す
が
、
日
本
で
は
そ

れ
が
根
付
い
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
理
解
を

市
民
か
ら
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
難
し

さ
が
公
共
交
通
に
は
あ
り
ま
す
。

―
―
そ
う
し
た
市
民
の
意
識
を
高
め
る
た
め

に
は
ど
の
よ
う
な
施
策
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。

佐
原　

子
ど
も
の
頃
か
ら
電
車
に
乗
る
こ
と

を
習
慣
付
け
る
の
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
地
方
の
鉄
道
は
学
生
割
引
率
が
低
い

の
で
す
が
、
こ
れ
を
行
政
が
支
援
し
て
で
も

も
う
少
し
割
引
率
を
大
き
く
す
る
必
要
が
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
数
値
的
に
ど

こ
ま
で
上
げ
た
ら
乗
っ
て
も
ら
え
る
の
か
、

分
岐
点
が
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
す
。
た
だ
、

渥
美
線
の
通
勤
定
期
利
用
は
少
し
増
え
て
い

る
の
で
、
徐
々
に
で
す
が
市
民
の
皆
さ
ん
の

意
識
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

市
役
所
な
ど
も
率
先
し
て
通
勤
の
公
共
交
通

利
用
を
呼
び
掛
け
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

現
在
、
効
果
が
大
き
い
の
は
沿
線
で
イ
ベ

ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
時
で
す
。
イ
ベ
ン
ト
時

な
ど
に
乗
っ
て
い
た
だ
き
、
路
面
電
車
の
利

便
性
を
実
感
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
次
の

乗
車
や
習
慣
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
期

待
し
て
い
ま
す
。

―
―
現
在
の
習
慣
の
延
長
線
上
で
使
い
や
す

く
な
る
方
策
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

佐
原　

駅
や
電
停
の
近
く
に
駐
輪
場
を
設
置

し
て
、
サ
イ
ク
ル
＆
ラ
イ
ド
を
推
奨
し
て
い

ま
す
。
渥
美
線
に
つ
い
て
は
16
駅
中
14
駅
に

駐
輪
場
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
そ
の
ほ

か
、
海
外
の
都
市
で
サ
イ
ク
ル
ト
レ
イ
ン
を

目
に
し
て
こ
れ
は
い
い
と
思
っ
た
の
で
、
土

日
祝
日
の
運
行
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
１
列

車
10
台
限
定
で
す
が
、
１
台
１
０
０
円
で
自

転
車
が
持
ち
込
め
る
。
多
様
な
モ
ー
ド
の
交

通
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
活
か
し
な
が

ら
料
金
体
系
も
含
め
て
う
ま
く
補
い
合
え
る

と
い
う
仕
組
み
を
つ
く
り
、
市
民
に
公
共
交

通
を
活
用
し
て
も
ら
う
機
会
を
創
出
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
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ま
た
、
富
山
市
の
よ
う
に
公
共
や
民
間
の

施
設
を
駅
や
電
停
、
バ
ス
停
の
そ
ば
に
配
置

す
る
こ
と
も
、
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
中
に
普

通
に
書
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ

と
が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

持
続
可
能
な
あ
り
方
を
三
者
で
話
し
合
う

―
―
そ
の
富
山
市
は
路
面
電
車
に
対
し
て
行

政
が
上
下
分
離
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。
豊
橋
市
も
そ
の
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。

佐
原　

具
体
的
な
検
討
は
し
て
い
な
い
の
が

現
状
で
す
。
国
や
県
、
市
が
ど
の
よ
う
な
形

で
支
援
す
る
か
、
上
下
分
離
と
い
う
形
か
、

車
両
を
持
つ
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
支
援
は

必
要
で
、
今
の
ま
ま
で
は
持
続
で
き
な
い
だ

ろ
う
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
上
下
分
離
す
る
と
な
る
と
、
イ
ン

フ
ラ
部
分
の
維
持
管
理
に
必
要
な
技
能
を
ど

う
す
る
か
な
ど
、
種
々
の
問
題
が
生
じ
て
き

ま
す
。
ま
た
、
県
庁
所
在
地
で
は
な
い
豊
橋

市
の
場
合
は
財
政
的
に
厳
し
い
と
こ
ろ
も
あ

り
、
と
て
も
賄
い
き
れ
な
い
。
自
分
た
ち
だ

け
で
賄
う
と
な
る
と
か
な
り
苦
し
い
の
で
、

国
や
県
か
ら
一
定
の
支
援
を
受
け
て
対
処
す

る
と
し
て
も
、
道
路
整
備
な
ど
は
ど
う
な
る

の
か
。
交
通
モ
ー
ド
の
縦
割
り
の
枠
組
み
を

超
え
た
支
援
の
仕
組
み
が
必
要
に
な
る
だ
ろ

う
と
考
え
て
い
ま
す
。

豊
橋
市
で
は
平
成
22
年
度
よ
り
市
職
員
の

エ
コ
通
勤
運
動
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
運
動

を
広
げ
、
ま
ず
皆
さ
ん
に
乗
っ
て
も
ら
っ
て

鉄
軌
道
を
維
持
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と

に
全
力
を
尽
く
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

同
時
に
豊
橋
鉄
道
に
も
交
通
事
業
者
と
し

て
、
皆
さ
ん
に
乗
っ
て
も
ら
う
仕
組
み
を
提

案
し
て
い
く
努
力
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
朝
夕
は
通
勤
通
学
で
あ
る
程
度
の

乗
車
率
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
昼
間
の
利
用

を
増
や
し
て
経
営
効
率
を
上
げ
る
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
か
。
こ
れ
も
事
業
者
と
市
、
市

民
と
で
知
恵
を
出
し
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
で
す
。

―
―
持
続
可
能
な
あ
り
方
を
三
者
で
話
し

合
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
ね
。

佐
原　

そ
う
で
す
ね
。
何
よ
り
困
る
の
は
路

面
電
車
が
な
く
な
る
こ
と
な
ん
で
す
。
軌
道

延
伸
の
要
望
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
が
、

実
現
に
見
合
う
だ
け
の
利
用
が
見
込
め
る

ル
ー
ト
で
は
な
い
と
い
う
の
が
現
実
で
す
。

確
か
に
運
動
公
園
内
の
野
球
場
で
野
球
の
試

合
が
あ
る
時
は
大
勢
の
人
に
路
面
電
車
は
利

用
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
以

外
の
時
は
皆
さ
ん
車
を
使
わ
れ
ま
す
。
た

だ
、
陸
上
競
技
の
大
会
な
ど
で
市
外
か
ら
来

た
方
々
は
、
豊
橋
駅
で
路
面
電
車
に
乗
り
換

え
て
く
だ
さ
る
。
市
民
向
け
の
イ
ベ
ン
ト
も

も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
市
外
か
ら
訪
問
客

を
呼
び
込
む
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
た

り
、
観
光
振
興
と
結
び
付
け
る
な
ど
の
努
力

を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。

―
―
豊
橋
鉄
道
に
交
通
事
業
者
と
し
て
期
待

す
る
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

佐
原　

近
年
は
、
全
体
に
利
用
者
目
線
の

サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
一
層
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
思
い
ま
す
。
あ
と
は
、
乗
客
が
使
用
す

る
も
の
、
身
近
に
あ
る
も
の
に
投
資
を
し
て

い
た
だ
き
た
い
し
、
行
政
に
「
自
分
た
ち
は

こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
い
か
ら
、
一
緒
に
や

り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
提
案
を
積
極

的
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

豊
橋
鉄
道
に
限
ら
ず
、
地
方
の
中
小
民
鉄

は
皆
そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
新
た
な
挑

戦
や
投
資
に
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇
し
が
ち
で
す
。
し
か
し
、

逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
研
究
開
発
の
大
き
な

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
で
も
あ
る
と
思
う
ん
で

す
。
も
っ
と
地
域
の
お
役
に
立
て
る
可
能
性

が
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
果

敢
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
渥
美
線
の
カ
ラ
フ
ル
ト
レ
イ
ン

は
、
と
て
も
評
判
が
い
い
ん
で
す
。
さ
ま
ざ

ま
な
沿
線
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
な
ど
し

て
、
利
用
す
る
楽
し
さ
も
つ
く
っ
て
い
っ
て

ほ
し
い
で
す
ね
。
乗
る
こ
と
が
楽
し
く
な
け

れ
ば
利
用
も
増
え
な
い
で
し
ょ
う
。

―
―
最
後
に
、
豊
橋
市
と
し
て
今
後
の
ま
ち

づ
く
り
の
中
で
の
路
面
電

車
の
存
在
意
義
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

佐
原　

多
く
の
地
方
都
市

と
同
様
に
人
口
減
少
と
超

高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
中

で
、
最
も
深
刻
な
の
は
活

力
を
担
う
若
者
の
人
口
減

少
で
す
。
そ
し
て
も
う
一

つ
の
問
題
は
、
女
性
が
活

躍
で
き
る
職
場
が
少
な
い

と
い
う
こ
と
。
そ
う
し
た

こ
と
を
含
め
て
、
人
づ
く
り
、
ま
ち
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
し
て
地
域
の
形
成
、
人
間
の
形
成
を

含
め
て
、
公
共
交
通
は
非
常
に
重
要
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
公
共
交
通
を

利
用
す
る
こ
と
で
公
共
マ
ナ
ー
を
学
び
、
社

会
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
ま
ち
が
路
面
電
車
を
残
し
て
き
た
と

い
う
こ
と
は
誇
り
に
思
う
こ
と
だ
し
、
そ
の

路
面
電
車
を
残
せ
た
か
ら
こ
そ
、
東
三
河
地

域
の
中
心
と
し
て
あ
り
続
け
て
い
る
。
経
済

の
論
理
だ
け
で
ま
ち
が
つ
く
ら
れ
れ
ば
、
ま

ち
は
振
り
回
さ
れ
て
し
ま
う
。
経
済
の
論
理

だ
け
で
は
な
く
て
、
本
来
あ
る
べ
き
ま
ち
と

し
て
の
機
能
で
あ
っ
た
り
、
ま
ち
全
体
と
し

て
の
風
格
で
あ
っ
た
り
と
い
う
も
の
は
、
や

は
り
路
面
電
車
が
支
え
て
く
れ
た
と
こ
ろ
が

多
分
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
ど

う
や
っ
て
残
し
て
い
け
る
か
は
、
ま
た
別
の

視
点
も
含
め
て
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。
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文
◉
茶
木
　
環
／
撮
影
◉
織
本
知
之

豊
橋
鉄
道
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
社
長

伊
藤
正
雄

M
asao IT

O
U

大
正
14
年
に
開
業
し
た
豊
橋
鉄
道
の
軌
道
線
・
東あ

ず
ま
だ田
本
線
は
、

平
成
27
年
に
開
業
90
周
年
を
迎
え
た
。

そ
こ
に
は
、
戦
時
中
の
豊
橋
大
空
襲
に
よ
る
全
線
不
通
か
ら
の
復
興
、

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
発
展
の
影
響
を
受
け
て
の
支
線
の
廃
止
な
ど
、

時
代
ご
と
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
市
民
の
「
市
電
」
を
残
し
て
き
た

豊
橋
鉄
道
の
た
ゆ
ま
な
い
努
力
が
あ
る
。

現
在
で
は
東
海
地
方
に
残
る
唯
一
の
路
面
電
車
と
し
て

ま
ち
づ
く
り
や
観
光
面
で
も
豊
橋
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
市
電
を
、

今
後
は
ど
う
維
持
し
て
い
く
の
か
。

豊
橋
鉄
道
株
式
会
社
の
伊
藤
正
雄
代
表
取
締
役
社
長
に
お
話
を
伺
っ
た
。

豊
橋
の
シ
ン
ボ
ル
・

路
面
電
車
を

守
り
続
け
る

TOP INTERVIEW



90
年
の
歴
史
を
持
つ
路
面
電
車

―
―
豊
橋
鉄
道
の
東
田
本
線
は
市
民
か
ら

「
市
電
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

伊
藤　

大
正
14
年
に
、
当
社
の
前
身
で
あ
る

豊
橋
電
気
軌
道
が
東
田
本
線
を
開
業
し
、
路

面
電
車
の
運
行
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
当
社

の
軌
道
線
は
ず
っ
と
民
営
で
は
あ
り
ま
す

が
、
一
般
的
に
市
内
の
皆
さ
ま
か
ら
は
愛
情

を
こ
め
て
「
市
電
」
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
鉄
道
線
の
渥
美
線
は
大
正
13
年
に
渥

美
電
気
鉄
道
が
開
業
し
た
路
線
で
、
名
古
屋

鉄
道
を
経
て
昭
和
29
年
に
当
社
が
引
き
継
ぎ

ま
し
た
。
弊
社
は
豊
橋
電
気
軌
道
の
創
業
を

会
社
の
起
源
と
し
て
い
ま
す
。

昭
和
２
年
以
降
に
は
乗
合
バ
ス
の
運
行
も

開
始
し
、
東
三
河
エ
リ
ア
一
帯
に
路
線
バ
ス

網
を
築
き
上
げ
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
路
線

バ
ス
や
観
光
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
と
、
東
三
河

エ
リ
ア
の
公
共
交
通
を
担
っ
て
い
ま
す
。
創

業
以
来
一
貫
し
て
、
地
域
の
皆
さ
ま
の
足
を

守
る
べ
く
努
力
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

―
―
開
業
か
ら
90
年
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の

困
難
を
乗
り
越
え
て
こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

伊
藤　

戦
時
中
、
豊
橋
は
軍
都
だ
っ
た
の
で

空
襲
が
あ
り
、
昭
和
20
年
６
月
20
日
の
豊
橋

大
空
襲
で
全
線
不
通
と
な
り
ま
し
た
が
、
１

カ
月
に
満
た
な
い
７
月
８
日
に
東
田
本
線
の

前
畑

－

東
田
坂
上
間
を
復
旧
、
３
カ
月
後
の

９
月
20
日
に
は
東
田
本
線
全
線
を
復
旧
し
、

翌
21
年
2
月
に
は
柳
生
橋
支
線
全
線
を
復
旧

さ
せ
ま
し
た
。
幸
い
に
も
車
庫
が
焼
け
残

り
、
車
両
が
無
事
だ
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
要

因
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
広
島
で
原
爆
投
下
の

３
日
後
に
路
面
電
車
が
走
っ
た
そ
う
で
す

が
、
豊
橋
で
も
早
期
に
復
旧
し
、
路
面
電
車

が
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
ん
で
す
。

し
か
し
、
昭
和
30
年
代
後
半
に
な
る
と
、

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
り
、
路

面
電
車
に
と
っ
て
は
苦
し
い
時
代
が
始
ま
り

ま
し
た
。
当
時
の
新
聞
に
、
軌
道
敷
に
自
動

車
が
入
っ
て
、
路
面
電
車
が
立
往
生
し
て
い

る
風
刺
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
さ

に
そ
う
い
う
状
況
で
し
た
。
た
だ
、
そ
う
し

た
中
で
も
ル
ー
ト
変
更
な
ど
を
経
て
、
昭
和

35
年
に
は
新
し
い
車
庫
を
整
備
し
、
赤
岩
口

ま
で
の
延
伸
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

昭
和
40
年
代
に
入
る
と
、
利
用
者
の
減
少

は
さ
ら
に
大
き
く
、
昭
和
46
年
に
は
ワ
ン
マ

ン
運
転
を
開
始
す
る
な
ど
の
合
理
化
を
進

め
、
採
算
性
の
向
上
を
図
り
ま
し
た
。
昭
和

48
年
に
は
駅
前

－

市
民
病
院
前
間
を
廃
止

し
、
昭
和
51
年
は
柳
生
橋
支
線
を
廃
止
す
る

な
ど
、
二
度
に
わ
た
る
路
線
廃
止
も
行
っ
て

い
ま
す
。　

市
内
線
単
体
の
事
業
収
支
は
経
営
課
題
で

し
た
が
他
事
業
で
カ
バ
ー
す
る
こ
と
で
、
公

共
交
通
事
業
者
の
責
務
と
し
て
東
田
本
線
を

守
り
、
当
社
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
路
面
電
車
を

存
続
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
全
国
的
に
路
面
電
車
は
不
要
で
あ

る
と
い
う
論
調
の
時
代
が
あ
り
、
豊
橋
で
も

当
然
そ
う
い
う
声
は
挙
が
っ
て
い
た
と
思
い

ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
う
し
た
逆
風
の
中
に

あ
っ
て
、
こ
こ
車
社
会
の
東
海
地
区
で
、
地

元
行
政
、
警
察
、
道
路
管
理
者
、
地
域
の
皆

さ
ま
の
賛
同
を
得
て
、
軌
道
敷
へ
の
車
両
乗

り
入
れ
を
認
め
な
い
で
い
た
だ
け
た
の
が
非

常
に
大
き
か
っ
た
。
定
時
性
が
あ
る
程
度
確

保
さ
れ
た
こ
と
が
、
路
面
電
車
が
生
き
残
る

こ
と
が
で
き
た
一
番
の
理
由
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

豊
橋
の
ド
ラ
イ
バ
ー
の
方
々
は
、
路
面
電

車
の
走
行
環
境
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
意
識
が

と
て
も
高
い
ん
で
す
。
そ
れ
は
本
当
に
あ
り

が
た
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
そ
う
し
た
苦
し
い
時
代
を
経
て
、
路
面

電
車
は
ま
ち
づ
く
り
と
と
も
に
発
展
し
て
き

ま
し
た
。

伊
藤　

昭
和
57
年
に
、
東
田
本
線
を
６
０
０

ｍ
延
伸
し
、
井
原

－

運
動
公
園
前
間
を
支
線

と
し
て
開
業
し
ま
し
た
。
と
も
す
れ
ば
、
廃

止
さ
れ
る
時
代
に
画
期
的
な
経
営
判
断
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
全
国
的
に
見
て
も
14

年
ぶ
り
と
な
る
路
面
電
車
の
新
規
路
線
で
す

が
、
岩
田
運
動
公
園
を
核
と
し
た
ま
ち
づ
く

り
が
議
論
さ
れ
、
行
政
や
市
民
の
後
押
し
が

あ
っ
て
こ
そ
実
現
し
た
も
の
で
し
た
。

運
用
面
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
の
間
の
日

本
一
と
も
言
わ
れ
る
軌
道
の
カ
ー
ブ
は
半
径

11
ｍ
で
、
乗
車
し
て
い
る
と
直
角
に
曲
が
る

よ
う
な
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
使
用
で
き
な
い

車
両
も
あ
る
の
で
、
ダ
イ
ヤ
を
組
む
の
も
非

常
に
難
し
い
の
で
す
が
、
岩
田
運
動
公
園
へ

の
足
が
確
保
さ
れ
て
輸
送
人
員
は
確
実
に
増

加
し
ま
し
た
。

平
成
２
年
に
は
豊
橋
市
の
都
市
景
観
整
備

事
業
と
し
て
架
線
柱
の
セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
化

が
進
め
ら
れ
、
駅
前
大
通
に
始
ま
り
、
平
成

８
年
に
は
国
道
部
ま
で
市
内
線
の
約
３
分
の

１
が
切
り
替
わ
り
、
街
の
景
観
が
一
変
し
ま

し
た
。

ま
た
、
平
成
10
年
に
は
豊
橋
駅
総
合
開
発

事
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
東
口
駅
前
広

場
整
備
を
機
に
、
豊
橋
駅
の
ロ
ー
タ
リ
ー
ま

で
１
５
０
ｍ
延
伸
し
て
停
留
場
を
移
設
。
他

の
路
線
と
の
乗
り
換
え
利
便
性
が
格
段
に
向

上
し
ま
し
た
。

路
面
電
車
は
当
社
に
と
っ
て
会
社
の
ル
ー

ツ
で
あ
り
、
単
体
の
収
支
改
善
は
待
っ
た
な

し
の
経
営
課
題
で
す
が
、
市
が
推
進
す
る
ま

ち
づ
く
り
の
中
で
、
路
面
電
車
は
ま
ち
の
基

盤
・
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
と
、
市
民
の
皆
さ
ま

に
認
識
い
た
だ
き
、
ご
支
援
い
た
だ
い
て
い

る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
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企
画
電
車
で
ブ
ラ
ン
ド
力
向
上

―
―
豊
橋
鉄
道
と
言
え
ば
、
夏
季
の
「
納
涼

ビ
ー
ル
電
車
」
や
冬
季
の
「
お
で
ん
し
ゃ
」

な
ど
の
企
画
電
車
が
大
人
気
で
ブ
ラ
ン
ド
力

向
上
に
一
役
買
っ
て
い
ま
す
ね
。

伊
藤　

え
え
、
電
話
と
い
う
ア
ナ
ロ
グ
な
方

法
で
予
約
を
受
け
付
け
て
い
る
ん
で
す
が
、

あ
り
が
た
い
こ
と
に
す
ぐ
に
満
席
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
お
で
ん
し
ゃ
も
ビ
ー
ル
電
車

も
期
間
中
は
毎
日
運
行
し
て
お
り
、
両
方
を

合
わ
せ
る
と
年
間
7
カ
月
ぐ
ら
い
運
行
し
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
さ
す
が

に
珍
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
遠
方

か
ら
お
越
し
に
な
る
お
客
さ
ま
も
多
く
、
楽

し
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

お
で
ん
し
ゃ
も
ビ
ー
ル
電
車
も
決
し
て
収

益
が
高
い
事
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
豊
橋

か
ら
全
国
の
人
々
に
発
信
し
て
、
豊
橋
の
路

面
電
車
の
認
知
度
を
上
げ
、
親
し
ん
で
い
た

だ
こ
う
と
い
う
目
的
で
始
め
ま
し
た
。

豊
橋
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う

点
で
は
、
成
功
し
た
と
思
っ
て
い

ま
す
。「
お
で
ん
し
ゃ
」
と
い
う

ネ
ー
ミ
ン
グ
も
印
象
的
で
広
が
っ

て
い
ま
す
し
、
地
元
老
舗
企
業
の

ヤ
マ
サ
ち
く
わ
の
ご
協
力
も
い
た

だ
い
て
、
い
い
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
で
き
て
い
ま
す
。

―
―
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
言
え

ば
、
岡
山
電
気
軌
道
と
路
面
電
車

同
士
の
姉
妹
縁
組
を
結
ん
だ
こ
と

も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
ん

な
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
の
で
す
か
。

伊
藤　

豊
橋
鉄
道
グ
ル
ー
プ
創
立
90
周
年
事

業
の
一
つ
と
し
て
、
地
域
の
人
た
ち
と
今
後

の
市
電
の
役
割
や
魅
力
を
考
え
よ
う
と
「
市

電
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
を
開
催
し
ま
し

た
。
こ
の
時
、
基
調
講
演
を
両
備
グ
ル
ー
プ

代
表
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
小
嶋
光
信
氏
に
お
願
い
し

た
の
を
き
っ
か
け
に
、
平
成
27
年
３
月
、
姉

妹
縁
組
を
締
結
し
ま
し
た
。
利
用
人
員
の
回

復
は
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
路
面
電
車
事
業

者
同
士
が
地
域
の
垣
根
を
越
え
て
情
報
交
換

や
共
有
を
通
じ
て
連
携
す
る
こ
と
を
趣
旨
と

し
て
い
ま
す
。
記
念
事
業
と
し
て
、
岡
山
電

気
軌
道
で
「
お
で
ん
し
ゃ
」
を
運
行
し
ま
し

た
。
当
社
の
お
で
ん
を
新
幹
線
で
運
ん
だ
ん

で
す
よ
。

一
方
、
当
社
に
は
岡
山
電
気
軌
道
の
夏
の

風
物
詩
「
風
鈴
電
車
」
の
ご
提
案
を
い
た
だ

き
、
ビ
ー
ル
電
車
を
備
前
焼
の
風
鈴
で
演

出
、
豊
橋
の
食
材
を
使
っ
た
フ
レ
ン
チ
の

オ
ー
ド
ブ
ル
と
岡
山
の
マ
ス
カ
ッ
ト
ワ
イ
ン

で
「
フ
レ
ン
チ
ト
レ
イ
ン
」
も
運
行
し
ま
し

た
。

―
―
岡
山
電
気
軌
道
の
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ

を
参
考
に
し
た
い
と
お
考
え
で
す
か
。

伊
藤　

古
い
車
両
で
も
う
ま
く
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
す
れ
ば
、
発
信
力
の
強
い
も
の
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
小
嶋
社
長
に
も
、
も
っ
と

車
両
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
方
が
い
い
と

ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
社
の

路
面
電
車
の
車
両
は
ほ
ぼ
広
告
媒
体
の
ラ
ッ

ピ
ン
グ
車
両
で
今
の
と
こ
ろ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
を
対

象
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
露
出
す
る
機
会
を
増
や
し
て
い
ま
す
。
岡

山
電
気
軌
道
と
同
じ
両
備
グ
ル
ー
プ
の
和
歌

山
電
鐵
は
猫
の
駅
長
で
人
が
集
ま
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
し
た
発
想
は
ぜ
ひ
学
ば
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
今
は
比
較
的
、
市
民
の
足
と
し
て
の
役

割
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
観
光
資
源
化
さ

せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

伊
藤　

え
え
、
公
共
交
通
で
あ
る
市
電
は
、

地
域
の
皆
さ
ま
の
最
も
身
近
な
足
と
し
て
ご

利
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
豊
橋

市
の
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ン
テ
ン

ツ
の
一
つ
と
し
て
も
認
定
し
て
い
た
だ
き
、

豊
橋
の
顔
と
し
て
周
知
さ
れ
る
こ
と
が
多
く

な
り
ま
し
た
。
沿
線
行
事
と
連
携
し
て
、
交

通
手
段
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
豊
橋
の
観

光
資
源
と
し
て
一
翼
を
担
っ
て
い
け
る
よ
う

努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

市
民
に
愛
さ
れ
る
市
電

―
―
豊
橋
に
は
路
面
電
車
を
支
援
す
る
市
民

の
会
が
あ
り
ま
す
。
サ
ポ
ー
ト
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

伊
藤　

非
常
に
あ
り
が
た
い
存
在
で
す
。

「
と
よ
は
し
市
電
を
愛
す
る
会
」
は
ロ
ー
タ

リ
ー
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
が
中
心
に
な
っ
て

結
成
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
今
で
は
市

民
、
学
生
な
ど
幅
広
い
層
の
方
々
が
会
員
と

な
り
、
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

平
成
20
年
に
、
当
社
に
と
っ
て
初
の
新
車

で
あ
る
全
面
低
床
式
車
両
（
Ｌ
Ｒ
Ｖ
）「
ほ
っ

ト
ラ
ム
」
を
導
入
し
ま
し
た
。
国
や
市
の
支

援
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
の
方
々
の
多
大
な

ご
寄
付
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
購
入
で
き
ま

し
た
。
皆
さ
ま
の
熱
い
思
い
を
あ
り
が
た
く

受
け
止
め
、
大
切
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
も
大
変
親
し
ま
れ

て
お
り
、
民
鉄
協
主
催
の
第
９
回
「『
私
と
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み
ん
て
つ
』
小
学
生
新
聞
コ
ン
ク
ー
ル
」
で

は
、「
ほ
っ
ト
ラ
ム
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品

が
奨
励
賞
と
佳
作
に
入
賞
し
ま
し
た
。

地
域
と
共
生
し
て
成
長
す
る

―
―
今
後
は
路
面
電
車
の
活
性
化
を
ど
の
よ

う
な
形
で
進
め
て
い
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

伊
藤　

こ
こ
10
年
、
Ｌ
Ｒ
Ｖ
導
入
や
停
留
場

の
改
修
と
い
っ
た
Ｌ
Ｒ
Ｔ
整
備
事
業
、
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
「
ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｃ
ａ
」
の
導
入
、
老
朽

施
設
の
改
修
な
ど
、
豊
橋
市
を
始
め
地
元
の

皆
さ
ま
と
連
携
を
取
り
な
が
ら
一
体
と
な
っ

て
軌
道
事
業
を
営
ん
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
路
面
電
車
の
輸
送
人
員

は
、
最
近
で
は
横
ば
い
を
維
持
し
て
い
る
と

は
い
え
、
こ
の
先
、
少
子
高
齢
化
に
伴
う
利

用
者
減
少
と
い
っ
た
課
題
を
抱
え
て
い
ま

す
。
老
朽
化
し
た
施
設
の
改
修
・
更
新
も
喫

緊
の
課
題
で
す
。
市
の
ご
支
援
を
い
た
だ
く

事
業
も
あ
り
ま
す
が
、
車
両
や
変
電
所
の
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
当
社
単
独
の
も
の
も
あ

り
、
事
業
の
根
幹
で
あ
る
安
全
輸
送
・
安
定

輸
送
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
今
後
予

想
さ
れ
る
災
害
な
ど
に
備
え
、
優
先
順
位
を

つ
け
て
で
き
る
限
り
や
っ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

当
社
の
よ
う
な
規
模
の
事
業
者
で
す
と
、

や
は
り
イ
ン
フ
ラ
が
非
常
に
重
た
い
ん
で

す
。
自
分
た
ち
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
。
さ

ま
ざ
ま
な
手
法
も
検
討
す
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
す
ぐ
に
と
は
行
か
な
い
で
し
ょ
う
し
、

時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

当
面
は
で
き
る
部
分
を
一
生
懸
命
頑
張
っ
て

い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
全
国
的
に
も
路
面
電
車
の
存
在
意
義
は

ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
流
れ
を
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
か
。

伊
藤　

確
か
に
路
面
電
車
を
は
じ
め
と
し
た

公
共
交
通
機
関
を
軸
に
ま
ち
づ
く
り
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
豊
橋
市
も
公
共

交
通
の
整
備
を
ま
ち
づ
く
り
の
優
先
課
題
と

考
え
、「
豊
橋
市
の
公
共
交

通
を
と
も
に
支
え
育
む
条

例
」
の
策
定
準
備
を
進
め
て

い
ま
す
。
公
共
交
通
事
業
者

で
あ
る
当
社
に
も
、
今
後
、

一
層
の
責
務
が
生
じ
る
も
の

と
考
え
ま
す
。
公
共
交
通
の

あ
り
方
が
見
直
さ
れ
て
き
て

い
る
中
、
時
代
に
即
し
た
挑

戦
を
し
、
発
展
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

―
―
そ
う
し
た
中
で
地
域
も
、
人
口
減
少
と

い
う
大
き
な
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

伊
藤　

当
社
の
鉄
道
収
入
の
中
で
は
通
学
定

期
が
約
２
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
９
割

弱
が
渥
美
線
の
通
学
定
期
収
入
で
、
豊
橋
市

内
に
あ
る
大
学
、
高
校
の
通
学
輸
送
が
大
き

な
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て
い
ま
す
。
今
後
の
少

子
化
に
よ
る
若
年
人
口
の
減
少
は
、
大
き
な

課
題
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
学
生
数
の
減
少
は
就
業
人
口
の
減

少
、
ひ
い
て
は
地
域
の
衰
退
に
つ
な
が
り
か

ね
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
地
域
の

事
業
者
と
し
て
、
若
い
人
た
ち
が
活
躍
で
き

る
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
女
性
の
活
躍
に
も
力
を
入

れ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

運
転
士
の
半
数
が
女
性
だ
と
聞
き
ま
す
が
、

当
社
で
も
路
面
電
車
で
３
人
の
女
性
運
転
士

が
活
躍
し
て
お
り
、
今
後
も
積
極
的
に
採
用

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
そ
れ
で
は
最
後
に
こ
れ
か
ら
の
時
代
、

豊
橋
市
に
お
け
る
理
想
的
な
路
面

電
車
の
あ
り
方
に
つ
い
て
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

伊
藤　

公
共
交
通
の
沿
線
に
施
設

を
集
積
す
る
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ

の
構
築
に
は
、
当
社
の
路
面
電
車

を
も
っ
と
活
用
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
５
・
４

㎞
と
短
い
路
線
で
は
あ
り
ま
す

が
、
終
端
の
赤
岩
口
か
ら
郊
外
へ

ア
ク
セ
ス
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で

す
。
軌
道
自
体
の
延
伸
は
で
き
な

く
て
も
、
路
線
バ
ス
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

な
ど
他
の
交
通
モ
ー
ド
と
接
続
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
も
っ
と
人
々
の
移
動
範
囲
が
広

が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
施
策
を
含
め
、
地
方
の
公
共
交

通
事
業
は
、
大
変
厳
し
い
経
営
状
況
に
あ
る

の
が
現
実
で
す
が
、
安
全
の
確
保
を
最
優
先

に
、
地
道
な
企
業
努
力
で
地
域
貢
献
を
果
た

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
地
域
と
と
も
に
歩
む
」
が
当
社
の
社
是

で
あ
り
、「
地
域
の
移
動
を
守
り
続
け
る
」

の
が
当
社
の
企
業
思
想
で
す
。
創
業
当
時
と

変
わ
る
こ
と
な
く
、
地
域
貢
献
を
合
言
葉

に
、
都
市
機
能
の
向
上
に
参
画
・
寄
与
し
て

い
き
た
い
。
こ
れ
か
ら
も
地
域
の
皆
さ
ま
と

と
も
に
豊
橋
市
の
考
え
る
ま
ち
づ
く
り
と
ベ

ク
ト
ル
を
合
わ
せ
、
長
年
、
市
民
に
愛
さ
れ

続
け
て
き
た
路
面
電
車
を
地
域
の
財
産
と
し

て
守
り
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
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特
集
：
ま
ち
に
溶
け
込
み
ま
ち
を
支
え
る
路
面
電
車

﹇〝
市
電
〞
と
呼
ば
れ
て
90
年
―
豊
橋
鉄
道
市
内
線
の
魅
力
﹈

文
◉
茶
木　

環
／
撮
影
◉
織
本
知
之

「
市
電
」
の
愛
称
で
、
市
民
に
親
し
ま
れ
る
豊
橋
鉄
道
の
東あ

ず
ま
だ田
本
線
に
は
、

全
国
に
先
駆
け
、
Ｌ
Ｒ
Ｔ
構
想
に
準
じ
た
事
業
を
進
め
る
な
ど
、

長
期
的
な
視
点
で
積
極
的
な
投
資
が
行
わ
れ
て
き
た
。

市
民
、
行
政
、
そ
し
て
鉄
道
事
業
者
が

「
路
面
電
車
は
地
域
の
公
共
財
で
あ
り
、
欠
か
せ
な
い
財
産
で
あ
る
」
と
い
う

共
通
認
識
の
下
、
維
持
・
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

そ
し
て
現
在
、
豊
橋
市
で
は
、
集
約
型
都
市
構
造
の
実
現
を
目
指
し
て

「
豊
橋
市
都
市
交
通
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
そ
の
交
通
計
画
実
現
に
向
け
、

「
豊
橋
市
の
公
共
交
通
を
と
も
に
支
え
育
む
条
例
」
の
制
定
準
備
が
進
む
。

路
面
電
車
を
守
り
、
育
て
る
―
―

三
位
一
体
で
取
り
組
む
現
状
と
課
題
を
紹
介
す
る
。

市
民
・
行
政
・
鉄
道
事
業
者
の

三
位
一
体
と
な
っ
た

交
通
ま
ち
づ
く
り

REPORT



全
国
で
２
番
目
に
短
い
路
面
電
車

か
つ
て
市
営
で
あ
っ
た
歴
史
は
な
い
も
の

の
、「
市
電
」
の
愛
称
で
豊
橋
市
民
に
親
し

ま
れ
て
い
る
豊
橋
鉄
道
の
東
田
本
線
（
市
内

線
）
は
、
駅
前

－

赤
岩
口
間
４
・
８
㎞
と
井

原

－

運
動
公
園
前
間
０
・
６
㎞
、
計
５
・
４
㎞

（
停
留
場
数
14
カ
所
）
の
路
線
。
岡
山
電
気

軌
道
（
４
・
８
㎞
）
に
次
い
で
全
国
で
２
番

目
に
短
い
路
面
電
車
だ
。

輸
送
人
員
は
昭
和
38
年
の
９
５
７
万
人
を

ピ
ー
ク
に
減
少
し
続
け
、
平
成
10
年
に
は

３
０
０
万
人
を
割
り
込
む
ま
で
落
ち
込
ん
だ

が
、
そ
の
後
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
平
成
15

年
以
降
は
緩
や
か
な
が
ら
増
加
に
転
じ
、
平

成
26
年
に
は
17
年
ぶ
り
に
３
０
０
万
人
超
に

復
活
し
た
。
現
在
は
横
ば
い
傾
向
に
あ
る
。

「
当
社
の
全
収
入
の
う
ち
鉄
軌
道
に
よ
る

収
入
は
７
割
で
、
市
内
線
の
運
賃
収
入
は
鉄

軌
道
収
入
の
４
分
の
１
、
そ
の
う
ち
Ｉ
Ｃ
利

用
を
含
ん
だ
普
通
券
の
収
入
が
６
割
弱
、
通

学
定
期
が
１
割
弱
程
度
、
通
勤
定
期
が
２
割

弱
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
」
と
豊
橋
鉄
道
の

柴
田
良
昭
取
締
役
は
解
説
す
る
。

そ
れ
以
外
の
定
期
外
収
入
で
は
、
市
民
に

す
っ
か
り
人
気
が
定
着
し
た
「
お
で
ん

し
ゃ
」
や
「
納
涼
ビ
ー
ル
電
車
」
に
代
表
さ

れ
る
企
画
電
車
に
よ
る
運
行
収
入
も
一
定
の

割
合
を
占
め
て
い
る
と
い
う
。

大
正
14
年
に
開
業
し
た
市
内
線
は
、
モ
ー

タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
で
全
国
各
地
の
路

面
電
車
が
廃
止
さ
れ
る
中
、
東
海
地
方
唯
一

の
路
面
電
車
と
し
て
生
き
残
り
、
90
年
以
上

も
の
間
、
市
民
の
足
と
し
て
走
り
続
け
て
い

る
。
そ
の
長
い
歴
史
と
存
在
感
で
、
現
在
で

は
豊
橋
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
が
、
経

営
的
に
は
市
内
線
単
体
で
の
収
支
は
赤
字

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
内
包
す
る
。
沿
線

の
人
口
減
少
も
既
に
始
ま
っ
て
お
り
、
さ
ら

に
厳
し
い
現
実
が
待
ち
構
え
て
い
る
。

「
消
費
税
率
の
改
定
を
除
い
て
は
昭
和
59

年
以
来
、
30
年
以
上
実
質
値
上
げ
は
行
っ
て

い
な
い
」
と
、
豊
橋

鉄
道
の
梅
村
仁
朗
鉄

道
部
次
長
は
話
す
。

「
こ
れ
ま
で
十
分

に
実
施
で
き
な
か
っ

た
施
設
な
ど
ハ
ー
ド

面
の
更
新
は
加
速
度

的
に
実
施
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
、
安
全
・
安
心
・

安
定
輸
送
を
標
榜
す
る
鉄
道
事

業
者
と
し
て
の
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
い
る
」
と
柴
田
取
締
役

は
語
る
。

ま
ち
づ
く
り
と
一
体
化
事
業

の
先
駆
け

市
内
線
が
残
っ
て
き
た
理
由

と
し
て
は
、
軌
道
敷
へ
の
自
動

車
乗
り
入
れ
に
つ
い
て
の
運
転

マ
ナ
ー
が
良
か
っ
た
な
ど
、
い

く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
が
、
豊

橋
鉄
道
の
企
業
努
力
と
と
も

に
、
行
政
が
早
い
段
階
か
ら
支

援
し
て
い
た
こ
と
も
大
き
い
だ

ろ
う
。

昭
和
57
年
に
は
、
区
画
整
理

に
よ
っ
て
豊
橋
市
東
部
に
野
球
場
や
競
技
場

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ポ
ー
ツ
施
設
が
集
積
し

た
岩
田
運
動
公
園
が
つ
く
ら
れ
、
こ
れ
に
伴

い
市
内
線
を
井
原
か
ら
６
０
０
ｍ
延
伸
、
運

動
公
園
前
停
留
場
が
新
設
さ
れ
た
。

今
で
こ
そ
各
地
で
ま
ち
づ
く
り
と
と
も
に

路
面
電
車
の
活
性
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、

当
時
は
全
国
的
に
路
面
電
車
不
要
論
が
強

く
、
多
く
の
路
線
が
廃
止
さ
れ
て
い
く
中
、

こ
の
延
伸
は
画
期
的
だ
っ
た
。
実
際
、
全
国

で
見
て
も
、
昭
和
43
年
の
長
崎
電
気
軌
道
以

来
、
14
年
ぶ
り
の
路
線
延
長
と
な
っ
て
い
る
。

「
豊
橋
で
は
公
共
交
通
単
体
と
し
て
路
面

電
車
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
ち
づ
く
り
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豊橋鉄道株式会社 鉄道部
次長 兼 営業課長

梅村仁朗
Yoshio UMEMURA

豊橋鉄道株式会社
取締役 鉄道部長

柴田良昭
Yoshiaki SHIBATA
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（千人）■輸送人員の推移（豊橋鉄道：渥美線・東田本線）

平
成
１

平
成
２

平
成
３

平
成
４

平
成
５

平
成
６

平
成
７

平
成
８

平
成
９

平
成
10

平
成
11

平
成
12

平
成
13

平
成
14

平
成
15

平
成
16

平
成
17

平
成
18

平
成
19

平
成
20

平
成
21

平
成
22

平
成
23

平
成
24

平
成
25

平
成
26

平
成
27

渥美線

東田本線

輸送人員

渥美線

東田本線

平成 25年

7,559

2,975

（単位：千人）

平成 26年

7,494

3,002

平成 27年

7,700

3,091

三河田原
神戸 豊島

やぐま台

杉山

老津

大清水

向ヶ丘

渥美線

東田本線

植田

芦原

高師

南栄

愛知大学前

小池

柳生橋

赤岩口

運動公園前

井
原

競
輪
場
前

東
田
坂
上

東
八
町

豊
橋
公
園
前

市
役
所
前札

木

新川
駅前

豊橋

JR東海道本線東海道新幹線

駅
前
大
通

東
田

前
畑新豊橋

渥美半島

愛知県

名古屋港

豊橋市

三河港

田原湾



と
し
て
描
く
将
来
像
の
中
に
組
み
込
み
、
一

緒
に
育
て
て
き
た
」
と
豊
橋
市
都
市
計
画
部

都
市
交
通
課
の
前
田
幸
弘
課
長
は
語
る
。

平
成
7
年
度
に
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
中
で

路
面
電
車
を
整
備
し
て
い
く
、
そ
の
後
押
し

と
な
る
国
の
支
援
も
始
ま
っ
た
。「
都
心
交

通
改
善
事
業
」
の
拡
充
だ
。
歩
行
空
間
の
支

障
物
件
の
移
設
と
し
て
、
路
面
電
車
の
停
留

場
の
施
設
整
備
や
架
線
の
セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル

化
が
補
助
対
象
と
な
る
。

豊
橋
市
で
は
こ
れ
に
先
ん
じ
て
、
平
成
２

年
よ
り
都
市
景
観
整
備
事
業
と
し
て
駅
前
大

通
の
セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
化
に
着
手
し
、
以

降
、
国
の
支
援
も
得
て
、
平
成
８
年
度
ま
で

に
市
内
線
の
約
３
分
の
１
を
セ
ン
タ
ー
ポ
ー

ル
に
切
り
替
え
て
い
る
。

さ
ら
に
平
成
９
年
度
に
は
、
走
行
す
る
路　

面
な
ど
の
整
備
に
対
し
て
国
が
補
助
す
る

「
路
面
電
車
走
行
空
間
改
築
事
業
」
の

新
規
事
業
が
創
設
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
制
度
の
最
初
の
適
用
と
な
っ
た
の
が

豊
橋
鉄
道
の
市
内
線
で
あ
る
。
当
時
、

豊
橋
駅
総
合
開
発
事
業
が
実
施
さ
れ
、

こ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
東
口
駅
前

広
場
整
備
事
業
で
、
こ
の
制
度
の
適
用

を
受
け
、
市
内
線
の
駅
前
停
留
場
を

１
５
０
ｍ
移
設
、
ロ
ー
タ
リ
ー
内
に
乗

り
入
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
路
面
電
車

と
鉄
道
、
バ
ス
や
タ
ク
シ
ー
な
ど
、
交

通
結
節
点
と
し
て
の
機
能
が
飛
躍
的
に

向
上
し
、
利
用
者
の
利
便
性
が
大
き
く

改
善
さ
れ
た
。

豊
橋
市
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
と
連
動

し
て
、
ま
ち
の
活
性
化
と
路
面
電
車
の

利
用
促
進
を
目
的
に
、
平
成
17
年
に
は
「
豊

橋
路
面
電
車
活
性
化
事
業
計
画
」
が
策
定
さ

れ
た
。
こ
の
計
画
で
は
、
安
全
島
の
な
い
停

留
場
の
改
良
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
、
パ
ー
ク

＆
ラ
イ
ド
駐
車
場
の
整
備
、
全
面
低
床
式
車

両
（
Ｌ
Ｒ
Ｖ
）「
ほ
っ
ト
ラ
ム
」
の
導
入
、

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
「
ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｃ
ａ
」
の
導
入
な

ど
の
事
業
が
平
成
18
年
度
か
ら
22
年
度
に
か

け
て
行
わ
れ
て
い
る
。

豊
橋
市
の
都
市
計
画
部
都
市
交
通
課
の
金

子
知
永
課
長
補
佐
が
「
路
面
電
車
へ
の
支
援

は
、
そ
れ
ま
で
は
ま
ち
づ
く
り
全
体
を
見
据

え
な
が
ら
も
、
そ
の
一
部
と
し
て
の
支
援

だ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
計
画
か
ら
、
路
面

電
車
自
体
を
活
性
化
さ
せ
、
ま
ち
の
活
性
化

に
つ
な
げ
よ
う
と
い
う
動
き
に
変
わ
っ
た
」

と
語
る
よ
う
に
、
豊
橋
市
の
路
面
電
車
は
こ

こ
で
大
き
な
発
展
を
遂
げ
た
。

三
位
一
体
で
Ｌ
Ｒ
Ｖ
を
導
入

行
政
だ
け
で
は
な
く
、
市
民

の
支
援
も
大
き
い
。
中
で
も
、

市
内
線
の
支
援
団
体
と
し
て
平

成
２
年
に
発
足
し
た
「
と
よ
は

し
市
電
を
愛
す
る
会
」
は
豊
橋

鉄
道
に
と
っ
て
心
強
い
存
在

だ
。
当
初
は
豊
橋
市
の
ロ
ー
タ

リ
ー
ク
ラ
ブ
会
員
が
中
心
だ
っ

た
が
、
現
在
で
は
会
社
経
営

者
・
会
社
員
・
公
務
員
・
商
店

主
・
主
婦
・
学
生
な
ど
約
２
５ 

０
人
の
会
員
で
構
成
さ
れ
る
。

架
線
の
セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
化

に
つ
い
て
も
、「
当
初
、
普
通

の
Ｔ
字
型
の
予
定
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
味

気
な
く
感
じ
た
。
当
時
の
市
電
は
チ
ン
チ
ン

電
車
だ
っ
た
の
で
、
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
を
大

切
に
し
て
駅
前
か
ら
新
川
間
は
ガ
ス
灯
の
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
の
照
明
灯
を
つ
け
る
よ
う
提

案
し
た
」
と
と
よ
は
し
市
電
を
愛
す
る
会
の

神
野
紀
郎
会
長
は
振
り
返
る
。

市
内
線
は
豊
橋
鉄
道
と
行
政
、
そ
し
て
市

民
の
三
位
一
体
の
努
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

て
き
た
と
言
え
る
が
、
そ
れ
が
最
も
顕
著
な

形
で
具
現
化
さ
れ
た
の
が
、
Ｌ
Ｒ
Ｖ
「
ほ
っ

ト
ラ
ム
」
の
存
在
だ
。

豊
橋
市
は
、
平
成
18
年
に
策
定
し
た
「
豊

橋
市
都
市
交
通
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
で
、
誰

も
が
移
動
し
や
す
い
交
通
環
境
の
構
築
や
中

心
市
街
地
活
性
化
の
た
め
の
交
通
改
善
と
し

て
Ｌ
Ｒ
Ｖ
導
入
を
位
置
付
け
、
そ
の
実
行
計

画
「
豊
橋
市
地
域
公
共
交
通
活
性
化
方
策
」

で
、
Ｌ
Ｒ
Ｖ
導
入
計
画
を
具
体
化
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
豊
橋
商
工
会
議
所
を
中

心
に
、
市
民
協
働
事
業
と
し
て
Ｌ
Ｒ
Ｖ
導
入

を
目
指
す
「
新
し
い
公
共
交
通
と
ま
ち
づ
く

り
の
会
」
が
発
足
。
Ｌ
Ｒ
Ｖ
導
入
の
た
め
の

募
金
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。
と
よ
は
し
市
電

を
愛
す
る
会
も
、
資
金
集
め
の
た
め
に
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ト
を
製
作
し
て
販

売
。
こ
れ
ら
市
民
や
企
業
か
ら
の
寄
付
金
は

約
３
５
０
０
万
円
に
上
っ
た
。

Ｌ
Ｒ
Ｖ
の
購
入
価
格
は
約
２
億
４
５
０ 

０
万
円
。
そ
の
内
訳
は
国
の
補
助
が
約

６
１
０
０
万
円
、
愛
知
県
が
約
２
０
０
０
万

円
、
豊
橋
市
（
寄
付
金
含
む
）
が
約
９
６
０ 

０
万
円
、
事
業
者
が
約
６
８
０
０
万
円
で
、

官
民
事
業
者
の
ま
さ
に
三
位
一
体
で
導
入
が

実
現
し
た
。

平
成
20
年
に
導
入
さ
れ
た
ほ
っ
ト
ラ
ム
は
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豊橋市 都市計画部
都市交通課 課長

前田幸弘
Yukihiro MAEDA

豊橋市 都市計画部
都市交通課 課長補佐

金子知永
Tomonori KANEKO



３
車
体
連
接
（
２
台
車
）
で
定
員
は
74
人
。

外
観
は
白
を
ベ
ー
ス
と
し
た
シ
ン
プ
ル
モ
ダ

ン
な
デ
ザ
イ
ン
で
、
翌
21
年
に
は
鉄
道
友
の

会
の
ロ
ー
レ
ル
賞
を
受
賞
し
た
。

大
正
14
年
の
開
業
時
に
導
入
し
た
１
形
車

両
以
来
、
市
内
線
で
は
中
古
車
両
の
購
入
が

続
い
て
お
り
、
実
に
82
年
ぶ
り
の
新
造
車
両

に
な
っ
た
と
い
う
。
ほ
っ
ト
ラ
ム
は
、
豊
橋

の
路
面
電
車
の
新
た
な
活
路
を
切
り
開
く
存

在
と
し
て
、
大
き
な
期
待
と
と
も
に
運
行
を

開
始
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
役
割
と
責
務
を
明
示

「
豊
橋
市
都
市
交
通
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」

は
平
成
27
年
度
で
完
了
し
、
現
在
は
、
そ
の

方
向
性
を
継
承
す
る
形
で
策
定
さ
れ
た
「
豊

橋
市
都
市
交
通
計
画
２
０
１
６

－

２
０
２ 

５
」
に
基
づ
き
、
諸
施
策
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。「

社
会
背
景
と
し
て
急
速
な
人
口
減
少
と

超
高
齢
化
に
直
面
し
て
い
る
。
都
市
の
活
性

化
に
は
人
々
の
交
流
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

考
え
か
ら
、
多
様
な
交
通
手
段
を
誰
も
が
使

え
、
過
度
に
自
家
用
車
に
頼
る
こ
と
な
く
生

活
・
交
流
で
き
る
都
市
交
通
体
系
を
構
築
す

る
も
の
と
、
基
本
理
念
で
定
め
て
い
る
」
と

前
田
課
長
は
語
る
。

本
計
画
に
は
、「『
市
電
が
育
む
ま
ち
』
豊

橋
の
交
通
ま
ち
づ
く
り
」
の
副
題
が
付
く
。　

「
長
年
、
市
民
か
ら
『
市
電
』
の
愛
称
で
親

し
ま
れ
、
皆
で
市
電
を
支
え
て
き
た
と
い
う

地
域
の
人
た
ち
の
思
い
が
あ
り
、
豊
橋
の
市

電
文
化
と
い
う
も
の
が
根
付
い
て
い
る
。
そ

う
し
た
交
通
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
市
電
を

守
る
こ
と
か
ら
市
民
に
公
共
交
通
の
問
題
に

つ
い
て
考
え
て
も
ら
い
た
い
」
と
金
子
課
長

補
佐
は
言
う
。

事
業
の
実
施
効
果
を
よ
り
高
め
る
た
め
、

「
ま
ち
な
か
交
流
促
進
プ
ラ
ン
」
と
「
路
面

電
車
の
ブ
ラ
ン
ド
力
向
上
プ
ラ
ン
」、
二
つ

の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
事
業
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

「
ま
ち
な
か
交
流
促
進
プ
ラ
ン
」
は
、
豊

橋
市
初
の
法
定
再
開
発
に
よ
っ
て
居
住
と
都

市
機
能
の
誘
導
を
行
い
、
居
住
施
設
や
図
書

館
、
広
場
な
ど
の
整
備
に
併
せ
て
、
公
共
交

通
や
自
転
車
で
ま
ち
な
か
に
来
訪
し
や
す
い

交
通
環
境
や
快
適
に
移
動
で
き
る
道
路
空
間

を
整
備
す
る
。

ま
た
「
路
面
電
車
の
ブ
ラ
ン
ド
力
向
上
プ

ラ
ン
」
で
は
、
施
設
の
更
新
や
改
良
を
最
優

先
で
進
め
な
が
ら
、
定
時
性
や
速
達
性
の
向

上
、
交
通
結
節
機
能
の
強
化
な
ど
を
行
い
、

沿
線
ま
ち
づ
く
り
や
交
通
シ
ス
テ
ム
の
高
度

化
、
さ
ら
に
は
上
下
分
離
方
式
な
ど
行
政
の

適
切
な
関
与
の
検
討
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
個
別
推
進
事
業
と
し
て
は
、
渥

美
線
（
鉄
道
）
の
機
能
の
維
持
・
強
化
を
目

的
と
し
た
事
業
を
計
画
し
て
い
る
。

さ
ら
に
現
在
、
公
共
交
通
を
守
り
、
利
用

す
る
意
識
を
高
め
る
た
め
に
「
豊
橋
市
の
公

共
交
通
を
と
も
に
支
え
育
む
条
例
」
策
定
の

準
備
も
進
め
て
い
る
。

市
は
、
公
共
交
通
の
利
便
性
向
上
と
維

持
、
利
用
促
進
に
関
す
る
施
策
な
ど
を
立

案
・
実
施
す
る
。
市
民
は
、
公
共
交
通
へ
の

理
解
と
関
心
を
深
め
、
自
家
用
車
に
頼
る
こ

と
な
く
公
共
交
通
の
積
極
的
な
利
用
に
努
め
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る
。
事
業
者
（
企
業
や
事
業

所
）
は
、
事
業
活
動
や
通
勤
な

ど
で
公
共
交
通
の
利
用
を
促
進

し
、
過
度
に
自
動
車
に
頼
ら
な

い
意
識
の
変
化
に
努
め
る
。
そ

し
て
公
共
交
通
事
業
者
は
、
市

民
や
事
業
者
に
対
し
て
公
共
交

通
の
利
便
性
向
上
に
関
す
る
情

報
を
積
極
的
に
提
供
し
て
利
用
促
進
に
努

め
、
か
つ
市
民
や
事
業
者
の
意
向
を
把
握
し

て
効
率
的
な
事
業
運
営
に
反
映
さ
せ
て
い

く
。「

市
と
公
共
交
通
事
業
者
の
責
務
、
市
民

や
事
業
者
の
役
割
を
明
示
し
、
と
も
に
都
市

交
通
体
系
の
構
築
を
推
進
し
て
、
公
共
交
通

の
維
持
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
」
と
前
田
課
長
は
解
説
す
る
。

連
携
を
取
り
な
が
ら
の
利
用
促
進
策

一
方
、
公
共
交
通
利
用
促
進
策
に
つ
い
て

は
、
豊
橋
市
で
は
高
齢
者
の
外
出
を
促
進
す

る
た
め
、
70
歳
以
上
の
市
民
を
対
象
に
、
電

車
・
バ
ス
共
用
福
祉
回
数
乗
車
券
や
高
齢
者

タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
乗
車
券
の
配
布
を
行
っ

て
お
り
、
平
成
28
年
度
か
ら
は
元
気
パ
ス

（
豊
鉄
バ
ス
の
高
齢
者
用
定
期
券
）
購
入
に

つ
い
て
も
助
成
を
追
加
し
た
。

豊
橋
鉄
道
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
用
促
進
策

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
子
ど
も
た
ち
を
対
象

に
し
た
路
面
電
車
の
撮
影
会
や
運
転
体
験
な

ど
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
そ
れ
に
企
画
電

車
の
運
行
だ
。
中
で
も
、
お
で
ん
し
ゃ
、
納

涼
ビ
ー
ル
電
車
は
、
県
内
外
で
そ
の
知
名
度

を
誇
る
。
そ
れ
ぞ
れ
冬
季
・
夏
季
の
み
の
企

画
電
車
だ
が
、
ど
ち
ら
も
シ
ー
ズ
ン
中
は
毎

日
運
行
し
、
年
間
で
は
７
カ
月
間
に
も
及

ぶ
。
そ
れ
で
も
予
約
が
殺
到
す
る
人
気
ぶ
り

で
、
豊
橋
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

と
よ
は
し
市
電
を
愛
す
る
会
は
、
毎
年
４

月
10
日
を
「
市
電
の
日
」
と
称
し
て
、
至
近

の
休
日
に
路
面
電
車
を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
て
い
る
。
当
日
に
は
沿
線
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
な
ど
関
連
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
、
多
く
の
市
民

が
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
毎
年
開
催
さ
れ

る
「
穂
の
国
・
豊
橋
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
」
で

は
、
愛
す
る
会
が
車
両
を
貸
し
切
り
、
車
内

か
ら
ラ
ン
ナ
ー
に
エ
ー
ル
を
送
っ
て
い
る
。
応

援
電
車
と
ラ
ン
ナ
ー
が
並
走
す
る
と
い
う
全

国
で
も
珍
し
い
光
景
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
。

長
年
愛
さ
れ
て
い
る
路
面
電
車
だ
け
に
、

市
民
に
向
け
て
の
イ
ベ
ン
ト
や
施
策
が
多
い

が
、
豊
橋
市
で
は
平
成
22
年
度
よ
り
本
格
的

な
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
し
て
い

る
。
官
民
一
体
と
な
っ
た
対
外
Ｐ
Ｒ
を
実
施

し
、
路
面
電
車
が
四
つ
の
メ
イ
ン
コ
ン
テ
ン

ツ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
26
年
２
月

に
は
路
面
電
車
の
Ｌ
Ｒ
Ｔ
化
に
取
り
組
む
都

市
の
首
長
が
一
堂
に
会
し
、
新
し
い
都
市
交

通
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
意
見
を
交
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とよはし市電を愛する会
会長

神野紀郎
Norio KAMINO

複線から単線に変わる競輪場前の手間に
ある電留線。運動公園前に至る支線に入る。日本一急な半径 11 ｍのカーブを曲がる。駅に直結する駅前停留場。乗り換えもスムーズだ。

上：サイクル＆ライドを推奨して、停留場
近くに駐輪場の整備が進められている。
下：全国の交通系ＩＣカード対応エリアで
利用できる「manaca」のチャージ機。

東口駅前広場の整備は平成 10 年に完成。ペデストリアンデッキが整備され、デッキ下の 1 階部
分に路面電車、バス、タクシーなど公共交通機関のターミナル機能が集約されている。写真右
は、デッキ口に設置された乗り場案内板。



わ
す「
Ｌ
Ｒ
Ｔ
都
市
サ
ミ
ッ
ト
豊
橋
２
０
１
３
」

が
開
催
さ
れ
、
市
の
魅
力
も
宣
伝
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
流
れ
に
対
し
て
神
野
会
長
は

「
こ
れ
ま
で
豊
橋
の
イ
ベ
ン
ト
は
市
民
の
た

め
に
行
わ
れ
、
市
内
で
完
結
し
て
お
り
、
シ

テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
概
念
は
全
く

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
地
方
の

時
代
で
自
分
の
市
や
ま
ち
を
売
っ
て
い
く
時

代
。
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
も
必
要
で
、
市
や
佐

原
市
長
に
は
ど
ん
ど
ん
Ｐ
Ｒ
し
て
ほ
し
い
」

と
期
待
を
寄
せ
る
。

梅
村
次
長
も
「
市
が
以
前
に
も
増
し
て
、

市
内
線
の
存
在
を
重
視
し
、
当
社
の
事
業
に

参
画
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
と

て
も
心
強
い
。
わ
れ
わ
れ
も
沿
線
の
方
々
を

は
じ
め
皆
さ
ま
に
さ
ら
に
親
し
ん
で
乗
っ
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い
き
た

い
」
と
抱
負
を
語
っ
て
い
る
。

渥
美
線
の
課
題
と
こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み

存
在
自
体
は
豊
橋
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た

市
内
線
だ
が
、
豊
橋
鉄
道
の
鉄
軌
道
事
業
の

収
支
は
鉄
道
の
渥
美
線
が
支
え
て
い
る
。
渥

美
線
は
利
用
客
に
対
す
る
定
期
利
用
が
比
較

的
多
く
、
う
ち
通
学
定
期
が
２
割
強
、
通
勤

定
期
が
２
割
弱
を
占
め
る
。
し
か
し
、
沿
線

の
愛
知
大
学
は
、
名
古
屋
市
の
学
舎
へ
一
部

の
学
部
移
転
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
今
後

も
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
定
期
利
用
者
を
大

幅
に
失
う
豊
橋
鉄
道
だ
け
で
は
な
く
、
地
域

に
と
っ
て
も
若
年
層
の
流
出
と
い
う
大
き
な

問
題
が
潜
在
し
て
い
る
。

ま
た
、
新
豊
橋
駅
を
平
成
20
年
に
、
三
河

田
原
駅
に
つ
い
て
は
平
成
25
年
に
、
共
に
公

共
施
策
に
よ
り
新
駅
舎
へ
移
設
改
築
し
て
い

る
が
、
施
設
や
車
両
の
老
朽
化
が
進
み
、
対

応
が
急
が
れ
て
い
る
。

「
車
両
は
軒
並
み
50
年
を
迎
え
て
お
り
、

機
器
更
新
も
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ

か
の
施
設
も
安
全
対
策
は
必
要
不
可
欠
で
あ

る
が
、
自
社
の
み
の
対
応
で
は
ス
ピ
ー
ド
感

の
あ
る
対
応
は
困
難
で
あ
り
、
鉄
軌
道
の
公

共
財
と
し
て
の
認
知
の
拡
大
を
期
待
し
た
い
」

と
柴
田
取
締
役
は
苦
し
い
胸
の
内
を
語
る
。

観
光
資
源
に
乏
し
い
地
方
都
市
に
お
い

て
、
鉄
軌
道
は
通
勤
通
学
、
買
い
物
な
ど
、

沿
線
住
民
の
日
常
生
活
を
支
え
る
移
動
手
段

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
存
続
で
き

た
。
し
か
し
、
少
子
高
齢
・
人
口
減
少
時
代

を
迎
え
、
こ
れ
か
ら
は
「
公
共
交
通
を
利
用

す
る
目
的
」
と
「
利
用
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
」
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。

特
に
現
状
で
は
か
な
り
少
な
い
昼
間
の
利

用
者
を
増
加
し
て
い
く
た
め
に
は
、
駅
周
辺

の
再
開
発
の
よ
う
な
沿
線
へ
の
都
市
機
能
や

住
居
の
集
積
、
市
外
か
ら
も
人
々
が
足
を
運

ぶ
よ
う
な
沿
線
で
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
、
市
内

外
の
人
々
が
乗
り
た
く
な
る
よ
う
な
魅
力
の

掘
り
起
こ
し
や
路
面
電
車
と
そ
の
ほ
か
の
交

通
モ
ー
ド
と
の
接
続
改
善
な
ど
、
地
域
ぐ
る

み
で
多
様
な
視
点
に
お
け
る
利
用
促
進
策
に

取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
内
線
の
歴
史
は
、
路
面
電
車
と
と
も
に

ま
ち
づ
く
り
を
考
え
て
き
た
豊
橋
市
と
豊
橋

市
民
の
歴
史
で
も
あ
る
。
こ
の
ま
ち
の
路
面

電
車
を
存
続
さ
せ
る
た
め
、
三
位
一
体
と

な
っ
た
取
り
組
み
は
続
く
。
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特集：まちに溶け込みまちを支える路面電車
［〝市電〟と呼ばれて90年―豊橋鉄道市内線の魅力］

上：三河の木材を使った新豊橋駅の「木の壁」。下：平成 25
年完成の建築家・安藤忠雄が設計を手掛けた三河田原駅。

上：豊橋方面に向かっ
て走る渥美線。
左下：自転車を持ち込
めるサイクルトレイン
を土休日に実施してい
る。右下：愛知大学前
駅。改札のスロープを
下るとすぐに校門があ
る。



地
元
の
魅
力
を
詰
め
込
ん
だ
内
容

冬
の
夜
、
豊
橋
市
の
ま
ち
に
は
ひ
と
き
わ

賑
や
か
で
温
か
い
灯
り
が
と
も
っ
た
路
面
電

車
が
走
る
。
昭
和
30
年
製
の
レ
ト
ロ
な
車
両

を
使
用
し
た
「
お
で
ん
し
ゃ
」
だ
。
赤
ち
ょ

う
ち
ん
が
下
が
る
電
車
は
「
走
る
屋
台
」
と

も
呼
ば
れ
る
。

豊
橋
鉄
道
で
は
平
成
５
年
度
か
ら
運
行
し

て
い
る
「
納
涼
ビ
ー
ル
電
車
」
が
人
気
を
呼

ん
で
い
た
。
そ
こ
で
、
冬
季
に
も
集
客
が
見

込
め
る
企
画
電
車
を
と
平
成
19
年
度
に
運
行

を
開
始
し
た
の
が
お
で
ん
し
ゃ
で
、
こ
の

冬
、
10
年
目
を
迎
え
た
。

お
で
ん
し
ゃ
は
18
時
25
分
に
駅
前
電
停
を

出
発
し
、
運
動
公
園
前
で
の
休
憩
後
、
折
り

返
す
。
往
復
約
１
時
間
20
分
、
乗
客
は
車
内

で
特
製
お
で
ん
や
弁
当
、
生
ビ
ー
ル
飲
み
放

題
、
日
本
酒
、
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
。

初
年
度
は
1
日
1
便
、
22
日
間
の
運
行

で
、
お
で
ん
に
缶
ビ
ー
ル
が
２
本
付
い
た
シ

ン
プ
ル
な
内
容
だ
っ
た
が
、
毎
年
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
に
努
め
、
３
年
目
に
は
ビ
ー
ル
が
飲

み
放
題
に
変
わ
り
、
４
年
目
に
は
夜
便
の
ほ

か
土
日
祝
日
の
昼
便
も
設
定
さ
れ
た
。
ま

た
、
そ
れ
ま
で
は
大
手
の
市
販
品
を
購
入
し

て
お
で
ん
を
用
意
し
て
い
た
が
、
６
年
目
か

ら
は
、
練
り
物
を
製
造
販
売
す
る
地
元
の
老

舗
企
業
ヤ
マ
サ
ち
く
わ
の
協
力
を
得
、
専
門

店
の
味
わ
い
の
お
で
ん
を
提
供
し
て
い
る
。

平
成
27
年
度
に
は
「
予
約
が
取
れ
な
い
」

と
い
う
声
に
応
え
て
、
昼
便
を
水
曜
に
も
増

設
。
運
行
日
は
１
０
０
日
を
超
え
、
計

１
５
１
便
。
平
成
28
年
度
は
１
０
２
日
、

１
４
８
便
を
設
定
し
て
い
る
。

「
お
で
ん
し
ゃ
の
成
功
は
お
で
ん
の
お
い

し
さ
に
あ
る
。
ヤ
マ
サ
ち
く
わ
に
ご
協
力
い

た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
味
が
劇
的
に
変

わ
っ
た
」
と
、
ス
タ
ー
ト
当
初
か
ら
お
で
ん

し
ゃ
を
担
当
し
て
い
る
今
泉
隆
優
市
内
線
営

業
所
長
は
語
る
。

ヤ
マ
サ
ち
く
わ
の
セ
ン
ト
ラ
ル
キ
ッ
チ
ン

で
つ
く
ら
れ
、
１
人
分
ず
つ
レ
ト
ル
ト
パ
ッ

ク
に
詰
め
ら
れ
た
お
で
ん
は
、
営
業
所
内
の

キ
ッ
チ
ン
で
そ
の
日
の
運
転
士
が
寸
胴
鍋
で

温
め
る
。
鍋
に
入
れ
る
袋
数
、
湯
の
量
、
加

熱
時
間
ま
で
き
っ
ち
り
と
決
め
ら
れ
て
お

り
、
常
に
一
定
の
味
と
な
る
よ
う
に
工
夫
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
車
内
で
は
ひ
も
を
引
い

て
温
め
る
容
器
を
使
用
し
て
お
り
、
寒
い
日

で
も
ア
ツ
ア
ツ
の
お
で
ん
を
提
供
で
き
る
。

「
ヤ
マ
サ
ち
く
わ
の
担
当
者
と
何
度
も
試

食
し
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
決
め
た
。
最
も
お
い

し
い
状
態
の
お
で
ん
を
、
お
客
さ
ま
に
提
供

し
た
い
」（
今
泉
所
長
）

お
で
ん
と
セ
ッ
ト
で
出
さ
れ
る
日
本
酒

は
、
地
元
の
福
井
酒
造
の
カ
ッ
プ
酒
。
地
元

在
住
の
伊
奈
彦
定
氏
に
よ
る
イ
ラ
ス
ト
の
ラ

ベ
ル
が
貼
ら
れ
、
揃
い
の
イ
ラ
ス
ト
の
焼
き

印
が
入
っ
た
升
が
土
産
に
な
る
。
豊
橋
市
の
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乗降口に「赤ちょうちん」を下げる。

夕
暮
れ
の
ま
ち
を
走
る
路
面
電
車
。

車
内
で
は
、
お
で
ん
を
ほ
お
ば
る
客
の
笑
顔
が
は
じ
け
る
。

豊
橋
鉄
道
の
企
画
電
車
「
お
で
ん
し
ゃ
」
が
運
行
を
開
始
し
て
平
成
28
年
で
10
年
。

リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
い
上
、
県
外
か
ら
訪
れ
る
客
も
多
く
、

な
か
な
か
予
約
が
取
れ
な
い
と
い
う
。

す
っ
か
り
豊
橋
市
の
冬
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し
た
お
で
ん
し
ゃ
を
紹
介
す
る
。

豊
橋
の
冬
の
風
物
詩

10
年
目
を
迎
え
た

「
お
で
ん
し
ゃ
」の
魅
力豊橋鉄道株式会社 市内線営業所長

今泉隆優
Takamasa IMAIZUMI



魅
力
を
詰
め
込
ん
だ
楽
し
さ
も
、
そ
の
人
気

の
理
由
だ
ろ
う
。

全
国
に
広
が
る
お
で
ん
の
電
車

豊
橋
鉄
道
で
は
、
お
で
ん
し
ゃ
、
納
涼

ビ
ー
ル
電
車
と
も
に
予
約
は
特
設
の
電
話
回

線
１
本
の
み
で
受
け
付
け
て
い
る
。
中
に
は

２
０
０
回
電
話
を
か
け
て
よ
う
や
く
予
約
が

取
れ
た
と
い
う
人
も
い
る
。
関
係
者
が
優
先

さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
す
べ
て
平
等
に
受
け

付
け
る
と
言
う
。

「
い
く
ら
需
要
が
あ
っ
て
も
２
月
ま
で
で

運
行
を
終
了
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
が
翌

シ
ー
ズ
ン
の
申
し
込
み
に
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
か
」
と
鉄
道
部
の
梅
村
次
長
は
分
析
す

る
。ま

た
、
今
泉
所
長
は
「
お
で
ん
し
ゃ
は
特

別
運
行
で
あ
り
、
ダ
イ
ヤ
を
熟
知
し
て
い
る

必
要
が
あ
る
。
し
か
も
お
客
さ
ま
は
小
さ
な

お
子
さ
ま
か
ら
ご
年
配
の
方
ま
で
と
幅
広

く
、
通
常
業
務
よ
り
も
一
層
身
近
に
お
客
さ

ま
と
接
す
る
た
め
、
運
転
士
は
経
験
が
長
い

者
が
担
当
す
る
」
と
説
明
す
る
。

お
で
ん
し
ゃ
で
使
用
さ
れ
る
車
内
は
も
ち

ろ
ん
、
食
器
類
に
至
る
ま
で
、
衛
生
面
に
は

徹
底
し
た
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
些
細
な
こ
と
で
も
気
を
抜
く
と
、
信
用

を
失
っ
て
し
ま
う
。
本
社
、
受
付
、
運
転
士

や
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
な
ど
の
乗
務
、
保
守
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
安
全
・
安
心
・

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
長
く
人

気
を
支
え
て
い
る
」
と
今
泉
所
長
は
語
る
。

お
で
ん
し
ゃ
の
成
功
を
聞
い
て
、
豊
橋
鉄

道
に
は
全
国
の
鉄
軌
道
の
事
業
者
や
行
政
の

担
当
者
が
視
察
に
訪
れ
る
。
豊
橋
鉄
道
を
訪

問
し
た
事
業
者
で
は
、
京
阪
電
鉄
や
長
崎
電

気
軌
道
、
岡
山
電
気
軌
道
、
広
島
電
鉄
、
北

陸
鉄
道
、
静
岡
鉄
道
で
お
で
ん
を
利
用
し
た

企
画
電
車
を
運
行
し
て
い
る
。

「
お
客
さ
ま
に
関
す
る
情
報
以
外
は
す
べ

て
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
る
。
当
社
よ
り
い
い

ア
イ
デ
ア
で
実
施
さ
れ
て
い
る
事
業
者
も
あ

り
、
す
ご
く
刺
激
さ
れ
、
勉
強
に
な
る
」

（
梅
村
次
長
）

10
年
間
で
す
っ
か
り
浸
透
し
、
路
面
電
車

の
ブ
ラ
ン
ド
力
を
向
上
さ
せ
た
お
で
ん
し
ゃ

は
地
域
を
超
え
て
発
展
を
続
け
て
い
る
。
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　おでんしゃが運行を開始した当初、実は私たちはそ
のことを知らなかったんです。なぜか当社が食材を提
供していると思われた方が多く、「おでんしゃのおでん
はヤマサちくわの味と違う！」という声が寄せられ、そ
の存在を知りました。豊橋鉄道の職員が具材を購入し
ておでんを作っていると聞いて驚きましたね。でも、
面白い取り組みをされているなと思いました。
　提携するようになったのはおでんしゃ６年目の平成
24 年度からです。どんな形でお客さまに提供しようか
と考えました。同じ味を安定してお届けすること、そ
して職員の負担ができるだけ少ないことなどを考えて、
車両に載せる前に鍋でパックごと温めて、車内ではひ
もを引くと温まる容器を使うことにしました。
　実は豊橋市には、田楽のおでんはあるけれど、煮込
むおでんの文化はないんです。しかも当社の練り物は
でんぷんをごく少量しか使ってないので煮込み過ぎる
と味が落ちてしまう。一方で大根やこんにゃくはしっ
かり煮て味が染みた方がおいしいですよね。そうした
バランスを考えて作っています。豊橋市民には１シー
ズンに何度もおでんしゃに乗るという人も多いし、消
費者は商品に対して厳しい目をお持ちなので、満足度
の高いものを提供できるよう工夫しています。
　また、当社も直営のおでんの店を営業しているので
すが、店の名前は「でんでん」。おでんの「でん」と市
電の「でん」を重ねて豊橋らしさを出しています。店
舗販売しているおでんしゃや赤い色の市電をデザイン
したパッケージのおでんセットも好評です。
　今、おでんしゃは希望しても乗れない人が多いので、
乗れない人もおでんしゃのおでんが食べられるような
イベントを豊橋鉄道には開催してほしいですね。渥美
線でレストラン列車を運行できればとても面白いと思
いますし、おでんしゃや納涼ビール電車のような企画
を鉄道でやったら人が集まるんじゃないでしょうか。
　市電という豊橋のシンボルを大切にして今後も盛り
上げるご協力をしたいと思います。

お
で
ん
で
市
電
を

盛
り
上
げ
て
い
き
た
い

INTERVIEW COLUMN

駅前停留場を出発する「おでんしゃ」。楽しそうな車内の様子が窓ガラス越しにうかがえる。

おでんを温めるのも運転士の役割。

テーブルをセットする今泉所長とアテンダント。

店舗販売している「おでんセット」。

ヤマサちくわ株式会社 代表取締役社長

佐藤元英
Motohide SATO



至
近
距
離
で
走
る
こ
と
に
感
動

路
面
電
車
の
あ
る
風
景
の
絵
画
制
作
を
ラ

イ
フ
ワ
ー
ク
と
す
る
伊
奈
彦
定
と
よ
は
し
市

電
を
愛
す
る
会
顧
問
は
昭
和
10
年
生
ま
れ
。

東
京
・
目
白
で
育
ち
、
幼
少
の
頃
は
当
時
、

省
線
と
呼
ば
れ
た
Ｊ
Ｒ
山
手
線
が
大
好
き
で

柵
越
し
に
よ
く
眺
め
に
行
っ
た
。
小
学
校
２

年
の
時
に
、
国
鉄
勤
め
だ
っ
た
父
親
が
出
征

し
た
こ
と
を
機
に
、
母
親
の
郷
里
で
あ
る
豊

橋
に
疎
開
し
た
。

「
初
め
は
東
京
の
友
人
た
ち
と
離
れ
る
の

が
と
て
も
嫌
で
し
た
。
で
も
、
豊
橋
に
着
い

た
ら
、
何
と
ま
ち
の
中
に
電
車
が
走
っ
て
い

る
。
し
か
も
路
面
電
車
は
ス
ピ
ー
ド
も
遅
く

て
の
ん
び
り
し
た
大
ら
か
な
印
象
で
、
間
近

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
ん
な
ま
ち
だ
っ

た
ら
住
ん
で
も
い
い
な
と
幼
心
に
思
っ
た
ん

で
す
」

軍
都
・
豊
橋
は
幾
度
も
空
襲
に
遭
い
、
中

心
市
街
地
か
ら
郊
外
へ
疎
開
し
た
。
昭
和
20

年
６
月
の
豊
橋
大
空
襲
で
は
遠
く
に
中
心
市

街
地
が
真
っ
赤
に
燃
え
る
光
景
を
見
た
。

「
数
カ
月
経
っ
て
中
心
市
街
地
に
来
た
ら
、

焼
け
野
原
で
変
わ
り
果
て
た
ま
ち
の
中
を
路

面
電
車
が
走
っ
て
い
る
。
何
も
な
い
ま
ち
を

向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
電
車
の
姿
は
感
動

的
で
、
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
」

昭
和
32
年
に
愛
知
学
芸
大
学
（
現
・
愛
知

教
育
大
学
）
美
術
教
室
卒
業
後
、
豊
橋
市
内

で
教
職
に
就
い
た
。
40
代
で
教
頭
・
校
長
と

な
っ
た
が
、
当
時
は
核
家
族
化
や
家
庭
内
暴

力
、
登
校
拒
否
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
を
取
り

巻
く
家
庭
環
境
や
問
題
が
顕
著
に
な
り
つ
つ

あ
る
時
代
だ
っ
た
。

「
子
ど
も
た
ち
、
保
護
者
、
先
生
が
共
通

の
広
場
で
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
と

考
え
て
、
市
電
を
通
し
て
絵
と
文
で
豊
橋
の

郷
土
史
を
作
成
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
ん

で
す
。
郷
土
愛
の
育
成
で
す
。
主
軸
は
自
分

が
感
動
し
た
あ
の
路
面
電
車
に
し
よ
う
と
思

い
ま
し
た
」

　市
民
の
生
活
を
乗
せ
て
走
る
電
車

郷
土
史
を
つ
く
る
に
当
た
っ
て
、
か
つ
て
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文
◉
茶
木
　
環
／
撮
影
◉
織
本
知
之

と
よ
は
し
市
電
を
愛
す
る
会
の
伊
奈
彦
定
顧
問
は
画
家
で
も
あ
り
、

路
面
電
車
の
あ
る
風
景
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
、
40
年
以
上
に
わ
た
り
、

豊
橋
の
風
物
詩
を
描
き
続
け
て
い
る
。

作
品
を
通
し
て
豊
橋
の
ま
ち
と
生
活
、
文
化
を
見
続
け
て
き
た
伊
奈
顧
問
に

「
市
電
の
あ
る
風
景
」
へ
の
思
い
を
伺
う
。

豊
橋
市
民
の
こ
こ
ろ
に
あ
る

「
市
電
の
あ
る
風
景
」

とよはし市電を愛する会 顧問

伊奈彦定
Hikosada INA



の
記
憶
か
ら
路
面
電
車
の
絵
を
少
し
ず
つ
描

き
出
し
た
ら
、
ど
ん
ど
ん
作
業
に
没
頭
し
て

い
っ
た
。
学
校
の
職
員
室
で
は
同
僚
の
先
生

た
ち
も
「
面
白
い
」「
そ
う
い
え
ば
昔
は
こ

う
だ
っ
た
」
と
関
心
を
持
っ
て
語
る
よ
う
に

な
っ
た
。

「
職
員
室
で
は
路
面
電
車
の
思
い
出
話
で

盛
り
上
が
る
こ
と
も
頻
繁
で
、
そ
れ
で
は
絵

を
描
く
だ
け
で
は
な
く
、
電
車
に
つ
い
て

も
っ
と
よ
く
調
べ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し

た
。
豊
橋
鉄
道
に
行
っ
て
、
古
い
資
料
を
見

せ
て
も
ら
っ
た
り
も
し
ま
し
た
ね
。

学
校
が
休
み
の
日
曜
日
に
は
、
市
電
沿
線

で
暮
ら
す
人
々
に
話
を
聞
い
て
歩
き
ま
し

た
。
最
初
は
見
知
ら
ぬ
私
と
話
を
す
る
の
が

乗
り
気
で
は
な
か
っ
た
人
も
、
路
面
電
車
の

こ
と
に
な
る
と
不
思
議
と
す
ご
く
乗
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
ん
で
す
」

◦
証
言
１　

日
本
で
最
初
に
路
面
電
車
が
開

業
し
た
の
は
京
都
で
明
治
28
年
。
豊
橋
の
路

面
電
車
は
全
国
的
に
見
る
と
そ
れ
ほ
ど
早
い

方
で
は
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
モ
ダ
ン
な
車

両
が
導
入
さ
れ
た
。
開
業
当
初
は
周
辺
の

人
々
が
弁
当
持
参
で
、
家
族
で
見
物
に
出
か

け
た
。

◦
証
言
２　

豊
橋
の
地
は
空
っ
風
が
吹
く
の

で
女
の
人
の
髪
形
が
乱
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ

で
、
路
面
電
車
の
車
内
に
小
さ
な
鏡
が
取
り

付
け
ら
れ
る
と
い
う
粋
な
計
ら
い
が
あ
っ
た
。

◦
証
言
３　

沿
線
に
高
等
女
学
校
と
旧
制
中

学
校
が
あ
っ
た
が
、
戦
前
・
戦
中
は
か
な
り

規
律
が
厳
し
く
、
原
則
路
面
電
車
を
利
用
し

て
は
い
け
な
い
が
、
雨
の
日
だ
け
は
い
い
と

さ
れ
て
い
た
。
主
に
風
紀
上
の
問
題
で
、
男

子
と
乗
り
合
わ
せ
る
と
、
話
を
す
る
の
は
も

ち
ろ
ん
禁
止
で
、
間
に
教
員
が
立
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
女
学
生
た
ち

は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
パ
ン
の
買
い
食
い
が
し

た
く
て
、
電
車
の
中
で
こ
っ
そ
り
食
べ
る
の

が
楽
し
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。

◦
証
言
４　

花
街
が
終
点
な
の
で
若
い
衆
は

元
気
よ
く
乗
車
し
た
が
、
大
金
を
使
い
果
た

し
、
帰
路
の
車
内
で
は
う
っ
て
変
わ
っ
て

し
ょ
ん
ぼ
り
し
た
姿
だ
っ
た
。

◦
証
言
５　

出
征
の
日
、
万
感
の
思
い
で
町

内
の
人
々
と
別
れ
を
告
げ
、
路
面
電
車
で
家

を
離
れ
、
家
族
と
国
鉄
豊
橋
駅
へ
向
か
っ
た
。

◦
証
言
６　

戦
時
中
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
あ

ま
り
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
急
カ
ー
ブ
で
車

両
が
軌
道
を
曲
が
る
時
、
大
き
な
き
し
む
音

が
ま
ち
の
中
に
響
い
た
。

◦
証
言
７　

沿
線
の
家
庭
で
は
、
母
親
が
夜

な
べ
仕
事
を
し
て
終
電
が
通
り
過
ぎ
た
ら
仕

事
を
終
え
る
と
い
う
人
、
始
発
電
車
の
音
を

目
覚
ま
し
時
計
代
わ
り
に
起
き
る
と
い
う
人

も
多
か
っ
た
。

◦
証
言
８
（
元
運
転
士
の
話
）　

乗
客
に
背

を
向
け
て
運
転
し
て
い
る
が
、
顔
を
直
接
見

な
く
て
も
、
声
や
車
内
の
気
配
で
乗
客
の
顔

が
見
え
る
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
ぐ
ら
い
乗
客

が
近
い
存
在
だ
っ
た
。

「
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
ま
る
で
絵
巻
物

の
よ
う
に
人
々
の
生
活
が
浮
か
び
上
が
り
ま

す
。
路
面
電
車
は
単
な
る
移
動
手
段
で
は
な

く
、
市
民
の
生
活
を
乗
せ
て
走
っ
て
い
る
こ

と
が
２
年
間
の
取
材
で
よ
く
分
か
り
ま
し

た
」

市
電
の
あ
る
風
景
を
守
る

路
面
電
車
を
軸
に
し
た
豊
橋
市
民
の
歴
史

は
伊
奈
顧
問
の
絵
と
文
で
、
豊
橋
文
化
協
会

（
現
・
豊
橋
文
化
振
興
財
団
）
の
広
報
誌

『
豊
橋
文
化
』
に
シ
リ
ー
ズ
で
連
載
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
昭
和

62
年
に
画
集
『
市
電
の
あ
る
風
景
』
が
出
版

さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

画
集
は
大
反
響
を
呼
び
、
現
在
第
３
集
ま

で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
と
よ
は
し
市

電
を
愛
す
る
会
で
は
活
動
基
金
づ
く
り
と
Ｐ

Ｒ
を
目
的
に
、
伊
奈
顧
問
の
作
品
を
使
用
し

た
絵
画
カ
レ
ン
ダ
ー
『
市
電
の
あ
る
風
景
』

を
毎
年
発
行
し
て
い
る
。

「
私
の
ス
ケ
ッ
チ
は
路
面
電
車
だ
け
で
は

な
く
、
人
物
を
含
め
て
風
景
を
描
く
。
古
く

味
わ
い
深
い
電
車
と
、
そ
の
電
車
が
走
る
ま

ち
、
そ
の
ま
ち
で
の
人
々
の
生
活
や
思
い
が

い
い
相
乗
効
果
を
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

と
よ
は
し
市
電
を
愛
す
る
会
の
活
動
で
全

国
各
地
の
路
面
電
車
関
係
者
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
広
が
り
、
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
も
多
い
。
ま
た
、
豊
橋
交
響
楽
団
の
顧

問
で
も
あ
る
関
係
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
を

訪
問
す
る
こ
と
も
あ
り
、
フ
リ
ー
タ
イ
ム
に

は
そ
の
ま
ち
を
走
る
路
面
電
車
を
ス
ケ
ッ
チ

し
て
き
ま
し
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
盛
ん

な
ま
ち
に
は
路
面
電
車
が
走
っ
て
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
の
路
面
電
車
は
シ
ス
テ

ム
も
素
晴
ら
し
い
。
特
に
乗
降
時
間
を
短

縮
で
き
る
信
用
乗
車
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ

と
が
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
豊
橋
で
も
全
部

で
は
な
く
て
も
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
入

れ
、
目
指
す
こ
と
は
で
き
そ
う
で
す
」

路
面
電
車
の
存
続
に
は
市
民
・
行
政
・

交
通
事
業
者
の
連
携
が
不
可
欠
だ
が
、
３

者
が
志
を
同
じ
方
向
に
向
け
る
た
め
に
は
、

「
夢
」
と
「
理
想
」
が
必
要
だ
と
言
う
。

「『
こ
ん
な
理
想
的
な
コ
ン
パ
ク
ト
シ

テ
ィ
に
し
た
い
』
と
率
直
に
語
り
合
え
る

人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
要
で
す
。
最

初
に
理
想
形
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
、
そ
れ
を
一
歩
ず

つ
現
実
の
形
に
し
て
い

く
。
そ
う
い
う
夢
や
構
想

を
行
政
、
事
業
者
、
市
民
の

リ
ー
ダ
ー
が
持
つ
こ
と
。
本

当
の
軌
道
を
敷
く
の
は
人
間
の

心
の
中
な
ん
で
す
。
鉄
道
工
学

的
な
知
識
や
考
え
も
も
ち
ろ
ん
重

要
で
す
が
、
そ
の
一
方
で
未
来
へ
の

夢
と
ロ
マ
ン
を
持
つ
。
こ
の
両
輪
で

路
面
電
車
を
走
ら
せ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て

い
ま
す
」
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豊橋市民のこころにある「市電のある風景」。

第３集まで刊行されている『市電のある風景』。
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１
．
大
動
脈
で
背
骨
：
鉄
道　

私
は
大
学
で
都
市
計
画
や
交
通
計
画
の
講
義

を
専
門
分
野
以
外
の
学
生
に
対
し
て
も
担
当
し

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
関
連
す
る
知
識
も
興
味

も
全
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
新
入
生
な
ど
に

ど
う
す
れ
ば
都
市
や
交
通
の
問
題
に
対
し
て
楽

し
く
理
解
し
て
も
ら
え
る
か
、
私
自
身
も
楽
し

く
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、「
都
市
（
ま
ち
）」
は
「
生
き
物
」
で
あ
る

と
い
う
例
え
か
ら
講
義
を
ス
タ
ー
ト
す
る
と
い

う
こ
と
が
ど
う
や
ら
良
さ
そ
う
だ
と
い
う
結
論

に
行
き
つ
い
て
い
ま
す
。
都
市
や
交
通
の
こ
と

を
考
え
た
こ
と
は
な
く
と
も
、
誰
し
も
生
き
物

と
し
て
の
自
分
の
体
の
こ
と
は
よ
く
分
か
る
か

ら
で
す
。

ま
ち
と
生
き
物
の
ス
ラ
イ
ド
を
具
体
的
に
見

せ
な
が
ら
、「
都
市
は
生
き
て
る
ん
だ
よ
。
都

市
は
あ
な
た
の
よ
う
な
生
き
物
と
一
緒
で
、
食

物
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
を
必
要
と
す
れ
ば
排
泄

（
廃
棄
物
）
も
す
る
。
成
長
も
す
れ
ば
老
化
も

す
る
。
震
災
で
け
が
も
す
れ
ば
、
復
興
で
治
癒

も
す
る
。
そ
の
中
で
交
通
基
盤
は
、
生
き
物
に

例
え
れ
ば
ど
ん
な
器
官
に
相
当
す
る
ん
だ
ろ

う
」
と
問
い
か
け
る
と
、
受
講
者
の
ほ
と
ん
ど

は
寝
な
い
で
話
に
つ
い
て
き
ま
す
。
そ
し
て
こ

の
回
答
に
は
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
の
回
答
は
交
通
基
盤
、
特
に
交
通
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
生
き
物
の
循
環
器
官
に
相
当
す
る
と

い
う
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
奇
し
く
も
「
大
動

脈
」
と
い
う
用
語
な
ど
は
生
き
物
に
も
、
交
通

基
盤
に
も
共
通
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
う

一
つ
の
回
答
は
、
交
通
軸
は
生
き
物
の
骨
格
に

相
当
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
多
く
の
都
市
で

は
鉄
道
が
都
市
の
か
た
ち
を
決
す
る
背
骨
の
役

割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
少
し
考

え
れ
ば
す
ぐ
に
気
づ
き
ま
す
。
こ
れ
ら
い
ず
れ

の
回
答
も
正
解
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
動
脈
に
せ

よ
背
骨
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
器
官
は
生
き
物
に

と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
極
め
て
重
要
な
も
の

で
す
。
こ
れ
ら
の
機
能
が
少
し
で
も
損
な
わ
れ

る
と
、
そ
の
生
き
物
の
生
存
は
危
ぶ
ま
れ
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
、
都
市
計
画
や

交
通
計
画
に
全
く
興
味
が
な
か
っ
た
学
生
も
、

基
幹
と
な
る
交
通
機
関
が
衰
弱
す
れ
ば
、
ま
ち

の
存
続
が
危
う
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
容
易
に

理
解
し
ま
す
。

２
．
大
切
な
の
は
、
ま
ち
の
「
黒
字
」
化

ち
な
み
に
、
生
き
物
の
進
化
の
議
論
が
都
市

に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ど

の
よ
う
な
都
市
も
最
初
は
一
軒
の
家
が
で
き
る

こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
が
、
さ
し
ず
め
そ

の
状
況
は
単
細
胞
生
物
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
こ

れ
に
対
し
、
内
部
で
高
度
な
機
能
分
担
が
進
ん

だ
大
都
市
は
進
化
の
進
ん
だ
高
等
生
物
に
例
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
生
き
物
の
世
界
で
は
進

化
が
一
定
以
上
進
む
と
背
骨
の
あ
る
脊
椎
動
物

が
出
現
す
る
よ
う
に
、
都
市
が
発
展
す
れ
ば
背

骨
と
な
る
鉄
道
が
自
然
と
必
要
に
な
り
ま
す

し
、
実
際
に
鉄
道
が
多
く
の
都
市
に
お
い
て
背

骨
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
循
環
器

の
視
点
か
ら
交
通
を
見
れ
ば
、
生
き
物
の
活
力

を
保
つ
上
で
は
十
分
な
血
流
を
体
の
隅
々
ま
で

ス
ム
ー
ズ
に
運
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

今
、
日
本
で
求
め
ら
れ
て
い
る
一
番
大
切
な

こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
人
口
減
少
と
高
齢
化
が
進

まちを「黒字」に
―公共交通に思い切ったサポートを

筑波大学 システム情報系 社会工学域　教授

谷口 守
Mamoru TANIGUCHI

京都大学大学院工学研究科博士後期課程単位取得退学。米国カリ
フォルニア大学バークレイ校客員研究員、ノルウェー王立都市地
域研究所在外研究員、英国ウェールズ大学在外研究員、岡山大学
助教授、同大教授を経て、現職。専門は都市・地域計画、環境計
画、交通計画。都市計画学会学術委員長、社会資本整備審議会専
門委員などを歴任。コンパクトシティ、ソーシャル・キャピタル、
サイバースペースマネジメントなどに関する独自の研究を行って
いる。

本格的な人口減少・超高齢社会が現実となりつつある中、
公共交通における諸政策の在り方が問われている。
公共交通はまちを存続させる基盤であり、まちの「格」を表すものである。
地域社会全体を活性化させる公共交通のあるべき姿を考える。
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ん
で
も
、
ま
ち
を
き
ち
ん
と
機
能
さ
せ
続
け
る

こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
都
市
に
お
け
る
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
主
体
に
と
っ
て
、
ま
ち
を
「
黒

字
」
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
空
き
家

が
増
加
し
た
り
、
商
業
施
設
の
撤
退
や
産
業
の

空
洞
化
が
進
む
こ
と
は
、
ま
ち
の
黒
字
化
に
失

敗
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
、

生
き
物
と
し
て
は
「
基
礎
体
力
の
低
下
」
や

「
骨
粗
し
ょ
う
症
」
に
罹り

か
ん患

す
る
こ
と
な
ど
に

該
当
し
、
ひ
い
て
は
生
命
体
と
し
て
の
機
能
を

喪
失
し
て
し
ま
う
こ
と
と
同
義
で
す
。
ま
た
、

現
在
よ
う
や
く
広
く
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
に

な
っ
た
「
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
」
は
、

都
市
の
メ
タ
ボ
化
、
肥
満
に
よ
る
成
人
病
化
を

防
ぐ
上
で
の
効
果
的
な
体
質
づ
く
り
を
意
味
し

て
い
ま
す
。
成
人
病
に
罹
患
し
て
ま
ち
が
赤
字

化
し
な
い
よ
う
に
、
背
骨
で
あ
り
、
ま
た
循
環

器
官
に
も
例
え
ら
れ
る
鉄
軌
道
を
中
心
と
し
た

公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
十
分
な
サ
ー
ビ
ス

レ
ベ
ル
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

こ
こ
で
言
う
、
十
分
な
公
共
交
通
の
サ
ー
ビ

ス
レ
ベ
ル
と
は
以
下
の
三
つ
の
条
件
が
満
た
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。

（
1
）
高
頻
度
サ
ー
ビ
ス

頻
度
の
少
な
い
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
が
路
線

と
し
て
「
あ
る
」
だ
け
で
は
何
の
意
味
も
あ
り

ま
せ
ん
。
利
用
者
が
不
便
に
感
じ
な
い
だ
け
の

十
分
な
頻
度
が
あ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

（
2
）
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
網
が
密
で
あ
る
こ
と
も
重

要
で
す
。
地
方
都
市
で
は
鉄
道
だ
け
で
十
分
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
提
供
す
る
こ
と
は
当
然
不
可

能
で
す
の
で
、
路
線
バ
ス
と
組
み
合
わ
せ
て
の

対
応
が
必
須
で
す
。

（
3
）
廉
価
な
運
賃

利
用
者
に
と
っ
て
運
賃
が
負
担
に
な
ら
な
い

こ
と
が
大
切
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
割
引
制
度
の

導
入
も
含
め
、
利
用
者
が
料
金
面
で
抵
抗
な
く

日
常
利
用
で
き
る
素
地
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

現
在
、
わ
が
国
で
実
施
さ
れ
て
い
る
公
共
交

通
に
関
連
す
る
諸
政
策
の
大
き
な
誤
り
は
、
ま

ち
を
黒
字
に
す
る
こ
と
は
視
野
に
な
く
、
そ
の

公
共
交
通
事
業
の
み
の
収
支
を
問
題
に
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
多
く
の
地
方
都
市
で
は

公
共
交
通
事
業
は
そ
も
そ
も
儲
か
る
取
り
組
み

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
状
況
の
中
で
収
支
を

改
善
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
運
行
頻
度
を
下
げ

た
り
利
用
者
の
少
な
い
路
線
を
カ
ッ
ト
す
る
こ

と
で
支
出
を
下
げ
、
運
賃
を
値
上
げ
し
て
収
入

を
上
げ
よ
う
と
す
る
近
視
眼
的
な
方
策
が
平
然

と
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
前

述
の
３
条
件
に
す
べ
て
逆
行
す
る
も
の
で
、
公

共
交
通
を
利
用
し
て
ま
ち
な
か
に
出
て
く
る
人

を
減
ら
す
政
策
を
わ
ざ
わ
ざ
取
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
公
共
交

通
事
業
の
赤
字
が
さ
ら
に
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
状
況
に
な
る
ば
か
り
か
、
ま
ち
な
か
に
出
る

人
を
減
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
を
通
じ
、
ま
ち
の

黒
字
化
自
体
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

３
．「
お
も
い
っ
き
り
」
支
え
る
こ
と
の
必
要
性

公
共
交
通
と
い
う
の
は
奥
深
い
性
格
を
持
つ

も
の
で
、
多
少
の
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
が
改
善
し

た
か
ら
と
い
っ
て
、
利
用
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て

す
ぐ
に
増
え
る
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
住
民
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
パ
タ
ー
ン
を

1878 年に開業した馬車軌道にさかのぼるストラスブールの LRT。6 路線が営業する。 写真：Adrian Hancu
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持
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
行
動

を
変
え
る
に
は
そ
れ
な
り
の
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル

の
向
上
が
必
要
で
す
。
換
言
す
る
と
、
一
定
レ

ベ
ル
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
が
継
続
的
に
実

現
さ
れ
る
と
利
用
者
が
あ
る
段
階
で
不
連
続
に

増
え
る
「
し
き
い
値
」
が
存
在
し
ま
す
。
こ
れ

は
同
時
に
、
中
途
半
端
な
補
助
金
を
短
期
間
出

し
て
何
か
や
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
都
市
の
体

質
は
全
く
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。
大
切
な
の
は
、
体
質
を
変
え
る
よ
う
な

変
革
を
行
う
だ
け
の
度
胸
が
あ
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。

自
動
車
が
広
く
各
世
帯
に
普
及
し
、
郊
外
に

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
展
開
す
る
現
代

は
、
何
も
し
な
く
と
も
公
共
交
通
し
か
移
動
す

る
選
択
肢
が
無
か
っ
た
過
去
（=

何
も
し
な

く
と
も
公
共
交
通
事
業
が
黒
字
で
あ
っ
た
過

去
）
と
は
時
代
が
違
い
ま
す
。
公
共
交
通
の

赤
字
を
し
っ
か
り
支
え
、
ま
ち
を
黒
字
化
し

て
い
く
こ
と
が
問
題
の
本
質
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
認
識
を
改
め

な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
た

め
の
資
金
は
誰
が
ど
う
出
す
の
か
と
い
う
こ

と
は
、
海
外
の
成
功
例
も
参
考
に
し
な
が
ら

よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

公
共
交
通
事
業
の
成
功
例
と
し
て
、
よ
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ

ま
す
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都

市
す
べ
て
が
成
功
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
寡
聞
な
が
ら
筆
者

が
現
地
で
確
認
し
た
例
と
し
て
、
バ
ル
ト
３

国
の
小
国
、
エ
ス
ト
ニ
ア
の
首
都
タ
リ
ン
市

の
ケ
ー
ス
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
タ
リ
ン

市
は
人
口
40
万
人
程
度
で
、
日
本
で
言
え
ば

中
核
市
の
規
模
に
相
当
し
ま
す
。
ま
ち
な
か
は

Ｌ
Ｒ
Ｔ
と
路
線
バ
ス
で
ど
こ
に
行
く
に
も
公
共

交
通
で
事
足
り
る
十
分
な
サ
ー
ビ
ス
水
準
（
前

述
し
た
［
1
］
高
頻
度
サ
ー
ビ
ス
、［
2
］
密

な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、［
3
］
廉
価
な
運
賃
）
が

確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
多
く
の
市
民
が

自
分
の
足
と
し
て
こ
れ
ら
公
共
交
通
を
日
々
活

用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
タ
リ
ン
市
に
お
い
て
、

一
般
財
源
の
う
ち
、
ど
の
程
度
の
補
助
金
が
公

共
交
通
の
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
拠
出
さ
れ
て
い
る

か
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
10
％
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
中
核
市
ク
ラ
ス
で
、
地
方
自
治
体
が
こ

れ
だ
け
し
っ
か
り
公
共
交
通
を
サ
ポ
ー
ト
し
て

い
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
市
民
が
満
足
し
て
選
択

で
き
る
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
と

考
え
て
差
し
支
え
な
い
で

し
ょ
う
。

一
方
で
、
わ
が
国
の
地
方

自
治
体
は
ど
の
程
度
の
予
算

を
公
共
交
通
に
割
い
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
中
核
市

（
調
査
時
点
で
47
都
市
）
を

対
象
に
、
市
の
財
政
支
出
に

対
し
て
そ
の
公
共
交
通
へ
の

補
助
割
合
が
高
い
都
市
か
ら

10
都
市
の
数
値
を
示
し
た
も

の
が
「
中
核
市
の
公
共
交
通

に
対
す
る
補
助
の
実
態
」

（
高
松
市
に
よ
る
調
査
）
で

す
。
都
市
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ

て
統
計
情
報
の
取
り
方
は
若

干
異
な
る
た
め
、
厳
密
な
観

点
か
ら
は
完
全
に
統
一
し
た

基
準
で
比
較
で
き
て
い
る
と

は
言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

こ
の
図
の
中
の
最
上
位
の
都

市
で
も
補
助
割
合
は
１
％
に

も
達
し
て
お
ら
ず
、
47
都
市

全
体
の
平
均
で
は
０
・
15
％

（
10
％
の
67
分
の
１
）
で
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
が
国
の

鉄
軌
道
を
は
じ
め
と
す
る
公

共
交
通
は
、
そ
の
行
っ
て
い

る
事
業
の
公
共
性
の
高
さ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
に

も
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
い
な

い
（
単
独
で
黒
字
に
な
っ
て

当
然
と
い
う
発
想
で
の
扱

い
）
の
で
す
。

タリンの路面電車。首都の交通の主役としてメインストリートを走る。 写真：Fnest Works

LRT効果でまちが「黒字化」したストラスブール 写真提供：筆者
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公
共
交
通
に
対
す
る
国
か
ら
の
助
成
も
仕
組

み
と
し
て
は
存
在
し
ま
す
が
、
そ
の
総
額
は
年

間
３
０
０
億
円
程
度
し
か
な
く
、
そ
の
中
に
は

離
島
航
路
へ
の
助
成
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
補
助
金

も
含
ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
３
０
０
億
円
と

い
う
金
額
は
、
同
盟
国
よ
り
最
新
型
戦
闘
機
１

機
を
そ
の
整
備
も
含
め
て
購
入
す
る
値
段
と
あ

ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国
全
体
で
社
会

保
障
費
用
支
出
を
合
わ
せ
る
と
実
質
年
間

１
０
０
兆
円
以
上
が
拠
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

比
較
す
る
と
、
移
動
困
難
の
解
消
と
い
う
実
際

の
社
会
問
題
を
直
接
解
決
す
る
方
策
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
差
は
４
ケ
タ
に
も
及
び

ま
す
。
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な
公
共
交
通
事
業
に

対
し
、
こ
れ
ほ
ど
に
ま
で
適
切
な
サ
ポ
ー
ト
が

な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
を
、
誰
も
が
認

識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

４
．
鉄
軌
道
は
ま
ち
の
「
格
」

も
ち
ろ
ん
、
た
だ
単
に
資
金
を
公
共
交
通
に

つ
ぎ
込
め
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
政
治
家
が
自
分
の
利
益
の
た
め
に
自
ら
の

選
挙
区
に
赤
字
前
提
で
路
線
を
引
か
せ
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
も
っ
て
の
外
で
す
。
公
共
交
通

の
事
業
者
側
が
経
営
努
力
な
し
に
補
助
金
に
フ

リ
ー
ラ
イ
ド
す
る
と
い
う
流
れ
も
絶
た
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
資
金
投
入
を

行
う
に
し
て
も
、
透
明
性
、
客
観
性
を
徹
底
的

に
保
つ
こ
と
が
必
要
で
す
。

一
方
で
、
あ
る
ま
ち
で
は
公
共
交
通
に
対
す

る
客
観
的
な
検
討
を
も
と
に
前
向
き
な
サ
ポ
ー

ト
を
行
お
う
と
す
る
自
治
体
に
対

し
、「
ギ
リ
シ
ャ
の
よ
う
に
破
綻

し
て
し
ま
う
」
と
い
う
根
拠
の
な

い
、
そ
し
て
何
も
勉
強
し
な
く
と

も
誰
に
で
も
で
き
る
安
易
な
自
己

Ｐ
Ｒ
を
行
う
メ
デ
ィ
ア
や
政
治
家

を
目
に
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
残
念
な
こ
と
に
、
そ
う

い
っ
た
脈
絡
の
な
い
言
説
に
過
剰

反
応
し
て
し
ま
う
市
民
が
少
な
く

な
い
こ
と
も
事
実
で
す
。
こ
れ
ら

こ
そ
が
ま
ち
の
黒
字
化
の
意
味
が

全
く
分
か
っ
て
い
な
い
典
型
例
と

言
え
ま
す
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
で
は

「
ま
ち
を
黒
字
化
す
る
」
と
い
う

理
念
の
下
に
、
多
く
の
自
治
体
で

公
共
交
通
事
業
に
対
す
る
財
政
補

助
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
国
と

し
て
は
２
０
１
５
年
度
よ
り
新
た
な
国
債
の
発

行
が
不
要
と
な
る
ほ
ど
財
政
の
健
全
化
に
成
功

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
公
共
交
通
の
存
在
は
ま
ち
の
「
格
」

を
表
す
と
い
う
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
理

解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
理
解

す
る
上
で
、
分
か
り
や
す
い
事
例
と
し
て
皆
さ

ん
が
利
用
さ
れ
る
ホ
テ
ル
に
つ
い
て
、
そ
の
格

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
一
度
考
え
て
み
る
の

が
よ
い
で
し
ょ
う
。
き
ち
ん
と
し
た
格
を
有
す

る
ホ
テ
ル
か
ど
う
か
を
何
で
見
分
け
る
か
、
そ

れ
は
宿
泊
料
金
な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

ホ
テ
ル
で
ど
こ
か
の
階
へ
移
動
し
た
い
と
思
っ

て
エ
レ
ベ
ー
タ
の
ボ
タ
ン
を
押
し
た
際
、
ど
れ

だ
け
早
く
エ
レ
ベ
ー
タ
の
ド
ア
が
開
く
か
、
と

い
う
こ
と
が
そ
の
ホ
テ
ル
の
「
格
」
で
す
。
き

ち
ん
と
し
た
ホ
テ
ル
に
は
宿
泊
客
が
抵
抗
感
な

く
移
動
で
き
る
だ
け
の
エ
レ
ベ
ー
タ
が
十
分
に

完
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
朝
食
時
や
チ
ェ
ッ
ク
ア

ウ
ト
時
に
１
台
し
か
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
の
到
着

を
延
々
と
待
つ
よ
う
な
ホ
テ
ル
で
、
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
に
お
招
き
す
る
賓
客
を
御
泊
め
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

ま
ち
と
し
て
そ
の
格
を
考
え
た
場
合
、
ど
こ

か
に
移
動
し
た
い
と
思
っ
た
時
に
公
共
交
通
で

速
や
か
に
行
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、

実
は
そ
の
ま
ち
の
格
な
の
で
す
。
エ
レ
ベ
ー
タ

と
の
違
い
は
公
共
空
間
で
の
移
動
が
タ
テ
か
ヨ

コ
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
。
い
く
ら
人
口
が

多
く
と
も
、
そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
都
市
は
一

流
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
誘
致

に
力
を
入
れ
て
い
る
日
本
の
政
令
都
市
ク
ラ
ス

の
と
こ
ろ
で
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
自
覚
が
十

分
と
は
言
え
な
い
ケ
ー
ス
が
残
念
な
が
ら
散
見

さ
れ
ま
す
。「
政
令
都
市
」
と
い
う
概
念
は
格

そ
の
も
の
な
の
で
、
格
を
高
め
る
意
識
が
無
い

な
ら
、
政
令
都
市
と
い
う
称
号
は
看
板
に
偽
り

あ
り
と
い
う
こ
と
で
返
上
す
べ
き
か
と
思
い
ま

す
。な

お
、
軸
と
な
る
公
共
交
通
の
サ
ポ
ー
ト
に

対
し
、
都
市
の
土
地
利
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
連

動
し
て
い
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
集
客
力
の
高

い
施
設
が
公
共
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
近
傍
に
配

置
さ
れ
る
こ
と
は
、
都
市
の
健
全
な
構
造
を
考

え
る
上
で
大
切
な
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は

公
共
交
通
を
思
い
っ
切
り
サ
ポ
ー
ト
す
る
上

で
、
そ
の
サ
ポ
ー
ト
を
無
駄
に
し
な
い
た
め
に

も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
言
え
ま
す
。

自
治
体
な
ど
の
行
政
担
当
者
の
み
な
ら
ず
、

市
民
一
人
一
人
が
本
稿
で
指
摘
し
た
課
題
を
自

覚
し
、
鉄
軌
道
を
軸
と
す
る
公
共
交
通
を
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
し
て
思
い
切
っ
て
支
え
て
い
く
必

要
性
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
あ

る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
市
民
の
理
解
が
十
分
で

な
け
れ
ば
行
政
担
当
者
と
て
分
か
っ
て
い
て
も

的
確
な
政
策
を
打
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す

か
ら
。

〈
謝
辞
〉

「
中
核
市
の
公
共
交
通
に
対
す
る
補
助
の
実

態
」
の
作
成
に
は
高
松
市
市
民
政
策
局
コ
ン
パ

ク
ト
・
エ
コ
シ
テ
ィ
推
進
部
交
通
政
策
課
の
板

東
和
彦
氏
、
高
橋
淳
氏
、
お
よ
び
倉
敷
市
建
設

局
都
市
計
画
部
交
通
政
策
課
の
角
南
紀
光
氏
、

下
村
隆
之
氏
（
前
職
）
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い

た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、

本
文
お
よ
び
図
中
の
不
備
に
つ
い
て
の
責
任

は
、
筆
者
に
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
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（高松市による調査データより作成）

中核市に対する公共交通に関する
支出額平均額（2.25 億円）

■中核市の公共交通に対する補助の実態（平成 27 年度）
―上位 10 都市と全 47 都市の平均値から―

基調報告─ 47
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　新聞づくりを通じ、子どもたちに鉄道に対する関心と理解を深
めてもらうことを目的に、平成 19 年から開催されている日本民営
鉄道協会「『私とみんてつ』小学生新聞コンクール」。
　節目の第 10 回目を迎えた今年度は、全国 555 校から 6461作
品（6498 人）の応募があり、厳正な審査を経て、個人部門・学校
部門の受賞作品を決定。1月7日（土）に東京で表彰式が行われた。

●鉄道を通じて社会を学ぶ。力作ぞろいの受賞作品
　小学生新聞コンクールの募集対象は、小学生全学年。新聞づ
くりがまだ難しい小学 1年生、2 年生については「絵日記風の新
聞」も受け付けており、総合学習や国語の授業のほか、夏休みの
自由研究や宿題に活用する学校も見られる。毎年参加する児童も
多く、過去には連続入賞を誇る児童や 5 年生で最優秀作品賞受
賞に輝いた児童、あるいは順番に入賞を果たしたきょうだいやい
とこなど、新聞コンクールの広がりを感じさせるほほえましいエピ
ソードも生まれている。
　第 10 回のテーマは、鉄道や駅について興味を持ったことや疑
問に感じたことを調べてまとめる「くらしと鉄道」と、鉄道がこ
れからどのように進化していくかを自由な発想でまとめる「未来

の鉄道」の二つ。レベルの高い作品が集まる新聞コンクールだ
が、今年度も、時間をかけた下調べや取材、自分の考えや思いを
素直につづった文章、写真やイラストを使って工夫を凝らした紙
面構成など、子どもたちの熱意と努力がうかがわれる力作が揃っ
た。

●最優秀作品賞は駅ポスターにして掲示
　個人部門では、バリアフリー学習プログラムを持つ公益財団法
人交通エコロジー・モビリティ財団の協賛で「バリアフリー賞」
が増設され、各賞で 39 作品が入賞。最優秀作品賞（文部科学大
臣賞）は、湘南白百合学園小学校（神奈川県）・山口彩名さんの
作品『相鉄未来新聞 創立百周年直前号』が受賞した。
　また学校部門には、第 10 回を記念して、大手 16 社より各社
沿線の優秀校を選ぶ「各社賞」が設けられ、各賞あわせ 34 校が
入賞した。最優秀学校賞（国土交通大臣賞）は、昨年度に続き、
葛飾区立水元小学校（東京都）に贈られた。
　日本民営鉄道協会が作成した最優秀作品賞（文部科学大臣賞）
受賞作品と最優秀学校賞（国土交通大臣賞）受賞校を紹介する
ポスターは３月末まで協会加盟社 71 社の駅に掲出されている。

■個人部門　最優秀作品賞（文部科学大臣賞）　1 作品、
優秀作品賞　6作品、奨励賞　8作品、バリアフリー賞　3作品、
佳作　21作品

■学校部門　最優秀学校賞（国土交通大臣賞）1 校、
優秀学校賞　4 校、奨励賞　6 校、各社賞　17 校、
若草奨励賞　5 校、みんてつ学校賞　1 校

◎個人賞部門の入賞作品は日本民営鉄道協会ホームページ内サイト『みんてつキッズ』で紹介しています。
http://kids.mintetsu.or.jp

₁受賞者の皆さんと主催者・後援者の方々₂最優秀作品賞を受賞した山口彩名さん₃最
優秀学校賞を受賞した葛飾区立水元小学校₄全国 71 社約 3000 の駅に掲出されている
ポスター

₁

₃

₂

₄

日本民営鉄道協会
「私とみんてつ」小学生新聞コンクール
第 10 回表彰式を開催
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　“仕事も遊びも”“暮らしも観光も”、利用者の高い着席ニーズ
に応え、有料座席指定列車として 3 月 25 日に運行を開始した
のが西武鉄道の新型通勤車両 40000 系だ。「S-TRAIN（Sトレ
イン）」の愛称で、平日は通勤利用向けに西武鉄道池袋線～東京
メトロ有楽町線経由で所沢－豊洲間を、土休日は外出・観光向
けに西武鉄道西武秩父線～東京メトロ副都心線～東急東横線～
横浜高速みなとみらい線経由で西武秩父－元町・中華街間を結
ぶ。
　また、東武鉄道では、同社で 26 年ぶりの新型特急車両とな
る 500 系、愛称「Revaty（リバティ）」の運行を 4 月 21日よ
り開始する。3 両固定編成を併結・分割する機能を活かし、東
武線の浅草から、途中駅で列車を分割しながら東武日光や鬼怒
川温泉など沿線の観光地に向かう。一方、平日の通勤時間帯に
は、春日部で編成を変え、浅草－春日部間が 6 両編成、春日部
－大宮間・春日部－野田市間・大宮－運河間が３両編成になる
などの近距離区間特急として運行される。

●安全性とサービスの向上、省エネルギー化を実現
　東京メトロ日比谷線にも、3 月 25 日に新型車両 13000 系が
登場した。平成 32 年度にかけて 44 編成を導入し、現行の 03
系と置き換えていく。車内はシックで都会的なデザインとし、
外国人観光客や多様な世代の利用者が快適に利用できるよう細
部に配慮して居住性能を高め、環境負荷の軽減を図った。また、
利用者の利便性を高めるため、相互直通運転を行う東武スカイ
ツリーラインで近く導入する東武鉄道の 70000 系と、車両や車
内装備などの仕様を共通化している。
　西日本鉄道天神大牟田線でも 3 月 20 日、新型車両 9000 形
の運行をスタートさせている。既存の 3000 形車両をベースに
安全性とサービスの向上、環境にやさしい省エネルギー化を
図った通勤型車両で、今年度中に 10 両、平成 29 年度末まで
に計 18 両を導入する予定だ。同社における車両のモデルチェ
ンジは 11 年ぶりとなっている。

西武鉄道40000系「S-TRAIN」

東京メトロ13000系

東武鉄道500系「Revaty」

西日本鉄道9000形

西武鉄道・東武鉄道・東京メトロ・西日本鉄道
この春、各社の新型車両が次々運行を開始。



ゴ
ト
ゴ
ト
、
キ
ュ
イ
キ
ュ
イ
、
チ
リ
ン
チ
リ

ン
。
朝
の
通
勤
通
学
が
一
段
落
着
い
た
後
、

乗
客
も
ま
ば
ら
な
銚
子
電
鉄
の
車
内
は
し
か
し
、
音

に
溢あ

ふ

れ
て
何
と
も
賑
や
か
。
ゴ
ト
ゴ
ト
は
、
房
総
半

島
特
有
の
強
い
風
に
車
窓
が
揺
れ
る
音
。
キ
ュ
イ

キ
ュ
イ
は
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２
両
編
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の
連
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が
電
車
の
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わ
せ
て
立
て
る
音
。
そ
し
て
、
車
掌
さ
ん
の
カ

バ
ン
に
付
け
ら
れ
た
、
販
売
用
の
「
切
符
お
守
り
ス

ト
ラ
ッ
プ
」
が
チ
リ
ン
チ
リ
ン
チ
リ
ン
チ
リ
ン
、

鳴
っ
て
い
る
。

カ
サ
ガ
ミ
ク
ロ
ハ
エ
、
カ
ミ
ノ
ケ
ク
ロ
ハ
エ
？

銚
子
電
鉄
の
銚
子
駅
は
Ｊ
Ｒ
の
銚
子
駅
と
ホ
ー
ム

を
共
有
。
Ｊ
Ｒ
か
ら
乗
り
継
ぐ
場
合
、
乗
車
券
は
、

銚
子
駅
を
出
発
す
る
と
同
時
に
チ
リ
ン
チ
リ
ン
と
音

を
鳴
ら
し
て
車
内
を
巡
る
車
掌
さ
ん
か
ら
購
入
す

る
。１

日
乗
車
券
「
弧こ

ま
わ
り
て
が
た

廻
手
形D

eluxe

」
を
受
け

取
っ
て
、
本
日
の
行
程
を
考
え
る
。
乗
車
券
に
付
い

た
特
典
は
五
つ
、
ど
う
や
っ
て
制
覇
し
よ
う
。
近
く

に
あ
る
特
典
か
ら
順
番
に
巡
る
か
、
と
り
あ
え
ず
終

点
の
外と

か
わ川
ま
で
行
く
か
。
あ
れ
こ
れ
思
案
の
真
っ
最

中
、
ふ
と
車
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
耳
に
入
る
。

「
カ
サ
ガ
ミ
ク
ロ
ハ
エ
、
カ
ミ
ノ
ケ
ク
ロ
ハ
エ
、

カ
サ
ガ
ミ
ク
ロ
ハ
エ
で
す
」。

今
、
何
て
？　

外
を
見
る
と
、
滑
り
込
ん
だ
駅
の

駅
名
表
示
は
「
髪
毛
黒
生　

か
さ
が
み
く
ろ
は
え
」。

「
髪
毛
黒
生
」
と
書
い
て
「
か
さ
が
み
く
ろ
は
え
」

と
読
む
の
か
、
と
思
い
か
け
て
銚
子
電
鉄
の
駅
名
愛

称
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
を
思
い
出
す
。「
髪
毛
黒
生
」

は
笠か

さ
が
み
く
ろ
は
え

上
黒
生
駅
の
愛
称
だ
。

他
の
駅
名
を
調
べ
て
み
る
と
、
本
銚
子
駅
は
「
ヒ

ゲ
タ
４
０
０
年　

玄げ
ん
ば蕃

の
里
」、
西に

し
あ
し
か
じ
ま

海
鹿
島
駅
は

「
三
ツ
星
お
米
マ
イ
ス
タ
ー　

根
本
商
店
」、
海
鹿
島

駅
は
「
と
っ
ぱ
ず
れ
」
な
ど
な
ど
。
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ

イ
ツ
を
持
っ
て
い
る
企
業
が
す
ぐ
に
分
か
る
も
の

と
、
見
当
も
つ
か
な
い
も
の
が
あ
る
。「
髪
毛
黒
生
」

は
、
頭
髪
関
係
の
企
業
だ
ろ
う
か
。「
カ
サ
ガ
ミ
ク

ロ
ハ
エ
、
カ
ミ
ノ
ケ
ク
ロ
ハ
エ
」。
ぼ
ん
や
り
聞
い

て
い
る
と
、
ど
ち
ら
が
本
来
の
駅
名
な
の
か
間
違
え

そ
う
な
ほ
ど
、
な
じ
ん
で
聞
こ
え
る
。

愛
称
に
気
を
と
ら
れ
て
い
る
と
、
総
延
長
６
・
４

㎞
の
銚
子
電
鉄
は
あ
っ
と
い
う
間
。
降
り
る
駅
も
、

降
り
た
後
の
行
動
も
決
ま
ら
な
い
ま
ま
終
点
が
近
づ

き
、「
次
は
終
点
、
外
川
、
あ
り
が
と
う
、
外
川
」

「
ご
乗
車
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」。「
あ
り
が

と
う
」
は
、
外
川
駅
の
愛
称
。
駅
名
表
示
は
「
あ
り

が
と
う　

感
謝　

Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｕ
」。
何
だ
か

盛
ん
に
感
謝
さ
れ
た
気
分
で
、
外
川
駅
到
着
。

外
川
駅
に
来
た
の
だ
か
ら
、
ま
ず
は
特
典
で
入
館

無
料
に
な
る
「
銚
電
昭
和
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
館
」
を
見

学
し
よ
う
。
さ
て
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
思
っ
た

ら
、
ホ
ー
ム
の
端
に
停
め
ら
れ
た
古
い
車
両
に
「
京

葉
東
和
薬
品　

銚
電
昭
和
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
館
」
の

ヘ
ッ
ド
マ
ー
ク
を
発
見
。
そ
の
す
ぐ
上
に
、「
本
日

は
閉
館
い
た
し
ま
し
た
」
の
表
示
も
発
見
、
残
念
。

こ
れ
で
特
典
は
残
り
四
つ
。
そ
の
う
ち
三
つ
が
集

ま
る
犬
吠
駅
は
、
外
川
駅
の
１
駅
手
前
。
次
の
電
車

ま
で
時
間
が
あ
る
し
、
特
典
の
一
つ
「
地
球
の
丸
く

見
え
る
丘
展
望
館
」
は
外
川
駅
と
犬
吠
駅
の
中
間
に

あ
る
。
気
を
取
り
直
し
て
、
歩
い
て
向
か
う
。

強
風
注
意

今
朝
の
関
東
地
方
の
天
気
予
報
は
、「
南
か
ら
の

駅名表示には色々な
バリエーションがあ
る。

銚電昭和ノスタルジー館は残念ながら見られず。

銚子電気鉄道株式会社
連
　
載文・写真　松澤美穂

個
性
的
な
も
の
か
ら

真
面
目
な
も
の
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
愛
称
が
付
け
ら
れ
た

銚
子
電
鉄
の
駅
。

愛
称
を
声
援
に
し
て
、
キ
ャ
ベ
ツ
畑
を

緑
の
電
車
が
走
っ
て
行
き
ま
す
。

銚子電鉄
【ちょうしでんてつ】

銚子駅から外川駅まで９駅 6.4㎞を約 20
分でつなぐ。ぬれ煎餅の販売や駅名愛称
ネーミングライツなど、さまざまな取り
組みを行っている。

総武線 銚子 仲ノ町 観音
本銚子 笠上黒生

西海鹿島

海鹿島

君ヶ浜

犬吠

外川
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風
が
入
り
、
気
温
を
一
気
に
押
し
上
げ
る
で
し
ょ

う
」
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
は
房
総
半
島
で
も

指
折
り
の
強
風
エ
リ
ア
。
海
か
ら
の
強
風
が
、
体
感

温
度
を
一
気
に
押
し
下
げ
る
。

強
風
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
丘
を
登
り
「
地
球
の
丸

く
見
え
る
丘
展
望
館
」
に
た
ど
り
着
く
と
、「
本
日
、

強
風
の
た
め
危
険
で
す
の
で
屋
上
に
は
出
ら
れ
ま
せ

ん
」
と
の
こ
と
。
と
は
い
え
、
展
望
ラ
ウ
ン
ジ
の
中

か
ら
の
見
学
で
も
、
水
平
線
が
弧
を
描
き
、
地
球
の

丸
さ
を
十
分
感
じ
る
景
色
が
見
ら
れ
る
。
お
ま
け

に
、
海
沿
い
に
並
び
立
つ
風
力
発
電
の
風
車
が
、
ぐ

る
ん
ぐ
る
ん
回
っ
て
い
る
の
も
遠
目
に
見
え
て
、
屋

上
が
「
危
険
」
な
こ
と
も
十
分
納
得
。

強
風
に
負
け
て
、
周
辺
散
策
を
早
め
に
切
り
上
げ

犬
吠
駅
へ
。
駅
舎
の
２
階
に
あ
る
「
銚
子
写
真
館　

中
井
精
也
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
を
見
学
、
こ
こ
も
特
典
で

入
館
無
料
。
沿
線
の
キ
ャ
ベ
ツ
畑
や
古
い
駅
舎
な

ど
、
柔
ら
か
な
雰
囲
気
の
写
真
が
並
ぶ
中
、
た
い
焼

き
の
写
真
を
発
見
。
観
音
駅
で
売
っ
て
い
る
た
い
焼

き
、
こ
れ
が
食
べ
た
か
っ
た
ん
だ
。
改
札
に
戻
っ
て

観
音
駅
に
向
か
う
電
車
の
時
間
を
調
べ
て
い
る
と
、

駅
員
さ
ん
が
「
お
煎
餅
、
も
ら
っ
た
？
」
と
一
声
。

特
典
で
１
枚
無
料
の
ぬ
れ
煎
餅
、
も
ち
ろ
ん
忘
れ
て

い
ま
せ
ん
と
も
。

銚
子
電
鉄
と
い
え
ば
、
ぬ
れ
煎
餅
の
販
売
が
有

名
。
犬
吠
駅
の
お
土
産
物
売
り
場
で
は
、
車
で
駅
ま

で
や
っ
て
来
た
観
光
客
が
、
ぬ
れ
煎
餅
を
買
っ
て
行

く
姿
も
見
か
け
る
ほ
ど
の
人
気
ぶ
り
。
売
り
場
の
一

角
で
は
、
売
り
子
さ
ん
が
煎
餅
を
焼
き
つ
つ
、
次
々

試
食
も
勧
め
て
く
れ
る
。
ほ
ぼ
全
種
類
の
試
食
を
さ

せ
て
も
ら
い
、
無
料
の
１
枚
に
加
え
、
大
袋
の
ぬ
れ

煎
餅
も
買
い
込
ん
で
か
ら
、
観
音
駅
に
向
け
て
出

発
。

鯛
か
金
目
か
、
や
っ
ぱ
り
ど
っ
ち
も

銚
子
電
鉄
の
中
で
は
大
き
い
方
に
な
る
観
音
駅
の

駅
舎
。
そ
の
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
を
占
め
て
い
る
た

い
焼
き
屋
さ
ん
は
、
ホ
ー
ム
に
降
り
れ
ば
、
す
ぐ
目

の
前
。
カ
ウ
ン
タ
ー
に
は
、
小
倉
あ
ん
、
ク
リ
ー

ム
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
３
種
類
の
た
い
焼
き
に
並
ん

で
、「
新
発
売
！ 

お
好
み
鯛
焼
き 

金
目
焼
き
」
の
お

品
書
き
。
金
目
焼
き
？　

新
発
売
な
ら
食
べ
て
お
か

な
い
と
。
予
定
変
更
、「
金
目
焼
き
く
だ
さ
い
」。

手
渡
さ
れ
た
金
目
焼
き
の
見
た
目
は
、
こ
ん
が
り

色
黒
の
た
い
焼
き
。
か
じ
れ
ば
、
キ
ャ
ベ
ツ
や
マ
ヨ

ネ
ー
ズ
、
紅
生
姜
な
ど
が
た
っ
ぷ
り
入
っ
た
、
ま
ぎ

れ
も
な
く
お
好
み
焼
き
。
た
い
焼
き
の
形
を
し
て
い

る
お
か
げ
で
、
片
手
で
も
立
っ
た
ま
ま
で
も
食
べ
ら

れ
る
。
Ｂ
級
グ
ル
メ
は
素
晴
ら
し
い
。

金
目
焼
き
の
尻
尾
を
口
に
押
し
込
み
つ
つ
、
向
か

う
は
飯
沼
観
音
。
最
後
の
特
典
を
使
っ
て
、
観
音
堂

の
「
お
守
り
」
を
い
た
だ
け
ば
、
閉
館
し
て
い
た

「
銚
電
昭
和
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
館
」
以
外
、
四
つ
の
特

典
を
無
事
制
覇
。

ま
だ
ま
だ
時
間
に
余
裕
も
あ
る
し
、
風
も
少
し
収

ま
っ
て
き
た
。
途
中
下
車
し
て
こ
な
か
っ
た
「
髪
毛

黒
生
」
こ
と
笠
上
黒
生
駅
に
も
行
っ
て
み
た
い
し
、

犬
吠
駅
の
写
真
館
で
見
た
、
キ
ャ
ベ
ツ
畑
を
走
る

キ
ャ
ベ
ツ
色
の
銚
子
電
鉄
の
姿
も
生
で
見
た
い
。
銚

子
電
鉄
は
１
駅
ご
と
の
間
隔
が
短
い
こ
と
だ
し
、
沿

線
を
た
ど
っ
て
行
け
る
所
ま
で
歩
い
て
み
よ
う
。

で
も
そ
の
前
に
、
も
う
一
度
観
音
駅
へ
。
金
目
焼
き

も
お
い
し
か
っ
た
け
れ
ど
、甘
い
た
い
焼
き
も
や
っ
ぱ

り
食
べ
て
お
こ
う
。
観
音
駅
の
た
い
焼
き
屋
さ
ん
は
、

今
年
３
月
で
い
っ
た
ん
閉
店
。
沿
線
の
ど
こ
か
に
再

び
開
店
す
る
の
は
、
多
分
夏
ご
ろ
に
な
る
そ
う
だ
。

犬吠駅にあるお土産物売り場。その場でもぬれ煎餅を焼いている。 地球の丸く見える丘展望館からの景色。屋上に出られなくても、迫力ある景色が見られる。

沿線を歩けば、キャベツ畑の中を走る電車の姿が見られる。銚子電鉄の 1 日乗車券
「弧廻手形 Deluxe」

観音駅のたい焼き屋さんはすでに閉店。どこで再開するかは、お楽
しみ。

29 MINTETSU SPRING 2017



MINTETSU SPRING 2017 30

現
在
、
新
浜
松

－

西に
し
か
じ
ま
※

鹿
島
間
運
行
の
遠

州
鉄
道
は
、
天
竜
浜
名
湖
鉄
道
（
旧
国
鉄

二
俣
線
）
に
乗
り
継
ぎ
す
れ
ば
、
周
遊
の

旅
が
可
能
と
な
っ
た
鉄
道
で
あ
る
。
西に

し
と
お
と遠

江う
み

の
中
小
民
鉄
群
の
中
で
唯
一
の
生
き
残

り
と
い
っ
て
よ
い
。
複
雑
な
鉄
道
史
に
も

言
及
し
て
み
た
い
。

明
治
後
期
に
大
日
本
軌
道
浜
松
支
社
が

中
ノ
町
線
、
鹿
島
（
二
俣
）
線
を
開
通
。

浜
松
の
板
屋
町
で
接
続
す
る
路
線
だ
。
さ

ら
に
、
大
正
三
年
に
綿
織
物
産
地
と
し
て

栄
え
て
い
た
笠
井
へ
の
支
線
（
西
ヶ
崎
か

ら
）
が
開
通
。
同
八
年
に
遠
州
軌
道
が
設

立
し
て
路
線
を
継
承
、
同
十
年
に
遠
州
電

気
鉄
道
と
改
称
し
た
。
同
十
三
年
に
は
貴き

布ぶ

禰ね

（
現
・
浜
北
）
か
ら
宮
口
ま
で
の
支

線
で
あ
る
系
列
会
社
の
西せ

い
え
ん遠

軌
道
が
開
通

し
て
お
り
、
こ
の
頃
の
状
況
を
示
す
の
が
、

昭
和
五
年
作
画
の
本
図
で
あ
る
。

前
後
し
て
大
正
十
四
年
に
は
、
中
ノ
町

線
と
笠
井
線
を
、
浜
松
軌
道
と
し
て
経
営

分
離
（
昭
和
二
年
浜
松
電
気
鉄
道
に
社
名

変
更
）。
昭
和
十
二
年
、
日
中
戦
争
を
契

文
・
藤
本
一
美

text by Kazum
i FUJIM

O
TO

藤本一美
首都大学東京・専修大学非常勤講師。地図情報センター理事。日本地図学会評議員。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。

濱
ま
つ

連載─第�回

濱
松
市
を
中
心
と
せ
る

名
所
史
蹟
交
通
鳥
瞰
図
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機
に
陸
運
統
制
令
が
改
正
さ
れ
、
鉄
道
や

バ
ス
会
社
の
統
合
が
進
展
。
同
十
八
年
に

は
遠
州
電
気
鉄
道
を
中
心
に
し
て
六
社
が

合
併
し
、
新
設
の
遠
州
鉄
道
と
な
る
。

戦
時
下
の
浜
松
は
軍
都
で
あ
り
、
空
襲

の
大
被
害
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
十
一
年

に
は
復
興
。
翌
二
十
二
年
に
、
板
屋
町

（
の
ち
東
田
町
）

－

奥
山
間
の
浜
松
鉄
道

（
大
正
三
年
開
業
、
同
十
二
年
全
通
）
を

遠
州
鉄
道
が
吸
収
合
併
し
、
奥
山
線
（
昭

和
三
十
九
年
廃
線
）
と
な
っ
た
。

特
色
の
あ
る
大
胆
な
構
図
の
中
心
に
は

商
工
都
浜
松
を
配
置
。
東
は
天
竜
川
と
袋

井
、
静
岡
。
西
に
浜
名
湖
と
弁
天
島
、
館

山
寺
温
泉
。
北
に
は
火
伏
せ
の
秋あ

き
ば
さ
ん

葉
山
や

岩
水
寺
遊
園
地
、
半は

ん
そ
う
ぼ
う

僧
坊
な
ど
の
名
所
旧

跡
が
点
在
。
両
端
に
は
お
な
じ
み
の
富
士

山
や
日
本
ラ
イ
ン
、
朝
鮮
釜
山
な
ど
を
小

さ
く
入
れ
て
い
る
。

よ
く
見
る
と
台
地
状
の
三み

か
た
が
は
ら

方
原
古
戦
場

ま
で
描
き
、
徳
川
家
康
が
三
河
よ
り
浜
松

に
入
城
し
、
曳
馬
を
浜
松
と
改
称
。
家
康

が
駿
府
に
移
っ
て
か
ら
は
、
松
平
、
水
野
、

井
上
等
の
有
力
大
名
の
居
城
と
し
て
栄
え

た
が
、
石
垣
と
堀
に
面
影
を
た
ど
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

『
お
ん
な
城
主
直
虎
』
の
主
人
公
は
井
伊

直
虎
だ
。
そ
の
所ゆ

か

り縁
の
地
が
浜
松
北
郊
の

井い

い

の

や

伊
谷
、
龍り

ょ
う
た
ん
じ

潭
寺
は
井
伊
家
の
菩
提
寺

で
、
一
角
を
立
体
絵
図
と
し
て
巧
み
に
表

現
し
て
い
る
。
私
は
う
か
つ
に
も
直
虎
は

無
知
で
あ
っ
た
。

『濱まつ［濱松市を中心とせる名所史蹟
交通鳥瞰図］』
（昭和 5〈1930〉年 5月発行）
浜松市内の谷島屋書店　発行
犬山の日本ライン蘇江　観光社　印刷

※遠州鉄道の西鹿島駅は、当時の終点・遠州二俣駅を南に移して、旧国鉄二俣線（昭和 15 年開通、現・天竜浜名湖鉄道）との共用駅となる。

遠州鉄道株式会社
Enshu Railway Co.,Ltd.
設立：昭和 18（1943）年 11 月 1日
本社：静岡県浜松市中区旭町 12 番
地の 1

　遠州鉄道鉄道線は全 18 駅、17.8㎞の路線。浜松市の中心市街地（新浜松
駅）から北遠の玄関口である天竜（西鹿島駅）までを南北に結ぶ。赤い車体
色から「あかでん」の愛称で親しまれており、単線ながら日中は12 分間隔の
高密度運行を実現している。平野部を走行するため全線にわたってトンネル
はなく、昭和 60 年には市内の交通渋滞解消を目指し、新浜松駅－八幡駅間
が高架化され、平成 24 年にはその区間が上島駅まで延伸した。
　また、市内外からの旅客
誘致に取り組み、昨年 9
月には、大河ドラマの主人
公、井伊直虎をモチーフに
したラッピング電車の運行
を開始。直虎のＰＲキャラ
クター「出世法師直虎ちゃ
ん」や市のマスコットキャ
ラクター「出世大名家康く
ん」などをプリントし、女
性戦国武将・直虎の人気
を盛り立てている（平成
30 年 3 月末まで運行予
定）。

浜松市を南北に走る「あかでん」
便利で楽しい鉄道を目指す

遠州鉄道株式会社

浜松 東海道新幹線

天竜浜名湖鉄道

東海道線

上島

遠州小松

美薗中央公園

遠州岩水寺

西鹿島

曳馬

新浜松

助信
八幡
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「駅前」停留場に向かう全面低床式車両 T1000 形「ほっトラム」


