
http://www.mintetsu.or.jp/

地方鉄道の経営努力と公的支援
［地域の活力を支える三岐鉄道 三岐線・北勢線］
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大
学
が
京
都
に
あ
っ
て
、
電
車
は
阪
急
電

車
を
使
っ
て
い
た
の
で
、
京
都
に
遊
び
に
行

く
時
は
だ
い
た
い
阪
急
電
車
に
乗
る
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
。
一
緒
に
遊
び
に
行
く
友
人
と
の

待
ち
合
わ
せ
も
、
梅
田
の
方
が
便
利
だ
。
な

の
で
京
阪
電
車
に
は
大
学
を
卒
業
す
る
ま
で

一
度
も
乗
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

わ
た
し
に
は
京
阪
は
謎
の
電
車
だ
っ
た
。

「
テ
レ
ビ
カ
ー
が
あ
る
ら
し
い
」「
二
階
建
て

だ
っ
た
り
す
る
ら
し
い
」。「
京
阪
乗
る
人
お

け
い
は
ん
」
と
い
う
Ｃ
Ｍ
の
文
言
に
ぐ
っ
と

き
つ
つ
も
、
乗
る
機
会
が
な
い
ま
ま
長
い
時

間
を
過
ご
し
て
い
た
の
だ
が
、
あ
る
時
思
い

が
け
な
い
事
情
で
毎
日
の
よ
う
に
京
阪
の
特

急
に
毎
朝
乗
る
事
態
に
な
っ
た
。
勤
め
て
い

た
会
社
の
出
向
で
、
中
書
島
に
仕
事
に
行
く

こ
と
を
言
い
渡
さ
れ
、
九
月
の
半
ば
か
ら
、

わ
た
し
は
あ
る
工
場
で
検
品
の
仕
事
に
従
事

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

わ
た
し
に
出
向
を
言
い
渡
し
た
元
の
職
場

で
は
、
毎
日
苦
し
ん
で
い
た
。
配
属
先
が
な

か
な
か
決
ま
ら
ず
、
誰
が
自
分
に
仕
事
を
教

え
て
く
れ
る
の
か
も
判
然
と
せ
ず
、
何
を
誰

に
訊
い
た
ら
い
い
の
か
も
よ
く
わ
か
ら
ず
、

あ
る
程
度
ち
ゃ
ん
と
振
る
舞
っ
て
く
れ
た
先

輩
は
次
々
や
め
て
い
き
、
の
ち
に
パ
ワ
ハ
ラ

で
わ
た
し
の
心
を
折
る
上
司
が
、
毎
日
の
よ

う
に
フ
ロ
ア
で
怒
鳴
り
散
ら
し
て
い
た
。
あ

の
人
の
と
こ
ろ
に
配
属
さ
れ
た
ら
つ
ら
い
な

と
思
っ
て
い
た
ら
そ
の
通
り
に
な
っ
た
の
だ

が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
話
で
、
と
に
か
く
職

場
で
は
陰
鬱
な
状
態
に
あ
っ
た
。

な
の
で
出
向
先
の
工
場
は
、
も
ち
ろ
ん
仕

事
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
に
し
ろ
、
天
国

の
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
一
日
中
決
ま
っ

た
仕
事
が
あ
る
し
、
休
憩
時
間
も
ち
ゃ
ん
と

取
れ
る
し
、
よ
そ
も
の
だ
か
ら
か
一
緒
に
働

い
て
い
た
人
た
ち
は
優
し
か
っ
た
し
、
誰
に

何
を
訊
い
た
ら
い
い
の
か
も
は
っ
き
り
し
て

い
た
。
元
の
会
社
に
行
く
よ
り
通
勤
時
間
が

長
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。

何
よ
り
も
、
特
急
で
毎
日
京
都
に
行
く
の

は
楽
し
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
京
阪
に
乗
っ
た

こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
、
車
窓
の
風
景
は
見

慣
れ
な
い
も
の
ば
か
り
だ
し
、
京
阪
の
車
両

に
は
そ
こ
は
か
と
な
く
「
旅
行
」
の
空
気
が

漂
っ
て
い
る
の
で
、
も
う
自
分
は
元
の
職
場

に
は
戻
ら
ず
、
こ
の
ま
ま
あ
の
工
場
に
ず
っ

中
書
島
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム

津
村
記
久
子
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と
い
た
い
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
そ
の
一
か
月
半
後
、
わ
た
し
は
会
社

に
戻
さ
れ
、
さ
ら
に
三
か
月
後
に
会
社
を
や

め
た
。

今
で
は
京
阪
を
よ
く
使
っ
て
い
る
。
友
達

の
行
き
つ
け
の
服
屋
さ
ん
が
交
野
市
に
あ
っ

た
り
、
と
き
ど
き
話
を
す
る
た
め
に
呼
ば
れ

る
京
都
の
大
学
が
出
町
柳
を
経
由
し
た
り
す

る
の
で
、
年
に
十
回
ぐ
ら
い
は
乗
る
。
交
野

市
に
行
く
時
は
遊
び
で
い
つ
も
楽
し
い
け
れ

ど
も
、
大
学
で
話
を
す
る
の
は
仕
事
だ
し
、

出
町
柳
で
降
り
た
後
か
ら
も
長
い
の
で
、

ち
ょ
っ
と
憂
鬱
な
気
分
で
乗
っ
て
い
る
。
ど

ち
ら
に
し
ろ
、
出
向
し
て
い
た
時
の
、
宙
吊

り
で
あ
り
な
が
ら
こ
こ
か
ら
抜
け
出
し
た
く

な
い
と
い
う
不
思
議
な
思
い
は
な
い
。

中
書
島
に
は
出
向
し
て
い
た
時
か
ら
一
度

も
降
り
て
い
な
い
。
し
か
し
停
車
す
る
と
寝

て
い
て
も
必
ず
目
を
覚
ま
す
。
あ
の
時
か
ら

本
当
に
遠
く
ま
で
来
た
な
あ
と
思
う
。
あ
る

い
っ
と
き
は
失
望
し
て
い
て
も
、
時
間
を
過

ご
せ
ば
物
事
は
変
わ
る
こ
と
の
象
徴
が
、
わ

た
し
に
は
中
書
島
の
駅
の
ホ
ー
ム
だ
。

◎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、73 社の民営鉄道会社で組織されています。
輸送力の増強と安全輸送の確保を促進し、鉄道事業の健全な発達を図り、
もって国民経済の発展に寄与することを目的とした活動を行っております。
なお、JR 各社や公営地下鉄などは加入しておりません。

CONTENTS
Vol.

68
2019

つ
む
ら 

き
く
こ

作
家
。
大
阪
府
生
ま
れ
。
２
０
０
５
年
「
マ
ン
イ
ー
タ
ー
」（
単
行
本

化
に
あ
た
り
『
君
は
永
遠
に
そ
い
つ
ら
よ
り
若
い
』
に
改
題
）
で
第

21
回
太
宰
治
賞
を
受
賞
し
デ
ビ
ュ
ー
。
08
年
『
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ブ
レ

ス
・
ユ
ー
!!
』
で
第
30
回
野
間
文
芸
新
人
賞
、
09
年
「
ポ
ト
ス
ラ
イ

ム
の
舟
」
で
第
１
４
０
回
芥
川
賞
、
11
年
『
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
』
で
第
28
回
織
田
作
之
助
賞
、
13
年
「
給
水
塔
と
亀
」
で
第
39

回
川
端
康
成
文
学
賞
、
16
年
『
こ
の
世
に
た
や
す
い
仕
事
は
な
い
』

で
第
66
回
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
新
人
賞
、
17
年
『
浮
遊
霊
ブ
ラ

ジ
ル
』
で
第
27
回
紫
式
部
文
学
賞
を
受
賞
。
著
書
に
『
カ
ソ
ウ
ス
キ

の
行
方
』『
ポ
ー
ス
ケ
』『
エ
ヴ
リ
シ
ン
グ
・
フ
ロ
ウ
ズ
』
ほ
か
多
数
。

近
著
に
『
デ
ィ
ス
・
イ
ズ
・
ザ
・
デ
イ
』
が
あ
る
。
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TOP INTERVIEW

特
集
：
地
方
鉄
道
の
経
営
努
力
と
公
的
支
援

［
地
域
の
活
力
を
支
え
る
三
岐
鉄
道
　
三
岐
線
・
北
勢
線
］

文
◉
茶
木
　
環
／
撮
影
◉
織
本
知
之
　
写
真
提
供
／
三
岐
鉄
道
株
式
会
社

大
正
期
に
セ
メ
ン
ト
輸
送
を
目
的
と
す
る
三
岐
線
の
計
画
に
よ
り

創
立
さ
れ
た
三
岐
鉄
道
は
、
２
０
１
８
年
、
創
立
90
周
年
を
迎
え
た
。

現
在
も
貨
物
輸
送
と
旅
客
輸
送
を
１
対
１
の
比
率
で
担
い
、

長
年
に
わ
た
る
安
定
輸
送
を
堅
持
し
て
い
る
。

ま
た
、
２
０
０
３
年
に
は
廃
線
危
機
に
あ
っ
た
北
勢
線
を
継
承
し
、

公
的
支
援
を
受
け
な
が
ら
同
線
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
事
業
を
再
生
さ
せ
た
。

地
域
住
民
の
足
で
あ
る
２
線
の
運
行
を
維
持
す
る
た
め
に

三
岐
鉄
道
は
数
々
の
利
用
促
進
策
を
実
施
し
て
い
る
。

鉄
道
の
魅
力
を
向
上
し
、
自
動
車
や
自
転
車
と
の
共
生
を
推
奨
す
る
な
ど
、

沿
線
住
民
の
生
活
に
即
し
た
細
や
か
な
施
策
を
重
ね
て
、

「
地
域
の
鉄
道
」
と
し
て
確
か
な
存
在
に
磨
き
上
げ
て
い
く
。

そ
の
経
営
理
念
、
鉄
道
の
維
持
・
活
性
化
へ
の
企
業
努
力
に
つ
い
て

三
岐
鉄
道
株
式
会
社
の
日
比
義
三
取
締
役
社
長
に
伺
っ
た
。

地
域
の
ま
ち
に
貢
献
す
る

鉄
道
を
維
持
す
る

経
営
努
力

三
岐
鉄
道
株
式
会
社 

取
締
役
社
長

日
比
義
三

Yoshizo H
IBI



貨
物
と
旅
客
の
両
輸
送
を
担
う
民
鉄

―
―
ま
ず
鉄
道
事
業
の
現
状
か
ら
お
話
し
い

た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

日
比　

当
社
は
三
重
県
北
部
に
位
置
し
、
三

岐
線
と
北
勢
線
、
二
つ
の
路
線
を
運
営
し
て

い
ま
す
。
２
０
１
８
年
９
月
20
日
に
創
立
90

周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
最
も
大
き
な
特
徴

は
、
旅
客
輸
送
と
貨
物
輸
送
の
両
方
を
行
っ

て
い
る
民
鉄
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

三
岐
線
は
、
セ
メ
ン
ト
輸
送
を
目
的
に
敷

設
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
１
９
２
８
年
に
創

立
し
、
１
９
３
１
年
７
月
に
富
田

－

東
藤
原

間
（
23
・
１
㎞
）
で
貨
物
・
旅
客
、
両
輸
送
の

営
業
運
転
を
開
始
、
同
年
12
月
に
西
藤
原
駅

ま
で
延
伸
（
３
・
４
㎞
）
し
ま
し
た
。
１
９
７
０

年
に
は
近
鉄
富
田
駅
に
乗
り
入
れ
、
現
在
の

総
延
長
は
27
・
６
㎞
と
な
っ
て
い
ま
す
。

北
勢
線
は
、
現
在
で
は
日
本
に
３
カ
所
の

み
と
な
っ
た
ナ
ロ
ー
ゲ
ー
ジ
（
軌
間
７
６
２
㎜

の
特
殊
狭
軌
）
の
路
線
で
全
長
20
・
４
㎞
、
軽

便
鉄
道
と
し
て
１
９
１
４
年
に
開
業
し
ま
し

た
。
戦
時
統
合
な
ど
に
よ
る
運
営
主
体
の
変

更
を
経
て
、
高
度
経
済
成
長
期
の
１
９
６
５

年
に
近
畿
日
本
鉄
道
に
編
入
さ
れ
、
近
鉄
の

撤
退
後
は
地
元
の
要
望
を
受
け
て
２
０
０
３

年
よ
り
当
社
が
運
営
を
継
承
し
て
い
ま
す
。

―
―
全
国
的
に
地
方
の
中
小
規
模
の
鉄
道
は

輸
送
人
員
が
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
三
岐
線

と
北
勢
線
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
す
か
。

日
比　

ロ
ー
カ
ル
線
の
中
で
は
落
ち
込
み
は

少
な
い
方
だ
と
思
い
ま
す
。
当
社
の
ケ
ー
ス

が
少
し
特
殊
な
の
は
、
全
国
的
に
中
小
民
鉄

の
輸
送
人
員
は
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進

ん
だ
１
９
６
０
年
代
後
半
に
ピ
ー
ク
を
迎
え

た
路
線
が
多
い
の
で
す
が
、
三
岐
線
の
輸
送

人
員
が
最
も
多
か
っ
た
の
は
そ
れ
よ
り
少
し

後
の
１
９
７
３
年
で
、
４
３
２
万
人
で
し

た
。
理
由
と
し
て
は
、
１
９
７
０
年
に
近
鉄

連
絡
線
を
敷
設
し
て
乗
り
入
れ
を
開
始
し
、

利
便
性
向
上
を
図
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た

で
す
ね
。
余
談
で
す
が
、
私
は
近
鉄
富
田
駅

の
近
く
に
あ
る
四
日
市
高
校
の
出
身
で
、
在

学
中
に
三
岐
線
が
近
鉄
に
乗
り
入
れ
た
ん
で

す
。
そ
れ
ま
で
三
岐
線
の
起
点
は
国
鉄
富
田

駅
で
少
し
離
れ
て
い
た
の
で
、「
便
利
に

な
っ
て
良
か
っ
た
」
と
同
級
生
た
ち
が
と
て

も
喜
ん
で
い
た
の
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま

す
。
現
在
の
輸
送
人
員
は
３
１
５
万
人

（
２
０
１
７
年
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
北
勢
線
は
近
鉄
時
代
の
１
９
７
５
年

が
ピ
ー
ク
で
５
９
７
万
人
、
近
鉄
末
期
の

２
０
０
２
年
が
２
４
０
万
７
０
０
０
人
で
、
当

社
に
移
管
さ
れ
た
翌
年
、
翌
々
年
は
下
が
り

ま
し
た
が
、
そ
の
後
、徐
々
に
回
復
し
、
２
０ 

１
７
年
は
２
５
６
万
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

両
路
線
と
も
一
番
の
課
題
は
沿
線
地
域
の

少
子
高
齢
化
で
、
高
校
生
の
人
数
が
減
っ
て

い
る
上
に
、
親
御
さ
ん
が
マ
イ
カ
ー
で
送
り

迎
え
す
る
な
ど
、
通
学
の
鉄
道
利
用
が
減
少

を
続
け
て
い
ま
す
。

―
―
通
勤
で
の
利
用
状
況
は
ど
う
で
す
か
。

日
比　

通
勤
定
期
は
わ
ず
か
な
が
ら
増
え
て

い
ま
す
。
沿
線
に
あ
る
規
模
の
大
き
な
企
業

が
公
共
交
通
の
利
用
を
推
進
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
こ
と
も
大
き
い
で
す
ね
。

三
岐
線
が
近
鉄
富
田
駅
、
北
勢
線
が
西
桑

名
駅
で
近
鉄
や
Ｊ
Ｒ
に
接
続
し
て
い
て
、
と

も
に
名
古
屋
ま
で
約
１
時
間
の
通
勤
圏
内
で

す
。
ま
た
、
四
日
市
の
工
業
地
帯
に
向
か
わ

れ
る
通
勤
利
用
も
多
い
。
当
社
と
接
続
す
る

近
鉄
や
Ｊ
Ｒ
の
路
線
が
都
心
部
や
工
業
地
帯

な
ど
人
の
集
積
地
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

が
非
常
に
大
き
な
利
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
通
勤
に
関
し
て
は
ガ
ソ
リ
ン
の
値

段
が
上
が
る
と
皆
さ
ん
、
マ
イ
カ
ー
に
乗
る

の
を
控
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
顕
著
に

影
響
し
て
通
勤
定
期
の
利
用
が
増
え
て
い
る

よ
う
で
す
。

―
―
貨
物
輸
送
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

日
比　

藤
原
岳
山
麓
に
太
平
洋
セ
メ
ン
ト
の

藤
原
工
場
が
あ
り
、
開
業
時
か
ら
三
岐
線
の

貨
物
輸
送
経
営
が
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
、
現
在
も
セ
メ
ン
ト
輸
送
を
メ
イ
ン
と
し

た
貨
物
輸
送
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま

す
。
通
常
の
セ
メ
ン
ト
工
場
は
生
産
し
て
す

ぐ
に
船
に
積
み
込
め
る
よ
う
に
海
岸
沿
い
に

設
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
内
陸

に
あ
る
藤
原
岳
で
原
料
で
あ
る
石
灰
石
が
掘

削
さ
れ
る
こ
と
か
ら
こ
こ
に
工
場
が
つ
く
ら

れ
ま
し
た
。
大
量
輸
送
と
い
う
鉄
道
の
強
み

を
活
か
し
て
、
四
日
市
港
へ
運
び
ま
す
。
当

時
は
、
四
日
市
港
が
中
京
地
区
の
物
流
拠
点

だ
っ
た
ん
で
す
。
高
度
経
済
成
長
期
を
経

て
、
わ
が
国
の
貨
物
輸
送
の
主
役
は
ト
ラ
ッ

ク
に
移
り
、
セ
メ
ン
ト
貨
車
輸
送
を
行
っ
て

い
る
の
は
、
Ｊ
Ｒ
以
外
で
は
当
社
の
み
と
な

り
ま
し
た
。

ま
た
、
１
９
９
０
年
に
は
、
炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
と
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ（
石
炭
灰
）
の
往
復
輸

送
を
開
始
し
ま
し
た
。
往
路
は
太
平
洋
セ
メ

ン
ト
藤
原
工
場
か
ら
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
排
煙

脱
硫
剤
と
し
て
使
用
）
を
愛
知
県
に
あ
る
石
炭

火
力
発
電
所
に
運
び
、
復
路
は
石
炭
火
力
発

電
所
か
ら
排
出
さ
れ
る
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
（
セ

メ
ン
ト
の
原
料
の
一
部
と
し
て
利
用
）
を
太
平
洋
セ

メ
ン
ト
藤
原
工
場
に
運
ぶ
、
非
常
に
効
率
的

な
鉄
道
貨
物
輸
送
が
実
現
さ
れ
ま
し
た
。

―
―
貨
物
輸
送
の
収
益
が
三
岐
鉄
道
の
安
定

経
営
を
支
え
て
い
る
の
で
す
か
。

日
比　

三
岐
線
の
現
在
の
客
貨
比
率
は
大
体

１
対
１
で
、
鉄
道
の
維
持
と
い
う
点
か
ら
見

れ
ば
、
貨
物
を
手
掛
け
て
い
る
こ
と
は
非
常

に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で

は
貨
物
輸
送
の
収
益
で
旅
客
輸
送
を
カ
バ
ー

し
て
き
ま
し
た
が
、
貨
物
輸
送
も
徐
々
に
コ

ス
ト
が
上
が
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
や
は

り
非
常
に
厳
し
い
状
態
と
な
っ
て
き
ま
し

た
。
セ
メ
ン
ト
関
連
の
貨
物
輸
送
は
１
９ 

７
９
年
の
ピ
ー
ク
時
に
は
１
９
８
万
ト
ン
あ

り
ま
し
た
が
、
２
０
１
７
年
は
１
１
１
万
ト

ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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―
―
他
の
事
業
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

日
比　

バ
ス
事
業
で
は
、
三
岐
線
沿
線
を
中

心
と
し
た
路
線
バ
ス
を
運
行
し
て
い
ま
す
が
、

鉄
道
と
バ
ス
と
の
連
携
強
化
に
力
を
入
れ
て

い
ま
す
。
東
芝
メ
モ
リ
株
式
会
社
の
四
日
市

工
場
ま
で
は
、
近
鉄
富
田
駅
か
ら
だ
け
で
は

な
く
、
最
寄
り
の
三
岐
線
山
城
駅
か
ら
も
Ｊ

Ｒ
四
日
市
駅
間
の
路
線
バ
ス
の
経
由
便
と
し

て
運
行
し
て
い
ま
す
。
路
線
バ
ス
で
す
か
ら

運
賃
を
払
え
ば
誰
で
も
乗
車
で
き
ま
す
が
、

実
質
的
に
は
専
用
バ
ス
に
近
い
で
す
ね
。

高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
事
業
に
も

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
東
名
阪
自
動
車
道
の

御
在
所
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
下
り
線
と
東
名

高
速
の
上
郷
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
下
り
線
の
２

カ
所
を
手
掛
け
て
い
ま
す
。
鉄
道
事
業
を
含

め
、
多
角
的
な
経
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

利
用
促
進
と
地
域
活
性
化
策

―
―
三
岐
線
で
は
「
ひ
と
駅
い
ち
テ
ー

マ
」
を
掲
げ
た
旅
客
輸
送
活
性
化
策
が

取
ら
れ
、
個
性
を
持
っ
た
駅
が
多
い
で

す
ね
。

日
比　

え
え
、
駅
や
三
岐
線
の
存
在
を

周
知
し
、
愛
着
を
持
っ
て
利
用
し
て
い

た
だ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
い
な
べ
市
大
安

図
書
館
を
併
設
し
た
大
安
駅
、
鯨
の
形

を
し
た
近
鉄
富
田
駅
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

ロ
ッ
ジ
の
よ
う
な
外
観
の
東
藤
原
駅
な

ど
個
性
的
な
駅
が
多
く
、
丹
生
川
駅
に

開
設
し
た
「
貨
物
鉄
道
博
物
館
」
は
開

館
15
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
終
点
の
西

藤
原
駅
に
は
開
業
時
の
Ｓ
Ｌ
車
両
を
静
態
保

存
し
、
現
在
は
廃
止
し
て
い
ま
す
が
、
模
型

の
Ｓ
Ｌ
を
走
ら
せ
る
「
ウ
ィ
ス
テ
リ
ア
鉄

道
」
が
あ
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
印
象
に
残

る
よ
う
な
、
そ
し
て
楽
し
ん
で
利
用
し
て
い

た
だ
け
る
駅
づ
く
り
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
北
勢
中
央
公
園
口
駅
開
業
と
同
時

に
開
始
し
た
「
サ
イ
ク
ル
パ
ス
」（
鉄
道
車
両

へ
の
自
転
車
持
ち
込
み
）
は
そ
の
後
、
区
間
別

の
利
用
可
能
時
間
帯
を
拡
大
し
ま
し
た
。
そ

の
範
囲
内
で
、
近
鉄
富
田
駅
以
外
の
駅
か
ら

は
自
転
車
の
持
ち
込
み
が
で
き
ま
す
。

こ
の
辺
り
は
一
家
に
車
が
何
台
も
あ
る
よ

う
な
地
域
で
す
が
、
マ
イ
カ
ー
と
の
共
生
と

い
う
意
味
で
は
、
無
料
駐
車
・
駐
輪
場
の
整

備
が
鉄
道
利
用
に
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
て

い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
２
０
０
８
年
に
四
日
市
大
学

に
寄
付
講
座
を
開
設
し
て
、
現
在
も
継
続
し

て
い
ま
す
。
当
社
社
員
も
講
義
を
行
い
、
地

域
の
若
い
人
た
ち
に
鉄
道
の
存
在
意
義
を
理

解
し
て
も
ら
う
と
同
時
に
、
地
域
の
鉄
道
を

ど
う
活
か
し
て
い
く
か
、
一
緒
に
考
え
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
２
０
０
３
年
に
は
北
勢
線
が
近
鉄
か
ら

経
営
移
管
さ
れ
ま
し
た
が
、
地
方
民
鉄
が
大

手
民
鉄
の
路
線
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
の
は
初

の
ケ
ー
ス
で
し
た
。

日
比　

２
０
０
３
年
度
か
ら
２
０
１
２
年
度

の
10
年
間
に
お
い
て
、
桑
名
市
・
い
な
べ

市
・
東
員
町
か
ら
の
運
営
資
金
53
・
２
億
円

の
補
助
に
よ
り
、
設
備
投
資
や
赤
字
補
填
を

行
う
。
鉄
道
用
地
は
近
鉄
が
沿
線
市
町
に

３
・
６
億
円
（
半
額
は
三
重
県
負
担
）
で
譲
渡

し
、
市
町
所
有
地
と
し
て
、
当
社
は
無
償
で

借
り
受
け
る
。
そ
し
て
、
鉄
道
施
設
は
近
鉄

か
ら
当
社
に
無
償
譲
渡
さ
れ
る
と
い
う
運
営

ス
キ
ー
ム
で
、
路
線
を
継
承
し
ま
し
た
。

継
承
に
際
し
、
当
社
が
決
断
し
た
の
は
抜

本
的
な
再
生
・
存
続
、
す
な
わ
ち
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
て
運
行
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
具
体
的
に
は
、
ご
利
用
の
少
な
い
駅

を
移
転
・
統
廃
合
し
て
、
幹
線
道
路
沿
い
や

商
業
施
設
に
近
い
場
所
に
駅
を
設
け
、
駅
前

ロ
ー
タ
リ
ー
や
無
料
駐
車
・
駐
輪
場
を
整
備

し
て
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
、
サ
イ
ク
ル
＆
ラ
イ

ド
を
推
進
す
る
。
駅
数
を
17
駅
か
ら
13
駅
に

集
約
し
て
、
遠
隔
監
視
シ
ス
テ
ム
や
自
動
出

改
札
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
導
入
に
よ
り
、
駅　

務
の
合
理
化
と
無
人
駅
の
旅
客
サ
ー
ビ
ス
向

上
を
目
指
し
ま
し
た
。
ま
た
、
国
の
近
代
化

補
助
事
業
の
一
環
と
し
て
、
鉄
道
設
備
の
改

善
や
更
新
、
Ｃ
Ｔ
Ｃ
（
列
車
集
中
制
御
装
置
）

の
更
新
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。
２
年
目
か

ら
は
国
の
「
幹
線
鉄
道
等
活
性
化
補
助
（
高

速
化
事
業
）」（
２
０
０
４
～
２
０
０
８
年
度
）
が

採
択
さ
れ
、
橋
梁
の
改
修
や
列
車
行
き
違
い

施
設
の
増
設
、
曲
線
改
良
、
軌
道
強
化
な
ど

を
実
施
し
ま
し
た
。

―
―
現
在
、
補
助
制
度
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

日
比　

２
０
１
３
年
以
降
は
３
年
ご
と
に
見

直
し
が
図
ら
れ
て
お
り
、
現
在
は
２
０
１
９

年
度
か
ら
３
年
間
の
継
続
を
協
議
中
で
す
。

ま
た
、
桑
名
市
・
い
な
べ
市
・
東
員
町
と

当
社
で
構
成
す
る
北
勢
線
事
業
運
営
協
議
会

か
ら
は
、
先
日
、
国
に
要
望
書
を
提
出
し
ま

し
た
。

と
い
う
の
は
、
北
勢
線
に
は
現
在
、
予
備

車
が
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。
ナ

ロ
ー
ゲ
ー
ジ
の
特
殊
な
車
両
は
量
産
さ
れ
て
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お
ら
ず
、
他
社
か
ら
中
古
車
両
を
購
入
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ

減
便
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
国
へ
の
要

望
は
、
そ
う
し
た
車
両
に
対
す
る
補
助
を
主

と
し
て
い
ま
す
。

―
―
北
勢
線
で
は
西
桑
名
駅
と
接
続
す
る
桑

名
駅
（
近
鉄
・
Ｊ
Ｒ
）
周
辺
の
開
発
が
進
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
。

日
比　

現
在
、
桑
名
市
が
駅
周
辺
の
開
発
を

進
め
て
い
ま
す
。
当
社
線
の
西
桑
名
駅
と
接

続
す
る
近
鉄
と
Ｊ
Ｒ
の
桑
名
駅
と
は
約

２
０
０
ｍ
離
れ
て
い
て
、
乗
り
継
ぎ
利
便
が

良
い
と
は
言
え
な
い
状
況
で
す
。
し
か
も
桑

名
駅
は
橋
上
駅
で
す
の
で
、
当
社
線
は
乗
り

入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
か
に
距
離
を

短
縮
す
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。
具

体
的
な
計
画
は
こ
れ
か
ら
に
な
り
ま
す
。

―
―
と
こ
ろ
で
、
三
岐
線
と
北
勢
線
は
並
行

に
近
い
形
で
走
り
、
員
弁
川
を
挟
ん
で
い
る

と
は
い
え
２
線
間
の
距
離
も
比
較
的
近
い
の

で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
す
み
分
け
が
さ
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

日
比　

沿
線
や
近
隣
の
方
で
す
と
、
桑
名
市

中
心
部
や
名
古
屋
へ
出
る
な
ら
北
勢
線
、
富

田
や
四
日
市
・
津
方
面
へ
出
る
の
な
ら
三
岐

線
と
い
う
行
き
先
に
よ
る
選
択
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。
２
線
間
は
近
い
と
こ
ろ
で
は
自
転

車
で
10
分
、
歩
い
て
15
～
20
分
ぐ
ら
い
で
す

の
で
、
皆
さ
ん
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
使
い
分

け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
自
宅
か
ら
駅
ま

で
少
し
距
離
が
あ
る
方
は
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド

の
無
料
駐
車
場
を
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

北
勢
線
を
引
き
継
ぐ
話
を
受
け
た
の
は
先

代
の
社
長
で
し
た
が
、
２
線
の
商
圏
が
同
じ

だ
か
ら
だ
め
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ど
ち

ら
も
利
用
で
き
る
の
は
お
客
さ
ま
に
と
っ
て

利
便
性
が
格
段
に
向
上
す
る
と
い
う
判
断
に

よ
る
も
の
で
し
た
。

無
料
駐
車
場
も
、
公
平
に
、
早
く
来
た
人

が
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま

す
。
目
的
の
駅
の
駐
車
場
が
満
車
だ
っ
た

ら
、
隣
駅
を
使
う
。
そ
う
し
た
臨
機
応
変
な

利
用
の
仕
方
を
し
て
い
た
だ
け
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　地
元
と
協
働
し
、
密
着
し
た
取
り
組
み

―
―
現
在
は
ど
の
よ
う
な
活
性
化
策
を
と
ら

れ
て
い
る
の
で
す
か
。

日
比　

車
社
会
の
中
で
、
ま
ず
は
鉄
道
の
利

便
性
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
乗
っ
て
い
た
だ

く
。
安
心
・
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
会
社

の
基
盤
を
強
化
す
る
こ
と
が
一
番
大
事
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
そ
の
一
環
と
し
て
沿
線
地
域
の
イ
ベ

ン
ト
な
ど
を
掲
載
し
た
地
域
情
報
誌
を
年
３

回
発
行
し
、
駅
や
自
治
体
な
ど
に
置
い
て
い

ま
す
。
沿
線
の
桑
名
市
、
い
な
べ
市
、
東
員

町
、
四
日
市
市
は
そ
れ
ぞ
れ
市
町
ご
と
に
広

報
誌
な
ど
を
発
行
し
て
い
ま
す
が
、
市
域
・

町
域
を
超
え
た
も
の
は
な
い
の
で
、
当
社
の

こ
う
し
た
情
報
発
信
も
必
要
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

「
地
域
と
共
に
」
―
―
「
ひ
と
」
と
「
ま

ち
」
を
つ
な
ぐ
役
割
を
担
い
地
域
の
人
々
が

安
心
し
て
利
用
で
き
る
鉄
道
を
目
指
す
。

「
安
心
・
安
全
の
確
保
」
―
―
「
お
客
さ
ま

（
地
域
の
人
々
）」「
従
業
員
」「
会
社
（
株

主
）」
の
三
者
を
対
象
と
し
、
食
の
安
全
を

含
め
た
安
心
安
全
を
確
保
す
る
、
と
い
う
の

が
私
ど
も
の
基
本
理
念
で
す
。

―
―
地
域
間
の
情
報
を
つ
な
い
で
、
沿
線
全

体
を
盛
り
立
て
て
い
く
ん
で
す
ね
。

日
比　

え
え
、
北
勢
線
で
は
、
四
日
市
大
学

の
岩
崎
恭
典
学
長
に
始
め
て
い
た
だ
い
た
学

生
た
ち
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
「
サ
ン
タ
電

車
」
が
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
ハ
ロ

ウ
ィ
ン
用
の
ラ
ッ
ピ
ン
グ
を
し
た
車
両
「
ナ
ロ

ウ
ィ
ン
ト
レ
イ
ン
」
な
ど
の
企
画
列
車
を
走

ら
せ
て
い
ま
す
。
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
で
は

「
年
金
相
談
列
車
」、
行
政
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し

た
も
の
で
は
「
お
見
合
い
列
車
」
や
、
桑
名

市
に
納
税
す
る
と
１
往
復
貸
切
の
権
利
が
得

ら
れ
る
「
ふ
る
さ
と
納
税
の
貸
切
電
車
」
な

ど
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
ち
ょ
っ

と
し
た
話
題
性
を
持
た
せ
て
、
皆
さ
ん
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
も
岩
崎
学
長
を
は
じ
め
四
日

市
大
学
の
先
生
方
と
準
備
し
て
い
る
ん
で
す

が
、
留
学
生
の
人
た
ち
に
外
国
人
の
目
線
を

通
し
て
当
社
線
に
つ
い
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
に

ア
ッ
プ
し
て
い
た
だ
く
。
環
境
づ
く

り
と
し
て
Ｗ
ｉ-

Ｆ
ｉ
な
ど
の
設
備

も
整
え
て
い
こ
う
と
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
や
は
り
地
域
と
連
携
し
て
継

続
的
に
行
え
る
こ
と
を
考
え
て
い
か

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。

―
―
地
域
に
密
着
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

今
後
は
ど
の
よ
う
に
活
性
化
を
進
め

て
い
か
れ
ま
す
か
。

日
比　

単
発
の
イ
ベ
ン
ト
は
取
っ
掛

か
り
や
す
い
ん
で
す
。
大
切
な
の
は
単
発
の

企
画
を
重
ね
て
い
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
「
サ

ン
タ
電
車
」
の
よ
う
に
継
続
し
て
い
け
る
も

の
を
探
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
た
だ
、
こ
う

す
れ
ば
い
い
と
い
う
法
則
は
な
い
の
で
、
非

常
に
難
し
い
で
す
ね
。

ま
た
、
も
ち
ろ
ん
当
社
も
そ
う
な
の
で
す

が
、
地
域
で
何
か
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
場

合
、
必
ず
人
（
マ
ン
パ
ワ
ー
）
の
問
題
が
障
壁

と
な
り
ま
す
。
地
域
に
若
い
人
が
少
な
い
。

当
社
も
か
つ
て
は
親
子
２
代
で
勤
め
る
人
も

か
な
り
い
た
の
で
す
が
、
最
近
は
ほ
と
ん
ど

な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
事
情
の
中
で
何
と
か
苦
労
し
て

人
を
確
保
し
、
地
道
に
活
動
し
て
い
く
。
そ

れ
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
当
社
の
よ
う
な

地
方
民
鉄
は
地
域
の
方
々
、
ま
た
多
く
の
皆

さ
ん
に
「
三
岐
は
い
つ
も
何
か
や
っ
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
を
お
見
せ
し
て
い
か
な
い

と
す
ぐ
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
10

年
後
の
１
０
０
周
年
に
向
け
て
、
よ
り
地
域

に
密
着
し
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
の
鉄

道
と
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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特集：地方鉄道の経営努力と公的支援
［地域の活力を支える三岐鉄道　三岐線・北勢線］



三岐線　旅客輸送活性化施策の取り組み

1970年 6 月 25 日	 近鉄富田－三岐朝明間の近鉄連絡線が開業。
1986年 3 月 25 日	 	大安駅開業。大安町中央図書館（現・いなべ市大

安図書館）を併設、駅前広場、無料駐車場を整
備。

1988年 1 月 7 日	 旅客列車ワンマン運転開始。
1988年 3 月 30 日	 	四日市大学の開学（4月 10日）に合わせ、暁学

園前駅の駅舎を新築開業。駅ビル、無料駐車場を
整備。

1989年 3 月 31 日	 	三岐朝明駅の旅客営業を廃止し、三岐朝明信号場
に名称変更。

1989年11月26日	 	旅客車両の冷房化を開始し、冷房付き３両編成電
車を導入。

1990年 11月 2 日	 	炭酸カルシウム・フライアッシュ（石炭灰）の貨
物輸送を開始。

1994年 12 月 3 日	 	旅客列車の最高速度を 60㎞ /ｈから 70㎞ /ｈに
引き上げ。

1997年 4 月 1 日	 	大長駅を移転・改称し、北勢中央公園口駅を新築
開業。電車内に自転車を無料で持ち込めるサイク
ルパスを開始。

2000年 7 月 24日	 	中部国際空港向けの埋立土砂輸送を開始。
2001年 7 月 23 日	 	西藤原駅前に三岐線開業時に使用されたＳＬ等の

静態保存、ミニＳＬの無料運行を行う「ウィステ
リア鉄道」を開設（15年３月閉鎖）。

2002年 4 月 28 日	 	暁学園前駅駅舎２階に鉄道おもちゃを展示販売、
実際に遊ぶこともできる「鉄道おもちゃ屋」を開
設（08年４月閉店）。

2002年 12月 21日	 	中部国際空港向けの埋立土砂輸送を終了。

2003年 3 月 13 日	 	朝のラッシュ時間帯に全線で約 20分間隔運転を
実施。

2003年 9 月 15 日	 	丹生川駅前に戦前の貨車等を保存・展示する「貨
物鉄道博物館」を開館。

2003年 10 月 1 日	 	全線で昼間時間帯30分間隔運転を開始。近鉄富田
22：40発西藤原行きを同23：11発に繰り下げ。

2004年 3 月 24 日	 三里駅新築駅舎開業。
2004年 5 月 2 日	 	三里駅２階に三岐鉄道の車両をミニチュア模型と

パネルで紹介する「三岐鉄道車輌大図鑑」開設
（06年３月閉館）。

2006年 4 月 29 日	 「三岐線１日乗り放題パス」発売開始。
2008年 3 月 31 日	 旅客車両の冷房化率１００％を達成。
2008年 11月29日	 	近鉄富田駅西口駅舎を新築開業（翌年 4月 6日

に開業式典）。
2009年 10 月 1 日	 	「三岐線１日乗り放題パス」に代わり、北勢線で

も使用ができる「三岐鉄道 1日乗り放題パス」の
発売を開始。

2016年 1 月 7 日	 	西藤原駅前公園にて、桑名工業高等学校による
「桑工ゆめ鉄道」の運行を開始。
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通勤定期

定期外

通学定期

青川橋梁を渡る三岐線の貨物列車

三重県北部、四日市市と桑名市を拠点として
員弁川の両岸で「三岐線」と「北勢線」の２線を経営する三岐鉄道。
産業鉄道として誕生した三岐線は、今も貨物輸送と旅客輸送を併せて担い、
2003 年に近鉄から経営移管された北勢線は、公民連携の下に再生を果たし、

「鉄道のあるまち」を次世代へとつないでいる。

「鉄道のあるまち」を次世代につなぐ
三岐線・北勢線の歴史

特集：地方鉄道の経営努力と公的支援
［地域の活力を支える三岐鉄道　三岐線・北勢線］

三岐線
三岐線／富田－西藤原 26.5㎞・駅数 15
近鉄連絡線／三岐朝明信号場－近鉄富田 1.1㎞・駅数 1
旅客輸送は近鉄富田－西藤原 26.6㎞

写真提供／三岐鉄道株式会社



北勢線　リニューアルによる存続の取り組み

2000年 7 月 3 日	 	近畿日本鉄道が北勢線事業廃止を表明。
2000年 8 月 3 日	 	桑名・員弁広域連合構成自治体（桑名市、員弁

郡・桑名郡各町）が「北勢線問題勉強会」に参
画。

2001年 2 月 2 日	 	「近鉄北勢線利用促進協議会」が設置される。
2002年 2 月 4 日	 	桑名・員弁広域連合自治体協議会において、鉄道

として存続させる方針を確認。
2002年 3 月 18 日	 	桑名・員弁広域連合長（桑名市長）が三岐鉄道へ

鉄道存続への協力を要請。
2002年 3 月 28 日	 	桑名・員弁広域連合が三重県知事に対し、鉄道存

続に対する支援を要請。
2002年 9 月 4 日	 	北勢線沿線市町（桑名市・東員町・員弁町・北勢

町）が三岐鉄道に対して正式に北勢線運行を依
頼。三岐鉄道は運行継承を決定。

2002年 11月 8 日	 「北勢線運営協議会」が設置される。
2002年 11月11日	 「北勢線対策室」が設置される。
2003年 4 月 1 日	 	近鉄が三岐鉄道に北勢線鉄道事業を譲渡。三岐鉄

道による北勢線運営が開始される。
2003年 5 月 5 日	 	三岐カラーの新塗装車両が一部運行開始。
2003年 9 月 1 日	 	西桑名発 21：30阿下喜行き最終列車を同発

23：00に繰り下げ。
2004年 4 月 1 日	 	大泉東駅と長宮駅を廃止、両駅間に大泉駅を開

業。六石駅を廃止。全 15駅になる。大泉駅には
地元農産物販売施設「うりぼう」が併設される。

2004年 4 月 13 日	 	北勢線に関する鉄道活性化補助事業を行う第三セ
クター・北勢線施設整備株式会社が設立される。

2004年 5 月 1 日	 	交換駅（馬道・在良・七和・楚原）の左側通行工
事完成。

2005年 1 月 11日	 全列車のワンマン運転開始。
2005年 3 月 26日	 	坂井橋駅を廃止し、星川駅を新設。六把野駅・北

大社駅を統廃合し、東員駅を新設。全 14駅にな
る。

2005年 6 月24日	 	北勢線初の高速化改造電車（3編成）が運行を開
始。

2006年 4 月 1 日	 	上笠田駅を廃止、全 13駅になる。阿下喜駅２線
化供用開始。

2006年 8 月 4 日	 北勢線初の電車冷房化供用開始。
2007年 10月 30日	 	蓮花寺駅に自動改札機・券売機・精算機が設置さ

れ運用を開始する。これにより北勢線全駅の整備
が完了。

2007年12月 16日	 	阿下喜駅前の「軽便鉄道博物館」に、北勢線全線
電化開業時に走行した軽便電車（モニ２２０型
２２６号車）が移設される。

2008年12月 20日	 	３編成が高速化改造され、運行を開始する。これ
により北勢線車両全７編成の高速化改造が終了。
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特集：地方鉄道の経営努力と公的支援
［地域の活力を支える三岐鉄道　三岐線・北勢線］

■北勢線への自治体負担金
  

  2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

桑名市 2,692,490 91,680 100,542 98,335 106,112 97,900 94,235 108,243 107,909 107,612

いなべ市 1,687,755 71,814 73,399 70,726 78,520 72,543 69,767 79,015 78,559 78,145

東員町 1,299,755 48,006 44,459 47,195 47,118 43,507 41,848 46,642 46,407 46,193

計 5,680,000 211,500 218,400 216,256 231,750 213,950 205,850 233,900 232,875 231,950

上記金額は補助金 + 各市町の固定資産税 上記金額は補助金 + 各市町の固定資産税相当額

（単位：千円）

※2003 年度については鉄道用地取得費 360,000 千円を含む。
ただし三重県の補助金 180,000 千円があり、自治体の負担は実質 180,000 千円となっている。
従って、自治体の 2003 ～ 2012 年度の 10 年間負担金は、補助金 5,320,000 千円、用地取得費 180,000 千円、合計 5,500,000 千円である。

2003 ～ 2012 年度

運営資金 補助金

■自治体負担割合
 2003 ～ 2012 年度 2013 年度 2014 ～ 2015 年度 2016 ～ 2018 年度 2019 ～ 2021 年度

桑名市 47.40% 44.80% 47.72% 47.31% 47.35%

いなべ市 29.72% 32.36% 32.08% 32.99% 32.95%

東員町 22.88% 22.84% 20.20% 19.70% 19.70%

※2013 年度以降、上記の各自治体按分比率は固定資産税を除く補助金のみの負担割合
※北勢線に対する支援額の２市１町の負担割合は、①均等割②人口割③駅舎割④営業距離割の４項目により算出する。
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三岐線車両。鮮やかな黄色とオレンジ色が「三岐カラー」

全国的にも珍しいナローゲージの北勢線

西桑名－阿下喜間 13 駅を約 50 分で結ぶ北勢線

北勢線
西桑名－阿下喜 20.4㎞・駅数 13
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三岐鉄道三岐線は、セメント輸送を担う産業鉄道として経営を確立、
その一方で地域の基幹交通機関として旅客輸送に注力し、
駅をエリアの顔として求心力を持たせ、鉄道への人の集積を図っていった。
また、2003年には廃線危機にあった北勢線の運営を継承、三岐線での経験と実績を活かし、
公的支援を受け、さまざまな改善策に取り組んだ結果、
同線の再生を果たし、輸送人員の増加に成功している。
旅客輸送と貨物輸送、狭軌とナローゲージの二つの路線、
地方鉄道としては多様な特性を抱えながら、
車社会の中で鉄道の維持と地域の活性化に向き合い、
とどまることなく常に模索を続ける三岐鉄道の取り組みを取材する。

鉄道の多様性と他の交通との共生で
地方鉄道を存続する

REPORT

特集：地方鉄道の経営努力と公的支援
［地域の活力を支える三岐鉄道　三岐線・北勢線］



セ
メ
ン
ト
輸
送
で
設
立
さ
れ
た
三
岐
線

三
岐
鉄
道
は
三
重
県
北
部
に
位
置
し
、
貨

物
輸
送
と
旅
客
輸
送
を
担
う
三
岐
線
（
富

田
・
近
鉄
富
田

－

西
藤
原
）
と
、
２
０
０
３
年

に
運
営
を
移
管
さ
れ
た
北
勢
線
（
西
桑
名

－

阿
下
喜
）
の
２
線
が
員
弁
川
の
両
岸
を
走
る
。

三
岐
線
は
、
元
来
、
藤
原
岳
で
掘
削
さ
れ

る
石
灰
石
を
原
材
料
に
生
産
さ
れ
る
セ
メ
ン

ト
を
、
中
京
地
区
の
物
流
拠
点
で
あ
っ
た
四

日
市
港
に
輸
送
す
る
た
め
計
画
さ
れ
た
路
線

で
あ
る
。
１
９
２
８
年
に
三
岐
鉄
道
が
設
立

さ
れ
、
１
９
３
１
年
の
開
業
年
に
段
階
を
経

て
富
田

－

西
藤
原
間
26
・
５
㎞
が
全
通
。
旅

客
輸
送
を
開
始
し
た
が
、
開
業
の
２
年
後
の

１
９
３
３
年
に
は
小
野
田
セ
メ
ン
ト
（
現
・

太
平
洋
セ
メ
ン
ト
）
藤
原
工
場
か
ら
出
荷
さ
れ

る
セ
メ
ン
ト
輸
送
が
始
ま
り
、
貨
物
輸
送
が

飛
躍
的
に
増
大
し
た
。

戦
後
は
、
国
内
経
済
の
回
復
と
と
も
に
セ

メ
ン
ト
需
要
が
急
増
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て

貨
車
を
増
備
す
る
な
ど
輸
送
力
を
増
強
。

１
９
５
２
年
に
は
富
田
か
ら
国
鉄
四
日
市
ま

で
の
旅
客
列
車
の
直
通
運
転
を
開
始
し
、
全

線
を
電
化
す
る
。
１
９
５
９
年
に
始
ま
っ
た

黒
四
ダ
ム
建
設
用
セ
メ
ン
ト
輸
送
で
は
、

１
９
６
３
年
ま
で
の
４
年
間
に
41
万
７
０ 

０
０
ト
ン
も
の
セ
メ
ン
ト
を
輸
送
し
た
。
さ

ら
に
、
２
０
０
０
年
か
ら
は
、
中
部
国
際
空

港
（
２
０
０
５
年
開
港
）
建
設
の
た
め
の
埋
立

用
土
砂
輸
送
の
一
部
を
担
い
、
30
カ
月
で
お

よ
そ
５
０
０
万
ト
ン
の
土
砂
を
運
ぶ
と
い

う
、
開
業
以
来
、
最
大
と
な
る
輸
送
を
成
し

遂
げ
て
い
る
。
地
方
鉄
道
と
し
て
、
国
土
開

発
に
関
わ
る
大
規
模
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
一
端

を
担
っ
て
き
た
実
績
は
大
き
い
。

「
三
岐
線
の
歴
史
は
産
業
鉄
道
と
し
て
の

歴
史
で
も
あ
り
、
貨
物
輸
送
は
一
般
に
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
日
本
の
社
会
イ

ン
フ
ラ
が
築
か
れ
る
上
で
実
は
大
き
く
貢
献

し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
」

と
雨
澤
隆
生
取
締
役
鉄
道
部
長
は
語
る
。

一
方
の
旅
客
輸
送
を
見
て
み
る
と
、
１
９ 

６
０
年
代
が
一
つ
の
転
換
点
と
な
っ
て
い

る
。
学
校
法
人
暁
学
園
が
四
日
市
市
萱
生
町

に
移
転
し
た
こ
と
か
ら
、
１
９
６
５
年
に

「
萱
生
駅
」
を
「
暁
学
園
前
駅
」
に
改
称
。

学
校
が
開
設
さ
れ
、
ま
た
八
千
代
台
団
地
な

ど
沿
線
の
宅
地
開
発
が
進
ん
で
沿
線
人
口
が

増
え
た
こ
と
か
ら
、
旅
客
需
要
が
高
ま
っ
て

い
く
。
こ
れ
に
伴
い
、
１
９
７
０
年
、
乗
り

継
ぎ
客
の
多
い
近
鉄
富
田
駅
へ
の
連
絡
新
線

を
建
設
し
て
旅
客
列
車
の
乗
り
入
れ
を
開
始

す
る
と
輸
送
人
員
は
年
々
増
加
、
１
９
７
３

年
に
は
ピ
ー
ク
と
な
る
４
３
２
万
人
を
記
録

し
た
。

ま
た
、
列
車
運
行
方
式
を
近
代
化
す
る
た

め
、
１
９
７
３
年
10
月
、
保
々
駅
構
内
に
Ｃ

Ｔ
Ｃ
セ
ン
タ
ー
を
竣
工
し
、
翌
年
4
月
か
ら

富
田

－

東
藤
原
間
で
Ｃ
Ｔ
Ｃ
（
列
車
集
中
制
御

装
置
）、
Ａ
Ｒ
Ｃ
（
自
動
進
路
制
御
装
置
）
に
よ

る
列
車
集
中
制
御
運
転
を
開
始
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
開
業
か
ら
約
50
年
経
っ
た
１
９ 

７
０
年
代
後
半
に
入
る
と
、
線
路
設
備
や
軌

道
保
守
作
業
の
近
代
化
に
着
手
。
そ
の
後

も
、
レ
ー
ル
重
軌
条
化
・
駅
前
整
備
・
冷
房

電
車
導
入
な
ど
近
代
化
設
備
投
資
を
次
々
と

実
施
し
、
並
行
し
て
富
田
駅
へ
の
旅
客
列
車

乗
り
入
れ
休
止
や
、
貨
物
列
車
・
旅
客

列
車
の
ワ
ン
マ
ン
運
転
を
開
始
す
る
な

ど
、
鉄
道
事
業
の
効
率
化
に
努
め
て
い

る
。

沿
線
地
域
と
の
協
調
に
よ
る

旅
客
輸
送
活
性
化
施
策

や
が
て
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
で

１
９
８
３
年
以
降
、
三
岐
線
の
輸
送
人
員
は

４
０
０
万
人
を
割
り
込
む
よ
う
に
な
り
、
三

岐
鉄
道
は
旅
客
輸
送
活
性
化
施
策
の
一
環
と

し
て
、
沿
線
自
治
体
と
連
携
し
て
新
駅
開
業

や
駅
改
良
に
加
え
、
駅
周
辺
の
整
備
を
進
め

た
。１

９
８
６
年
に
新
設
し
た
大
安
駅
は
老
朽

化
し
た
大
井
田
駅
を
移
転
・
改
称
し
た
も
の

だ
が
、
こ
れ
は
旧
員
弁
郡
大
安
町
の
町
立
図

書
館
内
（
現
・
い
な
べ
市
大
安
図
書
館
）
に
駅
機

能
を
併
設
し
て
い
る
。
全
国
初
の
試
み
で
設

立
当
初
は
多
く
の
視
察
者
が
訪
れ
た
と
い

う
。「

日
本
電
装
（
現
・
デ
ン
ソ
ー
）
の
大
安
工

場
が
建
て
ら
れ
、
格
段
に
乗
降
が
増
え
た
。

そ
の
表
玄
関
の
意
味
を
込
め
て
つ
く
っ
た

が
、
そ
の
後
の
駅
改
良
に
つ
い
て
考
え
る
一

つ
の
指
針
に
な
っ
た
」
と
雨
澤
鉄
道
部
長
は

語
る
。

近
鉄
富
田
駅
に
次
ぐ
乗
降
が
あ
る
暁
学
園

前
駅
は
、
四
日
市
大
学
の
開
設
に
合
わ
せ

１
９
８
８
年
に
新
築
、
駅
前
に
郵
便
局
や
店

舗
が
入
っ
た
ビ
ル
を
新
設
し
た
。

こ
う
し
た
駅
舎
整
備
と
共
に
行
わ
れ
た
の

が
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
等
の
推
進
で
あ
る
。
大

安
駅
の
新
設
と
同
時
に
大
安
町
（
当
時
）
が

駅
前
に
60
台
の
無
料
駐
車
場
を
設
置
。
こ
れ

を
先
駆
に
三
岐
線
に
お
け
る
パ
ー
ク
＆
ラ
イ

ド
、
サ
イ
ク
ル
＆
ラ
イ
ド
は
各
駅
で
進
め
ら

れ
て
い
く
。

「
自
治
体
で
つ
く
っ
て
く
だ
さ
っ
た
駐
車

場
も
あ
る
が
、
当
社
の
使
わ
れ
な
く
な
っ
た

貨
物
ヤ
ー
ド
を
有
効
利
用
し
て
設
置
し
た
駐

車
場
も
あ
る
。
こ
の
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
は
当

初
は
空
き
が
目
立
ち
、
す
ぐ
に
効
果
が
表
れ

な
か
っ
た
が
、
徐
々
に
浸
透
し
、
定
着
し
て

い
っ
た
。
こ
れ
が
輸
送
人
員
の
低
下
を
食
い

止
め
た
一
因
と
な
っ
て
い
る
」
と
雨
澤
鉄
道

部
長
は
語
る
。

ま
た
、
２
０
０
１
年
に
は
開
業
70
周
年
を

迎
え
、
記
念
事
業
と
し
て
西
藤
原
駅
と
駅
前

公
園
を
整
備
し
た
。
近
年
で
は
２
０
１
７
年

に
東
藤
原
駅
を
改
築
。
木
造
２
階
建
て
で
人

目
を
引
く
洋
風
の
デ
ザ
イ
ン
だ
。
駅
舎
に
は

貨
物
列
車
の
入
換
作
業
を
行
う
作
業
員
の
た

め
の
宿
泊
ス
ペ
ー
ス
も
備
え
て
い
る
。

鉄
道
を
地
域
の
財
産
と
し
て
支
え
る

　
三
岐
線
で
は
「
ひ
と
駅
い
ち
テ
ー
マ
」
と

し
て
、
個
性
を
持
っ
た
駅
づ
く
り
を
行
っ
て
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き
た
。
沿
線
住
民
は
マ
イ
カ
ー
所
有
率

も
高
く
、
鉄
道
の
存
在
を
周
知
す
る
た

め
に
は
、
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
等
の
施
策

も
含
め
、
駅
に
人
を
集
積
す
る
こ
と
が

必
要
だ
。
そ
し
て
駅
を
エ
リ
ア
の
顔
と

す
る
努
力
を
重
ね
て
い
く
。

こ
う
し
た
駅
や
駅
前
づ
く
り
に
は
自

治
体
の
協
力
も
大
き
い
が
、
運
営
面
で

は
人
の
力
も
重
要
に
な
る
。
こ
の
部
分
は
沿

線
住
民
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
る
。

西
藤
原
駅
で
は
駅
前
公
園
を
整
備
し
、
開

業
時
の
Ｓ
Ｌ
１
０
２
号
機
な
ど
の
車
両
を
展

示
し
た
。
こ
の
公
園
内
に
は
模
型
専
用
軌
道

が
敷
設
さ
れ
、
毎
週
日
曜
日
に
ミ
ニ
Ｓ
Ｌ
を

運
行
す
る
「
ウ
ィ
ス
テ
リ
ア
鉄
道
」
を
発
足

さ
せ
た
。
近
隣
だ
け
で
は
な
く
遠
方
か
ら
も

模
型
フ
ァ
ン
や
家
族
連
れ
が
訪
れ
る
人
気

で
、
２
０
１
５
年
ま
で
運
行
さ
れ
て
い
た

が
、
こ
の
ウ
ィ
ス
テ
リ
ア
鉄
道
は
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い

た
。ま

た
、
丹
生
川
駅
前
に
あ
る
「
貨
物
鉄
道

博
物
館
」
は
、
日
本
の
鉄
道
貨
物
輸
送
１
３ 

０
年
を
記
念
し
て
２
０
０
３
年
に
設
置
さ
れ

た
。
毎
月
第
一
日
曜
日
（
１
月
の
み
第
二
日
曜

日
）
に
開
館
し
、
１
０
０
～
２
０
０
人
が
訪

れ
る
。
館
内
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
展

示
、
屋
外
に
は
50
～
１
０
０
年
前
の
車
両
16

両
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
特
定
非
営
利
活
動

法
人
貨
物
鉄
道
博
物
館
が
運
営
、
催
事
企
画

や
ガ
イ
ド
、
展
示
車
両
の
塗
装
や
整
備
に
当

た
っ
て
い
る
。

同
博
物
館
の
南
野
哲
志
常
務
理
事
は
父
親

が
三
岐
鉄
道
の
職
員
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
三
岐
鉄
道
に
つ
い
て

調
査
・
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
三
岐
鉄
道

の
研
究
家
だ
。

「
修
復
に
つ
い
て
も
当
時
の
工
法
を
調
べ

て
、
で
き
る
だ
け
近
い
形
で
行
う
よ
う
に
し

て
い
る
。
古
い
も
の
で
は
１
８
０
０
年
代
末

期
、
新
し
い
も
の
で
も
50
～
60
年
前
の
車
両

が
、
当
時
の
ま
ま
の
姿
で
こ
こ
に
あ
る
。
歴

史
と
技
術
に
触
れ
、
貨
物
車
両
の
ス
ケ
ー
ル

感
も
実
感
で
き
る
日
本
唯
一
の
博
物
館
」
だ

と
南
野
常
務
理
事
は
語
る
。
こ
う
し
た
い
わ

ば
「
こ
こ
に
来
な
い
と
見
ら
れ
な
い
」
博
物

館
は
、
三
岐
鉄
道
の
産
業
鉄
道
と
し
て
の
歴

史
を
語
る
、
ま
さ
に
地
域
の
財
産
だ
ろ
う
。

南
野
常
務
理
事
も
「
地
域
活
性
化
に
役
立
て

て
い
き
た
い
」
と
語
り
、
地
域
住
民
の
一
人

と
し
て
魅
力
発
信
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

北
勢
線
の
運
営
継
承
で
地
域
の
足
を
守
る

　
北
勢
線
は
、
１
９
１
４
年
に
軽
便
鉄
道
と

し
て
営
業
を
開
始
し
、
１
９
１
６
年
に
全
通

し
た
。
１
９
６
５
年
以
降
は
近
畿
日
本
鉄
道

が
運
営
し
て
い
た
が
、
２
０
０
２
年
の
輸
送

人
員
が
２
４
０
万
人
と
、
１
９
７
５
年
ピ
ー

ク
時
（
５
９
７
万
人
）
の
半
数
を
切
り
、
２
０ 
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０
３
年
で
の
廃
線
を
表
明
し
た
。
こ
れ
を
受

け
、
存
続
を
希
望
す
る
沿
線
住
民
や
地
元
自

治
体
は
、
三
岐
鉄
道
に
北
勢
線
の
継
承
を
要

請
。
２
０
０
３
年
４
月
１
日
、
三
岐
鉄
道
に

よ
る
運
行
が
開
始
し
た
。

経
営
移
管
に
際
し
、
沿
線
１
市
３
町
（
現

在
は
桑
名
市
・
い
な
べ
市
・
東
員
町
の
２
市
１
町
）

は
、
２
０
０
３
年
度
か
ら
の
10
年
間
に
運
営

資
金
と
し
て
53
・
２
億
円
を
補
助
し
、
近
鉄

か
ら
沿
線
市
町
に
３
・
６
億
円
（
三
重
県
が
半

額
を
負
担
）
で
譲
渡
さ
れ
た
鉄
道
用
地
は
、

市
町
有
地
と
し
て
三
岐
鉄
道
に
無
償
で
貸

与
。
鉄
道
施
設
も
近
鉄
か
ら
三
岐
鉄
道
に
無

償
譲
渡
さ
れ
た
。

「
北
勢
線
は
、
三
岐
線
で
行
っ
た
施
策
以

上
の
こ
と
を
や
ら
な
い
と
残
せ
な
い
。
北
勢

線
と
三
岐
線
は
並
行
し
て
走
っ
て
お
り
、
地

域
の
特
性
と
し
て
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。

ま
ず
は
三
岐
線
で
の
諸
施
策
を
当
て
は
め
、

徹
底
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
よ
う
と
考
え

た
」（
雨
澤
鉄
道
部
長
）

駅
の
移
転
・
統
廃
合
に
よ
り
幹
線
道
路
沿

い
や
商
業
施
設
に
近
い
場
所
に
駅
を
新
設

し
、
既
存
駅
は
使
い
や
す
く
駅
舎
を
改
良
す

る
。
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
、
サ
イ
ク
ル
＆
ラ
イ

ド
推
進
を
目
的
に
、
駅
前
に
は
無
料
駐
車

場
・
駐
輪
場
の
整
備
を
進
め
た
。

「
軽
便
鉄
道
規
格
で
集
落
を
縫
う
よ
う
に

敷
設
さ
れ
た
北
勢
線
は
、
駅
数
が
多
く
、
時

間
が
か
か
る
。
ま
た
、
駅
前
は
道
が
狭
く
道

路
ア
ク
セ
ス
も
悪
い
な
ど
の
問
題
が
あ
っ

た
。
17
駅
を
13
駅
に
集
約
す
る
こ
と
で
、
列

車
の
速
達
性
を
図
り
、
駅
ア
ク
セ
ス
の
改
善

と
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
施
設
の
整
備
を
進
め

た
。
駅
の
移
転
や
統
廃
合
に
つ
い
て
は
地
元

住
民
の
方
々
に
向
け
て
説
明
会
を
開
い
た

が
、
ご
理
解
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
て
感
謝

し
て
い
る
」
と
雨
澤
鉄
道
部
長
は
語
る
。

駅
の
遠
隔
監
視
シ
ス
テ
ム
・
自
動
出
改
札

シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
国
の
近
代
化
補
助
事
業

の
一
環
と
し
て
鉄
道
設
備
の
改
善
や
更
新
、

Ｃ
Ｔ
Ｃ
装
置
の
更
新
も
進
め
た
。

ま
た
、
運
行
２
年
目
の
２
０
０
４
年
に
は

国
の
幹
線
鉄
道
等
活
性
化
補
助
制
度
の
採
択

を
受
け
、
三
重
県
の
協
調
補
助
も
加
え
て
工

事
額
の
40
％
が
賄
わ
れ
る
中
で
、
橋
梁
の
改

修
や
列
車
行
き
違
い
施
設
の
増
設
、
曲
線
改

良
、
軌
道
強
化
、
踏
切
制
御
回
路
変
更
な
ど

を
実
施
。
西
桑
名

－

阿
下
喜
間
の
運
転
時
間

が
52
分
か
ら
46
分
に
短
縮
、
列
車
本
数
の
増

加
な
ど
各
方
面
で
改
善
が
進
ん
だ
。

輸
送
人
員
は
譲
渡
さ
れ
た
２
０
０
３
年
と

翌
２
０
０
４
年
は
落
ち
込
ん
だ
も
の
の
、
徐 

々
に
増
加
し
、
２
０
１
７
年
に
は
２
５
６
万

人
に
ま
で
回
復
し
て
い
る
。

一
方
、
北
勢
線
の
三
岐
鉄
道
へ
の
移
管
に

際
し
て
は
、
沿
線
２
市
１
町
と
三
岐
鉄
道
で

「
北
勢
線
事
業
運
営
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ
、

事
務
局
は
２
市
１
町
の
輪
番
制
と
な
っ
て
い

る
。
２
０
１
８
年
度
を
担
当
す
る
い
な
べ
市

の
小
林
治
夫
都
市
整
備
部
次
長
は
「
輸
送
人

員
は
微
少
だ
が
伸
び
て
い
る
。
沿
線
は
少
子

高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
鉄
道
は
地
域
に
な

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
。
鉄
道
を
維
持
し
て

い
く
た
め
に
は
、
今
後
も
協
議
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
々
出
て
く
る
と

は
思
う
が
、
行
政
は
支
援
を
行
い
、
鉄
道
会

社
は
営
業
努
力
を
続
け
、
鉄
道
利
用
を
呼
び

13 MINTETSU WINTER 2019

特集：地方鉄道の経営努力と公的支援
［地域の活力を支える三岐鉄道　三岐線・北勢線］

丹生川駅付近を走る三岐線。近鉄富田－西藤原間 15 駅を約 50 分で結ぶ（三岐線）



掛
け
て
い
き
た
い
」
と
語
る
。

公
的
支
援
は
、
２
０
１
３
年
度
以
降

３
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
、
２
０
１
３
～

２
０
１
５
年
度
、
２
０
１
６
～
２
０
１ 

８
年
度
は
２
市
１
町
で
約
６
・
５
億
円

の
補
助
が
実
施
さ
れ
た
。
２
０
１
９
年

度
か
ら
３
年
間
に
つ
い
て
は
約
６
・

９
億
円
の
補
助
を
予
定
し
て
い
る
。

　地
域
住
民
を
対
象
に
し
た
利
用
促
進
策

イ
ベ
ン
ト
や
企
画
電
車
の
運
行
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
利
用
促
進
策
も
実
施
さ
れ
て
い

る
。
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
や
講
演
会
な
ど
の
イ

ベ
ン
ト
、
ハ
イ
キ
ン
グ
の
ほ
か
、
夏
休
み
の

親
子
ツ
ア
ー
ズ
（
東
員
駅
指
令
室
や
北
大
社
車
両

区
の
見
学
な
ど
）
の
実
施
、
企
画
電
車
で
は
ハ

ロ
ウ
ィ
ン
仕
様
に
装
飾
し
た
「
ナ
ロ
ウ
ィ
ン

ト
レ
イ
ン
」
や
四
日
市
大
学
と
コ
ラ
ボ
し
た

「
サ
ン
タ
電
車
」
な
ど
が
あ
る
。
県
や
２
市

1
町
、
大
学
、
商
工
会
議
所
な
ど
地
域
の

人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
主
催
側
に
も
関
わ

り
、
参
加
す
る
。

阿
下
喜
駅
に
隣
接
す
る
「
軽
便
鉄
道
博
物

館
」
も
市
民
団
体
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
沿
線
に
あ
る
企
業
が
主
導
し

て
「
北
勢
線
沿
線
ク
リ
ー
ン
活
動
」
と
い
う

清
掃
活
動
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。

「
子
ど
も
た
ち
に
鉄
道
の
魅
力
を
も
っ
と

知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン

ト
に
は
、
親
子
は
も
ち
ろ
ん
、
祖
父
母
と
お

孫
さ
ん
と
い
う
組
み
合
わ
せ
も
多
く
、
高
齢

者
に
乗
車
し
て
い
た
だ
く
好
機
と
な
っ
て
い

る
。
ク
リ
ー
ン
活
動
な
ど
住
民
の
皆
さ
ん
の

支
援
も
あ
り
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
と
思
っ

て
い
る
」
と
雨
澤
鉄
道
部
長
は
語
る
。

ち
な
み
に
、
サ
ン
タ
電
車
は
四
日
市
大
学

総
合
政
策
学
部
と
の
連
携
で
10
年
近
く
続
け

ら
れ
て
お
り
、
恒
例
行
事
と
な
っ
て
い
る
。

学
部
に
は
地
域
志
向
科
目
「
鉄
道
と
ま
ち
づ

く
り
」
が
設
置
さ
れ
、
三
岐
鉄
道
の
社
員
も

講
師
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
科
目
を

受
講
す
る
学
生
た
ち
が
サ
ン
タ
な
ど
に
扮
す

る
が
、
毎
年
２
０
０
０
人
を
超
え
る
乗
客
が

訪
れ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
地
域
と
の
連
携

の
積
み
重
ね
が
、
輸
送
人
員
増
と
い
う
結
果

を
も
た
ら
し
て
い
る
。

北
勢
地
域
の
新
た
な
可
能
性

　
北
勢
線
の
輸
送
人
員
が
回
復
傾
向
に
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
、「
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
施
設

の
整
備
が
利
用
促
進
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

マ
イ
カ
ー
と
の
併
用
を
前
提
に
、
雪
の
季
節

に
は
電
車
に
切
り
替
え
る
人
も
多
い
」
と
小

林
次
長
は
語
る
。

ま
た
、
い
な
べ
市
で
は
、
北
勢
線
の
楚
原

駅
や
阿
下
喜
駅
な
ど
、
三
岐
線
で
は
大
安
駅

や
東
藤
原
駅
な
ど
を
経
由
す
る
無
料
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
（
福
祉
バ
ス
）
を
鉄
道
と
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上／終点・西藤原駅は鈴鹿国定公園内の藤原岳の麓に位置する 左下／鉄道展示
施設がある西藤原駅前公園 右下／ SL の形をした西藤原駅舎（三岐線）

上／世界で唯一といわれる貨物鉄道博物館。2018 年に開館 15 周年を迎えた 左下／修復展示されてい
る日本で現存する最古級の鉄道貨車 左下／館内には貨車の部品や貨物関係の資料を展示（三岐線）

いなべ市　
都市整備部次長 交通政策課長

小林治夫
Haruo KOBAYASHI
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特集：地方鉄道の経営努力と公的支援
［地域の活力を支える三岐鉄道　三岐線・北勢線］

地域住民の足を守る

　三岐鉄道北勢線は 2003年４月１日に当社線として営業運転を
開始しましたが、当社に経営移管要請があったのは、前年春のこ
とでした。北勢線は当時１年に８億円の赤字を出しており、近畿
日本鉄道は 2003年３月の廃線を届け出ていました。
　桑名市と旧員弁郡の一部で現いなべ市（員弁町・北勢町）、東員
町を走る北勢線の沿線には高校が５校あり、廃線となれば通学の足
が失くなってしまう。バスでは定時性の問題があり、運賃が高い。
バス専用道をつくるにしても、用地買収等で１年以上はかかりま
す。地元自治体やＰＴＡをはじめ、住民の方々は熱心に北勢線の
存続活動に取り組み、三重県に第三セクターとして運営してほし
いと要請も出していました。しかし話がまとまらず、最終的に、
当時の桑名市長が当社に来られ、北勢線運行の要請をされました。
　当社としては、四日市市と当時の員弁郡の一部（東員町・大安
町・北勢町・藤原町）を走る三岐線を運行しており、ある意味で
は北勢線は地域内で競合する存在でしたが、お話をうかがうと地
元の方々が大変に困っておられる。三岐線も、地元自治体からは
近代化補助事業でご支援いただいています。また、社内事情とし
ては、その前年に始まった中部国際空港建設のための埋立用土砂
の輸送がこの年で終わろうとしており、大きなプロジェクトが一
区切りつくいいタイミングでもありました。そこで、三岐線で
行った旅客輸送活性化施策を参考に、思い切った改革を実施すれ
ば北勢線も再生できるんじゃないかと考え、「リニューアルして運
行を引き継ぐ」ことを条件に運営資金を試算してみました。運営
資金は 10年で 55億円という金額になりましたが、これが認め
られ、2002年９月に当社内に北勢線の準備室（運行開始後は北
勢線管理部）を設立し、三岐鉄道北勢線としての運行に向けて動
き出したのです。担当者は私を含めて３人でした。

近代化と高速化、そして快適性を向上する

　私自身、北勢線に乗車したことはもちろんありましたが、改め
て調べてみると三岐線とは全く異なることに非常に驚きました。
まず上り線と下り線が違う。三岐線は左側通行で北勢線は右側通
行です。軌道も信号システムもＡＴＳ装置も違う。三岐線は自動
転轍機を使用していますが、北勢線は発条転轍機を使用していま
した。鉄道施設については両線で合致するものがほとんどなかっ
たと言ってもいい状態でした。
　最初に手掛けたのは、駅の移転・統廃合でした。パーク＆ライ
ドやサイクル＆ライドで鉄道利用を促進するため、幹線道路沿い
や商業施設の近くに駅を設け、自動車や自転車と共生する地域の
鉄道を目指したのです。また、利用者にとって利用しやすい近代
的で合理的な駅を目指し、新築や改修された駅舎には券売機や出
札機などの自動駅務機器を設置し、遠隔監視システムを導入しま
した。駅の統廃合に当たっては、沿線住民の方が不安に陥らない
よう地元説明会を開き、理解を得るようにしました。
　駅舎や施設などハード部分の整備を進める一方で、一番大きな
問題は人員の確保でした。特にナローゲージ（特殊狭軌）を操
縦できる運転士は不可欠です。そこで、近鉄から運転士や駅務員
42人が転籍、10人に出向という形で来ていただき、トータル
70人体制でスタートしました。人集めにも苦労しました。それ
ほど高い給料は出せないので、鉄道好きで鉄道会社で働きたいと
いう人たちに来てもらおうと、遠方でも求人を出し、熊本県や秋
田県から来てもらったくらいです。自社で運転士が育成できるよ
うになるまで、３年ぐらいの間は近鉄にお世話になりました。
　そんな中、私たちが輸送人員増加の指針としたのは、やはり自
社が維持してきた三岐線でした。三岐線は激しいモータリゼー
ションの中でも、ピーク時 432万人の３分の２の輸送人員を保っ
ている。けれども北勢線はピーク時の半分以下に減少してしまっ
た。同じ地域内を走っているのにこの差はどこから来ているのか、
何をすればいいのか。北勢線の沿線には住宅地が広がり、沿線人
口は三岐線より多いのですから、何とかして鉄道に呼び込みたい
と考えました。そうした思いで北勢線を見てみると、改善のポイ
ントが分かってきたのです。
　「暑い・遅い・狭い」で利用者が激減したことから、これらの
解消が一番と考え、まず「遅い」からスタートしました。平均速
度は時速 27㎞で自転車より遅いと言われていたからです。そこ
で高速化に取り組むことにしました。当時、国から地方鉄道への
支援は主に「近代化」と「踏切」の二つでしたが、運行２年目の
2004年に国の幹線鉄道等活性化補助制度に採択され、また三重
県からの協調補助で、工事額の 40％が賄われることになりまし
た。その結果、西桑名－阿下喜間の運転時間を 52分から 46分
に短縮することができたのです。さらに、夏の車内環境を快適に
するため、車両の冷房化を進めました。
　駅を含めて鉄道を人が集まる場にして、地域の活性化につなげ
たい。移動の選択肢の一つとして、地域の皆さんに鉄道の利用可
能性を重視していただきたい。私どもの努力で、地域の財産とし
て北勢線を維持していきたいと考えています。

三岐鉄道株式会社
専務取締役　鉄道統括

種村尚孝
Naotaka TANEMURA

新生・北勢線の誕生まで
員弁川の対岸を走り、三岐線の競合線でもあった北勢線。
その北勢線を、廃線の直前で継承した三岐鉄道は、
どのような経緯で譲受を決断し、再生に取り組んだのだろうか。
新生・北勢線への最前線で牽引した
種村尚孝専務取締役に当時を振り返っていただいた。



接
続
す
る
ダ
イ
ヤ
で
運
行
し
て
お
り
、

学
生
や
高
齢
者
な
ど
車
を
運
転
し
な
い

住
民
の
「
鉄
道
＋
車
」
で
移
動
が
可
能

な
ま
ち
づ
く
り
に
尽
力
し
て
い
る
。

「
免
許
返
納
な
ど
も
進
ん
で
お
り
、

高
齢
化
が
進
む
と
福
祉
バ
ス
と
鉄
道
を

組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
考
え
方
が
ま
す

ま
す
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
っ
て
く
る
」

と
小
林
次
長
は
予
測
す
る
。

ま
た
北
勢
線
の
終
点
駅
で
あ
る
阿
下
喜
駅

を
中
心
に
新
た
な
活
性
化
の
動
き
も
あ
る
。

２
０
０
３
年
に
員
弁
郡
の
北
勢
町
・
員
弁

町
・
大
安
町
・
藤
原
町
の
４
町
が
合
併
し
た

い
な
べ
市
は
旧
町
役
場
で
分
庁
方
式
を
と
っ

て
い
る
が
、
４
庁
舎
の
機
能
を
集
約
し
た
新

庁
舎
が
２
０
１
９
年
度
に
北
勢
エ
リ
ア
に
建

設
さ
れ
る
予
定
だ
。
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に

商
業
施
設
「
に
ぎ
わ
い
の
森
」
が
オ
ー
プ
ン

す
る
。
最
寄
り
駅
は
阿
下
喜
駅
で
あ
り
、
い

な
べ
総
合
病
院
も
近
く
に
位
置
す
る
立
地

で
、
こ
の
地
区
で
は
空
き
家
を
活
用
し
て
、

外
部
か
ら
の
移
住
施
策
も
積
極
的
に
進
め
て

い
る
と
い
う
。

「
か
つ
て
は
阿
下
喜
の
商
店
街
も
に
ぎ

わ
っ
て
い
た
が
大
型
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
が
複
数
参
入
し
た
こ
と
も
あ
り
、
駅
付

近
の
小
店
舗
は
さ
び
れ
て
い
る
。
北
勢
線
の

終
端
で
あ
る
阿
下
喜
を
活
性
化
し
、
北
勢
線

利
用
の
機
会
を
創
出
し
た
い
」（
小
林
次
長
）

北
勢
線
の
エ
リ
ア
周
辺
で
は
東
海
環
状
自

動
車
道
の
建
設
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
、
中
京
地
区
に
は
リ
ニ
ア
新
幹
線
の
計
画

も
あ
る
。
こ
う
し
た
高
速
で
広
域
を
移
動
す

る
交
通
の
発
達
の
一
方
で
、
改
め
て
地
域
内

で
移
動
す
る
た
め
の
交
通
の
重
要
性
が
認
識

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

２
０
１
８
年
11
月
に
は
「
第
６
回
終
着
駅

サ
ミ
ッ
ト
in
阿
下
喜
」
が
開
催
さ
れ
た
。
い

な
べ
市
に
は
北
勢
線
の
終
着
駅
・
阿
下
喜
駅

と
三
岐
線
の
終
着
駅
・
西
藤
原
駅
が
あ
る
。

い
な
べ
市
都
市
整
備
部
交
通
政
策
課
の
奥

岡
孝
将
主
事
は
「
終
着
駅
に
は
、
途
中
駅
に

は
な
い
特
別
な
役
割
、
魅
力
が
あ
る
。
こ
こ

ま
で
来
た
と
い
う
達
成
感
、
こ
こ
か
ら
始
ま

る
と
い
う
期
待
感
。
北
勢
線
は
地
域
の
人
々

に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
。
そ
の

終
着
駅
で
あ
る
阿
下
喜
か
ら
発
信
し
て
、
沿

線
の
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
」
と
意

気
込
み
を
見
せ
て
い
る
。

特
殊
車
両
や
貨
物
鉄
道
設
備
の
老
朽
化

　
北
勢
線
の
沿
線
人
口
は
、
い
な
べ
市
は
微

減
、
東
員
町
は
大
き
な
変
化
は
な
く
、
最
も

都
市
部
に
近
い
桑
名
市
は
微
増
傾
向
に
あ
る

と
い
う
。
そ
う
し
た
中
で
今
後
は
ど
の
よ
う

に
利
用
を
伸
ば
し
て
い
く
か
。
小
林
次
長
に

よ
る
と
、
一
人
当
た
り
の
利
用
回
数
を
増
や

し
、
移
動
距
離
を
延
ば
す
こ
と
に
尽
き
る
と

い
う
。
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終着の阿下喜駅も 2006 年に駅舎を新築した（北勢線）

大型商業施設の一角に開業した星川駅（北勢線）

上／二つの駅を統廃合した大泉駅 左／駅
舎隣に「うりぼう」を併設（北勢線）

全駅に自動出改札を整備（北勢線）

いなべ市　
都市整備部 交通政策課 主事

奥岡孝将
Takamasa OKUOKA



「
毎
年
開
催
さ
れ
る
桑
名
市
の
花
火
大
会

で
、
北
勢
線
の
夏
の
輸
送
人
員
が
大
き
く
伸

び
る
。
２
市
１
町
で
連
携
し
て
イ
ベ
ン
ト
を

実
施
し
、
普
段
は
北
勢
線
に
乗
ら
な
い
人
に

も
沿
線
に
足
を
運
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
し

た
い
」（
小
林
次
長
）

も
う
一
つ
の
課
題
は
、
通
学
定
期
の
利
用

を
増
や
す
こ
と
だ
。
定
期
を
買
わ
ず
に
自
転

車
通
学
や
保
護
者
の
送
迎
で
通
学
す
る
生
徒

も
多
く
、
通
勤
定
期
や
定
期
外
利
用
が
増
加

す
る
中
で
通
学
定
期
利
用
が
減
少
し
て
い

る
。「

北
勢
線
沿
線
に
は
、
高
校
が
５
校
あ
る
。

こ
れ
ら
の
高
校
の
生
徒
た
ち
に
北
勢
線
を
利

用
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
小
林
次
長
は
語

る
。ま

た
、
車
両
の
老
朽
化
の
問
題
も
あ
る
。

ナ
ロ
ー
ゲ
ー
ジ
（
特
殊
狭
軌
）
の
北
勢
線
は

車
両
が
特
殊
で
、
全
国
で
運
行
し
て
い
る
の

は
３
路
線
の
み
（
う
ち
１
路
線
は
ト
ロ
ッ
コ
列

車
）
の
た
め
、
他
社
か
ら
中
古
車
両
を
安
価

で
購
入
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
新
造
が
不

可
欠
だ
。
北
勢
線
が
保
有
す
る
の
は
24
両
で

予
備
車
は
な
い
。

「
非
常
に
特
殊
な
車
両
な
の
で
、
増
備
の

ハ
ー
ド
ル
が
高
く
、
当
社
の
み
で
導
入
す
る

こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
。
国
や
自
治
体
に

支
援
の
ご
理
解
を
い
た
だ
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
か
模
索

し
て
い
る
」（
雨
澤
鉄
道
部
長
）

ま
た
、
貨
物
輸
送
に
お
い
て
も
、
セ
メ
ン

ト
輸
送
の
貨
車
の
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
と

い
う
。

「
現
在
、
貨
物
輸
送
は
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
が

提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ト
ラ
ッ
ク
で
運

ん
で
い
る
も
の
を
鉄
道
輸
送
に
転
換
す
る
と

優
遇
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
っ
て
、
貨
車
の
更

新
な
ど
、
鉄
道
貨
物
輸
送
を
継
続
さ
せ
る
よ

う
な
補
助
は
な
い
。
そ
う
し
た
部
分
に
目
を

配
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
切
に
思
う
。
ま
た
、

側
線
な
ど
の
整
備
に
つ
い
て
も
、
自
治
体
の

支
援
制
度
が
あ
れ
ば
と
て
も
あ
り
が
た
い
。

鉄
道
に
関
す
る
支
援
が
手
厚
く
な
る
こ
と
を

願
っ
て
い
る
」
と
雨
澤
鉄
道
部
長
は
語
る
。

そ
の
よ
う
な
事
情
を
抱
え
、
北
勢
線
事
業

運
営
協
議
会
は
２
０
１
８
年
10
月
に
国
土
交

通
省
と
財
務
省
な
ど
に
要
望
書
を
提
出
し

た
。「

国
も
予
算
配
分
が
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら

か
ら
声
を
挙
げ
な
い
と
苦
し
ん
で
い
る
こ
と

が
伝
わ
ら
な
い
。
や
は
り
実
情
は
伝
え
て
お

き
た
い
。
国
の
補
助
が
な
く
な
る
と
、
県
の

協
調
補
助
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
小
林

次
長
は
懸
念
を
語
る
。

全
国
的
に
も
地
方
鉄
道
が
大
幅
な
利
用
減

少
に
直
面
す
る
中
で
、
三
岐
線
は
利
用
減
を

可
能
な
限
り
食
い
止
め
、
北
勢
線
に
つ
い
て

は
増
加
も
実
現
し
た
の
は
、
や
は
り
三
岐
鉄

道
が
細
か
な
取
り
組
み
を
重
ね
て
い
る
こ
と

が
大
き
な
理
由
だ
ろ
う
。
北
勢
線
を
見
て

も
、
大
幅
な
刷
新
を
行
っ
た
後
は
大
規
模
な

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
な
く
て
も
、
日
々
、
地
域

と
と
も
に
汗
を
流
し
て
い
る
鉄
道
に
住
民
が

き
ち
ん
と
応
え
て
い
る
。
誰
の
た
め
に
鉄
道

を
残
し
、
維
持
す
る
の
か
―
―
鉄
道
事
業
者

と
行
政
と
住
民
が
一
体
と
な
っ
て
考
え
、
行

動
を
起
こ
し
、
力
を
注
い
で
、
現
在
の
北
勢

線
と
三
岐
線
が
あ
る
。
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特集：地方鉄道の経営努力と公的支援
［地域の活力を支える三岐鉄道　三岐線・北勢線］

阿下喜駅前にある軽便鉄道博物館。市民団体「北勢線とまち育みを考える会」が運営する（北勢線）
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は
じ
め
に

三
岐
鉄
道
の
営
業
エ
リ
ア
た
る
三
重
県
北

勢
地
域
は
、
愛
知
県
と
は
木
曽
三
川
を
隔
て

て
接
し
、
地
価
が
比
較
的
安
い
こ
と
と
東
西

日
本
の
交
通
結
節
点
に
位
置
す
る
こ
と
か

ら
、
大
工
場
が
現
在
も
立
地
し
つ
つ
あ
る

「
も
の
づ
く
り
東
海
」
の
一
翼
を
担
う
地
域

で
あ
る
。

と
は
い
え
、
日
本
全
体
の
人
口
減
少
・
高

齢
化
は
こ
の
地
域
も
例
外
で
は
な
く
、
三
岐

鉄
道
２
路
線
そ
れ
ぞ
れ
の
沿
線
自
治
体
、
い

な
べ
市
、
桑
名
市
、
東
員
町
、
四
日
市
市
も

す
べ
て
人
口
減
少
・
高
齢
化
の
波
に
飲
み
込

ま
れ
て
い
る
。

本
来
な
ら
ば
、
三
岐
鉄
道
全
体
の
存
続
の

条
件
に
つ
い
て
本
稿
は
論
じ
る
べ
き
と
こ
ろ

で
は
あ
る
が
、
三
岐
線
に
つ
い
て
は
、
セ
メ

ン
ト
輸
送
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
と
フ
ラ
イ

ア
ッ
シ
ュ
の
資
源
循
環
輸
送
に
よ
り
貨
物
輸

送
が
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
。
ま
た
、
沿
線

に
日
本
最
大
級
の
電
子
部
品
な
ど
の
工
場
が

立
地
し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
沿
線
居
住
者
が

増
加
傾
向
に
あ
り
、
通
勤
・
通
学
生
の
減
少

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
応
収
支
均
衡
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
検
討
の
対
象

か
ら
は
除
外
す
る
。
そ
の
上
で
、
全
国
に
三

つ
し
か
な
い
特
殊
狭
軌
路
線
の
一
つ
と
し

て
、
近
鉄
か
ら
の
譲
渡
に
際
し
て
県
・
沿
線

３
自
治
体
か
ら
約
55
億
円
の
支
援
を
受
け
、

現
在
も
暫
定
支
援
を
受
け
て
い
る
北
勢
線
に

つ
い
て
、
特
に
、
桑
名
市
と
い
な
べ
市
の
中

間
に
位
置
す
る
東
員
町
を
中
心
に
検
討
し
て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。

東
員
町
と
北
勢
線

東
員
町
は
、
表
に
示
す
よ
う
に
、
今
後
、

顕
著
な
人
口
減
少
や
高
齢
化
が
予
想
さ
れ
る

町
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
町
域
北
部
丘
陵
地
に

南
向
き
の
一
戸
建
て
住
宅
の
大
団
地
が
昭
和

50
年
代
に
造
成
さ
れ
、
そ
の
居
住
者
が
一
気

に
高
齢
化
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
直
下
型

高
齢
化
」
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
た
め
で
あ

る
。こ

の
ま
ま
、
団
地
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や

世
代
交
代
が
う
ま
く
進
ま
な
け
れ
ば
、

２
０
４
０
年
に
は
人
口
は
２
万
人
程
度
、
高

齢
化
率
38
・
４
％
、
う
ち
75
歳
以
上
の
後
期

東員町 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年

総人口 25,344 24,727 23,888 22,829 21,568 20,209 18,916

　総人口指数（2015=100） 100.0 97.6 94.3 90.1 85.1 79.7 74.6

0 ～ 14 歳人口 3,398 3,312 3,155 2,934 2,724 2,577 2,441

　年齢別割合（0 ～ 14 歳：％） 13.4 13.4 13.2 12.9 12.6 12.8 12.9

15 ～ 64 歳人口 14,888 13,315 12,279 11,570 10,925 9,877 9,096

　年齢別割合（15 ～ 64 歳：％） 58.7 53.8 51.4 50.7 50.7 48.9 48.1

65 歳以上人口 7,058 8,100 8,454 8,325 7,919 7,755 7,379

　年齢別割合（65 歳以上：％） 27.8 32.8 35.4 36.5 36.7 38.4 39.0

（再掲）75 歳以上人口 2,757 3,543 4,758 5,343 5,285 4,869 4,438

　年齢別割合（75 歳以上：％） 10.9 14.3 19.9 23.4 24.5 24.1 23.5

（再掲）85 歳以上人口 816 998 1,221 1,606 2,231 2,348 2,158

　年齢別割合（85 歳以上：％） 3.2 4.0 5.1 7.0 10.3 11.6 11.4

表　東員町の将来人口推計

資料出所：国立社会保障・人口問題研究所による 2015年国勢調査結果に基づく将来人口推計

地域の鉄道をどのようにして維持・存続していくか。
人口減少・高齢社会を迎え、多くの地域がこの問題に直面している。

「鉄道が走るまち」であり続けるために、
地域の将来を思い描いて、地域の人々が希望を抱き、知恵を絞る。
三岐鉄道北勢線を支援する東員町を通して、その現状を考察する。

基調報告 52

人口減少・高齢社会における
地方鉄道存続のために
―三岐鉄道北勢線の現状をケーススタディにして―
四日市大学 学長
総合政策学部 教授

岩崎恭典
Yasunori IWASAKI
早稲田大学政治経済学部卒、早稲田大学大学院政治学研究科自治行政専修博士
課程前期修了。自治省外郭の研究所を経て、中央学院大学法学部で地方自治論 /
公務員制度論を講じる。2001 年より四日市大学総合政策学部教授、2016 年より
四日市大学学長。専門は総合政策学、行政学、地方自治論。三重県教育委員会
委員長、北名古屋市行政改革推進委員会会長、四日市市政策評価検証委員会委
員長等の役職を歴任。多くの自治体でアドバイザー、講師等を務めている。
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高
齢
者
が
約
５
０
０
０
人
、
85
歳
以
上
人
口

も
２
０
０
０
人
を
超
え
る
も
の
と
見
込
ま
れ

て
い
る
。

町
域
に
は
、
北
勢
線
の
Ｃ
Ｔ
Ｃ
（
列
車
集
中

制
御
装
置
）
機
能
を
有
す
る
東
員
駅
と
穴
太
駅

が
あ
り
、
主
と
し
て
東
員
駅
発
着
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
が
北
部
の
住
宅
団
地
と
駅
を
つ

な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
、
団
地

か
ら
は
、
名
古
屋
駅
に
直
行
す
る
バ
ス
が
頻

発
し
て
お
り
、
名
古
屋
に
通
勤
す
る
た
め

に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
、
三
岐
鉄
道
北
勢

線
、
近
鉄
と
乗
り
継
ぐ
通
勤
客
は
少
な
い
。

と
は
い
え
、
高
校
生
の
通
学
の
手
段
と
し
て

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
と
北
勢
線
は
使
わ
れ
て

お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
も
朝
夕
は
団
地

と
駅
の
間
の
直
行
便
を
走
ら
せ
て
い
る
。

ま
た
、
２
０
２
１
年
の
三
重
国
体
の
開
催

を
控
え
、
新
名
神
高
速
道
路
が
整
備
さ
れ
、

一
部
未
成
区
間
を
残
す
も
の
の
東
海
環
状
道

路
も
整
備
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
高
速
交
通
体

系
の
整
備
・
充
実
に
伴
い
、
日
本
有
数
の
車

社
会
で
あ
る
当
地
域
で
、
な
お
一
層
自
動
車

の
利
便
性
が
向
上
す
る
と
し
て
、
鉄
道
の
前

途
を
悲
観
す
る
向
き
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
通
勤
・
通
学
の
実
態
に
対
し

て
、
北
勢
線
に
対
す
る
町
か
ら
の
公
費
投
入

に
つ
い
て
は
、
首
長
や
議
会
議
員
の
選
挙
の

た
び
に
争
点
と
な
っ
て
き
た
。
町
税
収
の
源

と
な
っ
て
い
る
生
産
年
齢
人
口
は
、
表
に
示

す
よ
う
に
、
今
後
、
２
０
１
５
年
の
約
１
・

５
万
人
か
ら
、
２
０
４
０
年
の
約
１
万
人
弱

ま
で
と
激
減
が
見
込
ま
れ
、
厳
し
い
財
政
運

営
が
予
想
さ
れ
る
だ
け
に
、
北
勢
線
維
持
の

た
め
の
税
投
入
の
適
否
は
、
あ
る
意
味
、
議

論
に
な
っ
て
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
桑
名
市
と
い
な
べ
市
と

の
中
間
に
位
置
す
る
町
で
あ
る
だ
け
に
、
町

単
独
で
の
撤
退
も
あ
り
得
ず
、
両
市
と
足
並

み
を
揃
え
る
選
択
肢
し
か
な
い
こ
と
も
、
住

民
の
不
満
を
内
在
化
さ
せ
、
逆
に
、
積
極
的

な
北
勢
線
支
援
の
声
を
上
げ
る
こ
と
も
で
き

ず
、
傍
観
者
的
立
場
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

結
果
と
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

東
員
町
の
将
来
と
北
勢
線
維
持
の
意
義

確
か
に
、
近
鉄
か
ら
の
譲
渡
に
際
し
て
、

パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
用
の
用
地
確
保
の
た
め
の

駅
の
統
合
移
転
や
線
形
改
良
、
離
合
（
す
れ

違
い
交
換
）
の
確
保
等
を
施
し
た
も
の
の
、
単

線
の
特
殊
狭
軌
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
低
速

で
、
な
に
よ
り
も
車
両
の
老
朽
化
は
甚
だ
し

い
。
記
録
的
に
暑
か
っ
た
こ
の
夏
、
非
冷
房

車
が
や
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
筆
者
で
す
ら

乗
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
沿
線
自
治
体
が
足
並

み
を
揃
え
て
支
援
を
打
ち
切
る
こ
と
は
、
人

口
の
動
向
か
ら
み
て
、
決
し
て
得
策
で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

沿
線
の
平
野
部
の
旧
村
部
で
は
既
に
、
そ

し
て
、
東
員
町
か
ら
桑
名
市
の
丘
陵
地
帯
で

は
今
後
、
多
く
の
移
動
困
難
者
が
発
生
す
る

（
し
て
い
る
）
こ
と
は
確
実
だ
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
後
期
高
齢
者
の
20
％
程
度
、
85

歳
以
上
に
な
る
と
約
半
数
が
、
移
動
に
困
難

を
覚
え
、
自
動
車
運
転
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を

得
な
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
、

通
勤
か
ら
転
じ
て
、
病
院
通
い
の
た
め
に
阿　

員弁川に沿って走る北勢線。員弁川の支流、戸上川鉄橋を渡る
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下
喜
あ
る
い
は
桑
名
の
総
合
病
院
へ
行
く
公

共
交
通
機
関
が
な
い
と
い
う
事
態
は
、
避
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
団
地
の
世
代
交
代
が
う
ま
く
果
た

さ
れ
た
場
合
も
、
名
古
屋
に
直
通
す
る
バ
ス

し
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
子
ど
も
を
連
れ
た

病
院
通
い
や
買
い
物
も
、
す
べ
て
車
と
い
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

特
に
、
東
員
町
内
に
は
、
沿
線
最
大
規
模

の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
近
年
開
業
し
、

阿
下
喜
や
桑
名
方
面
か
ら
の
沿
線
住
民
の
集

客
が
期
待
で
き
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
東
員
町

と
隣
接
す
る
桑
名
市
内

の
丘
陵
地
の
一
戸
建
て

団
地
も
東
員
町
と
同
様

の
状
況
に
あ
り
、
公
共

交
通
機
関
が
な
け
れ

ば
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
満

た
す
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
今
後
も
集

積
す
る
と
み
ら
れ
る
、

も
の
づ
く
り
の
基
地
と

し
て
、
自
家
用
車
を
持

た
な
い
外
国
籍
の
通
勤

客
が
増
加
す
る
こ
と
も

予
想
さ
れ
る
。
現
に
、

日
系
の
南
米
出
身
者
の

鉄
道
利
用
は
増
加
し
て

い
る
と
み
ら
れ
て
い

る
。そ

う
考
え
れ
ば
、
支

援
の
打
ち
切
り
に
よ
る

廃
線
は
、
簡
単
か
も
し
れ
な
い
が
、
鉄
道
を

必
要
と
す
る
人
々
が
確
実
に
増
加
す
る
で
あ

ろ
う
将
来
に
、
お
そ
ら
く
禍
根
を
残
す
選
択

で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

路
線
維
持
の
た
め
に
何
を
す
る
か　

―
将
来
の
利
用
客
の
獲
得

路
線
維
持
の
た
め
に
は
、
利
用
客
の
増
加

が
必
須
で
あ
る
。
鉄
道
利
用
客
は
、
何
ら
か

の
目
的
が
あ
っ
て
乗
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
息
の
長
い
需
要
喚
起

策
で
あ
る
。

２
０
０
８
年
、
四
日
市
大
学
で
は
、
日
本

民
営
鉄
道
協
会
と
共
同
し
て
、
三
岐
鉄
道
と

産
学
連
携
講
座
「
経
営
戦
略
論
―
三
岐
鉄
道

の
場
合
」
を
半
年
に
わ
た
っ
て
開
講
し
た
。

当
初
、
三
岐
鉄
道
の
現
状
、
銚
子
電
気
鉄
道

等
他
鉄
道
の
事
例
等
の
話
を
聞
い
た
の
ち
、

社
会
人
・
一
般
参
加
の
方
々
と
履
修
学
生
と

で
利
用
客
増
加
の
方
策
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ
た
。

改
軌
に
よ
る
北
勢
線
と
三
岐
線

の
接
続
や
桑
名
市
内
へ
の
北
勢
線

の
延
伸
と
い
っ
た
夢
物
語
が
出
尽

く
し
た
の
ち
、
学
生
か
ら
出
た
一

言
が
、
そ
の
後
、
い
ま
な
お
、
10

年
近
く
続
く
こ
と
と
な
る
「
サ
ン

タ
電
車
」
に
つ
な
が
る
こ
と
と

な
っ
た
。

い
わ
く
「
僕
た
ち
は
、
も
う
車

を
手
放
せ
な
い
。
切
符
の
買
い
方

も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、
子

ど
も
の
頃
の
電
車
の
楽
し
さ
は
覚

え
て
い
る
。
今
の
子
ど
も
た
ち
は

電
車
に
乗
っ
た
こ
と
も
な
い
。
だ

か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
電
車
に
乗

る
楽
し
さ
を
体
験
し
て
も
ら
え

ば
、
車
以
外
の
選
択
肢
と
し
て
電

車
を
選
ぶ
、
将
来
の
利
用
者
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
」

「
サ
ン
タ
電
車
」
の
運
行

こ
う
し
て
次
年
度
か
ら
始
ま
っ

た
、「
サ
ン
タ
電
車
」。
こ
の
と
こ
ろ
の
２
年

間
は
、
旧
三
重
電
気
鉄
道
色
に
塗
り
替
え
ら

れ
た
２
０
０
系
（
Ｋ
77
）
編
成
を
利
用
し

て
、
外
側
は
約
1
カ
月
に
わ
た
っ
て
ク
リ
ス

マ
ス
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
ラ
ッ
ピ
ン
グ
を
施
し

て
い
る
。
三
岐
鉄
道
社
員
と
四
日
市
大
学
の

「
鉄
道
と
ま
ち
づ
く
り
」
受
講
学
生
の
手
に

よ
っ
て
き
ら
び
や
か
に
装
飾
さ
れ
た
車
内
で

は
、
12
月
中
旬
の
土
曜
日
一
日
限
定
で
、
学

生
が
扮
す
る
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
が
子
ど
も
た

ち
を
待
ち
受
け
、
乗
車
し
て
く
れ
た
子
ど
も

二つの駅が統廃合されて誕生した東員駅。コミュニティバスのバスターミナルにもなっている

北勢線の恒例行事に育った「サンタ電車」。駅は目当ての客でいっぱいになる（写真提供／岩崎恭典）
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た
ち
に
沿
線
３
自
治
体
で
構
成
す
る
北
勢
線

事
業
運
営
協
議
会
提
供
の
さ
さ
や
か
な
お
菓

子
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
と
い
う
趣
向
で
あ

る
。
例
年
、
１
５
０
０
～
２
０
０
０
人
の
乗

客
を
集
め
、
一
年
で
最
も
北
勢
線
が
賑
わ
い

を
み
せ
る
日
と
な
っ
て
い
る
。

「
サ
ン
タ
電
車
」
は
、
北
勢
線
に
お
け
る

イ
ベ
ン
ト
電
車
の
嚆
矢
と
な
っ
た
が
、
こ
れ

も
継
続
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
な
需
要

喚
起
策
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

５
年
目
か
ら
は
、
学
生
の
発
案
で
、
西
桑

名
駅
の
ホ
ー
ム
で
、
沿
線
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

３
体
と
四
日
市
市
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
こ

に
ゅ
う
ど
う
く
ん
」
の
計
４
体
が
「
サ
ン
タ

電
車
」
を
お
出
迎
え
・
お
見
送
り
す
る
趣
向

が
加
わ
り
、
ま
た
、
子
ど
も
の
安
全
を
確
保

す
る
た
め
に
、
総
合
政
策
学
部
で
学
ん
だ
社

会
人
学
生
Ｏ
Ｂ
会
が
、
年
に
一
度
の
同
窓
会

を
兼
ね
て
、
当
日
、
ド
ア
に
張
り
付
い
て
見

守
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
と
の
連
携

東
員
町
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
営
を

行
う
東
員
町
地
域
公
共
交
通
会
議
に
は
、
下

部
組
織
と
し
て
、
主
な
利
用
者
た
る
高
齢
者

と
高
校
生
か
ら
な
る
「
東
員
町
生
活
交
通
を

考
え
る
会
」
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
会

で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
利
用
向
上
策
の
検

討
の
な
か
で
、「
サ
ン
タ
電
車
」
に
乗
る
た

め
に
自
家
用
車
で
駅
ま
で
来
て
、
そ
の
た
め

に
駅
周
辺
で
渋
滞
が
生
じ
て
い
る
の
は
お
か

し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
か
ら
、
当

日
限
り
有
効
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
無
料
乗

車
券
を
作
っ
て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
ア
イ

デ
ア
が
出
た
。
例
年
、
十
数
枚
の
利
用
し
か

な
く
、
苦
戦
し
て
い
る
が
、
今
年
は
チ
ラ
シ

の
表
面
に
印
刷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
用

促
進
を
目
指
す
施
策
を
導
入
し
た
。

ま
た
、
昨
年
か
ら
、
電
車
通
学
の
高
校
生

も
、
サ
ン
タ
と
し
て
乗
車
し
て
お
り
、
地
元

か
ら
の
支
援
の
輪
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。　

な
お
、
２
０
１
８
年
11
月
に
は
、
丘
陵
部

の
団
地
内
で
、「
共
助
」
を
テ
ー
マ
に
、
地

元
の
自
治
会
長
等
の
運
転
に
よ
る
、
無
料
の

電
気
軽
車
両
（
時
速
19
㎞
以
下
）
と
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
の
連
携
と
い
う
社
会
実
験
が
行
わ

れ
た
。
５
日
間
で
48
人
の
参
加
が
あ
り
、
移

動
困
難
者
を
鉄
道
へ
と
つ
な
ぐ
、
具
体
的
な

姿
を
住
民
に
提
示
す
る
貴
重
な
機
会
と
な
っ

た
。

都
市
計
画
的
手
法
の
挫
折

残
念
な
が
ら
「
サ
ン
タ
電
車
」
に
よ
る
利

用
客
の
増
加
は
、
現
状
で
は
、
短
期
的
な
も

の
で
あ
る
。
本
来
、
鉄
道
は
、
生
活
上
の
目

的
が
あ
っ
て
こ
そ
乗
る
も
の
な
の
で
あ
る
か

ら
、
日
常
的
な
利
用
目
的
を
作
り
出
す
こ
と

が
利
用
客
増
加
策
の
王
道
で
あ
ろ
う
。

東
員
町
で
は
、
２
０
１
７
年
、
統
合
・
移

転
に
よ
り
広
大
な
農
業
振
興
地
域
に
臨
む
こ

と
と
な
っ
た
東
員
駅
前
を
、
医
療
機
関
・
学

校
・
住
宅
地
か
ら
な
る
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ

と
し
て
開
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
口
減

の
歯
止
め
、
都
市
機
能
の
集
積
、
ひ
い
て
は

鉄
道
利
用
需
要
の
増
加
を
図
ろ
う
と
す
る
動

き
が
あ
っ
た
。

ま
さ
に
利
用
客
増
加
策
の
王
道
と
し
て
期

待
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
一
人
施
工
の
区

画
整
理
事
業
者
が
現
れ
ず
、
断
念
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
引
き
続
き
、
大
胆
な
人
口
の
誘

因
策
に
取
り
組
む
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
今

後
、
次
の
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
が
検

討
さ
れ
る
ま
で
の
10
年
間
、
駅
前
再
開
発
構

想
は
凍
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。

お
わ
り
に

そ
れ
だ
け
に
、
細
く
と
も
、
息
の
長
い
需

要
喚
起
策
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
深
刻
化
す
る
少
子

化
・
高
齢
化
を
実
感
し
つ
つ
あ
る
地
域
住
民

の
支
持
・
理
解
も
深
ま
っ
て
い
く
は
ず
で
あ

る
。２

０
１
８
年
11
月
、
い
な
べ
市
で
「
終
着

駅
サ
ミ
ッ
ト
」
が
開
催
さ
れ
た
。
鉄
道
を
利

用
す
る
目
的
を
作
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
、

マ
ル
シ
ェ
に
よ
る
中
心
市
街
地
活
性
化
を
目

指
し
た
い
な
べ
市
の
取
り
組
み
は
、
桑
名
市

と
い
な
べ
市
の
中
間
に
あ
る
東
員
町
に
も
参

考
と
な
ろ
う
。

た
だ
、
車
両
の
老
朽
化
だ
け
は
早
急
に
解

決
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
公
有
民
営
方
式
に

移
行
し
た
四
日
市
市
の
「
四
日
市
あ
す
な
ろ

う
鉄
道
」
が
、
車
両
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た

こ
と
は
、
正
直
言
っ
て
う
ら
や
ま
し
い
限
り

で
あ
る
。

「
通
学
の
高
校
生
の
た
め
に
、
座
席
を
取

り
払
い
、
そ
の
代
わ
り
に
携
帯
電
話
充
電
用

の
コ
ン
セ
ン
ト
を
た
く
さ
ん
装
備
し
た
車
両

に
更
新
で
き
た
ら
」
と
は
、
２
０
１
７
年
度

の
「
鉄
道
と
ま
ち
づ
く
り
」
受
講
学
生
の
ア

イ
デ
ア
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
は
、「
高
速
道
路
の
延
伸
に
伴
っ

て
、
名
古
屋
へ
の
高
速
バ
ス
も
、
東
員
駅
発

着
を
考
え
る
こ
と
が
時
間
短
縮
の
面
で
可
能

と
な
っ
て
き
た
」
と
は
、「
東
員
町
生
活
交

通
を
考
え
る
会
」
で
の
議
論
で
あ
る
。

沿
線
か
ら
、
北
勢
線
を
利
用
し
て
、
東
員

駅
へ
、
そ
し
て
東
員
駅
前
か
ら
高
速
バ
ス
で

名
古
屋
へ
と
い
う
、
北
勢
線
の
中
心
に
あ
る

東
員
町
が
鉄
道
と
バ
ス
の
結
節
点
と
な
る
ま

ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、
実
現
可
能
性
の
あ
る

夢
を
描
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
も
、
多

く
の
人
々
が
北
勢
線
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
に
つ
い
て
知
恵
を
絞
っ
て
く
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

地
域
の
鉄
道
を
ど
の
よ
う
に
し
て
維
持
・

存
続
さ
せ
て
い
く
べ
き
か
―
―
人
口
減
少
・

高
齢
社
会
を
迎
え
、
多
く
の
地
域
は
こ
の
問

題
に
直
面
し
て
い
る
。
北
勢
線
が
置
か
れ
て

い
る
状
況
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
新

た
な
役
割
に
期
待
を
寄
せ
て
く
れ
る
地
域
の

人
々
の
気
持
ち
が
、
北
勢
線
を
今
日
も
明
日

も
走
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

2018 年にはコミュニティバスの
無料乗車券を配布
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さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
経
て
公
有
民
営
化
に

三
岐
鉄
道
の
北
勢
線
、
黒
部
峡
谷
鉄
道
と

と
も
に
ナ
ロ
ー
ゲ
ー
ジ
（
特
殊
狭
軌
）
の
路
線

と
し
て
も
知
ら
れ
る
四
日
市
あ
す
な
ろ
う
鉄

道
は
、
内
部
線
（
あ
す
な
ろ
う
四
日
市

－

内
部
）

５
・
７
㎞
と
八
王
子
線
（
日
永

－

西
日
野
）
１
・

３
㎞
か
ら
成
る
。
い
ず
れ
も
大
正
期
に
開
業

し
、
１
９
６
５
年
よ
り
近
畿
日
本
鉄
道
の
路

線
と
な
っ
た
。

沿
線
に
は
住
宅
地
が
広
が
り
、
生
活
路
線

と
し
て
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
が
、
１
９
７ 

０
年
に
は
７
２
２
万
人
い
た
輸
送
人
員
は
減

少
を
続
け
、
恒
常
的
な
赤
字
が
積
み
重
な
っ

て
い
た
近
鉄
は
、
２
０
０
７
年
以
降
、
地
元

自
治
体
で
あ
る
四
日
市
市
と
内
部
・
八
王
子

線
の
将
来
の
あ
り
方
に
つ
い
て
協
議
を
続
け

た
。
２
０
１
１
年
に
は
、
四
日
市
市
の
都
市

総
合
戦
略
に
車
両
更
新
補
助
と
西
日
野
駅
・

内
部
駅
の
駅
前
広
場
整
備
も
盛
り
込
ま
れ
た

が
、
そ
の
後
も
輸
送
人
員
の
減
少
は
続
き
、

近
鉄
の
提
案
で
あ
る
Ｂ
Ｒ
Ｔ
（
バ
ス
高
速
輸
送

シ
ス
テ
ム
）
へ
の
転
換
も
含
め
た
経
営
再
建

の
た
め
の
検
討
、
地
元
住
民
の
鉄
道
存
続
を

求
め
る
署
名
活
動
（
17
万
人
分
）
な
ど
、
地

域
内
で
は
、
行
政
、
交
通
事
業
者
、
市
民
に

よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
と
活
動
が
進
め
ら
れ

た
。　そ

し
て
２
０
１
３
年
、
四
日
市
市
と
近
鉄

は
公
有
民
営
化
に
よ
る
存
続
で
合
意
。
７
月

に
は
学
識
経
験
者
、
沿
線
自
治
会
、
沿
線
高

校
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
代
表
者
等
か
ら
構
成
さ

れ
る
「
内
部
・
八
王
子
線
利
用
促
進
協
議

会
」
が
設
置
さ
れ
、
利
用
促
進
に
向
け
た
取

り
組
み
が
開
始
さ
れ
た
。

２
０
１
４
年
３
月
27
日
に
は
、
近
鉄
が

75
％
、
四
日
市
市
が
25
％
出
資
す
る
「
四
日

市
あ
す
な
ろ
う
鉄
道
株
式
会
社
」
を
設
立
。

第
三
種
鉄
道
事
業
者
で
あ
る
四
日
市
市
は
、

市
が
保
有
す
る
鉄
道
施
設
・
車
両
、
近
鉄
か

ら
無
償
借
用
し
た
土
地
を
、
列
車
の
運
行
を

行
う
第
二
種
鉄
道
事
業
者
・
四
日
市
あ
す
な

ろ
う
鉄
道
に
無
償
貸
与
す
る
。

四
日
市
市
は
発
足
後
の
10
年
間
で
鉄
道
施

設
の
維
持
修
繕
に
４
億
円
、
鉄
道
施
設
の
老

朽
更
新
等
に
21
億
円
の
費
用
を
投
じ
、
四
日

市
市
に
対
し
て
は
、
公
有
民
営
方
式
移
行
時

に
近
鉄
か
ら
支
払
わ
れ
た
一
時
金
（
８
億

円
）
に
加
え
、
国
が
施
設
投
資
・
修
繕
費
用

３
分
の
１
を
、
県
が
６
分
の
１
の
補
助
を
行

う
こ
と
で
、
地
域
主
導
の
鉄
道
事
業
を
支
援

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

快
適
性
や
利
便
性
向
上
を
図
る
施
策

　
四
日
市
あ
す
な
ろ
う
鉄
道
の
現
状
を
具
体

的
に
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
車
両
に
つ
い
て
だ
が
、
老
朽
化
し

た
車
両
は
廃
車
し
て
新
造
、
一
部
は
改
造
し

て
更
新
し
て
い
る
。
従
前
は
な
か
っ
た
冷
房

設
備
も
、
す
べ
て
の
車
両
に
完
備
さ
れ
た
。

廃
車
と
な
っ
た
車
両
は
ロ
ン
グ
シ
ー
ト
で
、

ナ
ロ
ー
ゲ
ー
ジ
で
は
向
か
い
合
っ
た
座
席
の

間
が
狭
く
、
人
が
立
て
な
い
ほ
ど
だ
っ
た

が
、
新
造
車
両
は
ク
ロ
ス
シ
ー
ト
（
52
席
）

に
変
更
さ
れ
た
。
座
席
数
は
少
な
く
な
っ
た

が
、
車
椅
子
や
ベ
ビ
ー
カ
ー
が
利
用
で
き
る

フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
な
ど
、
乗
車
中
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四日市あすなろう鉄道株式会社
鉄道営業部 次長

大藪 淳
Atsushi OHYABU

四日市あすなろう鉄道株式会社
鉄道営業部 運輸課 運輸管理所長

山上雅人
Masato YAMAKAMI

文◉茶木　環／撮影◉織本知之

三重県四日市市を走る四日市あすなろう鉄道は、
近畿日本鉄道から内部線・八王子線の運営を移管され、
2015 年 4 月 1 日より運行を開始した。
公有民営方式で地域の鉄道を維持する、
自治体・交通事業者・利用者が一体となった取り組みを伺った。

公有民営方式で歩む
四日市あすなろう鉄道



の
快
適
性
、
利
便
性
は
向
上
し
た
。

運
行
ダ
イ
ヤ
は
平
日
・
土
休
日
と
も
同
一

で
、
１
日
１
５
０
本
（
内
部
方
面
が
76
本
・
西

日
野
方
面
が
74
本
）。朝
ラ
ッ
シ
ュ
時
は
４
編
成
、

そ
の
他
の
時
間
帯
は
３
編
成
で
運
用
し
て
い

る
。鉄

道
営
業
部
の
大
藪
淳
次
長
は
「
近
鉄
時

代
の
ダ
イ
ヤ
が
よ
く
練
ら
れ
て
い
る
の
で
、

当
社
開
業
後
も
変
更
し
て
い
な
い
。
お
客
さ

ま
に
と
っ
て
も
慣
れ
親
し
ま
れ
た
ダ
イ
ヤ
で

あ
り
、
変
更
し
な
い
こ
と
で
利
便
性
を
感
じ

る
方
も
お
ら
れ
る
の
で
は
」
と
語
る
。

さ
て
、
利
用
者
側
に
立
っ
て
見
れ
ば
、
普

通
運
賃
も
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
が
、
新
生
後
の

普
通
運
賃
は
30
円
値
上
げ
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
こ
の
路
線
は
近
鉄
四
日
市
駅
で
近
鉄
名

古
屋
線
と
接
続
し
、
乗
り
継
い
で
移
動
す
る

利
用
者
が
多
い
が
、
移
管
後
は
２
社
間
の
乗

り
継
ぎ
に
初
乗
り
運
賃
が
生
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

こ
の
影
響
か
ら
か
、
初
年
度
は
通
勤
・
通

学
と
も
定
期
利
用
が
減
少
し
た
と
い
う
。
近

年
、
通
勤
定
期
は
安
定
し
て
き
た
が
、
学
生

た
ち
は
自
転
車
に
転
換
し
、
季
節
や
天
候
に

よ
っ
て
は
鉄
道
を
利
用
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス

も
増
え
て
い
る
。
定
期
外
が
増
加
傾
向
に
あ

る
の
は
、
こ
う
し
た
条
件
付
き
の
鉄
道
利
用

が
増
え
て
い
る
か
ら
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
。こ

う
し
た
現
状
に
対
応
す
る
た
め
、

四
日
市
あ
す
な
ろ
う
鉄
道
で
は
２
０ 

１
８
年
春
に
、
学
生
を
対
象
に
し
た

「
お
試
し
通
学
回
数
乗
車
券
」
を
期
間

限
定
で
発
売
し
た
。
２
６
０
円
区
間
は

７
回
乗
車
が
１
０
０
０
円
、
２
０
０
円

区
間
は
７
回
乗
車
が
８
０
０
円
で
利
用

可
能
と
し
た
。

今
後
の
課
題
は
や
は
り
通
学
定
期
利

用
の
促
進
だ
。
２
０
１
９
年
春
に
は
、

通
学
を
対
象
に
し
た
１
年
定
期
を
発
売

す
る
。
現
在
発
売
さ
れ
て
い
る
１
カ
月

定
期
や
６
カ
月
定
期
よ
り
も
割
引
率
を
高
く

設
定
し
た
。

「
ま
ず
は
乗
っ
て
も
ら
っ
て
安
全
性
・
快

適
性
・
利
便
性
を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

重
要
」
と
大
藪
次
長
は
熱
意
を
持
っ
て
説
明

す
る
。

ま
た
、
２
０
１
８
年
か
ら
あ
す
な
ろ
う
四

日
市
駅
・
西
日
野
駅
を
限
定
と
し
た
「
サ
イ

ク
ル
ト
レ
イ
ン
」
を
導
入
。
内
部
駅
と
西
日
野

駅
で
駅
前
広
場
整
備
の
計
画
が
進
ん
で
お
り
、

西
日
野
駅
で
は
既
に
屋
根
付
き
の
大
型
駐
輪

場
を
設
置
す
る
な
ど
、沿
線
で
サ
イ
ク
ル
＆
ラ

イ
ド
の
環
境
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

行
政
や
市
民
と
の
協
働
で
利
用
促
進

内
部
線
・
八
王
子
線
で
は
、
存
続
問
題
が

出
た
頃
か
ら
「
乗
っ
て
残
す
」
機
運
が
強
ま

り
、
イ
ベ
ン
ト
列
車
が
企
画
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
が
、
移
管
後
は
、
四
日
市
市
や

市
民
の
発
案
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
活
動

が
活
発
に
な
っ
て
い
る
。

１
ｄ
ａ
ｙ
フ
リ
ー
き
っ
ぷ
を
購
入
し
、
イ

ベ
ン
ト
列
車
に
乗
っ
て
指
定
の
場

所
に
行
く
と
カ
ブ
ト
ム
シ
が
も
ら

え
る
「
カ
ブ
ト
ム
シ
列
車
」、
鉄

道
と
東
海
道
の
散
策
を
楽
し
む

「
弥
次
喜
多
ま
ん
じ
ゅ
う
列
車
」

の
ほ
か
、
沿
線
の
店
舗
と
タ
イ

ア
ッ
プ
し
た
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
、

ジ
ャ
ズ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
会
場

の
一
つ
と
し
て
車
内
で
演
奏
が
行

わ
れ
る
ジ
ャ
ズ
列
車
、
ワ
イ
ン
を

楽
し
む
ワ
イ
ン
列
車
な
ど
多
岐
に

渡
る
。

地
域
外
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
、
ふ
る

さ
と
納
税
が
あ
る
。
四
日
市
市
へ
の
納
税
の

返
礼
メ
ニ
ュ
ー
に
、
四
日
市
あ
す
な
ろ
う
鉄

道
の
駅
長
体
験
や
貸
切
列
車
１
往
復
も
加
え

ら
れ
た
。

「
当
社
線
は
、
地
域
で
重
要
な
存
在
で
あ

る
こ
と
を
移
管
後
、
一
層
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
沿
線
の
方
々
も
自
分
た
ち
の

地
域
の
鉄
道
だ
と
い
う
意
識
か
ら
、
駅
花
壇

へ
の
花
植
え
や
、
清
掃
活
動
を
行
っ
て
く
だ

さ
り
、
地
域
の
当
社
線
へ
の
関
心
が
高
ま
っ

た
」
と
鉄
道
営
業
部
運
輸
課
の
山
上
雅
人
運

輸
管
理
所
長
は
語
る
。

ま
た
、
大
藪
次
長
も
「
地
域
と
よ
り
密
着

し
た
鉄
道
に
な
っ
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

今
後
は
安
全
性
と
と
も
に
、
も
っ
と
気
配
り

目
配
り
を
行
い
、
利
用
者
に
優
し
い
鉄
道
を

共
創
し
て
い
き
た
い
」
と
抱
負
を
語
る
。

存
続
を
市
民
が
選
択
し
て
誕
生
し
た
新
た

な
鉄
道
は
４
年
目
を
迎
え
、
利
用
促
進
に
向

け
た
三
位
一
体
の
取
り
組
み
が
次
々
と
行
わ

れ
て
い
る
。
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あすなろう四日市駅。近鉄四日市駅と改札外で連絡する

公募で「なろうブルー」の愛称が付いたクロスシートの更新車両

四日市駅

新正駅

赤堀駅

日永駅

西日野駅

内部駅

南日永駅

内部線
あすなろう四日市駅～内部駅間
5.7km

泊駅

追分駅

小古曽駅

中川原駅伊勢松本駅

海山道駅

南四日市駅

塩浜駅

近
鉄
名
古
屋
線

Ｊ
Ｒ
関
西
本
線

近鉄湯の山線

八王子線
日永駅～西日野駅間
1.3km

近鉄
四日市駅

あすなろう四日市駅



日
本
で
唯
一
の
車
扱
セ
メ
ン
ト
輸
送

三
重
県
い
な
べ
市
に
、
お
よ
そ
90
年
の
歴

史
を
有
す
る
セ
メ
ン
ト
工
場
が
あ
る
。「
太

平
洋
セ
メ
ン
ト
藤
原
工
場
」
だ
。
三
岐
線
東

藤
原
駅
は
藤
原
工
場
に
隣
接
、
工
場
と
駅
は

３
本
の
専
用
線
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
実
は

三
岐
線
は
そ
も
そ
も
セ
メ
ン
ト
輸
送
の
た
め

に
敷
設
さ
れ
た
路
線
な
の
で
あ
る
。

１
９
２
７
年
、
藤
原
岳
で
セ
メ
ン
ト
の
主

原
料
で
あ
る
良
質
の
石
灰
岩
が
採
れ
る
こ
と

に
着
目
し
た
小
野
田
セ
メ
ン
ト
と
浅
野
セ
メ

ン
ト
（
と
も
に
現
・
太※

平
洋
セ
メ
ン
ト
）
は
、
セ

メ
ン
ト
工
場
建
設
を
計
画
。
藤
原
岳
周
辺
と

四
日
市
港
を
結
ぶ
鉄
道
敷
設
免
許
申
請
を
出

願
し
た
。
鉄
道
は
、
両
社
の
鉄
道
構
想
を
一

本
化
し
て
敷
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
翌
28

年
に
「
三
岐
鉄
道
株
式
会
社
」
が
設
立
。
31

年
7
月
に
富
田

－

東
藤
原
駅
間
23
・
１
㎞
が

開
業
し
、
12
月
に
は
東
藤
原

－

西
藤
原
駅
間

が
開
通
し
て
三
岐
線
26
・
５
㎞
が
全
通
し

た
。セ

メ
ン
ト
輸
送
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
32

年
に
小
野
田
セ
メ
ン
ト
藤
原
工
場
が
完
成
し

た
翌
年
１
月
か
ら
で
あ
る
。
東
藤
原
駅
か
ら

Ｊ
Ｒ
（
旧
国
鉄
）
と
接
続
す
る
富
田
駅
へ
。

セ
メ
ン
ト
を
積
ん
だ
貨
車
は
こ
こ
で
Ｊ
Ｒ
貨

物
に
継
送
さ
れ
、
セ
メ
ン
ト
は
四
日
市
港
に

あ
る
太
平
洋
セ
メ
ン
ト
四
日
市
出
荷
セ
ン

タ
ー
へ
と
運
ば
れ
る
。

高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
貨
物
輸
送
の
主

役
は
鉄
道
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
に
移
っ
た
が
、
藤

原
工
場
か
ら
出
荷
さ
れ
る
セ
メ
ン
ト
の
約
４

割
は
今
な
お
鉄
道
が
担
い
、
現
在
セ
メ
ン
ト

の
車
扱
（
バ
ラ
積
み
）
輸
送
を
行
っ
て
い
る

の
は
三
岐
鉄
道
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
三
岐
線
は
開
業
当
初
か
ら
旅
客
輸

送
も
行
っ
て
お
り
、
沿
線
で
宅
地
開
発
が
進

ん
だ
60
年
代
以
降
、
旅
客
需
要
も
大
き
く
伸

び
た
。

現
在
の
三
岐
線
の
鉄
道
営
業
収
入
は
、
貨

物
と
旅
客
が
ほ
ぼ
半
々
と
な
っ
て
い
る
。

イ
ン
フ
ラ
整
備
の
一
端
を
担
う

三
岐
線
の
貨
物
輸
送
の
歴
史
を
も
う
少
し

見
て
み
よ
う
。

戦
後
、
特
需
景
気
で
セ
メ
ン
ト
需
要
が
急

増
す
る
と
、
貨
物
輸
送
増
大
に
対
応
す
る
た

め
、
三
岐
線
は
54
年
に
全
線
を
電
化
す
る
。

電
気
機
関
車
や
貨
車
を
増
備
し
て
、
電
化

に
よ
る
列
車
運
行
が
軌
道
に
乗
っ
た
59
年
に

は
、
黒
部
川
第
四
ダ
ム
の
建
設
用
セ
メ
ン
ト

輸
送
が
始
ま
っ
た
。
１
日
最
高
60
両
の
無
蓋

貨
車
に
バ
ラ
積
み
し
た
セ
メ
ン
ト
を
、
東
藤

原
駅
か
ら
旧
国
鉄
大
糸
線
信
濃
大
町
駅
に
向

け
て
送
り
出
す
。
63
年
ま
で
の
４
年
間
で
、

41
万
７
０
０
０
ト
ン
の
セ
メ
ン
ト
を
輸
送
し

た
。セ

メ
ン
ト
に
関
連
す
る
貨
物
輸
送
の
ピ
ー

ク
は
１
９
８
万
ト
ン
を
輸
送
し
た
79
年
だ

※小野田セメントは1994年に秩父セメントと合併して秩父小野田に、浅野セメントは1947年に日本セメントに改称。
1998年に秩父小野田と日本セメントが合併して、セメント業界最大手、太平洋セメントとなった。
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太平洋セメント株式会社
藤原工場 製造部 製造課

田中 博
Hiroshi TANAKA

文
◉
伏
島
賢
二
／
撮
影
◉
織
本
知
之

三
岐
鉄
道
の
三
岐
線
は
、
セ
メ
ン
ト
輸
送
を
主
目
的
に
計
画
さ
れ
た
路
線
で
あ
る
。

貨
車
に
よ
る
セ
メ
ン
ト
の
鉄
道
輸
送
は
、

わ
が
国
の
高
度
経
済
成
長
期
、
全
国
津
々
浦
々
で
行
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
時
代
と
と
も
に
貨
物
輸
送
の
主
役
は
ト
ラ
ッ
ク
に
移
り
、

現
在
で
は
三
岐
鉄
道
と
Ｊ
Ｒ
貨
物
に
よ
る

太
平
洋
セ
メ
ン
ト
藤
原
工
場
の
四
日
市
港
輸
送
が
ラ
ス
ト
ワ
ン
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
三
岐
鉄
道
で
は
、
鉄
道
だ
か
ら
実
現
で
き
る
大
量
・
安
定
輸
送
の
特
長
を
活
か
し
て
、

１
９
９
０
年
よ
り
「
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
・
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
の
往
復
輸
送
」
を
開
始
し
た
。

セ
メ
ン
ト
工
場
と
火
力
発
電
所
の
「
資
源
循
環
」
の
輪
を
つ
な
ぐ
貨
物
輸
送
で
あ
る
。

セ
メ
ン
ト
輸
送
は
黒
い
貨
車
の
16
両
編
成
、

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
・
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
輸
送
は
白
い
貨
車
の
14
両
編
成
、

そ
の
ス
ケ
ー
ル
感
、
力
強
さ
、
迫
力
。
貨
物
列
車
の
存
在
感
は
圧
倒
的
で
あ
る
。

富
田
駅
と
東
藤
原
駅
で
行
わ
れ
る
貨
物
列
車
の
入
れ
換
え
作
業
、

そ
し
て
太
平
洋
セ
メ
ン
ト
工
場
で
の
取
り
下
ろ
し
、
積
載
作
業
に
密
着
し
た
。

三
岐
鉄
道
・
太
平
洋
セ
メ
ン
ト

密
着
レ
ポ
ー
ト
！

「
資
源
循
環
」の
輪
を

つ
な
ぐ
三
岐
線
貨
物
輸
送

特
集
：
地
方
鉄
道
の
経
営
努
力
と
公
的
支
援

［
地
域
の
活
力
を
支
え
る
三
岐
鉄
道
　
三
岐
線
・
北
勢
線
］



が
、
２
０
０
０
年
代
初
め
に
は
、
中
部
国
際

空
港
建
設
の
た
め
の
埋
立
用
土
砂
輸
送
の
一

部
を
鉄
道
輸
送
し
て
い
る
。
太
平
洋
セ
メ
ン

ト
が
藤
原
岳
で
採
取
し
た
空
港
建
設
用
の
土

砂
を
、
四
日
市
出
荷
セ
ン
タ
ー
ま
で
輸
送
す

る
。
同
セ
ン
タ
ー
で
取
り
下
ろ
し
て
砂
利
運

搬
船
に
積
み
込
み
、
空
港
建
設
予
定
地
ま
で

海
上
輸
送
す
る
ル
ー
ト
だ
っ
た
。

空
港
と
い
う
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
一
端
を
担

う
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
30
カ
月
の
間
に
お

よ
そ
５
０
０
万
ト
ン
の
土
砂
を
運
ん
だ
。

鉄
道
が
つ
な
ぐ
資
源
循
環
の
輪

三
岐
線
で
運
ば
れ
て
い
る
貨
物
は
セ
メ
ン

ト
だ
け
で
は
な
い
。
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
と
フ

ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
（
石
炭
灰
）
も
、
セ
メ
ン
ト
貨

車
と
異
な
る
専
用
貨
車
を
使
い
、
別
の
経
路

で
往
復
輸
送
さ
れ
て
い
る
。
環
境
に
や
さ
し

い
鉄
道
貨
物
輸
送
の
新
し
い
在
り
方
を
示
唆

す
る
取
り
組
み
だ
が
、
世
間
的
に
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
・
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
輸

送
（
炭
カ
ル
・
Ｆ
Ａ
輸
送
）
は
、
太
平
洋
セ
メ

ン
ト
藤
原
工
場
と
愛
知
県
内
の
石
炭
火
力
発

電
所
と
の
間
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細

を
紹
介
し
よ
う
。

ま
ず
、
太
平
洋
セ
メ
ン
ト
だ
が
、
同
社
で

生
産
す
る
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
は
、
石
炭
火
力

発
電
所
で
発
生
す
る
排
ガ
ス
を
処
理
す
る
脱

硫
装
置
に
使
用
さ
れ
る
。

一
方
、
石
炭
火
力
発
電
所
で
は
、
石
炭
の

燃
焼
に
よ
り
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
が
排
出
さ
れ

る
。
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
は
二
酸
化
ケ
イ
素
や

酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
な
ど
の
セ
メ
ン
ト
の
原

料
で
あ
る
天
然
粘
土
と
成
分
が
似
て
い
て
、

代
替
品
と
し
て
セ
メ
ン
ト
生
産
に
利
用
で
き

る
。
つ
ま
り
、
産
業
廃
棄
物
の
フ
ラ
イ
ア
ッ

シ
ュ
が
セ
メ
ン
ト
工
場
で
資
源
に
生
ま
れ
変

わ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

藤
原
工
場
か
ら
石
炭
火
力
発
電
所
に
炭
酸

カ
ル
シ
ウ
ム
を
輸
送
し
、
石
炭
火
力
発
電
所

か
ら
は
藤
原
工
場
へ
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
を
輸

送
す
る
「
資
源
循
環
の
輪
」。
こ
れ
を
往
復

輸
送
で
実
現
で
き
れ
ば
、
非
常
に
効
率
的

だ
。そ

う
し
た
計
画
か
ら
90
年
11
月
に
始
ま
っ

た
の
が
、
鉄
道
に
よ
る
往
復
輸
送
な
の
で
あ

る
。
こ
の
輸
送
に
は
、
三
岐
鉄
道
の
他
に
Ｊ

Ｒ
貨
物
と
衣
浦
臨
海
鉄
道
も
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
太
平
洋
セ
メ
ン
ト
藤
原
工
場
・
製

造
部
製
造
課
の
田
中
博
さ
ん
に
ご
登
場
願
お

う
。
田
中
さ
ん
は
原
料
と
製
品
の
輸
送
管
理

を
担
当
し
て
い
る
。
田
中
さ
ん
は
「
聞
い
た

話
な
の
で
」
と
前
置
き
し
な
が
ら
こ
う
話
し

て
く
れ
た
。

「
ひ
と
く
ち
に
弊
社
が
供
給
す
る
炭
酸
カ

ル
シ
ウ
ム
と
、
石
炭
火
力
発
電
所
の
フ
ラ
イ

ア
ッ
シ
ュ
を
往
復
輸
送
す
る
と
い
っ
て
も
、

ど
う
や
っ
て
運
ぶ
か
、
と
い
う
現
実
的
な
課

題
が
あ
り
ま
し
た
。
知
恵
を
絞
っ
た
末
、　

鉄
道
輸
送
な
ら
大
量
・
安
定
輸
送
が
可
能

で
、
環
境
負
荷
も
低
く
、
周
辺
地
域
の
交
通

へ
の
影
響
も
回
避
で
き
る
。
こ
こ
に
鉄
道
の

出
番
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
よ
」

藤
原
工
場
か
ら
石
炭
火
力
発
電
所
ま
で
、

三
岐
鉄
道
と
Ｊ
Ｒ
貨
物
、
衣
浦
臨
海
鉄
道
の

３
社
を
上
手
く
つ
な
げ
ば
実
現
で
き
そ
う

だ
。「

三
岐
鉄
道
は
弊
社
と
関
係
が
深
い
し
、

地
元
の
後
押
し
も
あ
っ
て
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
実
現
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
」

貨
車
は
当
初
、
セ
メ
ン
ト
輸
送
用
を
流
用

す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
こ
れ
だ
と
25
ト
ン
し

か
積
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
炭
酸
カ
ル
シ
ウ

ム
と
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
は
セ
メ
ン
ト
よ
り
も

比
重
が
小
さ
い
の
で
、
も
っ
と
大
量
に
積
め

る
貨
車
を
用
意
し
よ
う
と
、
専
用
貨
車
を
開

発
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ
そ
う
だ
。
中
身
の

取
り
下
ろ
し
と
積
載
を
効
率
的
に
行
え
る
よ

う
に
、
内
部
設
計
も
工
夫
し
た
。
そ
し
て
完

成
し
た
の
が
35
ト
ン
積
み
の
白
い
専
用
貨
車

で
あ
る
。

東
藤
原
駅
に
留
置
さ
れ
た
、
こ
の
貨
車
を

見
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
白
い
カ
ラ
ー
リ
ン

グ
と
も
相
ま
っ
て
、
黒
い
セ
メ
ン
ト
貨
車
よ

り
も
だ
い
ぶ
大
き
く
見
え
た
。
ま
た
、
白
に

ブ
ル
ー
の
ラ
イ
ン
が
入
り
、
面
を
強
調
し
た

デ
ザ
イ
ン
が
モ
ダ
ン
な
印
象
だ
。

大
量
・
安
定
輸
送
を
鉄
道
が
支
え
る

こ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
経
路
を
た
ど
っ
て
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特集：地方鉄道の経営努力と公的支援
［地域の活力を支える三岐鉄道　三岐線・北勢線］

三岐鉄道株式会社
鉄道部 運輸課 係長

園田 亮
Ryo SONODA

富田駅で貨車の受け渡しを行う。JR 貨物（左）と三岐鉄道の機関車が並ぶ

1985 年 3 月に旅客扱いを休止して以降、富田駅は貨物専用の駅となっている



炭
カ
ル
・
Ｆ
Ａ
輸
送
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か

を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
太
平
洋
セ
メ
ン
ト
藤
原
工
場
か

ら
。
東
藤
原
駅
か
ら
藤
原
工
場
ま
で
伸
び
る

専
用
線
は
そ
れ
ぞ
れ
セ
メ
ン
ト
、
炭
カ
ル
・

Ｆ
Ａ
の
荷
役
設
備
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
を
取
り
下
ろ
し
、
炭

酸
カ
ル
シ
ウ
ム
を
積
載
（
コ
ラ
ム
で
紹
介
）
し

た
貨
車
は
、
専
用
線
を
経
由
し
て
東
藤
原
駅

の
手
前
か
ら
本
線
に
進
入
。
夕
方
出
発
し
、

三
岐
線
の
本
線
を
進
ん
で
富
田
駅
ま
で
走
行

す
る
。
夜
、
構
内
で
Ｊ
Ｒ
貨
物
の
機
関
車
に

付
け
替
え
ら
れ
、
貨
車
は
Ｊ
Ｒ
貨
物
に
引
き

渡
さ
れ
る
。
こ
の
先
は
Ｊ
Ｒ
貨
物
が
担
当
。

関
西
本
線
、
東
海
道
本
線
を
経
由
し
て
大
府

駅
へ
。
こ
こ
で
さ
ら
に
衣
浦
臨
海
鉄
道
の
機

関
車
に
付
け
替
え
て
、
Ｊ
Ｒ
武
豊
線
、
衣
浦

臨
海
鉄
道
碧
南
線
を
経
由
し
、
貨
物
列
車
は

石
炭
火
力
発
電
所
の
最
寄
り
駅
で
ゴ
ー
ル
す

る
。
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
は
、
出
発
し
た
日

の
翌
日
の
午
前
中
だ
。

復
路
の
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
の
輸
送
は
こ
の

逆
の
経
路
を
た
ど
る
。
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
を

積
載
し
た
貨
車
は
、
到
着
し
た
日
の
午
後
に

出
発
。
そ
の
翌
日
の
昼
ご
ろ
ま
で
に
東
藤
原

駅
に
到
着
す
る
。
片
道
１
１
０
㎞
ほ
ど
の
道

の
り
で
、
１
日
１
往
復
の
運
行
だ
。

こ
う
し
て
貨
物
鉄
道
が
大
量
・
安
定
輸
送

を
支
え
て
い
る
わ
け
だ
が
、
毎
日
の
運
行
の

中
で
は
、
ど
の
よ
う
な
苦
労
が
あ
る
の
だ
ろ

う
。
三
岐
鉄
道
・
鉄
道
部
運
輸
課
の
園
田
亮

係
長
に
聞
い
て
み
る
と
、「
長
距
離
を
旅
客

列
車
の
合
間
を
縫
う
よ
う
に
運
行
し
ま
す
の

で
、
台
風
や
大
雨
な
ど
の
自
然
災
害
や
事
故

な
ど
に
よ
り
、
道
中
の
ど
こ
か
の
区
間
で
ダ

イ
ヤ
が
乱
れ
る
と
、
そ
の
影
響
で
貨
物
輸
送

に
も
遅
れ
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
石

炭
火
力
発
電
所
か
ら
の
便
は
、
本
来
、
富
田

駅
に
夜
９
時
前
に
到
着
す
る
ん
で
す
が
、
そ

れ
が
真
夜
中
の
12
時
過
ぎ
に
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
ダ
イ
ヤ
が
乱
れ
る
た
び
に
、
各
社

と
の
調
整
が
必
要
に
な
り
ま
す
」
と
話
し
な

が
ら
、
最
後
は
「
で
も
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の

仕
事
。
困
難
に
め
げ
ず
に
頑
張
り
ま
す
よ
」

と
頼
も
し
い
言
葉
で
締
め
て
く
れ
た
。

地
域
貨
物
鉄
道
へ
の
思
い

こ
の
よ
う
に
貨
物
鉄
道
と
し
て
計
画
さ
れ
、

開
業
以
来
、
貨
客
輸
送
を
担
っ
て
走
り
続
け

る
三
岐
鉄
道
だ
が
、
貨
物
輸
送
を
維
持
・
存

続
す
る
上
で
、
現
在
、
重
要
な
課
題
に
直
面

し
て
い
る
と
い
う
。
貨
車
の
更
新
だ
。

三
岐
鉄
道
が
運
用
す
る
貨
車
は
、
セ
メ
ン

ト
輸
送
用
貨
車
95
両
と
炭
カ
ル
・
Ｆ
Ａ
輸
送

用
貨
車
34
両
の
計
１
２
９
両
。
一
般
的
に
貨

車
の
寿
命
は
30
年
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
切
り
替
え
時
だ
。

貨
車
は
５
年
に
１
度
、
全
般
検
査
を
受
け

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
全
般
検
査
に

通
ら
な
い
車
両
は
、
運
用
を
停
止
す
る
し
か

な
く
、
新
造
を
計
画
し
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
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東藤原駅と太平洋セメント藤原工場は専用線でつながっている

炭カル・FA 輸送の新造貨車。白いボディに青のラインが入ったモダンなデザインだ

貨物列車の脇を旅客列車が走り抜ける
上／セメント輸送列車
下／炭カル・FA 輸送列車

■三岐鉄道貨物営業の概要

東藤原

富田
四日市

三岐鉄道
JR貨物

衣浦臨海鉄道

西藤原

セメント輸送列車の経路
炭酸カルシウム・フライ
アッシュ輸送列車の経路

大府

四日市港



深
刻
な
貨
車
不
足
と
な
る
。
事
実
、
セ
メ
ン

ト
輸
送
用
貨
車
は
、
不
足
す
る
事
態
と
な
っ

て
お
り
、
三
岐
鉄
道
は
そ
の
対
応
を
思
案
中

だ
と
い
う
。

取
材
を
終
え
て
、
東
藤
原
駅
か
ら
三
岐
線

に
乗
っ
た
。
夕
方
の
列
車
は
途
中
か
ら
学
生

服
の
高
校
生
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
ふ
と

視
線
を
移
す
と
、
車
窓
の
向
こ
う
に
小
さ
な

男
の
子
を
抱
い
た
若
い
お
母
さ
ん
が
見
え
た
。

男
の
子
の
多
く
は
、
無
条
件
に
電
車
や
ク

ル
マ
に
夢
中
に
な
る
も
の
だ
。
男
の
子
は
黄

色
と
オ
レ
ン
ジ
色
の
旅
客
列
車
を
指
差
し
て

興
奮
気
味
だ
。
お
母
さ
ん
は
幸
せ
そ
う
に
ほ

ほ
笑
ん
で
い
る
。
三
岐
線
に
は
、
黒
い
セ
メ

ン
ト
貨
車
も
、
白
い
炭
カ
ル
・
Ｆ
Ａ
貨
車

も
、
毎
日
走
る
。
こ
ん
な
光
景
は
三
岐
線
の

他
に
は
な
い
だ
ろ
う
。

お
母
さ
ん
に
抱
か
れ
た
男
の
子
も
、
こ
の

電
車
に
乗
っ
て
通
学
す
る
よ
う
に
な
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
い
つ
か
、
地
域
貨
物

輸
送
が
果
た
す
役
割
や
意
義
を
理
解
す
る
日

が
来
る
だ
ろ
う
。　

そ
ん
な
と
き
、
こ
の
沿
線
に
生
ま
れ
育
っ

た
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。

そ
の
た
め
に
も
、
直
面
す
る
課
題
を
乗
り
越

え
、
地
方
鉄
道
で
は
希
少
と
な
っ
た
三
岐
鉄

道
の
貨
物
輸
送
が
末
永
く
続
く
こ
と
を
願

う
。
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特集：地方鉄道の経営努力と公的支援
［地域の活力を支える三岐鉄道　三岐線・北勢線］

取り下ろし・積載の作業手順

太平洋セメント藤原工場

太平洋セメント藤原工場で行われているフライアッシュ
の取り下ろしと炭酸カルシウムの積載作業を見学させて
もらった。藤原工場内の作業エリアは、飾り気のない、
作業効率を突き詰めて設計されている、まさに「プロの
仕事場」といった感じだった。また、高いサイロが屹立
し、パイプがうねり、工場好きにはたまらない雰囲気だ。
ここで働いている作業員は通常は３人。取材日には見習
いの人が１人加わっていた。どの人も三岐鉄道の社員だ
が、皆キビキビと動いている。頼もしい。

フライアッシュの取り下ろし

炭酸カルシウムの積載

三岐鉄道からＪＲ貨物へ
富田駅で、三岐鉄道とＪＲ貨物で貨車の受け渡しが行わ
れる。ＪＲ貨物のＤＤ 51型機関車に牽引された 16両編
成のセメント貨車がホームに入線してきた。その編成の
長さに驚いてしまった。

貨物列車の入れ換え作業
東藤原駅の側線には、８両編成のセメント貨車が留置し
ていた。ＥＤ 45 型機関車が重連でホームから本線を十
数ｍ前進、側線に入り、貨車を連結する。操車員は３人。
専用線を通って、太平洋セメント藤原工場に向かった。

列車を移動させ、貨車の下にある排出
口と、ホームに開いているフライアッ
シュの受け口とをピタリと合わせる。
見ていたら一発で合わせていた。職人
技だ。貨車の排出口をホームの受け口
に接続する。

貨車のエアー注入口にホースを接続す
る。ホースから空気を勢いよくタンク
の中に注入すると、フライアッシュが
排出される。田中さん曰く「エアーを
注入するとフライアッシュが水のよう
に出てくるんです」

プラスチックハンマーでタンクの各部を
叩いて音をチェック。音の変化でフライ
アッシュが全部出たかがわかるそうだ。
全部排出されたことが確認できたら、貨
車の排出口、ホース、ホームの受け口を
閉じて終了。この間、約12分。

1 2 3

貨車の上に注入口がある。そこに上っ
て口を開ける。上からぶら下がってい
る極太のホースを移動させ、ホースの
口と貨車の注入口を接続する。これも
一発でピッタリ。

すぐ横にある「炭カル積込操作盤」の
ボタンを押して積載開始。操作盤には
計量器の表示がある。それを見ながら
所定の量まで入れる。所要時間約 17
分。

この設備には８両編成で入る。ホーム
の受け口などはそれぞれ２つあり、一度
に作業できるのは２両だ。よって、この
作業を８両編成で４回繰り返すことにな
る。全プロセスを午前と午後にそれぞれ
３時間かけて行う。

4 5

富田駅 東藤原駅



北
大
阪
急
行
電
鉄
、
千
里
中
央
駅
か
ら
バ
ス
に

揺
ら
れ
て
10
分
少
々
。
国
道
を
挟
ん
で
立
つ

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
の
二
つ
の
建
物
を
結
ぶ
橋
の

上
か
ら
千
里
中
央
駅
方
面
に
目
を
向
け
る
と
、
国
道

沿
い
に
ク
レ
ー
ン
車
が
立
ち
並
び
、
大
き
な
ト
ラ
ッ

ク
が
行
き
来
す
る
、
工
事
現
場
が
広
が
っ
て
い
る
。

期
間
限
定
の
景
色

北
大
阪
急
行
電
鉄
は
現
在
、
延
伸
工
事
の
真
っ
最

中
。
千
里
中
央
駅
か
ら
北
に
約
２
・
５
㎞
線
路
が
延

び
て
、「
箕み

の
お
せ
ん
ば
は
ん
だ
い
ま
え

面
船
場
阪
大
前
駅
」「
箕み

の
お
か
や
の

面
萱
野
駅
」
の

２
駅
が
新
設
さ
れ
る
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
の
隣

に
は
、
延
伸
後
の
終
着
駅
「
箕
面
萱
野
駅
」
が
で
き

る
予
定
。

橋
か
ら
歩
道
に
下
り
る
と
、
箕
面
市
が
設
置
し
た

工
事
現
場
を
囲
う
壁
が
あ
り
、「
２
０
２
０
年
度
開

業
目
標
」
の
文
字
と
並
ん
で
、「
梅
田
駅
ま
で
24
分
」

と
あ
る
。
周
囲
を
見
れ
ば
、
北
側
の
住
宅
地
の
先
に

は
緑
の
山
々
が
連
な
り
、
国
道
沿
い
の
住
宅
地
に
も

緑
が
点
在
し
て
い
る
。
大
き
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
が
あ
っ
て
、
適
度
に
自
然
も
あ
る
、
大
阪
の
中
心

地
・
梅
田
ま
で
24
分
の
住
宅
地
…
。
思
わ
ず
不
動
産

業
者
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
工
事
現
場
沿

い
を
千
里
中
央
駅
方
面
に
歩
い
て
戻
る
。

工
事
現
場
の
壁
沿
い
を
歩
い
て
い
た
は
ず
が
、
次

第
に
壁
が
金
網
に
な
り
、
金
網
が
低
い
柵
に
変
わ

る
。
左
手
に
は
工
事
現
場
、
右
手
に
は
交
通
量
の
多

い
国
道
。
そ
れ
ぞ
れ
簡
易
な
柵
で
区
切
っ
た
だ
け
の

工
事
現
場
と
も
車
道
と
も
つ
か
な
い
場
所
を
歩
い
て

い
る
こ
と
に
気
付
く
。
も
し
か
し
て
、
入
っ
て
は
い

け
な
い
場
所
に
入
っ
た
!?　

焦
っ
て
見
渡
し
た
視
線

の
先
に
は
警
備
員
。
ビ
ク
ッ
と
し
た
次
の
瞬
間
、

「
は
い
、
歩
行
者
の
方
、
通
り
ま
す
」
と
誘
導
さ
れ

る
。
よ
く
見
れ
ば
、
ち
ゃ
ん
と
「
仮
歩
道
」
の
札
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
何
だ
、
歩
い
て
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
。

落
ち
着
い
て
工
事
現
場
を
眺
め
て
歩
け
ば
、
線
路

が
高
架
に
な
り
そ
う
な
場
所
、
地
下
に
な
り
そ
う
な

場
所
が
何
と
な
く
分
か
る
、
よ
う
な
気
も
す
る
。
完

成
後
の
姿
を
は
っ
き
り
想
像
す
る
こ
と
は
難
し
い
け

れ
ど
、
剥
き
出
し
の
鉄
骨
が
立
ち
並
ぶ
景
色
を
間
近

に
見
る
の
は
、
な
か
な
か
面
白
い
。

仮
歩
道
が
い
つ
ま
で
設
置
さ
れ
る
か
は
、
工
事
の

進
捗
次
第
。
堂
々
と
国
道
の
上
を
歩
き
な
が
ら
、
工

事
現
場
を
予
約
不
要
で
間
近
に
見
学
で
き
る
期
間
は

限
ら
れ
る
。「
期
間
限
定
」
を
楽
し
む
の
は
、
今
が

チ
ャ
ン
ス
だ
。

大
人
気
カ
ツ
サ
ン
ド

「
期
間
限
定
」
の
景
色
の
後
は
、「
場
所
限
定
」
の

味
を
楽
し
み
に
向
か
う
。
北
大
阪
急
行
電
鉄
の
ご
担

当
者
・
芝
田
有
紀
さ
ん
か
ら
お
薦
め
さ
れ
た
沿
線
グ

ル
メ
で
心
惹
か
れ
た
の
は
、
大
阪
＝
粉
物
で
は
な

く
、
歩
き
戻
っ
た
千
里
中
央
駅
の
改
札
近
く
に
あ
る

喫
茶
店
の
カ
ツ
サ
ン
ド
。

ほ
ぼ
満
席
の
店
内
に
待
ち
時
間
な
し
で
タ
イ
ミ
ン

グ
よ
く
入
店
し
、
お
目
当
て
の
カ
ツ
サ
ン
ド
を
注

文
。
程
な
く
提
供
さ
れ
た
の
は
、
８
等
分
に
カ
ッ
ト

さ
れ
た
カ
ツ
サ
ン
ド
。
１
切
れ
が
一
口
二
口
で
食
べ

ら
れ
る
サ
イ
ズ
だ
け
れ
ど
、
カ
ツ
と
野
菜
が
ぎ
っ
し

り
で
、
気
を
抜
く
と
こ
ぼ
れ
て
し
ま
い
そ
う
。
注
意

し
な
が
ら
口
に
押
し
込
む
。
も
う
一
口
、
も
う
１
切

れ
。
急
か
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
手
が
止

ま
ら
な
い
。
あ
っ
と
い
う
間
に
８
切
れ
終
了
。

上／延伸区間の開業目標は2020年度
下／仮歩道は国道の上。いつまであるかは工事次第

ショッピングモールの橋の上から千里中
央駅方面を見る

北大阪急行電鉄株式会社
連
　
載文・写真　松澤美穂

延
伸
工
事
真
っ
只
中
の
北
大
阪
急
行
電
鉄

今
し
か
見
ら
れ
な
い
工
事
中
の
景
色
に

未
来
の
景
色
を
想
像
す
る

フ
ニ
ク
リ
フ
ニ
ク
ラ
の
響
く
沿
線
を

新
し
い
「
地
元
」
に
す
る
人
が

き
っ
と
た
く
さ
ん
増
え
る
は
ず

北大阪急行電鉄
【きたおおさかきゅうこうでんてつ】

千里中央駅から江坂駅まで４駅、
約６㎞を走る。江坂駅で Osaka 
Metro 御堂筋線に乗り入れ、大阪
中心地を通り、なかもず駅までつ
ながる。箕面方面への延伸工事中
で、2020 年度開業目標。

箕面萱野

箕面船場阪大前

千里中央

桃山台

緑地公園

江坂

大阪高速鉄道
（大阪モノレール）

Osaka Metro御堂筋線
至 梅田・大阪

北大阪急行線
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人
気
の
お
店
ら
し
く
、
食
べ
て
い
る
間
も
来
客
が

途
切
れ
ず
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
注
文
も
入
る
。
次
の

人
に
席
を
譲
る
べ
く
、
早
々
に
お
店
を
出
る
。

さ
て
そ
う
い
え
ば
、
今
日
は
ま
だ
電
車
の
写
真
を

１
枚
も
撮
っ
て
い
な
い
。

「
北
大
阪
急
行
電
鉄
」
の
電
車
が
撮
り
た
い

北
大
阪
急
行
電
鉄
の
電
車
接
近
音
は
「
フ
ニ
ク
リ

フ
ニ
ク
ラ
」。
ホ
ー
ム
で
待
っ
て
い
る
と
、
昼
間
は

約
８
分
間
隔
で
フ
ニ
ク
リ
フ
ニ
ク
ラ
が
聞
こ
え
て
く

る
。
と
こ
ろ
が
、
北
大
阪
急
行
電
鉄
南
北
線
を
走
る

電
車
の
多
く
は
乗
り
入
れ
運
行
し
て
い
るO

saka 

M
etro

御
堂
筋
線
の
も
の
。「
北
大
阪
急
行
電
鉄
」

の
電
車
の
運
行
は
、
１
時
間
に
１
本
程
度
。
撮
影

チ
ャ
ン
ス
は
限
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
向
か
う
の
は
千
里
中
央
駅
か
ら
１
駅
、
桃
山

台
駅
近
く
の
歩
道
橋
。
桃
山
台
駅
は
、
歩
道
の
位
置

を
１
階
と
す
る
な
ら
、
改
札
口
は
１
階
と
２
階
で
、

ホ
ー
ム
と
線
路
は
吹
き
抜
け
の
地
下
１
階
。
国
道
の

上
り
車
線
と
下
り
車
線
に
挟
ま
れ
た
場
所
に
あ
る
た

め
、
歩
道
か
ら
で
は
ホ
ー
ム
も
電
車
も
見
え
な
い
け

れ
ど
、
歩
道
橋
の
上
に
登
れ
ば
、
見
下
ろ
せ
る
。

目
当
て
の
電
車
が
来
る
ま
で
、
ま
だ
30
分
以
上
あ

る
。
ど
こ
か
ら
ど
う
撮
る
の
が
ベ
ス
ト
か
、
次
々
と

や
っ
て
来
る
御
堂
筋
線
の
電
車
で
練
習
。
い
よ
い
よ

次
は
と
カ
メ
ラ
を
構
え
直
し
た
瞬
間
、
頭
上
の
雲
が

切
れ
、
予
定
外
の
光
が
差
し
込
み
影
が
で
き
る
。
慌

て
て
角
度
を
変
え
て
撮
っ
た
写
真
は
、
イ
マ
イ
チ
。

次
の
チ
ャ
ン
ス
ま
で
１
時
間
、
歩
道
橋
で
待
ち
続
け

る
の
は
つ
ま
ら
な
い
。
車
道
沿
い
に
線
路
を
た
ど
っ

て
緑
地
公
園
駅
に
移
動
す
る
。

桃
山
台
駅
で
は
歩
道
よ
り
下
に
あ
っ
た
線
路
は
、

す
ぐ
に
歩
道
と
同
じ
高
さ
に
な
り
、
次
第
に
高
架
に

な
っ
て
見
え
な
く
な
る
。
見
え
な
い
線
路
を
追
う
の

を
止
め
て
、
住
宅
地
側
に
進
む
と
、
こ
ん
も
り
と
し

た
緑
が
広
が
る
服
部
緑
地
に
到
着
。

フ
ニ
ク
リ
フ
ニ
ク
ラ
、
さ
あ
ど
う
だ
？

大
阪
の
中
心
地
か
ら
電
車
で
10
分
少
々
の
場
所
と

は
思
え
な
い
広
大
な
服
部
緑
地
に
は
、
乗
馬
セ
ン

タ
ー
や
音
楽
堂
、
植
物
園
ま
で
あ
る
。
散
歩
や
ラ
ン

ニ
ン
グ
に
も
最
適
。
こ
の
辺
り
も
良
い
住
環
境
だ

な
ぁ
と
行
き
交
う
人
を
眺
め
、
斜
め
に
伸
び
た
そ
の

影
に
我
に
返
る
。
日
が
陰
る
の
が
早
い
。
日
の
あ
る

う
ち
に
、
電
車
の
写
真
を
撮
り
に
行
か
ね
ば
。

一
番
近
い
撮
影
ポ
イ
ン
ト
は
、
緑
地
公
園
駅
の

ホ
ー
ム
、
江
坂
駅
寄
り
の
一
番
端
。
１
駅
移
動
し
た

桃
山
台
駅
の
ホ
ー
ム
、
千
里
中
央
駅
寄
り
の
一
番
端

で
も
良
い
ら
し
い
。
陽
射
し
を
考
え
れ
ば
撮
影
チ
ャ

ン
ス
は
残
り
１
、２
回
。
成
功
率
の
高
い
撮
影
ポ
イ

ン
ト
は
ど
っ
ち
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
両
方
の
ポ

イ
ン
ト
で
１
回
ず
つ
撮
ろ
う
か
、
緑
地
公
園
駅
の

ホ
ー
ム
で
迷
っ
て
い
る
と
ふ
い
に
名
前
を
呼
ば
れ
る
。

驚
い
て
見
れ
ば
、
声
を
掛
け
て
く
れ
た
の
は
、
北

大
阪
急
行
電
鉄
の
芝
田
さ
ん
。「
ど
う
で
す
か
」
と

沿
線
散
策
の
首
尾
を
問
わ
れ
、
写
真
が
上
手
く
撮
れ

な
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
ず
泣
き
付
く
。「
プ
ロ

の
撮
っ
た
写
真
を
貸
し
出
せ
ま
す
よ
」
と
ご
提
案
い

た
だ
き
、
一
安
心
。
と
は
い
え
、
で
き
れ
ば
自
分
で

撮
り
た
い
。

ホ
ー
ム
の
端
で
カ
メ
ラ
を
構
え
る
。
フ
ニ
ク
リ
フ

ニ
ク
ラ
が
鳴
り
、
北
大
阪
急
行
電
鉄
の
電
車
が
、

や
っ
て
来
る
。
フ
ニ
ク
リ
フ
ニ
ク
ラ
フ
ニ
ク
リ
フ
ニ

ク
ラ
…
さ
あ
勝
負
！　

さ
て
出
来
栄
え
は
？

桃山台駅近くの歩道橋の上から。
北大阪急行電鉄の8000形「ポールスター号」

桃山台駅。改札は１階と２階にあり、ホームは地下。歩道からで
はホームは見えない

８等分にカットされたカツサンド。
こぼさず食べるのは大変

緑が生い茂る服部緑地には大きな池も桃山台駅のホームから9000形「POLESTARⅡ」。緑地公園駅では失敗…
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昭
和
三
年
一
月
に
吉
田
初
三
郎
作
品
の

「
京
王
電
車
沿
線
名
所
図
絵
」
が
刊
行
さ

れ
た
。
図
柄
は
、
四
谷
新
宿

－

東
八
王
子

の
路
線
と
多
摩
御
陵
（
大
正
天
皇
陵
墓
・

昭
和
二
年
設
立
）
ま
で
の
予
定
線
を
横
長

軸
に
、
新
宿
御
苑
、
十
二
社
、
明
治
神

宮
、
深
大
寺
、
京
王
閣
、
高
幡
不
動
尊
、

百
草
園
、
高
尾
山
な
ど
の
沿
線
名
所
を
立

体
的
に
描
画
し
た
彩
色
図
（
本
図
）
と

な
っ
て
い
る
。
当
時
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
周
辺

は
、
今
は
廃
止
の
路
面
走
行
だ
っ
た
。

昭
和
五
年
秋
に
、
改
版
が
刊
行
。
本
誌

二
十
五
号
（
平
成
二
十
年
）
で
既
に
掲
載

し
た
。
翌
六
年
に
北
野
か
ら
御
陵
前
ま
で

の
路
線
延
長
が
敷
設
開
通
す
る
こ
と
を
見

込
ん
で
の
発
注
だ
っ
た
よ
う
だ
（
現
在
は

廃
止
）。

ま
た
、
高
尾
線
が
高
尾
山
口
ま
で
延
伸

し
、
高
尾
登
山
電
鉄
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

便
利
に
。
本
図
左
端
の
索
道
（
軌
道
）
が

生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
て
い
て
楽
し
い
。

高
尾
登
山
電
鉄
の
営
業
開
始
は
昭
和
二

年
で
、
戦
時
中
は
一
時
休
止
し
た
も
の

の
、
昭
和
二
十
四
年
に
営
業
を
再
開
。
昭

文
・
藤
本
一
美

text by Kazum
i FUJIM

O
TO

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

連載─第�回

『武州高尾山案内』金子常光　作画（昭和 3〈1928〉年）
高尾登山鉄道　発行／日本名所図絵社　作成

京
王
電
車
沿
線
名
所
図
絵
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和
四
十
三
年
に
は
近
代
的
大
型
ケ
ー
ブ
ル

カ
ー
と
な
り
、
大
き
な
窓
か
ら
は
新
緑
・

紅
葉
（
黄
葉
）
や
日
本
一
の
急
勾
配
、

三
十
一
度
十
八
分
を
存
分
に
楽
し
め
る
の

だ
。本

図
で
は
、
ピ
ン
ク
の
桜
と
赤
、
黄
の

モ
ミ
ジ
の
同
居
し
た
姿
（
筆
致
）
が
目
を

惹
く
。

大
勢
の
集
客
に
恵
ま
れ
て
、
平
成
十
九

年
、
ミ
シ
ュ
ラ
ン
ガ
イ
ド
に
霊
場
髙
尾
山

薬
王
院
が
紹
介
さ
れ
た
。
年
間
五
百
万
人

の
行
楽
客
や
登
山
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な

り
、
人
口
に
膾か

い
し
ゃ炙

し
て
い
る
。

創
立
以
来
、
長
く
独
立
し
て
経
営
を
続

け
て
き
た
が
、
平
成
二
十
九
年
よ
り
京
王

グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
な
り
、
グ
ル
ー
プ
一

体
と
な
っ
て
高
尾
山
に
お
け
る
観
光
輸
送

を
担
っ
て
い
る
。

余
談
だ
が
、
ケ
ー
ブ
ル
終
点
の
山
上
駅

近
く
の
高
尾
山
ビ
ア
マ
ウ
ン
ト
（
標
高

五
〇
〇
ｍ
地
点
）
か
ら
は
都
心
の
夜
景
だ

け
で
は
な
く
、
日
中
は
奥
多
摩
な
ど
関
東

一
都
六
県
の
絶
景
パ
ノ
ラ
マ
が
眺
め
ら

れ
、
平
成
二
十
三
年
に
は
「
高
尾
山
大
パ

ノ
ラ
マ
手て

ぬ
ぐ
い
ぞ
め

捺
染
」（
藤
本
一
美
作
画
・
千

円
）
が
発
売
さ
れ
た
が
、
現
在
は
品
切
れ

中
で
あ
る
。

な
お
、
彩
色
画
「
高
尾
山
大
パ
ノ
ラ

マ
」（
同
作
画
・
平
成
二
十
五
年
編
集
）

も
、
別
途
刊
行
し
た
。

　高尾山のケーブルカーは、髙尾山薬王院を参詣する信徒のた
めに発案された。大正 10 年 9 月に高尾索道株式会社が設立。
大正 14 年 5 月には社名変更により高尾登山鉄道となり、昭和
2 年 1月に清滝駅－高尾山駅間のケーブルカーが開業した。ま
た、高度経済成長期の昭和 39 年には、ケーブルカーに並行し
て山麓－山上間にリフトの運転を開始。以来、日本一の急勾配
を走るケーブルカー、リフトともに、子どもから大人まで、高尾
山に訪れる人々の足として親しまれている。
　一方、高尾山の自然を守り、後世に引き継いでいくという社
会的使命から、高尾山上においては、展望台のほか食堂、売
店、高尾山さる園・野草園などの観光施設を運営。「高尾山と人
をむすぶ」を経営理念に掲げ、自然に親しむ機会とサービスの
提供にきめ細やかな企業努力を重ねている。

高尾登山電鉄株式会社

京王高尾線

高
尾
山
口

清滝

高尾山リフト

高尾山ケーブルカー

山
麗

山
上

高
尾
山

高尾登山電鉄株式会社
Takaotozan Railway Co.,Ltd

設立：大正 10 年 9 月 29 日
本社：八王子市高尾町 2205

「高尾山と人をむすぶ」
日本一の急勾配を走る
ケーブルカー 『京王電車沿線名所図絵』

（昭和 3〈1928〉年 1 月 1 日発行）
京王電気軌道　発行
犬山日本ライン蘇江　吉田初三郎出版部　印刷
本図裏の解説は観光社による稿　「絵に添へて一筆（初三郎）」
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