
か
つ
て
日
本
国
有
鉄
道
(
以

下
「
国
鉄
」)
が
運
営
し
、
猿

払
村
と
各
地
を
繋
い
で
い
た
鉄

道
路
線
「
天
北
線
」。
天
北
地

域
の
交
通
の
要
と
し
て
、
多
く

の
人
々
に
愛
さ
れ
た
こ
の
鉄
道

は
、
ホ
タ
テ
漁
の
豊
漁
と
資
源

枯
渇
で
揺
れ
動
く
猿
払
村
と
共

に
、
激
動
の
昭
和
時
代
を
生
き

抜
い
た
の
で
し
た
。

天
北
線
の
は
じ
ま
り

天
北
線
の
は
じ
ま
り
は
明
治

43
年
。
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
側
地
域

の
交
通
の
便
の
悪
さ
を
危
惧
し

た
人
々
が
「
鉄
道
速
成
期
成

会
」
を
結
成
し
、
鉄
道
路
線
の

敷
設
陳
情
を
行
っ
た
こ
と
で
し

た
。
当
時
は
道
路
整
備
が
進
ん

で
お
ら
ず
、
冬
場
は
悪
天
候
や

流
氷
に
よ
っ
て
船
が
出
せ
な
い

た
め
、
鉄
路
は
貴
重
な
移
動
手

段
だ
っ
た
の
で
す
。

国
鉄
は
人
々
の
切
実
な
陳
情

を
受
け
、
明
治
45
年
に
起
工
し

ま
す
。
音
威
子
府
を
は
じ
ま
り

と
し
て
、
大
正
７
年
に
は
浜
頓

別
ま
で
開
通
。
浅
茅
野
、
鬼
志

活
気
に
満
ち
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
盛
り
上
が
り

も
束
の
間
。
自
動
車
産
業
の
発

達
に
伴
い
需
要
が
低
下
し
た
鉄

道
業
界
で
は
、
地
方
で
の
「
国

鉄
離
れ
」
が
加
速
し
て
い
き
ま

す
。
更
に
は
、
国
の
方
針
で
第

二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
後
に
引

き
上
げ
た
兵
士
た
ち
を
大
量
雇

用
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
莫

大
な
人
件
費
が
国
鉄
の
財
政
状

況
に
負
担
を
与
え
た
の
で
す
。

国
鉄
の
経
営
合
理
化

昭
和
39
年
に
は
、
国
鉄
の
経

営
は
赤
字
転
落
と
な
り
、
各
駅

の
無
人
化
や
貨
物
の
取
り
扱
い

別
と
次
々
進
み
、
大
正
11
年
に

音
威
子
府
～
稚
内
間
を
結
ぶ
路

線
が
完
成
し
ま
す
。
時
代
の
波

に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
前
へ
進

み
続
け
る
、
天
北
線
と
猿
払
村

の
歴
史
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

鉄
道
最
盛
期
と
そ
の
衰
退

交
通
面
に
苦
労
し
て
い
た
天

北
地
域
に
現
れ
た
鉄
道
は
、
猿

払
村
を
大
き
く
盛
り
上
げ
ま
し

た
。
鉄
道
利
用
者
や
見
送
り
の

人
々
が
行
き
交
う
商
店
街
に
は

飲
食
店
等
が
い
く
つ
も
立
ち
並

び
、
昭
和
初
期
の
ホ
タ
テ
豊
漁

と
相
ま
っ
て
、
国
鉄
と
猿
払
村

は
、
足
並
み
を
揃
え
る
よ
う
に

を
停
止
し
て
諸
費
用
を
削
減
す
る

「
経
営
合
理
化
」
が
行
わ
れ
ま

す
。
そ
の
影
響
は
天
北
線
に
も
及

び
、
小
石
駅
と
芦
野
駅
は
無
人

化
、
昭
和
55
年
に
は
旭
川
鉄
道
管

理
局
の
総
務
部
長
ら
が
来
村
し
、

鬼
志
別
、
浅
茅
野
、
猿
払
駅
の
一

般
駅
か
ら
の
格
下
げ
と
貨
物
の
取

り
扱
い
停
止
を
要
求
。
こ
れ
に
対

し
村
は
反
対
陳
情
を
行
い
、
村
民

一
丸
と
な
っ
て
の
「
天
北
線
合
理

化
・
廃
止
反
対
猿
払
村
住
民
協
議

会
」
が
発
足
し
ま
す
。
反
対
を
受

け
た
旭
川
鉄
道
管
理
局
は
合
理
化

を
一
旦
見
送
る
も
、
廃
案
に
は
至

ら
ず
、
そ
の
後
も
村
を
あ
げ
て
の

反
対
運
動
を
行
い
ま
す
が
、
天
北

線
の
廃
止
を
防
ぐ
た
め
に
は
必
要

な
措
置
で
あ
る
と
し
て
、
つ
い
に

は
合
理
化
に
同
意
し
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
国
鉄
の
経

営
赤
字
は
増
え
続
け
、
最
終
的
に

は
25
兆
円
に
も
及
ぶ
巨
額
の
累
積

債
務
を
抱
え
た
国
鉄
は
、
鉄
道
業

務
を
民
営
化
し
、
債
務
を
処
理
。

業
務
を
引
き
継
い
だ
Ｊ
Ｒ
は
、
過

疎
車
両
を
廃
止
し
、
代
替
バ
ス
へ

の
転
換
を
目
指
す
方
針
を
打
ち
出

し
ま
す
。
天
北
線
は
廃
止
対
象
路

線
と
な
り
、
約
11
年
に
渡
っ
て
路

線
存
続
陳
情
を
繰
り
返
し
ま
す

が
、
昭
和
63
年
、
沿
線
市
町
村
を

代
表
し
た
浜
頓
別
町
長
に
よ
っ

て
、
つ
い
に
天
北
線
の
バ
ス
転

換
が
表
明
さ
れ
ま
し
た
。

天
北
線
と
の
別
れ

存
続
の
願
い
は
届
か
ず
、
平
成

元
年
4
月
30
日
、「
天
北
線
お
別

れ
式
」
が
鬼
志
別
駅
で
行
わ
れ
ま

し
た
。
廃
線
を
惜
し
む
約
３
０
０

人
も
の
村
民
が
集
ま
り
、
午
前

10
時
16
分
発
の
列
車
を
、
そ
の

姿
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
見
送

り
続
け
た
の
で
し
た
。

私
は
︑
天
北
線
を
な
く
し
た
ら

困
る
と
︑
思
い
ま
す
︒
天
北
線
が

な
く
な
っ
た
ら
︑
稚
内
や
旅
行
に

行
け
な
く
な
り
ま
す
︒
車
の
あ

る
人
は
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
︑
車
が
な
い
人
は
︑
ど
う
し
た

ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
汽
車
が

走
ら
な
け
れ
ば
︑
ど
こ
に
も
い
け

な
い
の
で
す
︒
い
く
ら
赤
字
だ
か

ら
と
い
っ
て
︑
そ
こ
に
住
ん
で
い

る
人
達
の
考
え
も
聞
か
な
い
で

廃
止
に
し
な
い
で
︑
今
ま
で
通
り

残
し
て
ほ
し
い
で
す
︒
今
の
人

た
ち
は
︑
た
い
て
い
自
動
車
を

持
っ
て
い
ま
す
︒
中
に
は
︑
持
っ

て
い
な
い
人
も
︑
い
る
ん
で
す
︒

私
の
家
は
︑
自
動
車
が
な
い
の

で
︑
な
お
さ
ら
な
く
な
る
と
こ
ま

り
ま
す
︒
ど
う
か
私
達
の
お
願
い

を
聞
い
て
︑
天
北
線
を
今
ま
で
通

り
走
ら
せ
て
下
さ
い
︒
ど
う
か
︑

お
願
い
い
た
し
ま
す
︒

廃
線
に
反
対
す
る
声

※
昭
和
58
年
の
広
報
さ
る
ふ
つ
に
掲
載

さ
れ
た
小
学
生
の
作
文
︵
一
部
抜
粋
︶

1_ 列車に乗り込む人々　2_昭和 40 年頃、横断幕を掲げて小石駅無人化への
反対を訴える人々　3_ 昭和 55 年、旭川鉄道管理局にて、国鉄の経営合理化
への廃案を訴える様子　4_平成元年４月30日に行われた「天北線お別れ式」
で手を振って列車を見送る人々

▲鉄道利用者でにぎわう鬼志別商店街
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激動の時代を生き抜いた鉄道
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