
今
年
、
日
本
で
鉄
道
が
開
業
し
て
か
ら

1
5
0
年
を
迎
え
ま
し
た
。
新
橋
・

横
浜
間
で
日
本
初
の
鉄
道
が
開
業
し
て
以
来
、

全
国
に
様
々
な
鉄
道
が
開
業
し
、
夢
や
希
望

と
と
も
に
人
々
を
運
ん
で
き
ま
し
た
。
富
士

市
も
交
通
の
要
衝
と
し
て
、
各
所
で
東
海
道

本
線
な
ど
の
線
路
が
整
備
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
節
目
を
迎
え
た
今
年
、
富
士
市

で
全
国
や
県
内
の
地
方
鉄
道
全
11
社
が
一

堂
に
会
す
「
地
方
鉄
道
サ
ミ
ッ
ト
」
及
び

「
地
方
鉄
道
フ
ェ
ア
」が
開
催
さ
れ
ま
す（
詳

細
は
10
ペ
ー
ジ
）。
地
方
鉄
道
と
は
、
一
般

に
、
新
幹
線
、
在
来
線
、
都
市
鉄
道
以
外

の
こ
と
を
言
い
、
令
和
4
年
4
月
1
日
現

在
、
全
国
に
95
社
（
中
小
民
鉄
49
社
、
第

三
セ
ク
タ
ー
46
社
）
あ
り
ま
す
。

近
年
は
、人
口
減
少
や
生
活
様
態
の
変

化
、
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
に
よ
り
利
用
者
・
収

益
が
減
少
し
、厳
し
い
経
営
状
況
が
続
い

て
い
ま
す
。
こ
の
状
況
の
中
、「
銚
子
電

気
鉄
道
（
千
葉
県
）」
で
は
菓
子
製
造
・

販
売
、「
富
士
山
麓
電
気
鉄
道
（
山
梨
県
）」

で
は
電
車
に
そ
の
ま
ま
自
転
車
を
乗
せ
る

こ
と
が
で
き
る
サ
イ
ク
ル
ト
レ
イ
ン
の
運

行
、「
明あ

け
知ち

鉄
道
（
岐
阜
県
）」
で
は
季
節

ご
と
に
料
理
が
変
わ
る
食
堂
列
車
の
運
行
、

「
水み

ず

間ま

鉄
道（
大
阪
府
）」
で
は
有
名
俳
優

を
起
用
し
た
ド
ラ
マ
の
制
作
な
ど
、
様
々

な
ア
イ
デ
ア
で
集
客
を
図
る
地
方
鉄
道
が

注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

富
士
市
の
東
部
を
走
る
「
岳
南
電
車
」

も
地
方
鉄
道
の
一
つ
。
厳
し
い
状
況
の
中
で

も
数
多
く
の
魅
力
的
な
企
画
を
展
開
し
て

い
ま
す
。
今
回
は
、
富
士
市
が
誇
る
地
方

鉄
道「
岳
南
電
車
」に
つ
い
て
特
集
し
ま
す
。

岳
南
電
車

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線
吉
原
駅
か
ら
岳
南
江

尾
駅
ま
で
を
結
ぶ
富
士
市
の
地
方
鉄
道
。

全
長
9
・
2
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
片
道
21
分

で
運
行
し
て
い
る
。
日
本
で
唯
一
、
全
て

の
駅
か
ら
富
士
山
を
望
む
こ
と
が
で
き
、

昭
和
の
風
情
が
残
る
駅
舎
や
昔
な
が
ら
の

電
鈴
の
踏
切
の
警
報
機
な
ど
レ
ト
ロ
な
雰

囲
気
も
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

近
年
は
、
日
本
夜
景
遺
産
に
も
認
定
さ

れ
て
い
る
「
夜
景
電
車
」
を
は
じ
め
、
ク

ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
集
め
た
資
金

を
基
に
今
年
か
ら
実
施
し
て
い
る
「
岳
鉄

運
転
体
験
」な
ど
、様
々
な
企
画
で
話
題
を

呼
び
、
全
国
か
ら
フ
ァ
ン
が
訪
れ
て
い
る
。

伊豆箱根鉄道静岡鉄道

岳南電車

大井川鐵道天竜浜名湖鉄道遠州鉄道

明知鉄道（岐阜県）

富士山麓電気鉄道（山梨県）

水間鉄道（大阪府）

銚子電気鉄道（千葉県）

GD1

GD2

GD3 GD4

GD5

ジヤトコ前

吉原本町
岳南原田 岳南富士岡

岳南江尾
東田子の浦

神谷

本吉原 比奈

吉原
吉原

東海道新幹線

東海道本線

富士

新富士

須津
GD6 GD7 GD8 GD9

GD

▲夜景電車（車内の様子）

▲岳鉄運転体験

伊豆急行

特
集
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現
在

岳南江尾駅
近くに住む

竹内 彌
みつ

豪
ひで

さん

私
が
こ
の
場
所
に
住
ん
だ
の
は
、
全
線

が
開
通
し
た
後
に
な
り
ま
す
。
小
学
生
の

頃
、
よ
く
岳
南
江
尾
駅
に
遊
び
に
行
っ
て
い

ま
し
た
。
当
時
の
駅
長
さ
ん
と
相
撲
を
と
る

な
ど
遊
ん
で
も
ら
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

駅
の
周
り
に
は
私
の
家
し
か
な
く
、
田

ん
ぼ
の
中
に
ポ
ツ
ン
と
駅
が
あ
る
よ
う
な

風
景
で
し
た
。

一
方
、
敷
地
内
に
は
駄
菓
子
な
ど
を
売

る
売
店
が
あ
り
、
駅
の
ホ
ー
ム
に
は
た
く

さ
ん
の
広
告
看
板
も
並
び
、
今
よ
り
も
華

や
か
な
印
象
で
し
た
。
今
も
当
時
の
ま
ま

残
っ
て
い
る
駅
舎
の
休
憩
室
に
は
、
運
転

手
さ
ん
な
ど
が
い
つ
も
常
駐
し
て
い
た
よ

う
な
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

当
時
は
貨
物
列
車
も
盛
ん
で
、
毎
日
引

き
込
み
線
の
あ
る
工
場
を
行
っ
た
り
来
た

り
し
、
駅
内
に
大
手
物
流
業
者
が
構
え
て

い
る
ほ
ど
で
し
た
。
ま
た
、
農
家
の
女
性

た
ち
が
、
農
作
業
の
な
い
雨
の
日
に
作
っ

た
“
行こ

う
李り

”
と
呼
ば
れ
る
竹
で
編
ん
だ
か

ご
を
、
貨
物
列
車
に
載
せ
て
い
た
の
を
よ

く
覚
え
て
い
ま
す
。

今
は
利
用
者
が
減
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
高
齢
の
方
が
岳
南
電
車
に
乗
っ
て
岳
南

江
尾
駅
近
く
の
ス
ー
パ
ー
へ
買
い
物
に
来
て

い
る
の
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

光
景
を
見
る
と
、
地
域
の
足
と
し
て
な
く
て

は
な
ら
な
い
存
在
だ
と
感
じ
ま
す
ね
。

岳南鉄道・岳南電車の変遷岳
南
電
車
の
今

あの頃の岳鉄 〜思い出の風景〜

2012年（平成24年）　
新東名高速道路新富士インターチェンジ開通

2008年（平成20年）　
旧富士川町と合併して新富士市が誕生

1988年（昭和63年）　
東海道新幹線新富士駅が開業

1980年（昭和55年）　
国道1号沼津バイパスが全面開通

1979年（昭和54年）
富士市の製造品出荷額などが1兆円を超える

1971年（昭和46年）
富士市の工業製造品出荷額などが県
内1位となる（4,568億360万円）

1968年（昭和43年）　
東名高速道路富士インターチェンジ
（富士−静岡間）が開通

1966年（昭和41年）
旧吉原市・旧富士市・旧鷹岡
町が合併して富士市が誕生

1948年（昭和23年）
岳南鉄道㈱設立1949年（昭和24年）

6月　工事開始（戦後の鉄道事業認可第1号）
11月　�鈴川駅（現吉原駅）−吉原本町駅間（2.7キロメートル）開業

1950年（昭和25年）
吉原本町駅−吉原駅（現本吉原駅）間（0.3キロメートル）開業1951年（昭和26年）

吉原駅（現本吉原駅）
−岳南富士岡駅間（3.4
キロメートル）開業

1953年（昭和28年）
1月　�岳南富士岡駅−岳南江尾駅間

（2.8キロメートル）開業
※全9.2キロメートル開通。

2月　�岳南富士岡駅−岳南江尾駅間
貨物営業開始

1956年（昭和31年）
1月　�鈴川駅から吉原駅へ、吉原駅か

ら本吉原駅へ駅名改称
8月　�富士山麓電気鉄道㈱（現富士急

グループ）が経営参加

1981年（昭和56年）
5000形運転開始

◀�須津駅(左・1963年撮影)
と日産前駅（現ジヤトコ
前駅）−吉原駅間（1965
年頃撮影。石川�勝久さ
ん提供）

▲本吉原駅

1996年（平成8年）
7000形運転開始

2012年（平成24年）
貨物輸送休止

1997年（平成9年）
全列車ワンマン化

1998年（平成10年）
バス事業を全て富士
急静岡バス㈱に譲渡

2013年（平成25年）
4月　岳南鉄道㈱鉄道事業を岳南電車㈱へ委譲
6月　�富士山世界文化遺産登録を機に全駅に富

士山ビュースポット設置

2015年（平成27年）　
夜景電車定期運行開始

2018年（平成30年）　
9000形運転開始

2021年（令和3年）
6月　�本吉原駅が国の登録有形文化財に登録
8月　�岳南富士岡駅に「がくてつ機関車ひろば」を開設

0
2,100
4,200
6,300
8,400
10,500
12,600
14,700
16,800
18,900
21,000

営業収益

R2R1H30H29H28H27H26H25H24H23 0
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90

利用者数

市の補助金額

（万人）（万円）

が
く
て
つ
機
関
車
ひ
ろ
ば

岳
南
富
士
岡
駅
の
前
に
は
、
か
つ
て
貨

物
営
業
時
代
に
活
躍
し
た
貴
重
な
電
気
機

関
車
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

広
場
に
は
車
両
説
明
の
パ
ネ
ル
や
ウ
ッ

ド
デ
ッ
キ
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
用
の
照
明
が

設
置
さ
れ
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
に
は
車
内

の
見
学
や
記
念
撮
影
も
で
き
ま
す
。
展
示

車
両
は
、
鉄
道
愛
好
家
団
体
「
私
鉄
E
L

愛
好
会
」
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
修
復
し
、

汽
笛
や
前
照
灯
、
パ
ン
タ
グ
ラ
フ
を
復
元

し
ま
し
た
。
ま
た
、
車
体
の
塗
装
は
塗
装

職
人
の
団
体
「
塗と

う
魂こ

ん
ペ
イ
ン
タ
ー
ズ
」
が

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
塗
装
し
、
現
役
当
時
の

鮮
や
か
な
姿
を
取
り
戻
し
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
無
電
圧
化
し
た
架
線

を
残
し
、
貨
物
営
業
当
時
の
様
子
も
再
現

し
て
い
ま
す
。

安
全
へ
の
取
組
な
ど

安
全
な
運
行
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

車
体
の
定
期
点
検
や
、
線
路
・
踏
切
な
ど

の
補
修
が
必
要
で
す
。
市
の
補
助
金
を
活

用
し
、
安
全
な
運
行
の
た
め
に
様
々
な
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

傷
ん
だ
線
路
な
ど
は
、
国
の
補
助
金
を

活
用
し
、
修
理
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
駅
の
ト
イ
レ
な
ど
の
改
修
を
行

い
、
利
用
者
の
利
便
性
向
上
に
つ
な
げ
て

い
ま
す
。

平
成
24
年
の
貨
物
輸
送
の
休
止
後
も
、
市
民
の
足
と
し
て
運
行
を
続
け
て
き
た
岳
南
電
車
。

通
常
運
行
だ
け
で
な
く
、
岳
南
電
車
な
ら
で
は
の
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
、
徐
々
に
利
用
者
数
を

増
や
し
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
大
き
く
受
け
、
利
用
者
数
・
営
業
収
益

と
も
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

岳南電車への公的支援
岳南電車は、富士市にとって必要な社会基盤で
あり、大きな魅力の一つであるため、市民・事
業者・行政が一体となって支えていくという考
えのもと公的支援を行っています。

＜市からの補助金など＞
◦富士市地方鉄道事業運営費補助金�
年間6,200万円（利用促進や安全運行のための
事業などに活用。平成26年までは6,500万円）
◦シティプロモーション推進事業委託費�
年間300万円（市のPRのためのイベントやラッ
ピング電車などを実施）

利用者数・営業収益・補助金額の推移

岳
南
富
士
岡

本
吉
原

岳
南
原
田

比

奈

須

津

神

谷

岳
南
江
尾

吉
原
本
町

ジ
ヤ
ト
コ
前

吉

原

線路補修の様子
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稲葉�基
もと
貴
き
�上席主事

（�都市計画課　公共
交通推進担当）

2002年（平成14年）
8000形運転開始（公募により、
「がくちゃん�かぐや富士」の愛
称が名付けられた）

コロナ禍の影響
による落ち込み

過
去

戦後、貨物輸送により富士市の産業の発展を支えてきた岳南鉄道は、名前を岳南電車に変え、今も市民の
暮らしを支えています。



代表取締役社長

鉄道部 運輸区 主任

鉄道部 技術区長代理

鉄道部 運輸区 運転士

橘
きっ

田
た

 昭
あきら

さん

藤
ふじ

咲
さく

 拓也さん

篠原 真
しん

也
や

さん

厚木 優
ゆう

希
き

さん

いつまでも残したい富士の風景何事もなく安全・安心に

一番身近な鉄道に岳南電車ならではの風景

い
た
だ
い
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
雰
囲
気
は
全
国
的
に
も
珍
し
く
、

「
一
緒
に
鉄
道
の
あ
る
風
景
を
残
し
て
い

き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
支
え
て
く
だ

さ
る
皆
様
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
、
岳

南
電
車
の
特
徴
の
一
つ
と
言
っ
て
も
よ
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
後
も
皆
様
の
期
待
に
応
え
て
い
け
る

よ
う
、
地
域
の
公
共
交
通
と
し
て
安
全
・

ビ
ュ
ー
か
ら
50
～
60

年
経
つ
古
い
車
両
で

す
。
そ
の
た
め
、
万

が
一
故
障
し
て
し
ま

う
と
替
え
の
部
品
が

少
な
く
、
取
り
寄
せ

に
1
か
月
以
上
待
つ

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

岳
南
電
車
の
切
符
は
、
昔
な
が
ら
の
硬

券
で
販
売
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ご
時
世
、

対
面
で
切
符
を
買
う
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る

人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

ど
な
た
で
も
分
か
り
や
す
く
利
用
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
丁
寧
な
説
明
を
心
が
け

て
い
ま
す
。

駅
員
の
業
務
を
す
る
傍
ら
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
グ
ッ
ズ
の
デ
ザ
イ
ン
も
し
て
い
ま
す
。

岳
南
電
車
は
現
在
、
4
本
の
車
両
で
運

行
し
て
い
ま
す
。
車
両
に
よ
っ
て
ブ
レ
ー

キ
の
利
き
具
合
な
ど
が
違
い
、
個
々
の
車

両
に
合
わ
せ
た
運
転
を
し
て
い
ま
す
。
運

転
に
お
け
る
安
全
確
認
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
お
客
様
一
人
一
人
に
寄
り
添
い
、
お

客
様
目
線
で
の
対
応
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

岳
南
電
車
が
テ
レ
ビ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
、
お
客
様
か
ら
降

現
在
、
地
方
鉄
道

は
非
常
に
厳
し
い
状

況
に
あ
り
、
岳
南
電

車
も
例
外
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
ん
な
状
況
で
も
地

域
や
応
援
団
体
な
ど

多
く
の
方
に
支
え
て

も
と
も
と
運
転
士
を
し
て
い
た
の
で
す

が
、
5
年
ほ
ど
前
に
整
備
に
異
動
し
ま
し

た
。
最
初
は
不
安
だ
ら
け
で
、
手
探
り
で

仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
車
両
の
大
き
な

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
、
3
か
月
に
1
回
と
期

間
が
空
く
た
め
、
仕
事
を
覚
え
る
の
に
も

時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。

岳
南
電
車
で
使
用
し
て
い
る
車
両
は
京

王
帝
都
電
鉄
（
現
：
京
王
電
鉄
）
で
の
デ

車
時
に
「
見
た
よ
。
頑
張
っ
て
ね
」
と
声

を
か
け
て
い
た
だ
い
た
り
、
ラ
ッ
ピ
ン
グ

電
車
を
運
転
し
て
い
る
と
、
沿
線
の
子
ど

も
た
ち
が
手
を
振
っ
て
く
れ
た
り
す
る
な

ど
、
地
元
の
温
か
さ
を
感
じ
、
う
れ
し
く

な
り
ま
す
。

ま
た
、
冬
の
時
期
に
吉
原
駅
～
ジ
ヤ
ト
コ

前
駅
間
で
、
雪
景
色
の
美
し
い
富
士
山
を
正

面
に
望
む
こ
と
が
で
き
る
瞬
間
が
、
岳
南
電

鉄
道
マ
ニ
ア
向
け
は

も
ち
ろ
ん
、
一
般
の

お
客
様
に
日
常
で

使
っ
て
い
た
だ
け
る

よ
う
な
も
の
も
作
成

し
て
い
ま
す
。「
か
っ

こ
い
い
」
よ
り
「
か

わ
い
い
」
と
言
っ
て

この風景を守る 〜岳南電車 社員たちの思い〜

岳
南
電
車
の
よ
さ

岳
南
電
車
は
、
古
き
よ
き
日
本
の
鉄
道

だ
と
思
い
ま
す
。
車
窓
か
ら
見
え
る
風
景

は
、
岳
南
電
車
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
り
、

ほ
か
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
景
色
を

堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
魅
力

を
味
わ
う
た
め
、
市
内
だ
け
で
な
く
、
市

外
・
県
外
か
ら
も
観
光
と
し
て
乗
車
す
る

た
め
に
足
を
運
ぶ
人
も
い
ま
す
。

岳
南
電
車
の
理
想
の
姿

岳
南
電
車
は
、
市
民
の
足
と
し
て
の
機

能
に
加
え
、
観
光
と
し
て
の
機
能
と
い
う

２
つ
を
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。
市
民
の
利

便
性
を
高
め
つ
つ
、
観
光
と
し
て
も
魅
力

的
に
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
が
理
想
の
姿
だ

と
考
え
ま
す
。
観
光
面
で
の
P
R
（
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
）を
し
っ
か
り
行
う
と
と
も
に
、

市
外
の
人
だ
け
で
な
く
市
内
の
人
た
ち
も

興
味
が
沸
く
よ
う
な
企
画
を
提
案
し
て
い

く
こ
と
が
、
定
期
的
な
利
用
者
や
参
加
者

を
増
や
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

富
士
市
の
公
共
交
通

富
士
市
に
は
、
東
海
道
本
線
や
東
海
道

新
幹
線
、
岳
南
電
車
や
バ
ス
な
ど
、
様
々
な

交
通
機
関
が
あ
り
、
全
国
的
に
見
て
も
比
較

的
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
し

か
し
、
全
体
の
つ
な
が
り
が
あ
ま
り
よ
く
な

い
印
象
が
あ
り
、
市
町
村
合
併
が
大
き
く
影

響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
乗
り
換
え
の

わ
ず
ら
わ
し
さ
を
考
え
る
と
、
車
の
利
便
性

が
高
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

利
便
性
を
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
市
全
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
公

共
交
通
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
者
が
個
別
に

考
え
る
の
で
は
な
く
、
全
体
が
つ
な
が
っ
て

い
く
と
よ
り
よ
く
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
欧
州
で
導
入
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
目
的
地
を
入
力
す
る
だ
け
で
最
適
な

経
路
や
手
段
を
提
案
し
て
く
れ
る
モ
ビ
リ

テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
も
選
択
肢
の
一

つ
と
言
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
こ
と
で
、
調
べ
る
手
間
や
支

払
い
な
ど
の
心
理
的
抵
抗
感
を
少
な
く
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
然
と
乗
り
た
く

な
る
、
便
利
だ
と
感
じ
る
も
の
に
な
っ
て

い
く
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

公
共
交
通
の
ス
ス
メ

富
士
市
に
は
広
域
的
な
交
通
機
関
が
い

く
つ
も
あ
る
た
め
、
様
々
な
交
通
機
関
を

利
用
し
、
ち
ょ
っ
と
し
た
非
日
常
を
味
わ

う
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

大
人
は
自
家
用
車
で
行
く
と
お
酒
が
飲

め
な
か
っ
た
り
、
駐
車
場
代
金
が
か
か
っ

た
り
と
我
慢
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
電
車
な
ら
そ
れ
ら
を
叶

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

子
ど
も
と
一
緒
に
利
用
し
て
み
る
の
も

お
勧
め
で
す
。
電
車
に
乗
る
た
め
に
駅
ま

で
バ
ス
を
利
用
し
た
り
、
タ
ク
シ
ー
を
利

用
し
た
り
し
て
み
る
こ
と
で
、
小
さ
な

子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
い
つ
も
と
違
う

ち
ょ
っ
と
し
た
“
冒
険
気
分
”
が
味
わ
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
の
自
分
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
少

し
先
の
自
分
や
、
今
後
未
来
を
担
っ
て
い
く

子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
想
像
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。
公
共
交
通
を
存
続
さ
せ
て
い
か
な
い

と
、
免
許
を
返
納
し
た
後
や
、
少
し
距
離

の
あ
る
場
所
へ
の
通
学
、
通
勤
な
ど
の
場
面

で
、
選
択
肢
が
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

未
来
に
存
続
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
今

の
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
、「
あ
っ

た
ら
い
い
な
」
で
は
な
く
、「
ち
ょ
っ
と

乗
っ
て
み
る
か
」
と
少
し
で
も
思
っ
て
も

ら
え
た
ら
よ
い
で
す
ね
。

富士市公共交通協議会 
副会長

石川 良
よしふみ

文さん

南山大学（愛知県）教授。
長年、富士市の公共交通
に関わる。

乗車体験の様子

みんなで意見を出し合う

こ
の
取
組
に
は
、
吉

原
高
校
の
有
志
3
人
、

富
士
見
高
校
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
研
究
会
の
14
人
が

参
加
し
て
い
ま
す
。

ひ
ま
わ
り
バ
ス
に
乗
っ
た
経
験
が
な
い

高
校
生
た
ち
が
、
乗
車
体
験
を
通
じ
、「
お
年

寄
り
が
多
い
」「
狭
い
道
を
走
行
し
て
い
る
」

「
ガ
ラ
ス
面
を
増
や
し
て
外
の
景
色
を
楽
し

み
た
い
」「
バ
ス
の
本
数
が
少
な
い
」
と
い
っ

た
様
々
な
視
点
で
感
想
を
出
し
合
い
、
ア

イ
デ
ア
や
改
善
案
を
整
理
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
バ
ス
の
利
用
を
広
げ
る
一
つ

の
社
会
実
験
と
し
て
、
バ
ス
路
線
周
辺
の

魅
力
を
伝
え
、
乗
る
き
っ
か
け
を
つ
く
ろ

う
と
、
沿
線
マ
ッ
プ
の
作
成
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

循環バス「ひまわり」の利用者増加を
目的に、利用者目線でPR事業を考え
る取組を高校生が行っています。

高校生がバスの活用を提案！
ひまわりバスプロモーター

富士見高校
コミュニティ研究会吉原高校

増田さん 張田さん市川さん 山中さん伊藤さん 北野さん

岳
南
電
車

公
共
交
通

岳
南
電
車
と
公
共
交
通

安
心
・
快
適
に
運
行
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
岳
南
電
車
ら
し
い
魅
力
的
な
イ
ベ
ン

ト
を
企
画
し
、
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

岳
南
電
車
が
一
つ
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

と
な
り
、
全
国
か
ら
乗
っ
て
み
た
い
と
い

う
人
が
訪
れ
、
沿
線
や
富
士
市
が
一
つ
の

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
魅
力
を
一
緒
に
楽

し
め
る
よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り
を
実
行
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

し
か
し
、
故
障
の
原
因
を
見
つ
け
、
自
分

た
ち
の
力
だ
け
で
直
せ
た
と
き
は
、
こ
の

仕
事
を
し
て
い
て
よ
か
っ
た
と
思
う
瞬
間

で
す
。

現
在
、
整
備
士
は
2
人
だ
け
な
の
で
、

お
互
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に

し
、
体
調
管
理
に
も
気
を
遣
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
何
事
も
な
く
安
全
・
安
心

に
運
行
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
き
ま
す
。

も
ら
う
と
う
れ
し
い
で
す
ね
。
今
販
売
し

て
い
る
フ
ェ
イ
ス
タ
オ
ル
な
ど
に
描
か
れ

て
い
る
電
車
の
イ
ラ
ス
ト
は
、
実
は
表
計

算
ソ
フ
ト
で
一
か
ら
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の

な
ん
で
す
。
フ
ァ
ン
の
方
か
ら
は
“
エ
ク

セ
ル
職
人
”
な
ん
て
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
グ
ッ
ズ
を
き
っ
か
け
に
、
岳
南

電
車
が
気
軽
に
遊
び
に
来
て
も
ら
え
る
よ

う
な
場
所
に
な
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。

車
の
特
権
で
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
“
岳
南
電
車

な
ら
で
は
”
が
、
富

士
市
を
盛
り
上
げ
る

要
素
の
一
つ
に
な
れ
る

よ
う
、
こ
れ
か
ら
も

尽
力
し
て
い
き
ま
す
。



東京から地元に戻ってきたと
きにラッピング電車を見て、
岳南電車の頑張っている姿に
元気をもらいました。
いろんな人に支えられて走る
岳南電車は、僕にとって戦友
みたいな存在です！

和洋菓子はせがわ
長谷川 智

とも
久
ひさ

さん（吉原３）
富士市立高等学校１年

鈴木 紗
さ

来
ら

さん

吉原駅発車メロディー「岳南電車」の
作曲者 シンガーソングライター 

川口 カズヒロさん（伝法）

「まちの魅力発見！親子ナイトツアー」
にて、夜景電車を体験

佐野 皓
こう

亮
すけ

さん、瑛
えい

音
と

さん、礼
れ

音
おん

さん（天間）

静岡銀行富士中央支店
山本 芳

よし
弥
や

さん（沼津市）
岳南電車ファン

村上 肇
はじめ

さん（沼津市）

初めて岳南電車に乗ったけれ
ど、工場の夜景がとてもきれ
いで楽しかったです！

9000形車両導入を搬入から
試運転、出発式まで見られた
ことが思い出深いです。『何度
訪れても楽しい鉄道』として、
全国に名が知られるように
なってほしいです。これから
も楽しませていただきます！

毎日通勤で使っています。
季節を感じるラッピング電車
は、イベントにワクワクしてい
た子どもの頃の気持ちを思い
出します。楽しそうなイベン
トにも参加してみたいです！

ワンハンドで食べられる駅スイ
ーツ「G

が く て つ
AKUTETSU S

ス イ ー ツ
WEETS」

を製造しています。季節限定商
品もあるので吉原駅にお越し
の際はぜひ！

通学で利用していますが、よ
く駅員さんが優しくあいさつ
してくれます。中学生の頃か
ら遊びに行くときに使ってい
て、好きな音楽を聞きながら
外の景色を眺めて落ち着く時
間が好きです。

広報ふじ 2022年11月 5日号広報ふじ 2022年11月 5日号 〜広報ふじでは、撮影時のみマスクを外しています〜 ※切符はイメージです。実際のものとは異なります。 89

朱 色
「そこにいるだけで
魅力を発散する」と
言われています

これから これまで
岳南電車支援団体

の皆さん

岳鉄イカシ隊

紙っと！プロジェクト

フジパク
富士山博覧会
実行委員会

さすぼし蒲鉾株式会社
（静岡市）

フジレールクラブ江尾花の会

岳南電車を愛する人たちがいる　この風景を守りたい人たちがいる
地域住民の生活を支え、富士市の産業の発展を支えてきた岳南電車。
これからも、たくさんの人に支えられて走り続けます。


