
宇都宮市入込客数等年別一覧表
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表2 宇都宮市への来訪交通手段
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　宇都宮市中心部には、ＪＲ宇都宮駅と東武宇都
宮駅の２つの駅があり、いずれも地域の足として、
また市外県外と宇都宮を結ぶ公共交通として、重
要な役割を果たしています。特に今後の観光を考
える時、鉄道は大きな力となるでしょう。そこで
今回の特集では、宇都宮市の観光の状況を見ると
ともに、それぞれの駅長に話をお聞きしました。

こ
れ
か
ら
の

鉄
道
の
役
割
を
、

駅
長
に
聞
く

鉄
道
が
創
る

宮
の
未
来

特集/　

鉄道と宇都
宮市　

宇
都
宮
市
が
毎
年
発
表
し
て
い
る
「
宇
都
宮

市
観
光
動
態
調
査
」
は
、
市
の
観
光
を
考
え
る

際
の
基
本
資
料
の
一
つ
で
す

　

ま
ず
表
１
「
宇
都
宮
市
入
込
客
数
等
年
別
一

覧
表
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
平
成
17

年
か
ら
23
年
に
か
け
て
の
入
込
客
数
と
宿
泊
者

数
の
統
計
で
す
。

　

こ
れ
を
見
る
と
、
平
成
23
年
は
い
く
ぶ
ん
入

込
客
数
が
減
っ
て
い
ま
す
が
、
宿
泊
者
数
は
逆
に

増
え
て
い
ま
す
。
約
13
万
人
の
増
加
は
、
決
し

て
少
な
い
数
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
24
年
の
調
査
結
果
は
ま
だ
出
て
い
ま
せ

ん
が
、
い
ず
れ
も
増
え
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

平
成
23
年
は
、
東
日
本
大
震
災
の
年
で
あ
り
、

栃
木
県
内
の
多
く
の
観
光
地
も
ダ
メ
ー
ジ
を
受

け
、
宇
都
宮
市
で
も
大
谷
資
料
館
の
閉
館
等
の

影
響
が
出
ま
し
た
。
入
込
客
数
の
減
少
に
は
、

そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
良
い
で

し
ょ
う
。

　
一
方
、
宿
泊
者
数
が
増
え
て
い
る
の
は
、
震
災

の
影
響
以
外
に
、
市
内
に
ホ
テ
ル
が
増
え
た
こ
と

で
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
が
広
が
っ
た
こ
と
も
、
大
き
な

要
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
宇
都
宮
市
に
は
ど
の
よ
う
な
交
通
手

段
で
来
訪
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
表
2
の
と
お
り
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
自
家
用
車
と
な
っ
て
い
ま
す
。
別
の

部
分
を
参
照
す
る
と
、
宇
都
宮
市
へ
の
入
込
客

数
の
約
４
割
は
栃
木
県
内
か
ら
で
す
。
ま
た
そ

の
他
で
は
東
京
都
や
神
奈
川
県
、
埼
玉
県
な
ど
、

高
速
道
路
の
利
用
が
し
や
す
い
地
域
か
ら
の
訪
問

が
目
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
地
域
特
性
も
、

自
家
用
車
の
利
用
の
多
さ
に
結
び
つ
く
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
だ
し
、
そ
の
他
の
交
通
手
段
と
比
較
す
れ

ば
、
鉄
道
の
利
用
も
決
し
て
少
な
く
は
あ
り
ま

せ
ん
。
約
16
％
が
鉄
道
を
利
用
し
て
い
ま
す
の
で
、

実
数
に
単
純
に
あ
て
は
め
る
と
2
0
0
万
人
以

上
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
今
後
ど
う
増
や
し
て

い
く
か
が
、
行
政
に
と
っ
て
も
企
業
に
と
っ
て
も
、

課
題
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

来
訪
の
き
っ
か
け
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
が

25
・
３
％
で
、
こ
れ
は
「
以
前
に
訪
れ
た
こ
と
が

あ
る
か
ら
」
の
24
・
５
％
よ
り
も
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
が
浸
透
し
、
消

費
行
動
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
第
３
位
は
「
家
族
や
知
人
等

か
ら
の
紹
介
・
ク
チ
コ
ミ
」
が
20
・
４
％
で
、
旅

行
雑
誌
な
ど
マ
ス
コ
ミ
は
そ
の
下
に
な
り
ま
す
。

報
告
書
で
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
、

情
報
収
集
の
優
位
性
は
高
い
が
、
自
分
の
経
験
や

身
近
な
人
か
ら
の
紹
介
が
上
位
と
な
る
な
ど
、
メ

デ
ィ
ア
よ
り
も
他
の
情
報
源
が
高
く
な
っ
て
い
る
」

と
し
て
い
ま
す
。

　

期
せ
ず
し
て
、
今
回
の
特
集
の
取
材
で
お
会
い

し
た
Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
駅
の
櫻
井
駅
長
も
、
ま
た
東

武
宇
都
宮
駅
の
加
藤
駅
長
も
、
手
づ
く
り
の
情

報
発
信
に
心
を
砕
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

来
訪
の
目
的
に
つい
て
は
「
餃
子
」
が
55・６
％

と
最
も
高
く
な
っ
て
お
り
、「
餃
子
の
ま
ち
宇
都

宮
」
が
市
外
で
も
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
、
は
っ

き
り
分
か
り
ま
す
。
次
い
で
「
シ
ョッ
ピ
ン
グ
」

46
・
５
％
、「
ま
ち
な
か
散
策
」
26
・
９
％
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
近
隣
市
町
村
か
ら
の
も

の
だ
と
考
え
て
良
い
で
し
ょ
う
。
餃
子
や
カ
ク
テ

ル
だ
け
で
は
な
く
、
飲
食
目
的
の
来
訪
も
25・２
％

と
高
い
割
合
で
す
。
調
査
報
告
書
で
は
「
都
市

型
の
観
光
を
目
的
に
来
訪
す
る
人
が
多
く
な
っ
て

い
る
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
本
市
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
で
は
、

「
餃
子
の
ま
ち
」
95
・
７
％
、「
近
隣
に
有
名
な

観
光
地
や
温
泉
地
が
あ
る
ま
ち
」
51
・
１
％
が

目
立
ち
ま
す
。
ま
た
「
市
内
移
動
の
た
め
の
公

共
交
通
機
関
が
少
な
い
」と
い
う
回
答
が
45・２
％

あ
り
、
今
後
の
課
題
と
な
って
い
ま
す
。

　

と
は
い
え
「
今
後
、
も
し
く
は
再
度
行
っ
て
み

た
い
ま
ち
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
44
・
６
％
あ
り

ま
す
か
ら
、
街
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
決
し
て
低
く

な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
櫻
井
駅
長

や
加
藤
駅
長
の
観
光
へ
の
取
り
組
み
が
理
解
し
や

す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

宇
都
宮
市
の
魅
力
を
把
握
す
る
一
方
で
、
鉄

道
が
今
後
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
も
、
お
二

人
と
も
し
っ
か
り
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に

活
か
す
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
宇
都
宮
市
の
課
題

の
一つ
と
な
る
で
し
ょ
う
。

JR 
Utsunomiya

-Station

TOBU 
Utsunomiya
-Station

１／東北新幹線はやぶさは、国
内最速３２０キロで運行を始め、
東京－新青森間の所要時間が
３時間を切ります

3 ／東京と日光・鬼怒川方面を
つなぐ特急用100型電車「ス
ペーシア」

4 ／全国でも珍しい展望列車
634型「スカイツリートレイン」

開業したばかりの東武宇都宮駅前
「絵葉書が映す下野の明治・大正・昭和」

／随想舎より

明治35（1902）年に落成した
宮造りの二代目JR宇都宮駅

「絵葉書が映す下野の明治・大正・昭和」
／随想舎より

2 ／ JRの通勤形電車としては標
準的な、片側4箇所に客用ドア
を設けた 20 m 車体を有します

2
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要



ＪＲ宇都宮
駅

櫻井 実 駅長

45 May  2013

　
　
戦
前
は
軍
事
利
用
が
大
き
な
役
割

　

現
在
の
Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
駅
が
誕
生
し
た
の
は
、
明

治
18
（
１
８
８
５
）
年
の
こ
と
で
す
。

　

当
時
の
宇
都
宮
市
は
、
前
年
に
栃
木
県
の
県

都
と
な
っ
た
ば
か
り
で
し
た
。

　

明
治
維
新
の
後
、
政
府
は
日
本
に
鉄
道
網
を

設
置
す
る
こ
と
を
決
定
、
ま
ず
新
橋—

横
浜
間

が
明
治
５
（
１
８
７
２
）
年
に
開
業
し
た
こ
と
は
、

歴
史
の
授
業
に
も
登
場
し
ま
す
。

　

東
北
本
線
の
第
一
期
工
事
は
明
治
16（
１
８
８
３
）

年
、
上
野—

熊
谷
間
が
ま
ず
開
通
し
ま
し
た
。

　
「
現
在
で
は
ま
っ
す
ぐ
に
北
へ
伸
び
て
い
る
の
が

当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
実
は
当

時
、
両
毛
地
区
を
経
由
す
る
と
い
う
案
も
、
あ
っ

た
そ
う
で
す
」
と
櫻
井
駅
長
は
話
し
ま
す
。

　

大
宮
か
ら
足
利
方
面
を
回
り
宇
都
宮
、
東
北

方
面
へ
伸
び
る
経
路
が
実
現
し
て
い
れ
ば
、
栃
木

県
に
お
け
る
経
済
や
市
民
生
活
も
、
現
在
と
は

ま
っ
た
く
違
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
紆
余

曲
折
の
末
現
在
の
ル
ー
ト
に
落
ち
着
い
て
、
明
治

18
年
の
開
業
を
迎
え
ま
し
た
。

　
「
宇
都
宮
の
中
心
部
は
二
荒
山
神
社
周
辺
な
の

で
す
が
、
当
時
は
街
の
真
ん
中
に
駅
を
作
る
こ
と

に
対
す
る
反
対
も
あ
り
、
田
川
を
渡
っ
て
少
し

離
れ
た
場
所
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
今
の
当
駅
周

辺
は
、
当
時
は
湿
地
帯
だ
っ
た
そ
う
で
す
」

　

現
在
で
は
「
あ
る
の
が
当
た
り
前
」
で
あ
る

大
通
り
や
宮
の
橋
は
、
駅
が
で
き
て
か
ら
作
ら
れ

た
と
の
こ
と
。
公
共
交
通
の
整
備
に
よ
り
、
街
の

形
が
変
貌
し
て
行
く
良
い
例
で
し
ょ
う
。

　
「
当
時
は
、
１
日
２
往
復
程
度
で
し
た
。
鉄
道

の
役
割
は
昔
も
今
も
、
人
や
物
を
安
全
確
実
に

輸
送
す
る
こ
と
で
す
が
、
戦
前
は
軍
事
的
な
役

割
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
宇
都
宮
に
も
大

き
な
師
団
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
」

　
　
「
奇
跡
の
復
興
」
か
ら
現
在
ま
で

　

そ
の
役
割
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
戦
後
の

こ
と
。
鉄
道
は
ま
ず
復
興
の
た
め
に
無
く
て
は

な
ら
な
い
存
在
と
な
り
ま
し
た
。

　
「
戦
後
20
年
代
か
ら
30
年
代
に
か
け
て
の
、
当

時
の
国
鉄
の
テ
ー
マ
は
、
列
車
の
本
数
を
増
や
す

こ
と
。
経
済
の
復
興
や
国
民
生
活
の
向
上
に
し

た
が
っ
て
、
鉄
道
の
役
割
は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な

り
ま
し
た
。

　

輸
送
力
を
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
、
上
野—

宇

都
宮
間
が
蒸
気
機
関
車
か
ら
電
車
へ
変
わ
っ
た
の

が
、
昭
和
33
（
１
９
５
８
）
年
４
月
で
す
。
こ
れ

に
よ
って
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
、
効
率
的
運
用
が
可
能

に
な
り
、
列
車
の
本
数
も
増
え
ま
し
た
」

　

宇
都
宮
市
は
空
襲
に
よ
り
大
き
な
被
害
を
受

け
ま
し
た
が
、そ
こ
か
ら
の
復
興
も
め
ざ
ま
し
く
、

当
時
「
奇
跡
の
復
興
」
と
讃
え
ら
れ
た
も
の
で

す
が
、
鉄
道
が
果
た
し
た
役
割
が
小
さ
く
な
か
っ

た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

昭
和
57
（
１
９
８
２
）
年
６
月
に
、
東
北
新

幹
線
が
大
宮—

盛
岡
間
で
運
行
を
始
め
た
こ
と

は
、
宇
都
宮
市
に
と
っ
て
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

昭
和
62
（
１
９
８
７
）
年
に
Ｊ
Ｒ
が
発
足
。

　
「
お
客
様
の
利
便
性
か
ら
言
え
ば
、
東
北
新

幹
線
と
湘
南
新
宿
ラ
イ
ン
の
運
行
開
始
が
、
大

き
な
ト
ピ
ッ
ク
で
し
ょ
う
。

　

新
幹
線
開
通
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
新
幹
線
の
登
場
で
、
栃
木
県
は
首
都
圏

の
通
勤
圏
内
に
な
っ
た
と
言
って
良
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
湘
南
新
宿
ラ
イ
ン
も
、
お
客
様
の
利

便
性
を
大
き
く
向
上
さ
せ
ま
し
た
。
昭
和
63

（
１
９
８
８
）
年
に
東
北
本
線
の
池
袋
駅
乗
り
入

れ
は
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
よ
う
に
宇

都
宮
か
ら
新
宿
方
面
へ
直
通
と
な
っ
た
の
は
平
成

13
（
２
０
０
１
）
年
の
ダ
イ
ヤ
改
正
か
ら
で
す
。

乗
り
換
え
無
し
で
新
宿
、
渋
谷
、
さ
ら
に
は
横

浜
方
面
へ
行
け
る
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
く
、
お
客
様

か
ら
も
好
評
で
し
た
」

　
　
通
勤
・
ビ
ジ
ネ
ス
駅
の
役
割

　

宇
都
宮
駅
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
櫻
井
駅
長

は
、

◎
東
京
か
ら
１
０
０
キ
ロ
＝
通
勤
圏
内

◎
地
域
の
中
核
駅

の
２
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。

　
「
そ
れ
ぞ
れ
に
ニ
ー
ズ
が
違
い
ま
す
が
、
線
路

は
１
本
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
ダ
イ
ヤ
の
調
整

が
難
し
い
。
ど
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
に
ど
う
対
応
し

た
ダ
イ
ヤ
編
成
と
す
る
か
は
、
私
た
ち
が
常
に

頭
を
悩
ま
せ
る
問
題
で
す
」

　

他
の
鉄
道
会
社
や
バ
ス
な
ど
と
の
連
携
も
考
慮

す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
を
う
ま
く
調
整
す
る

こ
と
も
重
要
だ
と
の
こ
と
。

　
「
宇
都
宮
は
歴
史
的
に
は
城
下
町
で
あ
り
、

宿
場
町
で
あ
り
、
門
前
町
で
あ
り-

複
数

の
役
割
を
に
な
っ
て
き
た
都
市
で
す
。
現
在
は
、

北
関
東
の
中
核
都
市
の
一つ
と
し
て
、
経
済
面
で

も
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョン
に
あ
り
ま
す
」

　

こ
の
よ
う
に
宇
都
宮
の
街
を
分
析
す
る
櫻
井

駅
長
は
、
現
在
の
宇
都
宮
駅
を
「
通
勤
駅
、
ビ

ジ
ネ
ス
駅
の
要
素
が
強
い
」
と
見
て
い
ま
す
。

　
「
こ
れ
は
、
宇
都
宮
と
い
う
街
の
性
格
で
も
あ

る
と
思
う
の
で
す
が
、
観
光
面
で
は
ま
だ
ま
だ
伸

び
る
要
素
が
あ
り
ま
す
ね
」

　

宇
都
宮
市
も
、
近
年
は
観
光
を
施
策
の
柱
と

し
て
い
ま
す
。

　
「
私
ど
も
も
、
そ
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
行
政
と
民
間
、

地
元
と
私
ど
も
と
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
密
接

な
連
携
を
と
り
な
が
ら
や
っ
て
い
く
こ
と
が
、
重

要
で
し
ょ
う
」

　
　
「
宇
都
宮
の
す
ば
ら
し
さ
を

　
　
　
　
　
　
伝
え
る
お
手
伝
い
を
」

　

今
後
は
〈
地
域
に
生
き
る
〉
が
コ
ン
セ
プ
ト

-

そ
う
話
す
櫻
井
駅
長
。「
地
域
が
元
気
に

な
ら
な
い
と
、
私
ど
も
も
元
気
に
な
り
ま
せ
ん
か

ら
」
と
笑
顔
を
見
せ
ま
す
。

　
「
Ｊ
Ｒ
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
、
宇
都
宮
市
に

も
さ
ま
ざ
ま
な
お
手
伝
い
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
Ｊ
Ｒ
と
し
て
は
、
安
全
安
心
の
運
行

は
大
前
提
。
毎
日
を
、
決
し
て
事
故
を
起
こ
し

て
は
い
け
な
い
と
い
う
決
意
で
業
務
を
行
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
新
し
い
技
術
開
発
と
、
現
在
の
技

術
の
継
承
も
責
務
で
す
」

　

新
し
い
技
術
と
い
う
と
「
新
幹
線
の
ス
ピ
ー
ド

ア
ッ
プ
」
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
Ｊ
Ｒ

の
技
術
は
多
岐
に
わ
た
って
い
ま
す
。

　

来
年
、
烏
山
線
に
Ｅ
Ｖ
車
両
が
導
入
さ
れ
る

こ
と
が
決
定
し
て
い
ま
す
。
バ
ッ
テ
リ
ー
で
動
く

電
車
の
導
入
は
、
全
国
で
烏
山
線
が
最
初
で
す
。

１
回
の
充
電
で
走
る
距
離
と
烏
山
線
の
長
さ
が

ち
ょ
う
ど
良
い
こ
と
や
、
現
在
デ
ィ
ー
ゼ
ル
を
使
っ

て
い
る
の
で
転
換
が
容
易
な
こ
と
な
ど
が
、
導
入

の
決
め
手
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
導
入
さ
れ
れ
ば

大
き
な
話
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
「
観
光
で
言
え
ば
、
来
年
の
４
〜
６
月
に
か
け

て
、
私
ど
も
は
栃
木
県
を
重
点
地
域
と
し
て
集

客
し
ま
す
。
栃
木
県
の
魅
力
ア
ッ
プ
を
ぜ
ひ
行
な

い
た
い
。
宇
都
宮
市
は
そ
の
中
心
的
な
役
割
を

担
う
と
思
い
ま
す
」

　

宇
都
宮
市
自
身
の
「
観
光
力
ア
ッ
プ
」
と
と

も
に
、
県
内
各
地
へ
の
ハ
ブ
と
し
て
の
役
割
も
重

要
で
す
。
現
在
の
栃
木
県
内
の
観
光
地
は
、
観

光
地
同
士
の
連
携
が
弱
い
と
、
以
前
よ
り
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
を
改
善
す
る
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
と
、
櫻
井
駅
長
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
私
も
栃
木
県
出
身
で
、
今
は
小
山
市
在
住
。

栃
木
県
や
宇
都
宮
市
の
い
い
と
こ
ろ
を
、
も
っ
と

も
っ
と
宣
伝
し
て
、
よ
り
す
ば
ら
し
い
地
域
に
す

る
お
手
伝
い
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
駅
が
開
設
さ
れ
た
の
は
、
明
治
の
初
期
、
日
本
が
国
を
挙
げ
て
近

代
化
に
ひ
た
走
っ
て
い
る
時
代
で
し
た
。
東
北
本
線
の
開
通
と
宇
都
宮
駅
の
開
設

が
、
そ
の
後
の
栃
木
県
経
済
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
Ｊ
Ｒ
宇

都
宮
駅
の
歴
史
と
現
在
、こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
、櫻
井
実
駅
長
に
う
か
が
い
ま
し
た
。

県
都
・
宇
都
宮
市
の
顔
と
し
て

﹁＂
地
域
に
生
き
る
＂が

　 

コ
ン
セ
プ
ト
で
す
﹂

ＪＲ宇都宮駅長

櫻井　実氏
さくらい・みのる

昭和 34年生まれ。昭和 57年日本国
有鉄道入社。昭和 62年東日本旅客鉄
道㈱入社。新橋駅副駅長、さいたま新
都心駅長、上野駅地区指導センター所
長などを歴任。平成 24年７月より現職。

JR Utsunomiya-Station

J R  U t s u n o m i y a - S t a t i o n

これからの鉄道の役割を、
駅長に聞く

鉄道が創る宮の未来

ＪＲ宇都宮駅改札口（在来線）

来年度に烏山線導入が決定しているＥＶ車両

ＪＲ宇都宮駅舎

ＪＲ宇都宮駅在来線ホーム
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誕
生
か
ら
開
通
80
周
年
ま
で

　

東
武
鉄
道
宇
都
宮
駅
が
で
き
た
の
は
、
昭
和
６

（
１
９
３
１
）
年
の
こ
と
で
す
。

　
「
８
月
11
日
に
新
栃
木—

東
武
宇
都
宮
駅
間

が
開
通
し
ま
し
た
」

　

以
来
、
80
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
市
民
の
足
と

し
て
活
躍
し
て
き
た
東
武
電
車
と
、
東
武
宇
都

宮
駅
で
す
。

　

東
武
宇
都
宮
百
貨
店
と
駅
が
一
体
と
な
っ
た
の

は
、
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年
11
月
の
こ
と
で
す
。

今
、
宇
都
宮
市
民
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
て
い

る
風
景
は
、
こ
の
時
ま
で
は
無
か
っ
た
の
で
す
。

　

デ
パ
ー
ト
の
中
に
駅
が
あ
る
の
は
、
最
近
で
は

珍
し
く
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
先
駆
け
と
いっ

て
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
当
時
は
百
貨
店
の

屋
上
に
遊
園
地
が
あ
る
な
ど
、
宇
都
宮
中
心
部
の

魅
力
を
大
き
く
高
め
る
役
割
も
果
た
し
ま
し
た
。

　

昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
に
は
、
壬
生
町
の
お

も
ち
ゃ
団
地
の
誕
生
に
合
わ
せ
て
お
も
ち
ゃ
の
ま

ち
駅
が
開
業
し
ま
し
た
。
駅
の
外
に
飾
ら
れ
た

テ
レ
ビ
ヒ
ー
ロ
ー
の
像
が
、
子
ど
も
た
ち
に
大
人

気
で
し
た
。

　

昭
和
61
（
１
９
８
５
）
年
に
は
東
武
宇
都
宮

駅
リ
ニュ
ー
ア
ル
。
昭
和
63
（
1
9
8
8
）
年
に

は
東
武
宇
都
宮

—

浅
草
間
で
快
速
特
急
「
し
も

つ
け
」
号
（
現
・
特
急
し
も
つ
け
号
）
が
運
行

を
開
始
し
、
利
便
性
が
大
き
く
高
ま
り
ま
し
た
。

　

平
成
19（
2
0
0
7
）
年
に
ワ
ン
マ
ン
運
転
開

始
、
平
成
23（
2
0
1
1
）
年
８
月
に
は
開
業

80
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

加
藤
駅
長
は
、
旧
今
市
市
の
出
身
で
す
。「
学

生
時
代
に
、
東
武
電
車
は
通
学
の
足
で
し
た
。

ま
さ
か
、
大
人
に
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
立
場
で
関

わ
る
と
は
」
と
笑
顔
で
話
し
ま
す
。

　
　
特
徴
は
「
地
域
密
着
型
」

　

東
武
宇
都
宮
線
の
特
徴
に
つい
て
、
加
藤
駅
長

は
「
地
域
密
着
型
」
と
表
現
し
ま
す
。

　
「
私
ど
も
は
、
沿
線
の
方
々
と
の
交
流
を
大
切

に
し
、
よ
り
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
域
の
足
と
し
て
の
役
割
は
、大
き
な
も
の
で
す
。

と
同
時
に
、
東
武
鉄
道
は
栃
木
の
観
光
に
お
い

て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

日
光
や
鬼
怒
川
方
面
へ
首
都
圏
か
ら
お
客
様
を

運
ぶ
重
要
な
路
線
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
ま
た

福
島
県
と
栃
木
県
に
ま
た
が
る
第
三
セ
ク
タ
ー
の

野
岩
鉄
道
に
つ
い
て
も
、
私
ど
も
が
主
要
株
主
の

１
社
と
し
て
ご
協
力
し
て
い
ま
す
」

　

観
光
面
か
ら
言
え
ば
、
昭
和
56（
１
９
８
１
）

年
の
東
武
動
物
公
園
開
業
（
埼
玉
県
）
や
、
平

成
５（
１
９
９
３
）
年
の
東
武
ワ
ー
ル
ド
ス
ク
ウ
ェ

ア
開
業
（
日
光
市
）
な
ど
が
エ
ポ
ッ
ク
な
出
来
事

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
特
に
ワ
ー
ル
ド
ス
ク
ウ
ェア

は
、
県
外
か
ら
の
観
光
客
の
誘
致
に
大
き
な
力

に
な
る
と
同
時
に
、
日
光
や
鬼
怒
川
な
ど
の
観

光
地
に
、
新
し
い
形
の
レ
ジ
ャ
ー
産
業
が
現
れ
る

先
駆
け
と
も
な
り
ま
し
た
。

　
　
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
で
観
光
活
性
化

　

こ
う
し
た
観
光
面
で
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
、

新
た
な
集
客
を
見
込
ん
で
い
る
の
が
、
平
成
24

（
２
０
１
２
）年
の
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
開
業
で
す
。

観
光
施
設
と
し
て
の
充
実
ぶ
り
は
、
す
で
に
行
か

れ
た
方
で
あ
れ
ば
、
よ
く
ご
存
知
で
し
ょ
う
。

　
「
宇
都
宮
か
ら
も
、
多
く
の
方
に
ご
来
場
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
今
の
私
ど
も
の
課
題
は
、
東
京

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
人
気
効
果
を
、
宇
都
宮
へ
の
呼
び

込
み
に
連
動
さ
せ
ら
れ
な
い
か
、と
い
う
こ
と
で
す
」

　

そ
の
一
つ
と
し
て
「
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ト
レ
イ
ン
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
全
国
で
も
珍
し
い
展
望

列
車
６ム

サ

シ
３
４
型
で
す
。
宇
都
宮
線
で
は
定
期
運

行
は
な
く
、
イ
ベ
ン
ト
企
画
な
ど
に
利
用
し
て
臨

時
列
車
と
し
て
運
行
し
て
い
ま
す
。
東
京
ス
カ
イ

ツ
リ
ー
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ペ
イ
ン
ト
や
、
ゆ
っ
た
り

と
座
る
こ
と
の
で
き
る
座
席
、
映
像
モ
ニ
タ
ー
の

設
置
や
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
の
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
、
く

つ
ろ
い
で
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
往
復
で
き
る
、

ぜ
い
た
く
な
車
両
で
す
。

　
「
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ト
レ
イ
ン
で
、
カ
ク
テ
ル
や
宇

都
宮
の
名
物
を
提
供
し
、
観
光
客
増
加
に
結
び

つ
け
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
企
画

し
て
い
ま
す
」

　
　
グ
ル
ー
プ
連
携
で
手
づ
く
り
Ｐ
Ｒ

　

そ
の
一
方
で
、
加
藤
駅
長
は
「
手
づ
く
り
の

交
流
」
も
重
視
し
て
い
ま
す
。

　
「
平
成
23（
２
０
１
１
）年
に
、
東
武
宇
都
宮

線
開
通
80
周
年
と
、
東
武
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
デ
開
業

20
周
年
を
記
念
し
て
『
ミ
ヤ
セ
ン　

カ
ク
エ
キ
カ

ク
テ
ル
』
と
い
う
も
の
を
作
り
ま
し
た
。
東
武

宇
都
宮—

栃
木
間
の
12
の
駅
に
ち
な
ん
だ
カ
ク
テ

ル
を
作
って
、
東
武
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
デ
１
階
の
カ
フェ

レ
ス
ト
ラ
ン
で
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し

た
と
こ
ろ
、
大
好
評
で
し
た
。

　

昨
年
度
は
、
ホ
テ
ル
ス
タ
ッ
フ
と
私
ど
も
鉄
道

ス
タ
ッ
フ
が
コ
ラ
ボ
し
た
『
ミ
ヤ
セ
ン
カ
ク
エ
キ　

お
さ
ん
ぽ
Ｍ
Ａ
Ｐ
』
を
作
り
、
現
在
、
ご
宿
泊
い

た
だ
い
た
お
客
様
や
宇
都
宮
市
内
の
駅
で
お
配

り
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
イ
ラ
ス
ト
も
ホ
テ
ル
の
ス

タ
ッ
フ
が
描
き
、
紹
介
し
て
い
る
ス
ポ
ッ
ト
は
鉄
道

と
ホ
テ
ル
の
ス
タ
ッ
フ
が
と
も
に
現
地
を
歩
き
調
べ

て
き
た
も
の
で
、
い
わ
ば
グ
ル
ー
プ
企
業
の
連
携

の
成
果
で
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
こ
ち
ら
も
喜

ん
で
使
って
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
」

　

Ｍ
Ａ
Ｐ
は
宇
都
宮
市
内
を
東
武
宇
都
宮
線
の

駅
区
間
で
３
つ
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
所
や
楽

し
い
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
市
内

在
住
の
人
で
も
気
づ
か
な
い
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
も

掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
観
光
客
だ
け
で
な
く
市
民

が
見
て
も
楽
し
め
る
も
の
で
す
。

　
「
グ
ル
ー
プ
企
業
の
連
携
は
、
私
ど
も
の
強
み

で
す
。
今
後
も
ア
イ
デ
ア
が
あ
れ
ば
、
ど
ん
ど
ん

や
って
い
き
た
い
」
と
意
欲
的
な
加
藤
駅
長
で
す
。

　
　
「
地
域
の
方
々
と
、

              

よ
り
踏
み
込
ん
だ
交
流
を
」

　
「
東
武
宇
都
宮
線
沿
線
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
、

ま
だ
ま
だ
高
く
な
る
」
と
話
す
加
藤
駅
長
。
そ

の
た
め
に
、
地
域
の
行
事
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

協
力
し
て
い
ま
す
。

　
「
駅
構
内
の
掲
示
物
も
、
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
の

ポ
ス
タ
ー
は
、
で
き
る
だ
け
優
先
し
て
貼
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
駅
構
内
は
、
貴
重
な
情
報
発

信
の
場
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
地
元
情

報
を
出
し
て
い
け
ば
、
利
用
客
の
メ
リ
ッ
ト
も
大

き
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
例
え
ば
国
谷
駅
周
辺
地
域
で
毎
年
行

な
わ
れ
て
い
る
桜
祭
り
に
参
加
し
て
カ
ク
エ
キ
カ

ク
テ
ル
を
提
供
す
る
な
ど
、
実
際
の
イ
ベ
ン
ト
で

も
ご
協
力
で
き
る
こ
と
は
積
極
的
に
行
な
っ
て
い

く
つ
も
り
で
す
」

　

今
後
は
、
こ
う
し
た
地
域
と
の
連
携
に
力
を

入
れ
て
い
く
他
に
、「
宮
コ
ン
や
餃
子
、
ジ
ャ
ズ
、

カ
ク
テ
ル
と
い
っ
た
宇
都
宮
を
代
表
す
る
キ
ー

ワ
ー
ド
と
の
連
携
は
、
ま
す
ま
す
深
め
て
い
き
た

い
で
す
ね
。
毎
年
秋
に
開
催
さ
れ
る
ミ
ヤ
ジ
ャ
ズ

イ
ン
や
餃
子
祭
り
の
時
期
に
は
、利
用
者
数
も
１・

５
倍
く
ら
い
に
増
え
る
の
で
す
。
こ
れ
を
も
っ
と

も
っ
と
増
や
し
て
い
き
た
い
。
来
て
く
だ
さ
る
方

が
増
え
れ
ば
、
宇
都
宮
の
魅
力
発
信
に
な
る
の
で

す
か
ら
、
そ
の一
翼
を
担
って
い
く
つ
も
り
で
す
」

　

そ
の
一
方
で
、
人
と
人
の
ふ
れ
あ
い
を
忘
れ
な

い
駅
運
営
も
重
視
す
る
加
藤
駅
長
で
す
。

　
「
本
数
が
多
く
な
い
線
だ
か
ら
こ
そ
、
地
域
の

利
用
客
と
の
一
歩
踏
み
込
ん
だ
交
流
も
可
能
だ

と
思
い
ま
す
。
地
域
に
愛
さ
れ
る
駅
と
し
て
、
が

ん
ば
って
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

　

宇
都
宮
南
西
部
の
住
民
に
と
っ
て
、東
武
宇
都
宮
線
は
ま
さ
に「
生
活
の
足
」で
あ
り
、

東
京
と
直
結
す
る
路
線
で
す
。
さ
ら
に
日
光
・
鬼
怒
川
と
栃
木
経
由
で
行
き
来
で
き
る
、

重
要
な
観
光
路
線
で
も
あ
り
ま
す
。
身
近
な
駅
、
身
近
な
電
車
と
し
て
市
民
を
支
え
る

東
武
宇
都
宮
線
の
姿
を
、
加
藤
駅
長
に
う
か
が
い
ま
し
た
。

身
近
な
沿
線
の
足
と
し
て

﹁
東
武
宇
都
宮
線
沿
線
の 

 

ポ
テ
ン
シ
ャル
は
、ま
だ
ま
だ

             

高
く
な
り
ま
す
﹂

TOBU Utsunomiya-Station

首
都
圏
の
新
名
所
、東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー

東武宇都宮駅改札口 東武宇都宮駅ホーム

東武宇都宮駅舎

東武宇都宮駅長

加藤  哲也氏
かとう・てつや

昭和 39年生まれ。昭和 60年東武鉄
道入社。平成 14年東武北千住駅首席
助役、平成 19年東武久喜駅駅長、平
成 21年鉄道事業本部営業部営業企画
課主任などを歴任。平成 23年 4月よ
り現職。

T O B U  U t s u n o m i y a - S t a t i o n

これからの鉄道の役割を、
駅長に聞く

鉄道が創る宮の未来
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