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河
津
町
は
、伊
豆
半
島
の
南
東
に
位
置
し
、天
城
山
系

の
豊
か
な
森
林
を
源
と
す
る
、清
流「
河
津
川
」が
相
模
湾

に
そ
そ
ぐ
自
然
豊
か
な
町
で
す
。近
年
で
は
、早
咲
き
の
桜

で
町
の
木
で
も
あ
る「
河
津
桜
」が
全
国
に
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
る「
河
津

桜
ま
つ
り
」は
毎
年
多
く
の
花
見
客
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

　
平
成
二
十
三
年
度
か
ら「
河
津
町
第
四
次
総
合
計
画
」

が
ス
タ
ー
ト
し
、「
人
と
地
域
、自
然
と
文
化
〝
夢
あ
ふ
れ

る
ま
ち
　
河
津
〞
」を
将
来
像
に
掲
げ
、自
然
や
人
と
の

ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　
こ
の
要
覧
は
、こ
れ
ま
で
の
河
津
町
の
歩
み
と
現
在
の

姿
、そ
し
て
、魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り

組
む
町
民
の
姿
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
多
く
の
方
々

に
ご
覧
い
た
だ
き
、河
津
町
へ
の
理
解
と
愛
着
へ
の
一
助

に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
平
成
二
十
五
年
九
月
　

河
津
町
長
　
相
馬
宏
行

人
と
地
域
、自
然
と
文
化

　
　
〝
夢
あ
ふ
れ
る
ま
ち
河
津
〞

│
河
津
町
│
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Flower Story 季
節
を
告
げ
、人
を
潤
わ
せ
る
季
節
の
彩
り
。

河
津
は
花
の
ま
ち
。そ
し
て
、よ
ろ
こ
び
の
ま
ち
。

色
と
り
ど
り
の
花
々
が

季
節
ご
と
の
暮
ら
し
を
彩
る
河
津

　
河
津
の
地
で
ず
っ
と
昔
か
ら
様
々
な
暮
ら
し
を

営
ん
で
き
た
私
た
ち
の
先
人
た
ち
。彼
ら
は
今
や
河

津
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
知
ら
れ
る「
花
」に
、私
た
ち

と
同
じ
か
そ
れ
以
上
の
愛
情
と
情
熱
を
注
い
で
き

ま
し
た
。

　
日
本
の
心
を
象
徴
す
る
桜
。そ
の
中
で
も
も
っ
と

も
早
く
見
事
な
爛
漫
の
光
景
を
見
せ
て
く
れ
る
桜

の
一
つ「
河
津
桜
」も
、河
津
の
自
然
と
風
土
か
ら
生

ま
れ
た
小
さ
な
奇
跡
に
そ
の
目
を
留
め
た
一
人
の

偉
大
な
先
人
の
繊
細
さ
と
大
い
な
る
汗
の
賜
で
す
。

そ
ん
な
数
々
の
人
の
想
い
が
紡
が
れ
、今
日
、色
鮮

や
か
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
の
が
、河
津
の
花
た
ち
。

　
私
た
ち
が
そ
の
美
し
さ
に
酔
い
、高
い
香
り
に

う
っ
と
り
と
す
る
そ
の
心
地
よ
さ
の
影
に
は
、い
つ

も
そ
の
花
を
咲
か
せ
よ
う
と
し
た
数
知
れ
な
い

人
々
の
想
い
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　
人
の
心
を
動
か
す
の
は
、人
。四
季
ご
と
の
小
さ

な
花
々
が
、私
た
ち
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
感
動
さ
せ

て
く
れ
る
の
は
、そ
こ
に
た
く
さ
ん
の「
想
い
」が
息

づ
い
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「
花
の
ま
ち
・
河
津
」。そ
れ
は
町
民
自
身
の
想
い

に
支
え
ら
れ
て
創
ら
れ
る
も
の
。町
の
あ
ち
こ
ち
に

花
壇
を
つ
く
っ
た
り
街
路
に
花
の
コ
ン
テ
ナ
を
並
べ

て
飾
っ
た
り
す
る
に
留
ま
ら
ず
、人
の
暮
ら
し
の
中

に
花
や
緑
が
自
然
に
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
。人
と
人

と
が
互
い
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
取
り
組
む
ま
ち

づ
く
り
の
ひ
と
つ
の
姿
で
も
あ
り
ま
す
。

　
花
や
緑
に
囲
ま
れ
た
豊
か
な
生
活
環
境
を
整
え

る
こ
と
を
通
じ
て
、地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
発
展

さ
せ
、生
き
生
き
と
し
た
ま
ち
を
形
成
し
て
い
こ
う

と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
理
念
の
も
と
、地
域
の
花
壇
の
手
入
れ
を

主
に
活
動
す
る
か
わ
づ
花
の
会
は
、会
員
へ
の
花
苗

配
布
を
は
じ
め
、会
員
間
の
交
流
事
業
も
活
発
に

行
っ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
は
幼
稚
園
な
ど
で
の
交
流

イ
ベ
ン
ト
な
ど
、花
を
つ
な
ぐ
和
を
広
げ
て
い
く
た

め
の
多
彩
な
活
動
も
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
花
の
ま
ち
づ
く
り
は
、住
民
の
誰
も
が
参
加
で

き
る
活
動
を
楽
し
み
な
が
ら
、一
人
一
人
が
地
域
社

会
に
対
し
て
の
誇
り
と
責
任
を
醸
成
し
て
い
く
と

い
う
、河
津
町
民
の
高
い
意
識
づ
く
り
で
も
あ
る

の
で
す
。

住
む
人
、
訪
れ
る
人
に
い
つ
も

や
さ
し
い
笑
顔
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す

　
河
津
の
農
産
物
出
荷
量
の
お
よ
そ
三
分
の
一
を

占
め
る
と
い
う
、花
卉
栽
培
。そ
し
て
町
の
あ
ち
こ

ち
に
咲
き
誇
り
、多
く
の
観
光
客
の
目
を
楽
し
ま
せ

て
や
ま
な
い
、花
。

　
ま
さ
に
河
津
に
と
っ
て「
花
」は
、な
く
て
は
な
ら

な
い
大
切
な
資
源
で
あ
り
、ま
た
河
津
の
気
候
や
土

地
柄
、い
わ
ゆ
る「
河
津
ら
し
さ
」を
、言
葉
以
上
に

確
か
に
人
の
心
へ
と
伝
え
て
く
れ
る
か
け
が
え
の

な
い
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
ん
な
風
に
河
津
の
町
中
に
咲
き
誇
る
花
々
は
、

町
が
一
体
と
な
っ
て
お
客
様
を
迎
え
る
た
め
の
歓
迎

の
想
い
の
表
れ
。ま
ち
を
数
多
く
の
花
で
彩
る
こ
と

は
、河
津
町
を
訪
れ
て
く
だ
さ
る
多
く
の
方
々
を
快

く
迎
え
入
れ
る
た
め
の
、い
わ
ば
町
全
体
で
の「
お

も
て
な
し
」の
心
な
の
で
す
。

　
花
で
彩
ら
れ
た
美
し
い
町
を
観
て
、感
動
し
て
い

た
だ
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、そ
ん
な
花
々
を
話
題

と
し
て
見
知
ら
ぬ
同
士
で
も
自
然
に
会
話
と
笑
顔

が
弾
け
る
は
ず
で
す
。

　
ま
さ
に
、花
は
人
を
つ
な
ぎ
、人
は
花
で
つ
な

が
っ
て
い
く…

。花
を
通
じ
た
そ
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
和
が
、人
の
交
流
を
生
み
、さ
ら
に

人
が
行
き
交
う
こ
と
で
地
域
全
体
に
生
き
生
き
と

し
た
活
力
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。

かわづ花菖蒲園
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河
津
バ
ガ
テ
ル
公
園
を
は
じ
め
、

全
国
に
誇
れ
る
花
の
楽
園
た
ち

　

河
津
桜
、バ
ラ
、花
菖
蒲
、そ
し
て
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ

ン
。お
だ
や
か
な
気
候
と
美
し
い
水
、そ
し
て
温
泉

の
恵
み
あ
ふ
れ
る
河
津
町
は
、日
本
に
誇
る「
花
の

ま
ち
」。観
光
の
名
所
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、農
業

技
術
の
向
上
や
品
種
改
良
な
ど
産
業
的
側
面
に
貢

献
す
る
先
駆
的
な
試
験
施
設
、そ
し
て
多
く
の
方
が

自
然
と
触
れ
合
え
る
農
村
体
験
の
貴
重
な
資
源
と

し
て
も
そ
の
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

住
ま
う
人
々
を
癒
し
、訪
れ
る
人
々
を
や
さ
し

く
迎
え
る
気
高
い
花
の
香
り
は
、河
津
町
の
何
よ
り

の
自
慢
。そ
ん
な
数
々
の
花
の
施
設
を
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

河
津
バ
ガ
テ
ル
公
園

　

伊
豆
急
行
河
津
駅
の
北
西
の
丘
に
あ
る「
河
津
バ

ガ
テ
ル
公
園
」。平
成
十
三
年
に
開
園
し
た
広
大
な

こ
の
公
園
は
、パ
リ
・
バ
ガ
テ
ル
公
園
の
唯
一
の
姉

妹
園
と
し
て
知
ら
れ
、 

パ
リ
・
バ
ガ
テ
ル
公
園
を
象

徴
す
る
オ
ラ
ン
ジ
ェ
リ
ー
や
ロ
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン
に
あ

る
キ
オ
ス
ク
な
ど
が
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

伊
豆
・
河
津
に
い
な
が
ら
、幾
何
学
的
に
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
た
美
し
い
フ
ラ
ン
ス
庭
園
の
趣
を
堪
能
で

き
、噴
水
の
あ
る
庭
園
や
最
大
の
見
所
で
あ
る
ロ
ー

ズ
ガ
ー
デ
ン
な
ど
の
様
々
な
エ
リ
ア
で
、約
一
一
〇

〇
種
・
六
〇
〇
〇
本
余
り
の
バ
ラ
た
ち
の
競
演
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

か
わ
づ
花
菖
蒲
園

　

二
五
〇
〇
㎡
の
広
い
敷
地
に
六
〇
種
・一
二
〇
〇

〇
株
の
花
菖
蒲
を
植
栽
す
る
花
菖
蒲
の
楽
園「
か
わ

づ
花
菖
蒲
園
」。

　

河
津
の
花
菖
蒲
は
、町
内
の
峰
温
泉
で
阿
部
市
右

衛
門
氏
が
温
泉
熱
を
利
用
し
て
栽
培
し
た
の
が

き
っ
か
け
で
町
の
名
産
と
な
り
、そ
の
後
、河
津
町

の
花
に
も
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
八
〇
年
に
も
及
ぶ
長
い
歴
史
を
も
っ

た
河
津
の
特
産
品
と
し
て「
早
咲
き
の
花
菖
蒲
」が

栽
培
さ
れ
て
お
り
、首
都
圏
に
向
け
て
出
荷
さ
れ
、

河
津
の
菖
蒲
の
特
長
で
あ
る
三
弁
の
大
き
め
の
花

弁
と
、そ
の
独
特
の
優
雅
さ
が
高
い
人
気
を
呼
ん
で

い
ま
す
。

　

こ
の
花
菖
蒲
園
に
は
、在
来
種
か
ら
珍
し
い
品

種
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
花
菖
蒲
が
咲
き
誇
り
、そ
の

美
し
さ
と
壮
大
さ
で
、訪
れ
る
人
々
を
楽
し
ま
せ

て
い
ま
す
。

か
わ
づ
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
見
本
園

　

主
に
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
新
品
種
を
試
験
栽
培

し
、新
品
種
の
正
確
な
特
性
な
ど
の
情
報
を
生
産
者

に
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
開
設
さ
れ
た
の
が「
か

わ
づ
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
見
本
園
」で
す
。こ
れ
と
同

時
に
少
農
薬
化
へ
の
研
究
や
土
壌
研
究
な
ど
も
行
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
目
的
か
ら
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
の「
花
狩
り
」で

は
な
く
、自
然
に
ふ
れ
あ
う
観
光
体
験
で
あ
る
グ

リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
一
環
と
し
て「
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ

ン
引
き
抜
き
体
験
」を
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

約
一
五
〇
〇
㎡
の
広
大
な
温
室
に
は
、毎
年
約
三

五
〇
品
種
・
約
一
三
〇
〇
〇
株
の
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

が
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。一
般
棟
の
温
室
に
は
町
内

生
産
用
の
主
な
品
種
で
あ
る
二
十
三
品
種
約
五
八

〇
〇
株
が
栽
培
さ
れ
、ま
た
特
別
棟
で
は
試
験
栽
培

さ
れ
て
い
る
三
五
〇
品
種
約
七
五
〇
〇
株
も
の
珍

し
い
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

こ
う
し
た
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、十
二
月
中
旬
の

シ
ー
ズ
ン
開
園
に
向
け
て
晩
春
か
ら
そ
の
準
備
が

進
め
ら
れ
ま
す
。五
月
中
旬
か
ら
六
月
中
旬
に
か
け

て
の
土
づ
く
り
か
ら
準
備
が
ス
タ
ー
ト
。七
月
に
は

そ
の
年
の
苗
を
植
え
、盛
夏
を
迎
え
る
前
に
は
小
さ

な
芽
が
姿
を
現
し
ま
す
。

最
も
早
く
見
頃
と
な
る

河
津
桜
の
名
が
知
ら
し
め
た
も
の

　

河
津
町
の
名
を
一
躍
全
国
に
轟
か
せ
た
の
が
、河

津
桜
。早
咲
き
で
知
ら
れ
る
こ
の
桜
は
オ
オ
シ
マ
ザ

Flower Story
花でつづる河津
Flower Story

ク
ラ
系
と
カ
ン
ヒ
ザ
ク
ラ
系
の
自
然
交
雑
種
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。昭
和
三
十
年
に
飯
田
勝
美
氏
が
河

津
川
で
偶
然
原
木
を
発
見
し
た
こ
と
か
ら
そ
の
存

在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、こ
の
河
津
桜
は
町
の
木
と
し
て
指
定
さ

れ
る
と
と
も
に
、町
内
各
所
に
植
栽
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

樹
齢
約
六
〇
年
と
さ
れ
る
原
木
も
、も
ち
ろ
ん

今
も
大
切
に
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
平
成
三
年
よ
り
、毎
年
二
月
上
旬
か
ら
三

月
上
旬
に
か
け
て「
河
津
桜
ま
つ
り
」を
開
催
し
て

い
ま
す
。

　

河
口
か
ら
河
津
川
に
そ
っ
て
約
四
㎞
に
わ
た
っ
て

整
備
さ
れ
た「
河
津
桜
並
木
」を
楽
し
む
た
め
に
、町

民
八
〇
〇
〇
名
ほ
ど
の
町
に
一
〇
〇
万
人
の
大
勢

の
観
光
客
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

巨
額
の
資
金
を
投
じ
て
の
宣
伝
に
頼
ら
ず
、様
々

な
ニ
ュ
ー
ス
や
口
コ
ミ
に
よ
っ
て
そ
の
輪
が
広
が

り
、多
く
の
人
々
を
動
か
し
た
こ
と
で
、こ
の
成
功

例
は
地
方
の
町
興
し
や
観
光
資
源
開
発
の
代
表
例

に
も
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
中
は
も
ち
ろ
ん
、夜
に
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
も
催

さ
れ
、春
ま
だ
浅
い
夜
空
に
爛
漫
と
咲
き
乱
れ
る
濃

い
ピ
ン
ク
の
花
々
が
、幻
想
的
な
光
景
を
繰
り
広
げ

て
い
ま
す
。

河津バガテル公園

かわづカーネーション見本園

河津桜並木
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澄
み
き
っ
た
こ
の
水
と
川
は

生
命
が
息
づ
く
、河
津
の
宝
も
の

　
天
城
連
山
を
源
と
す
る
本
谷
川
と
天
城
峠
の
西

斜
面
か
ら
流
れ
る
荻
ノ
入
川
は
、河
津
七
滝
の
ひ
と

つ
で
あ
る
出
合
滝
で
合
流
し
、河
津
川
と
な
っ
た

後
、河
津
平
野
を
潤
わ
せ
て
や
が
て
相
模
灘
に
注
ぎ

ま
す
。水
源
か
ら
河
口
ま
で
の
全
流
域
が
す
べ
て
河

津
町
内
に
属
す
る
こ
の
川
は
、河
津
町
の
水
の
恵
み

の
シ
ン
ボ
ル
。

　
最
上
流
で
は
、澄
み
切
っ
た
水
に
し
か
生
育
で
き

な
い
天
城
名
物
の
わ
さ
び
を
育
み
、そ
の
渓
流
は
ア

マ
ゴ
釣
り
の
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
関
東
一
円
に
名
を
轟

か
せ
、さ
ら
に
ア
ユ
釣
り
の
メ
ッ
カ
と
し
て
も
広
く

そ
の
存
在
を
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
伊
豆
の
名
川
の
ひ
と
つ
と
し
て
、つ
ね
に
水
質
の

良
い
美
し
い
流
れ
を
誇
る
河
津
川
は
、も
ち
ろ
ん
環

境
基
準
値
を
達
成
。貴
重
な
水
源
と
し
て
も
町
の
産

業
や
暮
ら
し
に
大
き
く
役
立
っ
て
い
ま
す
。

　
河
津
川
非
出
資
漁
業
協
同
組
合
は
昭
和
二
十
四

年
に
創
立
さ
れ
て
以
降
、こ
の
河
津
川
の
美
し
さ
は

も
ち
ろ
ん
、多
様
な
生
き
物
が
棲
め
る
豊
か
な
環

境
を
保
護
・
維
持
す
る
た
め
の
活
動
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
そ
の
活
動
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、ア
マ
ゴ
や

稚
ア
ユ
の
放
流
と
釣
り
人
の
入
漁
管
理
、「
ズ
ガ
ニ
」

と
も
呼
ば
れ
る
地
元
名
産
の
モ
ク
ズ
ガ
ニ
の
放
流

事
業
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。

　
河
津
川
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
水
の
守
人
。そ
れ
が

今
回
お
話
を
伺
っ
た
河
津
川
非
出
資
漁
業
協
同
組

合
・
副
会
長
の
島
崎
光
夫
さ
ん
で
す
。

　「
川
は
地
域
み
ん
な
の
宝
も
の
。だ
か
ら
こ
そ
自

分
た
ち
で
守
る
だ
け
で
な
く
、地
域
の
多
く
の
人
々

に
も
っ
と
親
し
ん
で
も
ら
い
、み
ん
な
で
守
る
気
持

ち
を
育
て
て
い
っ
て
ほ
し
い
」島
崎
さ
ん
は
そ
う
話

し
ま
す
。

河津川非出資漁業協同組合
島崎光夫さん
河津川非出資漁業協同組合は、
昭和24年の創立。
その当初から、「地域の子どもた
ちに川に親しんでもらうこと」と
「川の美化のための仕組みや地
域の働きかけ」を目的とし、地道

な川の保全活動の他、様々な催しなども開催しています。
■お問い合わせ：河津川非出資漁業協同組合
　　　　　　　  0558-34-0316

人
が
豊
か
に
生
き
る
た
め
に
は
、

失
っ
て
は
い
け
な
い
も
の
が
あ
る

　
河
津
川
で
は
夏
に
な
る
と
、高
さ
九
m
の
峰
橋
か

ら
、子
ど
も
た
ち
が
川
へ
次
々
と
飛
び
込
む
姿
が
今

で
も
良
く
見
か
け
ら
れ
ま
す
。今
も
変
わ
ら
ず
、自

然
に
水
や
川
に
親
し
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い

る
一
方
で
、自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
子
ど
も
た
ち
が
い
る
の
も
事
実
。組
合
で
は
以
前

か
ら
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
、ア
ユ
釣
り
や
ア
ユ
の

放
流
体
験
、つ
か
み
取
り
な
ど
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
、子
ど
も
た
ち
と
川
の
距
離
を
近
づ
け
る
努

力
を
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

  

「
渓
流
の
ア
マ
ゴ
釣
り
は
比
較
的
若
い
方
が
多
い

の
で
す
が
、ア
ユ
釣
り
は
ど
う
し
て
も
年
配
向
け
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
く
て
、若
い
方
が
少
な
い
ん
で
す

ね
。で
す
か
ら
小
学
生
な
ど
に
ア
ユ
の
放
流
や
、つ

か
み
取
り
大
会
な
ど
を
通
じ
て
、今
の
う
ち
か
ら
川

を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
」と
島
崎
さ

ん
。将
来
的
な
展
望
か
ら
も
、子
ど
も
の
頃
に
川
や

水
に
親
し
む
こ
と
が
重
要
だ
と
話
し
ま
す
。

 

テ
レ
ビ
や
写
真
で
は
な
く
、自
分
の
手
と
体
で
河

津
の
川
で
遊
ぶ
と
い
う
体
験
や
記
憶
は
、人
間
形
成

の
上
で
も
、そ
し
て
い
つ
ま
で
も
河
津
の
水
資
源
を

守
っ
て
い
く
た
め
に
も
貴
重
な
実
践
教
育
の
ひ
と

つ
。し
か
も
子
ど
も
た
ち
が
こ
う
し
た
催
し
を
心
か

ら
楽
し
ん
で
く
れ
た
ら
、そ
れ
に
優
る
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。

 

「
河
津
町
に
は
こ
の
河
津
川
の
他
に
も
、温
泉
や

海
、山
や
滝
な
ど
、本
当
に
多
彩
な
自
然
の
魅
力
が

溢
れ
て
い
ま
す
。町
に
住
ん
で
い
る
人
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、こ
こ
を
訪
れ
て
く
れ
る
人
に
も
、ど
れ
か

ひ
と
つ
だ
け
で
は
な
く
、様
々
な
河
津
の
魅
力
に
触

れ
て
ほ
し
い
で
す
ね
」。

 

川
の
守
人
の
そ
ん
な
言
葉
に
は
、水
を
通
じ
て
自

然
の
大
き
な
サ
イ
ク
ル
を
見
守
り
つ
づ
け
て
き
た

重
み
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
ま
ち
の
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
、

郷
土
の
素
晴
ら
し
さ
を
誇
って
ほ
し
い
。

アユの放流体験
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かわづ
ふるさと案内人会

定年を迎えた60歳以上の方を主
体に現メンバー17名で活動中。
「町への恩返しがしたい」、「河津
の良さをもっと多くの方に知って

欲しい」など参加のきっかけは様々ですが、河津町への
愛着の深さは、みな同じ。まだ知られていない河津の良
さを、今日も多くの方々に伝えています。
■お問い合わせ：河津町観光協会　0558-32-0290

あ
ざ
や
か
な
新
緑
の
中
、

　
　
趣
深
い
天
城
路
を
往
く
。

自
然
と
歴
史
、人
の
営
み
。

そ
の
融
合
が
河
津
の「
宝
」。

　
自
然
、歴
史
、レ
ジ
ャ
ー
と
、河
津
町
に
は
数
多
く

の
観
光
資
源
が
あ
り
ま
す
。観
光
客
の
皆
様
に
そ
れ

ら
の
ス
ポ
ッ
ト
を
案
内
し
、河
津
の
本
当
の
良
さ
を

伝
え
続
け
て
い
る
の
が「
か
わ
づ
ふ
る
さ
と
案
内
人

会
」の
メ
ン
バ
ー
。

　
現
在
十
七
名
の
会
員
が
在
籍
し
て
い
ま
す
が
、驚

く
の
は
そ
の
半
数
が
地
元
河
津
出
身
者
で
な
く
、定

年
後
に
移
住
さ
れ
た
方
な
ど
、町
外
か
ら
河
津
に

移
っ
て
こ
ら
れ
た
方
だ
と
い
う
こ
と
。地
元
で
生
ま

れ
育
っ
た
人
と
同
じ
か
そ
れ
以
上
に
、河
津
の
本
当

の
良
さ
を
熟
知
し
、多
く
の
方
に
伝
え
よ
う
と
常
日

頃
か
ら
尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
河
津
町
の
素
晴
ら
し
い
ス
ポ
ッ
ト
を
ご
案
内
す

る
た
め
に
は
、何
よ
り
も
ま
ず
自
分
自
身
が
河
津
の

こ
と
を
良
く
知
る
こ
と
が
必
要
で
す
。地
元
出
身
の

メ
ン
バ
ー
も「
何
十
年
も
こ
こ
に
住
ん
で
い
な
が

ら
、意
外
に
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
ば
か
り
。案
内
人
と
し
て
お
客
様
に
喜
ん
で

い
た
だ
く
た
め
に
、町
の
こ
と
を
一
か
ら
勉
強
し
な

お
し
ま
し
た
」と
話
し
ま
す
。

　
来
町
さ
れ
る
方
か
ら
の
ニ
ー
ズ
が
最
も
多
い
の

は
、河
津
桜
ま
つ
り
の
シ
ー
ズ
ン
。河
津
桜
の
名
木

を
中
心
に
、町
内
の
観
光
名
所
を
巡
る「
河
津
桜

コ
ー
ス
」が
一
番
人
気
な
の
だ
そ
う
で
す
。

　
そ
の
他
、初
夏
や
秋
の
観
光
シ
ー
ズ
ン
に
も
や

は
り
、様
々
な
コ
ー
ス
の
申
込
が
多
く
な
る
そ
う

で
す
。

　「
か
わ
づ
ふ
る
さ
と
案
内
人
会
」で
は
、歴
史
あ
る

温
泉
地
の
中
に
あ
る
数
々
の
寺
院
や
大
噴
湯
公
園

を
め
ぐ
り
歩
く「
峰
温
泉
コ
ー
ス
」や
、伊
豆
の
踊
子

の
舞
台
と
な
っ
た
天
城
路
の
渓
谷
や
滝
な
ど
を
歩

く「
踊
子
歩
道
コ
ー
ス
」な
ど
、河
津
の
多
く
の
資
源

を
テ
ー
マ
ご
と
に
分
類
し
た
、趣
向
の
異
な
る
様
々

な
コ
ー
ス
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

人
が
人
で
い
ら
れ
る
場
所
と
し
て
。

い
つ
も
河
津
に
帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
。

　
案
内
人
会
の
皆
さ
ん
に
メ
ン
バ
ー
に
な
ら
れ
た

き
っ
か
け
を
お
尋
ね
す
る
と「
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、退

職
後
も
地
域
の
た
め
に
楽
し
み
な
が
ら
過
ご
し
て

い
き
た
い
」と
い
う
想
い
か
ら
参
加
さ
れ
た
と
い
う

方
が
ほ
と
ん
ど
。

　「
河
津
町
に
あ
る
数
多
く
の
観
光
資
源
を
、短
い

時
間
で
す
べ
て
案
内
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い

け
れ
ど
、河
津
を
訪
れ
た
方
に
こ
の
地
の
素
晴
ら
し

さ
を
で
き
る
限
り
味
わ
っ
て
い
た
だ
き『
河
津
に
来

て
よ
か
っ
た
』と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
こ
れ
か

ら
も
頑
張
り
た
い
」と
語
り
ま
す
。

　
車
と
ビ
ル
、そ
し
て
人
の
波
の
中
で
、知
ら
ず
知

ら
ず
に
心
も
体
も
疲
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
都
会
。そ

の
喧
噪
を
離
れ
て
奥
深
い
山
や
大
海
原
と
い
っ
た

河
津
の
大
自
然
に
触
れ
、ま
た
悠
久
の
歴
史
や
温

泉
、人
の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
る
こ
と
で
、多
く
の
方

が
自
分
自
身
を
取
り
戻
し
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
る
ひ

と
と
き
を
お
届
け
し
た
い
。皆
さ
ん
の
表
情
や
言
葉

か
ら
は
、つ
ね
に
そ
ん
な
温
か
な
気
持
ち
が
伝
わ
っ

て
き
ま
す
。

　
最
後
に
皆
さ
ん
に
、案
内
人
と
し
て
心
が
け
て
い

る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
と
お
尋
ね
す
る
と
、「
と

に
か
く
自
分
た
ち
も
楽
し
む
こ
と
。せ
っ
か
く
町
内

の
様
々
な
と
こ
ろ
を
案
内
す
る
の
だ
か
ら
、自
分
た

ち
も
楽
し
み
な
が
ら
案
内
し
た
い
し
、ま
た
私
た
ち

が
楽
し
み
な
が
ら
案
内
し
な
け
れ
ば
、お
客
様
に
も

河
津
の
楽
し
さ
や
感
動
も
伝
わ
っ
て
い
か
な
い
と

思
う
ん
で
す
」と
い
う
答
え
が
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　
自
分
ら
し
さ
、人
ら
し
さ
を
取
り
戻
す
場
所
、河

津
。多
く
の
方
に
河
津
を
も
っ
と
知
っ
て
欲
し
い
と

願
う
案
内
人
会
の
皆
さ
ん
か
ら
は
、あ
ふ
れ
出
る
よ

う
な
郷
土
愛
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

板垣秀実さん 杉江喜代美さん 高野芳邦さん

旧天城トンネル
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天
城
の
深
い
懐
に
、

季
節
の
息
吹
を
観
る
。

青
い
海
原
に
、

日
本
の
美
と
景
観
が

息
づ
く
。

S  E  A

MOUNT
AIN

　
文
豪
川
端
康
成
の
名
著「
伊
豆
の
踊
子
」。そ
の
舞
台
と
な
っ
た
山
深

い
天
城
路
は
ま
た
、河
津
の
町
を
潤
す
名
水
の
故
郷
で
す
。

　
風
の
音
、鳥
の
声
、川
の
せ
せ
ら
ぎ
だ
け
が
響
く
、静
か
な
河
津
の

山
々
は
、ま
さ
に
別
世
界
の
趣
き
。

　
こ
こ
に
生
き
る
人
を
憩
わ
せ
、旅
人
に
は
ほ
っ
と
息
を
つ
か
せ
る
そ

の
大
自
然
の
美
し
さ
は
、ま
さ
に
生
命
の
源
そ
の
も
の
で
す
。

　
雄
大
に
広
が
る
大
海
原
の
、限
り
な
い
青
の
美
し
さ
。

　
そ
れ
は
河
津
に
暮
ら
す
町
民
の
誇
り
で
あ
り
、ま
た
大
切
な
心
の
拠

り
ど
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

　
人
が
思
わ
ず
心
を
惹
か
れ
る
白
砂
青
松
の
美
し
さ
と
と
も
に
、河
津

町
に
は
海
が
も
た
ら
す
豊
か
さ
と
躍
動
感
と
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

河津踊子滝見橋

初景滝

わさび田旧天城トンネル

河津浜海岸

今井浜海岸

今井浜海岸
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ほ
っ
と
心
ま
で
癒
す
、

そ
の
温
も
り
に
集
う
。

S  P  A

大
地
を
母
と
し
、絶
え
間
な
く
湧
き
出
る
恵
み
の
湯
。

そ
の
温
も
り
は
人
を
温
め
、そ
の
心
を
桃
源
郷
へ
と
い
ざ
な
い
ま
す
。

風
情
豊
か
な
河
津
町
の
、彩
り
豊
か
な
七
つ
の
温
泉
郷
。

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
趣
と
表
情
を
見
せ
な
が
ら
、今
日
も
多
く
の

人
々
を
旅
情
と
心
静
か
な
安
ら
ぎ
に
誘
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

見
高
神
社 

三
番
叟

河
津
浜

天
王
神
社
祭
典

　
安
産
・
子
宝
の
神
様
と
し
て
知
ら
れ
る

子
守（
ね
の
か
み
）神
社
は
、天
正
十
二
年

（
一
五
八
四
）の
創
建
。

　
毎
年
十
月
十
五
日
の
秋
祭
り
に
は
、約

二
九
〇
年
も
の
歴
史
を
持
ち
、県
の
無
形

民
俗
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る「
お

神
楽
」が
、保
存
会
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
ま

す
。奉
納
舞
と
道
化
舞
そ
れ
ぞ
れ
の
お
面

を
つ
け
、大
地
を
強
く
踏
ん
で
邪
気
を
払

う
力
強
い
舞
い
が
大
き
な
特
徴
で
す
。

大
鍋・子
守
神
社

秋
の
祭
典

縄
文
時
代
か
ら
、人
の
豊
か
な
営
み
が
花
開
い
て
い
た
河
津
。

い
に
し
え
よ
り
続
く
伝
統
芸
能
、そ
し
て
数
々
の
祭
り
は
、

そ
の
歴
史
を
物
語
る
、「
証
」で
す

　
正
徳
三
年（
一
七
一
三
）の
創
建
と
伝
え
ら

れ
る
由
緒
あ
る
天
王
神
社（
須
佐
乃
男
神
社
）

で
、七
月
中
旬
に
行
わ
れ
る「
天
王
さ
ん
」の

夏
祭
り
。ホ
ラ
貝
を
先
頭
に
、神
輿
や
山
車
、

お
神
楽
で
氏
子
廻
り
を
し
、河
津
浜
で
は
神

輿
も
ろ
と
も
海
の
中
に
入
っ
て
行
く
豪
快
で

勇
壮
な
姿
で
知
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
祭
り
も
、土
地
に
代
々
伝
わ
る
お
役

番
と
厄
年
の
若
衆
を
中
心
に
長
く
伝
え
ら
れ

る
貴
重
な
民
俗
行
事
で
す
。

　
天
平
五
年（
七
三
三
）に
創
建
さ

れ
た
見
高
神
社
で
は
、毎
年
、秋
の

大
祭
に
伝
統
芸
能
と
し
て
町
の
伝

承
に
ち
な
ん
だ「
三
番
叟
」が
上
演

さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
三
番
叟
は
、

江
戸
時
代
に
名
を
馳
せ
た
見
高
村

出
身
の
名
歌
舞
伎
役
者「
四
代
目
市

川
小
団
次
」の
元
を
訪
れ
た
村
の
青

年
た
ち
が
、市
川
小
団
次
か
ら
伝
授

さ
れ
た
も
の
で
、村
に
帰
っ
て
さ
っ

そ
く
演
じ
た
こ
と
を
起
源
と
し
、今

ま
で
絶
え
る
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
廻
り
舞
台
の
神
楽
殿
も
貴

重
な
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

河
津

伝
統
の

祭
り
人
の
思
い
が
舞
い
と
な
り
、

そ
の
情
熱
が
、花
と
咲
く
。

踊り子温泉会館

伊豆見高入谷高原温泉河津三郎の足湯処

峰温泉大噴湯公園
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