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和
２
年
河
津
町
成
人
式
が

1
月
12
日
、
河
津
中
学
校

体
育
館
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
新
成

人
68
人
（
男

68

41
人
・
女

68

41

27
人
）
の

う
ち
55
人
が
出
席
し
、
成
人
と
し

て
責
任
と
自
覚
を
胸
に
飛
躍
す
る

こ
と
を
誓
い
ま
し
た
。

晴
れ
着
に
身
を
包
み
、
あ
ふ
れ

る
笑
顔
で
会
場
に
集
ま
っ
た
新
成

人
た
ち
は
、
懐
か
し
い
友
達
と
の

再
会
を
喜
び
思
い
出
話
に
花
を
咲

か
せ
た
り
、
互
い
の
晴
れ
着
姿
を

撮
影
し
合
っ
た
り
し
て
門
出
の
日

を
過
ご
し
ま
し
た
。

令
和
初
の
成
人
式
が
始
ま
る
と
、

来
賓
か
ら
祝
福
と
激
励
の
言
葉
が

贈
ら
れ
、
新
成
人
た
ち
は
凛
と
し

た
姿
で
聞
い
て
い
ま
し
た
。
岸
重

宏
町
長
は
、「
二
十
歳
と
い
う
記
念

す
べ
き
成
人
の
節
目
は
、
人
生
に

と
っ
て
大
き
な
も
の
で
す
。
ふ
る

さ
と
河
津
に
誇
り
と
愛
着
を
持
ち
、

皆
さ
ま
の
手
で
新
し
い
時
代
を
築

い
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
、
新

成
人
に
エ
ー
ル
を
送
り
ま
し
た
。

新
成
人
を
代
表
し
て
、
島
崎
彩

香
さ
ん
＝
長
野
＝
が
岸
重
宏
町
長

か
ら
記
念
品
を
受
け
取
り
、
楠
孝こ

う

納の

佑
さ
ん
＝
笹
原
＝
が
謝
辞
を
読

す
け

み
上
げ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
道
へ
進

み
未
来
へ
羽
ば
た
く
新
成
人
を
多

く
の
人
が
見
守
り
ま
し
た
。

中学時代の恩師、来賓、出席した新成人全員で集合写真

日
は
、
私
た
ち
の
た
め
に
、

こ
の
よ
う
な
盛
大
な
成
人
式

を
催
し
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
お
祝
い
と
激
励
の
言

葉
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
町
長
、
来

賓
の
方
々
、
ご
出
席
い
た
だ
い
た
皆

さ
ま
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

新
成
人
一
同
、
こ
の
自
然
豊
か
な

河
津
町
に
生
ま
れ
、
今
こ
う
し
て

「
河
津
町
」
の
新
成
人
と
し
て
誓
い

を
共
に
し
、
こ
の
ふ
る
さ
と
を
自
分

た
ち
の
誇
り
と
し
て
心
に
刻
ん
で
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
後

に
続
く
後
輩
た
ち
の
見
本
に
な
る
よ

う
な
社
会
人
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

私
は
高
校
か
ら
親
元
を
離
れ
さ
ま

ざ
ま
な
地
域
を
肌
で
感
じ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
中
で
、
生
ま
れ
育
ち
仲
間

と
苦
楽
を
と
も
に
し
た
こ
の
河
津
町

に
は
た
く
さ
ん
の
魅
力
が
あ
り
ま
す
。

河
津
桜
を
代
表
に
色
鮮
や
か
な
四
季

折
々
の
自
然
、
あ
た
た
か
な
地
域
の

人
々
な
ど
「
田
舎
」
な
ら
で
は
の
魅

力
が
あ
り
ま
す
。

新
成
人
の
こ
と
ば

活
気
あ
ふ
れ
る
河
津
を

次
世
代
に
つ
な
ぐ

新
成
人
代
表

楠
孝
納
佑
さ
ん
（
笹
原
）

こ
う
の
す
け

令

本
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令和２年河津町成人式
Coming-of-age ceremony

し
か
し
、近
年
は
高
齢
化
も
進
み
、

若
者
離
れ
が
河
津
町
に
も
顕
著
に
表

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
が
続

け
ば
、
私
た
ち
の
故
郷
は
こ
の
先
に

明
る
い
未
来
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

河
津
町
に
必
要
な
の
は
、
若
者
が
帰

り
た
い
と
思
え
る
環
境
だ
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
、
交
通
の
便
、
育
児
施

設
の
充
実
、
雇
用
機
会
な
ど
多
く
の

問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
社

会
を
担
っ
て
い
く
私
た
ち
は
こ
の
よ

う
な
問
題
に
真
摯
に
向
き
合
い
、
解

決
し
て
い
く
こ
と
が
私
た
ち
の
責
任

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
何
年
、

何
十
年
も
成
長
し
続
け
、
活
気
あ
ふ

れ
る
河
津
町
を
作
っ
て
い
き
、
次
の

世
代
に
つ
な
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
社
会
の
一
員
と
し
て

こ
の
河
津
町
を
誇
れ
る
も
の
に
で
き

る
よ
う
、
精
進
す
る
覚
悟
で
す
。

今
日
、私
た
ち
が
こ
う
し
て
集
い
、

成
人
式
を
迎
え
ら
れ
る
の
は
、
私
た

ち
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
両
親
や
家

族
、
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、

そ
し
て
地
域
の
方
々
、
共
に
歩
ん
だ

仲
間
た
ち
の
お
か
げ
で
す
。
こ
の
感

謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
成
人
と
し

て
の
決
意
を
忘
れ
ず
、
力
強
く
、
や

さ
し
く
、
た
く
ま
し
く
生
き
て
い
く

こ
と
を
誓
っ
て
新
成
人
代
表
の
あ
い

さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
抜
粋
）

1）華やかな晴れ着姿の新成人 2）新成人を祝うた
くさん花の前で記念撮影 3）懐かしい友達との再
会を喜ぶ 4）真剣な顔でアンケートに答える 5）
謝辞を述べる楠さん 6）記念品を受け取る島崎さ
ん 7）新成人には河津桜の切枝が配られた

ハタチの姿
「新成人が考える将来」
アンケート結果

賀茂地区の成人式会場では、賀茂地

域広域連携会議若者定住専門部会によ

る成人式アンケートが行われました。

河津町参加者の回答は次のとおり。

◆回答 39人/新成人68人中
（平成11年４月2日生～平成12年4月1日生）

Ｑ１）今住んでいるところは？
町内 11人
県内 10人（河津町以外）
県外 18人

Ｑ２）現在の状況は？
町内で働いている 5人
町外で働いている 9人
学生 25人

Ｑ３）将来、河津で生活したい、生活
し続けたいと考えていますか？

はい 15人
いいえ 10人
わからない 14人

Ｑ４）Ｑ３で「いいえ」「わからない」
と答えた理由は？（複数回答可・抜粋）

就職先 18人
地震・津波の不安 5人
結婚・子育ての不安 3人
日常生活が不便 3人

Ｑ５）河津町に魅力を感じていますか？
感じている 31人
感じていない 1人
わからない 7人

4455

33

66

77

1122
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始
ま
り
は
昭
和
５０
年
代
。
町
立

南
小
学
校
の
家
庭
教
育
学
級
の

「
読
書
会
」
で
一
緒
に
な
っ
た
仲

間
１０
人
ほ
ど
が
、
子
ど
も
た
ち
の

卒
業
後
も
活
動
を
続
け
よ
う
と
集

ま
り
ま
し
た
。

家
庭
教
育
学
級
修
了
後
も
、
独

自
の
読
書
会
の
活
動
は
続
き
ま
し

た
。
毎
年
、
県
が
主
催
す
る
読
書

会
の
研
修
に
も
参
加
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

今
の
よ
う
に
保
育
園
や
学
童
保

育
な
ど
が
充
実
し
て
い
な
か
っ
た

時
代
、子
ど
も
を
連
れ
、長
泉
町
や

三
島
市
、
遠
く
は
掛
川
市
や
静
岡

市
へ
も
出
か
け
て
い
き
ま
し
た
。

芥
川
賞
、
直
木
賞
が
発
表
さ
れ
る

と
、
感
想
を
話
し
合
い
、
読
書
の

楽
し
み
を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。

あ
る
読
書
会
の
研
修
で
、
水
墨

画
で
描
い
た
絵
本
を
制
作
し
て
い

る
グ
ル
ー
プ
に
出
会
い
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
読
む
側
だ
っ
た
メ
ン

バ
ー
た
ち
に
「
河
津
に
残
る
昔
ば

な
し
を
伝
承
し
た
絵
本
を
創
作
し

た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
高
ま
り

ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
、
伊
東
市
で
絵
本
作

り
を
し
て
い
た
宮
内
卯
守
さ
ん
に

し
げ

も
り

依
頼
し
、
絵
本
の
作
り
方
か
ら
製

本
、
文
章
の
書
き
方
な
ど
を
教
わ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
開

催
し
た
２
回
の
講
習
会
を
経
て

「
や
っ
て
み
よ
う
か
」
と
絵
本
作

り
が
始
ま
り
ま
し
た
。

「
わ
ら
し
べ
会
」の
発
足
で
す
。

絵
本
作
り
は
、
昔
か
ら
の
物
語

や
伝
説
・
民
話
な
ど
を
子
ど
も
向

け
に
わ
か
り
や
す
く
書
き
直
す「
再

話
」か
ら
始
ま
り
ま
す
。

ま
ず
は
題
材
と
な
る
お
話
を
探

し
、
町
内
各
地
を
尋
ね
て
歩
き
ま

し
た
。
１００
歳
に
な
る
お
ば
あ
さ
ん

に
も
直
接
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
ど
う
い
う
ふ
う
に
上
手
に
聞
き

出
せ
ば
よ
い
の
か
」
が
一
番
苦
労

し
ま
し
た
。

当
時
会
長
だ
っ
た
長
岡
倫
子
さ

み
ち

こ

ん
（
故
人
）
は
、
新
聞
社
の
取
材

に
「
埋
も
れ
た
話
を
掘
り
起
こ
し

て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
と
、『
私

た
ち
が
今
聞
い
て
お
か
な
い
と
』

と
い
う
使
命
感
か
ら
、
力
が
入
り

き
っ
か
け
は
読
書
会

絵
本
作
り
と
の
出
会
い

お
話
を
聞
き
に
歩
い
た
日
々

Chapter1
読
む
か
ら
作
る
へ

絵
本
の
創
作

Chapter2

わらしべ会 （会長 太田幸子さん）

昭和56年結成。延べ会員数は12～3人。現在の会員は4
人。河津に残る昔ばなしの手作り絵本を制作。現在は、
絵本作りで培った絵や切り絵を生かし、寝たきりの高齢
者と認知症の人に、誕生カードを制作し贈り続けている。
平成元年10月賀茂郡社会福祉協議会長表彰、平成3年10
月県社会福祉協議会長表彰、平成5年11月河津町篤行表
彰を受賞。
「わらしべ会」は、1本の藁から長者になったおとぎ話
「わらしべ長者」からとった。
（写真左から）寺林芳子さん、太田幸子さん、杉崎道衛さん、吉野
登代子さん

手
作
り
絵
本
が
で
き
る
ま
で
。

昭
和
56
年
「
や
っ
て
み
よ
う
か
」
と
始
め
た
わ
ら
し
べ
会
の
絵
本
作
り
。

昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て
、
昔
ば
な
し
を
掘
り
起
こ
し
絵
本
を
作
り
続
け
た
日
々
。

時
を
越
え
、
令
和
に
な
っ
た
今
、
わ
ら
し
べ
会
の
手
作
り
絵
本
の
普
及
版
が
製
作
さ
れ
ま
し
た
。

ゆ
っ
く
り
、
絵
本
を
め
く
る
よ
う
に
、
作
り
つ
づ
け
た
日
々
を
お
聞
き
ま
し
た
。

Θ
ら
͠
べ
ձ
ੲ

ͳ
͠
絵
本
作
り
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ま
し
た
」
と
言
葉
を
残
し
て
い
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
人
に
協
力
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

絵
本
に
す
る
昔
ば
な
し
の
題
材

は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
「
河
童

の
か
め
」
や
「
鳥
精
進
酒
精
進
」

な
ど
の
お
話
で
は
な
く
、
あ
え
て

地
域
に
埋
も
れ
て
い
る
お
話
を
選

び
ま
し
た
。
昭
和
５６
年
、
２
つ
の

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
『
た
ぬ
き
と

す
い
て
ん
さ
ん
』『
く
も
に
な
っ
た

お
し
っ
こ
』、２
つ
の
絵
本
作
り
が

始
ま
り
ま
し
た
。

絵
本
は
、
す
べ
て
手
作
り
で
、

１
年
に
１
冊
の
ペ
ー
ス
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
絵
本
作
り
の
順
序
は
、

お
話
を
聞
き
、
構
成
す
る
要
素
を

決
め
、
そ
れ
を
絵
と
文
に
し
て
い

き
ま
す
。
絵
を
描
く
人
、
色
を
塗

る
人
、
文
字
を
書
く
人
。
そ
れ
ぞ

れ
が
得
意
な
分
野
を
担
当
し
、
分

業
で
行
い
ま
し
た
。

絵
は
当
時
の
時
代
考
証
、
衣
装

や
髪
形
な
ど
に
も
気
を
配
り
ま
し

た
。
絵
を
描
く
人
に
よ
っ
て
は
、

色
や
顔
の
描
写
が
優
し
く
な
っ
た

り
力
強
く
な
っ
た
り
、
変
化
が
つ

く
の
も
手
作
り
な
ら
で
は
で
す
。

文
章
作
り
は
講
習
会
で
も
特
に

丁
寧
に
教
わ
り
ま
し
た
。
ペ
ー
ジ

数
に
合
わ
せ
た
物
語
を
作
り
、
ど

こ
で
ど
う
や
っ
て
文
章
を
き
る
の

か
。
作
文
と
は
違
う
絵
本
の
再
話

は
考
え
て
い
た
よ
り
も
ず
っ
と
大

変
で
し
た
。

全
て
の
製
本
が
で
き
あ
が
っ
て

か
ら
文
字
を
書
き
入
れ
て
い
き
ま

す
。
最
終
工
程
の
文
字
入
れ
を
担

当
し
て
い
た
杉
崎
道
衛
さ
ん
は
、

み
ち

え

「
１
字
で
も
間
違
う
と
、
１
年
か

け
て
み
ん
な
が
作
っ
た
絵
本
が
台

無
し
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
本
当

に
緊
張
し
ま
し
た
」
と
当
時
を
振

り
返
り
ま
す
。
手
で
描
く
大
切
さ

が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

絵
本
の
材
料
は
メ
ン
バ
ー
が
持

ち
寄
り
ま
し
た
。
一
番
大
変
だ
っ

た
の
は
背
表
紙
裏
表
紙
作
り
。
材

料
は
、
当
時
紳
士
服
の
箱
や
板
目

表
紙
に
使
わ
れ
て
い
た
堅
い
紙
を

再
利
用
し
ま
し
た
。

制
作
を
重
ね
る
う
ち
に
道
具
の

良
し
悪
し
も
わ
か
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
の
り
、
ボ
ン
ド
、
筆
、

画
材
に
は
メ
ン
バ
ー
こ
だ
わ
り
の

定
番
が
で
き
ま
し
た
。
製
本
後
、

百
科
事
典
を
重
ね
て
重
し
を
し
た

の
も
懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。

絵
本
の
制
作
場
所
は
、
当
時
会

長
だ
っ
た
長
岡
さ
ん
の
ご
自
宅（
専

光
寺
＝
谷
津
＝
）で
し
た
。完
成
し

た
絵
本
が
色
落
ち
し
な
い
よ
う
に

ワ
ッ
ク
ス
を
塗
っ
た
り
、
ア
ク
リ

ル
絵
の
具
や
絵
筆
な
ど
の
画
材
を

仕
入
れ
た
り
、
効
果
的
な
表
現
方

法
な
ど
本
格
的
な
製
本
の
ア
ド
バ

イ
ス
は
、
長
岡
さ
ん
の
ご
家
族
で

学
校
で
図
工
を
教
え
て
い
た
倫
昭

み
ち

あ
き

さ
ん
ら
の
協
力
が
あ
り
ま
し
た
。

メ
ン
バ
ー
は
今
で
も
「
あ
の
場
所

が
あ
っ
た
か
ら
」
と
思
い
返
し
、

絵
本
作
り
の
〝
影
の
力
〟
と
感
謝

の
言
葉
を
口
に
し
て
い
ま
す
。

絵
本
の
制
作
は
、
週
に
２
～
３

回
。
発
行
の
１
カ
月
前
と
も
な
る

と
連
日
の
作
業
に
な
り
ま
し
た
。

夜
中
の
１２
時
過
ぎ
ま
で
か
か
る
こ

と
も
あ
り
、
真
っ
暗
な
中
、
歩
い

製
本
は
材
料
を
持
ち
寄
っ
て

影
の
力

て
帰
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。
中
に

は
、
幼
稚
園
の
子
ど
も
を
持
つ
マ

マ
さ
ん
も
い
ま
し
た
が
、「
若
か
っ

た
か
ら
何
で
も
で
き
た
」と
当
時
の

自
分
を
誇
ら
し
く
、
懐
か
し
く
振

り
返
り
ま
し
た
。

子
ど
も
が
き
っ
か
け
で
で
き
た

今
で
い
う
〝
マ
マ
友
〟
の
み
な
さ

ん
。
会
を
離
れ
て
も
、
遺
跡
発
掘

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
一
緒
に

や
り
ま
し
た
。

「
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
だ
け
。利
益
と

は
関
係
な
か
っ
た
」。も
ち
ろ
ん
家

族
の
協
力
が
あ
り
ま
し
た
。「
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
き
た
か
ら

続
い
て
き
た
。『
や
り
た
い
』を
探

し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と

話
し
ま
す
。

作
ら
れ
た
絵
本
は
、
毎
年
１１
月

に
行
わ
れ
る
町
民
文
化
祭
で
披
露

さ
れ
ま
し
た
。
制
作
を
重
ね
る
う

ち
に
、「
こ
ん
な
話
が
あ
る
よ
」と

お
話
を
書
い
て
持
っ
て
き
て
く
れ

る
人
も
い
ま
し
た
。

見
高
神
社
に
伝
わ
る
『
牛
の
舌

餅
』
で
は
、
絵
本
を
き
っ
か
け
に

東
小
学
校
で
劇
が
作
ら
れ
、
物
語

作
画
と
文
字
入
れ

昭
和
時
代
の
マ
マ
友

反
響

絵本作りに愛用していた筆とパレット

製作した全20冊の絵本
わらしべ会が製作した全20冊の絵本。現在は町
立文化の家図書館で保管されています。毎年秋
に開催される町民文化祭で展示しています。

Chapter3
す
べ
て
手
作
り

わらしべ会

ູୠ ಐɊɄȱޤႨɤ
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の
中
に
出
て
く
る
舌
餅
を
作
る
な

ど
相
乗
効
果
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

一
方
で
、
絵
本
を
読
ん
だ
人
か

ら
「
お
話
が
違
う
」
と
言
わ
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
口
で
伝
え
ら

れ
て
き
た
昔
ば
な
し
。
百
人
い
れ

ば
百
通
り
の
言
葉
で
、
伝
え
ら
れ

て
い
る
の
も
昔
ば
な
し
な
ら
で
は

で
す
。

わ
ら
し
べ
会
の
手
作
り
絵
本
２０

冊
は
、
長
い
間
、
歴
代
会
長
の
自

宅
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
年

に
１
回
、
町
民
文
化
祭
で
お
披
露

目
す
る
以
外
、
絵
本
が
開
か
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
化
祭
で

の
展
示
を
重
ね
る
た
び
に
、
手
に

取
る
人
か
ら
「
こ
の
ま
ま
で
は
も

っ
た
い
な
い
」
と
い
う
声
が
聞
か

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
太
田
幸
子
会
長
が
、
自

宅
に
保
管
さ
れ
て
い
た
絵
本
を
町

民
の
み
な
さ
ん
に
読
ん
で
も
ら
え

な
い
か
と
、
教
育
委
員
会
に
相
談

し
ま
し
た
。

こ
の
世
に
１
冊
し
か
な
い
手
作

り
絵
本
。
素
人
の
手
作
り
と
は
思

え
な
い
丁
寧
な
製
本
と
温
か
み
あ

る
絵
で
描
か
れ
た
原
本
は
、
町
立

文
化
の
家
図
書
館
で
保
管
す
る
こ

と
に
な
り
、
昨
年
、
普
及
版
の
製

作
が
決
ま
り
ま
し
た
。
普
及
版
は

Ａ
４
版
。
時
代
に
合
わ
せ
た
読
み

や
す
い
サ
イ
ズ
に
形
を
変
え
た
も

の
の
色
は
当
時
の
ま
ま
よ
み
が
え

り
ま
し
た
。

作
ら
れ
た
普
及
版
は
３
作
品
各

２０
冊
。
図
書
館
で
貸
し
出
さ
れ
る

ほ
か
、
町
内
の
幼
稚
園
、
小
中
学

校
に
配
ら
れ
、
福
祉
施
設
へ
も
寄

贈
さ
れ
ま
し
た
。
新
聞
に
掲
載
さ

れ
る
と
、売
っ
て
く
れ
な
い
か
と
い

う
問
い
合
わ
せ
も
あ
り
ま
し
た
。

数
に
限
り
が
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
も

手
に
入
ら
な
い
貴
重
な
普
及
版
で

す
。
今
後
は
、
年
３
作
品
ず
つ
の

製
作
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

結
成
当
初
１２
～
１２

１３
人
い
た
メ
ン

バ
ー
も
現
在
は
４
人
。
わ
ら
し
べ

会
に
は
、
未
完
と
な
っ
た
一
つ
の

お
話
が
あ
り
ま
す
。

集
大
成
と
し
て
１
冊
の
絵
本
を

作
り
た
い
と
話
し
て
い
ま
し
た
が
、

メ
ン
バ
ー
の
急
逝
や
年
齢
を
重
ね

る
こ
と
に
よ
り
家
庭
環
境
も
変
化

し
、叶
わ
ぬ
ま
ま
と
な
り
ま
し
た
。

お
気
に
入
り
の
１
冊
を
聞
き
ま

し
た
。
太
田
幸
子
さ
ん
は
、「『
不

動
の
松
』。そ
れ
ま
で
２
つ
折
り
だ
っ

た
絵
本
に
背
表
紙
をつけ
ま
し
た
」。

吉
野
登
代
子
さ
ん
は
、「『
こ
こ
ろ

の
ふ
る
さ
と
』。あ
ち
こ
ち
で
聞
き

歩
い
て
、
温
か
み
を
出
す
た
め
に

貼
り
絵
を
や
っ
て
み
ま
し
た
」。杉

崎
道
衛
さ
ん
は
、「
一
番
最
初
に
手

に
と
っ
た
１
冊
目
の
『
た
ぬ
き
と

す
い
て
ん
さ
ん
』。
長
岡
さ
ん
が

「
す
い
て
ん
さ
ん
、
す
い
て
ん
さ

ん
」
と
言
っ
て
い
た
の
が
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
」。
寺
林
芳
子
さ
ん
は
、

「『
長
野
原
の
お
は
な
し
』。
ど
の

本
も
で
き
あ
が
り
を
手
に
と
っ
て

は
、
き
れ
い
だ
な
と
眺
め
て
い
ま

し
た
」。

子
育
て
と
同
じ
時
期
に
、
お
話

を
育
て
て
い
っ
た
仲
間
た
ち
。
そ

こ
に
は
、
完
成
し
た
お
気
に
入
り

の
１
冊
で
は
は
か
れ
な
い
絵
本
作

り
に
費
や
さ
れ
た
充
実
し
た
時
間

が
あ
り
ま
し
た
。
子
ど
も
が
巣
立

つ
の
と
同
じ
よ
う
に
、
時
代
を
越

え
独
り
立
ち
し
て
い
っ
た
絵
本
た

ち
。「
私
た
ち
の
手
か
ら
離
れ
た
気

が
す
る
」
と
話
す
わ
ら
し
べ
会
の

手
作
り
絵
本
は
、
令
和
の
時
代
に

読
み
継
が
れ
て
い
ま
す
。

復
刊
す
る
き
っ
か
け

未
完
の
１
冊

読
み
継
が
れ
る
絵
本

未
来
へ

不動の松 八丁池の主

Chapter4

立文化の家図書館主催の「河津の昔話を聞
こう！」が1月11日、生涯学習室で行われ、小

学生から大人まで幅広い世代の44人が参加しまし
た。わらしべ会と図書館長が、絵本作りにまつわ
る話を対談しました。また、スクリーンに大きく映
し出された普及版の絵本に合わせ、朗読サークル
「bulbul」（下田市）が絵本の昔ばなしを朗読し、
集まった子どもたちは、物語に引き込まれ、昔ば
なしの世界を楽しみました。

町

今年度、普及版第1弾としてよみがえったのは『牛の舌餅 見高神社に伝
わる話』『八丁池の主』『不動の松』の3冊。普及版は町立文化の家図書館
で貸し出しています。

普及版で復刊した3冊

（昭和58年・縄地） （昭和60年・八丁池）

牛の舌餅 見高神社に

伝わる話（平成6年・見高）

「わらしべ会」×文化の家図書館
〝河津の昔話を聞こう！〟

よみがえった絵本の世界
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手
作
り
の
絵
本
た
ち
。

わ
ら
し
べ
会
が
作
っ
た
絵
本
作
品
は
19
話
19

20
冊
。

誰
も
が
知
っ
て
い
る
お
話
で
は
な
く
、
表
舞
台
に
出
て
こ
な
い
よ
う
な
物
語
。

１
年
に
１
冊
の
ペ
ー
ス
で
作
り
上
げ
た
手
作
り
絵
本
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

※
絵
本
タ
イ
ト
ル
後
ろ
は
完
成
年
・
お
話
の
地
域
な
ど

たぬきとすいてんさん

こころのふるさと

竜とつり鐘くもになったおしっこ

ふるさと河津の七滝

長野原のおはなしほうそうばあさん火防地蔵足を切られた佛様

天狗に助けられた順教さん峠の茶屋

河童の墓空をとんだ天狗

見高のべんてんさま

ころ柿山の天狗

わらしべ会

ູୠ ಐɊɄȱޤႨɤ

（昭和56年・創作） （昭和57年/2冊あり・石川県の民話）

（昭和56年・谷津天嶺山） （昭和59年・河津七滝） （昭和60年・伝統の行事）

（昭和61年・峰） （昭和61年・浜） （平成3年・見高）（平成元年・川合野）

（平成5年・南禅寺）（平成4年・見高入谷） （平成5年・見高浜）

（昭和59年・わらべ歌）（平成8年・見高入谷）（平成7年・大堰） （平成9年・浜）
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河津町消防団出初式が１月５日、河津中
学校グラウンドで行われました。
式典には団員２１５人が参加し、服装や機械
器具の点検、功労者表彰、規律訓練の披露
などを行いました。
式典終了後は、河津中学校吹奏楽部の先

導で同校から荒倉橋までの約５００メートルを
行進するパレードを行い、河津川沿いで放
水訓練を披露しました。
団員たちは式を契機に今年１年の無火災

無災害の決意を新たにしました。

浜同志会は１月１２日、地元の新成人を迎え、どんど
焼きを行いました。毎年成人式開催日に合わせて行わ
れ、地域住民が新成人を祝う伝統行事となっています。
参加した浜区出身の新成人７人は、抱負や成人の喜び
を述べ、高さ５メートルのおんべに点火を行いました。
集まった地域住民らは高く燃え上がる炎に１年間の無
病息災を願いました。

新成人がおんべに点火
۠ ͲんͲমき

１年の無火災を祈る
Տொফஂग़ॳࣜ

おんべに点火する浜地区新成人

正月の鏡餅づくりを体験
ࢢͱଜの交流ۀࣄ 餅つき

都市と農村の交流事業として「餅つき」が１２月２１日、
河津さくらの里しぶやで行われました。町は防災協定
を結ぶ渋谷区と年間を通して交流を行っています。餅
つきでは、会場に宿泊する渋谷区民１６人が逆川区有志
「さかさがわ実りの里」の指導のもと、餅つきや鏡餅
づくりを体験しました。 参加者は、その場でついた餅
を食べて「おいしい」と笑顔になっていました。

「さかさがわ実りの里」会員の指導のもと鏡餅づくりに挑戦

笹原公園前を行進する消防団員
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新年を祝う元旦餅つき体験
ՏόΨςϧެԂ 元旦Πϕϯτ

河津バガテル公園元旦イベントが１月１日、河津バ
ガテル公園で開催され、多くの町民や観光客約３００人が
来場しました。園内では、初日の出観賞の後、餅つき
大会が行われ、訪れた子どもたちは大人と協力しなが
ら餅つきを楽しみました。ついた餅はその場で振る舞
われ、訪れた人はあんこやきな粉をつけて自分たちで
ついた餅をおいしくいただきました。

餅つきを体験する来園者

行列ができるほど人気の金目鯛鍋に並ぶ来場者

今井浜見高港のりぞめ祭りが１月１３日、舟戸の番屋
で開催され、多くの観光客や地域住民でにぎわいまし
た。会場では、つきたてのお餅や温かい金目鯛鍋、サ
ザエのつぼ焼きなどが振る舞われ、伊勢エビやサザエ
が当たる抽選会も行われ、大いに盛り上がりました。
開始時間前から多くの来場者が訪れ、来場者は海辺

の景色を見ながら豪華な海の幸を堪能しました。

豪華な海の幸を堪能
ߓߴݟҪࠓ のりͧめࡇり

ゲレンデに集まった両校児童 白馬南小児童に滑り方を教わる東小児童最終日には自由に滑る東小児童

冬の白馬で交流を深める
Տ౦খɾ白馬ೆখ εΩʔ交流ࢢຓ࢞

TTopicTopicsTopics

河
津
東
小
学
校
５
年
生
１１
人
と

白
馬
南
小
学
校
５
年
生
２０
人
が
１

月
１５
日
か
ら

１５

１７
日
に
か
け
て
、
姉

妹
都
市
長
野
県
白
馬
村
白
馬
五
竜

ス
キ
ー
場
で
児
童
交
流
を
行
い
ま

し
た
。
両
校
の
児
童
交
流
は
、
初

夏
に
河
津
、
冬
に
白
馬
と
互
い
に

行
き
来
し
、
毎
年
行
わ
れ
て
い
る

伝
統
行
事
で
す
。

１６
日
の
ス
キ
ー
交
流
で
は
、
東

小
の
児
童
が
白
馬
南
小
の
児
童
に

ブ
ー
ツ
の
履
き
方
や
滑
り
方
を
教

わ
り
な
が
ら
、
一
緒
に
ス
キ
ー
を

楽
し
み
ま
し
た
。
初
め
て
ス
キ
ー

を
す
る
児
童
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た

が
、
す
ぐ
に
上
達
し
、
ゲ
レ
ン
デ

を
楽
し
そ
う
に
滑
り
、
白
馬
南
小

児
童
と
の
交
流
を
深
め
ま
し
た
。



2020.2 ใかわづ １０

和田 佳菜子（31歳）
浜松市出身。2018年６月、河津町地
域おこし協力隊に着任。

出身地の特産花を知る

▲河津桜まつり

河津町地域おこし協力隊௨৴

https://www.facebook.com/
kawazu.kyouryokutai/

河津町観光協会
＠kawazu.kanko

よいよ『河津桜まつり』

が始まります。昨年初め

て見たピンクに色づく街並みは、

とても華やかで、歩いているだ

けで女子力アップのご利益があ

りそうなかわいらしさがありま

した。毎年この景色を見てきた

町民のみなさんがうらやましい

なと思いながら、ふと私の出身

地の特産花を思い出しました。

私の出身地である静岡県浜松

市が日本一の生産量を誇る花を

ご存じですか？ 河津でも手軽

にスーパーなどで購入できる

「ガーベラ」なんです。花には

それぞれ花言葉がありますが、

ガーベラの花言葉に「一歩」と

いうものがあります。ガーベラ

の花も好きでしたが、花言葉を

知ってからさらに好きになりま

した。ちなみに河津の特産花で

あるカーネーションは「母への

愛」という花言葉が一般的。母

の日のプレゼントとして贈られ

る花として有名なので納得です

ね！ 私も母の墓前にはいつも

カーネーションを供えています。

花ひとつをとっても、楽しみ方

はいろいろですよね。いろいろ

な花をさまざまなカタチで楽し

める余裕と興味をもって生活で

きるようになりたいです。

ちなみに、河津桜のように早

咲きの桜には「気まぐれ」とい

う花言葉があります。河津桜ま

つりまであと少し。「気まぐれ」

な桜が、今年はどんな風景を見

せてくれるのか楽しみです。

い

菜の花だよりvol.5

伊豆は山と海の
景色が魅力的

高
沢
幸
祐
さ
ん
は
、
東
京
環

境
工
科
専
門
学
校
で
自
然
環
境

を
保
全
・
管
理
す
る
技
法
を
学

ん
だ
後
、
昨
年
４
月
に
農
林
水

産
技
官
と
し
て
河
津
森
林
事
務

所
に
赴
任
し
ま
し
た
。
高
校
時

代
に
、
映
画
『
W
O
O
D
J
O

B
!
～
神
去
な
あ
な
あ
日
常
～
』

で
、
木
を
切
り
倒
す
シ
ー
ン
を

見
て
か
っ
こ
い
い
と
思
い
、
専

門
学
校
に
進
み
ま
し
た
。
専
門

学
校
で
は
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の

免
許
を
取
っ
て
木
を
切
っ
た
り
、

植
物
を
調
べ
た
り
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
国
有
林
の
保
全
管

理
が
主
な
仕
事
で
、
晴
れ
の
日

は
天
城
の
国
有
林
を
回
り
ま
す
。

「
伊
豆
は
、山
と
海
の
景
色
が

見
ら
れ
る
の
が
魅
力
で
す
」
と

高沢 幸祐 さん
たかざわ こうすけ
地区 笹原
21歳 血液型Ａ型 かに座
河津森林事務所（営林署）348

レッフ シュ

笑
顔
で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

海
の
な
い
埼
玉
県
大
宮
市
で
育

ち
、
伊
豆
に
は
来
た
こ
と
が
な

か
っ
た
と
の
こ
と
。
河
津
町
の

印
象
は
、『
海
が
あ
る
』
で
し

た
。
埼
玉
県
は
サ
ッ
カ
ー
の
盛

ん
な
県
で
、
高
沢
さ
ん
も
幼
稚

園
か
ら
サ
ッ
カ
ー
を
始
め
、ゴ
ー

ル
キ
ー
パ
ー
と
し
て
ゴ
ー
ル
を

守
っ
て
い
ま
し
た
。
高
校
時
代

に
は
県
大
会
に
も
出
場
し
た
実

力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

休
日
は
、中
型
バ
イ
ク
で
ツ
ー

リ
ン
グ
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

訪
れ
て
印
象
に
残
っ
て
い
る
の

は
、『
西
伊
豆
の
夕
陽
』
だ
そ
う

で
す
。
爽
や
か
な
高
沢
さ
ん
の

今
後
の
活
躍
が
楽
し
み
で
す
。

【
取
材
】久
保
田
真
琴
さ
ん（
民
間
広
報
協
力
員
）



図書館カレンダー ２月
土金木水火月日

1

8765432

1514131211109

22212019181716

29282726252423
˙は休館日です。本の返却は返却ボックスへ。

新着図書案内
出版社著者名書 名（一般書）

1万年堂出版若宮 正子/著老いてこそデジタルを。

マガジンハウスマガジンハウス/
編集自衛隊防災BOOK２

大和出版花田 照久/監修
八木 眞佐彦/監修

ゲーム依存から
わが子を守る本

朝日新聞出版藤井 知行/監修
鮫島 浩二/監修

ママとパパのはじめての
妊娠・出産事典

筑摩書房森絵都/著できない相談

出版社著者名書 名（児童書）

文溪堂マイク・トムソン/著
小国 綾子/編訳戦場の秘密図書館

じゃこめてい
出版

山崎敬子/ぶん
スズキテツコ/え

都道府県別
にっぽんオニ図鑑

河出書房新社デイビッド・セイ
ン/著

英語、苦手かも…？
と思ったときに読む本

理論社野見山響子/作イナバさん！

白泉社キューライス/著ドン・ウッサそらをとぶ

【開館時間】
9:00～18:00土・日は17時まで
【休館日】月曜・祝日・月末日
【問い合わせ】
町立文化の家図書館 緯34ー1115

１１ 2020.2 ใかわづ

図書館だより
http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/library/

R2.2
No.202

館長のつぶやき･･･
稲葉修三郎さんが「川津のむかし話」を出版された。少し昔、西小の
子供たちと幾度となくお宅に伺う機会があった。日々の暮らしの中で連
綿と語り継がれた物語を語る稲葉さんは、まことに好々爺の語り部であ
られた。それは、また、生活に根ざした素朴な昔話の本来のありようを
大切にと心がけておられるようにも思われた。
年齢を重ねられてもなお、熱い思いで挑まれる姿勢は、生涯学び続け
る人間の典型として、学ぶべきことが多い。

今月のおはなし会

ೕ༮͚ࣇのಡΈฉ͔せ

はΒ͋͜おΉしの会
10時10分～10時30分0・1・2歳児向け
10時40分～11時2・3歳児向け

2月6・13・20・27日（毎週木曜日）
幼児向け 10時～10時30分
2月8日（第2土曜日）

Ίよ͏ɻ࢝り͔͚͔Βɺޠ

今月のϒοΫελーτ
と き：2月27日(木）13時～
ところ：保健福祉センターふれあいホール
対象者：令和元年10月生まれの赤ちゃん

ほかにも新着図書があります。
貸出中の場合は予約できます。

খֶੜ͚のಡΈฉ͔せ

ʢͱ͖ʣのは͜ͿͶؒ࣌
15時50分～16時20分

2月5・12・19・26日（毎週水曜日）

※おはなし会は読み聞かせ室で行います。
変更がある場合は、図書館に掲示します。

新着DVDが30本入りました！

さまざまなジャンルから選
びました。新着DVDの貸出し
は一家族１回１本までです。
貸出中のものは予約できま
す。どうぞご利用ください。

Xmasカード制作遊び

絵本やパネルシアター

サンタさんと一緒にパチリ！

クリスマスおたのしみ会が行われました −12/21−
★冬の図書館日記★

河津の昔話を聞こう！ −1/11−

手づくり民話絵本作りにまつわる秘話、河津の民話、昔話の朗読を
聞きました。

民話絵本を作ったわらしべ会のみなさんとの
対談。手作り絵本への思いが伝わるすてきな
お話でした。

静かな語りあり、セリフの掛け合いあり。
お話の世界に引き込まれるすばらしい朗読
でした。



健康福祉課 緯34－1937

●今月のテーマ
住み慣れた地域で
自分らしく暮らすか わ い く

■健康相談および母子健康手帳交付
日 時 2月17日（月）、3月2日（月）

13時30分～15時30分
場 所 保健福祉センター
持ち物 ・妊娠届出書（病院で配付さ

れた場合はご持参ください。）
・個人番号カードまたは通知
カード

・身元の確認ができるもの
（写真付きでない場合は2種
類ご持参ください）

・印鑑

■育児相談
日 時 3月3日(火)

10時～11時30分
場 所 保健福祉センター

ふれあいホール
対象者 子育て中の保護者
内 容 身体測定、離乳食や子どもの

食事に関する相談、育児相談
歯科相談

持ち物 母子健康手帳

■健診事後教室（要予約）
日 時 2月25日(火)

①未就園児
10時30分～11時45分

②幼稚園年少以上の年齢児
14時30分～16時

場 所 保健福祉センター
ふれあいホール

2020�2 報かわͮ １２

かわͮで子育て 保健福祉
センター
だより。

育児・医療・健康・介護について
専門スタッフが相談に応じます

河津町24時間電話健康相談ダイヤル

緯0120−560−655（年中無休）

インフルエンザ
流行拡大に注意！
12月の感染症発生動向調査で、県
内の定点あたりのインフルエンザ報
告数が増加し、「注意報レベル」とな
りました。
感染拡大を防ぐためには、一人ひ
とりがインフルエンザに「うつらな
い」「うつさない」対策をとることが
必要です。
問健康福祉課 緯34－1937

河
津
町
は
、
平
成
３１
年
４
月

１
日
現
在
の
人
口
が
、
７
２
２

８
人
、
そ
の
う
ち
６５
歳
以
上
の

人
口
が
、
２
９
９
４
人
で
、
高

齢
化
率
は
４１
・
４
％
で
す
。
こ

の
よ
う
な
超
高
齢
社
会
に
お
い

て
、
医
療
と
介
護
の
両
方
が
必

要
と
な
る
状
態
の
高
齢
者
が
住

み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
く

暮
ら
し
続
け
る
た
め
に
は
、
地

域
の
医
療
・
介
護
の
関
係
機
関

が
連
携
し
て
、
在
宅
医
療
・
介

護
を
一
体
的
に
提
供
で
き
る
体

制
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

町
は
、
下
田
市
お
よ
び
賀
茂

郡
下
の
町
と
と
も
に
医
療
機
関

と
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
な
ど

の
連
携
を
推
進
す
る
拠
点
・
相

談
窓
口
と
し
て
、
下
田
メ
デ
ィ

カ
ル
セ
ン
タ
ー
地
域
医
療
連
携

啓
発
な
ど
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
活
動
を
皆
さ
ん

に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
賀
茂

地
区
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推

進
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
公
開
や
機
関
紙
発
行
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
を
し
て

い
ま
す
。（h

ttp
://w

w
w
.s-m

-a
.

o
r.jp

/k
a
m
o
-za

ita
k
u
sh

ien
/

）

地
域
住
民
へ
の
普
及
啓
発
の

一
環
と
し
て
、３
月
１８
日（
水
）

１３
時
１３

３０
分
か
ら
河
津
町
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

で
『
看
取
り
に
つ
い
て
』（
講

師
・
合
同
会
社
愛
彩
花
代
表
小

池
美
帆
氏
）
の
講
演
会
を
開
催

す
る
予
定
で
す
。

詳
し
く
は
回
覧
ま
た
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

室
内
に「
賀
茂
地
区
在
宅
医
療・

介
護
連
携
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー
」

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
切
れ
目
な
い

在
宅
医
療
と
介
護
の
提
供
体
制

の
構
築
、
医
療
・
介
護
関
係
者

の
研
修
、
地
域
住
民
へ
の
普
及

健
康
福
祉
課

遠
藤

絹
代

保
健
師

▲介護予防教室

渇しっかりと手洗い、うがいをしましょう

渇咳が出るときはきちんとマスクをしましょう

渇室内の換気を行い、適度な湿度を保ちましょう

渇なるべく人混みを避けましょう

渇十分な栄養と睡眠をとり、健康管理に努めましょう

「うつさない」・「うつらない」ために

※インフルエンザの定点あたりの報告数とは、県内の小児科、内科合わせて139の定点医療機関の１医療
機関あたりの1週間の患者数です。

※流行開始の目安とされている報告数は１、注意報レベルは10、警報レベルは30です。



町政 PickUp
12月→→ １月
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□行政

□財政

□防災

□消防

□企画

□福祉

□子育て

□介護

□保険

□健康

□議会

□窓口

□税務

□建設

□水道

□産業

□教育
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▲町民へ説明する岸町長（見高浜公民館）

河
津
町
産
業
経
済
活

性
化
連
絡
協
議
会
に
よ

る
新
年
賀
詞
交
歓
会
が

１
月
１５
日
、
伊
豆
今
井

浜
東
急
ホ
テ
ル
で
行
わ

れ
ま
し
た
。
協
議
会
を

構
成
す
る
６
団
体
と
関

係
機
関
か
ら
約
７０
人
が

出
席
し
▼
会
長
岸
重
宏

町
長
の
あ
い
さ
つ
▼
町

商
工
会
や
観
光
協
会
、

伊
豆
太
陽
農
業
協
同
組

合
な
ど
の
代
表
に
よ
る

年
頭
あ
い
さ
つ
▼
県
特

別
補
佐
官
な
ど
の
来
賓
か
ら
祝
辞

が
述
べ
ら
れ
、
地
域
活
性
に
取
り

組
む
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

岸
重
宏
町
長
は
「
今
年
は
河
津

桜
ま
つ
り
が
３０
回
目
を
迎
え
ま
す
。

工
事
が
進
む
伊
豆
縦
貫
自
動
車
道

の
一
日
も
早
い
開
通
を
要
望
し
て

い
き
ま
す
」
と
新
年
の
決
意
を
述

べ
ま
し
た
。

▲土屋優行特別補佐官

町産業団体が決意新たに
1月1�!ҏ౾ࠓҪ౦ٸϗςϧ

ま
ち
づ
く
り
事
業
を
町
民
へ
説
明

度
は
基
本
設
計
、
来
年
度
は
実
施

設
計
を
組
み
、
令
和
３
年
度
の
完

成
を
目
指
し
ま
す
。

小
学
校
統
合
準
備
委
員
会
が
令

和
元
年
７
月
に
発
足
し
、
小
学
校

統
合
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
ま
し

た
。
全
５
回
の
会
議
を
開
催
し
、

優
先
的
事
項
で
あ
る
学
校
の
「
形

態
」「
場
所
」「
時
期
」
な
ど
に
つ

い
て
協
議
を
重
ね
ま
し
た
。
委
員

会
か
ら
、
令
和
元
年
１２
月
１２

２４
日
に

鈴
木
基
教
育
長
に
提
出
さ
れ
た
答

申
は
次
の
と
お
り
。

▼
町
内
３
小
学
校
を
閉
校
し
、
新

校
舎
を
建
設
し
て
新
た
な
統
合
小

学
校
を
開
校
す
る

①
開
設
時
期

令
和
５
年
度

②
開
設
場
所

河
津
中
学
校
周
辺

当
面
の
間
は
南
小
学
校
校
舎
を
仮

校
舎
と
し
て
活
用
す
る

③
学
校
形
態

小
中
一
貫
校

町
で
は
、
１
月
か
ら
２
月
に
か

け
て
各
小
学
校
・
幼
稚
園
で
説
明

ま
ち
づ
く
り
事
業
町
民
説
明
会

が
１
月
２０
日
と

２０

２３
日
、

２０

２３

２４
日
に
町

内
３
カ
所
で
行
わ
れ
、
１
０
２
人

が
参
加
し
ま
し
た
。
岸
重
宏
町
長

ら
が
、
町
が
進
め
て
い
る
主
な
事

業
の
進し

ん

捗
状
況
を
町
民
に
説
明
し

ち
ょ
く

ま
し
た
。
説
明
会
で
は
、
▼
子
育

て
支
援
施
設
▼
町
立
３
小
学
校
統

合
▼
河
津
バ
ガ
テ
ル
公
園
再
生
事

業
（
広
報
か
わ
づ
１２
月
号
で
掲
載

済
み
）
▼
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
耐
震
対
策
に
つ
い
て
の
説
明

を
行
い
ま
し
た
。
説
明
し
た
内
容

を
抜
粋
し
て
紹
介
し
ま
す
。

子
ど
も
子
育
て
会
議
の
答
申
を

受
け
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
説
明

会
を
経
て
、
役
場
現
職
員
駐
車
場

使
用
地
に
建
設
が
決
定
し
ま
し
た
。

会
議
で
検
討
し
、
具
体
的
な
建

物
の
概
要
が
決
ま
り
ま
し
た
。
施

設
に
は
、
子
育
て
サ
ロ
ン
、
一
時

預
か
り
事
業
、フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
を
設
け
ま
す
。
今
年

会
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え

て
町
の
方
針
を
決
定
し
ま
す
。

町
で
は
、
商
工
会
館
１
階
と
、

２
階
、
３
階
に
あ
る
町
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
耐
震
化
事
業
を

町
商
工
会
と
協
定
を
結
び
共
同
で

進
め
て
い
ま
す
。
今
年
度
に
耐
震

性
や
耐
浪
性
の
調
査
検
討
、
実
施

設
計
を
行
い
ま
す
。
令
和
２
年
度

中
の
完
成
を
目
指
し
ま
す
。

商
工
会
館
や
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
は
年
間
約
５
５
０
０
人

と
多
く
の
町
民
が
使
用
し
て
い
る

た
め
、
耐
震
工
事
に
よ
り
さ
ら
に

町
民
の
安
全
安
心
が
確
保
で
き
る

も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

施
設
は
、
調
査
結
果
に
よ
り
ま

す
が
、
津
波
に
対
す
る
指
定
避
難

所
と
し
て
の
活
用
も
検
討
し
ま
す
。

完
成
後
は
、
地
震
や
河
川
氾
濫
な

ど
で
公
共
交
通
機
関
が
使
え
な
く

な
っ
た
場
合
の
観
光
客
の
緊
急
避

難
先
と
し
て
、
ま
た
地
域
住
民
の

一
時
避
難
施
設
と
し
て
機
能
を
発

揮
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
て
い
ま
す
。

町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

耐
震
化
で
安
全
な
施
設
へ

子
育
て
支
援
施
設

施
設
の
概
要
が
決
ま
る

小
学
校
統
合
準
備
委
員
会
が

答
申
書
を
提
出
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1_家族、友達、仲間と一緒にスタート（5キロコース）
2_トリムコースを疾走する参加者
3_完走して笑顔でゴール
4_走り終えた人に振る舞われた温かいおしるこを味わう

４４
回
元
旦
マ
ラ
ソ
ン
大
会

（
町
教
育
委
員
会
主
催
）

が
１
月
１
日
、
河
津
中
学
校
グ
ラ

ウ
ン
ド
を
発
着
点
と
す
る
周
回
コ
ー

ス
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
約

３
２
０
人
が
参
加
し
、
新
年
の
走

り
初
め
を
行
い
ま
し
た
。

幼
児
か
ら
大
人
ま
で
の
幅
広
い

世
代
の
参
加
者
が
、
河
津
中
グ
ラ

ウ
ン
ド
か
ら
河
津
川
沿
い
を
海
へ

向
か
い
ス
タ
ー
ト
し
、
町
立
文
化

の
家
前
を
通
る
２
キ
ロ
コ
ー
ス
、

役
場
前
を
通
る
３
キ
ロ
コ
ー
ス
、

沢
田
ま
で
の
往
復
を
走
る
５
キ
ロ

コ
ー
ス
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
力
に

合
っ
た
コ
ー
ス
に
分
か
れ
、
走
り

初
め
を
行
い
ま
し
た
。

親
子
連
れ
や
家
族
で
の
参
加
者

も
多
く
、
親
子
で
手
を
つ
な
ぎ
一

緒
に
ゴ
ー
ル
す
る
姿
も
見
ら
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
所
属
し
て
い
る
ク

ラ
ブ
チ
ー
ム
で
の
参
加
も
見
ら
れ
、

元
気
の
よ
い
新
年
の
あ
い
さ
つ
も

聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
参
加
者
に

は
完
走
証
と
記
念
の
干
支
タ
オ
ル

が
配
ら
れ
、
温
か
い
お
し
る
こ
も

振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。

新
た
な
１
年
を
健
康
で
明
る
く

過
ご
せ
る
よ
う
願
い
を
込
め
、
元

旦
マ
ラ
ソ
ン
を
完
走
し
新
年
を
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

第

3344

1122

NEW YEAR MARATHON 2020

晴天のもと320人が走り初め！
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「伊豆の踊子」読書感想文コンクール

▲表彰された鈴木さん

名作への思いに耳を傾ける

▼
中
学
生
部
門

最
優
秀
賞

高
橋
杏
奈
さ
ん
（
下
田
中
3
年
）

優
秀
賞

山
下
心
暖
さ
ん
（
中
伊
豆
中
３
年
）

▼
高
校
生
部
門

最
優
秀
賞

鈴
木
優
香
さ
ん
（
稲
取
高
３
年
）

▼
一
般
部
門

最
優
秀
賞

森
本
幸
平
さ
ん
（
下
田
市
）

優
秀
賞

高
岡
明
子
さ
ん
（
下
田
市
）

▲感想文を朗読する森本さん

「
伊
豆
の
踊
子
」読
書
感
想
文
コ

ン
ク
ー
ル
（
教
育
委
員
会
主
催
）

の
表
彰
式
が
１２
月
１
日
、
伊
豆
の

踊
子
文
学
祭
（
湯
ヶ
野
観
光
協
議

会
主
催
）
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、
最
優
秀
賞

３
人
、
優
秀
賞
２
人
が
表
彰
さ
れ

ま
し
た
。
当
日
は
、
小
説
の
一
節

が
刻
ま
れ
た
伊
豆
の
踊
子
文
学
碑

の
前
で
、
受
賞
者
に
よ
る
感
想
文

の
朗
読
が
行
わ
れ
、
参
列
者
は
名

作
に
対
す
る
思
い
に
耳
を
傾
け
て

い
ま
し
た
。

川
端
康
成
の
惹
か
れ
た
伊
豆

～
悲
し
き
こ
と
を
楽
し
く
～

一
般
部
門

最
優
秀
賞

森
本
幸
平
さ
ん

を
作
品
自
体
の
中
に
探
っ
て
い
く

こ
と
と
す
る
。

一
、
美
し
い
表
現
に
よ
る
巧
み
な

情
景
描
写

伊
豆
に
住
む
者
と
し
て
は
嬉
し

い
表
現
が
随
所
に
あ
る
。
い
ず
れ

も
伊
豆
が
人
の
心
を
和
ら
げ
明
る

く
し
て
く
れ
る
場
所
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

ニ
、
青
春
の
と
き
め
く
心
情
を
描

く
豊
か
な
表
現

「
私
」
の
踊
子
に
寄
せ
る
純
情

な
思
い
が
自
然
な
タ
ッ
チ
で
描
か

れ
て
い
る
。

三
、
自
己
肯
定
を
導
く
伊
豆
の
旅

自
己
否
定
ば
か
り
し
て
い
た
自
分

が
自
身
を
肯
定
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。

時
代
性
を
越
え
た
人
間
と
し
て

の
優
し
さ
や
心
の
美
し
さ
が
、「
伊

豆
の
踊
子
」
に
は
あ
る
。（
抜
粋
）

伊
豆
は
、
古
く
か
ら
多
く
の
詩

歌
や
随
筆
、
小
説
な
ど
に
描
か
れ

て
き
た
。

そ
の
中
で
も
、
大
正
十
五
年
に

「
文
芸
時
代
」
に
発
表
さ
れ
た
川

端
の
『
伊
豆
の
踊
子
』
は
格
別
で

あ
る
。

川
端
は「
文
学
的
自
叙
伝
」に
、

「
自
作
を
解
説
す
る
こ
と
は
、
所

詮
自
作
の
生
命
を
局
限
す
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
作
家
自
ら
は
知
ら
ぬ

作
品
の
生
き
も
の
の
所
以
を
、
縛

り
殺
す
の
が
惜
し
ま
れ
る
の
で
あ

る
。
作
家
自
身
に
と
っ
て
も
、
作

品
は
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
よ
う
に
謎

で
あ
る
。」
と
記
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
作
品
の
魅
力
「
美
し
さ
」

フラワーアーティストとして活

躍する後藤清也さんを講師に迎え

たフラワーアレンジメント講座が

12月5日から26日まで開催されま

した。

昨年度に続き2回目となる今回

の講座では、クリスマスとお正月

をテーマに4種の作品を作りまし

た。受講者は、植物の知識を学び

ながら、思い思いの作品を作りま

した。

▲リースを作る参加者

生涯学習講座さくらアカデミー
フラワーアレンジメント講座

第20回市町対抗駅伝競走大会が

11月30日に静岡市で開催され、

河津町派遣選手団は町の部7位、

人口1万人未満市町の部第1位のふ

るさと賞を3年連続で受賞するこ

とができました。

大会後に行われる1,500mトラッ

ク競技には、小学生男女2人も参

加し、力いっぱい走りました。皆

さん、応援ありがとうございまし

た。

▲河津町派遣選手団

県市町対抗駅伝競走大会
応援ありがとうございました
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◆今月の納税◆
後期高齢者医療保険料7期、介護保険料6期

3月2日（月）が納期です。

問 健康福祉課 緯34－1937

ごみの減量にご協力を
平成30～令和元年度にエコクリーン

センター東河の大規模改修工事を実施

しています。この間、通常2炉の焼却

を1炉ずつの交代運転としますので、

ごみの減量にご協力をお願いします。

【ごみの量実績】

【ごみの分類誤りが増えています】

ペットボトルや雑がみなど再利用で

きる資源ごみを燃やすごみで出してし

まうと、それらを仕分けることはでき

ません。燃えないごみで出しても、発

火する乾電池など違う分類のごみが混

入していると火災事故や故障の原因に

なります。

ごみの出し方に困ったときは「ごみ

の出し方便利帳」や町のホームページ

で再確認をお願いします。

問町民生活課窓口係 緯34－1932

前年比令和元年12月平成30年12月

＋34トン338トン304トン

関東森林管理局では「国有林モニター」

を募集します。モニターの皆さんには、

定期的に広報紙などを送り、アンケー

トへの回答や現地視察への出席などを

お願いします。

募 集 令和2年4月から2年間

70人程度

締 切 2月25日(火)まで

詳細は関東森林管理局ホームページ

でご覧ください。

問関東森林管理局

緯027－210－1150

国有林モニターの募集

河津桜守人サポーター募集
町では、河津桜の育成管理を行って

いくうえで桜守人の活動をサポートし

てもらうため『河津桜守人サポーター』

を募集しています。

河津町の財産である河津桜を守り育

てていく主旨に賛同し協力いただける

個人や団体の皆さんのご応募をお待ち

しています。

内 容 河津桜の桜育成管理（剪定、

ナンバープレート管理、消毒

および施肥など）

活 動 河津川堤防沿い桜並木

（浜橋から大堰まで）

河津駅周辺伊豆急沿線桜並木

期 間 通年 月に1回程度の作業

応 募 氏名、住所、連絡先（団体の

場合は、代表者、連絡先、会員名簿）

を役場産業振興課に電話またはFAXで

お知らせください。

問産業振興課観光商工振興係

緯34－1946・胃34－1404

県労働者社会福祉協議会などの主催

で「第70回静岡県勤労者総合美術展」

を開催します。県内で働く人ならどな

たでも出品できます。（出品部門で指導

的立場の人を除く）

募集作品 絵画・書・写真・手工芸・

コンピューターグラフィック

など

応募期間 2月25日(火)～3月13日(金)

作品受付 3月27日(金)までに、労働

金庫本・支店、こくみん共

済coop(全労済)静岡推進本

部・各共済ショップ、県労

働者福祉協議会へ

展示会場 グランシップ

展示ギャラリー

展示期間 ４月8日(水)～4月12日(日)

※応募方法など詳しくはお問い合わせ

ください。

応募作品はすべて展示します。

問(一社)静岡県労働者福祉協議会

緯054－221－6241

勤労者美術展作品募集

河津桜守人サポーターのナンバープレート管理

密輸防止には皆さんからの情報が大

きな力になります。「不審な漂流物・漂

着物」や「あやしい言動をする不審者」

などを目にした場合は、税関密輸情報

窓口にご連絡ください。

税関密輸ダイヤル（24時間受付）

フリーダイヤル 緯0120－461－961

税関密輸情報提供サイト

http://www.customs.go.jp/mizugiwa

/mitsuyu/mitsuyu-dial.htm

問清水税関支署 下田監視署

緯22－0257

密輸情報提供にご協力を

多くの子どもがスマートフォンを持

ち、SNS（ライン、インスタグラムな

ど）を利用していますが、使用方法を

子どもの判断に任せていると、思わぬ

トラブルに発展する場合があります。

トラブルから子どもを守るために、家

庭でのルールを決めましょう。

問下田警察署管内防犯協会

緯27－2766

スマホの利用に注意

農業用ハウスなどの暖房用の燃料に

灯油などを使用する場合、貯蔵・取り

扱い量によっては消防署への届出、市

町長の許可、漏れの対策などが必要に

なります。下田消防署管内で危険物漏

洩事故が発生していますので、流出止

め（防油堤）の設置やタンクの固定、

標識・掲示板の設置をしてください。

火災予防条例に基づく届出が必要な量

灯油・軽油 200渥以上1,000渥未満

重油 400渥以上2,000渥未満

消防法に基づく市町村長の許可が

必要な量

灯油・軽油 1,000渥以上

重油 2,000渥以上

無届、無許可の場合、重大な違反と

なりますのでご注意ください。

問下田消防本部予防課危険物係

緯22－1849

農業用暖房燃料に注意

国民健康保険税10期、固定資産税4期

3月2日（月）が納期です。

問 町民生活課 緯34－1928
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（12月1日～31日届出）

※このコーナーに掲載を望まない場合

は、お申し出ください。

（1月1日現在）

(－2)前月比人7,189人 口

人3,482（男）

人3,707（女）

（＋3）前月比世帯3,340世帯数

人口と世帯

相 談

戸籍だより

ひとの動き

お知らせ

暮らしの情報
で

広報かわづ配信中！

身近なこと生活相談へ

人権・行政相談

介護・法律相談

介護・認知症介護相談

日本年金機構出張相談

日時・場所

2月19日（水） 介護相談 10時～12時

法律相談 13時～15時

保健福祉センター 相談室2

法律相談は事前に予約をしてください。

問社会福祉協議会 緯34－1286

介護相談

2月15日（土）、3月7日（土）

10時～15時

サンシニア河津 相談室

問サンシニア河津 緯32－3203

認知症介護相談

2月22日（土） 13時～15時

問サンシニア河津 みねの家

緯32－1158

三島年金事務所の職員が年金制度に

ついての質問や年金の請求、各種書類

の提出などを受け付けます。

日時・場所

2月21日（金） 東伊豆町役場（要予約）

3月6日（金） 下田市役所（要予約）

9時30分～11時30分、13時～14時

電話予約をしてください。

問東伊豆町役場健康づくり課

緯0557－95－6304

下田市役所市民保健課

緯22－3922

賀茂健康福祉センターでは、ゲート

キーパー研修会を開催します。

ゲートキーパーとは、身近な人の自

殺の危険を示すサインに気づき、適切

な支援につなげる人のことです。

日 時 3月6日（金）

13時30分～15時45分

場 所 下田総合庁舎 2階第3会議室

対 象 関心のある人はどなたでも

内 容 ゲートキーパー研修会

（ゲートキーパーとは・自殺

の現状・声のかけ方）

災害時の応急処置

申 込 3月5日（木）までに電話申込

問・申込先 賀茂健康福祉センター

緯24－2056

ゲートキーパー研修会

日時・場所

3月4日（水） 10時～15時

保健福祉センター ふれあいホール

問町民生活課窓口係 緯34－1932

日時・場所

2月19日（水） 10時～15時

保健福祉センター ボランティア団体室

3月4日（水） 10時～15時

保健福祉センター ふれあいホール

問社会福祉協議会 緯34－1286

清水税関支署下田監視署は、下田海

上保安部や下田警察署とともに河津桜

まつり期間に会場で街頭キャンペーン

を行います。税関マスコットキャラク

ター「カスタム君」も参加しますので、

ぜひ来て下さい。

日 時 2月26日（水）

13時30分から30分程度

場 所 河津桜まつり会場

（笹原公園）

問清水税関支署 下田監視署

緯22－0257

税関街頭キャンペーン
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ਓ
栽培している食用バラ

食
用
バ
ラ
が
町
の
魅
力
に
な
れ
ば

「
印
刷
で
き
た
と
き
は
、『
私
た

ち
の
手
で
で
き
る
な
ん
て
』と
思
っ

た
」
と
話
す
わ
ら
し
べ
会
の
皆
さ

ん
。
自
分
た
ち
で
作
っ
た
絵
本
を

目
の
前
に
す
る
と
思
い
出
話
が
た

く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
子
育
て

を
し
な
が
ら
の
絵
本
作
り
、
大
変

だ
っ
た
は
ず
で
す
が
「
あ
の
頃
の

私
た
ち
に
は
で
き
た
」
と
当
時
を

思
い
出
し
て
は
笑
顔
で
話
し
て
い

る
の
が
印
象
的
で
し
た
。
題
材
の

お
話
は
私
の
知
ら
な
い
も
の
ば
か

り
で
面
白
か
っ
た
で
す
。

普
及
版
を
皆
さ
ん
が
読
み
、ず
っ

と
読
み
継
が
れ
て
ほ
し
い
絵
本
だ

な
と
思
い
ま
し
た
。

（
Ｓ
）

姉妹都市長野県白馬村通信

スキー場シーズン到来

『
伊
豆
ば
ら
園
』の
オ
ー
ナ
ー
後
藤
治

也
さ
ん
は
、
５
年
前
か
ら
食
用
バ
ラ
の

研
究
を
は
じ
め
、
今
年
、
バ
ラ
ジ
ャ
ム

を
製
品
化
さ
せ
る
。
昨
年
の
秋
の
台
風

で
、
研
究
を
行
っ
て
い
た
ハ
ウ
ス
が
一

部
飛
ば
さ
れ
、
栽
培
は
振
り
出
し
に
戻

る
状
態
に
な
っ
た
が
、
そ
ん
な
困
難
に

も
負
け
ず
、
よ
う
や
く
完
成
に
こ
ぎ
つ

け
た
と
い
う
。「
花
を
観
賞
す
る
だ
け
で

な
く
、
色
や
香
り
を
食
べ
て
楽
し
み
、

暮
ら
し
の
中
で
も
バ
ラ
を
も
っ
と
感
じ

て
も
ら
え
た
ら
」
と
語
る
。

河
津
町
に
お
け
る
バ
ラ
生
産
の
歴
史

は
長
く
、
先
代
の
後
藤
利
雄
さ
ん
が
仲

間
た
ち
と
始
め
た
の
は
６０
年
以
上
も
前

の
こ
と
だ
そ
う
だ
。
バ
ラ
部
会
も
設
立

さ
れ
、
現
在
の
〝
花
の
町
河
津
〟
の
礎

に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。
後
藤
さ
ん
の

食
用
バ
ラ
の
開
発
研
究
も
、
河
津
バ
ガ

テ
ル
公
園
と
共
同
研
究
を
重
ね
今
回
の

成
功
に
至
っ
て
い
る
。「
食
用
バ
ラ
の
企

画
が
、町
を
挙
げ
て
の
魅
力
に
な
れ
ば
」

と
後
藤
さ
ん
は
語
っ
て
く
れ
た
。

全
国
的
に
エ
デ
ィ
ブ
ル
フ
ラ
ワ
ー（
食

用
花
）の
注
目
度
は
高
ま
っ
て
い
る
が
、

バ
ラ
は
ま
だ
珍
し
い
種
類
に
分
類
さ
れ

る
。
中
で
も
後
藤
さ
ん
は
ド
フ
ト
ボ
ル

ケ
と
い
う
ド
イ
ツ
の
バ
ラ
に
着
目
し
た
。

香
り
が
強
く
、
ジ
ャ
ム
に
し
た
と
き
に

バ
ラ
ら
し
い
美
し
い
色
を
出
す
。

バ
ラ
ジ
ャ
ム
は
今
春
の
販
売
開
始
を

目
指
し
て
い
る
。
河
津
町
の
名
産
が
、

ま
た
一
つ
誕
生
す
る
の
を
楽
し
み
に
し

た
い
。【
取
材
】輿
水

恵
子
さ
ん（
民
間
広
報
協
力
員
）

八方尾根スキー場

です。トップシーズンに入り、日本全国・世界各国からのお客さまをお迎

えしている白馬村ですが、さらなる降雪により、余すところなく白馬村の

魅力が伝わればと思います。

12月29日（日）、晴天

で風のない穏やかな天

気予報となっていたた

め、八方尾根スキー場

の最上部からは、多く

の登山者・バックカン

トリー目的の人が入山

していました。写真は、

第二ケルン手前から山

頂方面を撮影したもの

後藤 治也さん
ごとう はるや
沢田 60歳

伊豆ばら園 オーナー

学生時代からずっと花に携わり、平成4
年から『伊豆ばら園』のオーナーとして
バラの栽培などを行っている。食用バラ
は、200坪のビニールハウスで約1,000
株を試験栽培している。


