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「とうきょうスカイツリー駅」誕生

MINTETSU
NEWS

東武鉄道株式会社では、2012 年５月 22 日（火）の東京スカイツリータウンのグランドオープンに向けて、
３月 17 日 ( 土 ) に伊勢崎線・日光線のダイヤ改正を行った。

このダイヤ改正に伴い、伊勢崎線に路線愛称「東武スカイツリーライン」を導入、
「業平橋駅」を「とうきょうスカイツリー駅」に改称し、スペーシアほか特急列車が停車する。

現在、リニューアルを進めている「とうきょうスカイツリー駅」は、
東京スカイツリータウン開業に先立ち、4月 20 日（金）にリニューアルオープンする。

また、「押上駅」（東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営浅草線）には、
新たに副駅名「スカイツリー前」を導入し、東京スカイツリータウンの最寄り駅の一つであることを案内する。

とうきょうスカイツリー駅（イメージ）

Ⓡ
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◎日本民営鉄道協会とは？
昭和 42 年に社団法人として設立され、72社の民営鉄道会社で組織されています。
輸送力の増強と安全輸送の確保を促進し、鉄道事業の健全な発達を図り、もって国民経
済の発展に寄与することを目的とした活動を行っております。
なお、JR 各社や公営地下鉄などは加入しておりません。
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伊
豆
急
行
株
式
会
社 

取
締
役
社
長

福
島
泰
彦

Y
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取
材
・
文
◉
茶
木　

環
／
写
真
◉
織
本
知
之

昭
和
36
年
12
月
10
日
、

伊
豆
の
住
民
に
と
っ
て
長
い
間
の
念
願
だ
っ
た
鉄
道
が
開
業
し
た
。

伊
東

－

伊
豆
急
下
田
間
の
45
・
７
㎞
。

〝
第
二
の
黒
船
の
到
来
〞
と
も
称
え
ら
れ
た
伊
豆
急
行
線
は
、
以
来
、

伊
豆
観
光
の
旅
客
輸
送
を
一
手
に
担
い
、
走
り
続
け
て
い
る
。

し
か
し
長
引
く
国
内
観
光
の
停
滞
を
受
け
て
、

首
都
圏
至
近
の
屈
指
の
リ
ゾ
ー
ト
地
・
伊
豆
も
、
近
年
は
厳
し
い
局
面
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
。

い
ま
、
鉄
道
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
―
―

開
業
50
周
年
を
迎
え
た
伊
豆
急
行
が
始
め
た
の
は
、

地
域
と
連
携
し
た
観
光
資
源
の
掘
り
起
こ
し
だ
。

伊
豆
の
新
た
な
観
光
需
要
喚
起
を
目
指
し
、
次
の
半
世
紀
を
走
り
始
め
て
い
る
。

伊
豆
急
行
株
式
会
社
の
福
島
泰
彦
取
締
役
社
長
に
お
話
を
伺
っ
た
。

特集：動き始めた伊豆観光振興
［伊豆急行と沿線地域の新たな取り組み］
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伊豆急下田駅に停車する「アルファ・リゾート 21」
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首
都
圏
リ
ゾ
ー
ト
と
し
て
発
展

―
―
伊
豆
急
行
の
開
業
時
に
つ
い
て
、
お
話

を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。

福
島　

伊
豆
の
住
民
に
と
っ
て
鉄
道
敷
設

は
、
明
治
の
頃
か
ら
の
長
年
の
悲
願
で
し
た
。

伊
豆
急
行
が
開
業
し
た
昭
和
30
年
代
は
、
高

速
道
路
も
航
空
路
線
も
十
分
に
整
備
さ
れ
て

お
ら
ず
、
自
家
用
車
も
高
根
の
花
の
時
代
で

す
。
伊
豆
半
島
は
昭
和
30
年
に
国
立
公
園
に

編
入
さ
れ
、
観
光
客
が
増
え
て
い
ま
し
た

が
、
当
時
は
道
路
も
未
整
備
で
、
劣
悪
な
交

通
事
情
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
状
況
に

あ
っ
て
、
下
田
の
人
々
は
鉄
道
の
建
設
を

〝
第
二
の
黒
船
の
到
来
〟
と
称
し
、
町
民
一
丸

と
な
っ
て
実
現
を
目
指
し
た
と
聞
い
て
い
ま

す
。
伊
豆
急
行
の
開
業
が
い
か
に
待
ち
望
ま

れ
た
も
の
だ
っ
た
か
、
お
分
か
り
い
た
だ
け

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

伊
豆
急
行
の
開
業
と
と
も
に
、
伊
豆
半
島

の
東
海
岸
は
、
首
都
圏
至
近
の
温
泉
や
海
水

浴
が
楽
し
め
る
観
光
地
と
し
て
人
気
を
博
し

て
い
き
ま
し
た
。
都
心
か
ら
3
時
間
で
行
け

る
〝
首
都
圏
リ
ゾ
ー
ト
〟
と
し
て
、
そ
の
ポ

ジ
シ
ョ
ン
を
確
立
し
て
き
た
の
で
す
。

―
―
ま
さ
に
、
鉄
道
あ
っ
て
の
観
光
地
・
伊

豆
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
の
で
す
ね
。

福
島　

そ
れ
ま
で
小
規
模
な
温
泉
街
だ
っ
た

沿
線
は
観
光
地
と
し
て
発
展
し
、
リ
ゾ
ー
ト

輸
送
の
担
い
手
と
し
て
、
当
社
も
さ
ま
ざ
ま

な
誘
客
努
力
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
開
業
当

初
か
ら
国
鉄
と
直
通
運
転
を
開
始
し
て
高
い

利
便
性
を
維
持
し
、
昭
和
61
年
に
は
〝
乗
っ

て
楽
し
い
車
両
〟
を
目
指
し
て
開
発
し
た

「
リ
ゾ
ー
ト
21
」
が
鉄
道
友
の
会
ブ
ル
ー
リ

ボ
ン
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昭
和

46
年
に
は
須
崎
御
用
邸
が
完
成
し
ま
し
た
。

民
鉄
業
界
で
お
召
し
列
車
を
運
転
す
る
の
は

非
常
に
珍
し
い
の
で
す
が
、
伊
豆
急
行
線
の

お
召
し
列
車
、
ご
乗
用
列
車
の
運
転
は
、
こ

れ
ま
で
に
１
１
５
回
を
数
え
て
い
ま
す
。
そ

の
他
に
も
、
民
鉄
初
の
東
京
駅
の
乗
り
入
れ

や
戦
後
初
の
女
性
電
車
運
転
士
の
誕
生
な

ど
、
鉄
道
業
界
の
中
で
存
在
感
を
示
す
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
を
積
極
的
に
続
け
て
き
ま

し
た
。
こ
う
し
た
努
力
が
実
り
、
平
成
３
年

に
は
年
間
輸
送
人
員
１
０
０
１
万
人
を
突
破

し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
伊
豆
急
行
の
利
用
客
は
定
期
外

利
用
が
そ
の
７
割
以
上
を
占
め
て
お
り
、
観

光
客
の
増
減
は
社
会
情
勢
に
大
き
く
左
右
さ

れ
ま
す
。
長
引
く
景
気
の
低
迷
や
観
光
ス
タ

イ
ル
の
変
化
で
、
伊
豆
を
訪
れ
る
観
光
客
は

年
々
減
少
を
続
け
て
い
ま
す
。
当
社
の
現
在

の
年
間
輸
送
人
員
も
、
ピ
ー
ク
時
の
約
半
分

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

―
―
観
光
地
と
し
て
の
伊
豆
の
現
状
を
ど
の

よ
う
に
ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

福
島　

伊
豆
は
〝
海
〟
と
〝
温
泉
〟
と
い
う

大
き
な
観
光
資
源
に
恵
ま
れ
、
そ
の
二
つ
を

軸
に
置
い
た
観
光
施
策
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
当
社
も
含
め
、
伊
豆
は
長
い
間
、
そ

れ
に
頼
り
過
ぎ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

新
幹
線
や
高
速
道
路
の
発
達
は
時
間
距
離

を
縮
め
、
海
外
旅
行
も
以
前
と
は
比
べ
も
の

に
な
ら
な
い
ほ
ど
安
価
に
な
り
ま
し
た
。
時

間
的
に
も
価
格
的
に
も
、
旅
先
で
の
楽
し
み

方
も
、
選
択
肢
が
こ
れ
だ
け
増
え
た
中
で

は
、
首
都
圏
に
近
く
温
泉
や
海
水
浴
が
楽
し

め
る
観
光
地
・
伊
豆
の
優
位
性
は
、
過
去
の

も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
の
伊
豆
は
〝
旅
館
も
温
泉
も
食
べ
物

も
、
と
り
あ
え
ず
何
で
も
あ
る
〟
無
難
な
存

在
で
す
。
伊
豆
な
ら
で
は
の
も
の
、
伊
豆
な

ら
で
は
の
魅
力
に
欠
け
る
、
刺
激
や
面
白
み

の
な
い
観
光
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
は
、
伊
豆
が
魅
力
的
な
観
光
地
に
な
る

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
私
は
こ
の
場

所
、
伊
豆
で
し
か
〝
見
ら
れ
な
い
〟〝
味
わ

え
な
い
〟〝
体
験
で
き
な
い
〟
も
の
を
打
ち

出
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
伊
豆
な
ら
で
は
の
歴
史
的
遺
産
や
文

化
、
景
観
、
こ
の
地
域
な
ら
で
は
の
食
文
化

を
掘
り
起
こ
し
、
ア
ピ
ー
ル
し
て
観
光
客
を

誘
致
し
て
い
く
。
既
存
の
資
源
や
歴
史
・
文

化
を
見
直
し
、
現
在
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て

整
備
し
て
い
く
こ
と
が
、
伊
豆
の
活
性
化
に

つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

新
た
な
魅
力
を
掘
り
起
こ
す

―
―
平
成
23
年
12
月
10
日
に
は
開
業
50
周
年

を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
新
た
な
半
世
紀
へ
、

歩
み
を
進
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

福
島　

こ
れ
ま
で
の
50
年
の
歴
史
を
振
り

返
っ
て
み
ま
す
と
、
昭
和
48
年
の
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
や
平
成
に
入
っ
て
か
ら
の
バ
ブ
ル

崩
壊
で
業
績
が
大
き
く
落
ち
込
ん
だ
り
、
昭

和
53
年
の
伊
豆
大
島
近
海
地
震
や
平
成
元
年

の
伊
豆
半
島
東
方
沖
群
発
地
震
、
台
風
な
ど

の
自
然
災
害
で
不
通
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な

ど
、
苦
難
を
強
い
ら
れ
た
時
期
も
あ
り
ま
し

た
。
け
れ
ど
も
そ
の
度
に
、
伊
豆
急
行
は
社

員
の
努
力
と
親
会
社
の
東
急
電
鉄
の
力
を
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
困
難
な
状
況
を
克
服
し
て

き
ま
し
た
。
成
長
も
困
難
も
あ
っ
た
50
年
を

終
え
て
、
次
の
50
年
を
ど
う
し
て
い
く
の

か
。
今
年
が
そ
れ
を
考
え
る
年
だ
と
社
員
に

話
し
て
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
発
生
で
、
記
念
イ
ベ
ン

ト
は
い
く
つ
か
中
止
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
開
業
50
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、

伊
豆
急
行
線
が
開
業
し
て
か
ら
の
約
40
年

特集：動き始めた伊豆観光振興
［伊豆急行と沿線地域の新たな取り組み］
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1伊豆高原駅 2伊豆稲取駅前に設置されてい
る「築城石」 3下田市内にある「仏谷の十六羅漢
三十三観音」 4伊豆高原駅やまもホールに展示さ
れた「太鼓台」 5下田太鼓の演奏風景
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間
、
普
通
列
車
で
運
行
し
て
い
た
１
０
０
系

電
車
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
１
０
０
系

は
平
成
14
年
に
全
車
が
引
退
し
て
い
ま
す

が
、
残
っ
て
い
た
最
後
の
1
両
を
分
解
修
理

し
て
、
車
体
を
一
か
ら
整
備
し
直
し
再
生
し

ま
し
た
。
１
０
０
系
の
ハ
ワ
イ
ア
ン
ブ
ル
ー

の
ボ
デ
ィ
カ
ラ
ー
は
、
長
い
間
、
お
客
さ
ま

に
愛
さ
れ
た
伊
豆
急
を
象
徴
す
る
色
で
し

た
。
２
１
０
０
系
３
次
車
も
こ
の
伝
統
の
ハ

ワ
イ
ア
ン
ブ
ル
ー
塗
装
に
変
更
し
、「
リ
ゾ
ー

ト
ド
ル
フ
ィ
ン
号
」
の
愛
称
で
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
い
ま
す
。

震
災
で
沈
ん
だ
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
る

ニ
ュ
ー
ス
性
の
あ
る
企
画
と
し
て
、
ま
た
新

た
な
切
り
口
で
集
客
す
る
素
材
と
し
て
発
案

し
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
１
０
０
系
や
ド
ル

フ
ィ
ン
号
の
存
在
も
、
伊
豆
な
ら
で
は
の
魅

力
、
観
光
鉄
道
が
走
る
こ
の
地
域
な
ら
で
は

の
文
化
の
一
つ
に
な
る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

―
―
50
周
年
記
念
事
業
で
は
、
下
田
太
鼓
祭

り
で
使
用
さ
れ
る
「
太
鼓
台
」
も
展
示
さ
れ

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

福
島　

下
田
太
鼓
祭
り
は
毎
年
８
月
14
・
15

日
に
行
わ
れ
る
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
歴
史

あ
る
お
祭
り
で
す
。
供ぐ

ぶ奉
道
具
や
神み

輿こ
し

な
ど

の
後
を
各
町
の
太
鼓
台
が
繰
り
出
し
、
町
内

を
く
ま
な
く
練
り
歩
く
。
中
で
も
、
各
道
具

を
連
結
し
て
ア
ー
チ
状
に
か
か
げ
る
「
太
鼓

橋
」
は
圧
巻
で
す
。
実
に
勇
壮
な
祭
り
な
の

に
、
地
元
で
は
〝
お
ら
が
祭
り
〟
に
と
ど

ま
っ
て
い
て
、
下
田
の
伝
統
文
化
と
し
て
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
下
田
長
楽

寺
の
ご
住
職
の
紹
介
で
太
鼓
台
を
お
借
り
し
、

修
復
の
上
、
伊
豆
高
原
駅
や
ま
も
プ
ラ
ザ

ホ
ー
ル
に
展
示
す
る
と
と
も
に
、
50
周
年
記

念
イ
ベ
ン
ト
で
は
実
際
に
太
鼓
演
奏
を
披
露

し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
後
は
、
都
内
や
横

浜
な
ど
で
太
鼓
演
奏
の
機
会
を
つ
く
っ
て
紹

介
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

私
ど
も
の
活
動
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

地
元
の
方
々
も
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
る
郷
土

の
文
化
で
あ
り
、
後
世
に
末
永
く
継
承
す
べ

き
遺
産
と
し
て
、
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
よ
う
で
す
。
下
田
市
の
石
井
市
長

も
、
伊
豆
急
下
田
駅
に
太
鼓
台
を
展
示
し
よ

う
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
。

―
―
伊
豆
の
長
い
歴
史
を
考
え
る
と
、
伊
豆

な
ら
で
は
の
文
化
や
歴
史
的
遺
産
は
ま
だ
ま

だ
あ
り
そ
う
で
す
。

福
島　

も
う
一
つ
、
私
ど
も
が
注
目
し
て
い

る
も
の
に
「
築
城
石
」
が
あ
り
ま
す
。　
　

江
戸
城
普
請
に
は
伊
豆
半
島
の
山
で
切
り

出
さ
れ
た
伊
豆
石
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
、
徳
川
家
康
か
ら
三
代
に
わ
た
り
、

石
材
の
採
取
と
運
搬
を
課
せ
ら
れ
た
大
名
家

や
堺
の
商
人
ら
は
、「
百
人
持
ち
の
石
」（
人

夫
１
０
０
人
で
運
搬
で
き
る
石
）
を
お
よ
そ

6
万
個
、
江
戸
へ
運
び
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

巨
大
石
は
、
江
戸
城
の
城
郭
の
一
部
に
な
っ

て
い
ま
も
現
存
し
て
い
ま
す
。

面
白
い
の
が
、
江
戸
に
運
ば
れ
る
こ
と
な

く
取
り
残
さ
れ
た
築
城
石
で
す
。
大
名
家
は

い
い
石
を
見
つ
け
る
と
、
こ
ぞ
っ
て
家
紋
を

刻
ん
で
確
保
し
て
い
た
ら
し
く
、
刻
印
が
な

さ
れ
た
石
が
、
積
み
出
し
港
で
あ
っ
た
東
伊

豆
町
の
稲
取
に
点
在
し
て
い
る
。
こ
の
歴
史

的
な
遺
物
を
ぜ
ひ
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
東
伊
豆
町
の
太
田
町
長
も

「
稲
取
の
発
展
に
な
る
」
と
、
伊
豆
高
原
駅

に
築
城
石
を
置
い
て
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
を
了
解

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
興
味
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
か
と
思

い
ま
す
が
、
伊
豆
半
島
に
は
「
横
道
三
十
三

観
音
巡
り
」「
伊
豆
八
十
八
ケ
所
霊
場
」
が



7 MINTETSU SPRING 2012

あ
り
ま
す
。
千
年
近
い
樹
齢
の
古
木
や
苔こ

け

む

し
た
石
仏
像
な
ど
が
、
確
か
な
歴
史
を
物

語
っ
て
い
る
。
私
も
ま
だ
ま
だ
勉
強
中
な
の

で
す
が
、
点
在
す
る
石
仏
や
築
城
石
な
ど
、

伊
豆
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
歩
く
―
―
そ
ん
な

伊
豆
の
楽
し
み
方
を
提
案
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
当
社
沿
線
に
は
国
の
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
た
大
室
山
や
城
ヶ
崎
海
岸

な
ど
風
光
明め

い
び媚
な
名
所
も
多
く
、「
伊
豆
半

島
ジ
オ
パ
ー
ク
構
想
」
も
着
々
と
進
ん
で
い

ま
す
。
伊
豆
が
持
つ
魅
力
は
非
常
に
多
面
的

だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
潜
在
的
な
観
光
資
源
が
数
多
く
あ
り
、

伊
豆
観
光
の
可
能
性
は
大
き
い
で
す
ね
。

福
島　

け
れ
ど
も
、
伊
豆
の
人
た
ち
は
情
報

発
信
が
あ
ま
り
上
手
で
は
な
い
の
で
す
ね
。

う
ち
の
社
員
も
下
手
で
す
（
笑
）。
私
は
去

年
の
７
月
に
伊
豆
急
行
の
社
長
に
就
任
し
ま

し
た
が
、「
努
力
も
せ
ず
に
『
何
と
か
な
る
』

な
ん
て
こ
と
は
通
用
し
な
い
。
自
分
た
ち
で

会
社
を
何
と
か
す
る
ん
だ
」
と
社
員
に
話
し

て
い
ま
す
。
民
間
の
一
企
業
に
で
き
る
こ
と

は
決
し
て
大
き
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
埋
も

れ
た
ま
ま
手
付
か
ず
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

伊
豆
の
魅
力
を
掘
り
起
こ
し
、
新
し
い
伊
豆

の
文
化
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

当
社
が
首
都
圏
の
お
客
さ
ま
に
発
信
し
て

い
る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
「
さ
あ
行
こ
う
！　

と
っ
て
お
き
の
伊
豆
を
探
し
に
」。
地
元
で
お

客
さ
ま
を
お
迎
え
す
る
と
き
は
「
よ
う
こ
そ　

と
っ
て
お
き
の
伊
豆
へ
」。
こ
の
「
と
っ
て
お

き
の
伊
豆
」
を
、
地
域
の
皆
さ
ま
と
整
備
し

て
い
く
つ
も
り
で
す
。

―
―
そ
う
し
た
伊
豆
の
新
た
な
観
光
振
興
を

目
的
に
、
社
内
に
沿
線
活
性
化
推
進
委
員
会

を
発
足
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
。

福
島　

え
え
。
こ
う
し
た
こ
と
に
本
腰
を
入

れ
て
取
り
組
む
た
め
に
は
、
横
断
的
な
組
織

が
必
要
と
考
え
、
昨
年
９
月
16
日
に
発
足
さ

せ
ま
し
た
。
役
職
者
だ
け
で
は
な
く
、
現
業

で
企
画
立
案
に
興
味
を
持
つ
人
材
も
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
新
た
な
視
点
、
感
覚
で
伊
豆
の

魅
力
を
探
り
、
面
白
い
企
画
商
品
や
売
り
方

を
生
み
出
し
て
く
れ
る
の
で
は
と
期
待
し
て

い
ま
す
。
将
来
的
に
は
、
行
政
や
地
元
企
業

と
の
連
携
も
視
野
に
入
れ
て
い
ま
す
。

地
域
と
と
も
に
文
化
を
創
出

―
―
今
年
の
４
月
か
ら
は
、
伊
豆
地
区
に
お

け
る
事
業
推
進
体
制
を
再
編
し
、
新
し
い
運

営
体
制
に
移
行
さ
れ
る
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

福
島　

効
率
的
な
グ
ル
ー
プ
経
営
体
制
を
構

築
す
る
た
め
、
本
年
３
月
に
伊
豆
急
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
を
設
立
し
、
４
月
以

降
、
伊
豆
急
行
の
ほ
か
、
伊
豆
急
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
や
伊
豆
急
ハ
ウ
ジ
ン
グ
、
下
田
ロ
ー

プ
ウ
ェ
イ
、
伊
豆
急
東
海
タ
ク
シ
ー
な
ど
が

傘
下
に
入
り
ま
す
。
営
業
面
で
は
、
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
が
戦
略
を
立
て
、
各
社
が
実
践

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
沿
線
活
性
化
推
進

委
員
会
も
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
直
轄
と
す

る
つ
も
り
で
す
。

―
―
地
域
と
連
携
し
、
伊
豆
の
新
た
な
観
光

需
要
の
創
造
を
目
指
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
が
、
喫
緊
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て

い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

福
島　

課
題
は
特
急
電
車
の
速
達
化
で
す

ね
。
３
月
か
ら
伊
東

－

伊
豆
急
下
田
間
の
当

社
線
内
で
約
10
分
の
短
縮
を
実
現
し
ま
し

た
。
東
京

－

伊
豆
急
下
田
間
の
所
要
時
間
は

２
時
間
50
分
。
自
家
用
車
と
競
合
す
る
に
は

ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
が
絶
対
必
要
条
件
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

お
客
さ
ま
の
目
線
に
立
っ
た
き
め
細
か
な

サ
ー
ビ
ス
も
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
小
さ
な
こ
と
で
す
が
、
海
岸
線

を
走
る
と
こ
ろ
で
は
電
車
を
少
し
ゆ
っ
く
り

走
ら
せ
る
。
特
急
10
両
分
の
屋
根
の
長
さ
が

な
い
駅
で
は
、
雨
の
日
は
お
客
さ
ま
が
濡
れ

な
い
よ
う
に
案
内
す
る
、
あ
る
い
は
傘
を
置

く
。
寒
い
季
節
は
１
車
両
一
つ
の
扉
の
開
閉

で
、
車
内
の
暖
か
さ
を
保
つ
。
そ
う
し
た
細

や
か
な
気
配
り
が
お
客
さ
ま
に
満
足
の
い
く

ご
乗
車
を
提
供
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

車
内
広
告
を
外
し
、
伊
豆

急
行
の
歴
史
資
料
や
沿
線

の
観
光
案
内
な
ど
、
車
両

ご
と
に
テ
ー
マ
を
決
め
て

さ
ま
ざ
ま
な
写
真
を
展
示

す
る
な
ど
の
工
夫
も
し
て

い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
試

み
は
、
う
れ
し
い
こ
と
に

高
い
評
価
を
い
た
だ
い
て

い
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
沿
線
に
お
住
ま

い
の
皆
さ
ま
に
ご
利
用
い

た
だ
け
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
70
歳
以
上
の

方
を
対
象
に
し
て
い
た
シ
ニ
ア
パ
ス
ポ
ー
ト

の
対
象
年
齢
を
65
歳
以
上
に
引
き
下
げ
た

り
、
特
急
も
１
回
１
０
０
円
で
利
用
で
き
る

回
数
券
を
販
売
す
る
な
ど
の
施
策
を
実
施
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

社
是
の
「
伊
豆
と
と
も
に
生
き
る
」
は
創

業
者
で
あ
る
五
島
慶
太
が
遺
し
た
言
葉
で
す
。

わ
れ
わ
れ
の
努
力
で
地
元
に
愛
さ
れ
、
観
光

客
に
愛
さ
れ
る
鉄
道
づ
く
り
を
行
っ
て
い
く
。

伊
豆
の
観
光
振
興
に
取
り
組
み
、
伊
豆
に
貢

献
し
て
い
く
こ
と
が
当
社
の
使
命
で
す
。

伊
豆
を
訪
れ
、「
よ
か
っ
た
」
と
言
っ
て
く

だ
さ
る
人
は
多
く
て
も
、「
ま
た
行
き
た
い
」

と
は
な
か
な
か
言
っ
て
い
た
だ
け
な
い
の
が
、

い
ま
の
伊
豆
で
す
。
リ
ピ
ー
タ
ー
や
積
極
的

な
伊
豆
フ
ァ
ン
が
で
き
る
よ
う
な
新
し
い
伊

豆
を
、
行
政
や
地
元
の
方
々
と
一
緒
に
創
出

し
、
お
も
て
な
し
の
精
神
が
根
付
い
た
観
光

地
・
伊
豆
を
築
き
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

特集：動き始めた伊豆観光振興
［伊豆急行と沿線地域の新たな取り組み］
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伊
豆
急
行
開
業
と
伊
豆
観
光

昭
和
36
年
12
月
９
日
、
伊
東

－

伊
豆
急
下
田

駅
間
を
祝
賀
電
車
が
走
行
し
た
。
盛
大
に
催
さ

れ
た
開
通
式
に
は
、
東
急
電
鉄
・
伊
豆
急
行
関

係
者
の
ほ
か
、
建
設
大
臣
・
運
輸
大
臣
・
静
岡

県
知
事
・
沿
線
市
町
村
首
長
等
が
出
席
。
人
気

俳
優
の
故
石
原
裕
次
郎
が
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
乗

り
付
け
、
挨
拶
し
た
と
い
う
映
画
の
よ
う
な

華
々
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
る
。
翌
10
日
に
は
、

国
鉄
と
の
相
互
直
通
運
転
が
開
通
、
営
業
運
転

が
開
始
さ
れ
た
。

鉄
道
敷
設
は
、
地
元
に
と
っ
て
長
年
の
悲
願

だ
っ
た
。
構
想
自
体
は
明
治
の
頃
か
ら
あ
り
、

明
治
22
年
に
東
海
道
本
線
が
全
通
す
る
と
、
地

元
有
志
や
政
財
界
人
に
よ
る
鉄
道
誘
致
運
動
が

幾
度
も
展
開
さ
れ
た
。
熱
海
か
ら
伊
豆
方
面
へ

向
か
う
鉄
道
と
し
て
、
大
正
11
年
、
改
正
鉄
道

敷
設
法
で
規
定
さ
れ
た
「
静
岡
県
熱
海
ヨ
リ
下

田
、
松
崎
ヲ
経
テ
大
仁
ニ
至
ル
鉄
道
」
に
沿
っ
て

着
工
さ
れ
た
の
が
現
在
の
Ｊ
Ｒ
東
日
本
・
伊
東

線
で
あ
る
。
昭
和
10
年
に
熱
海

－

網
代
間
、
13

年
に
伊
東
ま
で
開
通
。
し
か
し
、
以
南
の
建
設

は
凍
結
さ
れ
た
ま
ま
、
戦
後
を
迎
え
た
。

や
が
て
昭
和
28
年
、「
鉄
道
王
」
と
呼
ば
れ
た

東
急
電
鉄
の
五
島
慶
太
会
長
が
「
伊
豆
開
発
構

想
」
を
樹
立
、
伊
豆
の
鉄
道
敷
設
が
動
き
始
め

た
。
五
島
会
長
は
「
一
生
の
う
ち
に
自
分
の
手
で

鉄
道
を
計
画
し
、
東
急
の
全
力
、
五
島
の
全
知

を
傾
け
て
伊
豆
に
鉄
道
を
建
設
し
た
い
」
と
、

31
年
に
伊
東
下
田
電
気
鉄
道
を
立
ち
上
げ
、
鉄

道
敷
設
免
許
を
運
輸
省
（
現
・
国
土
交
通
省
）

に
申
請
す
る
。

伊
東
下
田
電
鉄
に
免
許
が
下
り
た
の
は
申
請

か
ら
3
年
後
の
34
年
だ
っ
た
。
翌
35
年
1
月
に

着
工
し
、
社
名
も
伊
豆
急
行
に
変
更
。
直
前
ま

で
続
い
て
い
た
と
い
う
海
岸
線
の
複
雑
な
地
形

で
の
難
工
事
を
無
事
2
年
で
完
了
さ
せ
、
営
業

運
転
開
始
の
日
を
迎
え
た
。

待
望
の
鉄
道
開
通
は
、
地
元
住
民
か
ら
大
い

な
る
期
待
を
も
っ
て
「
第
二
の
黒
船
」
と
呼
ば
れ

た
。
開
業
当
時
の
駅
数
は
国
鉄
の
管
轄
下
に
あ

る
伊
東
駅
を
除
く
12
駅
、
営
業
キ
ロ
45
・
７
㎞
。

国
鉄
列
車
の
乗
り
入
れ
を
前
提
と
し
て
い
た
た

め
、
準
急
停
車
駅
と
な
る
駅
は
20
ｍ
車
10
両
分

の
長
さ
の
ホ
ー
ム
を
持
ち
、
す
べ
て
の
駅
で
20
ｍ

車
10
両
編
成
の
行
き
違
い
が
で
き
る
つ
く
り
だ
。

路
線
は
、
山
が
海
岸
に
せ
り
出
し
平
地
の
少

な
い
地
域
を
走
っ
て
い
る
た
め
、
全
線
の
約
3
分

の
1
を
ト
ン
ネ
ル
が
占
め
て
い
る
が
、
ト
ン
ネ
ル

を
抜
け
る
と
眼
下
に
伊
豆
の
美
し
い
海
岸
線
が

い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
。
伊
豆
急
行
線
な
ら
で
は
の

絶
景
だ
。

伊
東

－

伊
豆
急
下
田
間
の
所
要
時
間
も
、
そ

れ
ま
で
バ
ス
で
2
時
間
20
分
だ
っ
た
の
が
1
時

間
、
東
京
か
ら
伊
豆
急
下
田
ま
で
で
も
３
時
間

昭和36年12月10日、テープカットをする五島昇初代社長と祝賀列車

伊
東
を
出
発
し
て
伊
豆
半
島
東
海
岸
の
海
岸
線
沿
い
を
走
る
。

数
珠
繋
ぎ
に
名
湯
が
連
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
気
レ
ジ
ャ
ー
ス
ポ
ッ
ト
が
点
在
す
る
。

長
い
間
、
鉄
道
不
毛
の
地
だ
っ
た
伊
東
以
南
は
、
伊
豆
急
行
開
業
と
と
も
に
、

首
都
圏
至
近
の
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
発
展
を
重
ね
て
き
た
。

伊
豆
急
行
開
業
50
年
の
歳
月
は
そ
の
ま
ま
、
伊
豆
観
光
の
歴
史
に
重
な
る
。

海
と
山
と
伊
豆
急
行
と
―
―
50
年
の
あ
ゆ
み
を
振
り
返
る
。

文
◉
茶
木　

環
／
撮
影
◉
織
本
知
之

写
真
提
供
◉
割
谷
英
雄
／
資
料
提
供
◉
伊
豆
急
行
株
式
会
社

特
集
：
動
き
始
め
た
伊
豆
観
光
振
興

﹇
伊
豆
急
行
と
沿
線
地
域
の
新
た
な
取
り
組
み
﹈

伊東

伊豆急下田

南伊東 川奈

富戸

城ヶ崎海岸

伊豆高原

伊豆大川

伊豆北川

片瀬白田

伊豆稲取

今井浜海岸
河津

稲梓

蓮台寺

伊
豆
急
行
線

伊豆熱川
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と
時
間
距
離
は
一
気
に
縮
ま
り
、
伊
豆
は
に
わ

か
に
首
都
圏
至
近
の
観
光
地
と
し
て
脚
光
を
浴

び
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
30
年
に
国
立
公
園
に
編
入
さ
れ
た
伊
豆

半
島
は
、
十
分
な
観
光
資
源
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
不
便
な
交
通
事
情
の
た
め
に
観
光
地

と
し
て
は
伸
び
悩
ん
で
い
た
。
伊
豆
急
行
の
開

業
と
と
も
に
、
伊
豆
観
光
ブ
ー
ム
が
始
ま
っ
た
。

伊
豆
の
新
し
い
楽
し
み
方
を
次
々
提
案

「
第
二
の
黒
船
」
と
称
え
ら
れ
た
そ
の
名
の
通

り
、
伊
豆
急
行
は
小
規
模
な
温
泉
街
が
点
在
す

る
伊
豆
を
、
首
都
圏
至
近
の
リ
ゾ
ー
ト
地
・
伊

豆
へ
と
変
革
し
て
い
っ
た
。

昭
和
37
年
9
月
に
は
、
蓮
台
寺
伊
豆
急
ピ
ク

ニ
カ
村
を
開
業
。
こ
れ
は
、
稲
生
沢
川
沿
い
の
約

1
万
㎡
の
敷
地
に
温
水
浴
室
や
大
食
堂
、
売
店

な
ど
を
設
置
し
、
蓮
台
寺
駅
前
に
80
台
の
ピ
ク

ニ
カ
（
キ
ャ
ン
プ
ハ
ウ
ス
）
を
揃
え
た
キ
ャ
ン
プ

場
で
、
ハ
イ
キ
ン
グ
や
磯
釣
り
、
伊
豆
遊
覧
の

キ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
脚
光
を
浴
び
た
。
ま

た
、
夏
季
に
は
、
伊
豆
稲
取

－

河
津
間
に
今
井

浜
海
水
浴
場
駅
を
臨
時
に
設
置
し
、
蓮
台
寺
に

続
い
て
今
井
浜
ピ
ク
ニ
カ
村
を
開
業
し
て
い
る
。

下
田
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
や
遊
覧
船
の

伊
豆
急
マ
リ
ン
、
ゴ
ル
フ
場
を
併
設

し
た
伊
豆
急
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
な

ど
も
、
伊
豆
急
行
線
開
業
と
同
時
期

の
開
業
だ
。

さ
ら
に
、
伊
豆
高
原
駅
を
中
心
に

約
３
６
３
万
㎡
を
造
成
し
た
別
荘
地

の
分
譲
も
、
昭
和
38
年
2
月
か
ら
開

始
さ
れ
た
。

「
伊
豆
急
行
の
沿
線
に
、
外
国
や
都

会
で
人
気
の
レ
ジ
ャ
ー
要
素
を
取
り
入
れ
、
新

し
い
休
日
の
過
ご
し
方
を
提
案
し
て
き
た
。
ピ

ク
ニ
カ
村
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ウ
ト
ド
ア
を
取
り

入
れ
た
も
の
。
伊
豆
の
観
光
を
先
導
し
よ
う
と

い
う
意
欲
に
あ
ふ
れ
て
い
た
」
と
、
経
営
企
画

部
の
割
谷
英
雄
専
任
課
長
は
、
当
時
を
説
明
す

る
。こ

の
頃
、
夏
の
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
圧
倒
的
な
人

気
を
誇
っ
て
い
た
の
が
海
水
浴
だ
。
伊
豆
急
行
で

は
「
海
の
家
」
な
ど
の
整
備
も
進
め
て
い
た
が
、

海
水
浴
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
る
と
海
岸
の
砂
浜
は

宿
泊
者
の
テ
ン
ト
で
埋
ま
り
、
そ
れ
で
も
足
り

ず
に
、
東
京
を
夜
に
出
発
し
て
伊
豆
急
下
田
駅

に
深
夜
に
到
着
、
乗
客
は
そ
の
ま
ま
車
内
で
朝

ま
で
仮
泊
で
き
る
列
車
も
用
意
し
た
と
い
う
。

「
真
夜
中
の
駅
に
お
客
さ
ま
が
１
０
０
０
人
ぐ

ら
い
、
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
」（
割
谷
専
任
課
長
）

と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
海
水
浴
の

黄
金
時
代
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
企
画
で
旅
客
誘
致
を
推
進

観
光
地
と
し
て
整
備
を
進
め
て
い
く
の
と
並

行
し
て
、
伊
豆
急
行
は
旅
客
誘
致
に
も
積
極
的

に
取
り
組
ん
だ
。
鉄
道
の
開
通
と
同
時
に
、
下

伊豆急行株式会社　経営企画部　専任課長

割谷英雄
Hideo WARIYA
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田
、
伊
東
、
東
京
・
銀
座
に
案
内
所
を
開
設
。

昭
和
41
年
に
は
、
旅
行
斡
旋
業
務
の
認
可
を
得

て
東
京
・
渋
谷
の
ほ
か
、
関
西
や
中
京
方
面
か
ら

の
誘
致
の
窓
口
を
大
阪
、
名
古
屋
に
設
置
し
た
。

最
盛
期
に
は
そ
の
数
も
10
カ
所
に
及
ぶ
。

人
々
に
い
か
に
し
て
伊
豆
に
足
を
運
ん
で
も

ら
う
か
―
―
大
命
題
を
抱
え
た
社
員
た
ち
は
、

ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
旅
客
誘

致
策
を
練
っ
て
は
実
行
に
移
し
て
い
っ
た
。

ま
ず
は
、
沿
線
の
宿
泊
施
設
と
の
連
携
だ
。

当
時
の
旅
館
な
ど
は
な
じ
み
の
客
を
対
象
と
し

て
お
り
、
宣
伝
や
営
業
活
動
を
行
う
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
。
伊
豆
急
行
は
そ
う
し
た
旅

館
に
呼
び
掛
け
る
と
と
も
に
、
釣
り
人
用
の
宿

に
一
般
観
光
客
向
け
の
民
宿
に
改
装
す
る
こ
と

を
提
案
し
た
。
こ
う
し
て
伊
豆
急
協
定
旅
館
・

民
宿
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
２
０
０
軒
を
確
保
し
、

こ
れ
ら
の
宿
泊
施
設
の
予
約
代
行
を
行
っ
た
。

昭
和
50
年
代
に
入
る
と
、
企
画
商
品
の
販
売

を
開
始
し
た
。
宿
泊
だ
け
で
は
な
く
、
観
光
と
地

元
な
ら
で
は
の
料
理
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
旅
行
プ

ラ
ン
だ
。
花
見
や
祭
り
な
ど
シ
ー
ズ
ン
限
定
の
も

の
や
、
ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
の
予
約
が
付
い
た
宿
泊
プ

ラ
ン
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
商
品
が
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
に
並
ん
だ
。
い
ま
で
は
当
た
り
前
の
よ
う

に
見
掛
け
る
女
性
専
用
プ
ラ
ン
や
熟
年
世
代
向
け

プ
ラ
ン
も
、
こ
の
頃
、
先
ん
じ
て
手
掛
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
企
画
の
核
と
な
っ
た
の
は
、
社
員

が
自
分
の
足
で
探
し
集
め
た
情
報
だ
。

「
地
元
で
は
普
通
に
存
在
す
る
も
の
で
も
、
観

光
客
は
〝
こ
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
〟
と
驚
き
、

喜
ん
で
く
れ
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
掘
り
出
し
、

宣
伝
す
る
こ
と
に
一
生
懸
命
だ
っ
た
。
そ
う
し
た

努
力
を
続
け
る
う
ち
に
、
多
く
の
旅
館
や
民
宿

も
協
力
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
割
谷

専
任
課
長
は
当
時
を
振
り
返
る
。

例
え
ば
、
伊
豆
北
川
駅
が
あ
る
北
川
温
泉
は
、

当
時
は
数
軒
し
か
宿
泊
施
設
の
な
い
目
立
た
な

い
温
泉
地
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
食
事
に
新
鮮
な

魚
料
理
を
何
種
類
も
つ
け
合
わ
せ
る
「
さ
か
な

ま
つ
り
」
を
企
画
。
こ
れ
が
人
気
を
呼
び
、
北

川
温
泉
へ
の
誘
客
に
成
功
し
て
い
る
。

ま
た
、
い
ま
で
は
伊
豆
の
名
物
と
も
言
わ
れ

て
い
る
〝
金
目
鯛
〟
の
堀
り
起
こ
し
に
も
力
を

入
れ
た
。
稲
取
に
は
、
祝
い
事
が
あ
る
と
金
目

鯛
の
煮
付
け
を
食
べ
る
風
習
が
あ
る
が
、
当
時

は
家
庭
料
理
だ
と
い
う
理
由
で
観
光
客
に
供
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
伊
豆
急
協
定

民
宿
の
一
つ
を
「
ぎ
ん
で
い
（
金
目
鯛
）
民
宿
」

と
し
て
売
り
出
す
と
た
ち
ま
ち
評
判
に
な
り
、

金
目
鯛
の
煮
付
け
は
稲
取
を
代
表
す
る
名
物
料

理
の
一
つ
と
な
っ
た
。

「
わ
れ
わ
れ
が
意
識
し
て
い
た
の
は
〝
お
客
さ

ま
は
何
の
た
め
に
伊
豆
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
〟

と
い
う
こ
と
。
伊
豆
急
の
電
車
に
乗
る
の
は
そ
の

先
に
、
降
り
た
そ
こ
に
し
か
な
い
何
か
が
あ
る

か
ら
。
そ
の
〝
何
か
〟
を
探
そ
う
と
、
食
べ
物

も
景
色
も
温
泉
も
お
土
産
も
徹
底
的
に
リ
サ
ー

チ
し
た
」
と
割
谷
専
任
課
長
は
語
る
。

昭
和
50
年
代
、
精
力
的
に
営
業
推
進
に
取
り

組
ん
だ
そ
の
背
景
に
は
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
の

大
型
不
況
や
、
伊
豆
地
方
の
群
発
地
震
や
集
中

豪
雨
な
ど
度
重
な
る
災
害
の
影
響
を
受
け
て
の

観
光
客
の
減
少
、
厳
し
い
経
営
状
況
が
あ
っ
た
。

強
い
逆
風
の
中
を
、
社
員
一
同
が
知
恵
を
絞
っ

て
走
り
抜
け
た
時
代
だ
と
も
言
え
る
。

既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
車
両
開
発

そ
う
し
た
熱
意
が
、
現
在
も
人
気
を
誇
る
車

開業を告知するポスター（上）と開通時のポスター（下）国鉄車両が停まる開業当時の伊豆急下田駅

民鉄唯一の食堂車「スコールカー」

民宿の告知ポスター

伊豆急開通記念乗車券

伊豆急下田駅（昭和 36 年 12 月 9 日）
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両
２
１
０
０
系
「
リ※

ゾ
ー
ト
21
」
を
生
み
出
す

こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
車
両

の
変
遷
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

開
業
時
に
22
両
が
新
造
さ
れ
た
１
０
０
系
は
、

国
鉄
と
の
直
通
運
転
を
前
提
に
設
計
さ
れ
て
お

り
、
国
鉄
の
急
行
電
車
に
類
似
し
た
ボ
ッ
ク
ス

シ
ー
ト
車
だ
っ
た
。
ハ
ワ
イ
ア
ン
ブ
ル
ー
と
ペ
ー

ル
ブ
ル
ー
の
２
色
使
い
で
伊
豆
の
青
い
海
を
表
現

し
て
い
る
。
１
０
０
系
車
両
は
そ
の
後
、
輸
送

力
増
強
に
伴
っ
て
昭
和
47
年
に
は
53
両
ま
で
増

加
さ
れ
た
。

ま
た
１
０
０
系
で
大
き
な
話
題
を
集
め
た
の

が
昭
和
38
年
に
登
場
し
た
、
民
鉄
と
し
て
は
初

の
食
堂
車
「
ス
コ
ー
ル
カ
ー
（
乾
杯
電
車
）」
だ
。

サ
ン
ト
リ
ー
の
寄
贈
に
よ
る
冷
暖
房
付
き
の
豪

華
な
車
両
で
、
49
年
に
改
造
さ
れ
る
ま
で
乗
客

の
人
気
を
呼
ん
だ
。

伊
豆
急
行
の
「
こ
こ
に
し
か
な
い
も
の
を
提

供
す
る
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
車
両
づ
く
り

に
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
最
も
顕
著

な
形
で
体
現
し
た
の
が
、
昭
和
60
年
7
月
に
デ

ビ
ュ
ー
し
た
リ
ゾ
ー
ト
21
だ
。

開
発
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
の
一
員
で
も
あ
っ
た

割
谷
専
任
課
長
は
、
当
時
を
振
り
返
り
、
次
の

よ
う
に
語
る
。

「〝
乗
っ
て
楽
し
い
電
車
〟
を
つ
く
る
た
め
に
専

門
家
以
外
の
12
人
で
チ
ー
ム
を
組
ん
だ
。
素
人

な
ら
で
は
の
ア
イ
デ
ア
を
出
す
と
、
車
両
メ
ー

カ
ー
に
〝
そ
ん
な
電
車
は
恥
ず
か
し
い
〟
と
ま

で
言
わ
れ
た
。
で
も
、
そ
れ
こ
そ
が
既
成
概
念

に
と
ら
わ
れ
な
い
電
車
の
誕
生
に
つ
な
が
っ
た
」

そ
れ
は
革
命
的
と
も
い
え
る
車
両
だ
っ
た
。

日
本
初
の
左
右
非
対
称
の
車
体
構
造
。
外
装
は
、

海
側
は
鮮
や
か
な
伊
豆
の
太
陽
を
象
徴
す
る
赤
、

山
側
に
は
海
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
青
の
ラ
イ
ン
が

引
か
れ
た
。
車
内
は
、
海
側
に
は
大
き
な
連
続

窓
に
向
か
っ
て
3
人
掛
け
の
シ
ー
ト
が
並
び
、

山
側
は
個
室
風
小
窓
と
１
人
掛
け
ク
ロ
ス
シ
ー

※リゾート 21：昭和 60 年から平成 5 年までの間に 1 次車から 5 次車の 8 両編成 5 本、計 40 両を製造。平成 5 年 7 月に運転を開始した 5 次車は「アルファ・リゾート 21」と
　呼ばれる。18 年に 1 次車、21 年に 2 次車が営業運転を終了した。

昭和 28 年 1.10 東京急行電鉄が伊豆開発構想を発表
昭和 31 年 ２.1  東京急行電鉄が国鉄伊東駅－下田間地方

鉄道敷設免許を申請
昭和 34 年 2.9  国鉄伊東駅－下田間地方鉄道敷設を免許

される
 4.11 伊東下田電気鉄道株式会社設立
昭和 36 年 2.20 伊豆急行株式会社に商号変更
 12.9  国鉄伊東－伊豆急下田駅に「100 系」祝

賀列車運転
 12.10  営業運転開始、国鉄との相互乗り入れ開始
昭和 37 年 7.7 今井浜海水浴場駅夏期臨時営業開始
昭和 38 年 2.11 伊豆高原分譲地販売開始
 4.27  サントリー株式会社より寄贈の「スコール

カー」営業開始
昭和 39 年 10.1 伊豆北川駅、新設営業開始
昭和 41 年 11.25 旅行斡旋業務開始
昭和 44 年 3.1 今井浜海岸駅、新設営業開始
昭和 45 年 3.17  初のお召し列車運転（伊豆急下田駅⇒国

鉄原宿駅）
昭和 47 年 3.15 城ヶ崎海岸駅、新設営業開始
昭和 48 年 6.5  100 系による伊豆急車両に初のお召し列

車運転（伊豆高原駅－伊豆急下田駅）
昭和 51 年 7.10  集中豪雨による土砂崩壊により片瀬白田

駅－伊豆稲取駅間不通
昭和 53 年 1.14  伊豆大島近海地震により伊豆稲取駅－河

津駅間不通、バス代行（6.14まで）
昭和 60 年 7.20  2100 系新型車両「リゾート21」運転開

始、女性乗客掛乗務開始
昭和 61 年 7.13  鉄道友の会より「リゾート21」ブルーリボ

ン賞受賞
昭和 63 年 4.20  「リゾート21」、民鉄電車として初の JR 東

京駅乗り入れ
 4.29  快速「リゾートライナー 21」運転開始（JR

東京駅－伊豆急下田駅間）
平成元年 6.30 伊豆半島東方沖で群発地震 
平成 3 年 9.10  集中豪雨により河津駅－伊豆急下田駅間

不通、バス代行（11.23まで）
平成 5 年 12.27  2 名の女性運転士誕生（日本初の女性電

車運転士）
平成 16 年 3.26  下田開港 150 周年を記念し「黒船電車」

運転開始
 6.26  ウォーキングイベント「第 1 回伊豆急全線

ウォーク」スタート
 10.1  東京急行電鉄の完全子会社化へ
平成 20 年 5.16  JR 南武線立川駅から特急「リゾート踊り子

号」を「黒船電車」で運転
平成 22 年 3.13  ICカードシステム（Suica）導入（簡易改

札機チャージ機）
平成 23 年 10.22  「リゾート21」3 次車が「リゾートドルフィ

ン号」にリニューアル、営業運転開始
 11.5 「100 系」復活、営業運転開始
 12.10 新制服使用開始

伊豆急行

のあゆみ
50年

「ブルーリボン賞」受賞のヘッドマークを付けた「リゾート 21」

伊豆急下田駅で開催されたブルーリボン賞授賞式
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ト
を
配
置
。
1
車
両
の
座
席
は
50
席
と
、
通
常

の
車
両
に
比
べ
て
２
割
少
な
く
、
ゆ
と
り
の
あ

る
空
間
が
広
が
る
。
デ
ッ
キ
上
部
に
は
明
か
り

取
り
の
小
さ
な
窓
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
当
初
は

「
前
例
が
な
い
」
と
反
対
さ
れ
た
と
い
う
。

先
頭
と
最
後
尾
の
車
両
は
「
眺
望
を
運
転
士

が
独
り
占
め
し
な
い
よ
う
に
」（
割
谷
専
任
課

長
）、
展
望
室
を
採
用
し
、
座
席
を
階
段
式
に
配

置
す
る
こ
と
で
１
８
０
度
の
パ
ノ
ラ
マ
が
楽
し
め

る
。
ま
さ
に
「
伊
豆
観
光
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
な
る

列
車
だ
。

こ
の
画
期
的
な
リ
ゾ
ー
ト
21
は
、
鉄
道
友
の

会
が
主
催
す
る
「
１
９
８
６
年
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン

賞
」
を
受
賞
し
た
。
同
じ
年
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た

新
幹
線
１
０
０
系
を
さ
し
お
い
て
の
受
賞
は
、

車
両
の
イ
ン
パ
ク
ト
だ
け
で
は
な
く
、
開
発
し
た

社
員
た
ち
の
志
へ
の
評
価
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

リ
ゾ
ー
ト
21
は
、
昭
和
63
年
４
月
に
「
リ

ゾ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー
21
」
と
し
て
東
京

－

伊
豆
急
下

田
間
に
運
転
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
民
鉄
車
両
初

の
東
京
駅
乗
り
入
れ
と
な
る
。

そ
の
後
、
現
在
ま
で
に
リ
ゾ
ー
ト
21
は
５
次

車
（
ア
ル
フ
ァ
・
リ
ゾ
ー
ト
21
）
ま
で
製
造
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
や
進
化

を
遂
げ
な
が
ら
も
、
や
は
り
枠
に
と
ら
わ
れ
な

い
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。　

平
成
16
年
に
下
田
開
港
１
５
０
周
年
を
記
念

し
て
、
1
次
車
の
ボ
デ
ィ
を
黒
で
塗
装
、
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
デ
ビ
ュ
ー
し
た
の
が
人
気
の
「
黒
船

電
車
」
だ
。
車
内
に
幕
末
の
歴
史
や
当
時
の
伊

豆
を
紹
介
す
る
資
料
や
図
版
が
掲
示
さ
れ
て
い

る
。
１
次
車
引
退
後
は
4
次
車
が
「
黒
船
電
車
」

を
引
き
継
ぎ
、「
下
田
龍
馬
伝
」
の
ヘ
ッ
ド
マ
ー

ク
を
先
頭
車
両
と
最
後
尾
車
両
に
掲
出
し
、
2

代
目
と
し
て
活
躍
中
だ
。

さ
ら
に
昨
年
10
月
に
は
50
周
年
記
念
事
業
の

一
環
と
し
て
、
伝
統
の
ハ
ワ
イ
ア
ン
ブ
ル
ー
に
塗

装
し
た
3
次
車
が
「
リ
ゾ
ー
ト
ド
ル
フ
ィ
ン
号
」

の
愛
称
で
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
デ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
。

平
成
14
年
に
す
べ
て
引
退
し
、
１
両
だ
け
残
さ

れ
て
い
た
１
０
０
系
も
、
同
事
業
で
イ
ベ
ン
ト
列

車
と
し
て
復
活
。
フ
ァ
ン
の
熱
い
注
目
を
集
め
て

い
る
。

現
在
、
伊
豆
急
行
に
は
、
リ
ゾ
ー
ト
21
の
３

次
～
５
次
車
、
東
急
電
鉄
か
ら
譲
り
受
け
た

８
０
０
０
系
に
復
活
を
果
た
し
た
１
０
０
系
を

合
わ
せ
て
69
両
が
在
籍
。
普
通
列
車
は
上
り
29

本
、
下
り
28
本
。
朝
夕
以
外
は
ほ
ぼ
、
熱
海

－

伊
豆
急
下
田
間
の
直
通
と
な
っ
て
お
り
、
１
時

間
に
２
往
復
の
ダ
イ
ヤ
だ
。
こ
れ
に
加
え
て
、

東
京

－

伊
豆
急
下
田
間
６
往
復
、
池
袋

－

伊
豆
急

下
田
間
１
往
復
の
特
急
が
運
行
し
て
い
る
。

割
谷
専
任
課
長
は
「
車
両
の
開
発
に
つ
い
て
も

面
白
そ
う
だ
と
思
う
こ
と
を
ど
ん
ど
ん
実
行
に

移
す
こ
と
が
で
き
た
」
と
振
り
返
る
。
自
由
な

発
想
で
取
り
組
ん
だ
電
車
も
、
伊
豆
の
重
要
な

文
化
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

厳
し
い
自
然
条
件
下
の
安
全
対
策

最
後
に
安
全
対
策
に
つ
い
て
、
振
り
返
っ
て
み

た
い
。
伊
豆
急
行
は
、
海
岸
に
迫
っ
た
急

き
ゅ
う
し
ゅ
ん
峻
な

地
形
を
縫
っ
て
線
路
が
敷
か
れ
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
全
長
45
・
７
㎞
の
う
ち
の
約
3
分
の
１
が

ト
ン
ネ
ル
で
、
橋
梁
は
１
７
３
カ
所
を
数
え
る
。

こ
の
50
年
の
間
に
は
、
災
害
や
水
害
な
ど
で

幾
度
か
大
き
な
被
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
昭

和
53
年
の
伊
豆
大
島
近
海
地
震
（
Ｍ
７・０
）
で

は
伊
豆
稲
取

－

河
津
間
が
不
通
と
な
り
、
約

１
３
０
日
の
間
、
バ
ス
代
行
輸
送
を
行
っ
た
。
平

黒地に金のロゴが映える「黒船電車」の車体。乗降口では坂本龍馬、ペリー提督が出迎えてくれる

下田関所を模した門がある伊豆急下田駅のホーム出口

伊豆高原駅。手前に停車しているのは 8000 系

下田開港 150 周年を記念してリニューアルデビューした「黒船電車」
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特集：動き始めた伊豆観光振興
［伊豆急行と沿線地域の新たな取り組み］

成
３
年
に
下
田
地
区
を
襲
っ
た
集
中
豪
雨
で
は
、

崩
壊
し
た
土
砂
に
よ
り
付
近
の
河
川
が
せ
き
止

め
ら
れ
、
伊
豆
急
行
線
で
一
番
長
い
谷
津
ト
ン
ネ

ル
坑
口
の
水
没
な
ど
の
影
響
で
、
河
津

－

伊
豆
急

下
田
間
が
不
通
と
な
り
、
約
70
日
間
、
バ
ス
の

代
行
輸
送
を
行
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
土

砂
崩
壊
で
曲
が
っ
て
し
ま
っ
た
レ
ー
ル
は
、
い
ま

も
教
訓
と
し
て
、
線
路
脇
に
置
か
れ
て
い
る
。

「
そ
れ
で
も
人
命
に
関
わ
る
ま
で
の
自
然
災
害

が
過
去
一
件
も
な
い
の
は
、
開
業
以
来
の
十
二
分

な
対
処
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
」
と
、
鉄
道
部
の

内
藤
誠
技
術
課
長
が
語
る
よ
う
に
、
伊
豆
急
行

は
、
そ
の
地
域
特
性
ゆ
え
に
安
全
対
策
に
は
特

に
力
を
入
れ
て
き
た
。

鉄
道
施
設
の
補
修
目
安
は
50
年
と
言
わ
れ
て

い
る
が
、
伊
豆
急
行
で
は
、
海
風
の
影
響
や
雨

量
の
多
い
気
象
条
件
な
ど
を
考
慮
し
て
、
早
期

の
補
修
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

平
成
11
年
に
は
ト
ン
ネ
ル
と
橋
梁
の
安
全
調

査
を
始
め
、
劣
化
の
激
し
い
部
分
か
ら
、
補
修

を
開
始
し
た
。「
ト
ン
ネ
ル
、
橋
梁
、
の
り
面

（
斜
面
）
に
対
す
る
補
修
が
３
本
柱
」
と
内
藤
課

長
は
説
明
す
る
。
現
在
の
設
備
投
資

額
は
年
間
約
9
億
円
で
、
そ
の
大
部

分
が
施
設
の
老
朽
化
補
修
に
充
当
さ

れ
て
い
る
。

中
で
も
、谷
津
ト
ン
ネ
ル（
２
７
９
６

ｍ
）
は
平
成
20
～
28
年
度
ま
で
の
大

規
模
な
改
修
工
事
が
進
行
中
で
、
工

事
区
間
は
合
わ
せ
て
全
長
の
半
分
以

上
に
相
当
す
る
約
１
７
０
０
ｍ
。
こ

の
事
業
は
、
平
成
20
年
度
に
新
設
さ

れ
た
国
の
鉄
道
施
設
総
合
安
全
対
策
事
業
費
補

助
を
活
用
し
て
お
り
、
総
工
費
20
億
円
の
う
ち
、

国
、
地
方
自
治
体
（
静
岡
県
と
沿
線
市
町
）、
伊

豆
急
行
が
３
分
の
１
ず
つ
の
負
担
と
な
る
。
伊

東
市
・
下
田
市
・
河
津
町
・
東
伊
豆
町
と
伊
豆

急
行
で
、
第
三
セ
ク
タ
ー
「
伊
豆
東
海
岸
鉄
道
整

備
株
式
会
社
」
を
設
立
し
て
、
工
事
を
進
め
て

い
る
。

現
在
ま
で
に
線
区
内
で
補
修
が
必
要
だ
っ
た

９
箇
所
の
ト
ン
ネ
ル
の
う
ち
、
谷
津
ト
ン
ネ
ル
を

除
く
８
箇
所
の
補
修
が
終
了
し
、
劣
化
の
著
し

い
橋
梁
（
稲
生
沢
橋
梁
・
片
瀬
第
二
架
道
橋
）
に

つ
い
て
は
開
業
後
、
初
の
架
け
替
え
を
行
っ
た
。

「
安
全
対
策
を
軸
と
し
た
設
備
投
資
に
年
間

９
億
円
を
か
け
て
い
る
地
方
鉄
道
は
な
い
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
だ
け
の
投
資
を
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
こ
の
厳
し
い
自
然
条
件
下
で
安
全
を
守
る

こ
と
が
で
き
る
」（
内
藤
課
長
）

一
方
、
自
然
災
害
対
策
と
し
て
は
、
沿
線
４

地
点
に
地
震
計
を
、
９
地
点
に
雨
量
計
と
風
速

計
を
設
置
。
地
震
、
降
雨
、
強
風
に
よ
る
運
転

規
制
値
に
達
し
た
場
合
に
は
、
運
転
規
制
や
線

路
警
戒
な
ど
速
や
か
に
対
応
で
き
る
体
制
を
整

え
て
い
る
。

「
50
㎞
弱
の
沿
線
で
も
、
駅
が
位
置
す
る
場
所

の
地
形
に
よ
っ
て
条
件
が
大
き
く
異
な
る
の
で
、

伊
豆
急
行
の
場
合
は
計
測
ポ
イ
ン
ト
が
多
い
」

と
内
藤
課
長
は
語
る
。

急
峻
な
地
形
を
縫
っ
て
海
と
山
の
絶
景
の
中

を
走
る
路
線
は
、
密
な
警
戒
を
行
う
こ
と
で
安

全
運
行
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。

海
と
山
と
伊
豆
急
行
と
―
―
半
世
紀
を
駆
け

抜
け
て
き
た
伊
豆
急
行
。

し
か
し
、
長
引
く
景
気
の
低
迷
と
観
光
の
多

様
化
や
嗜
好
の
変
化
な
ど
を
原
因
に
、
日
本
有

数
の
観
光
地
で
あ
る
伊
豆
も
、
不
振
が
続
い
て

い
る
。
伊
豆
急
行
の
輸
送
人
員
も
平
成
３
年
の

１
０
０
１
万
人
を
ピ
ー
ク
に
、
平
成
22
年
度
に

は
５
１
１
万
人
と
、
最
盛
期
の
約
半
分
ま
で
減

少
し
た
。

伊
豆
と
い
う
観
光
地
を
牽
引
す
る
、
そ
の
役

割
を
担
う
伊
豆
急
行
に
と
っ
て
、
現
在
の
状
況

は
決
し
て
楽
観
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
さ
に
正
念
場
と
も
言
え
る
厳
し
い
状
況
下

で
節
目
の
年
を
迎
え
た
わ
け
だ
が
、
好
不
況
の
波

に
揺
ら
れ
な
が
ら
走
り
続
け
て
き
た
伊
豆
急
行

は
、
社
是
「
伊
豆
と
と
も
に
生
き
る
」
に
恥
じ
な

い
新
た
な
〝
伊
豆
観
光
振
興
〟
と
い
う
目
標
を

掲
げ
、
次
の
半
世
紀
へ
、
走
り
始
め
て
い
る
。

伊豆急行株式会社　鉄道部　技術課長

内藤 誠
Makoto NAITO

別荘のような城ヶ崎海岸駅、駅内には足湯が設けられている

ホームそばに源泉がある伊豆熱川駅 ハワイアンブルーの「リゾートドルフィン号」
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平
成
23
年
12
月
10
日
、
伊
豆
急
行
は
開
業
50
周
年
の
記
念
す
べ
き
日
を
迎
え
た
。

当
日
は
伊
豆
高
原
駅
と
伊
豆
急
下
田
駅
で
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
、

県
内
外
か
ら
の
鉄
道
フ
ァ
ン
や
観
光
客
、
沿
線
住
民
が
訪
れ
、

伊
豆
半
島
東
海
岸
の
大
動
脈
が
迎
え
た
節
目
を
賑
や
か
に
祝
っ
た
。

国
内
観
光
需
要
の
停
滞
が
続
く
中
、

伊
豆
急
行
は
さ
ま
ざ
ま
な
誘
客
施
策
を
果
敢
に
打
ち
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
50
周
年
を
一
つ
の
区
切
り
に
、

地
域
と
と
も
に
新
た
な
観
光
需
要
の
掘
り
起
こ
し
に
取
り
組
む
方
針
だ
。

次
な
る
50
年
へ
の
あ
ゆ
み
へ
―
―
伊
豆
急
行
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。

文
◉
茶
木　

環
／
撮
影
◉
織
本
知
之

写
真
提
供
◉
割
谷
英
雄
／
資
料
提
供
◉
伊
豆
急
行
株
式
会
社

特
集
：
動
き
始
め
た
伊
豆
観
光
振
興

﹇
伊
豆
急
行
と
沿
線
地
域
の
新
た
な
取
り
組
み
﹈

新
し
い
魅
力
を

つ
く
る
。

観
光
地
・
伊
豆
の
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意
志
を
示
し
た
50
周
年
記
念
事
業

　
雲
ひ
と
つ
な
い
冬
晴
れ
の
青
い
空
が
広
が
っ

た
伊
豆
急
行
の
開
業
記
念
日
、
伊
豆
高
原
駅
と

伊
豆
急
下
田
駅
の
二
つ
の
会
場
で
は
、
50
周
年

を
祝
う
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
た
。

伊
豆
高
原
駅
の
車
両
工
場
を
開
放
し
て
開
催

さ
れ
た
「
伊
豆
急
で
ん
し
ゃ
ま
つ
り
」
で
は
、

線
路
の
点
検
作
業
に
使
用
す
る
Ａ
Ｔ
カ
ー
ト
や

電
気
設
備
作
業
に
使
用
す
る
モ
ー
タ
ー
カ
ー
の

体
験
乗
車
、
洗
車
機
体
験
な
ど
に
、
大
勢
の
家

族
連
れ
が
参
加
。
同
会
場
で
は
、
そ
の
２
カ
月

前
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ば
か
り
の
「
リ
ゾ
ー
ト
ド

ル
フ
ィ
ン
号
」
も
公
開
さ
れ
、
来
場
者
は
記
念

撮
影
な
ど
を
楽
し
ん
だ
。

「
伊
豆
急
で
ん
し
ゃ
ま
つ
り
」
は

10
年
前
に
ス
タ
ー
ト
し
、
い
ま
で

は
年
に
２
回
開
催
さ
れ
る
伊
豆
急

行
の
人
気
イ
ベ
ン
ト
だ
が
、
毎
回

社
員
か
ら
出
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な

企
画
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

「
鉄
道
会
社
の
イ
ベ
ン
ト
と
い
う

と
特
別
列
車
の
運
行
や
記
念
切
符

の
販
売
な
ど
に
な
り
が
ち
だ
が
、

お
客
さ
ま
と
社
員
が
一
緒
に
楽
し

め
る
、
そ
ん
な
イ
ベ
ン
ト
を
つ

く
っ
て
み
た
い
と
持
ち
上
が
っ
た
。

普
段
は
公
開
し
な
い
部
分
も
オ
ー

プ
ン
に
し
て
、
お
客
さ
ま
に
フ
ァ

ン
に
な
っ
て
い
た
だ
く
。
裏
方
的

な
存
在
で
あ
る
保
線
や
電
気
担
当

者
に
と
っ
て
も
、
じ
か
に
お
客
さ

ま
と
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重

な
機
会
に
な
っ
て
い
る
」
と
、
土

屋
隆
司
取
締
役
鉄
道
部
長
は
語
る
。

分
か
り
や
す
い
名
称
に
も
、
単
に
車
両
工
場

を
公
開
す
る
の
で
は
な
く
〝
い
ろ
い
ろ
な
電
車

で
遊
ぼ
う
〟
と
い
う
目
的
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

ス
タ
ー
ト
時
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
運
転
士
や

車
掌
の
子
ど
も
サ
イ
ズ
の
制
服
を
用
意
し
て
記

念
写
真
を
撮
っ
て
も
ら
う
の
も
、
若
手
社
員
の

ア
イ
デ
ア
に
よ
る
も
の
だ
。

駅
に
隣
接
す
る
く
ぬ
ぎ
の
森
で
は
、
約
50
店

の
露
店
が
並
ぶ
「
伊
豆
高
原
も
り
も
り
市
」
も

開
か
れ
、
伊
豆
の
地
場
産
品
や
ク
ラ
フ
ト
作
品

を
買
い
求
め
る
観
光
客
で
賑
わ
っ
た
。　

ま
た
、
駅
構
内
の
や
ま
も
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
に

は
、
こ
の
日
か
ら
下
田
太
鼓
祭
り
で
使
用
さ
れ

る
「
太
鼓
台
」
が
展
示
さ
れ
た
。
こ
の
太
鼓
台

伊豆急行株式会社　取締役鉄道部長
技師長

土屋隆司
Takashi TSUCHIYA

伊豆急行株式会社　鉄道部
次長 兼 事業推進課長

比企恒裕
Tsunehiro HIKI

1

2

3

64 5

1祝賀電車のヘッドマークを
掲出した「復活 100 系」 2

「伊豆急でんしゃまつり」では
鉄道グッズも販売。買い物客
で賑わった 3「リゾートド
ルフィン号」にはたくさんの
人が列をなして見学 4子ど
もたちに大人気の AT カート
体験乗車 56電気設備作業
に使用する珍しいモーター
カーの体験乗車も実施
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は
約
１
５
０
年
前
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
下

田
に
古
く
か
ら
伝
承
す
る
文
化
を
伝
え
た
い
と

伊
豆
急
行
が
借
り
受
け
、
修
復
し
た
も
の
。
当

日
は
太
鼓
演
奏
も
披
露
さ
れ
、
多
く
の
人
が
興

味
深
そ
う
に
見
入
っ
て
い
た
。

「
伊
豆
の
歴
史
は
古
く
、
地
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
の
文
化
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
互
い
の
地
域

に
つ
い
て
知
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。
観
光
の
お

客
さ
ま
に
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
の
は
も
ち
ろ
ん

だ
が
、
伊
豆
急
行
線
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
交

流
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
、
下
田

の
祭
り
の
太
鼓
台
を
敢
え
て
伊
豆
高
原
駅
に
展

示
し
た
」
と
土
屋
鉄
道
部
長
は
説
明
す
る
。

一
方
、
伊
豆
急
下
田
駅
で
は
、
開
業
50
周
年

を
記
念
し
て
一
新
さ
れ
た
制
服
の
発
表
会
、
開

業
日
の
一
番
列
車
に
取
り
付
け
た
祝
賀
電
車
の

ヘ
ッ
ド
マ
ー
ク
を
掲
出
し
た
「
復
活
１
０
０
系
」

と
「
黒
船
電
車
」「
踊
り
子
号
」「
ス
ー
パ
ー

ビ
ュ
ー
踊
り
子
号
」
を
並
べ
た
電
車
撮
影
会
が

行
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
特
急
踊
り
子
１
０
７
号
到
着
時
に

は
、
下
田
市
・
南
伊
豆
町
・
西
伊
豆
町
の
各
観

光
協
会
と
旅
館
組
合
の
出
席
を
得
て
、
東
京

－

伊
豆
急
下
田
間
直
通
運
転
50
周
年
を
記
念
し
た

歓
迎
セ
レ
モ
ニ
ー
を
開
催
。
下
田
太
鼓
の
演
奏

と
と
も
に
、
降
り
立
っ
た
乗
客
を
出
迎
え
、
伊

豆
観
光
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

昭
和
36
年
の
伊
豆
急
行
線
開
業
か
ら
50
年
、

大
勢
の
鉄
道
フ
ァ
ン
や
観
光
客
、
沿
線
住
民
と

と
も
に
、
記
念
す
べ
き
節
目
を
祝
っ
た
伊
豆
急

行
。
二
つ
の
会
場
で
開
催
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な

記
念
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
地
域
に
し
っ
か
り
と
根

を
張
り
、
伊
豆
の
文
化
継
承
と
観
光
振
興
に
貢

献
し
て
い
き
た
い
と
い
う
強
い
意
志
が
見
て
取

れ
る
。
次
の
半
世
紀
へ
の
一
歩
を
し
る
し
た
伊

豆
急
行
の
目
標
は
、
不
振
が
続
く
伊
豆
観
光
の

活
性
化
だ
。

首
都
圏
か
ら
の
誘
客
施
策
を
積
極
展
開

伊
豆
急
行
の
平
成
22
年
度
の
輸
送
人
員
は

５
１
１
万
人
。
こ
の
数
字
は
開
業
４
年
目
、
昭

和
39
年
の
５
１
８
万
人
を
下
回
る
。

全
体
の
75
％
が
定
期
外
利
用
者
で
、
そ
の
大

半
を
首
都
圏
か
ら
の
観
光
客
が
占
め
る
。
社
会

情
勢
や
景
況
に
収
益
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
だ

け
に
、
誘
客
施
策
に
は
常
に
力
を
注
い
で
き
た
。

「
一
社
で
は
難
し
く
て
も
、
連
携
す
る
こ
と
で

可
能
と
な
る
施
策
は
多
い
。
地
元
自
治
体
、
観

光
施
設
や
宿
泊
施
設
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
や
旅
行
会

輸送人員の推移
1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

（単位：万人）

（年度）
 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

輸送人員
定期外
定期

1伊豆急下田駅で開催された歓
迎セレモニーで披露された下田
太鼓 23到着した「特急踊り子
107 号」と 50 周年記念のヘッ
ドマーク 4降り立った観光客を
出迎える旅館組合関係者 5開業
50 周年を記念して一新された制
服の発表会 6「復活100系」の
前で開催された開業時（右）・現
行（左）・新制服（中央）の撮影会

1

2

3

4

5 6
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社
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
と
連
携
し
て
、
お
客
さ
ま

に
ご
利
用
い
た
だ
け
そ
う
な
こ
と
、
伊
豆
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
そ
う
な
こ
と
に
は
、
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
」 （
土
屋
鉄
道
部
長
）

そ
う
し
た
中
で
現
在
、
力
を
入
れ
て
い
る
も

の
の
一
つ
が
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
だ
。
平
成
12
年
に

静
岡
県
と
共
同
で
〝
て
く
て
く
歩
い
て
も
ぐ
も

ぐ
食
べ
る
〟、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
グ
ル
メ
の
実
験

事
業
に
取
り
組
ん
だ
が
、
同
時
期
に
Ｊ
Ｒ
東
日

本
も
「
駅
か
ら
ハ
イ
キ
ン
グ
」
を
始
め
た
こ
と

か
ら
、
共
同
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
に
取

り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。　

伊
豆
半
島
内
に
コ
ー
ス
を
設
定
し
て
実
施
さ

れ
る
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
現
在
は
「
伊
豆
半
島

花
＆
て
く
も
ぐ
ウ
ォ
ー
ク
」
と
し
て
地
元
８
市

町
と
伊
豆
急
行
、
伊
豆
箱
根
鉄
道
、
東
海
自
動

車
と
の
共
同
企
画
で
実
施
し
て
い
る
。
Ｊ
Ｒ
東

日
本
、
Ｊ
Ｒ
東
海
と
の
共
同
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
も
、

そ
れ
ぞ
れ
年
に
４
、５
回
の
頻
度
で
開
催
し
て
い

る
。伊

豆
急
行
の
自
社
企
画
と
し
て
は
、
今
年
で

８
回
目
と
な
る
「
伊
豆
急
全
線
ウ
ォ
ー
ク
」
が

あ
る
。
期
間
中
（
平
成
23
年
９
月
1
日
～
24
年

５
月
31
日
）
に
、
伊
豆
急
行
線
全
駅
を
経
由
し

て
伊
東
行
き
、
下
田
行
き
の
両
ル
ー
ト
（
約

１
６
１
㎞
）
を
完
歩
す
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ

ン
ト
だ
。
1
駅
歩
く
ご
と
に
区
間
賞
と
し
て
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
電
車
バ
ッ
ジ
や
フ
ァ
ス
ナ
ー
ト
ッ

プ
が
も
ら
え
、
ル
ー
ト
を
完
歩
す
る
と
全
駅
分

を
収
納
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス
が
プ
レ

ゼ
ン
ト
さ
れ
る
。

参
加
方
法
は
、
１
駅
ご
と
に
入
場
券
を
購
入

し
、
次
の
駅
で
ス
タ
ン
プ
を
押
し
て
も
ら
う
シ

ス
テ
ム
。
参
加
者
は
日
時
が
決
め
ら
れ
て
い
な

い
の
で
、
自
由
に
歩
く
こ
と
が
で
き
る
。
伊
豆

急
行
と
し
て
も
天
候
の
心
配
や
イ
ベ
ン
ト
ス

タ
ッ
フ
を
置
く
必
要
が
な
い
。
そ
の
参
加
し
や

す
さ
か
ら
１
回
の
延
べ
参
加
人
数
が
最
高
で
約

４
万
人
を
超
え
る
ほ
ど
の
人
気
ぶ
り
だ
。

一
方
、
特
急
電
車
を
伊
豆
急
行
線
に
乗
り
入

れ
て
い
る
Ｊ
Ｒ
東
日
本
や
親
会
社
の
東
急
電
鉄

と
は
、
開
業
時
か
ら
連
携
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
誘

客
施
策
を
展
開
し
て
い
る
。
近
年
で
は
地
元
自

治
体
と
も
共
同
し
、
そ
の
活
動
は
さ
ら
に
精
力

的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
Ｊ
Ｒ
東
日
本
・
東
急
の
目
黒
駅
や
武

蔵
小
杉
駅
な
ど
で
は
、
下
田
市
・
東
伊
豆
町
・

河
津
町
・
南
伊
豆
町
の
１
市
３
町
と
共
同
で
伊

豆
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を

展
開
。
伊
豆
半
島
８
市
町

（
熱
海
市
・
伊
東
市
・
下
田

市
・
東
伊
豆
町
・
河
津
町
・

南
伊
豆
町
・
松
崎
町
・
西
伊

豆
町
）
と
の
共
同
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
も
活
発
で
、
Ｊ
Ｒ
東

日
本
の
横
須
賀
駅
や
横
浜

駅
、
品
川
駅
な
ど
で
観
光
誘

致
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い

る
。
小
田
原
駅
開
業
90
周
年

記
念
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
伊
豆

半
島
８
市
町
、
東
海
自
動
車

と
共
同
で「
ア
ル
フ
ァ
・
リ

ゾ
ー
ト
21
」
を
展
示
、
伊
豆

観
光
の
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
た
。

こ
う
し
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
で
活
躍
し
て
い
る
の
が
、

下
田
開
港
１
５
０
周
年
を
記

念
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
デ

ビ
ュ
ー
し
た
リ
ゾ
ー
ト
21

「
黒
船
電
車
」
だ
。

「〝
黒
船
〟
は
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
誰
で

も
知
っ
て
い
る
、
下
田
の
象
徴
と
も
い
え
る
も

の
。
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
駅
に
黒
船
電
車
が
停
車
し

て
い
る
と
、
見
学
し
た
り
記
念
撮
影
を
し
た
り
、

皆
さ
ん
が
注
目
し
て
く
だ
さ
る
。
こ
ん
な
に
い

い
ブ
ラ
ン
ド
が
自
分
た
ち
の
そ
ば
に
あ
っ
た
こ

と
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
」
と
鉄
道
部
の
比

企
恒
裕
次
長
兼
事
業
推
進
課
長
は
話
す
。

伊
豆
へ
の
観
光
誘
致
は
、
首
都
圏
だ
け
に
と

ど
ま
ら
ず
、
中
京
や
近
畿
、
さ
ら
に
は
中
国
や

韓
国
、
台
湾
な
ど
も
視
野
に
、
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
く
方
針
だ
。

き
め
細
や
か
に
地
元
の
利
用
を
促
進

観
光
客
利
用
が
多
い
と
は
い
え
、
伊
豆
急
行

に
は
地
元
住
民
の
足
と
し
て
の
使
命
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
地
域
は
、
少
子
高
齢
化
が
よ
り

進
ん
で
い
る
の
が
特
徴
だ
。
沿
線
２
市
３
町

（
伊
東
市
・
下
田
市
・
東
伊
豆
町
・
河
津
町
・
南

伊
豆
町
）
の
合
計
人
口
は
、
12
万
６
６
２
８
人

（
平
成
22
年
）。
こ
の
10
年
で
５・７
％
減
少
し
て

い
る
。
65
歳
以
上
の
人
口
比
率
は
33
・
７
％（
静

岡
県
全
体
は
24
・
１
％
）
と
１
割
近
く
増
加
し

て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
続
く
だ
ろ
う
と

予
想
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
少
子
化
の
影
響
で
、

伊東行きルートの区間賞ファスナートップと、下田
行きルートの電車バッジ。両ルートの完全踏破で 2
つのコレクションボックスが揃うと圧巻

城ヶ崎海岸駅に停車する「黒船電車」
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沿
線
の
高
校
の
生
徒
数
も
、
こ
の
10
年
で
30
・

２
％
減
少
し
て
お
り
、
定
期
利
用
の
収
益
減
も

免
れ
な
い
の
が
現
状
だ
。

そ
こ
で
伊
豆
急
行
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
元

向
け
企
画
切
符
を
新
設
。
沿
線
住
民
の
利
用
促

進
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

「
伊
豆
急
シ
ニ
ア
パ
ス
ポ
ー
ト
」
は
、
沿
線
２

市
３
町
に
暮
ら
す
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
も
の

で
、
切
符
購
入
時
に
パ
ス
ポ
ー
ト
を
提
示
す
る

と
運
賃
が
半
額
に
な
る
。
平
成
16
年
に
開
始
し

た
割
引
サ
ー
ビ
ス
だ
が
、
今
年
1
月
、
対
象
年

齢
を
70
歳
以
上
か
ら
65
歳
以
上
に
拡
大
し
た
。

対
象
年
齢
を
拡
大
し
て
約
1
カ
月
で
６
７
０
人

の
登
録
申
し
込
み
が
あ
り
、
パ
ス
ポ
ー
ト
会
員

数
は
７
４
０
０
人
を
超
え
て
い
る
。

「
地
域
内
で
は
高
齢
者
の
外
出
促
進
が
課
題
の

一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。
病
院
へ
の
通
院
や
買
い

物
だ
け
で
は
な
く
、
沿
線
内
で
の
観
光
な
ど
に

も
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
、
経
営
企
画

部
の
塚
本
昌
哉
次
長
兼
企
画
担
当
課
長
は
語
る
。

今
年
３
月
に
は
、
60
歳
以
上
の
通
勤
定
期
が

半
額
と
な
る
「
60
（
ロ
ク
マ
ル
）
定
期
」
の
発

売
を
開
始
し
、
企
業
の
雇
用
延
長
に
対
応
し
て

い
る
。「
半
額
定
期
が
少
し
で
も
沿
線
の
雇
用
促

進
に
つ
な
が
れ
ば
」（
塚
本
次
長
）
と
い
う
思
い

も
あ
る
と
い
う
。

児
童
生
徒
向
け
に
は
「
伊
豆
急
小
学
生
パ
ス

ポ
ー
ト
」「
中
学
生
き
っ
ぷ
」
を
用
意
し
て
い

る
。
小
学
生
パ
ス
ポ
ー
ト
は
、
１
乗
車
１
０
０

円
で
伊
豆
急
行
線
内
（
最
大
運
賃
７
９
０
円
）

を
利
用
で
き
る
も
の
で
、
現
在
は
約
２
０
０
０

人
が
登
録
、
22
年
度
は
延
べ
１
万
人
が
利
用
し

て
い
る
。
中
学
生
き
っ
ぷ
は
生
徒
手
帳
の
提
示

で
運
賃
が
半
額
に
な
り
、
22
年
度
は
延
べ

３
万
７
０
０
０
人
が
利
用
し
た
。
伊
豆
急
行
で

は
、
学
校
の
部
活
動
や
遠
足
な
ど
の
校
外
学
習
、

塾
通
い
に
使
っ
て
も
ら
い
た
い
と
、
学
校
や
学

習
塾
、
図
書
館
な
ど
に
利
用
を
呼
び
掛
け
て
い

る
。一

方
、
高
校
生
の
通
学
定
期
は
、
３
カ
月
や

６
カ
月
の
販
売
単
位
だ
と
余
分
が
出
て
し
ま
う

と
い
う
声
を
受
け
て
、
平
成
17
年
に
新
設
し
た

「
学
期
定
期
」
が
好
評
だ
。
運
賃
が
高
い
と
の
理

由
で
親
が
マ
イ
カ
ー
で
送
迎
し
て
い
る
ケ
ー
ス

も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
通
常
の
通
学
定
期

よ
り
さ
ら
に
15
％
割
り
引
い
て
販
売
。
毎
学
期

７
０
０
人
ほ
ど
が
利
用
し
て
い
る
。

さ
ら
に
今
年
１
月
か
ら
は
「
自
由
席
特
急
回

数
券
」
の
割
引
率
も
拡
大
し
て
い
る
。
伊
東

－

伊
豆
急
下
田
間
１
乗
車
４
０
０
円
の
特
急
券
10

枚
つ
づ
り
を
１
０
０
０
円
で
販
売
。
発
売
か
ら

１
カ
月
で
70
冊
を
売
り
上
げ
た
。

「
特
急
列
車
が
入
る
と
、
普
通
電
車
の
待
ち
時

間
が
ど
う
し
て
も
長
く
な
る
。
１
乗
車
１
０
０

円
な
ら
、
普
通
電
車
と
同
じ
よ
う
に
特
急
を
ご

利
用
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て

い
る
」（
塚
本
次
長
）

観
光
客
向
け
の
企
画
切
符
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
が
登
場
し
て
い
る
。
特
に
、
夏
休
み
と
同

様
に
観
光
客
が
多
い
河
津
桜
ま
つ
り
の
期
間
中

に
販
売
す
る
「
河
津
桜
パ
ー
ク
＆
ト
レ
イ
ン
往

復
き
っ
ぷ
」
が
好
評
だ
。
桜
ま
つ
り
会
場
手
前

の
伊
豆
高
原
駅
に
車
を
駐
車
し
て
河
津
駅
ま
で

電
車
を
利
用
す
る
企
画
切
符
で
、
駐
車
場
は
無

料
、
伊
豆
高
原

－

河
津
駅
間
の
往
復
切
符
も

20
％
割
引
に
な
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
観
光
ス

ポ
ッ
ト
も
回
り
た
い
観
光
客
向
け
に
は
伊
豆
高

原

－

伊
豆
急
下
田
駅
間
乗
り
降
り
自
由
の
「
河

津
桜
パ
ー
ク
＆
ト
レ
イ
ン
フ
リ
ー
き
っ
ぷ
」
を

用
意
し
た
。

「
桜
ま
つ
り
の
時
期
は
国
道
が

渋
滞
し
て
、
到
着
時
間
が
読
め
な

い
こ
と
が
多
い
。
車
で
の
来
訪
者

に
も
電
車
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

時
間
を
気
に
せ
ず
河
津
桜
を
楽
し

ん
で
い
た
だ
き
た
い
」
と
、
経
営

企
画
部
企
画
担
当
の
関
谷
稔
課
長

補
佐
は
語
る
。

そ
う
し
た
中
、
今
年
新
た
に
誕

生
し
た
の
が
「
河
津
桜
お
さ
き
に

き
っ
ぷ
」
だ
。

「
渋
滞
で
ツ
ア
ー
バ
ス
が
予
定
通

り
の
時
刻
に
着
け
な
い
場
合
に
伊

豆
高
原
駅
か
ら
電
車
に
乗
り
換

え
、
桜
ま
つ
り
会
場
で
ツ
ア
ー
バ

ス
に
合
流
す
る
。
こ
ち
ら
は
通
常

運
賃
の
30
％
割
引
と
な
る
５
６
０

円
で
提
供
し
て
い
る
」（
関
谷
課
長

補
佐
）

沿
線
住
民
や
観
光
客
に
向
け
た

伊
豆
急
行
の
企
画
切
符
は
、
い
ず
れ
も
利
用
者

の
立
場
や
使
い
勝
手
が
き
め
細
か
く
配
慮
さ
れ

て
い
る
の
が
特
徴
だ
。

「
電
車
利
用
を
促
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、

企
画
切
符
や
駅
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
通
し
て
、

地
元
の
方
々
が
利
用
し
や
す
い
環
境
を
つ
く
っ

て
い
く
こ
と
が
必
要
」
と
塚
本
次
長
は
語
っ
て

い
る
。

観
光
素
材
を
地
元
と
一
緒
に
育
て
て
い
く

昨
年
９
月
16
日
、
伊
豆
急
行
社
内
に
中
長
期

的
視
点
か
ら
誘
客
の
促
進
に
取
り
組
む
こ
と
を

目
的
に
「
沿
線
活
性
化
推
進
委
員
会
」
が
発
足

し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
若
手
社
員
10
名
。
各
自
の

案
を
持
ち
寄
り
な
が
ら
の
議
論
が
続
い
て
い
る
。

新
し
い
観
光
素
材
、「
伊
豆
の
宝
」
の
掘
り
起
こ

し
が
課
題
だ
。

「
新
し
い
箱
も
の
を
つ
く
る
と
か
、
何
か
を
誘

致
す
る
と
い
う
の
は
、
困
難
な
だ
け
で
は
な
く

意
味
を
持
た
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
。
地
元

の
方
々
が
こ
れ
ま
で
大
事
に
し
て
き
た
も
の
を
、

一
つ
ず
つ
掘
り
起
こ
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
必

要
。
地
元
な
ら
で
は
の
素
材
を
ご
覧
に
な
っ
た

お
客
さ
ま
に
、
わ
れ
わ
れ
が
説
明
を
加
え
る
こ

と
で
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
そ
の
素
材
は
も
っ
と
力
強
い
も
の
に
育
っ

て
い
く
。
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
〝
観
光
〟
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
は
そ
の
説
明
の
部
分
が
欠
け
て

い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
比
企
次
長
は
語
る
。

伊豆急行株式会社　経営企画部
次長 兼 企画担当課長

塚本昌哉
Masaya TSUKAMOTO

伊豆急行株式会社　経営企画部
企画担当課長補佐

関谷 稔
Minoru SEKIYA
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特集：動き始めた伊豆観光振興
［伊豆急行と沿線地域の新たな取り組み］

新
し
い
宝
と
な
り
得
る
素
材
―
―
伊
豆
に
は

「
歴
史
や
人
材
、
食
材
な
ど
、
素
材
が
豊
富
に

揃
っ
て
い
る
」
と
比
企
次
長
は
続
け
る
。

歴
史
的
な
素
材
と
し
て
着
目
し
て
い
る
の
が
、

江
戸
時
代
か
ら
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
る
築
城
石

だ
。
東
伊
豆
町
に
あ
る
築
城
石
を
伊
豆
高
原
駅

に
移
設
す
る
な
ど
、
情
報
発
信
の
準
備
を
進
め

て
い
る
。
ま
た
、
伊
豆
半
島
内
に
点
在
す
る
石

仏
に
も
注
目
し
て
お
り
、石
仏
を
め
ぐ
る
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
設
定
も
検
討
し
た
い
と
い
う
。

「
人
」
の
魅
力
を
伝
え
る
企
画
と
し
て
は
「
オ

モ
シ
ロ
駅
長
」
の
募
集
が
あ
る
。
伊
東
を
除
く

全
15
駅
で
、
駅
周
辺
の
旅
館
の
お
か
み
さ
ん
や

漁
師
、
観
光
施
設
の
館
長
な
ど
に
駅
長
に
な
っ

て
も
ら
い
、
伊
豆
急
行
と
一
緒
に
伊
豆
を
盛
り

上
げ
る
活
動
を
行
う
。
観
光
客
と
の
交
流
を
温

め
て
も
ら
う
こ
と
も
大
切
な
仕
事
だ
。

さ
ら
に
沿
線
別
荘
地
に
は
、
リ
タ
イ
ア
後
に

居
住
し
た
歴
史
や
自
然
に
造
詣
の
深
い
人
が
多

く
、
そ
う
し
た
人
た
ち
に
観
光
の
ガ
イ
ド
と
し

て
活
躍
し
て
も
ら
う
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
い

る
。食

関
連
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
９
冊
刊
行
し
て

い
る
地
元
グ
ル
メ
を
紹
介
す
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

『
伊
豆
ジ
モ
ト
グ
ル
メ
』
最
新
号
の
制
作
を
検
討

中
だ
。

「
鉄
道
も
一
つ
の
観
光
の
素
材
。
鉄
道
会
社
は

電
車
と
い
う
素
材
を
育
て
て
い
く
役
割
を
持
っ

て
い
る
が
、
同
時
に
、
お
客
さ
ま
が
い
い
と

思
っ
て
く
だ
さ
る
沿
線
の
素
材
を
、
地
元
の

方
々
と
力
を
合
わ
せ
な
が
ら
一
緒
に
育
て
て
い

く
こ
と
も
大
切
な
使
命
。
鉄
道
会
社
な
ら
で
は

の
視
点
で
、
地
元
の
方
々
が
気
付
か
な
い
魅
力

的
な
素
材
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
」（
比
企

次
長
）

こ
う
し
た
取
り
組
み
の
当
面
の
目
標
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
伊
豆
観
光
の
振
興
だ
。
そ
し
て
、

観
光
振
興
の
さ
ら
に
先
に
も
う
一
つ
、
沿
線
活

性
化
推
進
委
員
会
が
描
く
未
来
が
あ
る
。

沿
線
の
地
域
経
済
は
、
大
半
が
観
光
に
関
連

す
る
サ
ー
ビ
ス
業
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
高
齢

化
で
生
産
人
口
の
減
少
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る

が
、
実
は
観
光
不
振
に
よ
る
雇
用
の
減
少
も
若

年
層
の
流
出
が
続
く
大
き
な
原
因
だ
。
一
方

で
、
農
業
や
漁
業
は
就
業
人
口
が
不
足
し
て
い

る
現
実
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
沿
線
活
性
化
推
進

委
員
会
で
は
、エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど
農
業
や
漁

業
と
観
光
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
な
ど
の
施
策
で
、

１
次
産
業
や
雇
用
を
活
性
化
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
そ
の
先
に
あ
る

の
は
、
沿
線
人
口
の
増
加
と
い
う
最
終
的
な
目

標
だ
。

「
そ
の
た
め
に
も
行
政
を
は
じ
め
関
係
各
所
と

の
連
携
を
強
化
し
、
地
元
住
民
と
の
間
を
つ
な

ぎ
な
が
ら
新
し
い
こ
と
を
行
っ
て
い
く
の
が
、

わ
れ
わ
れ
の
責
務
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
比
企

次
長
は
語
る
。

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
観
光
を
つ
な
い
で
い
く

伊
豆
観
光
振
興
の
難
し
さ
の
一
つ
に
、
伊
豆

半
島
の
広
域
さ
が
あ
る
。
伊
豆
急
行
線
だ
け
で

も
４
市
町
に
ま
た
が
り
、
観
光
協
会
も
か
な
り

の
数
が
存
在
す
る
。
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史

や
文
化
が
あ
り
、
名
所
・
名
物
が
点
在
す
る
優

位
性
が
、
逆
に
「
伊
豆
」
と
し
て
の
統
一
さ
れ

た
イ
メ
ー
ジ
が
持
た
れ
に
く
い
理
由
と
な
っ
て

い
る
。

そ
う
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
の
多
様
性
を
逆
手
に

取
っ
て
、
伊
豆
急
行
は
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
の
観

光
を
打
ち
出
し
て
い
く
方
針
だ
。

「
た
だ
〝
伊
豆
に
来
て
く
だ
さ
い
〟
と
い
う
の

で
は
、
お
客
さ
ま
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け

な
い
。〝
歴
史
に
興
味
が
あ
る
方
は
こ
こ
〟〝
現

地
な
ら
で
は
の
グ
ル
メ
を
味
わ
い
た
い
方
は
こ

こ
〟
な
ど
、
目
的
と
場
所
、
あ
る
い
は
季
節
も

限
定
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
つ
く
る
」（
比
企
次

長
）そ

の
最
た
る
成
功
例
が
「
２
月
に
河
津
で
見

ら
れ
る
河
津
桜
」
だ
。
爆
発
的
な
人
気
を
呼

び
、
い
ま
で
は
早
咲
き
桜
の
代
名
詞
に
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
季
節
の
名
物
が
各
地
域
に
数

多
く
育
て
ば
、
通
年
で
伊
豆
に
観
光
客
が
訪
れ

る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
地
域
同
士
が
連
携
す

る
こ
と
で
、
観
光
客
の
周
遊
行
動
も
生
ま
れ

る
。
例
え
ば
、
河
津
桜
の
季
節
は
、
近
隣
の
稲

取
温
泉
が
江
戸
時
代
か
ら
伝
承
す
る
「
雛
の
つ

る
し
飾
り
ま
つ
り
」
を
開
催
。
河
津
桜
見
物
に

訪
れ
た
多
く
の
観
光
客
が
稲
取
に
立
ち
寄
っ
て

い
る
。

「
そ
う
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
一
つ
で
も
多
く
つ

く
っ
て
〝
い
つ
来
て
も
楽
し
い
伊
豆
〟
が
で
き

る
の
が
理
想
。
伊
豆
急
行
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を

持
つ
各
地
域
を
つ
な
ぐ
役
目
を
果
た
し
た
い
」

と
比
企
次
長
は
抱
負
を
語
る
。

国
内
の
観
光
停
滞
が
続
く
中
、
不
振
に
苦
し

む
地
元
は
、
伊
豆
急
行
に
大
き
な
期
待
を
掛
け

て
い
る
。
伊
豆
急
行
は
い
ま
も
、
次
代
の
伊
豆

を
切
り
拓
き
進
む
「
黒
船
」
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。

1 2 月上旬から咲く伊豆の河津桜 2伊豆
北川駅から海を眺める 3伊豆高原駅の伊豆
急行資料館「ONE TWO NINE」 4稲取の

「雛のつるし飾り」（12写真・割谷英雄）

1

2

4

3
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幅
広
い
世
代
の
下
田
フ
ァ
ン
を
つ
く
る

―
―
伊
豆
急
行
が
開
業
50
周
年
を
迎
え
ま
し

た
。
石
井
市
長
は
下
田
市
ご
出
身
で
す
が
、
開

業
当
時
の
頃
を
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

石
井　

昭
和
36
年
の
開
業
当
時
は
、
残
念
な
が

ら
下
田
を
離
れ
て
い
ま
し
た
。
東
京
の
高
校
に

通
っ
て
い
て
、
下
田
に
帰
っ
て
き
た
の
は
二
十

歳
を
過
ぎ
た
頃
で
し
ょ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
ま

ち
の
人
た
ち
が
「
第
二
の
黒
船
」
と
呼
ん
で
大

歓
迎
し
た
と
い
う
の
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。
当

時
は
バ
ス
し
か
交
通
手
段
が
な
く
て
、
東
京
に

行
く
に
は
５
～
６
時
間
か
か
る
。
そ
れ
が
電
車

に
乗
っ
て
３
時
間
で
行
け
る
の
で
す
か
ら
、
夢

の
よ
う
な
話
で
し
た
。

伊
豆
急
行
が
開
業
し
て
か
ら
は
、
首
都
圏
の

人
た
ち
が
殺
到
し
て
伊
豆
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

一
番
多
か
っ
た
の
は
海
水
浴
客
で
す
。
エ
メ
ラ

ル
ド
グ
リ
ー
ン
の
海
に
真
っ
白
の
砂
浜
が
広
が

る
下
田
の
海
水
浴
場
は
ど
こ
も
大
変
な
人
気
で

し
た
。

し
か
し
、
当
時
は
観
光
客
が
一
気
に
増
え
て

も
、
宿
泊
施
設
な
ど
が
足
り
な
い
状
況
で
し

た
。
そ
こ
に
民
宿
が
で
き
、
ブ
ー
ム
が
生
ま
れ
、

観
光
施
設
も
次
々
と
誕
生
し
て
い
き
ま
し
た
。

下
田
の
主
力
産
業
が
観
光
に
位
置
付
け
ら
れ
た

時
代
で
し
た
。

当
時
、
下
田
の
人
口
は
約
３
万
人
で
し
た

が
、
夏
の
最
盛
期
に
は
10
万
人
に
膨
れ
上
が

る
。
観
光
客
の
増
加
に
合
わ
せ
て
行
政
も
、
例

え
ば
そ
れ
だ
け
の
人
が
水
道
を
使
っ
て
も
断
水

し
な
い
よ
う
に
整
備
す
る
な
ど
、
基
盤
整
備
を

進
め
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

下
田
の
観
光
客
の
入
込
み
の
ピ
ー
ク
は
昭
和

59
年
頃
で
す
が
、
そ
の
年
に
下
田
の
海
水
浴
場

に
訪
れ
た
人
は
総
計
で
１
７
０
万
人
を
記
録
し

ま
し
た
。
首
都
圏
の
人
に
と
っ
て
、
下
田
に
海

水
浴
に
行
く
と
い
う
の
は
、
夏
の
最
大
の
楽
し

み
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
も
、
高
校
時
代
は
す

ご
く
モ
テ
ま
し
た
。
い
や
皆
、
夏
休
み
に
下
田

の
私
の
実
家
に
遊
び
に
来
た
い
か
ら
な
ん
で
す

が
（
笑
）。

い
ま
は
海
水
浴
離
れ
が
進
ん
で
、
下
田
で
も

海
水
浴
客
が
65
万
人
程
度
ま
で
減
少
し
て
い
ま

す
。
都
内
の
旅
行
代
理
店
の
方
々
と
お
話
し
し

て
も
、
半
数
の
方
は
下
田
に
海
水
浴
に
来
た
こ

と
が
な
い
と
言
う
。
と
て
も
残
念
に
思
い
ま

す
。

―
―
現
在
の
下
田
観
光
は
、
ど
の
よ
う
な
楽
し

み
方
が
人
気
を
集
め
て
い
ま
す
か
。

石
井　

幅
広
い
年
齢
層
の
方
々
が
関
心
を
持
っ

て
く
だ
さ
る
の
は
、
や
は
り
下
田
の
歴
史
で
す
。

昭和 40 年代の伊豆急下田駅（写真提供／伊豆急行株式会社）

下
田
市
長石

井
直
樹

N
aoki ISH

II

文
◉
茶
木　

環
／
撮
影
◉
織
本
知
之

伊
豆
急
行
線
の
終
着
点
、
伊
豆
急
下
田
駅
。

黒
船
の
来
航
で
知
ら
れ
る
開
国
の
ま
ち
下
田
は
、
伊
豆
急
行
の
開
業
と
同
時
に
、

観
光
と
い
う
新
し
い
産
業
を
得
て
、
大
き
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。

美
し
い
自
然
や
海
、
良
質
の
温
泉
を
目
当
て
に
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
。

開
国
の
歴
史
を
物
語
る
史
蹟
め
ぐ
り
も
人
気
だ
。

け
れ
ど
も
、
国
内
有
数
の
観
光
地
・
伊
豆
の
人
気
に
陰
り
が
見
え
る
い
ま
、

石
井
直
樹
下
田
市
長
は
、
圏
域
が
一
体
と
な
っ
て
新
し
い
伊
豆
を
つ
く
り
、

伊
豆
の
復
権
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
だ
と
語
る
。

石
井
市
長
に
、
お
話
を
伺
っ
た
。

SPECIAL INTERVIEW

特
集
：
動
き
始
め
た
伊
豆
観
光
振
興

﹇
伊
豆
急
行
と
沿
線
地
域
の
新
た
な
取
り
組
み
﹈
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特集：動き始めた伊豆観光振興
［伊豆急行と沿線地域の新たな取り組み］

時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
旅
行
を
楽
し
み
た
い

と
い
う
、
年
齢
的
に
は
中
高
年
の
観
光
客
が
多

い
の
で
す
が
、
最
近
は
若
い
お
客
さ
ま
も
増
え

て
い
ま
す
。

下
田
は
、
鎖
国
時
代
か
ら
明
治
維
新
に
つ
な

が
る
重
要
な
歴
史
の
舞
台
で
す
。
市
内
の
史
蹟

を
回
っ
て
み
る
と
、
ペ
リ
ー
提
督
や
黒
船
、
吉

田
松
陰
先
生
や
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
な
ど
、

誰
で
も
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
名
前
が
次
々
と

登
場
し
ま
す
。
例
え
ば
、
坂
本
龍
馬
に
関
し
て

も
、
船
で
坂
本
龍
馬
と
下
田
に
や
っ
て
き
た
勝

海
舟
が
、
脱
藩
の
罪
を
背
負
っ
た
弟
子
の
身
を

案
じ
て
、
下
田
に
滞
在
中
の
山
内
容
堂
公
に

「
龍
馬
を
赦
し
て
や
っ
て
く
れ
」
と
願
い
出
、
あ

の
龍
馬
は
下
田
か
ら
大
き
く
羽
ば
た
い
た
の
で

す
。
そ
ん
な
説
明
を
聞
き
な
が
ら
下
田
の
ま
ち

を
歩
い
て
い
る
と
ど
ん
ど
ん
興
味
が
広
が
っ
て
、

も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
り
た
く

な
り
ま
す
。

ま
た
、
下
田
は
長
崎
を
別
と
し
て
日
本
初
の

国
際
港
で
す
。
ま
さ
に
下
田
か
ら
文
明
が
開
化

し
た
。
ア
メ
リ
カ
最
初
の
領
事
館
が
置
か
れ
た

の
も
こ
こ
下
田
で
す
。

下
田
市
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
が
活
躍

し
て
い
ま
す
が
、
ガ
イ
ド
さ
ん
は
皆
さ
ん
と
て

も
勉
強
熱
心
で
、
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交

え
な
が
ら
非
常
に
楽
し
く
案
内
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。
歴
史
と
い
う
切
り
口
で
下
田
の
魅

力
を
情
報
発
信
し
て
い
け
ば
、
下
田
に
来
て
く

だ
さ
る
観
光
客
は
ま
だ
ま
だ
増
え
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
ま
た
下
田
に
来
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

知
り
た
い
と
い
う
方
も
増
え
る
の
で
は
。

石
井　

そ
う
い
う
リ
ピ
ー
タ
ー
を
い
か
に
増
や

し
て
い
く
か
が
、
こ
れ
か
ら
の
観
光
地
に
と
っ

て
重
要
な
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。「
１
回
行
っ
た
こ

と
が
あ
る
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
何
度
も
来

て
く
だ
さ
っ
た
り
、
下
田
の
魅
力
を
い
ろ
い
ろ

な
人
に
伝
え
て
く
だ
さ
る
―
―
そ
ん
な
下
田

フ
ァ
ン
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

―
―
昨
年
、
東
日
本
大
震
災
で
中
止
と
な
っ
た

「
黒
船
祭
」
は
今
年
も
５
月
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

石
井　

え
え
。
今
年
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被

災
地
支
援
活
動
に
尽
力
し
た
在
日
米
軍
な
ど
関

係
機
関
へ
の
感
謝
、
そ
し
て
復
興
を
テ
ー
マ
に

し
て
い
ま
す
。

日
米
友
好
の
証
と
し
て

昭
和
９
年
に
始
ま
っ
た
黒

船
祭
は
、
今
年
で
第
73
回

を
数
え
る
下
田
の
伝
統
行

事
で
、
在
日
米
軍
、
自
衛

隊
、
そ
れ
に
海
上
保
安
部

や
警
察
の
協
力
を
得
て
開

催
し
て
い
ま
す
。

昨
年
、
東
日
本
大
震
災

が
発
生
し
て
、
在
日
米
軍

も
自
衛
隊
も
、
た
だ
ち
に

被
災
地
に
駆
け
付
け
ま
し

た
。
黒
船
祭
は
す
ぐ
に
中

止
が
決
ま
り
ま
し
た
が
、

被
災
地
の
映
像
を
見
て
い

る
と
、
長
年
、
黒
船
祭
を

一
緒
に
や
っ
て
き
た
人
た

ち
が
、
懸
命
に
支
援
を

行
っ
て
い
る
。
私
ど
も
も

義
援
金
を
送
る
な
ど
の
支

援
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し

た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
過
酷
な
被
災
地
で
懸

命
に
支
援
に
取
り
組
む
彼
ら
に
こ
そ
、
き
ち
ん

と
感
謝
を
伝
え
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
が
日
増

し
に
強
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
今
年
の
黒
船

祭
の
テ
ー
マ
は
、
そ
う
し
た
経
緯
か
ら
生
ま
れ

て
い
ま
す
。

被
災
地
か
ら
は
、
岩
手
県
の
山
田
町
か
ら

１
０
０
人
、
大
槌
町
か
ら
30
人
を
招
待
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ル
ー
ス
駐
日
米
国
大
使
ご
夫
妻

も
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
。

被
災
地
支
援
活
動
に
携
わ
っ
た
す
べ
て
の

人
々
に
感
謝
の
意
を
示
し
、
下
田
か
ら
皆
で
復

興
に
向
け
て
の
雄
叫
び
を
上
げ
よ
う
と
考
え
て

い
ま
す
。

―
―
も
う
一
つ
、
新
し
い
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
、

下
田
を
舞
台
に
し
た
ア
ニ
メ
が
放
映
さ
れ
る
と

お
聞
き
し
て
い
ま
す
。

石
井　

下
田
で
暮
ら
す
女
子
中
学
生
４
人
の
ひ

と
夏
の
物
語
、
ア
ニ
メ
「
夏
色
キ
セ
キ
」
が
４

月
か
ら
放
映
さ
れ
ま
す
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
は

「
一
つ
の
ま
ち
に
こ
れ
だ
け
宝
物
が
集
積
し
て
い

る
場
所
は
な
い
」
と
、
ド
ラ
マ
の
舞
台
を
下
田

に
設
定
し
た
そ
う
で
す
。

ア
ニ
メ
の
モ
デ
ル
地
を
探
訪
す
る
こ
と
が
流

行
に
な
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
ア
ニ
メ
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に
登
場
す
る
ス
ポ
ッ
ト
を
回
る
、
そ
ん
な
新
し

い
楽
し
み
方
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
地
元
で
も
期
待
し
て
い
ま
す
。

〝
地
域
の
宝
〟
を
見
つ
け
育
て
る

―
―
伊
豆
急
行
で
は
開
業
50
周
年
記
念
事
業
の

一
つ
と
し
て
伊
豆
高
原
駅
に
下
田
太
鼓
祭
り
の

「
太
鼓
台
」
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

ど
の
よ
う
な
お
祭
り
な
の
で
す
か
。

石
井　

毎
年
8
月
14
・
15
日
に
行
わ
れ
る
も
の

で
、
正
式
名
は
「
下
田
八
幡
神
社
例
大
祭
」
と

い
い
ま
す
。
伊
豆
半
島
の
中
で
も
有
数
の
規
模

を
誇
り
、
そ
の
威
勢
の
良
さ
と
ほ
か
に
例
を
見

な
い
御
神
具
が
特
徴
で
す
。
４
０
０
年
の
伝
統

を
守
り
、
い
ま
な
お
観
光
イ
ベ
ン
ト
と
は
一
線

を
画
し
て
神
事
と
し
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
の

も
大
き
な
特
徴
で
す
ね
。
昔
な
が
ら
の
日
本
の

祭
り
の
風
景
を
体
験
し
に
、
ぜ
ひ
下
田
に
来
て

い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

伊
豆
急
行
の
福
島
社
長
も
同
様
の
思
い
を
持

た
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
太
鼓
台
の
展

示
も
一
例
で
す
が
、
い
ま
の
伊
豆

急
行
は
、
沿
線
の
各
エ
リ
ア
に
お

客
さ
ま
を
呼
び
込
む
方
法
を
考
え

て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

と
て
も
う
れ
し
い
こ
と
で
、
私
ど

も
も
そ
れ
に
応
え
て
い
か
な
け
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
下
田
が
観
光
地
と
し

て
栄
え
て
き
た
の
も
、
先
ほ
ど
申

し
上
げ
た
よ
う
に
、
伊
豆
急
行
が

開
業
し
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
東
京
駅

と
下
田
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
つ
な

が
っ
た
か
ら
で
す
。
昨
年
の
震
災

後
の
計
画
停
電
で
直
通
電
車
が
不
通
だ
っ
た
と

き
は
、
下
田
の
観
光
客
数
が
激
減
し
、
鉄
道
の

重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
実
感
し
ま
し
た
。

鉄
道
あ
っ
て
の
伊
豆
観
光
で
す
。
私
ど
も

は
、
電
車
に
乗
っ
て
終
点
の
伊
豆
急
下
田
駅
ま

で
来
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
魅
力
あ
る
下
田
の

ま
ち
づ
く
り
に
努
力
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
伊
豆
急
行
が
沿
線
の
観
光
資
源
の
掘
り
起

こ
し
を
始
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

石
井　

伊
豆
急
行
が
観
光
地
の
在
り
方
と
い
う

も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
は
、
沿
線

に
と
っ
て
も
大
変
重
要
な
こ
と
で
す
。

伊
豆
急
行
が
地
域
の
宝
を
探
し
て
「
こ
う
い

う
も
の
を
育
て
て
い
け
ば
お
客
さ
ま
が
来
る
」

と
提
案
し
て
く
だ
さ
っ
た
ら
、
行
政
と
し
て
も

そ
の
可
能
性
を
検
討
し
、
実
行
し
て
い
き
た

い
。
地
域
を
代
表
す
る
企
業
と
行
政
と
が
目
的

を
同
じ
に
し
て
、
と
も
に
進
む
こ
と
は
と
て
も

大
事
な
こ
と
で
す
。
伊
豆
急
行
が
沿
線
の
活
性

化
に
取
り
組
む
委
員
会
を
組
織
し
て
、
活
動
を

開
始
し
た
こ
と
を
歓
迎
し
て
い
ま
す
。

―
―
伊
豆
急
行
と
行
政
と
が
一
体
と
な
っ
て
で

き
る
取
り
組
み
と
し
て
、
何
か
ア
イ
デ
ア
は
お

持
ち
で
す
か
。

石
井　

沿
線
の
風
景
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、
行

政
も
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
稲
梓
駅
近
く
の
竹
林
を
き
れ
い
に
整

備
し
て
光
が
入
る
よ
う
に
す
る
と
、
京
都
の
竹

林
の
よ
う
な
景
色
を
車
窓
か
ら
楽
し
め
る
よ
う

に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
山
の
景
色

が
続
く
場
所
に
は
何
か
花
を
植
え
る
と
い
い
で

し
ょ
う
。
車
窓
か
ら
見
え
る
景
色
が
場
所
ご
と

に
変
化
す
る
と
、
電
車
に
乗
る
の
が
も
っ
と
楽

し
く
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
取
り
組
み
を
、
行

政
と
伊
豆
急
行
と
が
一
体
と
な
っ
て
始
め
ら
れ

た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

駅
の
ホ
ー
ム
に
も
同
様
の
工
夫
が
で
き
ま

す
。
伊
豆
稲
取
駅
の
ホ
ー
ム
に
は
み
か
ん
の
木

が
植
栽
し
て
あ
り
、
伊
豆
大
川
駅
に
は
極
楽
鳥

花
の
花
壇
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
と
て
も

い
い
取
り
組
み
だ
と
思
い
ま
す
。
大
き
な
費
用

を
か
け
な
く
て
も
で
き
ま
す
し
、
地
域
ご
と
の

下田太鼓祭りは、応神天皇を祭神とする下田八幡神社の例祭。祭
典の様式は、下田奉行・今村伝四郎正長公が制定したと伝えられ
る。400 年の伝統を持つ（写真提供／下田市）

1標高 200 ｍの寝姿山山頂から下田のまちを望む（写真提供／下田市） 2ペリー一行が上陸後、条約締結のた
め了仙寺に向かって歩いた道は「ペリーロード」と名付けられている 3ペリーが上陸した地点には、胸像と錨
による「ペリー艦隊来航記念碑」が立つ。錨は米海軍から寄贈された

1

2 3



23 MINTETSU SPRING 2012

特集：動き始めた伊豆観光振興
［伊豆急行と沿線地域の新たな取り組み］

特
徴
も
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
観
光
の
お
客
さ

ま
は
楽
し
む
こ
と
を
目
的
に
お
越
し
な
の
で
す

か
ら
、
車
中
の
時
間
も
も
っ
と
楽
し
ん
で
も
ら

え
る
よ
う
に
工
夫
し
た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　伊
豆
圏
域
で
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み

―
―
こ
れ
か
ら
の
伊
豆
の
観
光
づ
く
り
に
つ
い

て
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
ま
す
か
。

石
井　

こ
れ
か
ら
は
、
地
域
単
位
で
は
な
く
伊

豆
圏
域
、
広
域
で
の
観
光
振
興
の
取
り
組
み
が

必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

河
津
町
の
「
河
津
桜
」
の
人
気
は
、
周
辺
の

下
田
や
稲
取
な
ど
に
も
観
光
客
を
呼
び
込
ん
で

い
ま
す
。
河
津
桜
の
シ
ー
ズ
ン
に
花
見
客
を
お
迎

え
し
て
、
下
田
や
稲
取
で
は
ど
う
お
も
て
な
し

を
す
る
の
か
、
そ
う
い
う
面
で
の
広
域
の
連
携
を

大
切
に
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

実
は
河
津
桜
は
、
河

津
町
だ
け
で
は
な
く
、

下
田
を
飛
び
越
え
て
南

伊
豆
町
に
も
植
え
ら
れ

て
い
る
ん
で
す
。
12
年

前
、
私
が
市
長
に
な
っ

た
と
き
、「
下
田
に
も

河
津
桜
を
植
え
よ
う
」

と
提
案
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
市
民
か
ら

「
ほ
か
の
ま
ち
の
真
似

を
し
な
い
で
下
田
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
桜
を
つ
く
っ

た
ほ
う
が
い
い
」
と
反

対
さ
れ
て
頓
挫
し
ま
し

た
が
、
そ
の
後
、
河
津

桜
は
ど
ん
ど
ん
県
外
に

出
荷
さ
れ
て
、
神
奈
川
県
の
松
田
町
や
三
浦
市

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
が
河
津
桜
の
名
所

と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
あ

の
と
き
、
河
津
桜
を
下
田
に
植
え
て
お
け
ば
、

い
ま
頃
は
「
河
津
桜
の
里　

河
津
・
下
田
・
南

伊
豆
」
と
い
う
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
広
い
面
と

し
て
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
は
い
ま
か
ら
で
も
遅
く
は
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
そ
れ
を
始
め
れ
ば
い
い
。

ほ
か
に
は
な
い
規
模
の
河
津
桜
の
里
を
つ
く
り
、

宣
伝
も
誘
客
も
共
同
で
行
う
。
河
津
や
南
伊
豆

の
町
長
と
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

河
津
桜
に
限
ら
ず
、
伊
豆
と
同
じ
素
材
で

売
っ
て
い
る
観
光
地
は
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
稲
取
の
雛
の
つ
る
し
飾
り
も
、
福
岡

県
の
柳
川
市
や
山
形
県
の
酒
田
市
だ
け
で
は
な

く
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
打
ち
出
し
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
稲
取
な
ら
で
は
の
付
加
価
値

を
つ
け
な
い
と
、
観
光
客
を
呼
べ
ま
せ
ん
。
ひ

と
つ
の
地
域
で
は
で
き
な
い
こ
と
も
、
広
域
で

力
を
合
わ
せ
れ
ば
、
ほ
か
に
は
な
い
付
加
価
値

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
た
取
り

組
み
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
観
光
地
と
し
て

は
生
き
残
れ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
今
後
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な

期
待
を
持
た
れ
て
い
ま
す
か
。

石
井　

温
泉
や
美
し
い
風
景
、
豊
富
な
食
材
に

恵
ま
れ
た
伊
豆
は
、
長
い
間
、
黙
っ
て
い
て
も

観
光
客
が
来
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
そ
れ
が
結

局
、「
自
分
の
地
域
に
観
光
客
が
来
れ
ば
い
い
」

と
い
う
考
え
方
に
な
り
、
地
域
間
の
奪
い
合

い
、
競
争
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
ど
こ
も
素
晴

ら
し
い
資
源
を
持
っ
た
優
れ
た
観
光
地
で
あ

り
、
誘
客
に
つ
い
て
も
個
々
で
努
力
し
て
こ
こ

ま
で
や
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て

難
し
い
面
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
地
域
は

電
車
１
本
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
い

ろ
い
ろ
な
面
で
協
力
体
制
を
と
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

狭
い
と
こ
ろ
で
競
争
し
て
い
る
場
合
で
は
な

い
。
観
光
形
態
が
大
き

く
変
化
し
た
い
ま
、
競

争
相
手
は
、
伊
豆
以
外

の
他
の
地
域
な
の
で
す

か
ら
。「
伊
豆
は
ひ
と

つ
」
と
な
っ
て
、
伊
豆

圏
域
で
構
想
を
つ
く

り
、
お
客
さ
ま
に
来
て

い
た
だ
け
る
よ
う
な
仕

組
み
づ
く
り
が
必
要
で

す
。一

例
と
し
て
、
い
ま

静
岡
県
や
伊
豆
半
島
の

行
政
な
ど
で
行
っ
て
い
る
「
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
」

認
定
推
進
活
動
が
あ
り
ま
す
。
伊
豆
半
島
は

昔
、
流
れ
着
い
て
本
州
に
ぶ
つ
か
っ
て
で
き
た

と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
そ
の
断
層
な
ど
半
島
全

域
に
地
球
活
動
の
見
ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ま

さ
に
伊
豆
半
島
は
「
ジ※

オ
パ
ー
ク
」
に
格
好
の

場
所
で
す
。

ま
た
、
温
暖
な
気
候
の
伊
豆
は
、
四
季
お
り

お
り
の
花
が
非
常
に
美
し
い
。
下
田
に
は
12
月

か
ら
１
月
の
水
仙
、
６
月
の
あ
じ
さ
い
が
あ
り
、

河
津
や
南
伊
豆
の
河
津
桜
、
熱
海
の
梅
、
伊
東

の
椿
、
伊
豆
市
の
梅
や
紅
葉
、
西
伊
豆
の
ユ
リ

―
―
１
年
中
ど
こ
か
で
花
が
咲
い
て
い
ま
す
。

「
花
半
島
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
観
光
推
進
が

で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
特
色
が
あ
る
わ
け
で
す

か
ら
、
地
域
ご
と
に
そ
の
特
徴
に
磨
き
を
か
け

て
、
最
終
的
に
は
ひ
と
つ
の
「
伊
豆
」
と
い
う

観
光
地
と
し
て
Ｐ
Ｒ
し
て
い
く
。
伊
豆
の
魅
力

は
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
信

も
で
き
る
。
観
光
地
と
し
て
の
伊
豆
の
可
能
性

は
大
き
い
と
信
じ
て
い
ま
す
。

※ジオパーク：地球活動の遺産を主な見どころとする自然の中の公園。地質学（geology）と公園（park）の組み合わせからつくられた。

「黒船祭」は、黒船の来航と開国を記念した下田最大の祭典。「幕末タイムスリップ」
をテーマに、まち全体が開港当時の情緒で彩られる。米海軍、海上自衛隊の音楽隊が
出演するパレードやコンサート、会場花火大会など国際色豊かなイベントが開催され
る。（写真提供／下田市）

第73回黒船祭
2012年5月18日（金）～ 20日（日）
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「『
私
と
み
ん
て
つ
』
小
学
生
新
聞
コ
ン
ク
ー
ル
」

は
、〝
新
聞
づ
く
り
〞
を
通
じ
、
子
ど
も
た
ち
の
鉄

道
へ
の
関
心
と
理
解
を
深
め
て
も
ら
お
う
と
企
画

さ
れ
た
。
全
国
小
学
校
社
会
科
研
究
協
議
会
の
後

援
を
得
て
、
平
成
19
年
か
ら
開
催
さ
れ
て
お
り
、

回
を
重
ね
る
ご
と
に
、
総
合
学
習
や
国
語
な
ど
の

授
業
、
夏
休
み
の
自
由
研
究
や
宿
題
に
活
用
す
る

学
校
が
増
え
て
い
る
。
ポ
ス
タ
ー
な
ど
で
コ
ン
ク
ー

ル
の
開
催
を
知
り
、
自
発
的
に
参
加
す
る
児
童
も

少
な
く
な
い
。

鉄
道
に
つ
い
て
、
興
味
を
持
っ
た
こ
と
や
疑
問

に
思
っ
た
こ
と
を
調
べ
て
新
聞
に
ま
と
め
る
に
は
、

考
え
る
力
、
表
現
す
る
力
が
必
要
だ
。
教
師
か
ら

は
、
読
み
手
を
意
識
し
て
分
か
り
や
す
い
文
章
に

ま
と
め
る
こ
と
や
丁
寧
に
書
く
こ
と
を
通
じ
、
よ

り
高
い
レ
ベ
ル
で
「
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
力
」

が
身
に
つ
く
と
い
う
声
が
上
が
っ
て
い
る
。

第
４
回
か
ら
は
、
新
聞
づ
く
り
は
ま
だ
難
し
い

１・
２
年
生
を
対
象
に
「
絵
日
記
風
の
新
聞
」
の

受
付
も
開
始
。
小
学
生
全
学
年
を
対
象
と
し
た

新
聞
コ
ン
ク
ー
ル
に
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ
し
た
。
そ

の
結
果
、
第
５
回
目
を
数
え
た
昨
年
の
新
聞
コ
ン

ク
ー
ル
に
は
、
全
国
か
ら
４
９
４
校
が
参
加
。
応

募
作
品
数
も
５
６
１
６
点
（
５
６
５
２
人
）
と
、

第
４
回
の
作
品
数
を
８
５
０
点
近
く
上
回
る
応
募

作
品
が
全
国
40
都
府
県
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
。

い
ず
れ
も
力
作
ぞ
ろ
い
の
こ
れ
ら
応
募
作
品
の

中
か
ら
、
日
本
民
営
鉄
道
協
会
で
は
昨
年
12
月
中

旬
、
加
盟
各
社
な
ら
び
に
全
国
小
学
校
社
会
科
研

究
協
議
会
の
審
査
委
員
に
よ
る
厳
正
な
審
査
を
経

て
、
個
人
賞
・
学
校
賞
の
受
賞
作
品
を
決
定
。
１

月
７
日
（
土
）、
受
賞
者
13
名
、
受
賞
校
６
校
を

招
い
て
、
東
京
會
舘
東
商
ス
カ
イ
ル
ー
ム
に
て
表

彰
式
が
開
催
さ
れ
た
。

個人賞受賞ならびに学校賞受賞の皆さんと主催者・後援者の役員

最優秀作品賞の表彰を受ける関杏花さん

小学生新聞コンクールには、３年生のときから毎回参加してきました。
４年間の総まとめとして、今回は楽しく明るい記事を書きたいという気持
ちがありました。けれども東日本大震災があり、私は、震災から何を学び、
私たちに何ができるのか、考えてみることが大切だと思いました。
あの日、私は学校にいましたが、両親は京王線の車中でした。父は体が
不自由ですから、とても不安だったと思います。親切な車掌さんが励まし
続けてくださり、両親は無事に帰宅することができました。この両親の体
験をきっかけに、震災当日の鉄道の様子やその後の計画停電などについて
調べました。地震が起きたとき、乗客である私たちがどう行動すべきかに
ついても調べて記事にまとめました。
参加できる最後の年に、念願の最優秀作品賞を受賞することができ、と
てもうれしく思っています。ありがとうございました。

日本民営鉄道協会
会長賞

「メープル新聞 2011年 絆 東日本大震災特別号」
東京都／日野市立潤徳小学校
関　杏花

日本民営鉄道協会
会長賞会長賞会長賞

全国494校から集まった5616点の応募作品。
最優秀作品賞1点は駅ポスターにして
全国に掲出。
全国の子どもたちに鉄道をもっとよく知り、鉄道をもっと好きになっ
てもらいたい――そんな願いから企画された「『私とみんてつ』小
学生新聞コンクール」。第 5 回を数えた昨年は、全国494校から
5616 作品の応募があり、厳正な審査を経て選ばれた個人賞・学
校賞の表彰式が開催された。

小学生新聞コンクール表彰式を開催

　私と
みんてつ
5第　 　　回
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〝
鉄
道
〞が
人
と
人
を
つ
な
ぎ
合
う

表
彰
式
で
は
、
日
本
民
営
鉄
道
協
会
の
石
渡
恒

夫
会
長
（
京
浜
急
行
電
鉄
株
式
会
社
代
表
取
締
役

社
長
）
が
主
催
者
挨
拶
に
立
ち
、「
今
回
も
鉄
道
を

応
援
し
て
く
だ
さ
る
小
学
生
の
皆
さ
ん
か
ら
た
く

さ
ん
の
応
募
を
い
た
だ
き
、
大
変
う
れ
し
く
思
っ

て
い
る
。
今
回
の
受
賞
が
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
よ

い
思
い
出
と
な
り
、
鉄
道
へ
の
関
心
を
深
め
る
だ

け
で
は
な
く
何
事
に
も
一
生
懸
命
取
り
組
む
大
切

さ
を
学
び
、
今
後
の
成
長
へ
の
糧
と
し
て
ほ
し
い
」

と
、
子
ど
も
た
ち
に
感
謝
を
述
べ
た
。

ま
た
、
全
国
小
学
校
社
会
科
研
究
協
議
会
の
久

保
田
福
美
会
長
は
「
昨
年
は
東
日
本
大
震
災
が

あ
り
、
人
と
人
と
を
つ
な
ぐ
〝
絆
〞
と
し
て
の
鉄

道
の
役
割
や
安
全
面
に
着
目
し
た
も
の
が
目
に
付

き
、
心
打
た
れ
る
作
品
が
多
か
っ
た
。
人
や
地
域

や
鉄
道
を
大
切
に
す
る
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る

素
晴
ら
し
い
作
品
が
揃
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
周

り
を
見
つ
め
る
目
や
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
た

り
伝
え
た
り
し
て
い
く
こ
と
を
、
日
々
の
生
活
や

学
習
の
中
で
大
事
に
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
、

子
ど
も
た
ち
に
賛
辞
を
贈
っ
た
。

今
年
も
７
月
か
ら
「
第
６
回
『
私
と
み
ん
て
つ
』

小
学
生
新
聞
コ
ン
ク
ー
ル
」
を
実
施
す
る
予
定
だ
。

最優秀作品賞を受賞した新聞はポスター化
して、大手民鉄 16社・地方民鉄 56社の
約 3000 駅に掲出している（３月末日ま
で）。

■個人賞部門　最優秀作品賞（１名）、優秀作品賞（5名）、奨励賞（7名）、佳作（21名）
■学校賞部門　最優秀学校賞（1校）、優秀学校賞（５校）、奨励賞（５校）、若草奨励賞（5校）
最優秀作品賞・優秀作品賞・奨励賞を受賞した13作品は、日本民営鉄道協会ホームページ内サイト『みんてつキッズ』で紹介しています。
http://kids.mintetsu.or.jp/

「あぶくま急行新聞」
福島県／福島市立瀬上小学校　鎌田海里
僕は、あぶきゅうが大好きです。だから、震災で運休

している間は、心配でたまりませんでした。４月になって、
運休しているはずのあぶきゅうの線路の方から電車の音が
聞こえてきたときは、本当にうれしかったです。コンクー
ルは、先生にすすめられて参加しました。最初はむずかし
いと思ったけど、震災に負けないで一生懸命頑張ってい
るあぶきゅうを応援したいと思って、新聞をつくりました。

「鉄道珍八景」
三重県／伊勢市立大湊小学校　湯前美優
お父さんが近鉄の電車で中吊り広告を見て「これ、い

いよ。やってごらん」って、すすめてくれました。１年生
のときから参加しています。テレビ番組の「ナニコレ珍百景」
が大好きで、電車の面白いところを集めて作ろうと思った
んだけど、100個集めるのは大変だから８個にして八景に
しました。第３回のコンクールでいとこが優秀作品賞を受
賞しています。今回は私が受賞できてすごくうれしいです。

「民鉄新聞」
千葉県／船橋市立葛飾小学校　渡邊彩音

「みんてつ新聞～わたしの町～」
奈良県／帝塚山学園帝塚山小学校　下淵可奈子

東武鉄道は、私の住む街を走っています。その東武鉄
道がいま話題の東京スカイツリーを所有していると知って、
興味を持ちました。運転士さんに直接取材したり調べてい
くうちに、東武鉄道が乗客の安全を守るための対策にとて
も力を入れていることを知り、新聞は、鉄道の安全対策に
ついてまとめてみようと思いました。前回は佳作だったので、
小学生最後の今回、優秀賞をいただけてとてもうれしいです。

新聞づくりは学校の夏休みの宿題でした。私の家は近鉄
の萩の台駅から歩いて１～２分のところにあって、家の窓
からは電車が走っているのがよく見えます。幼稚園も小学
校も電車で通っているので、電車は私にとってなくてはなら
ない存在です。そんな近鉄の駅の工夫や駅員さんのお仕事
の様子をみんなに知ってもらえるように、新聞にまとめました。
学校では私だけ、賞をもらえました。とてもうれしいです。

「ＴＯＫＹＵタイムス」
神奈川県／横浜市立馬場小学校　河村夏樹

愛知県／丹羽郡扶桑町立柏森小学校

僕は小さい頃から電車が大好きで、駅や線路脇で何時
間も飽きずに電車を見たり、乗ったりしているので、その
恩返しとして鉄道の魅力や特長を書いてみたいと思いまし
た。東急東横線の菊名駅の駅員さんに取材させていただき
ました。お客さんの安全を見守るさまざまな工夫や駅員さ
んの努力を知って、電車がもっと好きになりました。初め
ての応募でしたが、次回もぜひ参加したいと思っています。

総合学習のカリキュラムに、自分たちが住む地域を学
ぶ「地域学習」があります。この授業に新聞づくりを活用
しています。地域の駅やその他の鉄道施設を見学したり、
調べたりして、文章にまとめる。新聞づくりを続けていると、
子どもたちの要点をまとめる力や文章力が伸びていくのが
よく分かります。
前回に続き、最優秀学校賞を頂戴し、とてもうれしく思っ

ています。これからも、子どもたちと一緒に楽しく新聞づ
くりを続けていきたいと思います。

作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞作品賞

学校賞部門

全国小学校社会科研究協議会　会長賞

日本民営鉄道協会　広報委員長賞
日本民営鉄道協会
会長賞

小学生最後の今回、優秀賞をいただけてとてもうれしいです。

最優秀学校賞
最優秀学校賞学校賞学校賞学校賞学校賞学校賞学校賞学校賞学校賞学校賞
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季
節
は
少
し
遡
っ
て
昨
年
10
月
。
閉
山
間
近
の

上
高
地
の
紅
葉
散
策
を
楽
し
み
に
、
滑
り
込

み
で
訪
れ
た
の
は
、
ア
ル
ピ
コ
交
通
上
高
地
線
。

出
発
点
は
松
本
駅
。
上
高
地
へ
向
か
う
に
は
、
ひ

と
ま
ず
終
点
・
新し

ん
し
ま
し
ま

島
々
ま
で
乗
車
し
、
バ
ス
に
乗
り

継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
さ
っ
そ
く
「
ア
ル
ピ
コ
カ

ラ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
白
い
車
体
に
5
色
の
ラ
イ
ン
が

ペ
イ
ン
ト
さ
れ
た
鮮
や
か
な
電
車
に
乗
り
込
ん
だ
。

乗
客
の
４
割
は
観
光
客

出
発
を
待
つ
車
内
に
は
、
大
学
生
ら
し
い
女
性
た

ち
の
声
が
あ
ふ
れ
る
。
よ
く
よ
く
車
内
を
見
渡
せ

ば
、
上
高
地
に
行
く
と
思
わ
れ
る
ハ
イ
キ
ン
グ
ス
タ

イ
ル
の
乗
客
も
多
く
、
乗
客
の
4
割
強
は
観
光
客
が

占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
平
日
の
観
光
客
に
は
比
較

的
年
配
の
方
が
多
く
、
女
子
大
生
の
華
や
か
さ
に
は

か
な
わ
な
い
。

電
車
は
賑
や
か
に
発
車
。
と
こ
ろ
が
、
動
き
始
め

て
約
10
分
。
電
車
が
北
新
・
松
本
大
学
前
駅
に
着
く

と
、
学
生
た
ち
は
一
斉
に
下
車
。
と
た
ん
に
車
内
は

ガ
タ
ン
ゴ
ト
ン
と
の
ど
か
な
音
が
響
く
空
間
に
。

静
か
な
乗
客
た
ち
が
、
思
い
思
い
に
車
窓
に
広
が

る
刈
り
取
り
を
終
え
た
田
ん
ぼ
や
り
ん
ご
畑
を
眺
め

る
う
ち
に
、
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
併
設
さ
れ
た
新

島
々
の
駅
に
到
着
。
電
車
と
同
じ
ア
ル
ピ
コ
カ
ラ
ー

の
バ
ス
に
乗
り
継
ぐ
。

走
り
出
し
た
バ
ス
は
、
す
ぐ
に
山
の
中
へ
。
車
内

に
流
れ
る
、
上
高
地
や
梓
川
に
造
ら
れ
た
ダ
ム
に
関

す
る
解
説
を
聞
き
な
が
ら
、
揺
ら
れ
る
こ
と
約
1
時

間
。
思
わ
ず
ウ
ト
ウ
ト
し
か
け
た
こ
ろ
に
、
バ
ス
は

上
高
地
の
名
所
の
一
つ
、
大
正
池
に
到
着
し
た
。

今
の
上
高
地
は
、「
今
」
し
か
見
ら
れ
な
い

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
初
心
者
に
は
大
正
池

か
ら
河
童
橋
ま
で
の
1
時
間
程
度
の
コ
ー
ス
が
お
す

す
め
、
と
の
こ
と
。「
山
ガ
ー
ル
」
に
な
っ
た
つ
も

り
で
、
大
正
池
か
ら
歩
き
出
す
。

焼
岳
の
噴
火
で
梓
川
が
せ
き
止
め
ら
れ
て
出
来
た

大
正
池
は
、
そ
の
中
に
白
く
立
ち
枯
れ
た
木
が
残
る

景
色
で
有
名
。
し
か
し
、
大
正
池
に
は
日
々
、
上
流

か
ら
土
砂
が
流
入
す
る
た
め
、
池
は
次
第
に
小
さ
く

浅
く
な
っ
て
い
く
。
池
の
景
観
を
守
る
た
め
毎
年
、

閉
山
後
に
は
た
ま
っ
た
土
砂
を
取
り
除
く
作
業
が
行

わ
れ
る
が
、
枯
れ
木
が
朽
ち
て
い
く
の
を
防
ぐ
こ
と

は
で
き
ず
、
池
に
残
る
立
ち
枯
れ
の
木
は
だ
ん
だ
ん

少
な
く
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。

秋
晴
れ
の
空
の
下
、
北
ア
ル
プ
ス
の
山
並
み
に
囲

ま
れ
た
大
正
池
は
、
明
る
く
清
々
し
い
け
れ
ど
、
数

年
後
、
数
十
年
後
に
は
消
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
景
色
だ
と
思
う
と
、
幻
想
的
に
も
見
え
て
く
る
。

紅
葉
シ
ー
ズ
ン
の
大
正
池
は
ま
ず
ま
ず
の
人
出
。

河
童
橋
へ
向
か
う
道
筋
に
も
人
影
は
絶
え
な
い
が
、

取
り
囲
む
木
々
が
目
隠
し
に
な
っ
て
、
時
折
フ
ッ
と

一
人
き
り
に
な
る
瞬
間
も
あ
る
。
赤
と
い
う
よ
り
黄

色
に
染
ま
る
上
高
地
の
紅
葉
は
、
落
ち
着
き
の
あ
る

美
し
さ
。
高
層
ビ
ル
と
通
勤
ラ
ッ
シ
ュ
の
日
常
生
活

と
は
、
遠
く
か
け
離
れ
た
光
景
に
、
思
わ
ず
ぼ
ん
や

り
立
ち
尽
く
す
。

景
色
に
見
と
れ
つ
つ
、
写
真
を
撮
り
つ
つ
、
あ
っ

と
い
う
間
に
1
時
間
。
河
童
橋
が
見
え
て
き
た
。
バ

ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
程
近
い
河
童
橋
周
辺
は
、
ホ
テ
ル

や
お
土
産
物
屋
が
立
ち
並
び
、「
観
光
地
」
ら
し
い

楽
し
げ
な
雰
囲
気
だ
。

新島々駅はバスターミナルも兼ねている

アルピコ交通株式会社
上高地線

連
　
載文・写真　松澤美穂

北
ア
ル
プ
ス
を
背
景
に
、

田
ん
ぼ
の
中
を
走
り
抜
け
る
。

学
生
た
ち
の
賑
や
か
な
声
に

あ
ふ
れ
た
電
車
は
、
季
節
が
来
れ
ば

上
高
地
へ
向
か
う
観
光
客
も
運
び
出
す
。

上高地線
【かみこうちせん】

日本アルプスの麓、松本市西部を走る14.4㎞の
路線。駅数は14。松本駅と、山岳路線バスが
発着するターミナル駅、新島々駅を約30分で結
ぶ。2011年4月、諏訪バス・川中島バスと合併し、
松本電気鉄道からアルピコ交通株式会社に。

三
溝

波
田

渕
東

新
島
々

下
新

北
新
・
松
本
大
学
前

篠
ノ
井
線

松本

大糸線
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こ
こ
か
ら
ま
た
1
時
間
ほ
ど
歩
け
ば
、
も
う
一
つ

の
名
所
、
明
神
池
を
見
に
行
く
こ
と
も
で
き
る
が
、

初
心
者
に
無
理
は
禁
物
。
ク
ラ
シ
カ
ル
な
リ
ゾ
ー
ト

ホ
テ
ル
で
一
息
つ
い
て
、
帰
り
の
バ
ス
へ
。

夕
暮
れ
時
は
、
通
学
電
車

バ
ス
で
戻
っ
た
新
島
々
駅
か
ら
、
再
び
電
車
へ
。

ハ
イ
キ
ン
グ
疲
れ
の
観
光
客
を
乗
せ
た
電
車
は
、

や
っ
ぱ
り
静
か
。
し
か
し
時
刻
は
夕
方
、
学
生
た
ち

の
帰
宅
時
間
だ
。

上
高
地
と
い
う
一
大
観
光
名
所
へ
ア
ク
セ
ス
す
る

上
高
地
線
は
、「
観
光
路
線
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

が
、
実
は
乗
客
の
65
％
が
定
期
券
利
用
者
だ
と
い

う
。
な
る
ほ
ど
、
滑
り
込
ん
だ
波
田
駅
の
ホ
ー
ム
に

は
、
た
く
さ
ん
の
小
学
生
。
元
気
の
固
ま
り
の
よ
う

な
彼
ら
が
飛
び
込
ん
で
く
る
と
、
車
内
は
一
気
に
満

員
御
礼
。
次
の
駅
で
は
中
高
生
ら
し
い
集
団
も
乗
り

込
ん
で
き
て
、
車
内
は
お
も
ち
ゃ
箱
の
よ
う
な
賑
わ

い
に
。

小
学
生
、
中
高
生
と
く
れ
ば
、
や
っ
ぱ
り
次
は
大

学
生
だ
。
次
々
と
乗
り
込
ん
で
く
る
学
生
た
ち
と
、

入
れ
替
わ
る
よ
う
に
途
中
下
車
す
る
。

電
車
の
姿
が
待
ち
遠
し
い

賑
や
か
な
電
車
を
後
に
降
り
立
っ
た
の
は
、
学
生

た
ち
の
姿
が
消
え
て
、
静
ま
り
返
っ
た
北
新
・
松
本

大
学
前
駅
。
駅
周
辺
の
住
宅
街
を
抜
け
れ
ば
、
線
路

沿
い
に
は
刈
り
取
り
を
終
え
た
田
ん
ぼ
が
広
が
る
。

田
ん
ぼ
の
あ
ぜ
道
を
た
ど
り
な
が
ら
、
電
車
が
通

る
の
を
待
っ
て
い
る
と
、
ど
う
や
ら
同
じ
目
的
ら
し

い
小
さ
な
男
の
子
が
母
親
の
手
を
引
っ
張
っ
て
来

る
。
挨
拶
を
交
わ
す
間
に
も
刻
々
と
日
は
傾
く
。
次

の
電
車
が
来
る
前
に
日
が
落
ち
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
心
配
に
な
っ
た
こ
ろ
、
よ
う
や
く
踏
み
切
り

の
音
が
響
き
、
電
車
が
や
っ
て
来
た
。

手
前
に
は
広
々
と
し
た
田
ん
ぼ
、
遠
く
後
ろ
に
は

北
ア
ル
プ
ス
の
山
並
み
。
暮
れ
た
景
色
に
白
い
車
体

は
半
ば
溶
け
込
む
。
も
う
少
し
夕
日
が
赤
け
れ
ば
、

完
璧
な
「
日
本
の
秋
の
夕
暮
れ
」
な
の
に
。
贅
沢
な

こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
上
り
下
り
の
電
車
を
見
送
り

我
に
返
る
と
、
い
つ
の
間
に
や
ら
親
子
連
れ
の
姿
は

消
え
て
、
周
囲
は
す
で
に
薄
闇
。
と
た
ん
に
落
ち
着

か
な
く
な
っ
て
き
て
、
急
い
で
次
の
下
新
駅
へ
。

ロ
グ
ハ
ウ
ス
風
の
下
新
駅
の
駅
舎
に
は
も
ち
ろ
ん

明
か
り
が
灯
っ
て
い
る
が
、
初
め
て
訪
れ
る
土
地
の

夜
の
無
人
駅
。
ポ
ツ
ン
と
１
人
、
電
車
を
待
つ
の
は

少
し
不
安
で
寂
し
く
な
る
。
時
計
と
時
刻
表
を
見
比

べ
る
こ
と
数
回
。
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
を
光
ら
せ
て
、
よ

う
や
く
電
車
が
姿
を
見
せ
た
。

明
る
い
車
内
で
思
い
返
せ
ば
、
今
日
１
日
は
夢
の

よ
う
。
夢
の
余
韻
に
浸
り
つ
つ
、
散
策
は
無
事
終
了
。

花
が
咲
い
た
ら
目
覚
め
の
季
節

紅
葉
の
雑
木
林
を
歩
き
、
北
ア
ル
プ
ス
の
山
々
を

背
景
に
夕
闇
に
沈
む
電
車
を
眺
め
、
夜
の
駅
で
電
車

を
待
っ
た
日
か
ら
、
あ
っ
と
い
う
間
に
数
カ
月
。
11

月
半
ば
に
冬
籠
り
に
つ
い
た
上
高
地
も
、
花
の
季
節

が
到
来
す
れ
ば
、
そ
ろ
そ
ろ
目
覚
め
の
お
時
間
だ
。

新
緑
の
春
に
涼
や
か
な
夏
、
そ
し
て
ま
た
黄
金
色

の
秋
。
新
し
い
年
の
新
し
い
景
色
が
上
高
地
を
彩
り

始
め
る
。

上高地の紅葉は黄色夕暮れ時、北アルプスを背景に走る ヘッドライトが辺りを照らす

秋の大正池は水かさが少ない立ち枯れの木は、年々減少
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高
校
生
の
と
き
、
電
車
で
一
時
間
半
ほ
ど
か

け
て
通
学
し
て
い
た
。

東
京
調
布
市
の
自
宅
か
ら
、
町
田
市
に
あ
る

私
立
校
ま
で
。
バ
ス
を
使
っ
て
小
田
急
線
の
駅

ま
で
出
れ
ば
一
本
だ
っ
た
が
、
朝
の
通
勤
ラ
ッ

シ
ュ
を
避
け
て
大
回
り
し
て
い
た
。
京
王
相
模

原
線
、
小
田
急
多
摩
線
、
小
田
急
線
の
三
本
乗

り
継
ぎ
。

下
り
な
の
で
、
は
じ
め
の
二
本
は
朝
の
通
学

時
間
で
も
が
ら
が
ら
だ
っ
た
。
同
じ
車
両
に

乗
っ
て
い
る
人
た
ち
の
顔
を
全
員
覚
え
ら
れ
る

ほ
ど
だ
っ
た
。
そ
の
中
の
ひ
と
り
に
、
現
在
の

私
く
ら
い
、
つ
ま
り
五
十
歳
く
ら
い
の
女
性
が

い
た
。
太
っ
て
い
て
、
眼
鏡
で
、
地
味
だ
が
こ

だ
わ
り
が
あ
り
そ
う
な
服
を
着
て
い
て
、
い
つ

も
本
を
読
ん
で
い
た
。
私
が
最
初
に
乗
る
電
車

に
彼
女
は
す
で
に
乗
っ
て
い
て
、
た
い
て
い
駆

け
込
み
乗
車
の
私
を
、
じ
ろ
り
と
見
上
げ
て
、

す
ぐ
に
本
に
顔
を
戻
し
た
。
教
師
、
あ
る
い
は

図
書
館
司
書
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
わ
そ

う
な
人
だ
と
思
っ
て
い
た
。

あ
る
と
き
、
駆
け
込
み
が
間
に
合
わ
な
く

て
、
し
ま
り
か
け
た
ド
ア
に
通
学
鞄
だ
け
を
か

ろ
う
じ
て
挟
ん
で
、
発
車
を
遅
ら
せ
て
し
ま
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
彼
女
が
席
を
立

ち
、
両
手
で
ド
ア
を
ぐ
ぐ
っ
と
開
い
て
（
今
考

え
れ
ば
、
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
車
掌
さ
ん
が
ド

ア
を
開
け
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
）、

私
の
体
を
車
内
に
引
っ
ぱ
り
込
ん
で
く
れ
た
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
は
じ
め
て

彼
女
と
言
葉
を
交
わ
し
た
。
そ
の
あ
と
す
ぐ
に

「
無
理
な
ご
乗
車
は
お
や
め
く
だ
さ
い
」
と
い

う
車
内
放
送
が
流
れ
る
と
、
私
を
見
て
ふ
ふ
っ

と
悪
戯
っ
ぽ
く
笑
っ
た
彼
女
の
顔
を
、
奇
妙
に

鮮
や
か
に
覚
え
て
い
る
。

混
雑
し
な
い
か
わ
り
に
、
乗
り
継
ぎ
に
時
間

が
か
か
っ
た
。
当
時
、
京
王
相
模
原
線
も
小
田

急
多
摩
線
も
、
本
数
が
少
な
か
っ
た
の
で
、
短

い
と
き
で
も
十
五
分
く
ら
い
待
た
な
い
と
次
の

電
車
が
来
な
か
っ
た
。
朝
は
さ
ほ
ど
で
も
な

か
っ
た
が
、
下
校
時
に
は
連
絡
が
悪
い
と
三
十

分
以
上
待
つ
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
と
き
に

は
ホ
ー
ム
の
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
ノ
ー
ト
を
広

げ
、
日
記
と
も
小
説
と
も
つ
か
な
い
も
の
を
ち

ま
ち
ま
と
書
い
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
ン
コ
ミ
ッ

ク
の
「
ス
ー
パ
ー
マ
ン
」
の
絵
柄
を
表
紙
に
し

た
大
判
の
ノ
ー
ト
で
、
中
身
を
読
み
返
す
の
に

は
多
大
な
勇
気
が
必
要
だ
け
れ
ど
、
今
も
捨
て

ら
れ
ず
と
っ
て
あ
る
。

校
風
が
肌
に
合
わ
な
く
て
、
学
校
が
き
ら
い

だ
っ
た
か
ら
、
毎
朝
、
途
中
下
車
し
た
く
て
た

ま
ら
な
か
っ
た
。
実
際
、
降
り
て
し
ま
っ
て
、

学
校
を
さ
ぼ
っ
た
こ
と
が
何
回
か
あ
る
。
映
画

を
観
に
い
く
と
か
、
喫
茶
店
に
入
る
と
か
の
勇

気
も
な
い
子
供
だ
っ
た
か
ら
、
た
だ
見
知
ら
ぬ

町
を
あ
て
も
な
く
歩
き
、
公
園
で
お
弁
当
を
開

い
て
時
間
を
潰
す
だ
け
の
、
情
け
な
い
エ
ス

ケ
ー
プ
だ
っ
た
。

い
つ
も
空
い
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
の

通
学
時
間
に
は
、
白
っ
ぽ
い
靄
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
ま
と
い
つ
い
て
い
る
。
自
分
が
ど
こ

に
い
る
の
か
、
ど
こ
へ
向
か
っ
て
い
る
の
か
わ

か
ら
な
い
、
途
方
に
暮
れ
た
靄
の
中
。
や
っ
と

や
っ
て
き
た
電
車
に
乗
り
込
み
窓
の
外
に
目
を

や
る
と
、
電
車
が
逆
方
向
へ
走
り
出
す
よ
う
な

錯
覚
が
い
つ
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
を
経

て
、
私
は
今
こ
こ
に
い
る
。

第
三
十
四
回

リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ

文・井上荒野
Areno INOUE
東京生まれ。1989 年「わたしのヌレエフ」で
第 1 回フェミナ賞を受賞し、デビュー。2004
年『潤一』で第 11 回島清恋愛文学賞、08 年

『切羽へ』で第 139 回直木賞、11 年『そこ
へ行くな』で第 6 回中央公論文芸賞を受賞。

『あなたがうまれたひ』など絵本の翻訳も手
掛けている。最新刊に『だれかの木琴』（幻
冬舎）がある。

撮影／三原久明

イラスト・岡林玲

白
い
通
学
時
間
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連
載
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
前
号
に
続
き
、
な
ぜ
こ
の
映
画
を
取

り
上
げ
な
い
の
か
と
い
っ
た
読
者
の
皆
さ
ま
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と

を
中
心
に
「
鉄
道
と
映
画
」
を
レ
ビ
ュ
ー
し
ま
す
。

　

公
開
時
、
評
判
が
良
か
っ
た
り
、
新
聞
の
映
画
評
論
で
は
評
判
が

高
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
が
首
を
か
し
げ
て
し
ま
っ
た
作

品
も
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
メ
リ
ル
・
ス
ト
リ
ー
プ
と
ロ
バ
ー

ト
・
デ
・
ニ
ー
ロ
が
共
演
し
た
「
恋
に
お
ち
て
」
は
、
相
当
評
判
が

良
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
欄
で
も
紹
介
し
た
デ
ビ
ッ

ド
・
リ
ー
ン
の
名
作
「
逢
び
き
」
を
現
代
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
持
っ
て

行
っ
た
だ
け
の
よ
う
な
作
品
で
あ
り
、「
逢
び
き
」
と
比
べ
る
と
、

映
画
の
出
来
が
か
な
り
落
ち
る
の
で
取
り
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。

フ
ィ
ル
ム
・
ノ
ワ
ー
ル
の
名
手
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル

の
遺
作
「
リ
ス
ボ
ン
特
急
」
も
残
念
な
が
ら
冴
え
た
と
こ
ろ
が
見
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
リ
ュ
ッ
ク
・
ベ
ッ
ソ
ン
の
「
サ
ブ
ウ
ェ
イ
」

も
、
佳
作
の
域
に
は
と
て
も
達
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

次
に
私
の
見
方
に
反
対
の
方
が
多
い
こ
と
は
承
知
の
上
で
す
が
、

今
で
も
人
気
の
高
い
「
寅
さ
ん
シ
リ
ー
ズ
」
に
つ
い
て
、
な
ぜ
取
り

上
げ
な
か
っ
た
か
を
敢
え
て
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は

冒
頭
に
よ
く
地
方
線
の
シ
ー
ン
が
使
わ
れ
ま
す
し
、
北
海
道
の
国
鉄

職
員
を
主
人
公
に
し
た
映
画
も
あ
っ
た
と
記
憶
し
ま
す
が
、
寅
さ
ん

シ
リ
ー
ズ
の
マ
ン
ネ
リ
と
い
う
批
判
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
何
作

か
見
る
う
ち
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
、
あ
ま
り
に
も
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化

し
た
庶
民
が
現
れ
、
私
は
辟へ

き
え
き易
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
鉄

道
の
場
面
は
、
い
ず
れ
も
印
象
的
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
し
た
の

で
見
送
り
ま
し
た
。

　

逆
に
私
は
紹
介
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
や
む
を
得
ず
取
り

上
げ
な
か
っ
た
作
品
お
よ
び
私
の
勘
違
い
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
作

品
を
挙
げ
て
み
ま
す
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
鬼
才
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
ム
ン
ク

が
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
共
産
党
内
の
官
僚
主
義
を
批
判
し
た

「M
an O

n The Tracks

」
は
、
ぜ
ひ
紹
介
し
た
い
作
品
と
し
て
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
こ
の
作
品
は
、
日
本
で
は
公
開

さ
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
テ
レ
ビ
放
映
も
な
く
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
も
日

本
で
発
表
し
て
い
な
い
の
で
、
ご
紹
介
す
る
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
か
ら
テ
レ
ビ
で
深
夜
に
一
度
放
映
さ
れ
た
タ
ジ
キ
ス
タ

ン
の
映
画
「
少
年
、
機
関
車
に
乗
る
」、
私
は
な
か
な
か
面
白
い
映

画
と
評
価
し
ま
し
た
が
、
デ
ィ
ス
ク
に
も
テ
ー
プ
に
も
取
ら
な
か
っ

た
た
め
、
い
い
加
減
な
記
憶
の
み
で
紹
介
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、

取
り
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
で
公
開
さ
れ
ず
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
も
な

く
、
わ
ず
か
に
映
画
祭
な
ど
で
紹
介
さ
れ
た
ア
レ
ク
セ
イ
・
ゲ
ル
マ

ン
監
督
の
「
戦
争
の
な
い
20
日
間
」
は
、
な
か
な
か
見
応
え
の
あ
る

映
画
で
し
た
し
、
昔
の
ソ
連
製
映
画
で
す
の
で
、
戦
時
中
の
鉄
道
の

旅
の
様
子
が
良
く
撮
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
同
様
な
理
由
で
見
送
り

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
大
陸
横
断
鉄
道
建
設
を
テ
ー
マ
に
し
た
西
部
劇

の
名
作
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
監
督
の
「U

nion Pacifi c

」
も
、
日

本
で
は
公
開
（
再
公
開
）
を
期
待
で
き
ず
、
し
か
も
Ｄ
Ｖ
Ｄ
未
発
売

と
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
前
者
は
ご
く

最
近
や
っ
と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
出
た
よ
う
で
す
し
、
後
者

は
「
大
平
原
」
と
い
う
邦
題
が
つ
い
て
発
売
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は

紹
介
し
て
も
良
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

鉄
道
と
映
画
は
、
大
変
相
性
が
良
い
よ
う
で
あ

り
、
私
の
気
が
付
か
な
か
っ
た
傑
作
も
あ
る
と
思

い
ま
す
し
、
鉄
道
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
か

つ
印
象
的
な
場
面
が
撮
ら
れ
て
い
る
名
作
は
、
今

後
も
増
え
る
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
文
章

を
書
い
て
い
る
二
月
に
も
グ
ル
ジ
ア
の
名
監
督
オ

タ
ー
ル
・
イ
オ
セ
リ
ア
ー
ニ
の
「
汽
車
は
ふ
た
た
び

故
郷
へ
」
が
中
旬
に
公
開
さ
れ
る
と
聞
き
ま
し
た
。

読
者
の
皆
さ
ま
が
拙
文
を
読
ま
れ
た
こ
と
を
契
機

に
「
鉄
道
と
映
画
」
に
興
味
を
も
た
れ
、
映
画
館

に
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
筆
者
と
し
て
こ

れ
に
勝
る
幸
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
長
い
間
ご
愛
読

い
た
だ
き
本
当
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

文・羽生次郎
text by  Jiro HANYU
1946 年東京生まれ、69 年東大経済卒、同
年運輸省入省、人事課長、運輸審議官等を
経て、2002 年 8 月国土交通審議官を退官。
現在は公益財団法人笹川平和財団・会長を
務める。フィルム･コミッション（FC）への取
り組みなど、映画へ深い情熱を注ぐ。

連
載
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
　
後
編

鉄
道
と
映
画

イオセリアーニ監督が故郷グルジアを舞台に自身の波乱万丈な実人生を重ねて描いた最新作。
2010 年カンヌ国際映画祭特別招待作品として出品され、日本での公開が待たれていた。

最
終
回

イオセリアーニ監督が故郷グルジアを舞台に自身の波乱万丈な実人生を重ねて描いた最新作。

Ⓒ 2010 Pierre Grise Productions

2012年2月18日（土）より岩波ホールほか全国順次ロードショー
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現
在
の
伊
豆
箱
根
鉄
道
は
、
小
田
原

－

大だ
い
ゆ
う雄
山ざ

ん

駅
間
を
結
ぶ
大
雄
山
線
（
九
・
六

㎞
）
と
三
島

－

修
善
寺
駅
間
を
結
ぶ
駿す

ん

豆ず

線
（
十
九
・
八
㎞
）
お
よ
び
十
国
峠
の
十

国
鋼
索
線
を
営
業
し
て
い
る
。

今
回
紹
介
の
初
三
郎
鳥
瞰
図
は
、
大
正

期
の
画
風
で
あ
り
、
大
正
十
二
年
の
作
品

だ
。
大
雄
山
線
は
、
大
雄
山
鉄
道
が
大
正

十
四
年
に
開
業
し
た
路
線
な
の
で
、
描
写

は
な
い
（
昭
和
五
年
刊
「
大
雄
山
名
所
図

絵
」
に
は
表
記
）。
駿
豆
線
は
、
駿
豆
鉄

道
が
地
方
民
鉄
と
し
て
営
業
し
て
い
る
図

柄
と
な
っ
て
い
る
。

鉄
道
史
に
言
及
す
る
と
、
駿
豆
鉄
道
は

大
正
五
年
に
設
立
。
豆ず

そ
う相
鉄
道
が
開
業
し

た
三
島
（
現
・
Ｊ
Ｒ
御
殿
場
線
下し

も
と土
狩が

り

駅
）

－

大お
お
ひ
と仁
駅
間
の
鉄
道
事
業
の
営
業
権

と
、
駿
豆
電
気
鉄
道
が
開
業
し
た
六
反
田

（
現
・
三
島
広
小
路
駅
）

－

沼
津
駅
前
間

の
電
気
鉄
道
の
譲
渡
を
受
け
、
翌
六
年
に

発
足
し
た
。
大
正
十
三
年
に
は
、
大
仁

－

修
善
寺
駅
間
が
延
伸
開
業
し
、
同
時
に
三

島

－

修
善
寺
駅
全
線
が
電
化
し
て
い
る
。　

文
・
藤
本
一
美

text by Kazum
i FUJIM

O
TO

伊
豆
名
所
図
絵

伊
豆
全
島
名
所
図
絵

藤本一美
首都大学東京非常勤講師。日本国際地図学会会員。鳥瞰図・展望図資料室兼山岳情報資料室主宰。
近・現代の鳥瞰図絵師の作品収集と研究に精力的に取り組んでいる。著書に『旅と風景と地図の科学Ⅱ』（私家版 2006 年）、
最新刊に『展望の山50選 関東編』（東京新聞出版局）がある。

連載─第�回
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そ
の
後
、
昭
和
九
年
に
丹た

ん
な那

ト
ン
ネ
ル

が
開
通
し
、
国
鉄
東
海
道
本
線
の
三
島
駅

が
開
業
す
る
と
駿
豆
鉄
道
も
起
点
駅
を
延

伸
し
て
現
在
の
三
島
駅
に
変
更
し
て
い
る

の
で
注
意
が
必
要
だ
。

さ
て
、
初
三
郎
の
大
胆
不
敵
な
構
図
を

み
て
み
よ
う
。

伊
豆
の
島
々
上
空
か
ら
の
視
点
で
、
い

で
湯
の
湯
煙
、
温
泉
群
が
目
立
つ
伊
豆
半

島
の
全
体
像
を
画
面
い
っ
ぱ
い
に
描
き
、

紅
葉
の
天
城
山
系
も
表
現
し
て
い
る
。
中

央
奥
に
は
駿
河
湾
越
し
の
秀
麗
な
富
士
山

を
配
置
。
箱
根
以
東
の
東
端
に
東
京
方

面
、
西
端
に
四
国
・
九
州
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
朝
鮮
釜
山
ま
で
「
遊
び
心
」
で
入

れ
て
い
る
の
は
嬉
し
い
限
り
で
あ
る
。

駿
豆
鉄
道
が
ス
ポ
ン
サ
ー
だ
け
に
、
鉄

道
路
線
は
太
い
赤
線
で
縦
貫
さ
せ
、
立
体

的
な
電
車
が
走
行
。
沿
線
の
三
島
神
社
や

韮
山
城
跡
、
江
川
邸
跡
（
反
射
炉
も
）、

日
金
山
、
源
頼
朝
配
流
の
地
・
蛭
ヶ
小
島

な
ど
の
史
蹟
も
描
出
し
て
い
る
。

終
点
の
修
善
寺
駅
か
ら
は
、
自
動
車
の

接
続
の
便
利
さ
を
巧
み
な
筆
致
で
表
し
、

後
背
地
と
し
て
の
修
善
寺
・
湯
ヶ
島
・
下

賀
茂
な
ど
の
温
泉
街
や
下
田
港
、
松
崎
、

土
肥
な
ど
へ
、
誘
う
か
の
よ
う
だ
。

な
お
、
同
年
に
初
三
郎
は
「
駿
豆
鉄
道

沿
線
名
所
図
絵
」
も
描
画
し
て
い
る
よ
う

だ
が
、
初
三
郎
作
品
目
録
（
昭
和
九
年
）

に
も
記
載
は
な
く
、
未
見
で
あ
る
。

『伊豆名所図絵［伊豆全島名所図絵］』
（大正 12（1923）年５月 30 日）
駿豆鉄道株式会社 発行／東京市京橋区の大正名所図絵社 印刷伊

豆
箱
根
鉄
道
株
式
会
社

Izuhakone R
ailw

ay C
o.,LTD

創
業
：
駿
豆
鉄
道 

大
正
５
年
12
月
７
日

名
称
変
更
：
昭
和
32
年
６
月
１
日

本
社
：
静
岡
県
三
島
市
大
場
３
０
０
番
地

　三島からいで湯の修善寺に至る駿豆線
と、大雄山最乗寺の参拝客輸送を目的に開
業した小田原を起点に大雄山に至る大雄山
線。箱根山を挟んで走る二つの路線と、富
士山と「十国」の絶景で知られる十国鋼索
線を有する伊豆箱根鉄道は、伊豆・箱根エ
リアの観光開発と地域輸送を担っている。
現在は、運輸事業や観光事業、旅行業など
グループ５社で幅広く事業を展開。地域に
根ざした企業として「でかける人を、ほほ
えむ人へ」を理念に、安全で快適、良質な
サービスを提供している。

伊豆と箱根エリアの
観光開発と地域輸送を担う

三島

三島広小路
大雄山

富士フイルム前三島田町

大場
和田河原

相模沼田

伊豆長岡

田京

大仁

修善寺

伊豆箱根鉄道株式会社 路線図

駿豆線

大雄山線

東海道線

東海道線

韮山

五百羅漢

小田原
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