
                           

今
や
初
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
た
「 

 

鳥
羽
大
庄
屋
か
ど
や
の
入
館
者
が
三

月
二
十
六
日
に
、
三
万
人
を
突
破
し
た
。

記
念
す
べ
き
三
万
人
目
の
お
客
様
は
、
親

子
三
代
五
人
で
大
阪
市
か
ら
来
ら
れ
た

松
尾
さ
ん
ご
一
家
だ
。 

玄
関
に
入
る
や
い
な
や
、
清
水
館
長
の

「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！
」
と
い
う

歓
迎
の
呼
び
か
け
に
、
「
突
然
の
こ
と
で

び
っ
く
り
し
ま
し
た
が
、
と
て
も
よ
い
記

念
に
な
り
ま
し
た
」
と
、
お
ば
あ
様
が
チ

ャ
ー
ミ
ン
グ
な
笑
顔
で
答
え
て
く
れ
た
。 

松
尾
さ
ん
ご
一
家
は
、
伊
勢
神
宮
に

度
々
来
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
鳥
羽
市
や

志
摩
市
に
も
足
を
伸
ば
さ
れ
て
い
る
そ

う
だ
が
、
か
ど
や
を
訪
れ
た
の
は
今
回
が

初

め

て

。

前

日

鳥

羽

市

内

の

ホ

テ

ル

に

宿

泊

し

た
が
、

主

要

な
観
光
施
設
は
行
き
尽
く
し

て
い
る
た
め
、
ホ
テ
ル
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
で
見
つ
け
た
か
ど

や
に
足
を
運
ん
で
く
れ
た
と

い
う
。 

松
尾
さ
ん
に
は
記
念
品
と
し
て
、
か
ど

や
の
ロ
ゴ
入
り
Ｔ
シ
ャ
ツ
や
絵
葉
書
な

ど
か
ど
や
ゆ
か
り
の
品
々
を
は
じ
め
、
ネ

ッ
ト
で
も
人
気
の
魚
寅
特
製
か
き
の
燻

製
オ
イ
ル
漬
け
や
鳥
羽
の
名
菓
シ
ェ
ル

レ
ー
ヌ
等
が
贈
呈
さ
れ
た
。
古
民
家
に
興

味
が
あ
る
と
い
う
ご
一
家
は
そ
の
後
、
館

内
を
ゆ
っ
く
り
と
見
学
さ
れ
、
「
ま
た
、

来
る
わ
ね
！
」
と
言
っ
て
帰
っ
て
行
っ
た
。

そ
の
言
葉
ど
お
り
五
月
三
日
の
午
前
中

に
も
来
館
さ
れ
た
が
、
午
後
に
は
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
イ
ー
ク
恒
例
の
お
琴
の
演
奏
会

が
あ
り
、
松
尾
さ
ん
が
来
ら
れ
た
時
は
リ

ー
ハ
ー
サ
ル
の
真
っ
最
中
。
古
民
家
か
ど

や
に
ふ
さ
わ
し
い
琴
の
音
色
ま
で
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
た
。 

清
水
館
長
は
「
三
万
人
記
念
が
ご
縁
で
、

ま
た
か
ど
や
に
来
て
い
た
だ
け
て
、
あ
り

が
た
い
」
と
に
っ
こ
り
。
素
敵
な
絆
に
、

話
を
聞
い
た
ス
タ
ッ
フ
達
も
「
こ
れ
か
ら

も
が
ん
ば
ら
な
き
ゃ
」
と
気
勢
を
上
げ
た
。 

 

＊ 
＊ 
＊ 

＊ 

＊ 

ス
ピ
ー
ド
記
録
達
成
の
裏
に 

か
ど
や
は
平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

に
一
般
公
開
が
始
ま
り
、
二
年
後
の
二
十

七
年
五
月
二
日
に
一
万
人
目
を
迎
え
た
。

順
調
に
い
け
ば
二
万
人
目
は
二
年
後
の

二
十
九
年
五
月
頃
と
予
想
し
て
い
た
が
、

二
十
七
年
十
月
に
外
部
会
場
と
連
動
し

た
寄
せ
植
え
作
品
展
で
ぐ
ぐ
っ
と
入
館

者
が
増
え
た
こ
と
も
あ
り
、
一
万
人
目
か

ら
約
一
年
半
後
の
平
成
二
十
八
年
十
一

月
五
日
に
二
万
人
を
突
破
。
さ
ら
に
そ
の

約
一
年
五
ヶ
月
後
に
、
な
ん
と
三
万
人
目

の
お
客
様
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
の
だ
。 

今
回
は
寄
せ
植
え
展
の
よ
う
な
大
規

模
な
行
事
は
な
か
っ
た
が
、
昨
年
は
最
強

の
三
代
目
事
務
員
が
幅
広
い
交
友
関
係

を
駆
使
し
て
新
た
な
ニ
ー
ズ
を
拾
い
上

げ
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
子
育
て
奮

闘
中
の
主
婦
向
け
に
お
針
子
倶
楽
部
や

お
さ
か
な
倶
楽
部
等
の
教
室
を
立
ち
上

げ
る
、
子
供
向
け
企
画
も
続
々
と
実
現
し

て
く
れ
た
こ
と
が
入
館
者
増
大
の
大
き

な
要
因
と
な
っ
た
。 

清
水
館
長
は
「
予
想
を
は
る
か
に
上
回

る
速
さ
で
入
館
者
三
万
人
を
突
破
で
き
、

大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
三
代
目
の
頑

張
り
は
も
ち
ろ
ん
、
か
ど
や
に
足
を
運
ん

で
く
だ
さ
る
お
客
様
と
、
素
敵
な
作
品
で

か
ど
や
を
飾
っ
て
く
だ
さ
る
出
展
者
の

皆
さ
ん
に
感
謝
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
人

と
多
様
な
情
報
が
交
差
し
、
様
々
な
絆
を

生
み
出
す
拠
点
と
な
る
よ
う
盛
り
立
て

て
い
き
ま
す
」
と
話
し
て
く
れ
た
。 
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お
蔭
様
！ 

 
 

早
く
も
入
館
者
三
万
人
突
破
！ 

－１－ 



《
伊
勢
型
紙
の
美
の
競
演
》 

 

サ
ン
ラ
イ
フ
伊
勢
型
紙
教
室
の
有
志

に
よ
る
作
品
展
「
極
限
の
美
に
魅
せ
ら
れ

て
」
が
、
四
月
八
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で

開
催
さ
れ
た
。 

 

鳥
羽
市
在
住
の
中
山
泰
光
さ
ん
が
同

教
室
に
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
ど
や

で
展
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
。 

 

講
師
の
鮎
沢
行
彦
さ
ん
の
力
強
い
金

剛
力
士
像
を
は
じ
め
と
し
て
、
同
教
室
の

有
志
二
十
名
が
計
六
十
点
を
展
示
し
た
。 

 

伊
勢
型
紙
特
有
の
様
々
な
パ
タ
ー
ン

は
も
と
よ
り
、
五
重
塔
や
平
等
院
鳳
凰
堂

等
の
歴
史
的
建
造
物
、
自
然
、
昔
懐
か
し

い
町
並
み
等
々
、
多
様
な
題
材
が
描
か
れ

て
い
た
。
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
細
や
か

で
力
の
こ
も
っ
た
力
作
揃
い
で
、
見
学
者

を
飽
き
さ
せ
な
か
っ
た
。 

 《
松
阪
木
綿
の
イ
メ
ー
ジ
一
新
！ 

 
 
 

斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
に
た
め
息
》 

四
月
二
十
八
日
か
ら
五
月
二
十
七
日

は
、
松
阪
木
綿
（
御
糸
織
）
を
モ
ダ
ン
な

洋
服
に
仕
立
て
た
「
岡
チ
ヨ
コ
き
も
の
ふ

く
展
」
が
行
わ
れ
た
。 

明
和
町
で
ブ
テ
イ
ッ
ク
を
経
営
す
る

デ
ザ
イ
ナ

ー
の
岡
さ

ん
の
作
品

展
は
二
回

目
だ
。
前

回
は
昨
年

一
月
に
和

服
を
洋
服

に
仕
立
て

直
し
た
作
品
だ
っ
た
が
、
今
回
は
天
然
の

藍
で
染
め
上
げ
、
縦
縞
模
様
が
特
長
の
松

阪
木
綿
を
使
っ
た
チ
ュ
ニ
ッ
ク
や
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
等
二
十
五
点
が
展
示
さ
れ
た
。 

松
阪
木
綿
は
主
に
仕
事
着
と
し
て
使

わ
れ
て
き
た
が
、
岡
さ
ん
の
今
回
の
作
品

は
、
堺
市
の
刺
繍
加
工
専
門
メ
ー
カ
ー
で

あ
る
神
田
刺
繍
工
房
の
協
力
を
得
て
ス

パ
ン
コ
ー
ル
や
花
柄
の
刺
繍
を
あ
し
ら

っ
た
斬
新
で
粋
な
も
の
ば
か
り
。
松
阪
木

綿
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
新
し
た
。 

今
回
も
作
品
の
立
体
感
を
演
出
す
る

た
め
マ
ネ
キ
ン
九
体
を
持
ち
込
み
、
イ
ン

ナ
ー
ヤ
パ
ン
ツ
等
も
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
ト

し
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
や
ヘ
ア
ー
メ
イ
ク
に

至
る
ま
で
気
を
配
っ
た
岡
チ
ヨ
コ
・
ワ
ー

ル
ド
が
広
が
っ
て
い
る
。
見
学
者
は
「
い

い
も
の
を
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
感

激
さ
れ
、
友
人
を
誘
っ
て
二
度
、
三
度
と

足
を
運
ん
で
く
れ
た
。 

ま
た
、
工
房
ね
こ
の
ひ
げ
を
主
宰
す
る

中
矢
恵
さ
ん
が
松
阪
木
綿
や
和
布
に
花

を
あ
し
ら
っ
た
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
や
ス
ト

ー
ル
を
、
村
瀬
敬
子
さ
ん
は
サ
ン
キ
ャ
ッ

チ
ャ
ー
（
太
陽
光
を
プ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に

屈
折
さ
せ
る
ガ
ラ
ス
等
で
作
ら
れ
た
イ

ン
テ
リ
ア
）
を
多
数
出
展
し
て
お
り
、
岡

さ
ん
の
作
品
に
彩
り
を
添
え
た
。 

 

《
漆
器
の
魅
力
を
語
る
》 

 

第
六
十
回
か
ど
や
塾
が
三
月
二
十
五

日
に
行
わ
れ
、
昨
年
十
月
に
金
沢
市
で
開

催
さ
れ
た
国
際
漆
展
の
デ
ザ
イ
ン
部
門

で
金
賞
を
受
賞
し
た
杉
谷
三
郎
さ
ん
が

「
木
の
う
つ
わ
た
ち
」
と
題
し
た
ギ
ャ
ラ

リ
ー
ト
ー
ク
を
行
っ
た
。 

 

杉
谷
さ
ん
は
昨
年
二
月
に
か
ど
や
で

同
名
の
作
品
展
を
開
き
、
漆
器
の
お
椀
や

盆
、
杯
、
大
鉢
、
小
鉢
、
皿
等
、
約
百
点

を
展
示
し
た
。
そ
の
中
に
、
国
際
漆
展
の

受
賞
作
「
Ｄ
ｅ
ｅ
ｐ 

Ｓ
ｅ
ａ
」
も
含
ま

れ
て
い
た
た
め
、
受
賞
作
の
紹
介
も
兼
ね

て
、
過
去
の
受
賞
作
品
や
新
作
を
披
露
し

て
く
れ
た
。
ま
た
、
漆
器
に
は
欠
か
せ
な

い
漆
や
素
地
（
木
地
）
の
加
工
に
つ
い
て

も
解
説
し
て
く
れ
た
。
素
地
つ
く
り
に
は
、

指
物
、
挽
物
、
曲
げ
物
、
刳
り
物
の
四
種

類
が
あ
る
が
、
杉
谷
さ
ん
は
木
の
固
ま
り

を
ミ
ノ
等
で
え
ぐ
る
刳
り
物
を
作
っ
て

い
る
。
刳
り
物
は
縄
文
時
代
か
ら
の
最
も

古
い
技
法
で
、
生
産
性
は
悪
い
が
、
他
の

技
法
で
は
作
れ
な
い
形
を
生
み
出
す
こ

と
が
で
き
る
の
が
魅
力
だ
と
話
す
。 

 

杉
谷
さ
ん
は
、
漆
器
作
り
を
始
め
た
翌

年
か
ら
み
え
県
展
や
伊
勢
市
展
を
は
じ

め
日
本
ク
ラ
フ
ト
展
等
で
も
多
数
受
賞

し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
創
作
意

図
や
苦
労
し
た
点
等
も
話
し
て
く
れ
た
。

ト
ー
ク
終
了
後
に
は
参
加
者
が
自
由
に

作
品
に
触
れ
る
機
会
も
設
け
て
く
れ
て
、

ぬ
く
も
り
あ
る
木
の
質
感
を
確
か
め
て

い
た
。 

な
お
、
今
年
の
み
え
県
展
の
工
芸
部
門

で
も
「
春
の
ひ
と
さ
ら
」
で
最
優
秀
賞
を

受
賞
し
た
。 

力
作
が
続
々
！
月
別
展
示 

－２－ 



か
ど
や
昼
下
が
り
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
毎

月
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
コ
ン
サ
ー
ト
を

実
施
し
て
お
り
、
今
年
五
月
に
は
六
十
六

回
を
数
え
た
。
今
年
前
半
の
コ
ン
サ
ー
ト

を
紹
介
し
よ
う
。 

《
新
春
は
琴
弾
き
初
め
か
ら
》 

今
年
初
の
コ
ン
サ
ー
ト
は

六
十
回
目
で
、
新
春
恒
例
の

「
箏
弾
き
初
め
」
が
行
わ
れ
た
。

演
奏
は
、
伊
勢
正
派
松
朋
会
小

山
社
中
の
皆
さ
ん
、
尺
八
の
百

瀬
一
山
さ
ん
と
西
岡
義
伸
さ

ん
だ
。
ま
り
つ
き
や
荒
城
の
月

変
奏
曲
、
春
の
曲
な
ど
、
休
憩

を
は
さ
ん
で
初
春
に
ふ
さ
わ

し
い
八
曲
を
演
奏
し
た
。
ア
ン

コ
ー
ル
の
早
春
賦
は
「
皆
で
歌
い
ま
し
ょ

う
」
と
会
場
の
人
た
ち
を
巻
き
込
み
、
穏

や
か
な
新
春
気
分
を
楽
し
ん
だ
。 

《
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
ギ
タ
ー
も
得
意
》 

昨
年
十
一
月
の
展
示
は
、
工
業
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
髙
瀨
洋
さ
ん
が
鉛
筆
で
描
い
た

犬
や
猫
な
ど
ペ
ッ
ト
の
絵
が
人
気
を
呼

ん
だ
。
そ
の
髙
瀨
さ
ん
は
ギ
タ
ー
も
玄
人

は
だ
し
の
腕
前
で
あ
る
。
中
学
時
代
か
ら

独
学
で
始
め
た
そ
う
で
、
昨
年
の
展
示
会

で
も
見
学
者
が
途

切
れ
る
と
ギ
タ
ー

に
手
を
伸
ば
し
て

い
た
。
そ
こ
で
、
二
月
十
二
日
に
は
「
春

よ
来
い
！
ギ
タ
ー
う
き
う
き
コ
ン
サ
ー

ト
」
と
題
し
て
、
髙
瀨
さ
ん
の
ワ
ン
マ
ン

ラ
イ
ブ
を
行
っ
た
。
ジ
ャ
ズ
や
ポ
ッ
プ
ス

の
お
馴
染
み
の
曲
を
小
粋
な
ア
レ
ン
ジ

で
演
奏
し
て
く
れ
た
。 

《
教
え
子
と
オ
ル
ガ
ン
で
協
演
》 

 

二
月
二
十
五
日
に
は
「
春
を
待
つ
長
尾

オ
ル
ガ
ン
と
仲
間
た
ち
」
と
題
し
、
オ
ル

ガ
ン
三
台
を
使
っ
た
コ
ン
サ
ー
ト
が
行

わ
れ
た
。
か
ど
や
の
蔵
で
見
つ
か
っ
た
明

治
三
十
年
代
製
造
の
長
尾
オ
ル
ガ
ン
と
、

鳥
羽
長
尾
オ
ル
ガ
ン
協
会
に
寄
付
さ
れ

た
大
正
十
年
代
製
造
の
西
川
オ
ル
ガ
ン
、

明
治
末
期
製
造
の
銀
座
山
野
オ
ル
ガ
ン

を
使
い
、
か
ど
や
で
は
お
馴
染
み
の
元
音

楽
教
諭
・
巽
耕
一
さ
ん

と
、
中
学
時
代
の
教
え

子
の
キ
ム
由
美
子
さ

ん
が
、
映
画
音
楽
や
唱

歌
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
等
を

演
奏
。
連
弾
も
行
い
、
大
き
な
拍
手
に
包

ま
れ
た
。(

写
真
は
リ
ハ
ー
サ
ル
風
景) 

《
パ
ン
チ
溢
れ
る
大
正
琴
ラ
イ
ブ
》 

三
月
は
、
大
正
琴
の
講
師
三
人
で
結
成

し
た
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ユ
ニ
ッ
ト
の
キ
ュ

ー
ピ
ッ
ト
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

か
ら
ク
ラ
シ
ッ
ク
ま
で
幅

広
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
演

奏
。
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
桜

ま
つ
り
や
お
伊
勢
さ
ん
菓

子
博
に
も
出
演
し
た
実
力

派
が
、
力
強
く
の
び
や
か
な

音
色
を
披
露
し
た
。 

《
小
粋
な
カ
ル
テ
ッ
ト
登
場
》 

 

伊
勢
・
松
阪
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る

バ
ン
ド
「
ジ
ャ
ム
サ
ン
ド
」
は
、
ソ
プ
ラ

ノ
サ
ッ
ク
ス
、
ア
ル
ト

サ
ッ
ク
ス
、
キ
ー
ボ
ー

ド
、
ド
ラ
ム
の
四
人
編

成(

カ
ル
テ
ッ
ト)

で
、

映
画
音
楽
を
中
心
に

Ｊ
ポ
ッ
プ
ス
や
ジ
ャ

ズ
等
を
さ
わ
や
か
に

演
奏
し
て
く
れ
た
。 

管
楽
器
中
心
の
バ

ン
ド
は
か
ど
や
初
登

場
で
、
参
加
者
は
小
粋

で
軽
快
な
演
奏
に
合

わ
せ
て
ス
イ
ン
グ
し
て
い
た
。 

《
成
長
ぶ
り
を
披
露
》 

四
月
は
月
二
回
か
ど
や
で
行
わ
れ
て

い
る
小
唄
教
室
の
お
さ
ら
い
会
が
開
か

れ
た
。
平
成
二
十
八
年
一
月
か
ら
始
ま
っ

た
同
教
室
に
は
三
期
生
ま
で
八
名
が
所

属
し
て
お
り
、
お
さ
ら
い
会
は
今
回
が
三

回
目
。
昨
年
か
ら
約

半
年
を
か
け
て
練
習

し
て
き
た
曲
を
披
露

し
た
。
最
後
の
鳥
羽

音
頭
で
は
、
お
客
様

に
も
踊
り
で
参
加
し

て
い
た
だ
い
た
が
、

そ
の
中
に
日
舞
の
先

生
と
生
徒
も
お
り
、

会
場
が
一
体
と
な
っ

て
大
い
に
盛
り
上
が

っ
た
。 

《
恒
例
の
琴
コ
ン
サ
ー
ト
に
う
っ
と
り
》 

五
月
三
日
は
、
生
田
流
宮
城
会
こ
と
み

会
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
恒
例
に
な
っ
て
い

る
。
同
会
は
、
四
十
年
以
上
鳥
羽
で
練
習

を
重
ね
て
い
る
グ
ル
ー
プ
だ
。
今
回
は
、

「
春
の
七
草
」
や
「
さ
く
ら
三
重
奏
」
等
、

春
に
ふ
さ
わ
し
い
七
曲
が
演
奏
さ
れ
た
。

最
後
に
は
同
会
の
指

導
者
・
近
藤
さ
ん
が
長

磯
箏
と
い
う
通
常
の

箏
よ
り
長
く
、
柔
ら
か

な
音
色
の
箏
を
使
い
、

歌
人
で
あ
っ
た
お
母

様
が
詠
ま
れ
た
短
歌

に
曲
を
付
け
た
「
嵯
峨

野
」
を
演
奏
し
た
。 

－３－ 

 
伝
統
音
楽
か
ら
洋
楽
ま
で 

 
 

様
々
な
音
楽
が
広
が
っ
た
！ 

♪
ゆ
こ
り
ん
の
さ
さ
や
き
♪ 

 

四
代
目
事
務
員
の
ゆ
こ
り
ん
で
す
。 

 

か
ど
や
も
時
代
の
流
れ
を
汲
ん
で
、SN

S

の
発
信
を
始
め
ま
し
た
。
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
、イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
、ツ
イ
ッ
タ
ー
で
イ
ベ

ン
ト
案
内
や
展
示
の
様
子
、
か
ど
や
の
風

景
な
ど
を
投
稿
し
て
い
ま
す
。 

現
時
点
で
は
約
四
十
名
の
方
が
反
応
し

て
く
だ
さ
っ
て
お
り
、
情
報
の
拡
散
に
つ
な

が
っ
て
い
く
の
で
う
れ
し
い
限
り
で
す
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
は
、フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
「
鳥
羽
大
庄
屋
か
ど
や
」
、
イ
ン
ス

タ
グ
ラ
ム
「10

8

か
ど
や
」
、ツ
イ
ッ
タ
ー

「

鳥

羽

大

庄

屋

か

ど

や

＠

ka
do
ya
tou

e
m
on

」で
す
。
お
友
達
申
請
、フ

ォ
ロ
ー
、
記
事
の
シ
ェ
ア
な
ど
で
、
応
援
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 



《
歌
が
溢
れ
る
な
か
ま
ち
音
楽
祭
》 

な
か
ま
ち
マ
ー
ケ
ッ
ト

が
行
わ
れ
た
五
月
五
日
に
、

か
ど
や
で
は
「
第
二
回
な

か
ま
ち
音
楽
祭
」
が
開
催

さ
れ
た
。 

昨
年
は
「
な
か
ま
ち
を

音
楽
が
あ
ふ
れ
る
場
所
に
」

と
、
演
奏
者
に
は
か
ど
や

と
中
之
郷
会
館
前(
三
丁

目)

、
赤
ポ
ス
ト
広
場(
四

丁
目)

の
三
会
場
で
演
奏

し
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
、

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
き
つ
い
と
の
意
見
も

あ
り
、
会
場
を
か
ど
や
に
限
定
し
た
。 

今
回
は
、
か
ど
や
専
属
の
か
ど
や
ゼ
ン

ザ
ー
ズ
、
歌
う
市
議
会
議
員
の
ラ
ブ
ち
ゃ

ん
、
高
校
生
シ
ン
ガ
ー
の
マ
ナ
ち
ゃ
ん
、

マ
マ
さ
ん
ボ
ー
カ
リ
ス
ト
を
含
む
フ
ォ

ー
ク
・
ト
リ
オ
の

A
U

O
U

A

（
あ
わ
）
、

鳥
羽
市
民
コ
ー
ラ
ス
は
ま
お
ぎ
、
大
正
琴

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ト
、
ギ
タ

ー
弾
き
語
り
の
亀
さ

ん
、
キ
ー
ボ
ー
ド
と

ソ
フ
ト
ボ
イ
ス
の

S
a
yu

ri&
M

o
c
k
n

，

四
日
市
か
ら
参
加
で

レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
広

い
石
崎
旭
さ
ん
、

H
A

M
A

G
U

C
H

I 

B
A

N
D

の
十
組
が

得
意
の
曲
を
披
露
し
た
。
フ
ィ
ナ
ー
レ
は

「
こ
の
素
晴
ら
し
い
愛
を
も
う
一
度
」
等
、

フ
ォ
ー
ク
フ
ァ
ン
に
は
お
な
じ
み
の
四

曲
を
最
後
ま
で
残
っ
て
く
れ
た
お
客
様

と
一
緒
に
歌
っ
て
お
開
き
と
な
っ
た
。 

《
鳥
羽
校
生
、
か
ど
や
で
修
行
中
》 

三
重
県
立
鳥
羽
高
校
で
は
三
年
生
に

社
会
体
験
実
習
を
行
っ
て
お
り
、
今
年
は

四
月
二
十
日
か
ら
年
間
十
六
回
、
観
光
ビ

ジ
ネ
ス
系
列
の
男
子
生
徒
二
人
が
か
ど

や
で
実
習
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

初
日
に
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
か
ど

や
学
芸
員
で
元
教
諭
の
カ
ヨ
さ
ん
が
「
か

ど
や
を
知
る
に
は
、
ま
ず
鳥
羽
の
歴
史
を

知
る
こ
と
が
必
要
」
と
指
南
役
を
引
き
受

け
て
く
れ
た
の
で
、
雨
戸
開
け
と
掃
除
を

済
ま
せ
る
と
、
午
前
中
は
歴
史
の
勉
強
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
二
回
目
の
実
習
日
は

岡
チ
ヨ
コ
さ
ん
の
展
示
の
手
伝
い
を
し
、

プ
ロ
の
仕
事
を
垣
間
見
た
。
「
か
ど
や
で

修
行
で
き
て
よ
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
ス
タ
ッ
フ
も
汗
を
か
い
て
い
る
。 

に
っ
た
。
だ
。
も
ち
ろ
ん
仕
掛
け 

新
し
い
レ
シ
ピ
を
習
得
す
る
だ
け
で

な
く
、
毎
回
料
理
完
成
後
の
食
事
会
は
笑

い
の
絶
え
な
い
ひ
と
時
に
な
っ
て
い
る
。

参
加
者
が
同
世
代
の
た
め
、
子
育
て
や
日

頃
の
悩
み
等
も
話
題
に
の
ぼ
る
が
、
そ
れ

を
「
あ
る
あ
る
そ
ん
な
こ
と
」
と
皆
で
笑

い
飛
ば
す
の
で
、
ス
ト
レ
ス
発
散
に
も
大 

◇
◆
◇ 

貸
部
屋
の
ご
案
内 

◇
◆
◇ 

か
ど
や
を
有
効
に
ご
活
用
い
た
だ
こ

う
と
、
一
部
の
部
屋
を
貸
部
屋
と
し

て
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。
茶
話
会
や

勉
強
会
、
展
示
会
な
ど
に
ご
活
用
く

だ
さ
い
。
詳
細
は
、
か
ど
や
へ
。 

電
話0

五
九
九-

二
五-

八
六
八
六 

       

    

  

時間区分 午前 午後 全日 冷暖房設備 

利用料 部屋 10 時～12 時 13 時～16 時 10 時～16 時 

座敷南(10 畳) 500 円 600 円 1,000 円 500 円 

座敷北( 8 畳) 400 円 500 円 900 円 ―――― 

仏  間( 6 畳) 300 円 400 円 700 円 ―――― 

－４－ 

・営利目的の場合は、料金表の１０割増しとなります。 

・鳥羽市民または市内勤務者以外の利用は、料金表の５割増しとなります。 

・許可された使用時間を超過する場合は、割増料金が発生します。 

・冷暖房費は、全日使用の場合は２倍になります。 

かどや保存会 平成３０年度会員募集中！ 

かどや保存会は、歴史的文化財である「鳥羽大庄屋かどや」の保存ならびに効果的な活用・運営をめざして

活動を続けており、当会を支援してくださる会員を募集しています。 

お陰さまで２９年度は３３１名の方々が会員登録され、本年度も５月 20 日現在で２２０名の方にご登録い

ただきました。今後も一人でも多くの方々に楽しんでいただけるよう、更にこの輪を広げたいと思います。ご

登録がまだの方は是非ご登録・ご支援くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

３０年度(H30/4/1～H31/3/31)の年会費（１口２,０００円）は、継続・新規を問わず、以下の方法で納

入ください。   (1)手渡し：かどやにお越しいただき、直接事務局にお支払いいただく。 

(2)銀行振込：郵便局  普通 かどや保存会 ００８５０－４－１５１７５１ 

               百五銀行 普通 かどや保存会 ８０１－４６０７１３ 

＊
開
館
五
周
年
記
念
行
事
の
お
知
ら
せ 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日
に
一
般
公
開

が
始
ま
っ
た
か
ど
や
も
、
皆
さ
ま
の
ご
支
援
に

よ
り
五
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
八
代
目
廣
野
藤
右
衛
門
が
明
治

三
十
年
代
に
作
っ
た
随
胡
帳(

ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ

ッ
ク)

の
一
部
を
六
月
二
十
四
日(

日)

に
公

開
し
ま
す
。
当
時
の
庶
民
の
暮
ら
し
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
午
後
一
時
半
か
ら

は
長
尾
オ
リ
ガ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
も
実
施
し
ま

す
の
で
、奮
っ
て
ご
参
加
を
！
。 


