
                   

    

今
や
初
夏
の
風
物

詩
と
な
っ
た 

 
 

 
 

 
 

 
 

豪
華
客
船
に

よ
る
船
旅
が
ブ

ー
ム
に
な
っ
て

お
り
、
英
船
籍 

 
 

昭
和
の
賑
わ
い
を
取
り
戻
そ
う
と
鳥

羽
三
丁
目
か
ら
四
丁
目
の
店
舗
や
寺
、
か

ど
や
等
の
十
九
団
体
で
結
成
さ
れ
た
「
鳥

羽
な
か
ま
ち
会
」
の
活
動
は
、
市
内
外
の

団
体
等
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。
最
近
は
、

地
元
の
小
学
生
や
高
校
生
も
関
心
を
寄

せ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

《
鳥
羽
小
五
年
生
が
会
議
に
参
加
》 

 
鳥
羽
な
か
ま
ち
会
は
毎
月
定
例
会
議

を
行
い
、
活
動
報
告
や
課
題
等
を
検
討
し

て
い
る
が
、
一
月
の
例
会
に
は
鳥
羽
小
学

校
の
五
年
生
二
十
八
名
が
参
加
し
て
く

れ
た
。 

 

そ
も
そ
も
は
、
鳥
羽
市
の
移
住
・
定
住

担
当
の
市
職
員
が
鳥
羽
小
で
出
前
授
業

を
行
い
、「
人
口
減
少
が
続
い
て
い
る
が
、

移
住
者
に
好
評
な
地
域
が
あ
る
」
と
紹
介

し
た
と
こ
ろ
、
児
童
た
ち
か
ら
「
ど
う
い

う
魅
力
が
あ
る
の
か
見
て
み
た
い
」
と
の

声
が
あ
が
り
、
昨
年
十
月
に
は
な
か
ま
ち

見
学
を
行
い
、
今
回
、
例
会
へ
の
参
加
が

実
現
し
た
。 

通
常
の
例
会
は
、
午
後
七
時
か
ら
同
会

の
活
動
拠
点
で
あ
る
ギ
ャ
ザ
リ
ン
グ
ス

ペ
ー
ス
・
ク
ボ
ク
リ
で
行
っ
て
い
る
が
、

今
回

は
児

童
た

ち
が

参
加

し
や

す
い

よ
う

午
前

十
時

か
ら

か
ど
や
で
実
施
し
た
。 

当
日
は
、
事
項
書
に
従
い
活
動
報
告
や

検
討
事
項
を
討
議
し
た
後
、
児
童
た
ち
も

参
加
し
て
地
域
活
性
化
に
つ
い
て
意
見

交
換
を
行
っ
た
。
児
童
か
ら
は
「
な
か
ま

ち
マ
ラ
ソ
ン
」
の
実
施
や
、
「
な
か
ま
ち

せ
ん
べ
い
」
の
提
言
が
出
さ
れ
、
「
な
か

ま
ち
が
目
指
す
ゴ
ー
ル
と
は
」
と
か
「
夜

に
会
議
を
し
て
疲
れ
ま
せ
ん
か
」
な
ど
小

学
生
な
ら
で
は
の
質
問
も
相
次
ぎ
、
大
い

に
盛
り
上
っ
た
。 

終
了
後
、
同
会
メ
ン
バ
ー
は
「
我
々
の

子
供
の
頃
と
比
べ
る
と
、
す
ご
く
し
っ
か

り
し
て
い
て
驚
い
た
」
「
い
い
刺
激
を
も

ら
っ
た
」
等
と
感
心
す
る
こ
と
し
き
り
だ

っ
た
。
ま
た
児
童
た
ち
か
ら
は
「
い
ろ
ん

な
人
が
な
か
ま
ち
を
盛
り
上
げ
よ
う
と

頑
張
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
」

と
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。 

《
鳥
羽
高
生
、
鳥
羽
学
の
成
果
発
表
》 

 

鳥
羽
高
校
二
年
生
の
生
徒
た
ち
が
制
作

し
た
な
か
ま
ち
の
看
板
と
短
編
動
画
の

発
表
会
が
二
月
二
十
日
に
か
ど
や
で
開
か

れ
、
な
か
ま
ち
会
の
メ
ン
バ
ー
や
近
隣
住

民
等
、
約
二
十
人
が
参
加
し
た
。 

 

同
校
は
、
鳥
羽
高
校
活
性
化
協
議
会
で

提
案
さ
れ
た
鳥
羽
市
と
の
連
携
事
業
と

し
て
「
鳥
羽
学
」
を
授
業
に
組
み
込
み
、
文

理
進
学
系
の
二
年
生
二
十
三
人
が
週
一

回
、「
な
か
ま
ち
」
と
、
海
女
と
漁
師
の
町

「
石
鏡
町
」
を
対
象
に
活
性
化
策
を
検
討

し
て
き
た
。 

 

な
か
ま
ち
担
当
の
十
四
人
は
二
班
に
分

か
れ
、
看
板
制
作
と
動
画
撮
影
に
取
り
組

ん
だ
。
看
板
班
は
、
豆
腐
店
、
酒
屋
、
定
食

屋
等
を
対
象
に
、
店
名
や
営
業
時
間
等
を

工
夫
し
て
手
書
き
し
た
看
板
を
紹
介
。
動

画
班
は
、
な
か
ま
ち
の
魅
力
を
盛
り
込
ん

で
制
作
し
た
「
な

か
ま
ち 

か
え
り

み
ち
」
と
「
蘇
る
風

景 

な
か
ま
ち
の

記
憶
」
を
初
上
映

し
た
。 

高
校
生
の
思
い

の
込
っ
た
力
作
に

住
民
か
ら
暖
か
い

拍
手
が
送
ら
れ

た
。 
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な
か
ま
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地
域
活
性
に
学
生
注
目
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なかまち会の概要説明を熱心に聞く児童たち 

看板に込めた思いを話す高校生たち 



か
ど
や
の
入
館
者
は
熟
年
層
の
方
々

が
多
い
が
、
一
面
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

高
校
生
や
小
学
生
等
、
若
い
世
代
も
増
え

て
い
る
。
一
月
に
は
幼
稚
園
児
と
小
学
三

年
生
が
見
学
に
来
て
く
れ
た
。 

《
か
わ
い
さ
に
心
奪
わ
れ
て
》 

鳥
羽
市
立
か
も
め
幼
稚
園
の
園
児
た

ち
四
十
六
人
が
一
月
二
十
日
、
薗
田
恵
さ

ん
制
作
の
「
メ
グ
の
に
こ
に
こ
動
物
園
Ⅱ
」

と
題
し
た
羊
毛
フ
ェ
ル
ト
の
作
品
展
を

見
学
に
や
っ
て
き
た
。 

薗
田
さ
ん
の
作
品
は
、
動
物
た
ち
の
リ

ア
ル
で
か
わ
い
い
仕
草
が
定
評
で
、
「
癒

さ
れ
る
」「
い
つ
ま
で
も
見
て
い
た
い
！
」

等
と
来
場
者
の
心
を
魅
了
し
て
き
た
。
こ

の
展
示
を
見
た
同
園
の
関
係
者
が
「
ぜ
ひ
、

園
児
た
ち
に
も
見
て
も
ら
い
た
い
」
と
、

働
き
か
け
て
実
現
し
た
。 

当
日
は
五
歳
児
の
ぞ
う
組
か
ら
四
歳

の
う
さ
ぎ
組
、
三

歳
の
ひ
よ
こ
組
が

順
番
に
見
学
し
た

が
、
ど
の
組
も
ま

ず
「
か
わ
い
い
！
」

と
歓
声
を
あ
げ
、

嬉
し
そ
う
に
作
品

を
見
つ
め
て
い
た
。 

展
示
を
見
た
後

は
、
台
所
や
広
間

等
も
楽
し
そ
う
に
見
学
し
て
い
た
。 

園
児
た
ち
の
様
子
を
見
守
っ
て
い
た

か
ど
や
ス
タ
ッ
フ
は
「
嬉
し
そ
う
な
表
情

を
見
て
る
と
、
癒
さ
れ
る
な
あ
」
と
、
園

児
た
ち
の
か
わ
い
さ
に
頬
が
緩
ん
だ
。 

《
小
学
生
、
昔
の
暮
ら
し
を
学
ぶ
》 

弘
道
小
学
校(

鳥
羽
市
相
差
町)

の
三
年

生
九
人
が
一
月
三
十
一
日
、
社
会
科
授
業

の
一
環
で
、
昔
の
生
活
用
具
を
調
べ
る
た

め
か
ど
や
に
や
っ
て
き
た
。
鳥
羽
小
学
校

の
三
年
生
は
平
成
二
十
七
年
か
ら
毎
年

見
学
に
来
て
い
る
が
、
弘
道
小
学
校
か
ら

の
見
学
は
今
回
が
初
め
て
。 

一
行
は
到
着
す
る
と
、

ま
ず
玄
関
で
薬
屋
を
営

ん
で
い
た
か
ど
や
の
歴

史
を
聞
い
た
後
、
生
活

道
具
が
展
示
さ
れ
て
い

る
台
所
に
移
動
し
、
羽

釜
や
石
臼
、
火
鉢
等
の

説
明
を
聞
い
た
。
児
童

た
ち
は
、
見
慣
れ
な
い
道
具
類
を
興
味
深

げ
に
見
な
が
ら
熱
心
に
メ
モ
を
取
っ
た
。 

そ
の
後
、
館
内
を
自
由
に
歩
き
回
り
、

色
ガ
ラ
ス
や
古
い
オ
ル
ガ
ン
に
も
興
味

を
示
し
て
か
ど

や
の
ス
タ
ッ
フ

に
質
問
す
る
な

ど
、
知
的
好
奇

心
を
大
い
に
発

揮
し
て
い
た
。 

二
月
の
展
示
は
恒
例
の
「
か
ど
や
の
ひ

な
祭
り
」
だ
。
江
戸
期
か
ら
昭
和
初
期
の

雛
飾
り
に
加
え
て
、
伊
勢
市
の
手
芸
サ
ー

ク
ル
「
ま
い
ぺ
ー
す
」
（
主
宰
：
井
沢
喜

美
子
さ
ん
）
の
皆
さ
ん
の
か
わ
い
い
人
形

た
ち
も
登
場
し
た
。 

《
時
代
の
変
化
を
告
げ
る
雛
飾
り
》 

か
ど
や
の
雛
飾
り
は
、
明
治
時
代
に
作

ら
れ
た
廣
野
家
特
製
の
御
殿
雛
を
は
じ

め
、
江
戸
時
代
に
鳥
羽
で
青
果
店
と
し
て

繁
盛
し
て
い
た
土
路
屋
（
注
：
土
路
は
伊

勢
の
地
名
。
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
鳥
羽
と
交

易
が
あ
り
、
農
業
が
盛
ん
な
土
路
の
野
菜
を

販
売
し
て
い
た
こ
と
か
ら
屋
号
を
「
土
路
屋
」

と
し
た
）
所
有
の
江
戸
期
の
雛
飾
り
二
組

と
、
昭
和
中
期
ま
で
酒
蒸
し
饅
頭
が
人
気

の
和
菓
子
店
・
武
蔵
屋
か
ら
寄
贈
さ
れ
た

昭
和
初
期
の
御
殿
雛
の
四
組
だ
。 

江
戸
～
明
治
の
人
形
の
顔
は
、
丸
顔
で

ぱ
っ
ち
り
し
た
目
で
は
な
く
、
公
家
風
の

う
り
ざ
ね

顔
が
特
徴

だ
。
ま
た
、

か
ど
や
と

土
路
屋
の

飾
り
に
は

馬
に
乗
っ

た
公
家
風

の
男
性
を

中
心
に
し

た
行
列
も
飾
ら
れ
て
い
る
。
御
殿
雛
の
御

殿
は
御
所
の
紫
宸
殿
を
模
し
た
も
の
で
、

行
列
も
御
所
の
生
活
を
再
現
し
た
も
の

だ
。
御
所
は
畏
れ
多
い
と
し
て
江
戸
で
は

御
殿
を
敬
遠
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う

だ
が
、
関
西
で
は
大
正
時
代
ま
で
は
御
殿

雛
は
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、

昭
和
三
十
年
代
以
降
は
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
く
な
り
、
か
ど
や
の
展
示
は
ど
れ
も

雛
飾
り
の
歴
史
を
物
語
る
貴
重
な
資
料

と
な
っ
て
い
る
。
見
学
者
も
「
こ
ん
な
お

雛
様
は
初
め
て
」
と
写
真
に
収
め
る
人
も

多
か
っ
た
。 

《
日
本
の
原
風
景
に
ほ
っ
こ
り
》 

 

今
回
が
二
度
目
の
展
示
と
な
る
「
ま
い

ぺ
ー
す
」
さ
ん
の
作
品
は
、
雛
飾
り
は
も

ち
ろ
ん
だ
が
、
昭
和
初
期
頃
ま
で
の
日
本

の
子
供
た
ち
の
遊
び
を
表
し
た
人
形
た

ち
も
大
好
評
で
、「
心
が
ほ
っ
こ
り
す
る
」

と
長
い
時
間
眺
め
て
い
く
お
客
様
も
多

か
っ
た
。 

 

ま
た
、
干
支
の
吊
り
飾
り
や
、
月
毎
の

特
徴
を
表
現
し

た
タ
ペ
ス
ト
リ

ー
等
、
ア
イ
デ

ア
溢
れ
る
作
品

に
「
発
想
が
素

晴
ら
し
い
」
等
、

感
嘆
の
声
が
上

が
っ
て
い
た
。 

－２－ 

小
さ
な
お
客
様
の
来
館
、
続
々
！ 

今
年
も
か
ど
や
で
ひ
な
祭
り 

今
で
は
珍
し
い
御
殿
雛 



か
ど
や
昼
下
が
り
コ
ン
サ
ー
ト
は
毎
月
、

様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
演
奏
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
い
て
い
る
。
一
月
は
日
本
ら
し
い

正
月
気
分
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
、

毎
年
箏
の
演
奏
会
を
開
催
し
て
い
る
。
二

月
に
は
、
現
在
は
日
本
国
内
で
は
製
造
さ

れ
て
い
な
い
足
踏
み
オ
ル
ガ
ン
を
使
っ

た
コ
ン
サ
ー
ト
が
行
わ
れ
た
。
い
ず
れ
も
、

普
段
聴
く
機
会
の
少
な
い
懐
か
し
い
音

色
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
た
。 

《
箏
で
初
春
を
祝
う
！
》 

 

令
和
初
の
新
春
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
例
年

通
り
伊
勢
正
派
松

朋
会
小
山
社
中
の

皆
さ
ん
に
よ
る
箏

の
弾
き
初
め
が
行

わ
れ
た
。
今
回
も
尺

八
と
三
味
線
が
加

わ
り
、
お
正
月
に
は

定
番
の
宮
城
道
雄

作
曲
の
「
春
の
海
」

を
は
じ
め
六
曲
を

演
奏
し
た
。 

気
品
あ
る
箏
の

音
と
相
ま
っ
て
、
か

つ
て
の
日
本
の
正
月

風
景
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
静
か
で
華
や
い

だ
時
が
流
れ
た
。 

   

《
オ
ル
ガ
ン
の
魅
力
再
発
見
！
》 

二
月
に
は
「
バ
レ
ン
タ
イ
ン
は
ジ
ャ
ズ

オ
ル
ガ
ン
で
」
と
題
し
、
廣
野
家(

か
ど

や)

の
蔵
か
ら
見
つ
か
っ
た
明
治
三
十
年

代
製
の
長
尾
オ
ル
ガ
ン
に
加
え
、
鳥
羽
長

尾
オ
ル
ガ
ン
協
会
所
有
の
明
治
・
大
正
・

昭
和
製
の
四
台
を
使
っ
て
行
わ
れ
た
。 

演
奏
は
、
伊
勢
を
中
心
に
活
躍
し
て
い

る
サ
ッ
ク
ス
奏
者
の
宮
崎
義
明
さ
ん
と

ベ
ー
ス
の
桜
井
理
さ
ん
、
オ
ル
ガ
ン
に
は

普
段
は
ピ
ア
ノ
を
担
当
し
て
い
る
伊
藤

君
代
さ
ん
が
挑
戦
。
か
ど
や
で
も
お
馴
染

み
の
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
さ
ん
も
ボ
ー
カ
ル

で
加
わ
っ
た
。 

今
回
使
用
さ
れ
た
の
は
、
鍵
盤
三
十
九

鍵
の
長
尾
オ
ル
ガ
ン
を
は
じ
め
、
明
治
末

期
に
製
造
さ
れ
た
同
じ
く
三
十
九
鍵
の

山
野
オ
ル
ガ
ン
（
現
・
東
京
銀
座
の
山
野
楽

器
に
関
連
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
、
大
正

十
年
代
の
四
十
九
鍵
の
西
川
オ
ル
ガ
ン

と
昭
和
四
十
年
代
の
六
十
一
鍵
ス
ト
ッ

プ

付

き

の

ヤ

マ

ハ

の

オ

ル

ガ

ン

だ
。
こ
れ
ら

四
台
は
、
そ

れ

ぞ

れ

に

微
妙
な
音
色
の
違
い
が
あ
る
。
柔
ら
か
な

音
色
で
ス
ロ
ー
な
曲
が
似
合
う
も
の
、
音

の
切
れ
が
よ
く
ア
ッ
プ
テ
ン
ポ
な
曲
が

ぴ
っ
た
り
な
も
の
等
々
。
特
徴
が
異
な
る

た
め
、
選
曲
は
慎
重
に
行
っ
た
。 

昼
下
が
り
コ
ン
サ
ー
ト
の
リ
ハ
ー
サ

ル
は
当
日
の
午
前
中
に
行
う
の
が
通
例

だ
。
し
か
し
長
尾
オ
ル
ガ
ン
は
通
常
の
キ

ー
よ
り
半
音
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
た

め
、
事
前
の
音
合
わ
せ
が
必
須
で
、
一
月

三
十
一
日
の
夜
に
リ
ハ
ー
サ
ル
を
行
っ

た
。
各
オ
ル
ガ
ン
独
特
の
音
色
を
生
か
す

た
め
、
選
曲
も
綿
密
に
行
っ
た
。 

オ
ル
ガ
ン
を
演
奏
す
る
伊
藤
さ
ん
は
、

ハ
モ
ン
ド
オ
ル
ガ
ン
は
演
奏
す
る
が
、
足

踏
み
式
は
今
回
が

初
め
て
。
足
踏
み
オ

ル
ガ
ン
は
、
足
踏
み

三
年
と
言
わ
れ
る

ほ
ど
、
上
達
に
は
足

踏
み
練
習
が
欠
か

せ
な
い
。
残
念
な
が

ら
伊
藤
さ
ん
に
は
本
番
ま
で
練
習
の
機

会
は
な
か
っ
た
が
、
当
日
は
素
晴
ら
し
い

音
色
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。 

ボ
ー
カ
ル
の
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
さ
ん
は

パ
ン
チ
の
き
い
た
力
強
い
歌
声
に
定
評

が
あ
る
が
、
今
回
は
オ
ル
ガ
ン
の
音
色
を

し
っ
か
り

聞
い
て
も

ら
お
う
と
、

や
や
抑
え

気
味
に
歌

っ
て
く
れ

た
。
お
か

げ
で
、
お

客
様
に
各

オ
ル
ガ
ン

の
特
徴
を

楽
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。 

オ
ル
ガ
ン
は
、
明
治
時
代
に
日
本
に
紹

介
さ
れ
て
か
ら
、
主
に
学
校
で
の
音
楽
教

育
で
伴
奏
用
に
使
わ
れ
て
普
及
し
て
き

た
。
し
か
し
、
今
回
は
伴
奏
だ
け
で
は
も

っ
た
い
な
い
と
オ
ル
ガ
ン
を
主
役
に
し

た
が
、
ジ
ャ
ズ
で
も
そ
の
魅
力
を
大
い
に

発
揮
し
て
く
れ
た
。
お
客
様
か
ら
は
「
オ

ル
ガ
ン
の
良
さ
が
分
か
っ
て
、
楽
し
か
っ

た
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。 

 
 

い
に
し
え
の
音
色
に
触
れ
て 

箏
・
オ
ル
ガ
ン
で
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ 

リ
ハ
ー
サ
ル
で
オ
ル
ガ
ン
に
合
う
曲
を
模
索 

－３－ 

今では珍しいストップ付 



か
ど
や
の
玄
関
に
は
明
治
時
代
に
か

ど
や
の
軒
先
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
薬
の

看
板
四
枚
が
展
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

ほ
ど
同
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
看
板

五
枚
が
加
わ
っ
た
。 

前
述
の
四
枚
は
か
ど
や
が
作
っ
た
も

の
だ
が
、
新
た
な
五
枚
は
薬
の
製
造
元
が

作
っ
た
も
の
の
よ
う
だ
。
内
一
枚
に
は

「
志
摩
鳥
羽
港 

廣
野
氏
謹
製
」
と
書
か

れ
て
お
り
、
か
ど
や
に
ま
つ
わ
る
も
の
と

判
明
。
薬
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
も
興
味
深
い
も

の
ば
か
り
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
看
板
に

は
薬
の
名
前
の
横
に
「
内
務
省
免
許
衛
生

之
良
劑
」
や
「
大
阪
病
院
教
師
エ
ル
メ
レ

ン
ス
先
生
方
劑
」
と
書
か
れ
た
も
の
な
ど
、

当
時
の
薬
事
情
が
分
か
る
貴
重
な
も
の

だ
。
こ
の
存
在
を
知
っ
た
教
育
委
員
会
の

フ
ミ
タ
カ
さ
ん
は
、
こ
れ
ら
を
購
入
し
、

寄
贈
し
て
く
れ
た
。
こ
の
話
を
聞
い
た
か

ど
や
保
存
会
の

清
水
前
会
長
等

有
志
が
寄
付
を

申
し
出
て
く
れ

て
お
り
、
現
在
も

受
付
中
だ
。 

そ
ん
な
歴
史

あ
る
看
板
を
、
見

に
来
ら
れ
ま
せ

ん
か
！ 

◇
◆
◇ 

貸
部
屋
の
ご
案
内 

◇
◆
◇ 

か
ど
や
を
有
効
に
ご
活
用
い
た
だ
く
た

め
、
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 1,100 円 500 円 

座敷北( 8 畳) 400 円 500 円 900 円 ―――― 

仏  間( 6 畳) 300 円 400 円 700 円 ―――― 

時
代
を
語
る
薬
舗
の
看
板
た
ち 

かどや保存会 令和２年度会員募集開始！ 

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。 

31 年度は令和２年３月 15 日現在で 306 名と、残念ながら３０年度より約 50 名減少しました。しかし、

令和２年度も一人でも多くの方々に楽しんでいただけるよう、スタッフ一同日々努力を重ねてゆく所存です。

つきましては、新年度も引き続きご支援賜りますよう、会員の継続を何卒よろしくお願い申し上げます。 

令和２年度(令和２年 4 月 1 日～令和３年 3 月 31 日)の年会費（１口２,０００円）は、継続・新規を問わ

ず、以下の方法で納入してください。 

   (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 

－４－ 

縁
の
下
の
仲
間
た
ち
⑩ 

先
人
た
ち
の
仕
事
に
感
謝
！ 

 

か
ど
や
ス
タ
ッ
フ
の
大
仕
事
の
筆
頭
は
、
お

雛
様
の
飾
り
つ
け
と
片
付
け
だ
。 

 

今
年
も
一
階
の
武
蔵
屋
さ
ん
の
御
殿
雛
は
組

み
立
て
が
大
掛
か
り
の
た
め
ユ
ウ
ジ
さ
ん
と
ヨ

ネ
ち
ゃ
ん
が
担
当
。
土
路
屋
と
か
ど
や
は
、カ

ヨ
さ
ん
や
セ
ッ
ち
ゃ
ん
、マ
ー
ち
ゃ
ん
、
ユ
コ
リ

ン
等
の
女
性
陣
が
受
け
持
っ
た
。
年
に
一
度
の

仕
事
の
た
め
毎
回
「
こ
れ
ど
う
す
る
ん
や
っ
た

っ
け
？
」「
あ
れ
何
処
に
し
も
た
ん
や
ろ
」
等
、

右
往
左
往
す
る
。
ま
た
、
か
ど
や
の
御
殿
雛
は

長
い
年
月
を
経
て
非
常
に
脆
く
な
っ
て
お
り
、

組
み
立
て
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
だ
。
人
形

た
ち
の
配
置
は
以
前
の
写
真
を
参
考
に
す
る

が
、こ
れ
ま
た
毎
回
、「
な
ん
か
変
や
な
あ
」
と

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
確
認
す
る
。
特
に
公
家

風
の
行
列
は
資
料
が
な
く
、
想
像
力
を
駆
使
し

て
配
置
し
た
が
、
百
年
を
超
え
る
人
形
た
ち
は

す
べ
て
が
も
ろ
く
、
緊
張
の
連
続
だ
。 

女
性
陣
は
こ
の
作
業
に
毎
年
ほ
ぼ
四
人
が

か
り
で
半
日
を
費
や
し
て
い
る
が
、
四
年
前
ま

で
は
教
育
委
員
会
の
フ
ミ
タ
カ
さ
ん
が
孤
軍

奮
闘
し
て
い
た
。フ
ミ
タ
カ
さ
ん
は
か
ど
や
が

一
般
公
開
す
る
前
か
ら
毎
年
桃
の
節
句
に
は

蔵
か
ら
運
び
出
し
て
飾
っ
て
く
れ
て
い
た
た
め

当
然
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
が
、
実
際
に
体
験

し
て
み
る
と
、
そ
の
大
変
さ
に
頭
が
下
が
る
。

廣
野
家
九
代
目
の
重
子
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
孫
娘

の
た
め
に
毎
年
一
人
で
飾
り
付
け
を
行
っ
て
い

た
。フ
ミ
タ
カ
さ
ん
や
重
子
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
努

力
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
珍
し
い

お
雛
様
を
見
ら
れ
て
よ
か
っ
た
」
と
お
客
様
に

喜
ん
で
い
た
だ
け
る
今
が
あ
る
。
先
人
た
ち
の

細
や
か
な
仕
事
に
は
感
謝
あ
る
の
み
だ
。 

・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。 

・許可された利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。 


