
 
 

                  

      

  
  

 
 

 

皇
學
館
大
學
生
に
よ
る
「
中
心
市
街
地

の
活
性
化
の
た
め
の
情
報
発
信
実
習 

in

鳥
羽
市
」の
成
果
発
表
会
が
八
月
一
日
、

か
ど
や
で
行
わ
れ
、
中
村
鳥
羽
市
長
を
は

じ
め
、
市
の
関
係
者
や
な
か
ま
ち
の
住
民
、

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
メ
ン
バ
ー
な
ど
約

二
十
名
が
参
加
し
た
。 

同
大
学
で
は
、伊
勢
市
を
中
心
に
近
隣

の
自
治
体
と
連
携
し
、「
伊
勢
志
摩
共
生

学
実
習
」
と
し
て
、
各
地
域
が
抱
え
る
課

題
解
決
に
向
け
て
、
体
験
学
習
を
行
っ
て

い
る
。
本
年
度
は
、こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
鳥

羽
市
と
な
か
ま
ち
が
受
け
入
れ
、六
月
か

ら
七
月
に
か
け
て
学
生
た
ち
が
な
か
ま
ち

を
訪
れ
、現
状
や
町
の
魅
力
、課
題
な
ど

を
取
材
し
た
。
合
同
会
社N

A
K
A
M
A
C
H
I

代

表
の
濱
口
和
美
さ
ん
は
、な
か
ま
ち
の
現

状
や
空
き
家
対
策
等
を
説
明
。
魚
介
の
燻

製
で
人
気
の
魚
寅

の
店
主
・
杉
田
公
司

さ
ん
は
、昭
和
中
期

ま
で
鮮
魚
店
と
し

て
繁
盛
し
て
い
た

同
店
の
歴
史
を
は

じ
め
、な
か
ま
ち
が
取
り
組
ん
で
い
る
屋

号
旗
や
黎
明
期
の
鳥
羽
の
産
業
に
つ
い
て

の
情
報
等
を
紹
介
し
た
。
長
い
歴
史
を
誇

る
浄
土
宗
の
名
刹
・
西
念
寺
で
は
写
経
に

も
挑
戦
し
、か
ど
や
で
は
、館
内
を
巡
り

な
が
ら
同
家
の
歴
史
や
文
政
八
年（
１
８

２
５
年
）に
建
て
ら
れ
た
建
物
の
説
明
等

を
聞
い
た
。こ
れ
ら
の
取
材
を
も
と
に
、彼

ら
が
感
じ
た
な
か
ま
ち
の
魅
力
や
課
題

解
決
案
を
、鳥
羽
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

特
設
サ
イ
ト『
と
ば
る
』に
掲
載
し
た
。 

成
果
発
表
会
で
は
、
ま
ず
実
習
内
容
全

体
を
紹
介
。
そ
の
後
、『
と
ば
る
』に
掲
載

し
た
記
事
に
つ
い
て
、執
筆
者
た
ち
が
解

説
し
た
。
金
胎
寺（
鳥
羽
三
丁
目
）の
山
門

の
不
思
議
な
魅
力
を
紹
介
し
た
「
絵
に
な

る
街
～
物
語
を
探
し
て
」
、燻
製
の
香
り
で

魚
寅
に
魅
せ
ら
れ
た
「
鳥
羽
な
か
ま
ち
で

発
見
！
こ
だ
わ
り
の
旨
味
！
」
、「
町
の
人

と
『
こ
ん
に
ち
は
。
』
し
ま
せ
ん
か
？
～
朝

ド
ラX

空
き
家
問
題
～
」
は
、過
去
の
朝
ド

ラ
の
舞
台
と
リ
ン
ク
さ
せ
、「
ま
れ
」
や
「
あ

ま
ち
ゃ
ん
」の
よ
う
な
海
の
町
で
生
活
し

て
み
ま
せ
ん
か
と
提
案
。
同
時
に
、
鳥
羽

市
の
空
き
家
状
況
も
紹
介
し
た
。
さ
ら
に
、

「
な
つ
ぞ
ら
」の
よ
う
に
絵
描
き
に
な
る
、

「
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
」の
よ
う
に
も
の
づ
く
り

を
す
る
、「
ま
れ
」の
よ
う
に
パ
テ
ィ
シ
エ
に

な
る
、な
ど
鳥

羽
で
の
可
能

性
を
語
り
、

「
あ
な
た
は
、

鳥
羽
で
何
を

し
た
い
で
す

か
？
」
と
の
問

い
か
け
で
結

ん
だ
。
会
場
か

ら
逆
に
発
表

者
に
そ
の
質
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
と
、

し
ば
ら
く
思
案
し
て
か
ら
「
雑
貨
屋
さ
ん
」

と
答
え
て
く
れ
た
。 

三
人
の
発
表
は
、地
元
民
に
は
思
い
つ

か
な
い
斬
新
な
発
想
が
盛
り
込
ま
れ
て
お

り
、参
加
者
は
「
長
年
暮
ら
し
て
い
る
と

気
づ
か
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
え

て
、目
か
ら
鱗
で
し
た
」
と
感
想
を
話
す
。

合
同
会
社NA

K
A
M
A
C
H
I

の
濱
口
代
表
も

「
一
人
ひ
と
り
違
う
目
線
で
紹
介
し
て
も

ら
え
て
、
と
て
も
良
か
っ
た
」
と
話
し
て
い

た
。 今

回
は
、か
ど
や
の
発
表
は
な
か
っ
た

が
、『
と
ば
る
』に
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
学

生
さ
ん
た
ち
の
新
鮮
な
目
線
で
な
か
ま

ち
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ど
れ
も
興
味
深

い
内
容
だ
。
ぜ
ひ
一
度
ご
一
読
を
。
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教
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発
表
者
の
皆
さ
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八
月
の
展
示
は
「
昔
の
茶
道
具
」
と
題

し
て
、か
ど
や
の
蔵
に
残
さ
れ
て
い
た
茶

道
具
や
、
近
隣
の
商
家
で
使
わ
れ
て
い
た

も
の
に
加
え
、鳥
羽
藩
主
・
稲
垣
家
の
愛
蔵

品
な
ど
、
約
五
十
点
が
紹
介
さ
れ
た
。 

《
江
戸
の
名
工
の
作
品
も
》 

か
ど
や
の
茶
道
具
は
、
江
戸
時
代
前
期

か
と
思
わ
れ
る
茶
匙
や
、短
冊
箪
笥
と
呼

ば
れ
て
い
る
細
長
い
縦
型
の
携
帯
用
点
茶

セ
ッ
ト
等
が
展
示
さ
れ
た
。
お
手
前
の
道

具
を
収
納
し
て
持
ち
運
び
も
で
き
る
小

型
の
箱
も
あ
り
、そ
こ
に
は
江
戸
初
期
（
十

七
世
紀
前
半
）に
名
を
馳
せ
た
京
焼
の
名

工
・
野
々
村
仁
清
の
茶
碗
が
収
め
ら
れ
て

い
た
。
仁
清
は
、色
絵
の
具
や
金
銀
を
使

う
「
色
絵
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
技
法
を
習

得
。
京
焼
を
今
日
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
あ

で
や
か
な
作
風
に
確
立
し
、当
時
の
新
様

式
の
頂
点
に
立
つ
陶

工
と
し
て
高
い
評
価

を
受
け
た
。
ま
た
、ろ

く
ろ
技
術
の
高
さ
に

も
定
評
が
あ
り
、
ど
ん

な
大
き
さ
の
器
も
均

一
な
薄
さ
に
仕
上
げ

る
こ
と
が
で
き
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
か
ど
や
の
茶
碗
は
灰
色

が
か
っ
た
薄
緑
色
で
、色
絵
づ
け
は
な
い

が
、
薄
く
て
手
触
り
の
よ
い
形
が
ろ
く
ろ

技
術
の
高
さ
を
物
語
っ
て
お
り
、見
学
者

の
た
め
息
を
誘
っ
た
。 

《
鳥
羽
の
町
人
文
化
を
垣
間
見
る
》 

昭
和
初
期
ま
で
鳥
羽
三
丁
目
（
中
之
郷
）

で
小
間
物
屋
を
営
ん
で
い
た
商
家
の
土
蔵

に
収
納
さ
れ
て
い
た
萩
焼
の
急
須
や
茶
碗
、

茶
さ
じ
、な
つ
め
も
展
示
さ
れ
た
。
か
つ
て

は
、
茶
道
が
根
付
い
て
い
た
港
町
・
鳥
羽
の

町
人
文
化
の
一
端
を
感
じ
さ
せ
た
。 

四
丁
目
（
奥
谷
）の
魚
寅
別
邸
の
茶
室
で

使
わ
れ
て
い
た
茶
碗
や
風
炉
、釜
、つ
い
立

て
等
も
展
示
さ
れ
た
。
魚
寅
別
邸
は
、
江

戸
時
代
に
は
武
家
屋
敷
だ
っ
た
場
所
だ
が
、

現
在
の
建
物
は
旧
国
鉄
の
幹
部
の
方
の
別

荘
と
し
て
建
て
ら
れ
た
そ
う
で
、特
に
凝

っ
た
造
り
の
茶
室
は
秀
逸
だ
。そ
の
後
、魚

寅
さ
ん
が
別
邸
と
さ
れ
、
時
折
茶
会
も
催

さ
れ
た
と
い
う
。
今
回
出
展
さ
れ
た
茶
碗

は
練
習
用
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
楽
焼
の

黒
楽
と
呼
ば
れ
て
い
る
名
器
も
含
ま
れ
て

お
り
、
茶
道
を
た
し
な
む
見
学
者
を
喜
ば

せ
て
い
た
。 

《
鳥
羽
城
主
・
稲
垣
家
の
名
品
も
》 

さ
ら
に
今
回
は
、
今
年
六
月
に
金
胎
寺

（
鳥
羽
三
丁
目
）の
庫
裏
で
見
つ
か
っ
た
鳥

羽
藩
主
・
稲
垣
家
に
伝
わ
る
竹
筒
も
披
露

さ
れ
た
。こ
の
竹
筒
は
、
茶
席
で
床
の
間
に

飾
る
花
を
い
け

る
花
器
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た

も
の
の
よ
う
で
、

稲
垣
家
が
鳥

羽
に
来
る
前
に
、

戦
さ
で
手
柄
を

た
て
た
時
に
与

え
ら
れ
た
も
の

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
同
寺
が
所
蔵
す
る

経
緯
は
不
明
だ
が
、郷
土
史
家
の
江
崎
満

さ
ん
に
よ
る
と
「
金
胎
寺
が
歴
代
の
鳥
羽

城
主
の
祈
願
寺
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
幕
末

か
維
新
の
頃
に
、
寺
に
納
め
ら
れ
た
の
で

は
」
と
の
こ
と
。 

と
こ
ろ
で
、鳥
羽
藩
主
と
い
え
ば
九
鬼

嘉
隆
が
有
名
だ
が
、九
鬼
家
が
御
家
騒
動

で
国
替
え
さ
れ
た
後
は
、内
藤
、
土
井
、大

給
（
松
平
）、板
倉
、
戸
田（
松
平
）と
、藩
主

が
目
ま
ぐ
る
し
く
交
代
し
た
。
し
か
し
、

享
保
十（
１
７
２
５
）年
に
稲
垣
家
が
入
封

し
て
か
ら
は
安
定
し
、幕
末（
１
８
６
９
年
）

ま
で
続
い
た
。
江
崎
さ
ん
は
「
こ
の
展
示
を

通
し
て
、約
百
五
十
年
と
い
う
長
き
に
わ

た
り
鳥
羽
藩
を
収
め
た
稲
垣
家
の
存
在

を
多
く
の
市
民
に
知
っ
て
も
ら
え
た
ら
」

と
話
し
て
い
る
。 

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
見
学
者
は
さ
ほ
ど
多

く
は
な
か
っ
た
が
、茶
道
を
志
す
人
た
ち

は
新
聞
や
口
コ
ミ
で
こ
の
展
示
を
知
り
、

足
を
運
ん
で
く
れ
て
「
い
い
も
の
見
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
喜
ん
で
く
れ
た
。 

《
茶
道
具
展
示
が
で
き
る
ま
で
》 

八
月
の
展
示
が
決
ま
ら
ず
焦
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、か
ど
や
の
所
蔵
品
を
一
人
で
全

て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
教
育
委
員
会
の
フ

ミ
タ
カ
さ
ん
が
「
茶
道
具
は
ど
う
や
」
と

提
案
し
て
く
れ
た
。
た
だ
「
数
が
少
な
い
」

と
聞
き
、「
は
て
、
ど
う
し
よ
う
」
と
な
っ
た

が
、カ
ヨ
さ
ん
が
「
魚
寅
さ
ん
の
別
邸
の
茶

室
は
す
ば
ら
し
い
の
で
、道
具
も
立
派
な

は
ず
」
と
言
う
こ
と
で
交
渉
し
、快
諾
し
て

も
ら
っ
た
。 

展
示
の
準
備
を
進
め
て
い
る
と
、（
前
述

の
郷
土
史
家
）ミ
ツ
ル
さ
ん
が
「
金
胎
寺
で

す
ご
い
も
ん
が
見
つ
か
っ
た
ん
さ
」
と
、息

せ
き
切
っ
て
報
告
に
来
て
く
れ
た
。
な
ん

と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
！
竹
筒
は
今
回
の
目

玉
と
し
て
展
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

飾
り
つ
け
に
は
、フ
ミ
タ
カ
さ
ん
に
金

胎
寺
の
長
谷
住
職
、ミ
ツ
ル
さ
ん
、茶
道
教

室
の
イ
シ
子
先
生
と
ま
ゆ
み
さ
ん
、カ
ヨ

さ
ん
が
か
け
つ
け
て
く
れ
た
。イ
シ
子
先

生
と
ま
ゆ
み
さ
ん
は
お
花
も
い
け
て
く
れ

て
、近
所
に
住
む
イ
シ
子
先
生
は
ほ
ぼ
毎

日
花
の
様
子
を
見
に
来
て
く
れ
た
。 

八
月
の
展
示
は
ど
う
な
る
こ
と
か
と
心

配
し
た
が
、そ
ん
な
こ
ん
な
で
、
非
常
に
価

値
あ
る
展
示
に
な
り
、ス
タ
ッ
フ
一
同
、胸

を
な
で
お
ろ
し
た
。 

 
茶
道
具
で
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
！ 

 
 

鳥
羽
藩
主
愛
蔵
の
品
も
披
露 

野々村仁清の茶碗 

稲
垣
家
の
竹
筒
に
見
入
る 
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「
野
の
花
と
万
葉
の
会
」
が
ま
も
な
く
二

十
回
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

案
内
人
（
巷
で
は
講
師
と
呼
ぶ
）の
佳
代
さ

ん
と
、
野
の
花
で
万
葉
の
世
界
に
い
ざ
な

っ
て
く
れ
る（
華
道
家
の
）ま
ゆ
み
さ
ん
に

万
葉
の
会
に
お
け
る
野
の
花
へ
の
思
い
を

書
い
て
い
た
だ
い
た
。 

《
野
の
花
で
昔

い
に
し
え

を
今
に
》 

三
年
前
の
五
月
に
、
年
号
が
「
平
成
」
か

ら
「
令
和
」
に
改
元
さ
れ
た
こ
と
を
記
念

し
て
、か
ど
や
で
も
万
葉
集
の
講
座
を
始

め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
講
座
に
し
よ
う
か

と
ス
タ
ッ
フ
で
“夢
”を
語
り
合
い
ま
し
た
。

「
大
広
間
で
、屋
根
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か

ら
集
ま
っ
て
く
る
光
と
風
と
、庭
の
草
木

の
そ
よ
ぎ
な
ど
を
感
じ
な
が
ら
、
ゆ
っ
た

り
と
し
た
時
間
が
も
て
た
ら
い
い
な
あ
」

「
部
屋
に
は
野
の
花
が
さ
り
げ
な
く
活
け

ら
れ
て
い
て
、そ
れ
が
万
葉
の
花
に
つ
な

が
れ
ば
、そ
の
和
歌
も
紹
介
し
て
・・・
」「
会

の
途
中
で
、ブ
レ
イ
ク
タ
イ
ム
が
あ
る
と

い
い
ね
！
コ
ー
ヒ
ー
や
ほ
う
じ
茶
を
て
い

ね
い
に
い
れ
て
、
と
き
ど
き
は
お
抹
茶
な

ん
か
も
・・・
」
。こ
れ
ら
の
夢
を
す
べ
て
詰
め

込
ん
で
「
野
の
花
と
万
葉
の
会
」
は
始
ま

り
ま
し
た
。 

コ
ロ
ナ
禍
で
、
二
回
の
中
止
を
余
儀
な

く
さ
れ
ま
し
た
が
、
熱
心
な
参
加
者
の
皆

さ
ま
の
お
陰
で
、
会
は
ま
も
な
く
二
十
回

目
を
迎
え
ま
す
。 

思
い
返
せ
ば
活
け
ら
れ
た
野
の
花
は
、

ほ
と
ん
ど
が
万
葉
集
に
つ
な
が
っ
た
も
の

ば
か
り
。
は
こ
ね
し
だ（
ア
ジ
ア
ン
タ
ム
）・

ふ
と
い
・
ね
じ
ば
な
・
ひ
え
・
べ
に
ば
な
・
ろ

う
ば
い
・
ひ
お
う
ぎ
・
た
ち
ば
な
・
と
こ
ろ
づ

ら
・
お
も
だ
か
・
や
ま
あ
じ
さ
い
・
た
で
・
あ

し
・
す
が
・
の
か
ん
ぞ
う
・
を
ば
な
・
か
や
・
か

ら
む
し
・
の
び
る
・
ち
ば
な
・
つ
ゆ
く
さ
・
な

で
し
こ
・
あ
し
び
・
う
の
は
な
・
ま
ゆ
み
・
や

ま
す
げ
・
り
ん
ど
う
・
竹
・
き
き
ょ
う
・
む
く

げ
・
ひ
る
が
お
・
つ
ぼ
す
み
れ
・・・
。
季
節
の

光
と
風
を
ま
と
っ
た
野
の
花
た
ち
を
、玄

関
や
床
の
間
や
仏
間
に
・・・
と
活
け
続
け
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

野
の
花
と
万
葉
集
に
う
た
わ
れ
て
い
る

和
歌
を
マ
ッ
チ

ン
グ
さ
せ
た
講

座
は
、活
け
花

担
当
の（
そ
の
名

も
万
葉
花
の
ひ

と
つ
に
も
あ
る
）

ま
ゆ
み
さ
ん
の

並
々
な
ら
ぬ
野
の
花
へ
の
愛
着
と
、活
け

花
の
セ
ン
ス
と
技
術
が
な
け
れ
ば
実
現
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。 

そ
の
花
た
ち
を
す
て
き
な
笑
顔
で
眺
め

て
、「
あ
そ
こ
に
こ
ん
な
可
愛
い
い
花
が
咲

い
て
い
た
」
な
ど
と
、話
し
に
花
を
咲
か
せ

て
く
だ
さ
る
皆
さ
ま
と
共
に
、こ
れ
か
ら

も
い
い
時
間
が
過
ご
せ
ま
す
よ
う
に
！ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
佳
代
） 

 《
万
葉
の
花
に
ふ
れ
て
》 

夏
の
太
陽
の
恵
み
を
燦
々
と
浴
び
た

木
々
に
時
折
さ
わ
や
か
な
風
が
心
地
よ

く
、し
だ
い
に
秋
め
い
て
季
節
が
巡
る
。 

今
月
の
野
山
に
は
何
の
花
が
咲
い
て
い

て
く
れ
る
か
し
ら
と
、万
葉
集
に
歌
わ
れ

た
草
花
探
し
に
飛
び
ま
わ
り
ま
す
。
時
に

は
、毎
回
参
加
し
て
お
ら
れ
る
方
か
ら
ご

自
宅
に
咲
く
た
く
さ
ん
の
お
花
を
頂
戴
し
、

万
葉
の
会
の
当
日
に
備
え
ま
す
。 

昨
今
は
、
子
供
の
頃
に
よ
く
見
か
け
た

野
の
花
も
道
路
が
整
備
さ
れ
た
り
、
環
境

の
変
化
で
だ
ん
だ
ん
と
見
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
る
事
に
寂
し
さ
を
感
じ
ま
す
。 

雑
草
と
思
わ
れ
る
小
さ
な
花
も
、実
は

万
葉
集
に
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
々
あ

り
ま
す
。こ
の
自
然
を
残
し
て
ほ
し
い
気

持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。 

「
花
は

野
に
あ
る

姿
・
枯
淡

素
朴
」
を

真
髄
と
し

て
い
ま
す

華
道
・
山

村
御
流
の
教
え
に
沿
っ
て
今
月
の
野
の
花

を
活
け
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

器
選
び
と
お
花
の
取
り
合
わ
せ
を
考

え
、自
然
の
な
か
に
あ
る
尊
い
姿
を
見
逃

す
こ
と
な
く
、枝
の
落
と
し
よ
う
に
も
驕

ら
ぬ
よ
う
に
・・・
。 

花
と
語
ら
い
、花
の
姿
を
整
わ
せ
、自

然
の
美
し
さ
を
導
き
出
す
私
の
時
間
は
、

会
を
始
め
た
最
初
の
頃
と
比
べ
、プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
か
ら
、今
は
悦
び
へ
と
変
わ
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。 

佳
代
先
生
の
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
に
よ
り
、万

葉
び
と
の
暮
ら
し
や
心
豊
か
に
生
き
た

時
代
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、ご
参

加
の
皆
さ
ま
と
共
有
さ
せ
て
い
た
だ
く
貴

重
な
時
間
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
巡
る
季
節
の
お
花
と
の
出

逢
い
を
楽
し
み
に
、野
の
花
を
求
め
て
野

山
を
駆
け
ま
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 

（
ま
ゆ
み
） 

 
 

野
の
花
に
寄
せ
て 

 
 
 
 

 

「
万
葉
の
会
」
講
師
に
聞
く 

―３－ 



「
岡
チ
ヨ
コ
ゆ
か
た
ド
レ
ス
展
」
が
八

月
一
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
開
催
さ
れ

た
。
岡
さ
ん
は
着
な
く
な
っ
た
和
服
を
斬

新
な
洋
服
に
仕
立
て
直
し
た
「
き
も
の
ふ

く
」
が
人
気
で
、
か
ど
や
で
は
過
去
二
回

展
示
会
を
行
っ
た
。
今
回
は
、
浴
衣
地
を

使
っ
た
涼
し
気
な
作
品
七
点
が
披
露
さ

れ
た
。
会
場
は
一
階
の
六
畳
間
だ
っ
た
が
、

マ
ネ
キ
ン
を
使
っ
て
立
体
的
に
飾
り
、
花

火
が
描
か
れ
た
半
幅
帯
や
夏
用
の
バ
ッ

グ
等
で
、
岡
チ
ヨ
コ
・
ワ
ー
ル
ド
を
見
事

に
表
現
し
た
。
見
学
の
お
客
様
か
ら
は

「
数
が
少
な
い
の
は
残
念
だ
け
ど
、
さ
す

が
ね
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
て
い

る
。 実

は
、
今
年
五
月
に
展
示
会
を
予
定
し

て
い
た
が
、
三
重
県
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
緊
急
警
戒

宣
言
を
四
月

二
十
日
か
ら

五
月
九
日
ま

で
発
令
し
、

五
月
三
十
一

日
ま
で
は
ま

ん
延
防
止
等

重
点
措
置
が

と
ら
れ
た
た

め
中
止
す
る

こ
と
に
な
り
、
岡
チ
ヨ
コ
・
フ
ァ
ン
を
ガ

ッ
カ
リ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
八
月
の
展
示
が
決
ま
ら
ず

困
っ
て
い
る
と
、
「
ゆ
か
た
地
で
ド
レ
ス

を
作
っ
た
の
で
、
数
は
少
な
い
け
れ
ど
、

に
ぎ
や
か
し
に
飾
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
の

う
れ
し
い
提
案
を
い
た
だ
き
、
特
別
展
実

現
の
運
び
と
な
っ
た
。 

コ
ロ
ナ
が
落
ち
着
い
た
ら
、
是
非
「
き

も
の
ふ
く
展
」
を
実
現
し
た
い
も
の
だ
。 

 

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 ―――― 

・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。 

夏
は
ゆ
か
た
ド
レ
ス
で
！ 

 
 

岡
チ
ヨ
コ
特
別
展
開
催

ま
ゆ
み 

かどや保存会 令和３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。 

ピーク時の平成 30 年度は会員数 351 名でしたが、残念ながら以後毎年減少しております。しかし、コロ

ナ禍にも関わらず、令和３年度は９月 15 日現在約 2５0 名の方から継続のお申込みをいただきました。皆様

からのご支援、心より感謝いたします。コロナの収束にはまだ時間がかかるものと思われますが、感染防止対

策を強化しつつ、皆様の憩いの場所となるよう、これからも日々努力を重ねてまいります。手続きがまだの方

も引き続きご支援いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

令和３年度(令和３年 4 月 1 日～令和４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 

◇
◆
◇ 

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 

－４－ 

花
を
求
め
て
、
ど
こ
ま
で
も
！ 

 
 

 

ま
ゆ
み
さ
ん
の
野
の
花
愛 

三
ペ
ー
ジ
に
投
稿
い
た
だ
い
た
ま
ゆ
み
さ
ん

は
、
テ
ー
ブ
ル
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
ト
の
人
気
教
室

「
ま
ゆ
み
塾
」
の
講
師
で
あ
り
、「
花
は
野
に
あ

る
よ
う
に
・
素
朴
枯
淡
」
を
真
髄
と
す
る
華
道
・

山
村
御
流
の
教
授
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ

の
人
と
な
り
は
文
章
同
様
、
上
品
で
美
し
い
。 

 

万
葉
の
会
で
は
、
活
け
花
を
担
当
し
、
花
の

調
達
も
ま
ゆ
み
さ
ん
が
行
う
が
、
題
材
が
野
の

花
だ
け
に
花
屋
に
注
文
す
る
と
い
う
よ
り
は
、

花
を
求
め
て
野
山
を
駆
け
巡
っ
て
い
る
そ
う

だ
。
普
段
の
楚
々
と
し
た
佇
ま
い
か
ら
は
想
像

し
が
た
い
逞
し
い
姿(

お
転
婆
娘
風)

で
、
花
ば

さ
み
や
鋸
等
を
携
え
、
会
に
適
し
た
野
の
花
を

求
め
て
山
に
分
け
入
る
が
、
蛇
に
遭
遇
し
震
え

上
が
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
う
。 

そ
れ
に
し
て
も
た
だ
の
雑
草
に
し
か
見
え
な

い
花
た
ち
が
、
ま
ゆ
み
さ
ん
の
手
に
か
か
る
と
、

優
し
く
た
お
や
か
に
見
え
る
か
ら
不
思
議
だ
。 


