
　
暑
い
日
も
寒
い
日
も
、
毎
日
通
っ
た
小
学
校
。
夕
暮
れ

ま
で
、
友
人
と
遊
ん
だ
空
き
地
や
町
並
み
。
家
族
と
一
緒

に
食
事
し
た
大
衆
食
堂
…
。
私
た
ち
の
誰
も
が
、
ふ
と
し

た
瞬
間
に
懐
か
し
く
思
い
出
す
建
物
や
風
景
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
地
域
の
町
並
み
に
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
っ
た
建
物
の
中

に
は
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
う
も
の
も

あ
り
ま
す
が
、
近
年
、
こ
う
し
た
建
物
を
再
び
蘇
ら
せ
、

地
域
の
交
流
や
活
性
化
の
拠
点
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
い

う
試
み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
新
た
に
地
域
交
流
拠
点
と
し
て
再
生
し
た
施

設
を
５
か
所
ご
紹
介
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
多
く
の
笑
顔

と
心
尽
く
し
の
も
て
な
し
に
出
会
え
る
で
し
ょ
う
。
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友
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に
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食
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私
た
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誰
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し
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懐
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す
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や
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あ
る
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。
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ま
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蘇
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の
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や
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。
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に
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と
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５
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介
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し
に
出
会
え
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で
し
ょ
う
。
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「
ま
ぁ
、
懐
か
し
い
わ
ね
ぇ
」「
何
十
年
も
昔

に
戻
っ
た
み
た
い
」「
い
い
わ
ね
ぇ
」…
。

　
北
勢
町
阿
下
喜
に
昨
年
オ
ー
プ
ン
し
た
、

ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
喫
茶
室
を
兼
ね
た「
桐
林
館 

阿
下
喜
美
術
室
」で
は
、
訪
れ
た
女
性
た
ち
の

（
１
９
８
１
）

年
の
小
学
校

移
転
に
と
も

な
い
、
規
模

を
縮
小
し
て

現
在
地
に
移

築
さ
れ
ま
し

た
。
以
来
、

文
化
資
料
保

存
施
設「
桐

林
館
」と
し

て
の
役
割
を

果
た
し
て
い

ま
す
が
、
昭
和
初
期
の
小
学
校
建
築
物
と
し

て
貴
重
な
存
在
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
平

成
26
年
に
、
門
や
石
柵
と
合
わ
せ
て
、
国
登

録
有
形
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

　
「
き
っ
か
け
は
、
マ
ル
シ
ェ
に
遊
び
に
来
た

こ
と
で
す
ね
」と
話
す
の
は
、
和
服
姿
が
板
に

付
い
て
い
る
帖
佐 

真
之
介
さ
ん
。
お
話
の
マ

ル
シ
ェ
と
は
、
平
成
25
年
か
ら
昨
年
に
か
け
て

10
月
に
開
催
さ
れ
て
い
た「
阿
下
喜  

秋
ノ
市

（
旧
称「
阿
下
喜
マ
ル
シ
ェ・ク
ラ
フ
ト
市
」）の

弾
む
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
大
き
な
黒
板
の
行

事
予
定
表
や
、
温
も
り
の
あ
る
木
枠
の
窓
な

ど
が
、
か
つ
て
こ
こ
が
阿
下
喜
小
学
校
の
職

員
室
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
り
ま
す
。
校
舎
の
竣

工
は
昭
和
12（
１
９
３
７
）年
で
す
が
、
同
56

こ
と
。「
桐
林
館
」前
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
商
店

街
全
体
が
会
場
と
な
り
、
有
機
野
菜
な
ど
の

食
品
や
、
手
作
り
の
籠
な
ど
の
ク
ラ
フ
ト
製

品
を
扱
う
数
十
店
が
出
店
し
ま
し
た
。

　
昔
な
が
ら
の
商
店
街
の
た
た
ず
ま
い
を
残

す
阿
下
喜
に
、
帖
佐
さ
ん
が
大
き
な
可
能
性

と
魅
力
を
感
じ
た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、

同
館
が
国
登
録
有
形
文
化
財
と
な
り
、
市
や

地
域
住
民
た
ち
の
間
で
は
、
さ
ら
な
る
有
効

活
用
法
を
模
索
中
で
し
た
。
地
域
の
象
徴
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
、
皆
が
集
え
る
サ
ロ
ン
の

流
が
楽
し
い
と
語
る
帖
佐
さ
ん
は
、
こ
れ
ま

で
に
、
市
内
藤
原
町
の
紫
光
窯
で
制
作
を
続

け
る
林 

伸
也
さ
ん
の
作
品
を
は
じ
め
と
し

て
、
月
替
わ
り
で
、地
域
内
外
の
作
家
た
ち
の

作
品
を
展
示
し
た
り
、
音
楽
ラ
イ
ブ
や
子
ど

も
た
ち
に
よ
る
能
の
発
表
会
な
ど
を
企
画・開

催
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
現
在
は
、
新
た

な
試
み
が
始
動
中
で
す
。「
タ
イ
ム
レ
タ
ー
」

と
名
付
け
ら
れ
た
企
画
で
、
１
年
か
ら
10
年

の
期
間
を
設
定
し
て
、
た
と
え
ば
１
年
後
の

自
分
、
３
年
後
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、10
年
後
の
子

ど
も
な
ど〝
未
来
の
誰
か
〞に
宛
て
て
書
い
た

手
紙
を
届
け
る
サ
ー
ビ
ス
。
じ
っ
く
り
と
腰

を
落
ち
着
け
て
、
未
来
に
想
い
を
馳
せ
て
も

ら
お
う
と
い
う
の
で
す
。

　
か
つ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
見
守
っ

て
き
た
古
き
校
舎
は
、
次
代
を
担
う
若
者
た

ち
に
受
け
継
が
れ
、
新
た
な
交
流
の
場
と
し

て
、
さ
ら
な
る
進
化
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。

よ
う
な
交
流
ス
ペ
ー
ス
を
館
内
に
作
る
こ
と

が
決
定
し
た
時
、
自
ら
が
そ
の
担
い
手
に
な

ろ
う
と
決
断
し
、
市
外
か
ら
移
住
し
て
き
た

と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
オ
ー
プ
ン
以
来
、「
桐
林
館  

阿
下
喜
美
術

室
」に
は
卒
業
生
た
ち
も
訪
れ「
校
舎
は
昔
は

３
棟
も
あ
っ
た
ん
だ
よ
」な
ど
と
、
昔
話
に
花

が
咲
く
こ
と
が
あ
る
ほ
か
、
木
造
校
舎
の
た

た
ず
ま
い
に
引
か
れ
て
、
関
東
や
大
阪
方
面

な
ど
か
ら
足
を
運
ぶ
若
い
人
も
い
る
と
い
い

ま
す
。
世
代
や
地
域
も
超
え
た
人
々
と
の
交

桐
林
館 

阿
下
喜
美
術
室 

（
旧
阿
下
喜
小
学
校
職
員
室
）

か
つ
て
の
小
学
校
校
舎
で
、
新
た
な
交
流
の
ひ
と
と
き

【
い
な
べ
市
北
勢
町
】

桐
林
館 

阿
下
喜
美
術
室（
月・火
曜
日
休
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
４ ‒ 

７
２ ‒ 

６
０
９
６

お
問
い
合
わ
せ

さ

さ
く

せ
き

か
ご

が
ま

こ
う

し

ち
ょ
う

と
う

り
ん

か
ん

かつての職員室の面影を残す「桐林館  阿下喜美術室」

「桐林館」外観

林 伸也（紫光窯）さんの作品

大勢の人々で賑わう「阿下喜  秋ノ市」

帖佐 真之介さん（中央）、
仲間の水谷 真人さん（左）と打田 浩孝さん（右）

※
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ア
マ
ゴ
や
ア
ユ
な
ど
多
種
多
様
な
生
物
を

は
ぐ
く
む
櫛
田
川
、
八
角
銅
鐘（
県
指
定
重
要

文
化
財
）で
名
高
い
泰
運
寺
、
古
く
か
ら
自
生

す
る
ヤ
マ
ユ
リ
の「
波
瀬
ゆ
り
」…
。

　
か
つ
て
、
和
歌
山
街
道
の
宿
場
町
と
し
て

栄
え
た
飯
高
町
波
瀬
に
は
、
地
域
の
人
々
が

自
慢
で
き
る
も
の
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
平

と
で
し
た
。「
自
然
、
人
、
歴
史
、
全
て
の
生

き
と
し
生
け
る
も
の
の『
生
き
る
』を
学
ぶ
」を

テ
ー
マ
と
し
た
１
泊
２
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

各
種
用
意
し
、
毎
年
12
か
ら
15
団
体
、
約
１

２
０
０
人
の
子
ど
も
た
ち
を
受
入
れ
て
い
ま

す
。 

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
以
降
は
、
福
島

の
子
ど
も
た
ち
が
４
泊
５
日
の
日
程
で
訪
問
。

本
年
で
７
回
目
を
迎
え
ま
す
。

　
山
里
の
木
々
が
芽
吹
き
始
め
た
３
月
４
日
、

「
波
瀬
ゆ
り
館
」（
旧
波
瀬
小
学
校
校
舎
）を
訪

ね
る
と
、
廊
下
に
貼
ら
れ
た
手
紙
が
目
に
留

ま
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
過
去
に
行
わ
れ

た「
福
島
松
阪
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ 

in 

波
瀬
」

に
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
が
星
空
観
察
し
た

こ
と
、
櫛
田
川
で
遊
ん
だ
こ
と
、
ア
マ
ゴ
や

ウ
ナ
ギ
を
捕
ま
え
た
時
に
思
わ
ず「
や
っ

た
ー
！
」と
叫
ん
だ
こ
と
、
そ
し
て
、
焼
い
て

も
ら
っ
た
魚
を
食
べ
る
と「
ほ
っ
ぺ
た
が
落
ち

る
ほ
ど
お
い
し
か
っ
た
」こ
と
な
ど
が
丁
寧
な

文
字
で
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、「
み
ん

な
が
優
し
く
し
て
く
れ
た
こ
と
で
、
ぼ
く
も

優
し
く
な
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
」な
ど
と
、

波
瀬
の
人
々
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
も
綴
ら
れ

成
３
年
に
建
て
ら
れ
た
旧
波
瀬
小
学
校
の
校

舎
も
そ
の
一
つ
。
地
元
産
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を

ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
た
、
純
木
造
校
舎
で
す
。

そ
ん
な
自
慢
の
学
校
が
、
同
20
年
に
休
校
と

な
っ
た
時
、
地
域
の
人
々
で
結
成
し
た「
波
瀬

む
ら
づ
く
り
協
議
会
」の
皆
さ
ん
が
考
え
た
の

が
、
体
験
学
習
の
場
所
と
し
て
活
用
す
る
こ

て
い
ま
す
。
自
由
に
遊
ぶ
こ
と
も
ま
ま
な
ら

な
い
子
ど
も
た
ち
が
、
豊
か
な
波
瀬
の
自
然

と
人
々
の
思
い
や
り
に
触
れ
た
こ
と
は
、
か

け
が
え
の
な
い
体
験
と
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

　
「
私
た
ち
が
活
動
の
中
心
と
し
て
い
る
の
は

〝
人
の
寄
る
村
づ
く
り
〞で
す
」と
話
す
の
は
、

同
協
議
会
副
会
長
の
向
東 

克
己
さ
ん
。
傍
ら

で
は
副
会
長
の
大
西 

敏
一
さ
ん
、
波
瀬
ゆ
り

館
部
長
の
増
田 

進
一
さ
ん
、
事
務
局
長
の
寺

オ
ラ
ン
ダ
製
カ
リ
ヨ
ン
４
個
が
吊
る
さ
れ
、

12
時
・15
時
・17
時
に
音
が
鳴
る
仕
組
み
で
す
。

カ
リ
ヨ
ン
と
は
、
打
楽
器
の
一
種
で
、
音
の

高
さ
を
異
に
す
る
一
組
の
鐘
を
配
列
し
た
も

の
。
そ
の
音
色
は
放
送
で
流
れ
る
も
の
と
は

違
い
、
優
し
く
て
、
耳
に
心
地
よ
く
響
き
ま

し
た
。

　
や
が
て
、季
節
は「
波
瀬
ゆ
り
」の
可
憐
な
花

が
咲
く
７
月
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
夏
も「
波
瀬

ゆ
り
館
」に
は
、子
ど
も
た
ち
の
歓
声
が
響
き

渡
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

𦚰 

充
さ
ん
が
頷
き
ま
す
。
こ
の
日
は
、「
一

日
お
く
れ
の
ひ
な
ま
つ
り
」開
催
日
。
同
館
で

は
、
季
節
に
応
じ
て
コ
ン
サ
ー
ト
や
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
地

域
内
外
の
人
々
が
集
い
ま
す
。
そ
の
度
に
、

協
議
会
メ
ン
バ
ー
が
準
備
し
、
訪
問
者
を
精

一
杯
も
て
な

す
の
で
す
。

　
皆
さ
ん
の

お
話
を
伺
っ

て
い
る
最
中
、

ど
こ
か
ら
か
、

「
キ
ン
コ
ー

ン
、カ
ン
コ
ー

ン
」と
澄
ん

だ
音
色
が
響

い
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
も

皆
さ
ん
の
自

慢
の
一
つ
。

同
館
に
据
え

ら
れ
た
小
さ

な
鐘
塔
に
は
、

波
瀬
ゆ
り
館 

（
旧
波
瀬
小
学
校
校
舎
）

山
里
に
こ
だ
ま
す
る
、
カ
リ
ヨ
ン
の
音
と
子
ど
も
た
ち
の
歓
声

【
松
阪
市
飯
高
町
】

か
く
ど
う
し
ょ
う

はっう
ん

た
い

て
い
ね
い

む
か
い
ひ
が
し
か
つ

し
ょ
う
と
う

う
な
ず

わ
き

て
ら

み

じ

は

ぜ

「波瀬ゆり館」中庭にテントを張る子どもたち。

鐘塔とカリヨン

後方向かって左から
大西 敏一さん、向東 克己さん、寺𦚰 充さん、増田 進一さん。 
前方「波瀬むらづくり協議会」里グループの皆さん。

「波瀬むらづくり
協議会」会長の
福本 博行さん

川遊び体験で、アマゴつかみ捕りに興じる子どもたち。※

※

「
波
瀬
む
ら
づ
く
り
協
議
会
」事
務
局

（
飯
高
地
域
振
興
局
波
瀬
出
張
所
内
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

４
７ ‒ 

０
３
２
１

お
問
い
合
わ
せ
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※
印
の
写
真
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取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

　
花
の
便
り
が
聞
か
れ
る
こ
ろ
、
名
張
市
市

街
地
を
通
る
初
瀬
街
道
を
歩
く
と
、
随
所
で

風
情
あ
る
家
屋
や
蔵
な
ど
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
初
期
、
藤
堂 

高
虎
の
養
子
で
あ
る

藤
堂 

高
吉
が
こ
の
地
に
屋
敷
を
構
え
て
以

が
目
に
留
ま
り

ま
し
た
。
国
登

録
有
形
文
化
財

の
旧
細
川
邸
で

す
。
江
戸
時
代

末
期
か
ら
明
治

初
年
に
、
薬
商

細
川
家（
奈
良

県
宇
陀
市
）の

支
店
と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
袖
卯
達
や

虫
籠
窓
な
ど
が
、
往
時
の
町
屋
の
雰
囲
気
を

伝
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
旧
細
川
邸
が
、
観
光
交
流
施
設「
や
な

せ
宿
」と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
の
は
、
今
か
ら

10
年
前
の
こ
と
。
以
来
、
季
節
に
応
じ
て「
新

春
餅
つ
き
大
会
」「
名
張
八
日
戎
祭
り
」「
お
雛

様 

in 

や
な
せ
宿
」「
や
な
せ
祭
り
」「
隠
街
道

市 

in 

や
な
せ
宿
」な
ど
、
年
間
50
日
以
上
の

イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
多
く
の
来
館
者
が

訪
れ
ま
す
。

　
館
長
の
池
田 

毅
さ
ん
の
案
内
で
館
内
へ
入

り
、
書
道
や
連
鶴
教
室
な
ど
が
行
わ
れ
る
和

室
や
土
間
を
抜
け
る
と
、
中
庭
が
現
れ
ま
し

来
、
名
張
は
商
業
の
町
と
し
て
発
展
。
名
張

藤
堂
家
邸
を
取
り
囲
む
８
つ
の
町
は
、
名
張

八
宿
と
呼
ば
れ
て
賑
わ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
散
策
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ
に
好
適
な
町
並
み

を
さ
ら
に
進
む
と
、
つ
し
２
階
の
木
造
家
屋

た
。
想
像
以
上
に
広
さ
が
あ
り
、
開
放
感
が

あ
り
ま
す
。
奥
に
は
、
な
ま
こ
壁
が
印
象
的

な
中
蔵
と
川
蔵
が
建
ち
、
前
者
は
展
示
室
と

し
て
使
わ
れ
、
こ
の
日
は
連
鶴
教
室
の
生
徒

さ
ん
た
ち
の
力
作
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。
ま

た
、
後
者
は
喫
茶
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
て
、

ゆ
っ
く
り
と
、
落
ち
着
い
た
時
間
を
過
ご
せ

る
と
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
２
棟
の
蔵
の
背
後
に
回
る
と
、
光

景
は
一
変
し
、
目
の
前
に
名
張
川
が
姿
を
現

し
ま
し
た
。
池
田
さ
ん
は「
以
前
は
、
も
っ
と

川
幅
が
広
く
て
、
子
ど
も

た
ち
が
川
岸
か
ら
飛
び
込

ん
で
遊
ん
だ
も
の
で
す
」

と
、
幼
き
日
々
を
懐
か
し

む
よ
う
に
話
し
て
く
れ
ま

し
た
。
か
つ
て
は
蔵
の
す

ぐ
近
く
を
川
が
流
れ
、荷

物
を
運
ぶ
船
が
横
付
け
さ

れ
て
い
た
の
で
す
。な
お
、

古
来
か
ら
名
張
川
は
ア
ユ

の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
、

付
近
に
は
ア
ユ
を
捕
る
た

ン
デ
イ
レ
ス
ト
ラ
ン
で
す
。
休
館
日
の
月
曜

日
以
外
は
開
業
し
、
そ
の
種
類
も
和
食
・
イ

タ
リ
ア
ン
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
料
理
な
ど
多
種

多
彩
。
毎
日
来
訪
し
て
も
異
な
る
料
理
が
楽

し
め
る
と
評
判
を
呼
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、

月
に
１
度
は
18
歳
以
下
の
子
ど
も
は
無
料
と

い
う「
な
ば
り
こ
ど
も
食
堂
」も
あ
る
と
伺
い

ま
し
た
。
こ
の
日
は
、
ス
タ
ッ
フ
の
一
員
で

も
あ
る
シ
ェ
フ
の
池
内 

雄
治
さ
ん
が
、
丹
精

込
め
て
打
っ

た
、
ざ
る
そ

ば
と
蒸
し
寿

司
を
い
た
だ

く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　
い
つ
訪
れ

て
も
、
お
い
し
い
料
理
が
あ
っ
て
、
楽
し
い

イ
ベ
ン
ト
や
教
室
が
行
わ
れ
て
い
る「
や
な
せ

宿
」に
、一
度
足
を
運
ん
で
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

め
の
簗
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
や
、
宿
場

町
の
賑
わ
い
を
再
び
呼
び
戻
す
願
い
を
込
め

て「
や
な
せ
宿
」と
命
名
さ
れ
た
こ
と
を
教
わ

り
ま
し
た
。

　
今
で
も
、
オ
イ
カ
ワ（
シ
ラ
ハ
エ
）や
カ
ワ

ム
ツ
・
タ
ニ
シ
な
ど
が
生
息
す
る
名
張
川
を

眺
め
た
後
、
再
び
中
庭
へ
戻
る
と
、
厨
房
や

カ
ウ
ン
タ
ー
席
が
備
わ
っ
た
物
産
棟
に
気
付

き
ま
し
た
。
こ
こ
は
、料
理
好
き
な
人
や
学
生
、

飲
食
店
の
開
業
を
め
ざ
す
人
た
ち
が
日
替
わ

り
シ
ェ
フ
と
な
り
、
ラ
ン
チ
を
提
供
す
る
ワ

「
や
な
せ
宿
」（
名
張
市
旧
細
川
邸
）

お
い
し
い
料
理
と
楽
し
さ
で
、
何
度
も
訪
ね
た
く
な
る

【
名
張
市
新
町
】

た
か

な
か
ぐ
ら

や
な

ち
ゅ
う
ぼ
う

よ
し

はっ
し
ゅ
く

だ

う

そ
で
う
だ
つ

む
し

ま
ど

よ
う
か
え
び
す

な
ば
り

た
け
し

こ

し
ゅ
く

中庭に面した奥の間で談笑する皆さん。

ざるそばの準備をする
池内 雄治さん 「やなせ宿」外観

向かって左から
館長の池田 毅さん、スタッフの正木（まさき） 由美子さん、
金井 弘子さん、池内 雄治さん、事務局の榎本 明雄さん。

「なばりこども食堂」
「
や
な
せ
宿
」（
月
曜
日
休
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

６
２ ‒ 

７
７
６
０

お
問
い
合
わ
せ

※
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風
雲
急
を
告
げ
る
戦
国
時
代
、〝
戦
国
最
強

の
水
軍
大
将
〞と
し
て
名
を
馳
せ
た
武
将
が

い
ま
し
た
。
九
鬼 

嘉
隆
で
す
。
嘉
隆
が
礎
を

築
い
た
鳥
羽
城
下
の
一
画
に
、
江
戸
時
代
に

大
庄
屋
を
務
め
た
廣
野
家
が
あ
り
ま
し
た
。

ど
、
鳥
羽
随
一

の
資
産
家
と
し

て
知
ら
れ
る
存

在
で
し
た
。

　

時
は
流
れ
、

江
戸
時
代
後
期

か
ら
明
治
時
代

に
か
け
て
建
て

ら
れ
た
廣
野
家

の
母
屋
や
蔵
は
、
平
成
18
年
に
国
の
登
録
有

形
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
修
復

工
事
を
経
て
、薬
店
経
営
時
の
様
子
が
再
現
さ

れ
、
観
光
・
市
民
交
流
施
設「
鳥
羽
大
庄
屋
か

ど
や
」と
し
て
蘇
り
ま
し
た
。

　
う
ら
ら
か
な
春
の
あ
る
日
、
旧
廣
野
家
を

訪
ね
る
と
、
同
施
設
を
管
理
・
運
営
す
る「
か

ど
や
保
存
会
」会
長
の
清
水 

久
行
さ
ん
は
じ

め
、
会
員
の
皆
さ
ん
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
し

た
。
広
報
担
当
で
、
廣
野
家
の
11
代
目
に
あ

た
る
廣
野 

克
子
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
同

家
で
は
謡
な
ど
の
会
を
催
し
て
い
た
と
い
い

ま
す
。
一
般
公
開
後
は
、
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど

が
開
催
さ
れ
て
再
び
賑
や
か
に
な
り「
家
も
喜

当
主
は
代
「々
藤
右
衛
門
」を
襲
名
し
、
城
内

に
は
専
用
の
間
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
伝
わ

り
ま
す
。
江
戸
時
代
後
期
に
な
り
、６
代
目
が

「
三
僊
堂
」薬
舗
を
創
業
、
明
治
時
代
以
降
は
、

８
代
目
が「
括
嚢
舎
」の
名
前
で
営
業
す
る
な

ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
」と
、
笑
顔
で
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。

　
廣
野
さ
ん
の
お
話
通
り
、
コ
ン
サ
ー
ト
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
、
手
芸
な
ど
の
教
室
に
加
え

て
、
夏
休
み
期
間
中
に
は
、
朝
早
く
か
ら
子

ど
も
た
ち
の
勉
強
の
場「
寺
子
屋
」と
し
て
開

放
す
る
な
ど
、
常
に
人
々
が
集
う
施
設
内
で

は
、こ
の
日
は
、伊
勢
市
の
人
形
作
家
・
阿
部

夫
美
子
さ
ん
の
和
紙
人
形
展
が
開
催
中
で
し

た
。「
日
本
神
話
の
世
界
」の
テ
ー
マ
通
り
、

天
照
大
神
を
は
じ
め
と
し
た
神
々
を
表
現
し

た
人
形
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
優
美
で
神
秘
的
。

ガ
ン
の
こ
と
で
、
鍵
盤
の
数
が
39
し
か
な
い

た
め
、〝
べ
ビ
ー
オ
ル
ガ
ン
〞の
愛
称
で
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
国
内
で
は
３
台
し

か
現
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、
市
の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

施
設
内
で
は
、
こ
の

「
長
尾
オ
ル
ガ
ン
」を
使
っ
た「
昼
下
が
り
コ
ン

サ
ー
ト
」な
ど
も
随
時
開
催
さ
れ
、
そ
の
音
色

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「『
鳥
羽
大
庄
屋
か
ど
や
』の
存
在
は
１
つ
の

点
で
す
が
、
点
が
線
と
な
り
、
さ
ら
に
線
が

面
と
な
っ
て
、
広
が
っ
て
い
く
こ
と
が
私
た

ち
の
願
い
で
す
」と
話
す
清
水
さ
ん
。
そ
の
言

葉
通
り
、
同
施
設
の
誕
生
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
市
内
旧
市
街
地
の
商
店
主
た
ち
が「
鳥
羽

な
か
ま
ち
会
」を
結
成
。
定
期
的
に「
な
か
ま

ち
マ
ー
ケ
ッ
ト
」を
開
催
す
る
な
ど
、新
た
な

活
動
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。「
鳥
羽
大
庄
屋
か

ど
や
」を
中
心
と
し
た
交
流
と
地
域
活
性
化
の

輪
は
、着
実
に
大
き
く
広
が
っ
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。

和
室
に
展
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、間
近
に
じ
っ

く
り
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
赤
や
青
な
ど
の
色
ガ
ラ
ス
が
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
の
よ
う
に
は
め
込
ま
れ
た
窓
や
、
さ
ま

ざ
ま
な
意
匠
を
施
し
た
欄
間
な
ど
、
建
物
全

体
が
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
同
施

設
で
は
、
所
有
し
て
い
た
山
田
羽
書（
日
本
最

古
の
紙
幣
）や
薬
屋
を
営
む
た
め
に
使
用
し
た

道
具
類
な
ど
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
も
珍
し
い
の
は「
長
尾
オ
ル
ガ
ン
」で

し
ょ
う
。
現
松
阪
市
の
楽
器
職
人
、
故
長
尾 

芳
蔵
氏
が
明
治
時
代
に
制
作
し
た
国
産
オ
ル

鳥
羽
大
庄
屋
か
ど
や 

（
旧
廣
野
家
住
宅
）

鳥
羽
城
下
に
広
が
る
地
域
交
流
の
輪

【
鳥
羽
市
鳥
羽
】

く

き

よ
し
た
か

ふ
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

い

だ

は

や
ま

ぞ
う

よ
し

が
き

し
ょ
う

み

こ

と 

う

え
も
ん

う
た
い

さ
ん
せ
ん
ど
う

か
つ
の
う
し
ゃ

い
し
ず
え

ひ
ろ

の

や

じ
ょ
う

お
お

「かどやお針子倶楽部」で着物をリメイクしたストール作りに専念する皆さん。「長尾オルガン」

「鳥羽大庄屋かどや」外観

和紙人形展「日本神話の世界」展示風景

向かって左から廣野 克子さん、清水 久行さん、
久保田 結子（ゆうこ）さん、森 真央さん。

鳥
羽
大
庄
屋
か
ど
や（
火
曜
日
休
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

２
５ ‒ 

８
６
８
６

お
問
い
合
わ
せ
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東
紀
州
の
玄
関
口
、
紀
北
町
の
長
島
港
に

沿
っ
て
続
く
旧
魚
市
場
周
辺
の
町
並
み
は
、

通
称〝
魚
ま
ち
〞と
い
い
ま
す
。
潮
風
に
誘
わ

れ
て
町
を
歩
け
ば
、
軒
先
に
１
年
中
掲
げ
ら

れ
た
注
連
飾
り
や
、〝
あ
え
〞と
呼
ば
れ
る
路

地
の
途
中
で
、
老
舗
の
蒲
鉾
屋
や
庚
申
堂
を

見
か
け
る
な
ど
、
独
特
の
景
観
が
楽
し
め
ま

す
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
海
や
川
に
ま
つ
わ
る

昔
話
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
が
、
中
で
も

３
９
０
年
以
上
続
く
旧
家
の
湊
家
で
は
、
か

ん
か
ら
こ
ぼ
し（
河
童
）に
ま
つ
わ
る
伝
説
が

今
に
息
づ
き
ま
す
。
伝
説
と
は
、初
代
当
主
の

湊 

治
郎
左
衛
門
が
、
か
ん
か
ら
こ
ぼ
し
を
懲

ら
し
め
た
こ
と
か
ら
、
一
族
は
決
し
て
水
難

に
遭
わ
な
い
と
い
う
話
。
以
来
、１
月
11
日
に

は
、
同
家
の
当
主
と
地
域
で
生
ま
れ
た
ば
か

り
の
男
児
と
の
間
で
、
親
子
の
杯
を
交
わ
す

風
習「
息
子
の
酒
」が
受
け
継
が
れ
、 現
当
主
、

13
代
目
の
章
男
さ
ん
も
、毎
年
約
10
人
と
杯

を
交
わ
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

　
近
年
、
魚
ま
ち
界
隈
で
は
、
閉
店
し
て
い

た
青
果
店
を
お
年
寄
り
た
ち
の
交
流
施
設「
ふ

ら
ー
り
フ
ラ
ッ
ト
」と
し
て
蘇
ら
せ
る
な
ど
、

ロ
ー
製
の
看

板
や
黒
電
話
、

古
時
計
な
ど

が
展
示
さ
れ
、

昭
和
の
雰
囲

気
が
感
じ
ら

れ
ま
す
。
和
室
で
は
、「
か
ん
か
ら
こ
ぼ
し
と

治
郎
左
衛
門
」に
加
え
て
、「
ま
ん
ぼ
う
と
殿

様
」「
た
か
ぼ
っ
さ
ん
」な
ど
の
昔
話
を
影
絵
で

紹
介
す
る「
か
ん
か
ら
こ
ぼ
し
座
」の
上
映
会

な
ど
も
行
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
日
は
、
湊 

章
男
さ
ん
を
は
じ
め
と
し

て
、
地
域
の
皆
さ
ん

も
集
ま
っ
て
き
て
く

れ
ま
し
た
。
す
る
と

「
懐
か
し
い
ね
ぇ
」「
こ

こ
で
食
べ
た
ぜ
ん
ざ

い
は
お
い
し
か
っ
た

ね
」「
こ
こ
の
２
階
で

お
見
合
い
を
し
た
人

も
い
た
よ
」な
ど
と
、

数
十
年
の
時
を
超
え

た
思
い
出
話
に
花
が

地
域
活
性
化
に
向
け
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み

が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
25
年
に
散
策

の
休
憩
所
兼
交
流
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
開
館
し

た
、 

ま
ち
か
ど
博
物
館「
魚
ま
ち
の
た
ま
り

場
」も
そ
の
一
つ
。
こ
こ
は
、
40
年
以
上
前
に

閉
店
し
た「
〇
食
堂
」。 

管
理
・
運
営
す
る
の

は
、
町
の
魅
力
を
発
信
し
た
り
、
訪
問
者
を

温
か
く
案
内
す
る
な
ど
の
活
動
を
続
け
る「
古

道
魚
ま
ち
歩
観
会
」の
皆
さ
ん
で
す
。

　
あ
る
日
の
こ
と
、
会
長
の
植
田 

芳
男
さ
ん

の
案
内
で
同
館
を
訪
ね
る
と
、
予
想
以
上
に

奥
行
き
が
あ
り
ま
し
た
。
壁
側
に
は
、
ホ
ー

咲
き
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
昭
和
初
期
か
ら
同

45（
１
９
７
０
）年
ご
ろ
ま
で
、 

寿
司
・
う
ど

ん
な
ど
に
加
え
て
、
季
節
に
応
じ
て
か
き
氷

や
ぜ
ん
ざ
い
が
食
べ
ら
れ
る
な
ど
、
地
域
の

人
々
に
愛
さ
れ
た
食
堂
だ
っ
た
の
で
す
。
ま

た
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
大
正
４（
１
９
１
５
）

年
に
建
て
ら
れ
た
当
初
は
公
衆
浴
場
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。
当
時
の
様
子
は
、
ト
タ
ン
板

が
張
ら
れ
た
天
井
が
吹
き
抜
け
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
あ
る
程
度
、

想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
同
会
で
は
、
近
年
、
台
湾
や
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
な
ど
、
海
外
か
ら
の
訪
問
客
を
案
内
す

る
機
会
が
増
え
た
と
い
い
ま
す
。
館
内
で
は

「
Ｔ
ｈ
ａ
ｎ
ｋ 

ｙ
ｏ
ｕ
」「
ｋ
ｉ
ｎ
ｄ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
」な

ど
と
、
感
謝
を
伝
え
る
言
葉
が
寄
せ
書
き
さ

れ
た
色
紙
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
昔

な
が
ら
の
町
並
み
や
連
綿
と
続
く
風
習
を
大

切
に
守
り
続
け
て
き
た
町
の
人
々
の
想
い
は
、

今
後
も
国
境
を
超
え
て
届
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

か
ざ

し
に
せ

か
ま

み
な
と

か
っ
ぱ

じ
ろ
う

あ

ふ
み

あ
る
か
ん
か
い

さ
か
の
ぼ

れ
ん
め
ん

お

さ
か
ず
き

ざ
え
も
ん

こ

ぼ
こ

こ
う
し
ん
ど
う

し 

め

ま
る
ひ

向かって左手前から長井 好子さん、喜田（きだ）ちや子さん、大西 光子さん、堀内 久子さん、湊 章男さん、植田 芳男さん。
「古道魚まち歩観会」会長の
植田 芳男さん

「かんからこぼし座」上映会

昔懐かしい看板や道具類などが並ぶ
「魚まちのたまり場」内部

紀
北
町
観
光
協
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

４
６ ‒ 

３
５
５
５

お
問
い
合
わ
せ

魚
ま
ち
の
た
ま
り
場 

（
旧
〇
食
堂
）

40
年
以
上
の
時
を
経
て
、
国
内
外
の
訪
問
客
を
も
て
な
す【

北
牟
婁
郡
紀
北
町
】

ヒ

ヒ

※

う
お


