
                   

      

  
  

 
 

か
ど
や
で
は
、
ほ
ぼ
毎
月
「
昼
下
が
り
コ

ン
サ
ー
ト
」
を
実
施
し
て
き
て
お
り
、
今
年

二
月
に
は
九
十
六
回
を
数
え
た
。
五
月
に

は
百
回
記
念
コ
ン
サ
ー
ト
も
計
画
し
て
い

た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
発
生
に

よ
り
、コ
ン
サ
ー
ト
は
自
粛
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
。 

そ
ん
な
時
、「
伊
勢
市
出
身
の
素
晴
ら

し
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
い
る
の
で
、
是
非
か

ど
や
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
い
て
ほ
し
い
」

と
の
依
頼
が
舞
い
込
ん
だ
。 

そ
こ
で
、
三
密
対
策
と
し
て
、
会
場
を
室

内
か
ら
庭
に
変
更
し
、
演
奏
時
間
も
三
十

分
に
短
縮
し
、
午
前
と
午
後
の
二
部
制
に

し
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

《
新
進
気
鋭
の
演
奏
家
登
場
》 

と
こ
ろ
が
、
久
々
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
し
て

は
か
な
り
地
味
な
尺
八
の
、
し
か
も
ソ
ロ

コ
ン
サ
ー
ト
な
の
だ
。
か
ど
や
で
も
箏
の

演
奏
会
に
は
尺
八
が
参
加
す
る
こ
と
は

あ
っ
た
が
、
古
典
的
な
楽
器
で
、
し
か
も
独

奏
に
、
果
た
し
て
人
が
来
て
く
れ
る
の
か
、

か
な
り
不
安
な
幕
開
け
と
な
っ
た
。 

し
か
し
、コ
ン
サ
ー
ト
は
、「
尺
八
イ
コ

ー
ル
古
典
芸
能
」
と
い
う
概
念
を
覆
す
、

モ
ダ
ン
で

ポ
ッ
プ
な

演
奏
で
、

驚
く
程
の

盛
り
上
が

り
を
み
せ

た
。
そ
れ

も
そ
の
は
ず
、
演
奏
者
の
竹
内
洋
司
さ
ん

は
昨
年
、
三
重
県
文
化
新
人
賞
を
受
賞
し

た
新
進
気
鋭
の
演
奏
家
だ
っ
た
の
だ
。 

竹
内
さ
ん
が
尺
八
を
始
め
た
の
は
、
演

奏
家
と
し
て
は
遅
い
二
十
四
歳
の
時
。
国

際
尺
八
コ
ン
ク
ー
ル（
２
０
１
２
年
）優
勝

者
の
岩
田
卓
也
氏
の
演
奏
を
聴
い
て
か
ら

だ
っ
た
。
岩
田
氏
は
、
古
典
的
な
奏
法
に
と

ら
わ
れ
ず
、
ジ
ャ
ズ
や
ポ
ッ
プ
ス
な
ど
の

幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
に
挑
戦
し
て
お
り
、
尺

八
の
新
た
な
魅
力
を
開
拓
し
て
海
外
か
ら

も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
岩
田
氏
の
演

奏
に
魂
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
竹
内
さ
ん
は
、

即
岩
田
氏
に
師
事
し
て
練
習
を
重
ね
た
。

そ
し
て
、
五
年
前
か
ら
は
「
尺
八
を
身
近
に
」

「
伝
統
の
革
新
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
演
奏

行
脚
と
称
し
、
全
国
制
覇
を
目
指
し
て
演

奏
活
動
を
重
ね
、
修
行
に
磨
き
を
か
け
て

い
る
。 

と
こ
ろ
で
、コ
ン
サ
ー
ト
当
日
の
天
気

予
報
は
雨
だ
っ
た
。
演
奏
会
場
は
米
蔵
前

で
、ス
テ
ー
ジ
と
な
る
場
所
に
は
屋
根
が

あ
る
が
、
客
席
に
は
屋
根
が
な
い
の
で
、
お

客
様
に
は
屋
内
か
ら
音
を
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
る
よ
う
準
備
し
て
い
た
。
早
朝
に
は

予
報
ど
お
り
雨
で
雷
ま
で
鳴
っ
て
い
た
が
、

演
奏
前
に
は
か
ら
り
と
晴
れ
上
が
っ
た
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
午
前
の
部
は
館
内
に

と
ど
ま
る
お
客
様
が
多
か
っ
た
が
、
午
後

の
お
客
様
は
全
員
庭
に
出
て
雨
上
が
り
の

爽
や
か
な
風
の
中
で
演
奏
を
楽
し
ん
だ
。 

演
奏
は
古
典
の
曲
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、

岩
田
氏
直
伝
の
現
代
的
な
奏
法
に
よ
る

ポ
ッ
プ
ス
系
の
曲
も
披
露
さ
れ
、
演
奏
会

を
待
ち
焦
が
れ
て
い
た
人
た
ち
を
魅
了

し
た
。 

コ
ロ
ナ
禍
で
演
奏
の
機
会
を
な
く
し
て

い
た
竹
内
さ
ん
も
「
久
々
に
人
前
で
演
奏

で
き
て
、
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。
お
客
様

が
音
楽
を
楽
し

も
う
と
さ
れ
て

い
る
感
じ
も
伝

わ
っ
て
き
て
、

楽
し
く
演
奏
す

る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
」
と
、
話

し
て
く
れ
た
。 
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八
月
の
展
示
は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
現

場
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
山
本
重
子
さ
ん

の
詩
集
『
支
え
ら
れ
て
』か
ら
抜
粋
し
た
詩

を
パ
ネ
ル
や
掛
け
軸
等
に
し
て
紹
介
し
た

も
の
で
、
約
二
十
五
点
が
披
露
さ
れ
た
。 

山
本
さ
ん
は
約
二
十
年
前
か
ら
津
市

や
伊
勢
市
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
に
看
護

師
と
し
て
勤
務
し
て
お
り
、
七
十
才
を
超

え
た
今
も
伊
勢
市
内
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施

設
で
活
躍
し
て
い
る
。 

「
介
護
施
設
と
い
う
と
暗
い
イ
メ
ー
ジ

を
持
つ
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
実
は
友
達

も
出
来
る
楽
し
い
場
所
だ
と
い
う
こ
と
を

私
の
詩
を
通
し
て
、こ
れ
か
ら
利
用
す
る

方
や
ご
家
族
の
方
々
に
知
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
、
嬉
し
い
で
す
。
利
用
者
の
皆
さ
ん
が
、

施
設
の
中
で
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
、
ど
ん

な
介
護
を
受
け
て
い
る
の
か
、
実
態
を
知

っ
て
も
ら
い
た

い
で
す
ね
」
。 

詩
を
書
く
よ

う
に
な
っ
た
の

は
数
年
前
、
当

時
九
十
四
歳
の

女
性
が
入
浴
後
、
鏡
に
向
か
っ
て
生
き
生

き
と
化
粧
す
る
姿
に
感
動
し
た
こ
と
が

き
っ
か
け
だ
そ
う
だ
。
以
後
、
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
施
設
で
過
ご
す
利
用
者
の
言
葉
や
想
い

等
を
題
材
に
詩
を
作
る
よ
う
に
な
り
、２

０
１
２
年
に
は
山
本
紫
苑
（
し
お
ん
）
の
ぺ
ン
ネ

ー
ム
で
初
の
詩
集
『
支
え
ら
れ
て
』
を
出
版

し
、２
０
１
７
年
に
は『
支
え
ら
れ
て
Ⅱ
』
を

発
表
し
た
。
ど
の
詩
も
ス
タ
ッ
フ
に
支
え

ら
れ
な
が
ら
元
気
に
過
ご
す
利
用
者
の

様
子
が
優
し
い
目
線
で
描
か
れ
て
い
る
。 

来
場
者
か
ら
は
「
い
つ
か
は
自
分
も
通

る
道
で
す
が
、こ
ん
な
風
に
過
ご
せ
れ
ば

い
い
で
す
ね
」
等
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。 

か
ど
や
で
は
現
在
、
山
本
さ
ん
の
詩
集

を
販
売
中
だ
。
展
示
を
見
逃
さ
れ
た
方
は
、

是
非
か
ど
や
に
！ 

 

九
月
の
展
示
は
、
伊
勢
市
在
住
の
三
人

に
よ
る
「
草
木
染
シ
ル
ク
手
織
り
と
古
布

創
作
服
の
作
品
展
②
」
。
出
展
者
の
平
均

年
齢
は
な
ん
と
七
十
四
歳
だ
。
三
人
の
得

意
分
野
は
異
な
る
が
、
長
年
積
み
重
ね
て

き
た
技
術
が
光
り
、
来
場
者
を
う
な
ら
せ

て
い
る
。 

八
十
歳
代
の
福
田
雍
子
さ
ん
は
、
和
服

の
生
地
を
再
利
用
し
た
チ
ュ
ニ
ッ
ク
や

ブ
ラ
ウ
ス
、
ベ
ス
ト
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
等
二

十
七
点
を
出
展
。
圧
巻
は
藍
を
ベ
ー
ス
に

し
た
作
品
で
、
傷
ん
だ
部
分
に
は
刺
し
子

や
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク

を
ほ
ど
こ
し
て
い

る
が
、
随
所
に
気

の
利
い
た
仕
掛
け

が
隠
さ
れ
て
い
る
。

「
ど
う
い
う
色
を

合
わ
せ
て
い
く
か

を
考
え
る
の
が
大
変
な
ん
で
す
よ
」
と
い

う
が
、
四
十
年
以
上
も
油
絵
を
描
い
て
お

り
、
そ
こ
で
培
っ
た
セ
ン
ス
が
生
か
さ
れ

て
い
る
の
だ
。 

七
十
歳
代
の
小
林
宜
子
さ
ん
は
、
茜
や

茶
、
ク
チ
ナ
シ
等
で
染
め
た
ス
カ
ー
フ
や
、

そ
れ
ら
を
手
織
り
し
た
マ
フ
ラ
ー
、
ポ
シ

ェ
ッ
ト
、
バ
ッ
グ
等
、
約
八
十
点
を
展
示

し
た
。
モ
ダ

ン
ア
ー
ト
協

会
会
員
の
小

林
さ
ん
は
県

内
外
で
個
展
を
開
い
て
い
る
。
柔
ら
か
な

風
合
い
や
、
手
織
り
の
色
の
組
み
合
わ
せ

に
、
小
林
さ
ん
の
個
性
が
光
っ
て
い
る
。 

福
田
さ
ん
と
小
林
さ
ん
は
昨
年
十
二

月
に
も
か
ど
や
で
作
品
展
を
開
い
た
が
、

今
回
は
六
十
歳
代
の
小
野
洋
子
さ
ん
が

加
わ
っ
た
。
小
野
さ
ん
は
全
国
各
地
に
フ

ァ
ン
が
い
る
ジ
ュ
エ
リ
ー
デ
ザ
イ
ナ
ー

だ
。
毎
年
各
地
で
新
作
発
表
を
行
っ
て
い

る
が
、
今
年
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
発
表
の

機
会
を
逸
し
て
い
た
。
福
田
さ
ん
と
小
林

さ
ん
は
小
野
さ
ん
と
旧
知
の
仲
で
あ
り
、

小
野
さ
ん
も
古
布
を
使
っ
た
創
作
服
を

作
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
急
遽
三
人
展
の

運
び
と
な
っ
た
の
だ
。
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
や
ワ

ン
ピ
ー
ス
、
帯
で
作
っ
た
カ
バ
ン
等
、
約

四
十
点
に
加
え
、
得
意
の
指
輪
や
ネ
ッ
ク

レ
ス
、
ブ
ロ
ー
チ
、
イ
ヤ
リ
ン
グ
等
約
百

二
十
点
も
出
展

し
て
い
る
。 

三
人
展
は
「
バ

ラ
エ
テ
ィ
に
富

ん
で
い
て
、
楽
し

い
」
と
、
好
評
だ
。 

－２－ 

 
お
年
寄
り
の
つ
ぶ
や
き
が
聞
こ
え
る 

 
 
 

介
護
現
場
を
描
い
た
詩
集
展 

 

詩集「支えられて」より 

ス
ー
パ
ー
熟
年
ト
リ
オ
の
作
品
展 

 

明
日
も
よ
ろ
し
く 

こ
ん
な
所
に
い
て
も
仕
方
な
い 

何
も
す
る
こ
と
も
な
い 

ち
っ
と
も
楽
し
く
な
い 

家
に
帰
れ
ば
用
事
が
い
っ
ぱ
い 

（
中
略
）「
明
日
は
来
ま
せ
ん
！ 

絶
対
来
ま
せ
ん
！
」 

通
い
続
け
て
二
年
目
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん 

一
日
過
ぎ
て
帰
り
の
時
間 

車
に
乗
っ
て
降
り
る
時 

手
を
振
り
笑
顔
で 

「
明
日
も
よ
ろ
し
く
」 

『支えられて』より 



 

「
第
一
回
点
描
画
教
室
」
が
九
月
十
三

日
に
開
催
さ
れ
、
小
学
二
年
生
か
ら
七
十

歳
代
ま
で
六
人
が
参
加
し
た
。 

 

当
教
室
は
六
月
の
「
豊
田
育
子
の
点
描

画
作
品
展
」
の
展
示
期
間
中
に
行
っ
た
体

験
教
室
が
「
時
間
を
忘
れ
て
楽
し
か
っ
た
」

と
好
評
で
、
教
室
開
設
に
至
っ
た
。 

 

体
験
教
室
で
は
、
講
師
の
豊
田
さ
ん
が

準
備
し
た
下
絵
に
、
参
加
者
が
専
用
の
ゲ

ル
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使
っ
て
無
数
の
点
を

描
い
た
。
色
を
決
め
た
ら
、
そ
の
後
は
「
テ

ン
テ
ン
テ
ン
」
と
無
心
に
点
を
描
い
て
完

成
と
な
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
が

今
回
の
教
室

で
は
「
下
絵

が
自
分
で
書

け
れ
ば
、
ど

こ
で
で
も
点

描
画
を
楽
し

む
こ
と
が
で

き
る
の
で
、

頑
張
っ
て
！
」

と
激
励
し
、

先
ず
は
コ
ン

パ
ス
と
定
規
を
使
い
、
基
本
的
な
下
絵
を

描
く
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。 

 

コ
ン
パ
ス
等
を
使
い
慣
れ
て
い
る
小

学
生
は
ス
イ
ス
イ
と
下
絵
を
完
成
さ
せ
、

色
付
け
を
楽
し
ん
だ
。
一
方
、
熟
年
組
は

コ
ン
パ
ス
を
握
る
こ
と
が
久
々
だ
っ
た

た
め
、
下
絵
作
り
に
四
苦
八
苦
し
た
。
し

か
し
、
「
脳
ト
レ
に
な
る
な
あ
」
と
、
気

分
を
切
り
替
え
、
作
品
作
り
に
集
中
し
た
。

豊
田
さ
ん
は
、
生
徒
さ
ん
の
進
み
具
合
に

応
じ
て
テ
キ
パ
キ
と
指
示
を
出
し
た
の

で
、
苦
戦
し
な
が
ら
も
、
楽
し
そ
う
に
点

描
画
を
完
成
さ
せ
た
。 

 

当
教
室
は
、
毎
月
第
三
土
曜
日
の
午
後

一
時
半
か
ら
三
時
に
開
催
す
る
。
学
割
も

あ
る
の
で
、
子
供
さ
ん
も
ご
参
加
を
。 

 

ま
ゆ
み
塾
で
お
馴
染

み
の
ま
ゆ
み
さ
ん
の
紹

介
で
、
天
保
十
一
年
（
１

８
４
０
年
）
創
業
の
有

限
会
社
す
か
や
呉
服
店

（
多
気
郡
多
気
町
）
の

お
客
様
が
九
月
五
日
、

か
ど
や
で

優
雅
な
ひ

と
時
を
過

ご
し
た
。 

 

す
か
や

呉
服
店
様

は
、
お
客
様

に
も
っ
と

和
服
に
親

し
ん
で
も

ら
お
う
と

定
期
的
に
撮
影
会
や
京
都
ツ
ア
ー
等
の

イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
る
。
今
回
は
、

同
店
の
顧
客
で
も
あ
る
ま
ゆ
み
さ
ん
が

「
秋
の
風
情
あ
ふ
れ
る
か
ど
や
で
遊
ぶ
」

を
テ
ー
マ
に
企
画
し
た
。 

ま
ゆ
み
さ
ん
は
、
か
ど
や
の
そ
こ
こ
こ

に
秋
の
花
を
飾
り
、
さ
ら
に
ま
ゆ
み
塾
風

秋
色
テ
ー
ブ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
も
展

示
し
た
。
か
ど
や
館
内
を
見
学
後
、
座
敷

で
ま
ゆ
み
さ
ん
が
お
点
前
を
披
露
。
さ
ら

に
、
Ｂ
Ｇ
Ｍ
と
し
て
、
か
ど
や
ス
タ
ッ
フ

で
ピ
ア
ノ
教
師
の
ま
ー
ち
ゃ
ん
が
、
明
治

三
十
年
代
に
松
阪
で
製
造
さ
れ
た
長
尾

オ
ル
ガ
ン
を
演
奏
す
る
サ
プ
ラ
イ
ズ
も
。 

お
客
様
は
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ

う
な
穏
や
か
な
雰
囲
気
を
存
分
に
楽
し

ん
で
い
た
。 

《
待
望
の
「
ま
ゆ
み
塾
」
再
開
！
》 

 

「
第
十
四
回
ま
ゆ
み
塾
」
が
八
月
二
十

九
日
に
八
ヶ
月
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
、
午
前

の
部
に
四
人
、
午
後
の
部
に
二
人
が
参
加

し
た
。 

同
塾
は
講
師
の
ま
ゆ
み
さ
ん
の
幅
広

い
知
識
と
優
雅
な
品
性
に
加
え
、
採
算
度

外
視
の
サ
ー
ビ
ス
で
人
気
を
集
め
て
い

た
。
テ
ー
ブ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
案
を

練
り
、
花
屋
さ
ん
に
花
を
手
配
。
塾
前
夜

に
は
当
日
の
内
容
を
見
直
す
だ
け
で
な

く
、
手
製
の
お
菓
子
ま
で
徹
夜
に
近
い
状

態
で
準
備
。
さ
ら
に
、
足
り
な
い
花
が
あ

れ
ば
当
日
の
早
朝
に
近
く
の
野
山
を
駆

け
巡
っ
て
集
め
て
く
る
こ
と
も
あ
る
の

だ
。
つ
い
に
「
体
が
も
た
な
い
」
と
、
内

容
を
見
直
し
て
い
た
時
に
コ
ロ
ナ
騒
動

勃
発
。
そ
こ
で
、
や
む
な
く
手
作
り
菓
子

や
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
は
中
止
し
、
本
来
の
テ

ー
ブ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
に
特
化
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
多
少
物
足
り
な
さ
を
感

じ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
部

制
に
し
た
こ
と
で
、
参
加
者
一
人
ひ
と
り

に
じ
っ
く
り
と
対

応
す
る
こ
と
が
で

き
、
今
回
も
「
楽
し

か
っ
た
わ
」
と
、
満

足
度
は
高
か
っ
た
。 

－３－ 

か
ど
や
は
和
服
が
よ
く
似
合
う
！ 

   

老
舗
呉
服
店
様
来
館 

点
描
画
教
室
ス
タ
ー
ト
！ 

 
 

下
絵
作
り
に
四
苦
八
苦 



 

コ
ロ
ナ
禍
で
か
ど
や
の
教
室
も
自
粛

傾
向
だ
っ
た
が
、
感
染
防
止
対
策
を
取
り

な
が
ら
、
「
芸
術
の
秋
」
に
む
け
た
、
新

た
な
講
座
が
開
講
さ
れ
る
。 

《
一
閑
張
り
に
挑
戦
し
ま
せ
ん
か
？
》 

「
一
閑
張
り
体
験
教
室
～
み
か
ん
か

ご
を
作
ろ
う
」
が
十
月
十
八
日
と
二
十
四

日
に
開
催
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
七
月
の
一

閑
張
り
の
展
示
が
大
好
評
で
、
見
学
に
来

ら
れ
た
お
客
様
か
ら
の
「
私
も
一
閑
張
り

を
や
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
リ
ク
エ
ス
ト

に
応
え
た
も
の
。 

 

今
回
は
、
一
回
目(

十
八
日)

に
骨
組
み

と
な
る
か
ご
に
下
張
り
の
紙
を
貼
り
、
二

回
目
で
本
張
り
と
な
る
柿
渋
を
塗
っ
た

紙
を
貼
る
と
い
う
基
本
を
習
得
し
て
い

た
だ
く
。 

 

時
間
：
午
後
一
時
半
～
三
時
半 

 

参
加
費
：
五
千
円
（
二
回
分
・
材
料
費
込
） 

 

持
参
品
：
は
さ
み
と
エ
プ
ロ
ン 

 

定
員
：
十
名
（
先
着
順
） 

 

申
込
締
切
：
十
月
八
日 

講
師
：
マ
チ
ノ
ヤ
ヨ
イ

さ
ん
（
プ
ロ
の
箏
奏
者
で
、

姉
御
肌
の
気
さ
く
な
お

姉
さ
ん
。
楽
し
い
よ
！
） 

《
ス
ワ
ロ
フ
ス
キ
ー
で 

オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
を
作
ろ
う
！
》 

 

「
誰
も
が
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
」
と
言
わ
れ
、
光
も
の
が
好

き
な
世
界
中
の
女
性
を
魅
了
し
て
い
る

「
ス
ワ
ロ
フ
ス
キ
ー
」
を
使
っ
て
、
あ
な

た
だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
ジ
ュ
エ
リ
ー
が

作
れ
た
ら
素
敵
で
す
よ
ね
？
そ
ん
な
女

性
の
夢
を
実
現
す
る
講
座
を
開
講
し
ま

す
。
初
回
は
ネ
ッ
ク
レ
ス
作
り
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

日
時
：
十
月
十
二
日
㈪
午
後
一
時
～
三
時 

参
加
費
：
千
五
百
円(

材
料
費
別) 

定
員
：
五
名(

先
着
順
、
定
員
が
限
ら
れ
て 

 
 

 

 
 
 

い
ま
す
の
で
、
か
ど
や
保
存
会
会
員 

を
優
先
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す)

 

講
師
：
中
谷
幸
美
さ
ん
（
ス
ワ
ロ
フ
ス 

 
 

 

キ
ー
社
認
定
・
Ｊ
Ｇ
Ａ(

日
本
グ 

ル
ー
デ
コ
協
会)

認
定
講
師
） 

 

 
 

両
講
座
と
も
参
加
者
募
集
中
！ 

       

        

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 ―――― 

かどや保存会 令和２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。 

昨年度の会員数は 3１１名で、前年度より約 50 名減少しましたが、令和２年度も９月１５日現在で２５２

名と減少傾向が続いています。新型コロナウイルスが社会全体に大きな影を落としている昨今ですが、スタッ

フ一同皆様の憩いの場所となるよう日々努力を重ねておりますので、引き続きご支援いただきますようお願い

いたします。本年度の会員登録がまだの方は、登録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 

・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。 

新
た
な
講
座
を
開
講
！ 

－４－ 

◇
◆
◇ 

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 


