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第
七
十
七
回
か
ど
や
塾
「
マ
イ
味
噌
を

作
ろ
う
」
が
、
二
月
二
十
四
日
に
開
催
さ

れ
た
。
紀
北
町
の
老
舗
・
河
村
こ
う
じ
屋
さ

ん
の
味
噌
造
り
は
今
回
で
四
回
目
と
な

る
が
、
毎
回
好
評
の
た
め
九
時
か
ら
と
十

時
半
か
ら
の
二
回
に
分
け
て
実
施
し
て
き

た
。
今
回
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
考

慮
し
て
中
止
も
検
討
し
た
が
、「
自
分
で

作
る
味
噌
は
格
別
」
と
、
味
噌
造
り
フ
ァ
ン

が
増
え
て
い
る
の
で
、コ
ロ
ナ
対
策
を
万
全

に
し
て
実
施
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。 

三
密
対
策
と
し

て
、
定
員
を
減
ら
し
、

会
場
も
台
所
と
カ

フ
ェ
の
二
ヶ
所
に
分

散
し
た
。
ま
た
、
時

間
短
縮
の
た
め
、

味
噌
造
り
に
関

す
る
紹
介
ビ
デ

オ
も
省
略
。
さ
ら

に
、
本
来
な
ら
こ

う
じ
屋
さ
ん
が

蒸
し
て
き
て
く
れ
た
大
豆
を
つ
ぶ
す
と
こ

ろ
か
ら
始
め
る
の
だ
が
、
今
回
は
大
豆
を

す
り
つ
ぶ
す
と
こ
ろ
ま
で
、こ
う
じ
屋
さ

ん
に
準
備
し
て
い
た
だ
い
た
。 

か
ど
や
で
は
、
麹
の
か
た
ま
り
を
ほ
ぐ

す
こ
と
か
ら
始
め
、
ほ
ぐ
し
た
麹
に
塩
と

大
豆
を
混
ぜ
、こ
ぶ
し
大
の
味
噌
玉
を
作

り
、そ
れ
を
味
噌
樽
に
投
げ
つ
け
て
空
気

が
入
ら
な
い
よ
う
に
詰
め
る
作
業
を
行
っ

た
。
時
間
は
短
か
っ
た
が
、か
な
り
力
の
い

る
作
業
な
の
で
「
私
が
作
っ
た
味
噌
！
」
と

い
う
達
成
感
は
従
来
通
り
だ
っ
た
。
今
後

約
半
年
か
け
て
熟
成
さ
せ
る
が
、
参
加
者

は
「
マ
イ
味
噌
の
出
来
る
の
が
待
ち
遠
し

い
」
と
、
嬉
し
そ
う
だ
っ
た
。 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

コ
ロ
ナ
禍
で
の
味
噌
造
り
事
情 

 

河
村
こ
う
じ
屋
さ
ん
は
添
加
物
の
な
い

味
噌
造
り
が
人
気
で
、
毎
年
教
室
の
予
約

を
取
る
の
も
大
変
だ
っ
た
。
し
か
し
、コ
ロ

ナ
の
影
響
で
、
昨
年
三
月
以
降
は
予
約
取

り
消
し
が
相
次
い
だ
そ
う
だ
。
と
こ
ろ
が

今
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
も
味
噌
造
り
教
室
の

需
要
は
増
え
て
い
る
と
い
う
。 

 

さ
ら
に
、ス
テ
イ
ホ
ー
ム
の
定
着
に
よ
り

自
宅
で
麹
を
使
い
た
い
と
い
う
需
要
も
急

増
し
て
お
り
、
河
村
こ
う
じ
屋
さ
ん
は
多

忙
を
極
め
て
い
る
そ
う
だ
。 
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驚
異
の
回
復
力
！ 

 

「
『
か
ど
や
通
信
』
配
布
中
に
つ
ま
ず

い
て
膝
の
皿
を
割
っ
て
入
院
し
ま
し
た
。

二
日
後
に
手
術
で
す
」
。
か
ど
や
ス
タ
ッ

フ
の
要
で
あ
る
ユ
ー
ジ
さ
ん
か
ら
昨
年

十
二
月
一
日
、
衝
撃
の
ラ
イ
ン
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
届
い
た
。 

か
ど
や
で
は
経
費
節
減
の
た
め
、
か
ど

や
保
存
会
会
員
へ
の
配
布
物
を
近
場
は

ユ
ー
ジ
さ
ん
が
自
力
で
配
達
し
て
い
る
。

そ
の
日
も
郵
便
物
を
か
か
え
て
小
走
り

で
配
達
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
五
セ

ン
チ
ほ
ど
の
段
差
に
つ
ま
ず
い
て
入
院

し
、
我
ら
ス
タ
ッ
フ
は
年
末
を
控
え
て
途

方
に
暮
れ
た
。 

し
か
し
、
常
に
前
向
き
な
ユ
ー
ジ
さ
ん

は
手
術
を
終
え
る
と
、
翌
日
か
ら
辛
い
リ

ハ
ビ
リ
も
積
極
的
に
こ
な
し
、
驚
異
の
回

復
力
で
年
末
に
は
退
院
。
そ
の
後
は
通
院

し
な
が
ら
自
宅
療
養
し
一
月
中
旬
に
は

何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
軽
や
か

な
足
取
り
で
職
場
復
帰
を
果
た
し
た
。 

一
月
は
『
か
ど
や
通
信
』
発
行
月
の
た

め
本
来
な
ら
ユ
ー
ジ
さ
ん
が
原
稿
締
切

ま
で
の
予
定
表
を
張
り
出
し
て
「
締
切
遅

れ
る
べ
か
ら
ず
」
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か

け
て
く
る
。
「
さ
て
今
回
は
」
と
思
っ
て

い
る
と
、
復
帰
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
原
稿

締
切
の
予
定
表
を
届
け
て
く
れ
て
た
。
冷

や
汗
タ
ラ
リ
だ
っ
た
が
、
そ
ん
な
気
配
り

の
お
蔭
で
『
か
ど
や
通
信
』
も
遅
滞
な
く

発
行
で
き
た
の
で
あ
る
。 



「
金
胎
寺
の
秘
宝
」
と
題
し
た
企
画
展

が
、
三
月
六
日
か
ら
十
四
日
ま
で
行
わ
れ
、

本
尊
の
十
一
面
千
手
観
音
菩
薩
立
像
を

は
じ
め
、
貴
重
な
仏
像
な
ど
約
五
十
点
が

展
示
さ
れ
た
。 

江
戸
時
代
に
は
鳥
羽
城
主
の
祈
願
寺

と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
た
金
胎
寺
は
、
平

成
七
年
（
１
９
９
５
年
）に
原
因
不
明
の
火

災
で
本
堂
が
焼
け
落
ち
、
ご
本
尊
を
は
じ

め
多
く
の
仏
像
は
焼
失
し
た
も
の
と
思

わ
れ
て
い
た
。
焼
失
を
免
れ
た
庫
裏
も
屋

根
に
穴
が
開
く
な
ど
荒
れ
果
て
て
い
た
た

め
、
三
年
前
に
当
寺
の
住
職
と
な
っ
た
長

谷
さ
ん
と
鳥
羽
郷
土
史
会
会
員
の
江
崎

さ
ん
が
、
昨
年
末
に
整
理
を
始
め
た
と
こ

ろ
、
炭
化
し
た
ご
本
尊
や
仏
像
な
ど
約
二

百
点
が
見
つ
か
っ

た
。
そ
こ
で
「
多

く
の
方
々
に
在

り
し
日
の
姿
を

し
の
ん
で
い
た

だ
き
た
い
」
と
、
一
般

公
開
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
。 

ご
本
尊
は
、
室
町
時

代
に
作
ら
れ
た
二
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
大
き
さ

だ
っ
た
が
、
大
部
分
は
焼

失
し
、か
ろ
う
じ
て
残
っ
た
炭
化
し
た
頭

部
や
手
足
等
が
再
現
し
て
展
示
さ
れ
た
。

平
安
時
代
の
作
と
さ
れ
る
薬
師
如
来
坐

像
も
損
傷
が
激
し
く
全
身
が
焼
け
こ
げ
て

い
る
が
、
鳥
羽
市
内
に
残
る
仏
像
と
し
て

は
最
古
の
も
の
と
い
う
。
元
々
は
伊
勢
市

の
潮
満
寺
の
ご
本
尊
だ
っ
た
が
、
潮
満
寺

が
安
政
東
海
地
震
（
１
８
５
４
年
）に
よ
る

津
波
で
流
失
し
た
た
め
、
残
っ
た
仏
像
が

同
じ
宗
派
の
金
胎
寺
に
移
さ
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。こ
の
他
、
一
年
前
に
発
見
さ
れ

た
江
戸
時
代
の
雨
宝
童
子
や
三
宝
荒
神
、

大
黒
天
像
を
は
じ
め
、
焼
失
前
の
本
堂
や

ご
本
尊
の
写
真
等
も

展
示
さ
れ
た
。 

炭
化
し
た
仏
像
は

痛
々
し
い
が
、
木
造
の

ど
っ
し
り
と
し
た
風
格

は
残
っ
て
お
り
、
仏
像

を
前
に
手
を
合
わ
せ

る
人
も
多
か
っ
た
。 

江
崎
さ
ん
は
「
保
存
方
法
等
に
つ
い
て

は
今
後
の
課
題
で
す
が
、
在
り
し
日
の
金

胎
寺
や
ご
本
尊
の
面
影
を
多
く
の
方
々
に

知
っ
て
い
た
だ
く
機
会
を
得
ら
れ
て
、
よ

か
っ
た
で
す
」
と
話
し
て
く
れ
た
。 

 

二
つ
の
驚
き 

①
金
胎
寺
は
檀
家
を
持
た
な
い
祈
祷
寺

だ
っ
た
た
め
、
住
職
不
在
の
時
期
も
あ
っ

た
が
、
そ
ん
な
時
で
も
地
元(

鳥
羽
三
丁

目
、
旧
：
中
之
郷)

の
奉
賛
会
の
方
々
が

大
切
に
守
り
続
け
て
き
た
。
今
回
も
仏
像

の
搬
入
・
搬
出
に
は
奉
賛
会
の
方
々
が
大

活
躍
し
て
お
り
、
地
元
の
人
た
ち
の
同
寺

へ
の
暖
か
な
思
い
が
伝
わ
っ
て
き
た
。 

②
こ
れ
ま
で
、か
ど
や
の
展
示
の
見
学
者

は
中
高
年
の
女
性
が
中
心
だ
っ
た
が
、
今

回
は
男
性
が
圧
倒
的
に
多
い
の
に
驚
い
た
。

展
示
初
日
の
一
番
乗
り
は
、
愛
知
県
と
兵

庫
県
か
ら
駆
け
付
け
た
男
性
二
人
だ
っ
た
。

連
日
、
地
味
な
モ
ノ
ト
ー
ン
の
服
装
の
人

た
ち
で
展
示
会
場
が
埋
め
尽
く
さ
れ
た
の

は
、か
ど
や
始
ま
っ
て
以
来
だ
っ
た
。 

<
和
菓
子
の
魅
力
を
熱
く
語
る
！>

 
「
今
昔
和
菓
子
事
情
」
と
題
し
た
か
ど

や
塾
が
三
月
十
四
日
に
開
催
さ
れ
、
和
菓

子
職
人
の
奥
田
泰
平
さ
ん
が
、
和
菓
子
へ

の
思
い
な
ど
を
熱
く
語
っ
て
く
れ
た
。
奥

田
さ
ん
は
、
明
治
五
年
か
ら
昭
和
四
十
八

年
ま
で
和
菓
子
の
名
店
と
し
て
名
を
は

せ
た
「
對
馬
屋
重
則
」(

松
阪
市)

の
子
孫

で
あ
る
。
同
店
は
残
念
な
が
ら
廃
業
し
て

し
ま
っ
た
が
、
大
学
卒
業
後
、
和
菓
子
の

魅
力
に
目
覚
め
、
現
在
菓
子
職
人
と
し
て

修
業
を
積
ん
で
い
る
。 

 

か
ど
や
塾
で
は
、
ま
ず
奥
田
さ
ん
の
祖

父
・
奥
田
重
夫
さ
ん
が
三
重
県
菓
子
工
業

組
合
理
事
長
を
務
め
て
い
た
昭
和
三
十

七
年
に
実
施
さ
れ
た
「
伊
勢
神
宮
献
菓
式
」

を
記
録
し
た
映
像
を
上
映
。
そ
の
後
、
對

馬
屋
の
歴
史
や
祖
父
の
功
績
等
を
紹
介

し
た
。
さ
ら
に
、
同
家
に
残
る
貴
重
な
菓

子
の
木
型
や
焼
印
を
は
じ
め
、
和
菓
子
の

魅
力
に
取
り
つ
か
れ
て
収
集
し
た
絵
図

帳
等
も
惜
し
み
な
く
披
露
し
た
。 

 

講
演
の
後
半
に
は
、
奥
田
さ
ん
が
春
に

因
ん
で
作
っ
た
薯
蕷
饅
頭
と
、
五
十
鈴
川

と
桜
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
羊
羹
が
抹
茶
と

と
も
に
配

ら
れ
た
。
い

ず
れ
も
上

品
で
も
っ

ち
り
と
し

た
味
わ
い

で
、
参
加
者

の
舌
を
魅

了
し
た
。 

 －２－ 

 
蘇
っ
た
金
胎
寺
の
秘
宝
公
開 

 
 
 

在
り
し
日
の
面
影
を
共
有 

薬師如来坐像 

炭化した十一面千手観音菩薩立像 

左
端
が
雨
宝
童
子 



二
月
は
毎
年
恒
例
の
「
か
ど
や
の
ひ
な

祭
り
」
が
開
催
さ
れ
、
明
治
期
に
作
ら
れ

廣
野
家
特
製
の
御
殿
雛
と
、
か
ど
や
に
寄

贈
さ
れ
た
江
戸
期
の
雛
飾
り
二
組
、
昭
和

初
期
の
御
殿
雛
が
例
年
通
り
飾
ら
れ
た
。 

江
戸
期
の
も
の
は
、
当
時
伊
勢
豊
浜
の

土
路
地
区
の
農
家
が
船
で
運
ん
で
く
る

野
菜
を
鳥
羽
で
販
売
し
て
い
た
土
路
屋

の
子
孫
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
だ
。
江
戸

時
代
は
雛
人
形
一
組
で
家
が
一
軒
買
え

る
ほ
ど
高
価
な
も
の
だ
っ
た
そ
う
で
、
土

路
屋
さ
ん
の
繁
盛
ぶ
り
が
し
の
ば
れ
る
。 

昭
和
の
御
殿
雛
も
酒
蒸
し
饅
頭
が
有

名
だ
っ
た
和
菓
子
店
・
武
蔵
屋
が
所
有
し

て
い
た
立
派
な
も
の
だ
。 

四
組
の
雛
人
形
は
、
ど
れ
も
面
長
な
公

家
風
の
う
り
ざ
ね
顔
が
特
徴
で
、
丸
顔
で

目
が
パ
ッ
チ
リ
し
た
現
代
風
の
も
の
と

は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
見
学
に
来
ら
れ

た
お
客
様
は
、
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
人
形

た
ち
に
見
入
っ
て
い
た
。 

〈
手
芸
倶
楽
部
の
成
果
も
発
表
〉 

 

ま
た
、
雛
人
形
に
ち
な
ん
で
手
芸
倶
楽

部
の
生
徒
さ
ん
た
ち
の
吊
る
し
飾
り
と
、

同
教
室
を
率
い
る
ヨ
シ
エ
ち
ゃ
ん
の
作

品
も
同
時
に
展
示
さ
れ
た
。 

 

ヨ
シ
エ
ち
ゃ
ん
は
平
成
三
十
年
二
月

に
そ
れ
ま
で
に
作
り
た
め
て
い
た
吊
る

し
飾
り
約
百
六
十
点
を
か
ど
や
で
展
示

し
、
大
評
判
と
な
っ
た
。
「
私
も
作
っ
て

み
た
い
」
と
い
う
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
て
、

同
年
三
月
か
ら
手
芸
倶
楽
部
を
開
講
し
、

吊
る
し
飾
り
用
の
鶴
や
亀
等
の
縁
起
物

を
毎
月
一
個
ず
つ

作
っ
て
き
た
。
今

回
は
生
徒
さ
ん
た

ち
が
二
年
越
し
で

完
成
さ
せ
た
作
品

を
披
露
し
た
。
ヨ

シ
エ
ち
ゃ
ん
の
作

品
は
、
ウ
サ
ギ
や
ネ
コ
等
を
モ
チ
ー
フ
に

し
た
小
さ
な
お
雛
様
を
は
じ
め
、
四
季

折
々
の
吊
る
し
飾
り
等
、
約
百
四
十
点
を

展
示
し
た
。
明
る
く
楽
し
気
な
作
品
が
部

屋
を
埋
め
尽
く
し
て
お
り
、
見
学
者
か
ら

は
「
心
が
和
む
」
と
好
評
だ
っ
た
。 

 

～
ひ
な
人
形
ミ
ニ
知
識
～ 

か
ど
や
の
雛
飾
り
は
、
京
都
御
所
の
紫

宸
殿
を
模
し
た
御
殿
の
中
に
、
男
雛
と
女

雛
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は
そ
の
並
び
方
だ
。
近
年
の
も
の
は

男
雛
が
向
か
っ
て
左
に
飾
ら
れ
て
い
る

が
、
御
殿
の
中
の
男
雛
は
向
か
っ
て
右
に

位
置
し
て
い
る
。
こ
れ
は
京
雛
と
呼
ば
れ

る
飾
り
方
で
、
理
由
は
諸
説
あ
る
が
、
日

本
古
来
の
風

習
で
は
、
日
が

昇
る
方
向
が

上
座
と
さ
れ
、

京
都
御
所
を

北
に
見
て
殿

が
向
か
っ
て

右
に
座
っ
て

お
ら
れ
た
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、

全
国
的
に
男
雛
が
向
か
っ
て
左
に
飾
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
に

西
洋
化
が
進
み
、
大
正
天
皇
の
即
位
の
礼

で
、
天
皇
が
向
か
っ
て
左
に
立
た
れ
た
こ

と
か
ら
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。(

出

典
：
婦
人
画
報)

。 

<

ス
タ
ッ
フ
総
出
の
恒
例
行
事>

 

恒
例
行
事
と
は
い
え
、
毎
年
お
雛
様
の

出
し
入
れ
は
大
仕
事
だ
。
一
年
前
に
し
た

こ
と
な
の
に
、
人
形
の
配
置
が
思
い
出
せ

な
い
。
御
殿
の
組
み
立
て
方
も
記
憶
に
霞

が
か
か
っ
た
状
態
だ
。 

そ
れ
で
も
、
ス
タ
ッ
フ
総
出
で
記
憶
を

た
ど
り
、
知
恵
を
絞
り
、
今
年
も
歴
史
的

な
雛
飾
り
を
令
和
に
蘇
ら
せ
た
。 

 
 

－３－ 

恒
例
の
か
ど
や
の
雛
飾
り 

吊
る
し
飾
り
で
華
や
か
に 

縁
の
下
の
仲
間
た
ち
⑩ 

 

セ
ミ
ナ
ー
の
舞
台
裏 

 

前
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
た
和
菓
子
セ
ミ
ナ

ー
は
成
功
裏
に
終
了
し
た
が
、
実
は
開
始

前
に
一
波
乱
あ
っ
た
。
パ
ソ
コ
ン
と
プ
ロ

ジ
ェ
ク
タ
ー
を
つ
な
ぐ
端
子
の
形
状
が
合

わ
ず
、
奥
田
さ
ん
が
持
参
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の

映
像
が
映
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
早
速
、
パ

ソ
コ
ン
に
強
い
ノ
リ
さ
ん
に
電
話
す
る
と

「
今
日
は
会
社
に
出
勤
し
て
ま
し
て
」
。 

さ
あ
、
ど
う
し
よ
う
。
近
所
に
は
映
像

作
家
の
ハ
ジ
メ
ち
ゃ
ん
が
い
る
が
、
今
月

開
店
し
た
お
に
ぎ
り
カ
フ
ェ
の
オ
ー
ナ
ー

で
、
十
一
半
過
ぎ
と
い
え
ば
、
ラ
ン
チ
の

仕
込
み
で
忙
し
い
。
一
瞬
躊
躇
は
し
た
も

の
の
、
頼
れ
る
の
は
ハ
ジ
メ
ち
ゃ
ん
し
か

い
な
い
の
で
店
に
行
く
と
、
予
約
の
準
備

で
手
が
離
せ
な
い
と
言
い
な
が
ら
も
、
必

要
な
端
子
を
探
し
て
貸
し
て
く
れ
た
。
早

速
か
ど
や
に
戻
る
と
、
端
子
は
繋
が
っ
た

も
の
の
、
な
ぜ
か
映
像
が
映
ら
な
い
。
ま

た
ま
た
途
方
に
暮
れ
た
が
、
こ
の
日
は
謎

解
き
ミ
ス
テ
リ
ー
で
館
内
に
は
パ
ソ
コ
ン

に
強
そ
う
な
若
者
が
い
た
。
か
ど
や
関
係

者
が
窮
状
を
訴
え
る
と
、
カ
シ
ャ
カ
シ
ャ

と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
操
作
し
、
見
事
映

像
が
映
し
だ
さ
れ
て
、
本
番
を
迎
え
た
。 

 

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
絶
品
の
和
菓
子
を

食
べ
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
れ
を
引
き
立

て
る
抹
茶
は
ま
ゆ
み
塾
で
お
馴
染
み
の
ま

ゆ
み
さ
ん
が
参
加
者
分
を
一
人
で
点
て
て

く
れ
た
。
抹
茶
の
銘
柄
も
お
菓
子
を
引
き

立
て
る
も
の
を
選
ぶ
心
遣
い
が
あ
っ
た
。 

舞
台
裏
で
は
、
行
き
ず
り
の
人
も
含
め

多
く
の
人
が
支
え
て
く
れ
て
い
た
。 

－３－ 

か
ど
や
の
御
殿
雛 



か
つ
て
鳥
羽
三
丁
目
か
ら
四
丁
目
界

隈
は
、
八
百
屋
、
魚
屋
、
肉
屋
、
酒
屋
、

豆
腐
屋
、
本
屋
、
駄
菓
子
屋
、
食
堂
、
風

呂
屋
、
た
ば
こ
屋
、
傘
屋
等
が
軒
を
並
べ
、

人
が
行
き
交
う
町
だ
っ
た
。
当
時
の
賑
わ

い
を
少
し
で
も
取
り
戻
そ
う
と
、
現
在
も

営
業
を
続
け
て
い
る
商
店
な
ど
が
中
心

に
な
り
平
成
二
十
五
年
に
鳥
羽
な
か
ま

ち
会
が
結
成
さ
れ
た
。
同
会
の
地
道
な
活

動
に
よ
っ
て
、
か
ど
や
周
辺(

徒
歩
五
分

圏
内)

に
グ
ル
メ
な
店
が
誕
生
し
て
い
る
。 

【
花
清
水
】
三
年
前
に
出
店
し
た
ち
ゃ
ん

ぽ
ん
と
炙
り
鯖
寿
司
の
名
店
。
地
元
は
も

ち
ろ
ん
、
観
光
客
の
舌
も
虜
に
し
て
い
る
。 

【
わ
ら
い
屋
】
昨
年
十
一
月
に
開
店
。
惜
し

ま
れ
つ
つ
閉
店
し
た
富
士
乃
屋
の
流
れ

を
く
む
味
噌
味
ベ
ー
ス
の
焼
き
そ
ば
と

た
こ
焼
き
、
タ
コ
せ
ん
べ
い
、
焼
き
芋
等
、

昭
和
の
香
り
漂
う
店
だ
。
店
主
の
ア
ケ
ミ

さ
ん
の
明
る
さ
も
魅
力
！ 

【
う
さ
ぎ
の
し
っ
ぽ
】
今
年
三
月
三
日
に
オ

ー
プ
ン
し
た
お
に
ぎ

り
カ
フ
ェ
。
ラ
ン
チ

セ
ッ
ト
は
メ
イ
ン
の

肉
か
魚
に
お
に
ぎ
り

と
ス
ー
プ
、
サ
ラ
ダ

が
つ
い
て
く
る
。
シ

ェ
フ
は
元
パ
テ
ィ
シ

エ
な
の
で
コ
ー
ヒ
ー
と
ス
イ
ー
ツ
も
楽

し
め
る
。
オ
ー
ナ
ー
で
料
理
上
手
な
ハ
ジ

メ
ち
ゃ
ん
は
、
昨
年
六
月
に
地
域
お
こ
し

協
力
隊
を
卒
業
し
、
映
像
作
家
と
し
て
活

動
す
る
傍
ら
、
シ
ェ
フ
の
右
腕
と
し
て
も

活
躍
し
て
い
る
。 

 

      

      

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。 

◇
◆
◇ 

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 

コ
ロ
ナ
禍
で
の
活
動
状
況 

 

苦
渋
の
決
断
：
鳥
羽
の
春
祭
り(

四
月
三

日
＆
四
日)

に
合
わ
せ
て
、
「
和
の
市
み
え
」

の
開
催
を
予
定
し
て
い
た
。
当
イ
ベ
ン
ト

は
、
か
ど
や
で
一
閑
張
り
教
室
の
講
師
を
務

め
る
ヤ
ヨ
イ
さ
ん
が
推
進
し
て
お
り
、
三
重

県
内
で
展
開
し
て
い
る
和
雑
貨
等
「
和
」
の

商
品
が
中
心
の
マ
ル
シ
ェ
だ
。
か
ど
や
で
は

約
十
店
舗
が
出
展
予
定
で
、
コ
ン
サ
ー
ト
も

予
定
さ
れ
て
い
た
。
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
に
な

る
こ
と
請
け
合
い
だ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で

春
祭
り
が
中
止
と
な
り
、
鳥
羽
市
内
で
も
ク

ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し
た
た
め
、
や
む
な
く
中

止
を
決
定
し
た
。
コ
ロ
ナ
が
収
束
し
た
ら
、

実
施
す
る
の
で
、
乞
う
ご
期
待
！ 

 

再
日
程
決
ま
る
！
：
か
ど
や
塾
「
金
継
ぎ
の

世
界
」(

二
月
二
十
一
日)

も
申
込
が
二
十
名

を
超
え
た
た
め
延
期
と
な
っ
た
が
、
密
を
避

け
て
五
月
九
日
㈰
と
十
日
㈪
に
分
散
し
て

実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
型
の
空
気
清

浄
機
も
購
入
し
た
の
で
、
ご
参
加
を
。 

 

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。 

令和２年度の会員数は令和３年３月２０日時点で２８５名と、前年度よりさらに２６名減少しました。しあ

し、コロナ禍にも関わらずご支援いただいた皆様、誠にありがとうございます。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、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。令和３年度も、引き続きご支援いただきますよう、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 

－４－ 

 
か
ど
や
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報 


