
 
 

                  

      

  
  

 
 

 

鳥
羽
な
か
ま
ち
会
が
地
域
活
性
化

の
た
め
に
開
催
し
て
い
る
「
な
か
ま
ち

竹
あ
か
り
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
が
、十
月
二

十
二
日
に
開
催
さ
れ
、イ
ベ
ン
ト
を
待

ち
望
ん
で
い
た
近
隣
の
人
た
ち
が
黄

昏
時
か
ら
大
勢
、な
か
ま
ち
界
隈
に
あ

ふ
れ
た
。 

今
回
の
竹
あ
か
り
は
、従
来
形
の
竹

に
細
工
し
た
も
の
に
加
え
、竹
を
細
く

裂
き
ド
ー
ム
状
に
組
ん
で
作
る
バ
ン

ブ
ー
ド
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
出

現
。
西
念
寺
の
境
内
で
は
夜
の
闇
の
な

か
で
光
を
放
ち
、観
客
を
魅
了
し
た
。 

出
店
数
も
増
え
、な
か
ま
ち
の
拠
点

で
あ
る
ク
ボ
ク
リ
や
指
文
字
ア
ー
ト

の
ア
ト
リ
エ
＆
カ
フ
ェ
・
プ
リ
ン
ク
Ｍ
で

は
ア
ク
セ
サ
リ
ー
や
バ
ッ
グ
を
は
じ
め

様
々
な
手
造
り
小

物
が
並
ん
だ
。
キ
ッ

チ
ン
カ
ー
も
多
数

で
て
お
り
、午
後
八

時
ま
で
な
か
ま
ち

の
そ
こ
こ
こ
で
楽

し
気
な
声
が
響
い

て
い
た
。 

《
か
ど
や
で
恒
例
の
コ
ン
サ
ー
ト
》 

か
ど
や
も
竹
あ
か
り
マ
ー
ケ
ッ
ト
に

併
せ
て
、午
後
四
時
半
か
ら
午
後
七
時

ま
で
恒
例
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
っ
た
。 

第
一
部
は
、か
ど
や
に
関
係
す
る
メ

ン
バ
ー
が
日
頃
の
練
習
の
成
果
を
発

表
。
第
二
部
は
か
ど
や
で
も
お
馴
染
み

の
宮
崎
義
明
バ
ン
ド
に
よ
る
ジ
ャ
ズ
が

演
奏
さ
れ
た
。 

第
一
部
の
ト
ッ
プ
は
、
ギ
タ
ー
と
ウ

ク
レ
レ
の
弾
き
語
り
の
四
人
組
・
か
ど

や
ゼ
ン
ザ
ー
ズ
が
一
九
六
〇
年
代
の

フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
を
中
心
に
演
奏
。
続

い
て
か
ど
や
で
教
室
を
開
い
て
い
る
小

唄
と
オ
カ
リ
ナ
の
メ

ン
バ
ー
に
よ
る
成
果

発
表
が
行
わ
れ
た
。

最
後
は
か
ど
や
で
ボ

ラ
ン
テ
イ
ア
ス
タ
ッ

フ
と
し
て
活
動
し
て

い
る
ピ
ア
ノ
教
師
の

マ
ー
ち
ゃ
ん
が
明
治

三
十
年
代
に
製
造
さ

れ
た
長
尾
オ
ル
ガ
ン

で
ジ
ブ
リ
の
曲
等
を
演
奏
し
た
。 

ま
た
、今
回
は
各
グ
ル
ー
プ
の
交
代

時
間
を
利
用
し
て
、絵
本
の
読
み
聞
か

せ
も
行
っ
た
。
か
ど
や
で
は
今
年
六
月

か
ら
絵
本
の
楽
し
さ

を
広
め
よ
う
と
絵

本
の
読
み
聞
か
せ
を

始
め
た
が
、残
念
な

が
ら
ま
だ
参
加
者
は

少
な
い
。
そ
こ
で
コ
ン

サ
ー
ト
に
来
ら
れ
た

お
客
様
に
も
絵
本
の

魅
力
に
触
れ
て
も
ら

お
う
と
実
施
。
今
回
は
「
パ
ン
ツ
の
は

き
方
」
を
は
じ
め
、「
わ
に
さ
ん
ど
き
っ 

は
い
し
ゃ
さ
ん
ど
き
っ
」「
オ
ニ
の
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
」「
月
人
石
」
が
読
ま
れ
、和

や
か
な
雰
囲
気
が
広
が
っ
た
。 

第
二
部
の
宮
崎
バ
ン
ド
は
、
伊
勢
市

や
松
阪
市
を
中
心
に
活
動
し
て
お
り
、

サ
ッ
ク
ス
と
ベ
ー
ス
ギ
タ
ー
、
ピ
ア
ノ

に
女
性
ボ
ー
カ
ル
も
加
わ
り
、
ジ
ャ
ズ

や
ボ
サ
ノ
バ
等
、
お
な
じ
み
の
曲
が
演

奏
さ
れ
た
。 

こ
の
頃
に
は

と
っ
ぷ
り
と
日

が
暮
れ
て
お
り
、

軽
や
か
で
粋
な

音
色
が
Ｂ
Ｇ
Ｍ
の

よ
う
に
街
角
に

も
流
れ
て
い
た
。 
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十
月
の
展
示
は
、「
鳥
羽
な
か
ま
ち

と
伊
勢
志
摩
」
と
題
し
た
、南
伊
勢
町

在
住
の
瀬
古
久
司
さ
ん
の
鉛
筆
画
展

だ
っ
た
。
瀬
古
さ
ん
は
、日
本
の
原
風

景
で
あ
る
農
漁
村
の
風
景
と
古
い
建

物
が
好
き
で
、定
年
を
機
に
伊
勢
志
摩

の
風
景
を
、鉛
筆
で
書
き
始
め
、今
年

で
十
年
に
な
る
。 

か
ど
や
で
は
、
二
〇
一
七
年
九
月
に

「
鳥
羽
三
十
景
」
、
二
〇
二
〇
年
十
月

に
「
鳥
羽
の
離
島
と
伊
勢
志
摩
」
を
展

示
し
た
。
三
回
目
と
な
る
今
回
は
、前

回
の
展
示
の
際
に
「
な
か
ま
ち
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
か
ど
や
界
隈
を
散
策
し

て
、昭
和
の
香
り
漂
う
風
景
に
出
会
い

絵
心
が
わ
い
た
そ
う
だ
。
前
回
ま
で

は
、白
黒
鉛
筆
で
の
作
品
が
多
か
っ
た

が
、今
回
は
色
鉛

筆
の
作
品
が
増

え
、モ
ノ
ク
ロ
写

真
と
カ
ラ
ー
写

真
の
よ
う
な
違
い

も
楽
し
め
た
。 

地
元
の
風
景
を

描
き
、地
元
の
人

に
見
て
も
ら
い
た
い
と
書
き
続
け
、
作

品
は
す
で
に
四
百
八
十
枚
を
超
え
る

と
い
う
。「
絵
を
見
て
何
か
懐
か
し
い
、

落
ち
着
く
、安
心
す
る
、そ
ん
な
気
持

ち
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
い
で

す
」
と
話
す
瀬
古
さ
ん
。
緻
密
で
懐
か

し
さ
の
漂
う
作
品
に
見
学
の
お
客
様

は
釘
付
け
に
な
っ
て
い
た
。 

十
月
は
「
手
仕
事
女
流
三
人
展
」
と

題
し
て
、三
人
の
女
性
に
よ
る
色
鉛
筆

画
と
水
引
ア
ー
ト
、ミ
ニ
着
物
の
展
示

が
行
わ
れ
た
。 

色
鉛
筆
画
の
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
さ
ん
は

松
阪
市
内
に
勤
務
、水
引
ア
ー
ト
は
伊

勢
市
の
主
婦
・
立
野
麻
貴
さ
ん
、ミ
ニ

着
物
は
鳥
羽
市
の
主
婦
・
森
本
ミ
ヨ
さ

ん
の
作
品
だ
。 

食
べ
る
こ
と
が
好

き
な
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ

さ
ん
の
作
品
は
、リ

ン
ゴ
や
焼
き
芋
、蓮

台
寺
柿
等
の
食
品

が
多
い
が
、
ど
れ
も

本
物
と
見
間
違
い

そ
う
に
な
る
ほ
ど
緻
密
な
タ
ッ
チ
で

描
か
れ
て
い
る
。
色
鉛
筆
画
は
五
年
前

か
ら
始
め
た
が
、昨
年
五
月
か
ら
は
水

彩
画
の
教
室
に
も
通
い
始
め
た
そ
う

で
、水
彩
画
の
作
品
等
も
三
点
展
示
さ

れ
た
。 

水
引
ア
ー
ト
の
立
野
さ
ん
は
、コ
ロ

ナ
禍
で
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
が
呼
び
か
か

ら
れ
て
い
た
三
年
前
に
、
水
引
の
ア
ー

ト
作
品
を
知
り
、「
こ
れ
が
や
り
た
い
」

と
、そ
の
日
の
う
ち
に
材
料
を
そ
ろ

え
、ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
や
本
な
ど
を
参
考

に
し
て
独
学
で
技
術
を
習
得
し
た
。
今

回
は
、正
月
用
の
鶴
亀
の
掛
け
軸
や
、

箸
飾
り
、ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
、ア
ク
セ
サ

リ
ー
等
、立
野
さ
ん
の
セ
ン
ス
が
光
る

素
晴
ら
し
い
作
品
が
並
ん
だ
。
日
頃
、

水
引
の
ア
ー
ト
作
品
を
み
る
機
会
は

少
な
い
の
で
、見
学
に
来
ら
れ
た
お
客

様
は
「
素
敵
！
こ
ん
な
世
界
も
あ
る
の

ね
」
と
称
賛
し
て
い
た
。 

ミ
ニ
着
物
の
森
本
さ
ん
は
、
若
い
頃

か
ら
和
裁
も
洋
裁
も
し
っ
か
り
と
身

に
着
け
て
い

て
、子
供
た

ち
の
洋
服

は
ほ
と
ん

ど
手
作
り

だ
っ
た
と
の

こ
と
。
本
格

的
に
ミ
ニ

着
物
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
約
十
年
前

か
ら
だ
が
、長
年
培
っ
た
技
術
を
生
か

し
た
作
品
は
、縫
製
が
丁
寧
な
の
は
も

ち
ろ
ん
、難
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
着

物
の
柄
合
わ
せ
も
素
晴
ら
し
い
出
来

栄
で
、見
学
者
は
皆
大
感
激
さ
れ
て
い

た
。
森
本
さ
ん
の
年
齢（
八
十
五
才
）を

聞
い
て
、さ
ら
に
驚
き
、「
見
習
わ
な
け

れ
ば
。
す
ご
い
パ
ワ
ー
を
い
た
だ
き
ま

し
た
」
と
話
す
見
学
者
も
。 

三
人
は
、
お
互
い
面
識
は
な
か
っ
た

が
、
ど
れ
も
セ
ン
ス
溢
れ
る
秀
作
ぞ
ろ

い
。
お
客
様
か
ら
は
「
一
か
所
で
様
々

な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
が
見
れ
て
、楽
し

い
」「
い
ろ
ん
な
才
能
を
持
っ
た
人
が

い
る
ん
で
す
ね
。い
い
勉
強
に
な
り
ま

し
た
」
等
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。

三
人
そ
れ
ぞ
れ
の
珠
玉
の
作
品
群
に

称
賛
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。 

 

地
元
の
良
さ
を 

鉛
筆
画
で
ア
ピ
ー
ル 

 
 

 

三
人
三
様
の
個
性
が
光
る 

 
 

  

珠
玉
の
作
品
展 

－２－ 



第
百
一
回
か
ど
や
昼
下
が
り
コ
ン
サ
ー

ト
「
茶
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ａ
二
胡
ク
ラ
ブ
た
ん
ぽ
ぽ

発
表
会
」
が
九
月
二
十
四
日
に
開
催
さ
れ

た
。
伊
勢
市
の
中
国
茶
房
「
茶
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ａ
」

は
、カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
も
開
い
て
お
り
、
二

胡
教
室
「
た
ん
ぽ
ぽ
」の
メ
ン
バ
ー
が
成
果

を
発
表
し
た
。
茶
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ａ
の
二
胡
教
室

は
、
平
成
元
年
七
月
に
剣
山
啓
助
さ
ん
が

指
導
す
る
グ
ル
ー
プ
が
発
表
し
た
が
、
今

回
は
ジ
ャ
ズ
ボ
ー
カ
リ
ス
ト
と
し
て
も
活

躍
し
て
い
る
林
佐
理
さ
ん
が

講
師
の
グ
ル
ー
プ
だ
。 

前
半
の
成
果
発
表
は
、
沖

縄
の
子
守
歌
を
は
じ
め
、「
荒

城
の
月
」
や
「
テ
ネ
シ
ー
ワ
ル

ツ
」
な
ど
懐
か
し
い
六
曲
が

演
奏
さ
れ
た
。 

後
半
は
、
林
さ
ん
が
ま
ず

弦
の
使
い
方
等
、
楽
器
の
説

明
を
し
た
あ
と
、「
ム
ー
ン
リ

バ
ー
」「
愛
の
賛
歌
」
な
ど
お
馴
染
み
の
七

曲
を
披
露
。

柔
ら
か
で
、

し
か
も
力
強

い
音
色
に
拍

手
が
鳴
り
や
ま
ず
、
ア
ン
コ
ー
ル
に
は
二

胡
の
名
曲
で
馬
が
草
原
を
駆
け
る
様
子
を

描
い
た
軽
快
な
「
賽
馬
（
さ
い
ま
）
」
が
演
奏
さ

れ
、
大
喝
采
の
内
に
幕
を
閉
じ
た
。 

 

色
鉛
筆
画
を
展
示
中
の
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
さ

ん
は
十
一
月
六
日
、「
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
と
ジ

ャ
ズ
と
朗
読
と
」
と
題
し
た
ラ
イ
ブ
を
行

っ
た
。 

 
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
さ
ん
は
超
多
趣
味
で
、色

鉛
筆
画
を
は
じ
め
、
ピ
ア
ノ
や
彫
金
、革

細
工
、エ
レ
キ
ギ
タ
ー
、朗
読
、演
劇
等
、

様
々
な
教
室
に
通
っ
て
い
る
。こ
れ
は
あ

る
日
、
子
供
の
頃
か
ら
の
夢
や
、
や
り
た
か

っ
た
こ
と
を
ま
だ
何
も
や
っ
て
な
い
と
気

づ
き
、
全
部
や
っ
て
お
き
た
い
と
、職
場
を

早
期
退
職
し
、
ま
ず
最
初
に
ジ
ャ
ズ
ボ
ー

カ
ル
の
レ
ッ
ス
ン
を
始
め
た
そ
う
だ
。
か
ど

や
で
も
数
年
前
か
ら
ジ
ャ
ズ
ト
リ
オ
の
ボ

ー
カ
ル
と
し
て
出

演
し
て
く
れ
た

が
、
今
回
は
さ
ら

に
声
に
磨
き
が
か

か
り
、高
音
か
ら

低
音
ま
で
張
り
と

艶
が
増
し
、聴
衆

を
魅
了
し
た
。 

 

前
半
は
「
コ
コ
ア

と
ス
ミ
レ
」
を
朗

読
。
情
景
が
目
に
浮

か
ぶ
よ
う
な
臨
場

感
を
醸
し
出
し
て

い
た
。
後
半
は
、
ジ

ャ
ズ
は
も
ち
ろ
ん
、

オ
ペ
ラ
や
ロ
ッ
ク
の
「
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
・
ラ
プ
ソ

デ
ィ
ー
」
等
、幅
広
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
披

露
し
た
。
歌
唱
力
の
す
ば
ら
し
さ
に
加

え
、
曲
に
よ
っ
て
は
、パ
ペ
ッ
ト
や
箒
な
ど

意
表
を
突
く
小
道
具
を
使
い
、サ
ー
ビ
ス

精
神
満
載
の
演
出
が
、
お
客
様
の
心
を
ガ

ッ
チ
リ
つ
か
ん
だ
。「
い
つ
ま
で
も
聞
い
て

い
た
い
気
分
で
す
」
等
の
コ
メ
ン
ト
も
い
た

だ
き
、大
盛
況
だ
っ
た
。 

 

第
八
十
六
回
か
ど
や
塾
は
「
水
引
結
び

体
験
」
と
題
し
、二
階
で
展
示
中
の
水
引

ア
ー
ト
の
体
験
教
室
が
十
一
月
十
三
日
の

午
前
と
午
後
に
開
か
れ
、各
教
室
に
五
名

ず
つ
参
加
し
た
。 

 

今
回
は
、水
引
の
基
本
で
あ
る
「
あ
わ
じ

結
び
」
と
「
梅
結
び
」
を
マ
ス
タ
ー
し
て
、

か
わ
い
い
ポ
チ
袋
の
作
り
方
を
習
得
し

た
。
立
野
さ
ん
は
講
師
を
務
め
る
の
は
初

め
て
と
い
う
が
、分
か
り
や
す
く
解
説
し

た
資
料
を
準
備
し
、丁
寧
な
説
明
が
好
評

だ
っ
た
。
水
引
の
結
び
方
だ
け
で
な
く
、ポ

チ
袋
の
折
り
方
も
し
っ
か
り
解
説
・
指
導

し
た
の
で
、参
加
者
は
お
互
い
に
出
来
上

が
っ
た
ポ
チ
袋
を
嬉
し
そ
う
に
披
露
し
て

い
た
。 

 

ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
「
楽
し
か
っ
た
」「
丁
寧

で
よ
く
わ
か
っ
た
」「
違
う
結
び
方
も
知
り

た
い
」「
難
し
か
っ
た
が
参
加
し
て
良
か
っ

た
」
等
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。「
家

に
帰
っ
て
か
ら
早
速
、作
り
ま
し
た
。
来
年

の
お
正
月
の
お
年
玉
は
、
手
製
の
袋
で
渡

し
ま
す
」
と
い
う
事
後
報
告
も
届
い
た
。 

 

講
師
の
立
野
さ
ん
曰
く
「
水
引
結
び
は

『
清
ら
か
な
モ
ノ
の
し
る
し
』『
ご
縁
を
結

ぶ
』『
物
事
の
成
就
を
結
ぶ
』
と
言
わ
れ
て

い
る
日
本
に
伝
わ
る
縁
起
物
で
す
。こ
の

良
き
モ
ノ
を
普
段
の
生
活
で
使
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
、
ま
ず
自
分
自
身
が
見
て
い
て

ウ
キ
ウ
キ
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま

す
」
と
話
し

て
く
れ
た
。 

 

な
お
、好
評

に
つ
き
一
月

か
ら
教
室
を

開
講
予
定
。 

  
 

優
し
い
音
色
に
癒
さ
れ
て 

 
 

久
々
の
二
胡
演
奏
会 

朗
読
で
も
歌
で
も
、
聴
衆
を
圧
倒
！ 

 

水
引
で
縁
結
び 

－３－ 



 

和
歌
山
県
有
田
川
町
立
八
幡
中
学
校
の

生
徒
十
名
と
教
諭
三
名
が
十
月
二
十
五

日
、
修
学
旅
行
で
鳥
羽
市
を
訪
問
。
鳥
羽

水
族
館
見
学
後
、Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
テ
ー
マ
に
、

な
か
ま
ち
を
散
策
し
た
。 

中
之
郷
会
館
で
な
か
ま
ち
の
簡
単
な

説
明
を
聞
い
て
か
ら
、
な
か
ま
ち
の
拠
点

で
あ
る
ク
ボ
ク
リ
を
は
じ
め
、
元
理
髪
店

を
改
修
し
た
お
に
ぎ
り
カ
フ
ェ「
う
さ
ぎ

の
し
っ
ぽ
」
や
西
念
寺
に
立
ち
寄
っ
て
か

ら
、か
ど
や
に
や
っ
て
来
た
。
当
日
は
、
休

館
日
だ
っ
た
が
、
午
後
だ
け
臨
時
開
館
し

て
対
応
し
た
。 

到
着
す
る
と

ま
ず
、
裏
千
家

の
千
草
先
生
率

い
る
茶
道
教
室

メ
ン
バ
ー
の
指

導
の
下
、
各
自

で
抹
茶
を
立
て

る
お
点
前
を
体

験
。
そ
の
後
、
普

段
な
ら
館
内
の

説
明
を
聴
い
て
も
ら
う
の
だ
が
、
今
回
は

元
中
学
校
教
諭
で
か
ど
や
の
ボ
ラ
ン
テ
イ

ア
ス
タ
ッ
フ
の
カ
ヨ
さ
ん
の
提
案
で
、生
徒

た
ち
が
自
由
に
館
内
を
探
索
し
、
疑
問
点

を
洗
い
出
し
、そ
の
質
問
に
答
え
て
い
く

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
し
た
。 

続
い
て
、
明
治
三
十
年
代
に
造
ら
れ
た

長
尾
オ
ル
ガ
ン
を
、こ
れ
ま
た
ボ
ラ
ン
テ

イ
ア
ス
タ
ッ
フ
で
ピ
ア
ノ
教
師
の
マ
ー
ち

ゃ
ん
が
、
若
者
に
人
気
の
ジ
ブ
リ
の
曲
を

演
奏
。
最
後
は
讃
美
歌
「
ア
メ
ー
ジ
ン
グ
グ

レ
ー
ス
」で
し
っ
と
り
と
締
め
た
。 

そ
の
後
、
宿
に
向
っ
た
生
徒
た
ち
か
ら

は
「
普
段
で
き
な
い
体
験
が
で
き
て
楽
し

か
っ
た
」「
自
分
か
ら
疑
問
を
探
す
こ
と
は

大
変
だ
っ
た
け
ど
、
面
白
か
っ
た
」
等
の
感

想
が
寄
せ
ら
れ
た
。 

千
草
先
生
は
「
落
ち
着
き
の
な
い
年
ご

ろ
な
の
に
、
正
座
も
き
ち
っ
と
で
き
、礼
儀

正
し
か
っ
た
の
で
感
心
し
ま
し
た
」
と
感

激
し
て
い
た
。
茶
道
教
室
の
メ
ン
バ
ー
は
、

体
験
教
室
の
た
め
に
全
員
和
服
で
参
加
。

「
疲
れ
た
け
ど
、私
た
ち
に
と
っ
て
も
い
い

勉
強
に
な
り
ま

し
た
」
と
、
話

し
て
く
れ
た
。 

修
学
旅
行

生
の
受
け
入
れ

は
初
め
て
だ
っ

た
が
、か
ど
や

に
と
っ
て
も
意

義
深
い
体
験
と

な
っ
た
。 

 

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４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。 

ピーク時の平成 30 年度は会員数が 351 名でしたが、残念ながら以後年々減少しています。しかし、コロ

ナ禍にも関わらず、令和４年度は１１月 20 日現在で 2５5 名の方から新規や継続のお申込みをいただきまし

た。皆様からのご支援を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４年度(令和４年 4 月 1 日～令和５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 当座 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。 

◇
◆
◇ 

貸
部
屋
の
ご
案
内 

◇
◆
◇ 

か
ど
や
を
有
効
に
活
用
し
て
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－ 

修
学
旅
行
生
、
な
か
ま
ち
を
散
策 


