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第
37
回
白
梅
ま
つ
り
が
６
月
９
日
（
土
）・
10

日
（
日
）
に
開
催
さ
れ
ま
す
。 

 

今
年
も
地
域
の
皆
様
が
楽
し
く
つ
ど
い
、
出

会
い
、
交
流
で
き
る
場
を
つ
く
り
ま
す
。 

 
ご
家
族
や
友
人
を
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ

ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 

★
白
梅
会
館
前
庭
は
、
お
ま
つ
り
会
場
で
す
。 

お
車
で
の
ご
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。 

 

      

▼
６
月
９
日
（
土
）
10
日
（
日
）
両
日 

午
前
10
時
～
午
後
４
時 

展
示
の
ひ
ろ
ば 

▽
陶
芸
（
桜
陶
会
・
熟
陶
会
・
陶
遊
会
・
楽
陶
会
） 

▽
絵
画
・
工
作
（
ア
ト
リ
エ
ク
レ
ヨ
ン
） 

▽
絵
手
紙
（
絵
手
紙
花
の
会
か
た
つ
む
り
） 

▽
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
（
ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
・
パ
ッ

チ
ワ
ー
ク
の
丘
）
▽
俳
句
（
白
梅
俳
句
会
） 

 

▽
写
真
（
デ
ジ
カ
メ
逆
光
） 

 

▽
書
道
（
い
ろ
は
会
・
弘
梅
会
） 

▽
熊
川
分
水
紹
介
（
熊
川
分
水
に
親
し
む
会
） 

▽
ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト 

★
９
日
（
土
）
の
み

（
あ
と
り
え
マ
ム
ズ
） 

子
ど
も
の
ひ
ろ
ば 

▽
プ
ラ
板
工
作
、
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
作
り
な
ど

（
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
福
生
第
二
団
） 

▽
楽
し
い 

く
じ
引
き
（
実
行
委
員
会
） 

模
擬
店
・
喫
茶
（
売
り
切
れ
次
第
終
了
） 

▽
や
き
そ
ば
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
他
（
福
生
市

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
協
会
） 

 
▽
い
な
り
ず
し
セ
ッ
ト
・
煮
込
み
こ
ん
に
ゃ

く
・
豚
汁
（
実
行
委
員
会
） 

 

▽
コ
ー
ヒ
ー
他
（
鍋
一
小
地
域
福
祉
う
め
ぐ
み
） 

▽
ク
ッ
キ
ー
・
ピ
ク
ル
ス
他
（
山
び
こ
） 

復
興
支
援
飯
舘
村
物
産
販
売
※
（
実
行
委
員
会
） 

屋
外
展
示
※
陶
芸
（
熟
陶
会
） 

絵
手
紙
体
験
※
（
絵
手
紙
花
の
会
か
た
つ
む
り
） 

※
印
は
10
日
（
日
）
午
後
３
時
30
分
で
終
了 

  

▼
６
月
９
日
（
土
）
の
み 

健
康
の
ひ
ろ
ば 

受
付
は
午
前
10
時
～
11
時

30
分
と
、
午
後
１
時
～
２
時
30
分 

体
内
年

齢
・
血
管
年
齢
の
測
定
と
健
康
相
談 

お
茶
席
（
第
２
陽
青
会
） 

午
前
10
時
30
分
～ 

お
菓
子
が
な
く
な
り
次
第
終
了 

う
た
ご
え
コ
ー
ナ
ー
（
う
た
ご
え
喫
茶
し
ら
う
め
）

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分 

け
ん
玉
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
た
ん
ぽ
ぽ
ク
ラ
ブ
） 

正
午
～
午
後
０
時
15
分 

 

▼
６
月
10
日
（
日
）
正
午
～
午
後
４
時 

演
示
の
ひ
ろ
ば 

 

▼
運
営
も
裏
方
も
サ
ー
ク
ル
の
皆
さ
ん
で 

 

▽
受
付
、
駐
輪
・
駐
車
場
整
理
（
ド
レ
ミ
フ
ァ

キ
ッ
ズ
・
福
生
市
民
コ
ー
ラ
ス
・
Ｓ
Ｅ
Ｃ
・
章
風

会
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ダ
ン
ス
・
熟
年
ひ
ろ
ば
・
花
が

た
み
す
い
せ
ん
・
な
で
し
こ
の
会
・
介
山
『
大
菩

薩
峠
』
を
読
む
会
） 

 

▽
演
示
会
場
整
理
（
演
示
サ
ー
ク
ル
全
員
） 
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第
37
回
白
梅
ま
つ
り 

６
月
９
日
（
土
）・
10
日
（
日
）
に
開
催
！ 

演示プログラム 

６月 10 日（日）正午～午後４時 

☆ 演示開会あいさつ 
１ 花がたみすいせん（大正琴） 
２ くまこ囃子連（お囃子） 
３ オカリナひびき（オカリナ） 
４ サルビア会（舞踊） 
５ コール白梅（合唱） 
６ アロハ・ラニ（フラダンス） 
７ プレイズ＆ゴスペルダンス 

（タンバリンダンス） 

８ 太極拳若葉（二十四式太極拳） 
９ シャルウィ・ダンス（社交ダンス） 

10 金木犀（楊名時太極拳） 

11 白梅太極拳の会（楊名時太極拳） 
☆ まつり閉会あいさつ 

地
域
の
輪 

未
来
へ
つ
な
ぐ 

白
梅
ま
つ
り 

▼昨年のようす 
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「
地
蔵
坂
」 

一
七
一
六
年
に
、
牛
浜
地
域
に
疫
病
が

蔓
延
し
ま
し
た
。
人
々
が
そ
の
苦
し
み
か

ら
逃
れ
る
た
め
、
清
巌
院
よ
り
地
蔵
様
を

借
り
て
、
現
在
の
福
生
市
民
会
館
前
に
仮

小
屋
を
造
り
祀
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
毎
年
９
月
24
日
を
地
蔵
様
の
縁
日

と
定
め
、
お
祭
を
し
て
き
ま
し
た
。
（
現

在
は
23
日
で
す
）
お
祭
当
日
に
は
和
尚

さ
ん
が
来
て
、
地
蔵
様
に
疫
病
退
散
・
五

穀
豊
穣
の
祈
願
が
さ
れ
、
地
芝
居
な
ど
が

奉
納
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
う
い
っ
た
経
緯
で
、
今
は
も
う
そ
う

呼
ぶ
人
は
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
が
、
市
民
会

館
前
の
坂
を
「
地
蔵
坂
」
と
い
い
ま
す
。 

福
生
村
の
牛
浜
と
熊
川
村
の
牛
浜
は
、

五
日
市
街
道
を
挟
ん
で
向
か
い
合
っ
た

ニ
ワ
バ
組
織
（
村
内
区
画
の
ひ
と
つ
。
年

中
行
事
や
通
過
儀
礼
な
ど
を
と
も
に
行

う
）
で
し
た
。
災
害
時
に
は
助
け
合
う
取

り
決
め
が
あ
る
ほ
か
、
葬
式
の
際
に
は
福

生
の
牛
浜
と
熊
川
の
牛
浜
両
方
か
ら
人

を
出
し
、
「
穴
番
」
と
呼
ば
れ
る
組
織
と

し
て
執
り
行
い
ま
し
た
。
棺
を
担
ぐ
人
や

墓
穴
を
掘
る
人
の
ほ
か
に
、
棺
が
運
ば
れ

て
来
る
ま
で
見
張
り
を
す
る
役
割
も
あ

り
、
福
生
と
熊
川
、
両
方
の
牛
浜
で
と
も

に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
担
っ
て
き
ま
し

た
。 牛

浜
に
も
南
稲
荷
の
よ
う
な
膳
椀
倉

が
あ
り
、
結
婚
式
な
ど
に
使
う
座
布
団
や

大
き
な
皿
、
お
碗
な
ど
が
仕
舞
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
は
残
念
な
が
ら
、
戦
後
不

要
に
な
っ
た
際
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
牛
浜
の
ニ
ワ

バ
組
織
は
と
て
も
結
束
が
固
か
っ
た
こ

と
が
窺
え
ま
す
。
牛
浜
は
も
と
も
と
ひ
と

つ
の
村
の
よ
う
な
も
の
で
、
五
日
市
街
道

を
挟
ん
で
福
生
村
と
熊
川
村
が
で
き
た

た
め
に
分
割
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

 

「
地
蔵
屋
敷
と
鎮
守
様
」 

こ
の
地
蔵
様
に
つ
い
て
、
一
八
四
八
年

に
牛
浜
39
番
地
付
近
に
住
む
林
蔵
さ
ん

と
い
う
方
か
ら
「
地
蔵
坂
に
あ
る
牛
浜
地

蔵
尊
を
20
年
間
貸
し
て
ほ
し
い
」
と
福

生
・
熊
川
の
両
牛
浜
に
申
し
出
が
あ
り
ま

し
た
。 

こ
の
林
蔵
さ
ん
は
地
蔵
坂
の
地
蔵
様

の
あ
っ
た
場
所
の
土
地
を
畑
と
し
て
耕

作
し
た
い
た
め
に
地
蔵
様
を
自
分
の
屋

敷
に
移
す
よ
う
に
申
し
出
ま
し
た
。 

林
蔵
さ
ん
が
地
蔵
様
を
借
り
る
た
め

の
お
金
は
、
地
蔵
坂
の
土
地
に
課
せ
ら
れ

た
年
貢
を
20
年
間
支
払
う
こ
と
で
合
意

さ
れ
、
地
蔵
様
は
五
日
市
街
道
に
面
し
た

林
蔵
さ
ん
の
土
地
に
移
動
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
こ
こ
を
「
地
蔵
屋
敷
」
と

呼
ん
だ
そ
う
で
す
。 

ち
な
み
に
地
蔵
様
が
い
な
く
な
っ
た

後
は
地
蔵
坂
の
近
く
の
丘
に
、
農
業
の
神

様
（
恐
ら
く
大
己
貴
命
／
オ
オ
ナ
ム
チ
ノ

ミ
コ
ト
）
で
も
あ
る
御
岳
山
（
み
た
け
さ

ん
）
が
祀
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
御
岳
山
の

武
蔵
御
嶽
神
社
御
嶽
講
は
、
今
も
続
い
て

い
ま
す
。 

現
在
の
市
民
会
館
の
前
庭
あ
た
り
に

は
、
当
時
畑
の
中
に
小
高
い
塚
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
を
「
浅
間
塚
」
と
い
い
、
富

士
山
信
仰
を
起
源
と
す
る
浅
間
信
仰
（
富

士
山
信
仰
の
一
形
態
）
の
神
社
の
御
祭
神

で
あ
る
木
花
咲
耶
姫
命
（
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク

ヤ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
）
を
祀
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
福
生
・
熊
川
両
牛
浜
の
鎮
守
様

（
土
地
神
）
と
決
め
、
祭
を
行
っ
て
い
ま

し
た
。
か
つ
て
は
牛
浜
の
鎮
守
様
は
、
こ

の
浅
間
社
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

こ
の
浅
間
社
の
あ
っ
た
畑
は
、
清
巌
院

の
土
地
で
あ
っ
た
た
め
、
今
は
清
巌
院
の

本
堂
と
幼
稚
園
の
間
に
あ
る
小
高
い
森

の
中
に
、
こ
の
浅
間
社
が
あ
り
、
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。
清
巌
院
の
守
り
神
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
地
蔵
様
の
安
住
の
地
」 

林
蔵
さ
ん
の
土
地
に
移
動
し
て
以
降

の
地
蔵
様
で
す
が
、
20
年
が
経
つ
と
前

述
の
約
束
の
通
り
、
そ
の
土
地
を
離
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。
今
度
は
現
在
の
清
水

工
業
の
前
、
今
は
駐
車
場
と
な
っ
て
い
る

場
所
に
移
り
、
祀
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
の
次
は
銀
座
通
り
を
出
た
と
こ
ろ

わ
た
し
の
く
ら
し 

地
域
の
歴
史
⑱ 

牛
浜
地
蔵
尊
の
長
い
旅 

―
熊
川
と
福
生
は
か
つ
て
、
五
日
市
街
道
を
挟
み
ふ
た
つ
の
村
と
し
て
成
立
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
ふ
た
つ
の
村
の
ち
ょ
う
ど
間
に
、

福
生
村
と
熊
川
村
に
二
分
さ
れ
る
か
た
ち
で
存
在
す
る
「
牛
浜
」
。
こ
こ
に
今
も
存
在
す
る
牛
浜
地
蔵
尊
が
辿
っ
た
長
い
旅
路
の
お
話

を
「
白
梅
歴
史
懇
話
会
」
に
て
、
清
水
信
作
さ
ん
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
― 
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≪アトリエクレヨン≫（子ども絵画・工作） 
 幼児・小学生とそのお母さんたちの絵画・工作サークルで

す。木工、絵画、手芸など毎回いろいろなテーマで楽しめま

す。３歳から小学校６年生まで、子どもたちそれぞれのペー

スで楽しむことを目的としています。 

活動日 毎月２回 土曜日 午前 10 時～1２時 

会 費 月額 2,000 円   

連絡先 大石 080-3006-2968 

≪白梅俳句会≫ 
 一昨年に新しい先生を迎え、皆元気

で俳句づくりを行っています。 

 新しく入会したい方がおられまし

たら、大歓迎です。 

活動日 第 3 金曜日 

午後１時 30 分～３時 

会 費 月額 1,000 円 

連絡先 和田 042-513-3345 

≪コール白梅≫（合唱） 
 童謡、唱歌など、色々なジャンルの曲を歌い、

市民音楽祭や白梅まつり、市民文化祭に参加し

ています。 

 午前中のひとときをご一緒に大きな声で歌

って楽しんでください。お待ちしています。 

活動日 毎週火曜日 

午前９時 45 分～正午 

会 費 月額 1,500 円 

連絡先 菅原 042-552-5883 

に
あ
り
ま
し
た
田
村
ま
ん
じ
ゅ
う
屋
さ

ん
へ
と
移
転
し
ま
す
。
地
蔵
様
は
そ
の
場

所
で
、
70
年
程
を
過
ご
す
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

し
か
し
、
地
蔵
様
は
ま
た
移
動
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
す
。
そ
の
田
村
さ
ん
の
家
で

物
置
を
造
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
に
い

た
地
蔵
様
を
移
転
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
の
で
す
。 

そ
れ
を
役
員
に
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
千

手
院
に
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
千
手
院
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
く
だ

さ
り
、
よ
う
や
く
地
蔵
様
は
こ
こ
で
、
安

住
の
地
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。 

地
蔵
様
は
今
で
も
「
牛
浜
地
蔵
尊
」
と

し
て
、
千
手
院
の
牛
浜
共
同
墓
地
（
福
生

市
熊
川
一
〇
三
五
番
地
付
近
）
に
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。 

 

「
牛
浜
橋
人
柱
事
件
」 

こ
の
地
蔵
様
に
ま
つ
わ
る
事
件
を
紹

介
し
ま
す
。 

玉
川
上
水
の
開
削
と
同
時
に
、
「
牛
浜

橋
」
と
い
う
橋
が
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
当

時
は
江
戸
と
甲
府
を
結
ぶ
街
道
で
、
板
橋

で
し
た
。
こ
の
板
橋
は
す
ぐ
に
腐
る
も
の

で
す
が
、
架
け
替
え
も
修
理
も
す
べ
て
村

が
も
っ
て
い
て
、
大
変
な
負
担
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。 

牛
浜
橋
が
か
か
っ
て
か
ら
二
二
〇
年

も
の
間
に
五
日
市
街
道
は
物
資
の
輸
送

の
た
め
の
馬
車
や
牛
車
、
人
力
車
な
ど
の

往
来
も
増
え
、
破
損
も
ひ
ど
く
な
り
、
つ

い
に
明
治
10
年
に
神
奈
川
県
に
対
し
牛

浜
橋
の
改
築
を
申
請
し
ま
す
。 

当
時
の
村
長
で
あ
る
石
川
彌
八
郎
氏

と
村
の
役
人
は
江
戸
城
の
二
重
橋
と
浅

草
橋
、
万
世
橋
、
永
代
橋
を
視
察
し
、
こ

れ
ら
を
造
っ
た
熊
本
県
の
石
工
集
団
の

親
方
・
橋
本
大
八
氏
を
招
き
、
牛
浜
橋
の

架
け
替
え
を
依
頼
し
ま
し
た
。
石
造
り
の

め
が
ね
橋
で
、
予
算
は
五
〇
〇
円
で
あ
っ

た
そ
う
で
す
。
こ
れ
の
内
訳
は
三
〇
〇
円

を
村
方
有
志
よ
り
無
利
子
で
借
り
、
一
〇

〇
円
を
村
方
の
寄
付
、
一
〇
〇
円
を
近
隣

の
村
か
ら
の
寄
付
で
合
計
五
〇
〇
円
と

し
た
そ
う
で
す
。
無
利
子
の
借
金
で
あ
る

三
〇
〇
円
は
10
年
で
の
返
済
予
定
で
、

方
法
は
福
生
・
熊
川
・
牛
浜
の
３
つ
の
渡

船
場
の
収
入
に
お
け
る
利
益
部
分
三
〇

円
ほ
ど
を
、
10
年
間
返
済
に
あ
て
る
形

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

こ
う
し
て
工
事
が
開
始
さ
れ
ま
し
た

が
、
完
成
後
、
改
築
の
支
払
い
は
八
六
一

円
八
五
銭
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
無

利
子
の
借
金
は
四
二
八
円
、
寄
付
は
二
〇

〇
円
、
村
方
の
寄
付
は
一
三
四
円
に
な
り
、

東
京
か
ら
の
寄
付
も
受
け
、
牛
浜
橋
の
改

築
は
大
変
な
大
工
事
と
な
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
大
工
事
に
、
人
柱
事
件
が
発
生
し

ま
し
た
。 

人
柱
は
本
来
生
き
た
人
間
が
埋
め
ら

れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
が
、
そ
の
代
わ
り

と
し
て
、
地
蔵
堂
の
地
蔵
様
の
当
時
３
体

あ
っ
た
う
ち
の
１
体
を
埋
め
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。 

そ
の
話
を
聞
い
た
近
隣
に
住
む
高
橋

豊
吉
さ
ん
が
罰
当
た
り
な
行
為
に
怒
り
、

地
蔵
様
を
助
け
出
し
ま
す
。
橋
の
下
へ
と

下
り
、
地
蔵
様
を
取
り
出
し
、
な
ん
と
一

〇
〇
キ
ロ
ほ
ど
も
あ
る
石
の
地
蔵
様
を
、

お
ん
ぶ
紐
で
お
ぶ
っ
て
、
も
と
の
地
蔵
堂

に
戻
し
た
そ
う
で
す
。
私
は
こ
の
話
を
、

父
か
ら
聴
き
ま
し
た 

 

【
語
り
部
】
清
水
信
作
さ
ん 

 

公
民
館
白
梅
分
館
を
使
用
し
て
い
る 

サ
ー
ク
ル
の
会
員
募
集
で
す
。 

た
だ
い
ま
会
員
募
集
中
！ 



４ 

 
 
 
 
 
 

 

「
公
民
館
は
何
を
す
る
場
所
な
の
だ
ろ
う
？
」
「
よ
そ
の
サ
ー
ク
ル
は
、
ど
ん
な
活
動
を

し
て
い
る
の
か
し
ら
？
」
そ
ん
な
疑
問
に
お
答
え
す
る
た
め
の
新
企
画
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

記
念
す
べ
き
第
１
回
は
「
白
梅
太
極
拳
の
会
」
の
方
々
に
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

「
『
同
心
協
力
』
の
思
い
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
邉
喜
代
子
さ
ん 

「
白
梅
太
極
拳
の
会
」
は
、
毎
週
水
曜
日
に
白
梅
分
館

を
利
用
し
て
い
る
楊
名
時
太
極
拳
（
楊
名
時
氏
を
創
始
者

と
す
る
太
極
拳
の
ひ
と
つ
）
の
サ
ー
ク
ル
で
す
。
皆
で
心

身
の
健
康
の
た
め
、
呼
吸
を
合
わ
せ
、
太
極
拳
を
楽
し
ん

で
い
ま
す
。 

太
極
拳
は
呼
吸
と
密
接
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
深
く
ゆ

る
や
か
な
呼
吸
は
普
段
の
私
た
ち
の
生
活
に
も
大
い
に
役

立
ち
、
例
え
ば
少
し
腹
の
立
つ
出
来
事
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
こ
の
呼
吸
で
一
拍
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
々
を
穏

や
か
な
気
持
ち
で
過
ご
す
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。 

楊
名
時
太
極
拳
に
は
「
同
心
協
力
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
私
は
「
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
皆
で
協
力
し
合
う
」

と
い
う
意
味
の
こ
の
言
葉
が
と
て
も
好
き
で
、
皆
で
サ
ー

ク
ル
を
続
け
て
い
く
た
め
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。
体
の
健
康
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
人

の
輪
を
大
事
に
、
時
に
協
力
し
合
い
、
楽
し
く
活
動
を
続

け
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
こ
う
い

っ
た
人
の
輪
が
、
皆
の
心
の
健
康
に
も
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
私
た
ち
「
白
梅
太
極
拳
の
会
」
の
現
在
の
目
標

は
、
サ
ー
ク
ル
の
皆
と
と
も
に
健
康
で
長
寿
で
あ
る
こ
と

で
す
。
た
だ
長
寿
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
心
も
体
も
健
康

を
保
ち
、
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

 

太極拳サークル 

毎週水曜日 

午後７時～８時 30 分 

白梅分館にて活動中！ 

会費 月額 2,000 円 

 

【連絡先】 

萬沢 042-551-0643 

 

白梅太極拳の会 


