
長野市立城山公民館報（1） 第161号平成 26年 9月 1日

管 内 の 世 帯 数

（26・7・1）

第 1地区・・・2,868

第 2 地区・・・5,317

合　計・・・8,185世帯

発行所 長 野 市 立
城 山 公 民 館

電　話 2 3 2 - 3111
編 集
発行人 井 澤 聖 次

印刷所 富 士 印 刷

　

長
野
市
立
加
茂
小
学
校
は
、
北

に
頼
朝
山
、
西
に
旭
日
山
、
南
に

裾
花
川
を
擁
し
、
そ
し
て
東
に
善

光
寺
が
あ
り
、
四
季
を
通
じ
て
実

に
風
光
明
媚
な
と
こ
ろ
に
、
大
正

3
年
に
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
現

在
の
西
長
野
町
に
建
設
さ
れ
ま
し

た
。

　

創
立
当
時
は
、
校
長
事
務
取
扱

と
し
て
中
沢
照
琳
先
生
（
当
時
城

山
小
学
校
校
長
）
学
級
数
2
（
尋

常
科
1
年
生　

2
組　

児
童
数

1
2
4
名　

教
員
4
名
）
に
て

開
校
い
た
し
ま
し
た
。
今
ま
で
の

卒
業
生
は
1
万
2
千
名
余
り
に
な

り
、
ご
尽
力
頂
い
た
歴
代
校
長
は

32
名
に
な
り
ま
す
。

　

私
の
好
き
な
言
葉
に
「
邂
逅
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
学ま

な
び
や舎

で
児
童
、
先
生
、
保
護
者
が
出
会

い
、
加
茂
小
学
校
の
和
が
で
き
あ

が
る
、
そ
し
て
、
経
験
と
実
績
を

積
み
、
様
々
な
分
野
で
先
頭
に

立
っ
て
活
躍
す
る
「
充
実
の
場
」

と
い
え
ま
す
。

　

沿
革
を
ひ
も
と
き
ま
す
と
、
学

校
活
動
、
教
育
活
動
が
認
め
ら

れ
、
国
や
県
、
市
か
ら
た
び
た
び

表
彰
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
沢
山

残
り
、
近
年
で
は
第
50
回
全
国
体

育
研
究
大
会
長
野
大
会
会
場
と
な

り
、
教
師
と
児
童
が
一
丸
と
な
り

大
会
成
功
に
向
け
真
剣
に
取
組
む

姿
が
胸
を
打
ち
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
す
ば
ら
し
い
実
績
と
伝
統
の

あ
る
学
校
で
す
。
時
間
が
つ
な
が

り
、
歴
史
が
つ
な
が
り
、
す
な
わ

ち
「
絆
」
が
現
在
の
加
茂
小
学
校

を
作
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま

す
。

　

そ
し
て
、
百
周
年
を
迎
え
る
学

校
に
何
か
を
残
そ
う
と
取
り
組
ん

で
お
り
ま
す
。

　

観
察
池
の
エ
コ
ト
ー
ン
（
ビ
オ

ト
ー
プ
）
化
を
長
野
工
業
高
等
専

門
学
校
の
協
力
で
完
成
い
た
し
ま

し
た
。
四
季
折
々
、
動
植
物
の
観

察
、
ま
た
遊
び
の
中
で
、
自
然
に

興
味
を
持
て
る
よ
う
に
、そ
し
て
、

大
島
桜
な
ど
の
苗
木
を
植
樹
し
、

大
き
く
育
っ
て
い
く
樹
木
に
将
来

郷
愁
を
覚
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
本

望
で
す
。
ま
た
、
初
め
て
学
校
の

歴
史
を
詳
し
く
載
せ
た
百
周
年
誌

を
刊
行
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
百
年
の
歴
史
を
振
り
返

り
、
本
校
を
育
て
て
い
た
だ
い
た

皆
様
へ
の
感
謝
と
共
に
、
将
来
も

長
き
に
わ
た
り
、
本
校
が
歴
史
を

刻
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
こ
の
百

周
年
を
大
切
な
年
と
し
、
お
祝
い

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

加
茂
小
学
校
創
立
百
周
年
を
迎
え
て

  

真
の
「
な
か
よ
し
」

加
茂
小
学
校
百
周
年
記
念
事
業

実
行
委
員
会
委
員
長

山
田　

晃
敬

城
東
小
学
校
長

小
林　

洋
子

　

城
東
小
に
は
「
な
か
よ
し
」
と

い
う
言
葉
が
刻
ま
れ
た
石
塔
が
あ

り
ま
す
。
あ
る
朝
、
登
校
し
た
子

が
立
ち
止
ま
り
両
手
を
合
わ
せ
て

い
る
の
で
、理
由
を
尋
ね
る
と「
城

東
小
の
子
が
、
み
ん
な
で
仲
良
く

頑
張
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
答
え
た

の
で
す
。

　

児
童
会
で
は
こ
の
な
か
よ
し
の

石
塔
を
雨
風
か
ら
守
る
た
め
に
小

屋
を
建
て
る
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
。
実
は
い
つ
誰
が
寄
贈
さ
れ
た

の
か
不
明
で
、
よ
う
や
く
探
し
当

て
た
時
「
城
東
小
の
子
が
常
に
仲

良
し
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
名
を
残

さ
な
い
条
件
で
寄
贈
し
た
」
と
語

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
の
思
い
の

深
さ
に
た
だ
た
だ
頭
が
下
が
り
ま

し
た
。

　

町
場
の
住
宅
地
に
あ
る
城
東
小

だ
か
ら
こ
そ
「
ふ
る
さ
と
城
東
」

と
い
う
思
い
を
育
ま
ね
ば
と
考
え

る
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ

の
地
に
育
ち
、
生
き
て
い
る
こ
と

に
誇
り
を
も
て
る
子
を
、
地
域
と

共
に
育
て
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

道
一
筋
に
生
き
抜
い
た
方
、

様
々
な
世
界
へ
視
野
を
広
げ
て
く

だ
さ
る
方
等
か
ら
、
直
接
お
聞
き

し
た
り
、
体
験
し
た
り
し
て
、
生

き
様
を
学
び
、
将
来
へ
の
夢
や
希

望
に
繋
が
る
出
会
い
を
城
東
小
の

子
ど
も
達
に
実
現
さ
せ
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

真
の
な
か
よ
し
は
、
人
間
と
し

て
互
い
を
尊
重
し
合
え
る
心
根
を

育
て
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考

え
ま
す
。
学
校
と
い
う
囲
い
を
越

え
て
、
地
域
の
方
々
と
共
に
互
い

に
尊
重
し
合
い「
ふ
る
さ
と
城
東
」

の
思
い
を
深
く
も
て
る
子
を
育
て

て
参
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

城
東
小
学
校
を
応
援
し
て
頂
け
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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　今後の予定
「ハーモニカが　吹けたらいいな（ハーモニカ入門）」12月 4日（木）
「野鳥観察入門」2月下旬

お申し込みは城山公民館へお電話ください（232− 3111）　　受付時間は平日 8：30〜 17：00
定員になり次第、受付を終了します

詳細は後日、
チラシ等で

ご案内１０月までの市民講座

　

梅
雨
明
け
し
た
蒸
し
暑
い
中
、
案
内

人
の
増
澤
珠
美
さ
ん
を
筆
頭
に
、
参
加

者
女
性
10
名
で『
カ
フ
ェ
を
巡
る
冒
険
』

に
出
発
し
ま
し
た
。

　

最
初
の
お

店
は
『
粉こ

な

門も
ん

屋や

仔こ

猫ね
こ

』。

旧
ビ
ニ
ー
ル

工
場
を
改
修

し
た
建
物

に
、
み
な
さ

ん
興
味
津
々

で
す
。
先
ず

お
店
の
1
階

を
ぐ
る
り
と
自
由
散
策
し
て
か
ら
、
増

澤
さ
ん
に
よ
る
店
主
小
林
さ
ん
へ
の
質

問
タ
イ
ム
。
そ
の
間
、
当
日
作
り
立
て

の
パ
ン
を
2
種
類
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
林
さ
ん
の
パ
ン
に
対
す
る
愛
情
を
お

聞
き
し
、
パ
ン
が
よ
り
一
層
美
味
し
く

感
じ
ま
し
た
。

　

2
軒
目
の
『
豆ま

め

暦こ
よ
み

』
は
、
20
代
の
女

性
店
主
が
お
母
さ
ん
と
二
人
で
切
盛
り

し
て
い
る
和
菓
子
屋
さ
ん
で
す
。
こ
ち

ら
で
は
、
ど
ら
焼
き
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
で
一
人
の
方
が
風
鈴
の
焼
印

に
注
目
。
前
回
訪
れ
た
時
と
焼
印
が

違
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
店
主
の
小
山

さ
ん
曰
く
、
そ
の
日
の
気
分
で
焼
印
を

替
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
女
性
ら
し
い

遊
び
心
と
季
節
感
溢
れ
る
和
菓
子
に
心

弾
み
ま
す
。

　

3
軒
目
は
『
新し

ん

小こ
う

路じ

カ
フ
ェ
』。
文

具
を
扱
う
業
者
の
旧
本
社
社
屋
を
改
修

し
た
建
物
は
広
く
モ
ダ
ン
な
雰
囲
気
。

こ
ち
ら
で
は
飲
み
物
を
い
た
だ
き
休
憩

を
し
ま
し
た
。
み
ん
な
で
ゆ
っ
く
り
お

し
ゃ
べ
り
を
し
、
楽
し
い
ひ
と
時
に
な

り
ま
し
た
。

　

最
後
の
『
雑
貨
ク
ラ
ク
サ
』
は
、
ぱ

て
ぃ
お
大
門
に
あ
り
ま
す
。
市
内
在
住

の
作
家
の
作
品
を
見
つ
つ
、
2
階
も
見

学
。
畳
敷
き

の
2
階
か
ら

は
緑
が
見
え
、

暑
さ
も
ど
こ

か
へ
。
隣
に

あ
る
お
茶
室

も
特
別
に
見

せ
て
い
た
だ

き
、
昔
の
建

物
が
も
つ
風

情
に
癒
さ
れ

ま
し
た
。

　

2
時
間
に
わ
た
る
冒
険
は
、
こ
こ
で

終
了
で
す
。
最
後
ま
で
楽
し
く
巡
る
こ

と
が
で
き
、
忙
し
い
中
、
丁
寧
に
質
問

に
答
え
て
く
れ
た
店
主
の
方
々
と
、
要

領
を
得
た
質
問
で
み
ん
な
を
楽
し
ま
せ

て
く
れ
た
案
内
人
の
増
澤
さ
ん
に
感
謝

い
た
し
ま
す
。
次
回
の
冒
険
に
乞
う
ご

期
待
!　
　
　
　
　

  

（
職
員　

栁
澤
）
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当
町
は
、
善
光
寺
の
す
ぐ
西

隣
に
位
置
す
る
2
1
4
世
帯
の

静
か
な
町
で
す
。
横
沢
町
の
名

は
古
く
、寛
永
18
年
（
1
6
4
1

年
）
の
箱
清
水
名
寄
帳
に
そ
の

名
が
み
ら
れ
ま
す
。
横
沢
と
い

う
地
名
は
、
背
後
の
山
か
ら
斜

面
を
流
れ
下
る
水
流
と
地
形
が

所ゆ

以え
ん

と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が

詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

宝
永
4
年
（
1
7
0
7
年
）

に
善
光
寺
の
本
堂
が
再
建
さ
れ

た
時
、
大
工
や
と
び
職
、
左
官
等

が
小
屋
掛
け
や
寝
泊
ま
り
し
て

出
来
た
町
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
立
町
と
と
も
に
御

門
前
と
通
称
さ
れ
大
勧
進
の
直

属
と
し
て
町
内
に
大
勧
進
寺
侍

の
邸
が
あ
り
、
労
務
提
供
の
役

を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め

大
工
、
と
び
職
、
鍛
冶
、
畳
等

多
数
の
職
人
が
い
て
勢
い
の
あ

る
町
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

戦
前
は
豆
腐
屋
が
4
軒
、
魚
屋

が
7
軒
も
あ
っ
て
宿
坊
や
旅
館
等

に
出
入
り
し
て
お
り
、
三
軒
長
屋

や
五
軒
長
屋
が
あ
っ
て
4
3
0

戸
ほ
ど
の
家
が
あ
り
ま
し
た
。
現

在
（
2
1
4
戸
）
は
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
世
帯
が
大
部
分
と
な
り
、
そ

の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

町
内
に
は
八
幡
社
が
鎮
座
し
て

お
り
、
明
治
5
年
善
光
寺
境
内
か

ら
大
勧
進
の
守
護
神
で
あ
っ
た
鹿

島
社
及
び
秋
葉
社
が
合
祀
さ
れ
た

た
め
、
春
・
秋
の
例
祭
に
は
大
勧

進
か
ら
の
参
拝
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
境
内
に
は
「
中
風
封
じ
・
中
気

除
け
」
の
神
社
と
し
て
人
気
が
高

い
青あ

お

麻そ

社
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

祭
日
（
2
月
11
日
）
に
は
青
麻
講

員
が
甘
酒
と
繭
玉
を
振
舞
い
、
数

百
人
の
参
拝
者
が
訪
れ
、
狭
い
境

内
は
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。

　

高
橋
家
の
「
明
治
7
年
御
祭
礼

行
列
帳
」
に
よ
る
と
、
弥
栄
神
社

の
祇
園
祭
に
当
町
の
笠
鉾
が
参
加

し
て
お
り
ま
す
。
笠
鉾
行
列
は
ナ

ギ
ナ
タ
鉾
を
先
頭
に
、
鯛
、
エ
ビ
、

タ
コ
等
魚
の
鉾
が
9
本
続
く
。
こ

れ
は
悪
魔
払
い
と
水
産
物
の
豊
漁

を
意
味
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
お

り
ま
す
。
こ

の
行
列
は
、

明
治
43
年
以

後
は
行
わ
れ

て
い
ま
せ
ん

が
、
昭
和
45

年
善
光
寺
忠

霊
殿
落
慶
奉

賛
に
あ
た

り
、
60
年
ぶ

り
に
運
行
奉

納
し
ま
し

た
。
ま
た
、
本
年
は
祇
園
祭
屋

台
巡
行
に
合
わ
せ
て
40
年
ぶ
り

に
復
活
、
路
上
展
示
を
し
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
続
行
す
る
予

定
で
す
。

　

人
口
の
減
少
（
昭
和
50

年
1
0
0
3
人
→
平
成
25
年

4
0
0
人
）
と
少
子
高
齢
化
に
悩

ん
で
お
り
ま
す
が
、
お
年
寄
り
に

優
し
く
、
明
る
く
、
活
力
あ
る
街

づ
く
り
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

　

1
6
0
号
の
シ
リ
ー
ズ
我
が
町

「
横
町
」
の
文
中
、
誤
植
が
あ
り
ま

し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

雨
宮
神
社
（
誤
）
→
西
宮
神
社
（
正
）

シ
リ
ー
ズ
　
我
が
町
　
横
沢
町
　
区
長　

古
畑　

幸
雄

筆　者

　

淀
ヶ
橋
区
は
本
年
度　

1
、
福

祉
の
ま
ち
づ
く
り
（
い
つ
ま
で
も

健
康
で
い
き
い
き
と
暮
ら
し
て
ほ

し
い
）
2
、
美
し
い
ま
ち
づ
く
り

（
ゴ
ミ
と
上
手
に
付
き
合
う
、
マ

ナ
ー
・
モ
ラ
ル
の
向
上
）
3
、
安

心
の
ま
ち
づ
く
り
（
見
守
り
あ
い

助
け
合
う
ま
ち
づ
く
り
）
4
、
ふ

れ
あ
い
の
ま
ち
づ
く
り
（
あ
い
さ

つ
が
創
る
ふ
れ
あ
い
の
多
い
町
）

を
柱
に
各
種
事
業
を
進
め
て
お
り

ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
の
公
民
館
活
動

で
す
が
、
総
務
、
教
育
文
化
、
体

育
、
育
成
の
四
部
が
一
体
と
な
っ

て
事
業
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
度
最
初
の
事
業
と
し
ま
し

て
、
さ
る
6
月
22
日
に
、
前
日
、

世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
ば

か
り
の
、
富
岡
製
糸
場
へ
の
日
帰

り
旅
行
を
行
い
ま
し
た
。

　

1
8
7
2
年
（
明
治
5
年
）

開
業
当
時
の
姿
を
残
す
、繰
糸
所
、

繭
倉
庫
な
ど
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ

イ
ド
の
方
の
み
ご
と
な
説
明
で
興

味
深
く
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

こ
の
後
、
磯
部
温
泉
、
軽
井
沢

の
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
を
廻
り
、
楽
し

い
一
日
を

過
ご
し
ま

し
た
。

　

ま
た
、

毎
年
、
8

月
中
旬
に

行
わ
れ
る

稲
荷
神
社

の
例
大
祭

が
、
今
年

は
百
年
ぶ

り
の
鳥
居

建
替
え
の
清き

よ

祓は
ら
い

に
伴
っ
て
7
月
27

日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
町
内
大
運
動
会
、
三

輪
田
町
と
合
同
の
人
権
同
和
研
修

会
、
町
内
2
か
所
の
イ
ル
ミ
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
飾
り
付
け
、
ど
ん
ど
焼

き
等
々
、
い
く
つ
か
の
行
事
を
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

　

昔
な
が
ら
の
住
宅
地
や
県
営
柳

町
団
地
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ

ン
が
一
体
と
な
っ
た
我
が
町
で
す

が
、
町
民
一
体
と
な
っ
て
の
、
よ

り
良
い
街
づ
く
り
の
一
助
と
な
る

べ
く
公
民
館
活
動
を
ま
す
ま
す
頑

張
っ
て
参
り
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

（
淀
ヶ
橋
公
民
館
長  

中
村 

明
彦
）

淀
ヶ
橋
公
民
館
だ
よ
り

　
　
　
さ
ら
な
る
前
進
の
年
に

横沢の笠鉾

富岡製糸場にて

  

訂
正
と
お
詫
び
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あ

ス

ち

ナ

こ

ッ

ち

プ

編
集
後
記

　

長
野
市
立
加
茂
小
学
校
が
、
創

立
百
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

多
く
の
人
材
を
輩
出
し
、
地
域

に
愛
さ
れ
、
家
族
三
世
代
以
上
に

に
渡
り
お
世
話
に
な
っ
た
方
々

が
、
沢
山
お
い
で
に
な
る
と
思
い

ま
す
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
少
子
化
に
よ
る
学
級

減
少
を
受
け
、
国
は
バ
ス
通
学
を

想
定
し
た
上
で
の
学
校
統
廃
合
を

60
年
ぶ
り
に
見
直
す
と
い
う
。
教

育
の
質
が
高
ま
る
こ
と
は
歓
迎
で

き
る
が
、
子
供
達
の
負
担
が
増
え

な
い
か
心
配
で
す
。　
　
（
武
野
）

　

平
成
27
年
1
月
11
日（
日
）に
、

ホ
ク
ト
文
化
ホ
ー
ル
（
長
野
県

県
民
文
化
ホ
ー
ル
）
に
お
い
て

7
公
民
館
（
城
山
・
中
部
・
芹
田
・

古
牧
・
浅
川
・
若
槻
・
小
田
切
）

合
同
成
人
式
を
開
催
し
ま
す
。

　

対
象
者
は
平
成
6
年
4
月
2

日
か
ら
同
7
年
4
月
1
日
生
ま

れ
の
人
で
す
。

　

詳
細
は「
館

報
城
山
12
月

1
日
号
」
等

で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

『ねむいんだもん』　　　　　　　福田　幸広／著
『ただ一人の幻影』　　　　　　　森村　誠一／著
『おべんとうめしあがれ』視覚デザイン研究所／著
『ないたカラス』　　　　　　　　中島　　要／著
『太陽の棘』　　　　　　　　　　原田　マハ／著
『大人の流儀 ４』　　　　　　　　伊集院　静／著
『貘の檻』　　　　　　　　　　　道尾　秀介／著
『フォグ・ハイダ』　　　　　　　森　　博嗣／著
『はじめての梅しごと手帖』　　　若山　曜子／著
『そこはかさん』　　　　　　　　沙木とも子／著
『女のいない男たち』　　　　　　村上　春樹／著
『虚ろな十字架』　　　　　　　　東野　圭吾／著
『平凡』　　　　　　　　　　　　角田　光代／著

新刊図書のご案内
城山公民館図書室

公民館名 10月 11 月 12 月

茂 菅 区民レクリエーション 民芸教室（しめ縄つくり）
新諏訪町 敬老会 文化祭 子ども公民館事業
西長野町 教養文化講座、秋のペタンク大会
桜 枝 町 キックベースボール大会 文化祭、資源回収
往 生 地 湯福神社祭典

横 沢 町 横沢町だより（毎月発行）、地口行灯の屋外展示 子ども農業体験教室
（りんご、さつま芋収穫体験） 餅つき大会

立 町 詩吟・謡曲（毎月開催）　　資源回収（原則月 1 回）
長 門 町
上 松 区民運動会 文化祭 しめ縄講習会
湯 谷 区民球技大会、人権同和研修会 しめ縄作り
滝 文化祭

城山団地 第 79 回公民館報発行 文化講演会
湯谷団地 人権同和研修会 文化祭
箱 清 水 そば打ち体験そば道場、北参道祭り 文化祭
元 善 町 パソコン教室（毎月）、仏教講座・長野の観光情報講座・健康講座・環境衛生講座・山門・仁王門周辺清掃（年 2 〜 3 回）
新 町
岩 石 町 秋の日帰りレクリエーション、ゴミゼロ運動
三輪田町 ふれあいの集い史跡めぐり 人権同和教育研修会

淀 ケ 橋 町内大運動会 人権同和教育研修会 イルミネーション点灯、
しめ縄作り

平成26年度　地域公民館主要事業予定（10月～12月）

御祭礼

大勧進の大賀蓮

成
人
式
の
お
知
ら
せ


