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今
年
度
、
城
山
公
民
館
で
は
、

家
庭
・
地
域
を
つ
な
ぐ
一
つ
の
柱

と
し
て「
地
域
の
防
災
を
考
え
る
」

こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
年
の
長
野
市
は
、
猛
暑
日
や

真
夏
日
が
続
き
、
ひ
と
昔
前
ま
で

は
考
え
ら
れ
な
い
、
小
・
中
学
校

に
エ
ア
コ
ン
を
導
入
す
る
流
れ
が

一
気
に
加
速
し
ま
し
た
。
地
球
温

暖
化
や
海
の
水
温
上
昇
等
、
自
然

環
境
の
変
化
が
、
私
た
ち
の
生
活

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
災
害
発

生
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

防
災
を
考
え
る
こ
と
は
、
私
た

ち
の
日
々
の
生
活
の
在
り
方
を
振

り
返
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ

ん
な
一
助
に
な
れ
ば
と
、
防
災
に

関
わ
る
講
座
を
実
施
し
ま
し
た
。

小
林
一
茶
の
没
後
１
９
０
年
記

念
講
演
会
で
訪
れ
た
長
沼
公
民

館
で
、
多
く
の
水
害
記
念
碑
の
中

に
善
光
寺
地
震
に
よ
る
も
の
が
あ

り
、『
地
震
で
大
水
害
？
』
と
疑

問
が
湧
き
ま
し
た
。

こ
の
度
の
宮
下
健
司
先
生
の
ご

講
演
の
中
で
、「
地
震
の
後
、
大

水
害
が
発
生
し
た
」
と
、
お
話
し

い
た
だ
き
納
得
し
ま
し
た
。
こ
こ

数
年
、
日
本
列
島
が
地
震
・
台

風
・
大
雨
等
大
き
な
災
害
に
襲
わ

れ
る
た
び
に
、
対
応
は
ど
う
す
べ

き
か
、
私
は
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
ま

す
。
私
が
住
む
上
松
に
も
、
善
光

寺
地
震
に
よ
る
断
層
跡
が
み
ら
れ

ま
す
が
、
私
を
含
め
住
民
の
多
く

の
方
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

の
度
の
講
演
に
よ
り
、
故
郷
を
襲
っ

た
大
災
害
で
あ
っ
た
こ
と
を
学
び

ま
し
た
。

国
土
交
通
省
の
Ｈ
Ｐ
と
長
野
市

配
布
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
よ
り
、

住
ん
で
い
る
地
籍
は
ど
ん
な
危
険

が
あ
る
の
か
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
災
害
に
遭
っ
て
か
ら
の
対
応

で
は
後
手
。
遭
う
前
に
何
を
準
備

す
べ
き
か
、
私
自
身
手
つ
か
ず
の

状
況
で
す
が
、
こ
れ
を
機
会
に
身

の
回
り
を
眺
め
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て

く
る
と
申
し
ま
す
が
、
３
年
前

の
神
城
断
層
地
震
を
思
い
出
し

ま
す
。

我
が
家
も
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
４
ｍ

倒
壊
し
ま
し
た
が
、
お
陰
様
で
人

的
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
時
に
大
き
な
被
害
を
受
け
た

箱
清
水
地
区
の
皆
様
は
本
当
に
大

変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

特
に
区
の
役
員
の
方
々
が
ス

ピ
ー
デ
ィ
ー
な
災
害
対
応
を
さ
れ

た
事
が
住
民
の
安
心
に
な
り
、
そ

の
後
の
再
建
に
つ
な
が
っ
た
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
は
、
対
応
の
早
さ
が

住
民
の
復
興
意
識
を
盛
り
上
げ
た

と
思
い
ま
す
。
我
が
区
も
こ
う
で

あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

狐
池
区
の
支
援
部
隊
で
す
が
、

益
々
の
活
躍
を
期
待
い
た
し
ま

す
。さ

て
我
が
西
長
野
区
で
は
、
す

で
に
自
主
防
災
会
組
織
は
で
き
て

お
り
、
毎
年
、
第
一
住
自
協
の
避

難
訓
練
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
区
と
し
て
要
支
援
者
に
対

す
る
支
援
組
織
が
出
来
上
が
っ
て

い
な
い
事
が
、
今
後
の
課
題
だ
と

思
い
ま
す
。

私
自
身
は
今
ま
で
大
き
な
災
害

を
経
験
し
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
最
近
は
地
震
も
多
く
、

い
ざ
被
災
し
た
時
に
ど
の
よ
う
に

行
動
し
た
ら
よ
い
の
か
不
安
で
し

た
。
今
回
の
講
座
で
は
災
害
が
起

き
た
時
に
心
配
な
事
を
グ
ル
ー
プ

の
方
と
出
し
合
い
ま
し
た
。
ど
ん

な
事
が
心
配
な
の
か
を
考
え
て
お

く
こ
と
で
、
備
え
や
心
構
え
が
で

き
る
と
感
じ
ま
し
た
。

災
害
時
だ
け
で
は
な
く
、
避

難
所
で
の
生
活
も
、
子
ど
も
連
れ

だ
と
心
配
な
事
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
衛
生
面
や
子
ど
も
が
受
け

る
ス
ト
レ
ス
に
つ
い
て
も
対
応
方

法
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
で
、

参
考
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今

で
き
る
こ
と
と
し
て
、
子
ど
も
に

合
わ
せ
た
防
災
リ
ュ
ッ
ク
の
準
備

や
、
家
族
で
避
難
場
所
の
確
認
等

を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
近
は
台
風
に
よ
る
停
電
も
あ

る
の
で
、
慌
て
な
い
よ
う
日
頃
か

ら
備
え
の
見
直
し
等
を
行
う
よ
う

に
し
ま
し
た
。
防
災
に
つ
い
て
考
え

直
す
よ
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

地
域
の
防
災
を
考
え
る

弘
化
の
善
光
寺
地
震

善
光
寺
地
震
を
学
ん
で
得
た
こ
と

舞
田
　
正
幸

我
が
地
域
の
防
災
を
考
え
る

「
自
主
災
害
対
策
の
取
り
組
み
」

に
参
加
し
て　
　
　

徳
武
　
南
洋

災
害
時
赤
ち
ゃ
ん
を
ど
う
守
る
？

乳
幼
児
の
防
災

泉
谷
　
亜
友
美
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楽
し
い
ぶ
ら
ぶ
ら
散
歩

堀
内
　
順
二

10
月
10
日
に
開
催
さ
れ
た
「
田
辺

さ
ん
と
、
ぶ
ら
ぶ
ら
散
歩
」
に
参
加

し
ま
し
た
。

城
山
か
ら
西
に
見
え
る
郷
路

山
か
ら
大
量
に
切
り
出
さ
れ
た
石

は
、
堰
の
石
積
み
な
ど
街
を
造
る

た
め
に
使
わ
れ
、
岩
石
町
の
町
名

の
由
来
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

伊
勢
社
は
参
道
が
あ
る
は
ず
の

南
側
は
崖
。
こ
れ
は
善
光
寺
地
震

に
よ
る
地
盤
変
動
の
せ
い
で
は
な

い
か
と
の
こ
と
で
し
た
。
伊
勢
社

を
南
に
下
る
と
、
湯
福
川
が
深
く

掘
り
下
げ
ら
れ
た
両
側
に
、
高
く

石
垣
が
積
ま
れ
て
い
ま
す
。
石
の

種
類
か
ら
何
年
に
も
わ
た
っ
て
積

ま
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
淀
ヶ

橋
公
民
館
脇
で
は
、
鐘
鋳
堰
の
上

に
橋
が
架
け
ら
れ
、
そ
の
上
を
湯

福
川
が
流
れ
、
立
体
交
差
し
て
い

て
大
変
驚
き
ま
し
た
。

鐘
鋳
堰
は
こ
の
辺
り
で
傾
斜
が

緩
や
か
に
な
り
、
流
れ
が
よ
ど
ん

で
い
た
こ
と
か
ら
淀
ヶ
橋
に
な
っ
た

の
で
は
と
聞
き
ま
し
た
。
各
地
名

が
ど
の
よ

う
に
名
付

け
ら
れ
た

か
を
考
え

る
良
い
機

会
で
し
た
。

　
城
山
史
跡
巡
り

　

第
２
回
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
講
座

　

第
一
地
区
周
辺
の
史
跡
巡
り

横
川
　
信
介

10
月
24
日
に
、

講
師
の
西
澤
繁

幸
さ
ん
と
第

一
地
区
の
史

跡
を
巡
り
ま

し
た
。

第
一
地
区

分
館
を
出
発
し
、
道
祖
神
の
説
明

を
聞
き
な
が
ら
、
白
狐
庵
横
の
細

い
道
を
歩
い
て
い
き
ま
し
た
。
善

光
寺
七
池
の
一
つ
で
酒
造
水
と
し
て

広
く
利
用
さ
れ
た
夏
目
清
水
と
西

光
寺
を
見
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
獅

子
沢
川
を
渡
り
、
信
州
大
学
教
育

学
部
の
前
身
、
師
範
学
校
時
代
に

信
州
教
育
を
築
い
た
偉
人
た
ち
の

碑
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
、

明
治
天
皇
行
幸
之
碑
や
さ
ま
ざ
ま

な
史
跡
の
説
明
を
受
け
、
第
一
地

区
が
行
政
教
育
を
担
っ
て
い
た
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
加
茂

神
社
に
は
、
地
質
学
者
の
五
無
斎

保
科
百
助
の
碑
も
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
石
碑
に
は
、
教
育
界
も
名

高
く
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

信
濃
教
育
会
館
で
、
県
歌
「
信

濃
の
国
」
を
作
詞
し
た
浅
井
洌

先
生
な
ど
教
育
の
恩
人
に
感
謝

し
、
信
州
教
育
史
の
理
解
を
深
め
、

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
講
座
は
お
昼
に
終
わ

り
ま
し
た
。

　
子
ど
も
体
験
教
室

　
　

子
ど
も
体
験
教
室
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

思
い
出

水
嵜
　
司
穂
梨

10
月
16
日
は
小
学
校
が
お
休
み

で
、公
民
館
の
体
験
教
室
へ
行
き
ま

し
た
。私
の
学
校
か
ら
参
加
し

た
人
は
私
だ
け
で
少
し
さ
び
し

か
っ
た
け
れ
ど
、鬼
無
里
か
ら
バ

ス
に
乗
っ
て
、小
学
生
が
30
人
く

ら
い
来
ま
し
た
。1
班
5
～
6
人

に
分
か
れ
て
6
班
で
行
動
し
ま

し
た
。

初
め
に
少
年
科
学
セ
ン
タ
ー

に
行
っ
て
空
気
砲
サ
イ
エ
ン
ス

シ
ョ
ー
を
見
ま
し
た
。真
ん
中
だ

け
穴
が
あ
い
て
い
る
ダ
ン
ボ
ー

ル
に
け
む
り
を
入
れ
て
、そ
の
ダ

ン
ボ
ー
ル
を
た
た
く
と
け
む
り

が
丸
く
な
っ
て
出
る
の
が
お
も
し

ろ
か
っ
た
で
す
。次
に
気
象
台
に

行
っ
て
大
き
な
機
械
を
見
ま
し

た
が
話
が
聞
こ
え
な
く
て
何
の

機
械
か
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

お
昼
は
み
ん
な
で
カ
レ
ー
を

た
く
さ
ん
食
べ
ま
し
た
。

最
後
に
自
分
で
持
っ
て
き
た

石
を
紙
に
は
っ
て
、全
員
で
木
の

絵
を
作
り

ま
し
た
。

色
々
な

事
を
体
験

で
き
て
楽
し

か
っ
た
で
す
。

「
親
子
で
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
」

　
　
　
　
　
　

に
参
加
し
て

滝
澤
　
理
恵

牛
乳
パ
ッ
ク
と
布
を
使
っ
て
、
ペ

ン
立
て
や
小
物
入
れ
、
お
菓
子
入

れ
等
に
使
え
る
箱
を
作
り
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
と
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

牛
乳
パ
ッ
ク
を
ハ
サ
ミ
で
切

り
、
布
を
そ
れ
に
合
う
大
き
さ

に
切
り
、
布
に
の
り
を
塗
り
、

牛
乳
パ
ッ
ク
に
貼
り
、
出
来
上

が
り
で
す
。

想
像
し
て
い
た
よ
り
も
簡
単

に
で
き
た
の
で
、
家
で
も
ま
た

作
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

出
来
上
が
っ
た
作
品
は
、
実

際
に
家
で
、
ハ
サ
ミ
立
て
、
リ

モ
コ
ン
立
て
と
し
て
使
っ
て
い
ま

す
。
子
ど
も
は
ア
メ
入
れ
と
し

て
使
っ
て
い
ま
す
。
と
て
も
役

立
っ
て
い
ま
す
。

身
近
な
物
で
素
敵
な
箱
を
作

る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
が
、
と

て
も
魅
力
的
だ
し
、
節
約
や
エ

コ
に
も
つ
な
が
る
の
で
、
と
て
も

良
い
こ
と
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　
第
41
回
城
山
公
民
館
成
人
学

校
の
作
品
展
を
左
記
の
よ
う
に

行
い
ま
す
。
受
講
生
の
皆
様
の

熱
演
や
力
作
の
数
々
を
、
多
く

の
皆
様
に
ご
鑑
賞
い
た
だ
き
た

く
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

1
期　

日

　

平
成
31
年
２
月
23
日
（
土
）

　
　
　
　
　

２
月
24
日
（
日
）

2
時　

間

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

3
会　

場
　

　

城
山
公
民
館
本
館
、

　

第
二
地
区
分
館

4
内　

容
（
予
定
）

〔
展
示
〕書
道｢

写
経
入
門｣

、書
道

初
級
、書
道
、水
彩
画
初
級
、水
彩

画
上
級
、洋
画
、洋
画「
人
物
画
」、

楽
し
い
日
本
画
と
ス
ケ
ッ
チ
、木

版
画
、や
さ
し
い
洋
裁
、着
物
を
リ

フ
ォ
ー
ム
、パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
・
キ
ル

ト
、四
季
を
た
の
し
む
盆
栽
、華
道

初
級
、城
山
俳
画
ク
ラ
ブ

〔
ス
テ
ー
ジ
発
表
〕

太
極
拳
、謡
曲
初
級
、楽
し
い
ハ
ー

モ
ニ
カ
教
室
、ハ
ワ
イ
ア
ン
フ
ラ
入

門
、ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
の
実
用
英
会
話

〔
茶
道
点
前
〕

〔
囲
碁
対
局
〕

　

作
品
展
の
チ
ラ
シ
は
２
月
の

回
覧
で
ま
わ
す
予
定
で
す
。
皆

様
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

城
山
公
民
館
成
人
学
校

作
品
展
の
お
知
ら
せ

第41回

集まれ！子どもたち　子ども体験講座に参加して！

地域に学ぶ！地域と連携講座に参加して！
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戸
隠
地
質
化
石
博
物
館

田
辺　

智
隆

裾
花
川
で
取
水
さ
れ
、
長
野
裁

判
所
、
市
立
図
書
館
、
中
央
通
り

「
大
門
交
差
点
」
の
地
下
を
東
へ

流
れ
る
鐘
鋳
堰
は
、
田
町
公
民
館

近
く
か
ら
向
き
を
北
北
東
へ
変
え

ま
す
。「
東
町
東
交
差
点
」
で
国

道
４
０
６
号
を
横
切
り
、
武
井
神

社
の
東
側
を
流
れ
ま
す
。
武
井
神

社
に
は
鐘
鋳
堰
に
か
か
っ
て
い
た
と

い
う
石
橋
が
「
力
石
」
と
し
て
残
っ

て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
最
強
と

い
わ
れ
た
力
士
「
雷
電
」
が
持
ち

上
げ
た
も
の
だ
と
い
う
伝
説
が
あ

り
、
こ
の
石
に
の
る
と
元
気
に
な

る
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
先
、
岩
石
町
に
な
る
と
鐘

鋳
堰
は
再
び
地
上
を
流
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
こ
こ
は
古
く
か
ら

染
物
屋
が
あ
っ
た
場
所
で
、
堰
で

糊
や
染
料
を
落
と
す
た
め
の
川
流

し
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の

た
め
、
大
正
時
代
に
堰
を
地
中
化

す
る
工
事
の
際
に
も
、
こ
の
部
分

は
地
中
化
を
見
送
っ
た
の
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。
郷
路
山
か
ら
切

り
出
し
た
石
を
使
っ
た
見
事
な
石

垣
や
、
染
物
屋
が
川
流
し
の
際
に

使
っ
た
と
思
わ
れ
る
石
の
突
起
物

も
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
岩
石

町
の
名
も
、
堰
を
守
る
た
め
の
立

派
な
石
垣
に
ち
な
ん
だ
も
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
鐘
鋳
堰
は
「
淀
ヶ

橋
」
か
ら
三
輪
七
丁
目
へ
と
北
に

流
れ
て
い
き
ま
す
。
長
野
大
通
り

を
歩
く
と
地
形
的
に
北
側
が
高
く

な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
こ
を
北
に
水
を
流
す
の
で
す
か

ら
、
難
所
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま

す
。
「
淀
ヶ
橋
」
の
地
名
も
、
お

そ
ら
く
は
堰
の
水
が
淀
ん
で
し
ま

う
場
所
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
し
ょ
う
。

そ
こ
に
水
を
流
す
た
め
の
知
恵

と
工
夫
を
現
在
で
も
み
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
淀
ヶ
橋
で
、
湯
福
川

の
水
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
水
路

橋
で
鐘
鋳
堰
の
上
を
流
れ
、
立
体

交
差
と
な
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
は
、
木
で
つ
く
ら
れ
た
樋
だ
っ

た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま

す
。
湯
福
川
は
、
大
峰
山
の
七
曲

り
を
流
れ
下
り
、
雨
が
降
る
と
一

気
に
水
量
が
増
え
る
川
で
、
た
び

た
び
洪
水
を
起
こ
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
湯
福
川
の

土
砂
が
鐘
鋳
堰
に
流
れ
込
む
と
、

堰
が
詰
ま
り
、
水
が
流
れ
な
く
な

る
の
で
下
流
の
人
々
が
困
り
ま

す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
防
ぐ
た
め

に
、
昔
の
人
々
の
知
恵
が
こ
う
し

た
立
体
交
差
を
考
案
し
た
の
で

し
ょ
う
。
近
く
の
公
園
は
か
つ
て

の
「
土
揚
げ
場
」
で
、
鐘
鋳
堰
を

維
持
す
る
た
め
の
用
地
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
そ
の
北
側
に
は
「
樋
下

稲
荷
神
社
」
が
あ
り
、
堰
や
こ
の

樋
を
守
り
、
下
流
の
稲
の
豊
作
を

祈
願
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
先
、
鐘
鋳
堰
は
三
輪
七
丁

目
へ
流
れ
、
箱
清
水
の
北
側
を
流

れ
る
堀
切
沢
と
合
流
し
、
中
越
・

吉
田
・
石
渡
へ
と
流
れ
、
善
光
寺

平
の
水
田
を
潤
し
て
い
ま
す
。
こ

の
堰
が
い
つ
造
ら
れ
た
の
か
は
不

明
で
す
が
、
長
野
で
最
も
古
い
用

水
で
、
下
流
の
稲
作
を
支
え
て
い

た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
た
め
、
日
照
り
の
時
は
こ
の

堰
の
水
の
利
用
に
つ
い
て
流
域
全

体
で
争
い
が
起
こ
っ
た
と
い
う
歴

史
も
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
の
生
活

を
支
え
た
堰
沿
い
に
は
、
歴
史
を

し
の
ぶ
景
観
が
残
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
歩
い
て
み
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

　

第
一
地
区
・
第
二
地
区
管
内（
城

山
公
民
館
管
内
）の
新
成
人
対
象

の
成
人
式
を
11
地
区
合
同
で
執
り

行
い
ま
す
。ご
参
加
く
だ
さ
い
。

１　

該
当
者

　

平
成
10
年
４
月
２
日
か
ら

　

平
成
11
年
４
月
１
日
ま
で
に

　

生
ま
れ
た
人

２　

日
時

　

平
成
31
年
１
月
13
日
（
日
）

　

受
付　

午
前
９
時
20
分
～

　

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

　
　
　

９
時
55
分
～
10
時

　

記
念
講
演

　
　
　

10
時
５
分
～
10
時
35
分

　

式
典 

　
　
　

10
時
40
分
～
11
時
20
分

３　

会
場　

長
野
市
芸
術
館

４　

主
催

　

第
一
～
第
五
、
芹
田
、
古
牧
、

三
輪
、
浅
川
、
若
槻
、
小
田
切
地

区
成
人
式
実
行
委
員
会

５　

参
加
方
法

　

本
人
の
住
民
票
が
地
区
管
内
に

あ
る
人
に
は
、
12
月
初
旬
に
案
内

状
と
受
付
整
理
券
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
当
日
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
該
当
者
で
住
民
票
が
市

内
に
な
い
方
は
、
城
山
公
民
館
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
☎
０
２
６
‐
２
３
２
‐
３
１
１
１
）

足
も
と
か
ら
知
る

わ
が
町
の
成
り
立
ち

連
載
③ 
鐘
鋳
堰
を
あ
る
く

（2） 

武
井
神
社
か
ら
北
側
へ

11 

地
区
合
同

成
人
式
の
御
案
内

平成３1年

岩石町から地表を流れる堰

武井神社東側、地下を流れる堰

淀ヶ橋での湯福川との立体交差
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４
月
か
ら
小
布
施
で
働
い
て
い

ま
す
。い
わ
ず
と
知
れ
た「
北
斎
と

栗
の
町
」「
歴
史
と
文
化
の
町
」。人

口
１
万
余
、県
内
市
町
村
で
面
積

が
一
番
小
さ
な
町
で
す
が
、秋
は

特
に
観
光
客
で
溢
れ
て
い
ま
す
。比

較
的
平
坦
で
豊
か
な
土
壌
と
水
運

か
ら
経
済
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た

こ
と
が
、苗
市
・
六
斎
市
な
ど
と
し

て
残
っ
て
い
ま
す
。地
域
で
思
う
の

は
、人
や
文
化
を
受
け
入
れ
る
心

と
土
地
を
愛
す
る
心
。私
た
ち
の

地
域
で
も
新
た
な
交
流
を
創
り
出

し
て
い
る
小
さ
な
町
に
学
ぶ
こ
と

が
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。（
北
條
）

春
の
城
山
は
、
桜
の
お
花
見
で

大
変
賑
わ
い
ま
す
。
城
山
公
民
館

周
辺
に
も
花
見
小
屋
が
い
く
つ
か

造
ら
れ
、
花
見
客
が
桜
の
季
節
を

楽
し
ん
で
い
ま
す
。

今
日
で
は
、「
城
山
と
言
え
ば

桜
」
と
、
桜
が
あ
る
こ
と
が
当
た
り

前
の
よ
う
に
市
民
の
皆
様
は
思
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

桜
の
寿
命
は
60
年
程
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
い
っ
た
い
、
城
山
の

桜
は
、
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
に
し

て
植
樹
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。
今
回
は
、
城
山

の
桜
と
お
花
見
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
長
野
市
の
お
花
見
の
初
め

長
野
市
の
お
花
見
の
初
め
を
、

『
信
濃
毎
日
新
聞
』
等
の
記
事

で
た
ど
っ
て
み
る
と
、
明
治
25
年

（
１
８
９
２
）
４
月
15
日
付
、「
安

茂
里
久
保
寺
観
音
18
日
が
縁
日　

杏
花
の
花
見　

掛
茶
屋
も
で
き
て

い
る
」
と
い
う
記
事
や
、
明
治
34

年
（
１
９
０
１
）
４
月
16
日
と

18
日
に
「
安
茂
里
の
花　

杏
の
花

見
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て

い
て
、
明
治
30
年
代
ま
で
は
、
長

野
市
の
花
見
と
言
え
ば
、
安
茂
里

の
杏
の
花
見
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

②
城
山
の
桜
の
初
め

城
山
の
桜
の
記
事
が
掲
載
さ
れ

た
の
は
、明
治
30
年
（
１
８
９
７
）

４
月
16
日
付
、
見
出
し
「
城
山
に

桜
花
植
栽
」
記
事
に
は
「
長
野
市

の
有
志
は
長
野
城
山
な
る
道
路
の

両
側
に
百
本
の
桜
花
を
植
栽
す
る

計
画
を
存
し
、
目
下
咲
き
始
め
た

る
樹
を
植
え
ん
為
、
昨
日
買
入
に

出
向
き
た
り
。（
略
）
之
を
聞
き

た
る
岩
石
町
の
人
々
も
同
地
よ
り

直
線
に
城
山
に
至
る
道
の
両
側
に

桜
樹
を
植
え
ん
と
之
亦
協
議
中
な

り
」
と
あ
り
、
続
く
５
月
13
日
付

見
出
し
「
長
野
城
山
桜
樹
植
栽
」

記
事
に
は
「
懸
社
境
内
並
び
に
道

の
両
側
に
植
栽
し
た
る
が
、
此
の

世
話
人
は
前
島
元
助
、
宮
下
太
七

郎
、
藤
井
平
五
郎
、
鈴
木
小
右

衛
門
、
西
澤
喜
太
郞
の
諸
氏
に
し

て
、
寄
付
者
は
金
三
円
宛
、
小
坂

善
之
助
氏
外
四
氏
、
金
二
円
宛

は
岡
本
孝
平
氏
外
八
名
、
金
一
円

は
宮
下
銀
兵
衛
氏
外
十
二
氏
な
り

と
」
と
あ
り
、
当
時
の
有
志
に
よ
っ

て
、
寄
付
を
募
り
、
城
山
の
現
在

に
続
く
桜
の
樹
を
植
え
ま
し
た
。

当
時
の
桜
の
主
流
は
「
ソ
メ
イ

ヨ
シ
ノ（
染
井
吉
野
）」で
し
た
。「
ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
」
は
、
幕
末
に
江
戸

の
染
井
の
植
木
屋
か
ら
売
り
出
さ

れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在

の
城
山
の
桜
も
ほ
と
ん
ど
が
「
ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
」
で
す
。「
ソ
メ
イ
ヨ

シ
ノ
」
は
、
成
長
は
早
い
が
寿
命

は
短
い
と
言
わ
れ
、
城
山
の
桜
の

樹
は
２
～
３
代
目
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

さ
ら
に
記
事
を
追
う
と
、
明
治

31
年
（
１
８
９
８
）
４
月
12
日

付
に
は
、「
長
野
城
山
の
桜
」
と

題
し
て
「
昨
年
長
野
市
の
有
志
諸

氏
が
植
付
け
た
桜
は
枯
れ
て
根
付

か
ざ
る
も
の
あ
り
し
が
、
今
年
再

び
此
場
所
に
植
え
て
美
観
を
添
う

る
由
」
と
あ
り
、
有
志
諸
氏
に
よ

り
、
数
年
後
に
は
、
懸
社
境
内
や

城
山
に
続
く
道
の
両
側
に
、
満
開

に
咲
か
せ
る
見
事
な
桜
の
樹
を
夢

見
て
、
今
か
ら
１
２
０
年
前
、
城

山
の
桜
の
木
々
が
植
え
ら
れ
、
育

て
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
当
時
ご
尽
力
さ
れ
た
関
係
諸

氏
に
、
心
よ
り
感
謝
で
す
。

折
々
日
記

　
頼
朝
し
だ
れ
桜

柄
澤
　
申
一

我
が
茂
菅
地
域
で
は
、
平
成
24

年
（
２
０
１
２
）
か
ら
約
３
年
か

け
て
市
道
の
改
良
整
備
工
事
が
進

め
ら
れ
ま
し
た
。
完
成
記
念
に
何

か
で
き
な
い
か
市
役
所
に
相
談
し

た
と
こ
ろ
、「
し
だ
れ
桜
」
を
３

本
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
、
頼

朝
山
ト
ン
ネ
ル
東
側
入
り
口
の
一

角
に
植
樹
し
、
育
て
て
き
ま
し
た
。

２
年
前
の
春
に
は
桜
の
花
が
咲
き

始
め
、
住
民
の
皆
さ
ん
を
楽
し
ま

せ
る
よ
う
に
な
り
、
や
っ
と
一
人
前

に
育
っ
て
く
れ
た
と
思
い
ま
す
。

当
初
、
私
と
友
人
で
始
め
た
苗

木
の
お
こ
も
り
は
、
毎
月
１
回
周

囲
の
草
刈
り
か
ら
始
ま
り
、
肥
料

や
水
や
り
、
特
に
豪
雨
、
強
風
、

豪
雪
時
に
は
、
事
前
に
倒
れ
な
い

よ
う
倒
木
対
策
を
講
じ
て
、
何
と

か
成
長
を
見
守
っ
て
き
ま
し
た
。

植
え
つ
け
て
４
年
過
ぎ
た
頃
、

住
民
か
ら
桜
に
名
前
を
付
け
よ
う

と
提
案
が
あ
り
、
半
年
か
け
て
多

く
の
候
補
名
の
中
か
ら
「
頼
朝
し

だ
れ
桜
」
と
名
付
け
ま
し
た
。
今

で
は
数
名
の
サ
ポ
ー
タ
ー
も
加
わ

り
、
桜
も
根
を
張
り
、
幹
も
太
く

な
り
、
こ
れ
か
ら
も
末
永
く
楽
し

ん
で
育
て
て
ま
い
り
ま
す
。

「新しいサラダ」	 福田　里香
「祈りのカルテ」	 知念実希人
「デートクレンジング」	 柚木　麻子
「うまはかける」	 内田麟太郎
「わたしの本の空白は」	 近藤　史恵
「日の出」	 佐川　光晴
「恋の川、春の町」	 風野真知雄
「未来」	 湊　かなえ
「ミルク・アンド・ハニー」	 村山　由佳
「ウォーターゲーム」	 吉田　修一
「ディス・イズ・ザ・デイ」	 津村記久子

今
回
か
ら
、「
折
々
日
記
」
と
題
し
て
、

編
集
委
員
の
皆
さ
ん
に
よ
る
随
筆
を
掲

載
し
ま
す
。
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城山公民館図書室

新刊図書
のご案内

編
集
後
記

館
民
公
山
城

　

館
民
公
山
城

　

  

城山公民館ホームページをご覧ください。 長野市立城山公民館 検索

※他にもご希望の本が
ありましたら、お問い
合わせください。

城
山
の
桜
と
お
花
見   

そ
の
１  

城
山
の
桜
の
誕
生

城
山
の
桜
と
お
花
見   

そ
の
１  

城
山
の
桜
の
誕
生


