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令
和
３
年
度

城
山
公
民
館
職
員

公
民
館
関
係
組
織

  

城
山
公
民
館
成
人
学
校
　
開
校

城
山
公
民
館
成
人
学
校
　
開
校

��

～
学
べ
る
時
間
が
確
保
で
き
る
幸
せ
を
か
み
し
め
て
～

～
学
べ
る
時
間
が
確
保
で
き
る
幸
せ
を
か
み
し
め
て
～

　

令
和
3
年
度
の
城
山
公
民
館
成

人
学
校
は
、
予
定
ど
お
り
4
月
に
開

校
い
た
し
ま
し
た
。本
年
度
は
全
28

講
座
中
、
26
講
座
の
開
講
と
な
り
ま

し
た
。感
染
症
対
策
の
関
係
か
ら
本

年
度
の
開
講
を
見
送
っ
た
講
座
が

2
つ
あ
り
ま
し
た
が
、
次
年
度
再
度

募
集
の
予
定
で
す
。（
下
表
参
照
）

　

さ
て
、
昨
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
関
係
で
、
大
幅
に
開
講
が

遅
れ
ま
し
た
が
、
本
年
度
は
例
年
ど

お
り
4
月
に
開
講
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。今
ま
で
当
り
前
に
思
っ

て
い
た
学
び
の
時
間
は
、
実
は
と
て

も
貴
重
で
か
け
が
え
の
な
い
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
思
い
知

ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
て
、
成
人
学
校
で
学
ぶ
喜
び
が

3
つ
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。す
な
わ

ち
、
学
べ
る
喜
び
、
学
ぶ
時
間
の
あ

る
喜
び
、
学
び
の
友
を
得
て
語
り
合

え
る
喜
び
で
す
。成
人
学
校
で
学
ぶ

こ
と
を
と
お
し
て
生
き
生
き
と
し

た
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
だ
け
た

ら
素
敵
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

城
山
公
民
館
成
人
学
校
で
は
、
ま

だ
定
員
に
余
裕
の
あ
る
講
座
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
一
緒
に
学
ぶ

喜
び
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
た
ら

と
考
え
て
い
ま
す
。遠
慮
な
く
問
い

合
せ
や
見
学
を
お
願
い
し
ま
す
。

木
版
画　

講
座

霜
田　

邦
明
さ
ん

【
第
46
回 

信
州
版
画
展

 　

須
坂
新
聞
社
賞
受
賞
】

　

版
画
は
、
65
歳
か
ら
始

め
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は

飛
騨
高
山
の
版
画
美
術
館

で
、
夕
陽
を
題
材
に
し
た

グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
素
晴

ら
し
い
版
画
を
見
て
衝

撃
を
受
け
た
こ
と
か
ら
で

す
。

　

さ
っ
そ
く
、
城
山
公
民

館
成
人
学
校
の
木
版
画
講

座
を
受
講
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
受
賞
の
知
ら
せ

を
受
け
た
時
、「
自
分
の

よ
う
な
ヒ
ヨ
ッ
コ
が
…
」
と
思
い

ま
し
た
。

感染対策をして開講式を実施感染対策をして開講式を実施

　

制
作
し
て
い
る
間
は
、
時
間
を

忘
れ
没
頭
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
今
後
も
楽
し
み
な
が
ら
版
画

を
続
け
て
い
き
た
い
で
す
。

楽
し
い
ス
ケ
ッ
チ
と

日
本
画　

講
座

　
　

北
田　

友
美
子
さ
ん

【
第
30
回 

長
野
市
風
景
画
展     

  

第
一
部 

長
野
市
長
賞
受
賞
】

　

も
と
も
と
絵
が
好
き
で
水
彩
画

を
描
い
て
い
ま
し
た
が
、
展
覧
会

で
日
本
画
を
見
る
た
び
に
心
惹
か

れ
て
い
ま
し
た
。

　

市
の
広
報
で
、
城
山
公
民
館
の

成
人
学
校
に
日
本
画
の
講
座
が
あ

る
こ
と
を
知
り
、
昨
年
度
か
ら
受

講
し
ま
し
た
。

　

作
品
の
画
題
は
「
木
漏
れ
日
」

で
、
光
と
影
が
織
り
な
す
風
景
の

美
し
さ
を
表
現
し
て
み
ま
し
た
。

今
回
、
先
生
の
ご
指
導
に
よ
り
受

講
一
年
目
に
し
て
受
賞
と
な
り
感

謝
で
す
。

 

４
年
度
再
募
集
予
定
の
講
座

「
や
さ
し
い
英
語
で
楽
し
い
英
会
話
」

「
Ａ
Ｂ
Ｃ
か
ら
の
英
語
」

成人学校学びの成果…うれしい受賞
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戸
隠
地
質
化
石
博
物
館田

辺　

智
隆

　

城
山
の
ト
ン
ネ
ル
は
、
長
野
市

街
で
は
珍
し
い
花
崗
岩
（
御
影

石
）
を
使
っ
た
ア
ー
チ
状
の
石
組

み
が
特
徴
の
ト
ン
ネ
ル
で
す
。
い

つ
作
ら
れ
た
の
か
を
調
査
し
て
み

る
と
、
周
辺
の
整
備
の
一
環
で
作

ら
れ
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
前
回
、
昭

和
7
年
か
ら
12
年
に
か
け
て
の
道

路
「
御
幸
橋
横
山
線
」
の
整
備
の

一
環
で
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
仮
説
を
紹
介
し
ま
し

た
。
当
時
、昭
和
の
大
恐
慌
後
で
、

こ
の
道
路
整
備
も
失
業
対
策
応
急

事
業
だ
っ
た
と
の
こ
と
。し
か
も
、

こ
の
工
事
の
期
間
中
の
昭
和
9
年

に
は
皇
太
子
（
現
在
の

上
皇
）
が
誕
生
し
、
そ

の
お
祝
い
も
か
ね
、
城

山
の
建
御
名
方
富
命

彦
神
別
神
社
（
当
時
は

長
野
県
社
）
の
境
内
に

「
明
治
天
皇
巡
幸
記
念

碑
」
が
建
立
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

明
治
11
年
9
月
9

日
、
こ
の
城
山
を
訪
れ

た
明
治
天
皇
は
、
善
光

寺
平
の
風
景
を
見
て

「
佳
境
」
と
評
し
た
と

伝
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

巡
幸
を
記
念
し
た
石

碑
は
、
本
体
部
分
が
高

さ
5
ｍ
も
あ
る
大
き

な
も
の
で
、
台
座
や
囲
い
も
花
崗

岩
で
で
き
て
い
ま
す
。
石
碑
の
題

字
は
、
日
露
戦
争
時
の
旅
順
攻
撃

軍
の
責
任
者
で
、
明
治
天
皇
崩
御

の
際
に
殉
死
し
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
乃
木
希
典
大
将
の
字
を
集
め
て

刻
ん
だ
も
の
で
す
。
石
碑
の
設
計

は
築
地
本
願
寺
や
明
治
神
宮
な
ど

の
設
計
者
と
し
て
知
ら
れ
る
伊
東

忠
太
工
学
博
士
で
す
。
彼
の
残
し

た
資
料
か
ら
、
こ
の
石
碑
の
設
計

は
昭
和
8
年
12
月
に
完
了
し
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。
伊
東
博
士

は
明
治
神
宮
や
靖
国
神
社
の
建
設

の
際
に
、
岡
山
県
笠
岡
市
の
瀬
戸

内
海
に
あ
る
北
木
島
産
の
花
崗
岩

「
北
木
石
」
を
好
ん
で
使
用
し
ま

し
た
。
石
造
と
し
て
は
日
本
最
大

と
い
わ
れ
る
靖
国
神
社
の
大
鳥
居

も
「
北
木
石
」
で
作
ら
れ
、
昭
和

8
年
に
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
じ
時
期
に
建
て
ら
れ
た
城
山

の
巡
幸
記
念
碑
も
、
そ
の
石
質
か

ら
み
て
「
北
木
石
」
に
ほ
ぼ
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
碑
を
建
立

し
た
際
、
明
治
神
宮
や
靖
国
神
社

に
な
ぞ
ら
え
て
周
辺
を
整
備
し
た

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
善
光
寺
か

ら
こ
の
碑
へ
い
た
る
道
路
は
、
そ

の
表
参
道
と
し
て
整
備
さ
れ
、
花

崗
岩
を
加
工
し
た
ア
ー
チ
の
ト
ン

ネ
ル
が
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。
も
し
か
す
る

と
、
こ
れ
は
ト
ン
ネ
ル
で
は
な
く

石
で
つ
く
っ
た
橋
で
は
な
い
の

か
、
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
に

使
わ
れ
て
い
る
花
崗
岩
は
「
北
木

石
」
と
は
石
の
質
が
違
っ
て
い
ま

す
。
長
野
周
辺
に
は
分
布
し
な
い

石
で
あ
る
花
崗
岩
は
、
飛
騨
山
脈

や
木
曽
、
愛
知
県
さ
ら
に
伊
勢
神

宮
や
瀬
戸
内
地
方
に
か
け
て
広
く

分
布
し
ま
す
。
伊
勢
神
宮
の
御
幸

道
路
に
並
ぶ
大
き
な
石
灯
篭
、
明

治
神
宮
の
神
宮
橋
も
「
北
木
石
」

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

由
緒
あ
る
石
材
を
特
に
選
ん
で
、

使
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ち

な
み
に
、
大
正
時
代
の
長
野
市
の

中
央
通
り
拡
幅
の
際
に
も
、
こ
の

花
崗
岩
が
道
路
の
範
囲
を
示
す
目

安
の
石
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

こ
の
ト
ン
ネ
ル
の
建
設
に
関

わ
っ
た
石
材
店
や
石
工
さ
ん
が
わ

か
れ
ば
、
こ
の
仮
説
が
検
証
さ
れ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ご
存
じ
の

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、

ぜ
ひ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

明治 12 年の城山周辺の地図明治 12 年の城山周辺の地図
（長野市史　大正 14 年発行）（長野市史　大正 14 年発行）

明治天皇巡幸記念碑明治天皇巡幸記念碑

城山小学校に残る謎のトンネル城山小学校に残る謎のトンネル

市民講座
これからの

お申込みを
お待ちしています
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城
山
公
民
館
は
、
地
域
に
根
差

し
、
地
域
と
歩
む
公
民
館
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
回
は
昨
年
度
の
第

一
地
区
に
続
き
、
第
二
地
区
住
民

自
治
協
議
会
の
寺
島
会
長
に
地
域

と
公
民
館
の
関
わ
り
等
に
つ
い
て

お
話
を
う
か
が
い
、
今
後
の
公
民

館
運
営
の
指
標
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
　
　
　
　

◇

○
第
二
地
区
の
概
要
・
課
題
な
ど

を
お
話
し
く
だ
さ
い
。

　

当
地
区
は
、
善
光
寺
の
南
・
東
・

北
に
位
置
し
、
昔
か
ら
文
化
の
香

り
高
い
地
域
と
し
て
歴
史
を
重
ね

て
き
ま
し
た
。
人
々
の
濃
い
関
わ

り
と
多
様
な
生
業
の
エ
キ
ス
パ
ー

ト
が
多
い
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
公
園
や
文
化
施
設
等
も
多

く
、魅
力
あ
る
地
域
の
一
つ
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
は
一
年
以
上
続
く

コ
ロ
ナ
禍
が
、
以
前
は
当
た
り
前

だ
っ
た
老
若
男
女
の
関
わ
り
を
妨

げ
て
い
る
状
況
で
す
。
こ
の
膠
着

し
た
今
こ
そ
、
以
前
に
も
増
し
て

共
に
希
望
や
一
体
感
の
も
て
る
暮

ら
し
の
た
め
に
何
を
す
る
か
、
で

き
る
こ
と
か
ら
歩
み
だ
す
時
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　

◇

○
公
民
館
の
課
題
に
つ
い
て
う
か

が
い
ま
す
。

　

現
在
、
地
域
で
高
齢
者
を
支
え

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
多
く
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
若
い
親
や
幼
児
を

支
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
少
な
い

の
が
現
状
で
す
。
公
民
館
は
さ
ら

に
工
夫
し
、
安
心
し
て
子
育
て
の

で
き
る
取
り
組
み
を
進
め
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
子
ど

も
た
ち
が
大
人
た
ち
と
自
然
な
関

り
の
も
て
る
場
を
作
る
の
も
、
公

民
館
の
役
割
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
子
ど
も
た
ち
と
ど
う

関
わ
る
か
が
、
公
民
館
の
課
題
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　

◇

○
城
山
公
民
館
へ
の
要
望
な
ど
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

第
二
地
区
住
民
自
治
協
議
会
で

は
、『
小
さ
な
一
歩
サ
ロ
ン
』
や
『
お

茶
の
み
サ
ロ
ン
』
等
の
講
座
に
根

強
い
人
気
が
あ
り
ま
す
。
子
育
て

の
中
で
孤
独
を
感
じ
る
お
母
さ
ん

や
子
ど
も
た
ち
を
支
え
て
い
き
た

い
と
願
い
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

城
山
公
民
館
で
も
、
未
就
園
児

と
保
護
者
対
象
の
『
ひ
よ
こ
く
ら

ぶ
』
や
、小
学
生
親
子
対
象
の
『
あ

ひ
る
く
ら
ぶ
』
で
様
々
な
体
験
の

シ
リ
ー
ズ
企
画
を
し
た
り
、
大
人

対
象
の
料
理
講
座
等
を
実
施
し
た

り
し
て
い
ま
す
。
今
後
は
、
今
ま

で
公
民
館
の
関
り
の
薄
か
っ
た
、

勉
強
・
部
活
等
で
多
忙
な
中
・
高

生
を
対
象
と
す
る
講
座
を
企
画
し

て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

第
二
地
区
は
、
善
光
寺
さ
ん
の

お
か
げ
で
、
昔
か
ら
社
会
的
弱
者

に
や
さ
し
い
地
域
で
し
た
。
乳
児

院
・
老
人
ホ
ー
ム
・
大
人
や
少
年

の
更
生
施
設
な
ど
を
開
き
、
福
祉
・

厚
生
の
原
点
が
こ
の
地
に
は
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
お
お
ら
か
で
公

平
で
あ
る
こ
と
を
大
事
に
し
て
き

た
地
域
で
す
。

第
二
地
区
住
民
自
治
協
議
会
会
長
に
聞
く

地
域
と
と
も
に
歩
む
城
山
公
民
館

地
域
と
と
も
に
歩
む
城
山
公
民
館

第
二
地
区
会
長
　寺
島
　賴
利 

さ
ん

　

こ
の
よ
う
な
地
域
性
を
受
け
、

城
山
公
民
館
は
歴
史
的
・
文
化
的

背
景
を
ふ
ま
え
て
事
業
を
重
ね
て

き
た
経
緯
が
あ
り
、
他
の
公
民
館

と
は
異
な
る
歩
み
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
今
後
も
事
業
に
生
か

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
地
域
の
人
々
や
文
化
・

福
祉
の
諸
施
設
関
係
者
と
も
連
携

し
、
皆
さ
ん
の
悩
み
や
願
い
を
共

有
す
る
親
し
み
の
あ
る
様
々
な
講

座
等
の
企
画
を
立
ち
上
げ
て
ほ
し

い
と
願
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
こ
こ
に
住
ま
う
人
々

の
文
化
・
福
祉
等
の
充
実
を
願
う

目
的
が
重
な
る
城
山
公
民
館
と
第

二
地
区
住
民
自
治
協
議
会
が
、
い

か
に
関
わ
る
か
を
考
え
る
よ
い
機

会
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

（
聞
き
手　

館
長　

小
池
）

折
々
日
記

折
々
日
記

「
デ
ジ
タ
ル
社
会
へ
の
夢
」

「
デ
ジ
タ
ル
社
会
へ
の
夢
」

�

柄
澤　

申
一

　

ご
存
じ
の
と
お
り
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
」
が
蔓
延
し
て
約
1

年
半
過
ぎ
ま
し
た
が
、
強
力
な
変

異
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
る

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
対
策
は
更
な
る

3
密
解
消
・
手
洗
い
・
マ
ス
ク
着

用
の
徹
底
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
加
速
と
い
う

明
る
い
期
待
も
あ
り
ま
す
が
、
１

日
も
早
く
お
願
い
し
た
い
と
こ
ろ

で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
最
近
デ
ジ
タ
ル
改

革
が
国
会
で
議
論
さ
れ
ま
し
た
が
、

我
々
の
身
近
な
話
題
と
し
て
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
い
健
康

保
険
証
・
運
転
免
許
証
な
ど
普
及

を
図
っ
て
い
き
た
い
と
の
こ
と
。

　

い
ろ
い
ろ
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を

構
築
し
た
デ
ジ
タ
ル
社
会
に
向
け

１
つ
で
も
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
を

希
望
し
ま
す
。

　

国
政
調
査
員
を
経
験
し
、
何
回

か
の
戸
別
訪
問
で
、
名
前
住
所
等

表
札
が
な
く
入
居
者
の
確
認
に
戸

惑
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
情
報
・
ネ
ッ
ト

社
会
が
私
の
夢
。世
界
最
強
の
ス
ー

パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
「
富
岳
」
を

活
用
し
て
デ
ジ
タ
ル
社
会
構
築
を

進
め
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

ひよこくらぶ ちょこっとふぁーむ ジャガイモ体験ひよこくらぶ ちょこっとふぁーむ ジャガイモ体験
ジャガイモの袋栽培を体験する幼児ジャガイモの袋栽培を体験する幼児
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戦
国
時
代
、
横
山
城
（
現

城
山
公
民
館
付
近
）
に
布

陣
し
川
中
島
の
戦
い
に
臨

ん
だ
上
杉
謙
信
は
、
こ
の

岩
か
ら
川
中
島
の
武
田
方

の
動
き
に
目
を
光
ら
せ
た
。

手
前
は
長
野
県
立
美
術
館
。

　

物
見
の
岩
か
ら
川
中
島
・

松
代
方
面
を
一
望
に
す
る

こ
と
が
で
き
、
上
杉
方
に

と
っ
て
絶
好
の
物
見
台
で

あ
っ
た
。

編
集
後
記

　

田
辺
先
生
の
「
城
山
公
園�

地
下

の
不
思
議
」
を
興
味
深
く
ご
覧
に

な
っ
て
い
る
方
は
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
も
愛
読

者
の
ひ
と
り
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な

史
料
を
あ
た
る
な
か
で
〝
地
下
の

不
思
議
〟
を
少
し
ず
つ
着
実
に
紐

解
い
て
い
く
さ
ま
は
、
ま
る
で
推

理
小
説
の
よ
う
。
も
っ
と
た
く
さ

ん
、
も
っ
と
早
く
続
き
が
読
み
た

い
！
と
、
待
ち
き
れ
な
い
思
い
で

い
っ
ぱ
い
で
す
。
連
載
も
残
り
数

回
と
の
こ
と
。
み
な
さ
ま
ご
一
緒

に
存
分
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

�

（
山
口
み
）

あちこちスナップ

＜あの絵＞のまえで	 原田　マハ
スキマワラシ	 恩田　　陸
元彼の遺言状	 新川　帆立
マスクをとったら	 いりやま　さとし
コンジュジ	 木崎　みつ子
ちこくのりゆう	 森くま堂
祥子さんこの知恵、いただきます	 村上　祥子
春夏秋冬のイベントを楽しむ
いしばしなおこの季節の折り紙	　　いしばし　なおこ

新
刊
図
書
の
ご
案
内

謙信物見の岩から望む川中島・松代方面謙信物見の岩から望む川中島・松代方面 謙信物見の岩（箱清水）謙信物見の岩（箱清水）

城
山
公
民
館  

歴
史
シ
リ
ー
ズ

城
山
公
園そ

の
８

　

こ
の
歴
史
シ
リ
ー
ズ
を
始
め
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
城
山

公
園
一
帯
が
新
し
く
生
ま
れ
変
わ

る
前
に
、
そ
の
歴
史
を
た
ど
り
、

長
く
記
憶
に
と
ど
め
て
お
き
た
い

と
い
う
願
い
か
ら
で
し
た
。

　

去
る
4
月
10
日
、
新
築
工
事
が

終
わ
っ
た
長
野
県
立
美
術
館
が
開

館
し
ま
し
た
。
ま
た
、
か
つ
て
Ｎ

Ｈ
Ｋ
長
野
放
送
局
が
あ
っ
た
長
野

市
城
山
分
室
跡
地
に
は
、
大
き
な

駐
車
場
も
で
き
ま
し
た
。
城
山
公

園
は
、
今
、
確
実
に
姿
を
変
え
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

▼

　

か
つ
て
、
城
山
公
園
西
側

に
は
三
つ
の
池
が
並
び
千
鳥

ケ
池
❶
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
明
治
43
年
（
1
9
1
0
）

2
月
、
諏
訪
湖
研
究
者
の
橋

本
福
松
（
古
今
書
院
創
設

者
）
が
長
野
付
近
の
ス
ケ
ー

ト
場
（
氷
滑
場
）
の
調
査
を

実
施
し
、
千
鳥
ケ
池
が
好
適

で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
ま
し

た
。
翌
明
治
44
年
1
月
に
は
、
こ

の
池
で
長
野
ス
ケ
ー
ト
倶
楽
部
の

発
会
式
と
競
技
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
当
日
は
、
諏
訪
か
ら
ス
ケ
ー

ト
選
手
の
田
中
克
己
を
招
い
て
の

模
範
演
技
や
4
0
0
ヤ
ー
ド
（
約

3
6
0
ｍ
）
競
争
な
ど
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
昨
年
（
令
和
2
年
）、

最
後
ま
で
残
っ
て
い
た
池
❶
が
埋

め
立
て
ら
れ
、
善
光
寺
北
側
の
風

景
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

▼

　

明
治
41
年
（
1
9
0
8
）
9
月
、

城
山
一
帯
で
一
府
十
県
聯
合
共
進

会
（
館
報
1
8
2
号
参
照
）
が
開

催
さ
れ
、
そ
の
折
に
建
て
ら
れ
た

の
が
参
考
館
❷
で
し
た
。
こ
れ
は

後
に
商
品
陳
列
館
、
長
野
市
公
民

館
（
城
山
公
民
館
前
身
）・
日
米
文

化
セ
ン
タ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ
ま

し
た
。
現
在
、
長
野
県
立
美
術
館

が
あ
る
あ
た
り
で
す
。

　

大
正
15
年
（
1
9
2
6
）
7
月

に
は
、
長
野
体
育
協
会
の
城
山
グ

ラ
ウ
ン
ド
❸
が
完
成
し
、
大
観
衆

の
前
で
法
政
チ
ー
ム
と
三
田
ク
ラ

ブ
の
試
合
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
高
校
野
球
や
中
学
校
陸
上

大
会
等
に
利
用
さ
れ
る
な
ど
、
市

民
に
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
が
、

現
在
は
「
ふ
れ
あ
い
広
場
」　

へ
と

姿
を
変
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、

城
山
公
園
一
帯
は
大
き
く
変
貌
を

遂
げ
て
き
た
の
で
し
た
。��

（
小
池
）

姿を変える城山公園

❶ 千鳥ケ池（中央が最後に埋め立てられた池）　❷ 商品陳列館（後の長野市公
民館・日米文化センター）❸ 長野体育協会城山グラウンド　❹ 御大典記念公
園（大噴水と西洋風庭園　周囲の楕円通路は馬場道）❺ 城山小学校　校庭　

深田町上空から見た城山公園一帯　昭和4年8月30日撮影


