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（８月１日現在）

世帯数
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9,110戸
20,960人
10,056人
10,904人

杏仁

　

７
月
21
日

（
日
）
、
梅

雨
空
に
そ
び

え
る
２
本
の

柱
松
を
横
目

で
見
な
が
ら
、

柱
松
神
事
が

始
ま
る
講
堂

前
広
場
に
一

行
は
立
っ
た
。

平
成
23
年
に

国
重
要
無
形

民
俗
文
化
財

に
指
定
さ
れ

注
目
を
集
め

出
し
た
、
三
年
に
一
度
開
催
さ
れ

る
柱
松
神
事
を
一
目
見
た
い
と
集

ま
る
人
々
。
教
育
文
化
部
会
と
安

茂
里
公
民
館
が
共
催
し
て
企
画
し

た
今
回
の
見
学
会
に
は
、
申
込
み

当
日
に
即
満
員
と
な
り
、
何
人
か

は
キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
と
い
う
盛
況

さ
で
あ
っ
た
。

　

飯
山
市
内
を
抜
け
野
沢
温
泉
手

前
の
北
竜
湖
脇
に
あ
る
小
菅
集
落

は
、
古
く
か
ら
戸
隠
や
飯
縄
と
並

ぶ
修
験
道
の
聖
地
で
、
７
世
紀
に

役え
ん
の

行ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

が
小
菅
山
に
籠
っ
た
の

が
始
ま
り
と
い
う
。
雑
木
を
山
ぶ

ど
う
の
蔓
で
束
ね
た
４
ｍ
余
り
の

柱
松
を
２
本
立
て
、
上
（
東
）
の

「
天
下
泰
平
」
と
下
（
西
）
の

「
五
穀
豊
穣
」
で
そ
の
年
の
吉
凶

を
占
う
。

　

修
験
者
の
験け
ん

比く
ら

べ
に
由
来
す
る

と
い
う
。
曇
天
と
は
い
え
蒸
し
暑

い
中
待
つ
こ
と
２
時
間
、
よ
う
や

く
山
姥
に
連
れ
ら
れ
赤
装
束
の
７

歳
児
の
松ま
つ

神み

こ子
が
登
場
し
、
い
よ

い
よ
始
ま
る
神
事
に
期
待
が
高
ま

る
。
庭
を
囲
む
群
衆
か
ら
は
、

「
祭
り
と
は
、
待
つ
こ
と
な
り
」

と
い
う
名
言
も
聞
か
れ
た
。
柱
松

の
頭
で
は
若
衆
が
持
ち
上
げ
た
松

神
子
を
保
持
し
な
が
ら
、
尾
花

（
ス
ス
キ
の
穂
）

に
火
打
石
で
火

を
起
こ
し
先
に

燃
え
た
方
が
勝

ち
と
な
る
。
今

年
は
下
（
西
）

の
勝
ち
と
な
り
、

小
菅
集
落
に
は

「
五
穀
豊
穣
」

が
約
束
さ
れ
た

よ
う
だ
。
火
が

付
い
た
途
端
、
柱
松
は
倒
さ
れ
、

待
ち
構
え
た
群
衆
は
、
虫
よ
け
に

な
る
と
い
わ
れ
る
尾
花
や
松
榊
、

桂
の
木
等
を
奪
い
合
っ
て
家
に
持

ち
帰
っ
た
。

（
参
加
者
の
声
）

　
小
管
の
柱
松
神
事
と

　
　
　
飯
山
高
校
の
快
挙

平
柴　

遠
藤
　
進

　

か
つ
て
修
験
道
の
地
と
し
て
知

ら
れ
た
飯
山
市
瑞
穂
の
小
菅
地
区
。

西
に
妙
高
山
を
望
む
60
戸
余
の
集

落
は
、
三
年
に
一
度
の
「
柱
松
柴さ
い

燈と
う

神
事
」
（
国
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
）
で
熱
気
に
包
ま
れ
て
い
た
。

神
事
は
、
小
菅
神
社
隣
の
講
堂
前

に
立
て
た
二
本
の
柱
松
（
雑
木
を

束
ね
た
円
柱
形
）
の
ど
ち
ら
に
先

に
火
が
付
い
た
が
で
世
相
を
占
う

趣
旨
。
数
百
人
が
今
か
今
か
と
待

つ
中
、
太
鼓
の
合
図
で
若
衆
が

　

９
月
１
日
は
防
災

の
日
。
関
東
大
震
災

記
念
日
で
も
あ
る
。

昔
か
ら
こ
の
日
を

二
百
十
日
（
に
ひ
ゃ

く
と
お
か
）
と
い
い
、

立
春
か
ら
数
え
て
２
１
０
日
目
に

あ
た
り
、
農
家
に
と
っ
て
は
厄
日

で
も
あ
る
。
こ
の
日
は
台
風
の
特

異
日
と
さ
れ
、
収
穫
間
際
の
稲
作

農
家
に
と
っ
て
は
心
配
が
尽
き
な

い
。
果
樹
農
家
に
と
っ
て
も
、
り

ん
ご
や
な
し
・
ぶ
ど
う
等
丹
精
込

め
て
育
て
た
果
樹
の
落
下
の
被
害

が
大
き
い
時
期
で
あ
る
。
▼
そ
の

た
め
農
家
で
は
風
祭
り
と
称
し
て

風
上
に
鎌
の
先
を
向
け
て
屋
根
に

挿
し
て
風
除
け
を
し
た
り
、
有
名

な
富
山
県
の
「
お
わ
ら
風
の
盆
」

も
同
様
に
人
び
と
の
切
な
る
願
い

を
伝
え
る
祭
り
で
あ
る
。
防
災
の

日
は
昭
和
34
年
に
伊
勢
湾
台
風
で

甚
大
な
被
害
が
出
た
た
め
で
あ
り
、

重
ね
て
大
正
12
年
の
関
東
大
震
災

の
惨
事
も
教
訓
に
、
防
災
意
識
を

高
め
る
目
的
で
決
め
た
も
の
で
あ

る
。
▼
以
後
各
自
治
体
も
、
人
命

を
守
る
た
め
の
防
災
訓
練
を
重
視

し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
「
災
害

は
、
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
来
る
」

と
の
言
葉
通
り
、
自
分
は
勿
論
家

族
や
地
域
全
員
が
守
れ
る
よ
う
、

先
人
の
知
恵
に
学
ん
だ
り
具
体
的

に
防
災
訓
練
へ
積
極
的
に
参
加
し

て
、
ど
う
行
動
し
た
ら
み
ん
な
が

助
か
る
か
体
得
す
る
こ
と
は
大
切

で
あ
ろ
う
。

尾花に点火した柱松

柱松に登った若衆

山姥と松神子登場
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国重要無形民俗文化財
飯山市小菅

 柱松神事見学記
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裾
花
児
童
セ
ン
タ
ー
は
、
放
課

後
等
児
童
が
安
全
安
心
に
過
ご
す

居
場
所
、
遊
び
場
で
、
友
達
と
の

交
流
や
集
団
活
動
を
通
じ
、
ル
ー

ル
や
マ
ナ
ー
を
守
り
仲
良
く
過
ご

す
場
で
す
。
今
年
度
も
、
一
学
年

中
、
６
割
を
超
え
る
お
子
さ
ん
が

利
用
登
録
児
童
と
な
り
ま
し
た
。

　

学
校
か
ら
帰
っ
て
来
て
宿
題
を

す
ま
せ
る
と
、
早
速
自
分
の
や
り

た
い
遊
び
を
始
め
ま
す
。
遊
戯
室

で
は
主
に
、
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
、
一

輪
車
で
遊
び
ま
す
。
一
輪
車
で
は
、

年
に
４
・
５
回
「
一
輪
車
テ
ス
ト
」

を
行
い
、
合
格
を
励
み
に
更
に
上

達
を
目
指
し
て
練
習
を
し
て
い
ま

す
。
他
室
内
で
は
ト
ラ
ン
プ
・
ウ

ノ
・
オ
セ
ロ
・
す
ご
ろ
く
や
大
型

積
木
・
ブ
ロ
ッ
ク
・
組
み
組
み
ス

ロ
ー
プ
な
ど
で
遊
ん
で
い
ま
す
。

又
折
り
紙
で
季
節
の
制
作
を
し
て

い
ま
す
。
保
護
者
の
方
か
ら
、
作

品
か
ら
成
長
を
感
じ
ら
れ
る
と
喜

ば
れ
て
い
ま
す
。
外
で
は
、
虫
探

し
・
砂
遊
び･

鬼
ご
っ
こ
・
サ
ッ

カ
ー
等
で
活
発
に
走
り
回
っ
て
い

ま
す
。

　

週
一
回
、
読
み
聞
か
せ
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
「
あ
ん
ず
姫
」
さ
ん
に
、

絵
本
や
紙
芝
居
を
読
ん
で
い
た
だ

い
た
り
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
さ
ん
に

折
り
紙
・
将
棋
を
教
え
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
達
の
声
が
溢
れ
騒
が
し

い
毎
日
で
、
時
に
は
ト
ラ
ブ
ル
も

あ
り
ま
す
が
、
友
達
と
仲
良
く
楽

し
く
過
ご
せ
る
よ
う
見
守
っ
て
い

ま
す
。

　

裾
花
子
ど
も
プ
ラ
ザ
は
、
二
年

生
か
ら
六
年
生
ま
で
の
集
団
な
の

で
、
そ
の
特
性
を
生
か
し
「
上
の

子
は
下
の
子
を
い
た
わ
り
、
下
の

子
は
上
の
子
を
敬
う
」
そ
ん
な
心

が
育
っ
て
く
れ
た
ら
と
願
い
つ
つ
、

日
々
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

来
館
す
る
と
低
学
年
は
三
十
分
、

高
学
年
は
一
時
間
程
学
習
し
ま
す
。

そ
の
後
は
、
自
由
遊
び
の
時
間
と

な
り
、
各
部
屋
で
ト
ラ
ン
プ
や

ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
・
卓
球
等
で
遊
び

ま
す
。
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
を
安

全
で
有
効
に
使
う
た
め
、
部
屋
を

区
切
っ
た
り
机
を
卓
球
台
に
し
た

り
、
布
製
の
ボ
ー
ル
を
使
う
な
ど

工
夫
を
し
て
い
ま
す
。
週
に
二
日

体
育
館
で
鬼
ご
っ
こ
・
縄
跳
び
・

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
等
思
い
切
り
体
を

動
か
し
ま
す
。
又
、
学
校
休
業
日

は
、
低
学
年
・
高
学
年
が
学
年
を

超
え
て
協
力
し
あ
い
、
そ
れ
ぞ
れ

が
遊
び
を
広
げ
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

一
日
の
終
わ
り
は
帰
り
の
会
で
、

紙
芝
居
等
の
読
み
聞
か
せ
を
し
、

心
を
落
ち
着
か
せ
て
か
ら
連
絡
事

項
等
を
伝
え
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
登
録
児
童
数
が

一
六
五
名
と
大
勢
に
な
り
ま
し
た

が
、
保
護
者
の
方
に
無
事
子
ど
も

達
を
お
渡
し
で
き
る
よ
う
、
職
員

一
同
心
が
け
て
お
り
ま
す
。

「
松
神
子
」
と
呼
ば
れ
る
男
児
を

抱
え
て
駆
け
寄
り
、
柱
に
引
き
上

げ
る
。
男
児
は
火
打
ち
石
で
頂
上

の
ス
ス
キ
に
火
を
付
け
よ
う
と
奮

戦
。
数
分
後
、
「
下
」
側
の
穂
が

先
に
ぽ
っ
と
燃
え
上
が
る
と
一
斉

に
歓
声
が
上
が
っ
た
。
ご
託
宣
は

「
五
穀
豊
穣
」
。
柱
松
を
燃
や
す

こ
と
は
せ
ず
、
神
事
は
あ
っ
け
な

く
終
了
。

　

小
管
の
里
は
四
年
前
、
風
景
の

国
宝
と
も
言
わ
れ
る
国
の
重
要
文

化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
た
。
地
域

を
挙
げ
美
し
い
景
観
や
文
化
財
の

保
護
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
少

子
高
齢
化
で
神
事
の
存
続
を
危
惧

す
る
声
も
。
こ
の
日
は
飯
山
高
校

が
甲
子
園
出
場
を
決
め
、
小
菅
の

皆
さ
ん
も
快
挙
に
勇
気
づ
け
ら
れ

た
と
思
う
。

（
参
加
者
の
声
）

　
飯
山
市
小
菅
を
訪
ね
て

　

教
育
文
化
部　

野
村
　
憲
司

　

高
橋
ま
ゆ
み
人
形
館
を
訪
れ
、

表
情
豊
か
な
爺
ち
ゃ
ん
・
婆
ち
ゃ

ん
た
ち
、
子
ど
も
た
ち
と
の
触
れ

合
う
情
景
は
、
自
分
が
子
ど
も

だ
っ
た
頃
の
昭
和
の
時
代
を
思
い

出
さ
せ
、
懐
か
し
く
心
が
癒
さ
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
国
の
重
要
無
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
、
三
年
に

一
度
開
催
す
る
「
小
菅
の
柱
松
神

事
」
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

様
々
な
衣
装
を
身
に
ま
と
う
役
者

た
ち
と
神
輿
を
担
ぐ
担
ぎ
手
が
列

と
な
り
、
掛
け
声
を
し
な
が
ら
練

り
歩
く
様
は
、
迫
力
満
点
！
！

　

ま
た
、
二
本
（
上
・
下
）
の
四

メ
ー
ト
ル
の
柱
松
の
て
っ
ぺ
ん
に

あ
る
尾
花
に
、
ど
ち
ら
の
柱
松
が

先
に
点
火
す
る
か
を
競
う
神
事
に

は
、
大
人
が
松
神
子
と
呼
ば
れ
る

子
ど
も
を
て
っ
ぺ
ん
ま
で
登
ら
せ
、

懸
命
に
火
を
つ
け
る
様
、
そ
し
て
、

点
火
し
た
瞬
間
の
感
動
は
、
忘
れ

る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

古
く
か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
る

伝
統
や
魅
力
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と

が
で
き
、
大
変
有
意
義
な
一
日
と

な
り
ま
し
た
。
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虫よけの尾花の奪い合い

児
童
セ
ン
タ
ー
・

子
ど
も
プ
ラ
ザ
の
紹
介
④組み組みスロープ

一輪車の練習

帰りの会

大
所
帯
の
子
ど
も
プ
ラ
ザ

〔
裾
花
子
ど
も
プ
ラ
ザ
〕
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さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
挑
戦

〔
裾
花
児
童
セ
ン
タ
ー
〕
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本
年
度
、

教
育
文
化
部

会
部
会
長
の

大
役
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
合
わ

せ
て
安
茂
里
公
民
館
運
営
委
員
も

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
微
力
で
す
が
、
安
茂
里
の

た
め
に
一
生
懸
命
取
り
組
ま
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

安
茂
里
公
民
館
に
は
沢
山
の

方
々
が
集
っ
て
き
ま
す
。
各
種
会

合
に
来
ら
れ
る
方
、
各
種
講
座
、

後
援
会
等
に
来
ら
れ
る
方
。
多
種

多
様
の
目
的
で
公
民
館
は
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

皆
様
も
一
度
安
茂
里
公
民
館
に

来
て
み
て
く
だ
さ
い
。
活
気
溢
れ

る
、
明
る
い
笑
顔
が
集
っ
て
い
ま

す
。
是
非
気
軽
に
遊
び
に
来
て
み

て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
な
に
か

気
付
い
た
事
が
あ
っ
た
ら
気
軽
に

意
見
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
皆
様

で
創
る
公
民
館
に
し
て
い
き
ま
せ

ん
か
？
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

私
も
運
営
委
員
と
し
て
、
よ
り

良
い
公
民
館
に
す
る
た
め
色
々
考

え
て
み
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

普
段
聞
き
慣
れ
な
い
、
「
マ
ン

ボ
」
っ
て
何
の
こ
と
？
。
ラ
テ
ン

音
楽
の
マ
ン
ボ
で
も
、
海
で
泳
ぐ

マ
ン
ボ
ウ
で
も
な
く
、『
広
辞
苑
』

を
見
て
も
載
っ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
安
茂
里
西
河
原
地
区
の
国
道

19
号
線
と
Ｊ
Ｒ
信
越
線
に
か
か
る

短
い
ト
ン
ネ
ル
部
分
辺
り
を
指
し

て
、
地
元
の
方
々
は
「
マ
ン
ボ
」

と
言
っ
た
り
「
マ
ン
ボ
坂
」
と
呼

ん
で
い
る
。
ト
ン
ネ
ル
の
上
に
は

太
田
沢
川
が
流
れ
、
並
行
し
て
農

道
も
走
り
、
中
学
生
は
国
道
を
横

断
せ
ず
に
通
学
路
と
し
て
利
用
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
構
造
か
ら
短

い
ト
ン
ネ
ル
・
隧
道
の
こ
と
を
、

マ
ン
ボ
と
理
解
し
て
い
る
向
き
も

あ
る
が
、
地
元
の
96
歳
の
古
老
の

話
に
よ
る
と
父
や
祖
父
の
時
代

（
明
治
時
代
）
に
も
既
に
呼
ん
で

い
た
と
い
う
か
ら
、
当
時
県
道
と

し
て
開
通
し
た
昭
和
13
年
以
前
、

信
越
線
開
通
の
明
治
21
年
頃
か
ら

「
マ
ン
ボ
」
と
呼
ん
で
い
た
よ
う

だ
。
『
安
茂
里
史
』
に
よ
れ
ば
大

町
街
道
沿
い
の
集
落
を
避
け
て
南

側
の
農
地
を
県
道
開
設
に
向
け
て

工
事
を
し
た
。
太
田
沢
の
天
井
川

を
く
り
抜
い
て
の
作
業
は
難
工
事

で
あ
っ
た
よ
う
で
、
「
マ
ン
ボ
」

と
は
太
田
沢
の
「
水
路
橋
」
を
指

し
て
呼
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
地
元
の
作

場
道
（
農
道
）
と
し
て
西
河
原
～

伊
勢
宮
～
宮
沖
～
犀
川
に
通
じ
る

道
を
「
マ
ン
ボ
の
道
」
と
呼
び
、

現
在
は
住
宅
団
地
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
田
畑
に
行
き
来
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

「
マ
ン
ボ
」
と
は
「
短
い
ト
ン

ネ
ル
・
隧
道
」
を
指
す
の
で
は
な

く
、
「
水
路
橋
」
で
あ
る
と
い
う

が
、
「
橋
」
と
し
て
住
民
が
認
知

し
出
し
た
の
は
明
治
21
年
の
信
越

線
開
通
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
や
は
り
「
水
路
」
が
絡

ん
で
い
る
よ
う
で
、
「
水
」
が
関

係
し
て
い
る
。

　

実
は
「
マ
ン
ボ
」
と
い
う
言
葉

は
他
所
に
も
見
ら
れ
る
。
三
重
県

鈴
鹿
山
麓
の
「
マ
ン
ボ
」
は
地
下

水
路
を
指
し
、
伊
那
谷
で
も
「
マ

ン
ボ
」
が
あ
り
横
井
戸
を
言
う
。

ど
ち
ら
も
水
に
関
係
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
起
源
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

の
地
下
水
路
「
カ
ナ
ー
ト
」
に
あ

る
よ
う
で
、
中
国
（
「
カ
ン
チ

ン
」
）
、
韓
国
（
「
マ
ン
ヌ
ン

ボ
」
）
を
通
り
日
本
に
来
た
と
い

う
。
日
本
で
は
江
戸
末
期
か
ら
明

治
期
に
造
ら
れ
た
よ
う
で
、
韓
国

で
い
う
「
マ
ン
ヌ
ン
ボ
」
は
水
路

に
蓋
を
し
た
暗あ
ん
き
ょ渠
式
水
路
を
い
い
、

そ
こ
か
ら
「
マ
ン
ボ
」
の
名
称
も

派
生
し
た
ら
し
い
。
伊
那
谷
の

「
マ
ン
ボ
」
は
、
中
央
ア
ル
プ
ス

山
麓
沿
い
の
扇
状
地
の
た
め
沢
水

が
み
な
地
下
浸
透
し
て
し
ま
う
の

で
、
横
穴
を
掘
っ
て
地
下
水
を
集

め
て
下
流
に
流
し
、
や
が
て
地
表

に
出
し
て
利
用
す
る
地
下
水
路
を

い
う
。

　

で
は
、
安
茂
里
西
河
原
の
「
マ

ン
ボ
」
は
、
ど
う
し
て
そ
う
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
太
田

沢
川
の
上
流
は
山
林
の
沢
水
を
集

め
、
ホ
タ
ル
も
舞
う
澄
ん
だ
清
流

で
あ
る
。
た
だ
し
水
量
が
少
な
く

漏
水
も
多
く
、
下
流
の
田
畑
を
潤

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
上
流

の
家
々
は
屋
敷
内
に
水
を
引
き
込

ん
で
、
飲
料
水
等
に
利
用
し
て
い

た
が
、
ひ
と
た
び
大
雨
が
降
る
と

暴
れ
川
と
な
り
、
天
井
川
下
流
域

の
家
屋
敷
に
流
れ
込
む
こ
と
が
多

か
っ
た
と
い
う
。
川
に
蓋
を
す
る

こ
と
も
で
き
ず
、
「
水
路
橋
」
が

示
す
通
り
、
信
越
線
の
開
通
で
太

田
沢
川
通
水
の
た
め
の
橋
を
造
っ

た
明
治
21
年
以
降
に
呼
ば
れ
出
し

た
名
称
で
あ
ろ
う
か
。

第
45
回
安
茂
里
地
区

　
　

ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典

　
　

―
競
技
結
果
―

　

５ 

月
27
日
（
月
）

　
☆
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
（
大
門
公
園
）

　

優　

勝　
　
　

安
茂
里

　

準
優
勝　
　
　

平　

柴

　

３　

位　
　
　

小
田
切

国道19号にかかる「マンボ」

公
民
館
運
営
委
員
会
か
ら
⑨

安
茂
里
公
民
館
に

集
お
う
！

　

運
営
委
員
　
佐
藤
　
重
房

マンボ坂上の太田沢川と農道

篠ノ井線にかかる「マンボ」

安
茂
里
に
あ
る

マ
ン
ボ
っ
て
何
？
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生
活
文
化
講
座

◎
企
業
を
訪
ね
て
②

　

日　

時　

10
月
10
日
（
木
）

　
　
　
　
　

午
前
８
時
50
分
～

　

定　

員　

20
名

　

申　

込　

９
月
20
日
（
金
）
～

※
①
に
参
加
さ
れ
た
方
は
、
②
へ

の
参
加
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

◎
美
術
展
覧
会
見
学

　

日　

時　

10
月
31
日
（
木
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
～

　

定　

員　

20
名

　

申　

込　

10
月
11
日
（
金
）
～

◎
楽
し
く
歌
お
う
愛
唱
歌
②

　

日　

時　

11
月
７
日
（
木
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
～

　

定　

員　

１
０
０
名

　

申　

込　

　

安
茂
里
地
区
に
お
住
ま
い
の
方

　
　
　
　
　

10
月
10
日
（
木
）
～

　

そ
の
他
地
区
に
お
住
ま
い
の
方

　
　
　
　
　

10
月
17
日
（
木
）
～

　
な
か
よ
し
広
場

◎
楽
し
く
遊
ぼ
う

④
「
ミ
ニ
運
動
会
」

　

日　

時　

10
月
９
日
（
水
）

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～

　
杏
の
里
教
室

◎
ツ
ボ
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

　

日　

時　

９
月
６
日
（
金
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
～

　

定　

員　

20
名

　

申　

込　

８
月
16
日
（
金
）
～

◎
フ
ル
ー
ト
の
調
べ

　

日　

時　

９
月
10
日
（
火
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
～

　

定　

員　

50
名

　

申　

込　

８
月
20
日
（
火
）
～

◎
「
時
代
の
見
方
・
考
え
方
」
②

　

～
世
界
の
経
済
状
況
～

　

日　

時　

９
月
18
日
（
水
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
～

　

定　

員　

20
名

　

申　

込　

８
月
28
日
（
水
）
～

　
特
別
講
座

◎
煙
と
親
し
む

（
魚
の
燻
製
）

①
「
魚
を
さ
ば
く
」

　

日　

時　

９
月
19
日
（
木
）

②
「
魚
の
燻
製
」

　

日　

時　

９
月
26
日
（
木
）

　
　
　

①
と
②
午
前
10
時
～

　

申　

込　

８
月
29
日
（
木
）
～

　

定　

員　

各
16
名

（
肉
の
燻
製
）

③
「
燻
製
レ
シ
ピ
に
つ
い
て
」

　

日　

時　

10
月
16
日
（
水
）

④
「
煙
を
か
け
て
燻
製
作
り

（
ベ
ー
コ
ン
）
」

　

日　

時　

10
月
23
日
（
水
）

　
　
　

③
と
④
午
後
１
時
30
分
～

　

申　

込　

９
月
25
日
（
水
）
～

　

定　

員　

各
16
名

※
①
と
②
、
③
と
④
は
そ
れ
ぞ
れ

２
回
と
も
参
加
で
き
る
方
を
募

集
し
ま
す
。

　
安茂里地区成人祝賀式のご案内

　日　時　　令和２年１月３日（金）13時から15時（12時30分受付開始）
　　場　所　　安茂里公民館（安茂里総合市民センター）
　　対象者　　平成11年４月２日から平成12年４月１日の間に生まれた方
　　　　　　　・対象者のうち安茂里地区に住民登録されている方には、11月中旬に案内状を送付します。
　　　　　　　・対象者のうち安茂里地区外に住民登録されている方については、下記の該当調査票に記入し
　　　　　　　　安茂里公民館または各地区公民館長へ提出してください。それにより案内状を送付します。
　
　運営委員を募集　　毎回、新成人の中から10名程の運営委員を選出して祝賀会を運営しています。
　　　　　　　　　　運営委員を希望される方は、安茂里公民館または各地区公民館長にお申し出ください。

　
コピーまたは、切り取って安茂里公民館（FAXでも可）または各地区公民館長へ提出願います。

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切　り　取　り　線 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 安茂里地区成人祝賀式該当者調査票

　　　　　　　　　　　 公民館長様　

　

　※本人が就学、就職などで住民票を安茂里地区外に異動している場合にはこの調査票を提出してください。
　　（この個人情報は、成人式以外には使用しません)

成人者氏名 性別 生年月日 親（保護者等）氏名 案内状送付先 地区名
ふりがな

男
・
女

平成　　　年

　　月　　日

〒

電話番号

令和元年　　　月　　　日
提出期限10月23日(水)まで

◇問い合わせ先　長野市立安茂里公民館　電話026－226－4059(FAX兼用)

豊
か
な
生
活育て

ま
し
ょ
う

安
茂
里
公
民
館 

２
２
６

－

４
０
５
９


