
「
お
と
こ
旅
」

城
北
地
区
ひ
ろ
ば
初
の
催
し

諏
訪
大
社
四
社
・

　
諏
訪
酒
造
・
高
島
城
巡
り

　

２
月
14
日
、
田
町
町
会
の
後
藤

芳
孝
先
生
の
講
演
会
が
あ
り
ま
し

た
。
新
し
い
疫
病
コ
ロ
ナ
の
流
行

も
６
年
目
に
な
り
ま
し
た
。
古
代

か
ら
現
代
ま
で
の
人
々
と
疫
病
と

の
関
わ
り
を
、
丁
寧
に
分
か
り
や

す
く
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 

疫
病
は
海
外
か
ら
入
る 

　

８
世
紀
に
天
然
痘
が
大
陸
か

ら
侵
入
し
た
後
、
風
疹
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
（
三
日
病
み
）、
麻

疹
、
赤
痢
、
チ
フ
ス
な
ど
が
流
行

し
、
江
戸
時
代
の
19
世
紀
に
は
コ

レ
ラ
や
ペ
ス
ト
が
侵
入
し
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、
６
年
前
か
ら
は

コ
ロ
ナ
が
流
行
し
て
い
ま
す
。

 

疫
病
は
鬼
や
怨
霊
の
し
わ
ざ 

　

疫
病
の
原
因
が
病
原
菌
で
あ
る

と
人
々
が
知
る
の
は
、
近
代
医
学

が
発
達
し
て
か
ら
で
す
。
人
々
は

鬼
や
怨
霊
の
し
わ
ざ
と
恐
れ
ま
し

た
。
菅
原
道
真
は
死
後
、
怨
霊
と

さ
れ
、
陰
陽
師
安
倍
晴
明
が
怨
霊

を
鎮
め
る
こ
と
で
活
躍
し
た
こ
と

は
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

神
仏
頼
み 

　

薬
も
な
く
、
人
々
は
神
仏
・
ま

じ
な
い
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
８
世
紀
の
天
然
痘
大
流

行
の
折
に
は
、
東
大
寺
に
大
仏
が

建
立
さ
れ
ま
し
た
。
時
の
天
皇
は

祈
祷
し
、
大
祓
い
を
し
、
税
金
を

免
じ
た
り
、
年
号
を
変
え
た
り
し

た
そ
う
で
す
。

 

護
符
を
貼
る 

　

家
に
厄
除
け
の
護
符
を
貼
り
、

身
に
着
け
て
祈
り
ま
し
た
。
端
午

の
節
句
に
飾
ら
れ
る
鍾し
ょ
う

馗き

様
は
鬼

退
治
の
善
神
で
あ
り
、
現
代
ま
で

睨
み
を
利
か
し
て
い
ま
す
。
江
戸

時
代
の
「
ア
マ
ビ
エ
」
も
護
符
と

し
て
コ
ロ
ナ
禍
で
復
活
し
ま
し
た
。

　

２
月
28
日
に
福
祉
ひ
ろ
ば
初
の

試
み
の
、「
お
と
こ
旅
」
を
行
い

ま
し
た
。
バ
ス
の
中
は
男
衆
の
期

待
一
杯
の
笑
顔
が
満
ち
あ
ふ
れ
る

盛
況
で
す
。
案
内
役
女
性
４
名
に

付
き
添
わ
れ
後
藤
先
生
の
名
ガ
イ

ド
付
き
で
い
ざ
出
発
進
行
～
。

　

７
年
に
１
回
の
御
柱
で
知
ら
れ

る
諏
訪
四
社
の
巡
礼
で
は
、ま
ず
大

鳥
居
に
迎
え
ら
れ
た
下
社
の
春
宮
。

宮
大
工
の
獅
子
な
ど
の
見
事
な
彫

刻
が
施
さ
れ
た
幣
拝
殿
・
下
馬
橋
・

宝
殿
・
万
治
の
石
仏
を
見
学
。次
に

下
社
秋
宮
の
宝
殿
で
は
青
銅
製
で

は
日
本
一
の
狛
犬
を
両
脇
に
従
え

た
神
楽
殿
・
奥
の
ご
社
殿
を
見
学

参
拝
し
ま
し
た
。

　

諏
訪
市
役
所
の
食

堂
で
バ
イ
キ
ン
グ
昼

食
を
い
た
だ
き
、
午

後
は
諏
訪
信
仰
発
祥

の
地
の
茅
野
市
宮
川

の
上
社
前
宮
を
長

い
石
段
を
登
り
拝
観

（
当
日
は
神
事
中
で

危
機
感
が
薄
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
流
行
病
予
防
を
一
層

心
が
け
ね
ば
と
思
い
ま
し
た
。

 

鬼
払
い
の

�

行
事 

　

今
も
節
分

の
豆
ま
き

は
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
ま

す
。
京
都
の

祇
園
祭
も
、

怨
霊
を
鎮
め

る
鬼
払
い
の

祭
り
で
、
山
車
や
山
鉾
は
疫
神
を

楽
し
ま
せ
る
た
め
の
出
し
物
で
あ

る
と
の
こ
と
で
す
。
松
本
の
入
山

辺
の
コ
ト
ヨ
ウ
カ
（
事
八
日
）
や

島
立
の
裸
祭
り
も
疫
病
退
散
の
願

い
が
こ
め
ら
れ
ま
す
。

 

芸
能
で
退
散
さ
せ
る 

　

こ
の
他
に
も
田
楽
、
狂
言
、
雅

楽
、
舞
踊
り
、
歌
等
の
芸
能
の
力

で
退
散
を
願
っ
て
き
ま
し
た
。
ま

た
人
々
を
慰
め
る
意
図
も
あ
り
、

松
本
で
も
１
８
６
２
年
の
麻
疹
流

行
時
に
神
事
と
共
に
花
火
、狂
言
、

相
撲
が
行
わ
れ
た
記
録
が
あ
る
そ

う
で
す
。

 

受
講
し
て 

　

今
回
受
講
し
て
、
年
表
に
「
疫

病
流
行
」
の
文
字
が
い
か
に
多
い

か
を
知
り
ま
し
た
。
古
代
か
ら
、

な
す
す
べ
も
な
く
、
疫
病
で
亡
く

な
っ
て
い
っ
た
多
く
の
人
々
の
こ

と
を
思
い
ま
し
た
。
現
在
、
コ
ロ

ナ
は
終
息
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
感
染
症
の
区
分
が
５
類

に
な
り
、
コ
ロ
ナ
の
情
報
は
減
り
、

し
た
）、
４
本
の
御
柱
の
ま
わ
り
を

ぐ
る
り
と
一
巡
し
ま
し
た
。

　

最
後
は
総
本
社
の
上
社
本
宮
の

東
宝
殿
・
西
宝
殿
（
軒
先
か
ら
は

ど
ん
な
干
天
の
日
で
も
最
低
３
粒

の
水
滴
が
あ
る
と
い
う
、
諏
訪

の
水
の
守
り
神
と
尊
敬
さ
れ
て
い

る
）
を
参
拝
し
、
各
神
社
の
見
事

な
４
本
の
御
柱
を
見
上
げ
て
、
希

望
者
は
御
朱
印
を
い
た
だ
き
神
社

巡
礼
終
了
で
す
。

　

次
は
続
日
本
百
城
に
認
定
さ
れ
、

諏
訪
湖
・
富
士
山
を
一
望
で
き
る

高
島
城
見
学
コ
ー
ス
の
方
と
二
手

に
別
れ
て
、
い
よ
い
よ
上
戸
お
待

ち
か
ね
の
諏
訪
五
蔵
巡
り
で
す
。

　

諏
訪
の
醸
造
店
５
社
の
天
下
の

銘
酒
を
心
ゆ
く
ま
で
試
飲
・
購
入

し
、
ほ
ろ
酔
い
満
面
の
笑
み
で
帰

路
へ
。

　

初
め
て
の
試
み
で
し
た
が
、
女

性
ス
タ
ッ
フ
の
温
か
い
心
配
り
と

春
間
近
の
日
差
し
の
な
か
、
男
衆

は
諏
訪
路
見
学
を
満
喫
さ
せ
て
い

た
だ
き【
よ
ろ
ず
お
さ
ま
っ
た
】「
お

と
こ
旅
」
と
な
り
ま
し
た
。

▲田町町会
　後藤芳孝先生

▲諏訪を満喫しました。

▲幣拝殿を見上げる参加者

﹃ 

人
々
は
疫
病
と

　    

ど
う
向
き
合
っ
た
か
﹄

文化部
講演会

令和７年３月１日現在
総世帯数 3,782
総 人 口 7,744
男 3,688
女 4,056
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令和６年度 館報編集・記録班の活動（一部）

記録班は、公民館の様々な事業に出向き、活動の様子を記録しています。

5/18 ウォーキング大会

7/19 文化部視察研修 7/30 科学講座

11/9 マレットゴルフ大会

11/30 健康講座

1/26 軽スポーツ交流会

2/2 ケーキ作り教室
2/1 珈琲焙煎講座

11/6 ハワイアンキルト講座
11/11 普通救命講習会

6/30 手づくりパンとスイーツ講座

7/12 防災（信州大学出前）講座

8/2～3 公民館に泊まって遊ぼう

1/30 松本城世界遺産講座

2/28 福祉ひろば「おとこ旅」
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