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梓川の
世帯数・人口

③ 2021（令和３）年９月30日（木）

▲災害に備え放水訓練をする消防団

上
大
妻
高
齢
者
ク
ラ
ブ
に
県
知
事
表
彰

令
和
２
年
10
月
、
高
齢
者
福
祉

分
野
団
体
の
部
で
県
知
事
表
彰
を

受
賞
し
た
、
上
大
妻
高
齢
者
ク
ラ

ブ
『
喜
楽
会
』
の
皆
さ
ん
に
活
動

の
話
を
伺
い
ま
し
た
。

当
ク
ラ
ブ
の
受
賞
理
由
の
一
つ

で
あ
る
、
昭
和
32
年
４
月
の
発
足

以
来
、
地
域
で
の
対
象
者
85
％
の

加
入
率
を
維
持
し
て
い
る
理
由
は

な
に
か
。

そ
れ
は
、
役
員
13
人
が
中
心
と

な
っ
て
、
市
・
地
区
な
ど
の
事
業

に
積
極
的
に
参
加
を
促
し
、
集
落

セ
ン
タ
ー
周
囲
の
清
掃
作
業
に
は

毎
回
30
人
ほ
ど
の
参
加
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
会
員
は
男
性
27
人
女

性
48
人
の
計
75
人
で
、
男
性
会
員

が
多
い
。
上
大
妻
町
会
は
同
じ
名

字
が
多
い
の
で
、名
前
で
呼
び
合
っ

て
い
て
、
会
員
の
誕
生
日
に
は
会

長
が
飴
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
持
っ
て

訪
ね
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
会
話

を
楽
し
み
に
し
て
い
る
会
員
が
多

い
そ
う
で
す
。
こ
う
し
た
日
ご
ろ

の
繋
が
り
が
、
集
落
セ
ン
タ
ー
で

の
お
花
見
や
親
睦
旅
行
、
子
ど
も

た
ち
と
し
め
縄
講
習
会
に
よ
っ
て
、

よ
り
強
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま

し
た
。
取
材
の
と
き
に
は
、
役
員

の
方
が
手
作
り
の
菓
子
と
漬
物
、

お
茶
を
用
意
し
て
い
た
だ
き
、
楽

し
く
お
話
が
で
き
ま
し
た
。

青
木
忠
孝
会
長
に
今
後
の
抱
負

を
伺
う
と
、「
地
域
の
中
で
も
高
齢

者
の
集
ま
り
の
場
と
し
て
重
要
性

を
認
め
ら
れ
、
な
く
て
は
な
ら
な

い
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
会
員
の

絵
画
、
短
歌
、
俳
句
、
川
柳
な
ど

の
文
化
活
動
が
盛
ん
な
の
で
、
会

と
し
て
も
助
力
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
百
歳
体
操
や
、
し
っ
か
り

歩
く
こ
と
で
健
康
づ
く
り
を
し
て
、

皆
さ
ん
と
元
気
に
過
ご
し
た
い
」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

梓
川
ア
カ
デ
ミ
ア
館
探
訪

世帯数  4 , 7 4 6 戸
人　口  1 2 , 5 1 6 人

男  6 , 1 7 2 人
女 6 , 3 4 4 人

（令和３年.9.1現在）「
上
野 

玄
春
」

生
命
の
輝
き
を
描
き
続
け
た

第
3
回
目
の
梓
川
ア
カ
デ
ミ

ア
館
探
訪
で
は
、
生
命
の
輝
き

を
描
き
続
け
た
画
家
、
上
野
玄

春
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
。
上
野

玄
春
さ
ん
（
１
９
４
６
年
―
２

０
０
４
年
）
は
栃
木
県
生
ま
れ
。

１
９
７
０
年
、
東
京
教
育
大
学

芸
術
学
科
、
現
代
思
潮
社
が
主

催
す
る
美
学
校
を
卒
業
。
20
代

は
不
眠
症
に
悩
ま
さ
れ
、
浅
い

眠
り
の
う
ち
に
見
た
夢
を
、
絵

画
や
詩
に
記
述
を
す
る
日
び
。

ダ
リ
の
絵
画
作
品
の
よ
う
な

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
（
超
現

実
主
義
）
を
追
い
求
め
、
画
材

も
油
彩
絵
の
具
を
用
い
て
い
ま
し

た
。
77
年
に
都
内
の
中
学
美
術
教

師
の
職
を
辞
し
、
自
己
再
生
の
道

を
求
め
て
イ
ン
ド
へ
と
向
か
い
仏

教
と
ヨ
ー
ガ
を
学
び
ま
し
た
。
宗

教
的
な
構
図
や
題
材
を
描
か
な
く

て
も
自
然
を
描
く
こ
と
で
根
本
の

生
命
力
を
表
現
で
き
る
と
気
づ
き
、

こ
の
頃
か
ら
日
本
画
材
を
用
い
て

生
命
力
に
満
ち
た
草
木
を
描
き
始

め
ま
す
。
帰
国

後
は
院
展
の
加

藤
勝
重
氏
に
日

本
画
を
学
び
、

85
年
に
身
延
山

（
山
梨
県
）
に

て
修
行
の
後
、

日
蓮
宗
の
画
僧

と
な
り
ま
し
た
。
94
年
、
当
時
の

住
ま
い
埼
玉
県
浦
和
市
か
ら
、
長

年
探
し
求
め
て
い
た
自
然
あ
ふ
れ

る
地
・
梓
川
上
野
へ
移
住
。
美
し

い
自
然
の
中
に
身
を
置
き
、
仏
教
、

ヨ
ー
ガ
、
絵
に
よ
っ
て
生
命
を
は

ぐ
く
ん
で
き
ま
し
た
。

梓
川
ア
カ
デ
ミ
ア
館
に
は
48
点

の
寄
贈
作
品
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。

「おとずれ」1992年
岩彩82.0×171.5cm

点
検
を
行
い
、
い
つ
起
こ
る
か
分

か
ら
な
い
災
害
に
備
え
て
い
ま
す
。

第
39
分
団
へ
訪
問
し
た
日
に
も
、

火
災
現
場
と
同
様
に
暑
い
炎
天
下

で
、
銀
色
の
防
火
服
、
長
靴
に
ヘ

ル
メ
ッ
ト
を
着
け
て
の
放
水
訓
練
、

手
動
破
砕
機
に
よ
る
破
砕
訓
練
に

汗
を
か
き
な
が
ら
取
組
ん
で
い
ま

し
た
。

二
木
分
団
長
は
「
貴
重
な
時
間

を
使
う
訓
練
は
終
了
時
間
を
予
め

皆
で
決
め
て
あ
り
、
住
民
の
生
命

と
財
産
を
守
る
と
い
う
強
い
気
持

ち
で
、
集
中
し
て
取
組
む
よ
う
に

し
て
い
る
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
消
防
団
員
の
熱
い
使

▲青木会長（前列右）と役員の皆さん

消
防
団
は
地
域
の

頼
れ
る
存
在

命
感
が
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
守
り
、

頼
れ
る
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
感

じ
ま
し
た
。

消
防
団
員
募
集
中　

松
本
市
消
防
防

災
課
（
３
３
―

１
１
９
１
）

8
月
14
日
の
大
雨
は
梓
川
に
も

被
害
を
残
し
ま
し
た
が
、
こ
の
自

然
災
害
や
火
災
発
生
時
な
ど
に
、

地
域
の
消
防
活
動
の
一
翼
を
担
う

消
防
団
は
、
建
物
火
災
の
消
防
活

動
の
ほ
か
、
災
害
時
に
私
た
ち
の

避
難
誘
導
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

平
常
時
は
、
訓
練
や
消
防
機
器
の
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こ
ま
ち
町
会
長
を
長
年
務
め
た

村
松
敏
夫
さ
ん

カ
ナ
ブ
ン
は
、
ク
ワ
ガ
タ
や
カ

ブ
ト
ム
シ
と
と
も
に
、
広
葉
樹
の

樹
液
に
群
が
る
昆
虫
と
し
て
有
名

だ
。
と
は
い
え
、
野
菜
に
害
を
も

た
ら
す
コ
ガ
ネ
ム
シ
な
ど
と
形
も

似
て
い
る
せ
い
も
あ
る
の
か
、
好

ま
れ
る
存
在
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
カ
ナ
ブ
ン
の
数
が
最

近
減
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。

カ
ナ
ブ
ン
は
樹
液
や
腐
っ
た
果

実
を
餌
と
し
て
お
り
、
野
菜
を
食

べ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
。
幼
虫

も
腐
葉
土
を
餌
と
し
て
お
り
、
土

壌
を
改
善
す
る
と
い
う
。
畑
の
土

の
中
で
葉
や
根
を
食
い
ち
ぎ
る
白

い
イ
モ
ム
シ
も
、
コ
ガ
ネ
ム
シ
の

幼
虫
で
あ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。

一
方
、
カ
ナ
ブ
ン
の
幼
虫
に
つ
い

て
は
、
ど
こ
で
育
つ
の
か
長
年
不

明
で
あ
っ
た
が
、
よ
う
や
く
10
年

ほ
ど
前
、
そ
の
謎
が
解
け
た
。

カ
ナ
ブ
ン
の
幼
虫
は
、
荒
地
な

ど
に
広
が
る
葛
（
ク
ズ
）
群
落
の

葉
の
下
に
生
息
す
る
と
い
う
。
葛

が
群
生
す
る
よ
う
な
土
地
の
減
少
、

樹
液
が
出
る
よ
う
な
若
い
広
葉
樹

の
減
少
な
ど
、
自
然
環
境
の
変
化

に
よ
り
、
数
が
減
っ
て
し
ま
っ
た

よ
う
だ
。
カ
ナ
ブ
ン
の
こ
と
を
思

う
と
心
が
痛
む
が
、
こ
れ
か
ら
の

季
節
は
ム
シ
ン
で
草
を
刈
る
し
か

な
い
。 雑

記
帳

村
松
さ
ん
は
、
平
成
14
年
か
ら

令
和
３
年
３
月
ま
で
の
19
年
間
こ

ま
ち
町
会
の
町
会
長
を
務
め
ま
し

た
。
町
会
発
足
当
時
か
ら
令
和
の

時
代
ま
で
携
わ
っ
た
中
で
、
嬉
し

か
っ
た
こ
と
、
大
変
だ
っ
た
こ
と
、

こ
れ
か
ら
の
町
会
に
期
待
す
る
こ

と
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
。

Ｑ　

退
任
さ
れ
て
３
カ
月
が
経
ち

ま
し
た
が
、
今
ど
の
よ
う
な
気
持

ち
で
す
か
。

Ａ　

19
年
間
は
長
す
ぎ
た
。
新
し

い
町
会
長
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

残
念
に
思
う
こ
と
は
、
発
足
直
後

の
新
町
会
で
は
建
設
資
金
の
問
題

で
公
民
館
を
建
て
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
で
す
。
公
民
館
が
な
い
た
め

に
、
こ
ま
ち
町
会
の
役
員
会
議
の

度
、
住
民
の
方
に
は
梓
川
公
民
館

ま
で
来
て
も
ら
い
苦
労
を
か
け
て

し
ま
い
ま
し
た
。
大
き
な
こ
と
を

決
め
る
時
は
、
ま
と
め
る
こ
と
が

大
変
で
し
た
が
住
民
の
皆
さ
ん
の

協
力
が
あ
っ
て
と
て
も
助
か
り
ま

し
た
。
住
民
の
方
に
は
感
謝
し
て

い
ま
す
。

Ｑ　

平
成
14
年
の
「
こ
ま
ち
町
会
」

発
足
時
、
町
会
名
は
ど
の
よ
う
に

決
め
ま
し
た
か
。

Ａ　

当
時
は
南
安
曇
郡
梓
川
村
で
、

旧
梓
川
村
の
村
花
コ
マ
チ
ソ
ウ
か

ら
名
付
け
ま
し
た
。
現
在
も
春
に

な
る
と
梓
川
の
堤
防
や
河
川
敷
な

ど
に
赤
く
小
さ
な
花
が
咲
き
誇
り

ま
す
。

Ｑ　

公
民
館
の
建
物
が
な
い
こ
と

で
、
工
夫
し
た
こ
と
、
困
っ
た
こ

と
は
あ
り
ま
し
た
か
。

Ａ　

子
ど
も
会
な
ど
が
活
動
す
る

場
を
作
れ
な
か
っ
た
の
で
、
公
民

館
や
集
会
所
な
ど
が
あ
れ
ば
行
事

の
あ
と
の
慰
労
会
な
ど
も
で
き
た

と
思
い
ま
す
。

Ｑ　

こ
ま
ち
町
会
に
期
待
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ　

世
帯
数
が
少
な
く
、
年
代
が

梓
川
上
立
田
に
て
、
40
余
年
に

渡
り
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
書
道

を
教
え
る
布
山
濤と

う

泉せ
ん

師
範
に
、
開

か
た
ま
っ
て
い
て
会
社
勤
め
の
住

民
が
多
い
た
め
、
役
員
の
成
り
手

が
少
な
く
新
し
い
町
会
長
も
他
に

役
員
な
ど
を
兼
務
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
ま
ち
町
会
は
年
に
３
回

草
刈
り
を
し
て
い
る
の
で
衛
生
部

も
大
変
な
役
員
で
す
。
町
会
の
役

員
の
皆
さ
ん
は
、
勤
め
な
が
ら
役

員
を
す
る
の
は
大
変
か
と
思
い
ま

す
が
、
こ
ま
ち
町
会
を
よ
り
一
層

よ
く
す
る
た
め
に
が
ん
ば
っ
て
く

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

村
松
さ
ん
は
奥
様
と
二
人
三
脚

で
町
会
長
を
務
め
て
き
ま
し
た
。
何

か
あ
れ
ば
身
近
に
い
る
奥
様
に
相

談
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
、
た

く
さ
ん
の
協
力
者
が
い
な
け
れ
ば

こ
こ
ま
で
務
め
て
こ
ら
れ
な
か
っ

た
と
笑
顔
で
話
し
て
い
ま
し
た
。

室
当
時
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

Ｑ　

書
道
教
室
を
始
め
ら
れ
た
の

は
い
つ
頃
で
す
か
。

Ａ　

開
室
は
、
昭
和
52
年
7
月
で
、

私
が
39
歳
の
時
で
し
た
。

Ｑ　

当
時
の
様
子
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

Ａ 

22
歳
の
頃
よ
り
、
自
分
の
勤
務

先
に
書
道
を
教
え
て
く
だ
さ
る
方

が
居
て
興
味
を
持
ち
、
師
範
の
免

状
を
取
り
、
現
職
を
持
ち
な
が
ら

開
室
し
ま
し
た
。
習
い
に
来
る
子

ど
も
達
は
、
多
い
時
で
50
人
ほ
ど
。

当
初
は
、
濤
泉
書
道
教
室
で
し
た

が
、
教
室
の
一
期
生
だ
っ
た
実
娘

▲書道を教える布山濤泉師範

▲布山濤泉師範と水谷和華師範

▲19年間町会長を務めた村松さん

の
和
華
が
師
範
に
加
わ
り
、
教
室

名
を
濤
和
書
道
教
室
に
変
更
し
ま

し
た
。

Ｑ　

今
ま
で
の
大
変
だ
っ
た
事
と

良
か
っ
た
事
を
一
つ
ず
つ
教
え
て

く
だ
さ
い
。

Ａ　

大
変
だ
っ
た
の
は
、
現
職
の

不
規
則
な
勤
務
時
間
の
合
間
を

ぬ
っ
て
教
室
の
た
め
の
時
間
を
工

面
す
る
の
が
大
変
で
し
た
。

良
か
っ
た
点
は
、
純
粋
な
子
ど
も

た
ち
と
共
に
勉
強
で
き
る
こ
と
で

す
ね
。

濤
和
書
道
教
室
は
毎
週
土
曜
日
の

午
前
８
時
～
12
時
ま
で

教
場
全
国
大
会 

年
2
回
程
実
施
し

て
い
ま
す
。

文
化
書
道
師
範
認
定
教
場

濤と
う

和わ

書
道
教
室


