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梓川の
世帯数・人口

③ 2021（令和３）年11月30日（火）

氷
室
探
訪

氷
室
の
五
社
神
社
の
の
ぼ
り
旗

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
こ
の
の
ぼ
り
旗
は
明
治
の

書
家
秋
山
白
巌
（
あ
き
や
ま
は
く

が
ん
）（
一
八
六
四
～
一
九
五
四
）

の
書
で
、
筆
太
な
楷
書
で
「
徳
澤

若
春
風　

威
稜
如
秋
霜
」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。

秋
山
白
巖
は
慶
応
元
年
江
戸
で

秋
山
義よ

し
た
か隆
の
次
男
に
生
ま
れ
、
本

名
を
純じ

ゅ
ん、
通
称
は
隆た

か
み
ち道
。
白
巖
の

ほ
か
別
号
に
探た

ん

淵え
ん

、
碧へ

き
じ
ょ
う城
が
あ
り

ま
す
。
書
は
初
め
巻ま

き
お
う
し
ゅ
う

鴎
洲
に
学
び
、

後
、
巻ま

き
り
ょ
う
こ

菱
湖
（
幕
末
の
三
筆
と
言

わ
れ
た
有
名
な
書
家
）
の
内
弟
子

と
な
り
ま
し
た
。
明
治
19
年
渡
清

し
て
徐ジ

ョ
サ
ン
コ
ウ

三
庚
（
中
国
清
末
の
書
家
）

に
師
事
し
、
帰
国
後
は
日
本
各
地

に
書
塾
を
開
き
書
の
普
及
に
努
め

ま
し
た
。
当
時
は
大
字
の
毛
筆
の

名
手
と
し
て
も
知
ら
れ
各
地
で
の

ぼ
り
旗
な
ど
に
毛
筆
を
残
し
ま
し

た
。
大
正
３
年
か
ら
松
本
市
で
暮

ら
し
、
秋
山
書
塾
を
開
設
し
て
子

弟
の
育
成
に
あ
た
り
、
松
本
・
安

曇
野
に
様
々
な
作
品
が
残
っ
て
い

て
、
深
志
神
社
に
も
白
巖
の
書
い

た
碑
が
あ
り
ま
す
。
２
０
１
４
年

に
は
松
本
市
美
術
館
で
「
生
誕
１

５
０
年
記
念
秋
山
白
巖
展
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

五
社
神
社
の
の
ぼ
り
旗
は
、
当

初
の
も
の
（
昭
和
３
年
に
書
か
れ

た
）
が
痛
ん
で
き
た
の
で
平
成
22

年
に
複
製
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、

そ
の
堂
々
と
し
た
力
強
い
文
字
に

は
深
く
感
銘
を
受
け
ま
す
。
コ
ロ

ナ
収
束
後
、
五
社
神
社
の
祭
礼
の

折
に
は
是
非
と
も
青
空
に
た
な
び

く
勇
壮
な
の
ぼ
り
旗
を
見
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

梓
川
ア
カ
デ
ミ
ア
館
探
訪

世帯数  4 , 7 4 2 戸
人　口  1 2 , 4 8 8 人

男  6 , 1 6 1 人
女 6 , 3 2 7 人

（令和３年.11.1現在）

「
第
21
回
信
州
梓
川
賞
展
」

作 

品 

募 

集

信
州
梓
川
賞
展
は
２
０
０
１

年
か
ら
開
催
し
、
今
年
で
21
回

目
を
迎
え
る
絵
画
の
公
募
展
で

す
。
地
域
の
芸
術
文
化
の
振
興

を
図
り
、
ふ
る
さ
と
へ
の
愛
着

を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

始
ま
っ
た
こ
の
公
募
展
は
、
毎

年
ご
好
評
を
い
た
だ
き
、
市
内

の
み
な
ら
ず
県
外
か
ら
も
多
数

ご
応
募
も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

テ
ー
マ
は
松
本
市
梓
川
周
辺
地
域

の
風
土
や
自
然
、
暮
ら
し
な
ど
を

描
い
た
絵
画
や
版
画
で
、
最
高
賞

の
「
梓
川
賞
」
作
品
は
ア
カ
デ
ミ

ア
館
の
収
蔵
作
品
と
し
て
保
管
さ

れ
ま
す
。
応
募
作
品
は
、日
常
の「
何

気
な
い
風
景
」
が
「
特
別
な
風
景
」

と
な
る
よ
う
な
、
想
い
の
つ
ま
っ

た
作
品
ば
か
り
で
す
。
私
た
ち
の

生
活
に
寄
り
添
う
ふ
る
さ
と
の
光

景
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
作
品
と

な
り
、
多
く
の
人
々
の
心
を
癒
し
、

惹
き
つ
け
て
い
ま
す
。
是
非
こ
の

機
会
に
あ
な
た
だ
け
の
「
梓
川
」

を
描
い
て
み
ま
せ
ん
か
？
応
募
期

間
は
令
和
３
年
12
月
1
日
（
水
）

か
ら
12
月
12
日
（
日
）
ま
で
。
詳

し
い
内
容
に
つ
い
て
は
ア
カ
デ
ミ

ア
館
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
７
８
︱

５
０
０
０
）

皆
さ
ん
は
町
会
内
の
ど
こ
に
消

火
栓
が
あ
る
か
知
っ
て
い
ま
す
か
。

火
災
の
と
き
は
消
火
栓
に
頼
ら
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
ホ
ー
ス

と
か
は
大
丈
夫
？

消
火
や
救
助
活
動
を
安
全
で
迅

速
に
行
う
た
め
に
は
、
地
元
の
消

火
栓
や
地
理
な
ど
の
情
報
が
必
要

で
す
。
消
防
団
は
、
町
会
と
協
力

し
て
ホ
ー
ス
の
更
新
や
保
管
状
況

の
確
認
、
大
雪
が
降
れ
ば
掘
り
出

す
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。
過
去
に

災
害
が
発
生
し
た
場
所
や
、
何
処

の
沢
、
用
水
路
が
あ
ふ
れ
た
な
ど
、

危
険
個
所
の
情
報
を
熟
知
し
て
い

ま
す
。

降
旗
38
分
団
長
は
「
住
民
の
生

▲�秋山白巖のぼ
り旗（氷室）

消
防
団
は
町
会
の
地
理

な
ど
の
情
報
を
熟
知

命
と
財
産
を
守
る
た
め
、
各
種
訓

練
や
消
防
機
材
の
点
検
を
し
て
い

ま
す
。
活
動
す
る
団
員
が
少
な
い

と
火
災
出
動
時
の
人
数
も
少
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、様
々

な
伝
承
も
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

私
た
ち
と
一
緒
に
活
動
す
る
消
防

団
員
の
入
団
が
、
早
急
に
必
要
で

す
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

地
域
を
熟
知
し
、
火
災
な
ど
に

備
え
て
訓
練
を
重
ね
る
こ
と
で
私

た
ち
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
。
地

域
の
頼
れ
る
消
防
団
員
が
増
え
る

方
策
を
皆
で
考
え
ま
し
ょ
う
。

消
防
団
員
募

集
中　

松
本

市
消
防
防
災

課
（
３
３
︱

１
１
９
１
）

に
架
け
替

え
る
た
め

昭
和
33
年
、

梓
川
永
久

橋
架
替
期
成
同
盟
が
発
足
。
39
年

3
月
に
は
六
区
間
連
続
鋼
板
桁
橋

が
完
成
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭

和
58
年
の
集
中
豪
雨
に
よ
り
決
壊

す
る
被
害
が
あ
り
ま
し
た
が
、
復

旧
工
事
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い

ま
す
。

色
々
な
人
達
の
重
要
路
線
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
る
梓
川
橋
。
こ

れ
か
ら
も
大
切
に
維
持
さ
れ
続
け

る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

◀
梓
川
橋
橋
脚
応
急
工
事

▲消防機材の点検

梓
川
橋
の
経
歴

大
正
12
年
か
ら
存
在
す
る
橋
、

通
称
「
丸
田
橋
」。
今
年
8
月
12
日

か
ら
の
大
雨
に
よ
る
橋
脚
の
全
面

洗
堀
の
た
め
通
行
止
め
と
な
っ
た

こ
と
を
ご
存
じ
の
方
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

丸
田
橋
は
過
去
何
回
に
も
わ
た

り
増
水
に
よ
る
決
壊
、
流
出
が
あ

り
、
復
旧
工
事
を
繰
り
返
し
て
き

ま
し
た
。
度
重
な
る
被
害
を
受
け

た
の
を
機
に
、
木
橋
か
ら
永
久
橋
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昨
年
庭
の
も
み
じ
に
モ
ズ
が
巣

を
作
っ
た
。
モ
ズ
は
ス
ズ
メ
よ
り

一
回
り
大
き
く
見
た
目
は
と
て
も

か
わ
い
ら
し
い
鳥
だ
が
、
猛も

う

禽き
ん

類る
い

と
同
じ
く
肉
食
系
で
昆
虫
や
カ
エ

ル
な
ど
を
餌
と
し
て
い
る
。
秋
に

な
る
と
木
の
枝
に
刺
さ
れ
た
イ
ナ

ゴ
や
カ
エ
ル
が
見
ら
れ
、
ネ
ズ
ミ

が
挟
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
れ
は
「
モ
ズ
の
早は

や

贄に
え

」
と
言
っ

て
、
冬
の
餌
の
な
い
と
き
に
こ
れ

を
食
べ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん

な
モ
ズ
の
成
長
を
楽
し
み
に
見
て

い
た
が
、
あ
る
日
、
巣
の
中
を
見

る
と
親
鳥
よ
り
も
か
な
り
大
き
な

鳥
が
い
る
の
で
驚
い
た
。
調
べ
る

と
な
ん
と
そ
の
鳥
は
カ
ッ
コ
ウ
で
、

こ
れ
は
カ
ッ
コ
ウ
の
「
托た

く

卵ら
ん

」
だ

と
分
か
っ
た
。
托
卵
と
は
卵
の
世

話
を
他
の
個
体
に
託
す
こ
と
だ
そ

う
だ
。
聞
い
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

い
つ
の
間
に
…
。
そ
れ
で
も
見
て

い
る
と
モ
ズ
は
せ
っ
せ
と
餌
を

持
っ
て
く
る
。
自
分
よ
り
大
き
な

カ
ッ
コ
ウ
に
餌
を
与
え
、
最
後
ま

で
自
分
の
子
と
思
い
育
て
る
モ
ズ

を
見
る
に
つ
れ
、
自
然
界
の
厳
し

さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
と
と
も
に
、

嬉
し
い
よ
う
な
悲
し
い
よ
う
な
複

雑
な
思
い
に
さ
せ

ら
れ
た
。
ち
な
み

に
今
年
は
自
分
の

子
を
育
て
て
い
る

姿
が
見
ら
れ
安
堵

し
た
。 雑

記
帳

信
濃
国
府
と
梓
弓

第
三
回
の
「
梓
の
木
に
つ
い
て

学
ぶ
市
民
講
演
会
」
が
10
月
9
日

に
梓
川
公
民
館
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
講
師
は
梓
弓
研
究
会
副
会
長

の
小
松
千
晃
（
ゆ
き
あ
き
）
さ
ん

で
、
今
回
の
講
演
で
は
「
梓
弓
献

上
を
管
理
し
た
国
府
の
所
在
地
」

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
ま
し
た
。
小

松
氏
の
大
学
で
の
専
門
は
歴
史
で
、

伝
承
を
う
の
み
に
し
な
い
学
究
的

な
手
法
に
基
づ
く
研
究
成
果
を
発

表
さ
れ
ま
し
た
。「
信
濃
の
国
府
は

８
世
紀
末
頃
に
小
県
郡
か
ら
筑
摩

郡
に
移
さ
れ
た
」
が
通
説
で
す
が
、

筑
摩
郡
で
の
所
在
地
と
し
て
、
今

ま
で
に
（
松
本
市
）「
大
村
」「
総

社
」「
筑
摩
」「
深
志
（
丸
の
内
）」

が
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
松
氏

は
こ
れ
ら
の
根
拠
を
古
文
書
の
記

載
な
ど
と
照
合
し
て
検
証
し
、
最

終
的
に
は
新
た
な
候
補
と
し
て
松

本
市
「
県
」
を
推
測
し
、
そ
の
区

域
（
６
５
０
メ
ー
ト
ル
四
方
）
を

地
図
で
具
体
的
に
示
し
て
い
ま
す
。

ど
の
推
定
地
に
も
遺
構
や
遺
物
の

発
見
な
ど
の
決
定
的
な
証
拠
は
見

つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
郷
土
歴

史
フ
ァ
ン
に
と
り
楽
し
い
謎
解
き

の
テ
ー
マ
と
な
り
そ
う
で
す
。
梓

弓
研
究
会
の
今
後
の
活
動
に
期
待

し
て
い
ま
す
。

七
日
山
の
石
仏
群

小
室
諏
訪
神
社
の
境
内
に
金
毘

羅
様
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
参
道
に

は
梓
川
で
は
唯
一
の
石
仏
群
を
み

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
ち
ら
に
移
り
住
ん
で
す
ぐ
の

こ
ろ
、
近
く
の
神
社
へ
ご
あ
い
さ

つ
で
も
と
伺
っ
た
折
に
出
会
っ
た

の
が
、
ひ
っ
そ
り
と
佇
ん
で
い
た

こ
の
石
仏
群
で
し
た
。

案
内
版
に
よ
る
と
、
88
体
の
石

仏
が
建
て
ら
れ
て
か
ら
１
８
０
年

近
く
の
と
き
を
経
て
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
今
で
も
当
時
の
朱

色
や
、
刻
ま
れ
た
文
字
が
は
っ
き

り
残
っ
て
い
る
も
の
も
多
く
み
ら

れ
ま
す
。

久
し
ぶ
り
に
訪
れ
、本
当
に
ひ
っ

そ
り
と
し
た
参
道
を
辿
っ
て
い
る

と
、
名
前
と
お
ぼ
し
き
と
こ
ろ
に

「
母
」
と
刻
ま
れ
た
石
仏
を
み
つ
け

ま
し
た
。
病
気
や
苦
し
み
か
ら
救

わ
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
石
仏
に
、
い
つ
の
時
代
も
変

わ
る
こ
と
な
い
深
い
祈
り
や
願
い

が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ

ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
石
仏
は
本
当

に
88
体
な
の
か
、
気
に
な
っ
て
数

え
て
み
ま
し
た
。

そ
の
結
果
は
・
・
・
お
や
？

コ
ロ
ナ
下
の
秋
葉
社
例
祭

秋
葉
社
の
本
宮
は
浜
松
市
の
秋

葉
山
本
宮
秋
葉
神
社
で
、
火
伏
せ

の
神
の
秋
葉
大
権
現
を
祀
っ
て
い

ま
す
。
秋
葉
社
の
氏
子
は
立
田
両

区
で
、
例
祭
の
神
事
は
山
田
宮
司

（
大
宮
熱
田
神
社
）
に
よ
り
、
例
年

通
り
9
月
18
日
に
宵
祭
り
19
日
に

本
祭
り
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

秋
葉
社
の
鳥
居
は
梓
支
所
の
北

側
を
通
る
県
道
２
７
８
号
（
大
野

田
梓
橋
停
車
場
線
）
か
ら
大
久
保

地
区
に
上
る
坂
の
入
り
口
の
北
側

の
広
場
（
通
称
：
下
の
段
）
の
入

り
口
に
あ
り
ま
す
。階
段
を
上
が
っ

た
段
丘
上
に
拝
殿
と
本
殿
（
上
の

段
）
が
あ
り
ま
す
。

秋
葉
社
は
宝
暦
十
年
（
１
７
６

０
年
）
創
建
以
降
、
立
田
の
氏
子

の
信
仰
を
集
め
、
高
度
成
長
期
前

の
例
祭
で
は
下
の
段
に
舞
台
を
設

▲頼もしい応援隊

▲左モズ、右カッコウ

▲七日山の石仏群（小室）

営
す
る
な
ど
盛
大
な
秋
祭
り
で
し

た
。
立
田
の
氏
子
総
代
は
大
宮
と

秋
葉
社
の
総
代
を
兼
ね
て
お
り
、

通
常
な
ら
立
田
両
区
の
本
当
番
組

と
受
当
番
組
と
共
に
例
祭
を
行
い

ま
す
が
、
今
年
の
例
祭
は
コ
ロ
ナ

対
策
と
し
て
山
田
宮
司
と
立
田
両

区
の
総
代
の
み
で
行
い
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
が
下
火
に
な
り
ま
し
た
ら
、

大
火
を
防
ぐ
後
利
益
を
期
待
し
て

例
年
通
り
の
例
祭
が
斎
行
出
来
る

事
を
願
っ
て
い
ま
す
。

梓
川
公
民
館
の
応
援
隊

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
梓
班

の
岩
崎
栄
一
班
長
と
18
人
の
会
員

さ
ん
が
、
日
ご
ろ
地
域
の
交
流
の

場
と
な
っ
て
い
る
梓
川
公
民
館
を
、

利
用
者
の
皆
さ
ん
に
気
持
ち
よ
く

使
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
10
月

4
日
早
朝
か
ら
除
草
の
奉
仕
活
動

が
行
わ
れ
、
公
民
館
周
辺
が
き
れ

い
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。


