
2020 新成人

のはたち 抱負

害
の
評
価
」
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
。
ス
ポ
ー
ツ
現
場

で
の
需
要
が
高
く
、
多
く
の

プ
ロ
チ
ー
ム
で
ト
レ
ー
ナ
ー

と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
小
学
校
か
ら
高
校

ま
で
の
10
年
間
野
球
を
や

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か

で
、
肘
や
肩
を
痛
め
る
な

ど
た
く
さ
ん
怪
我
も
し
て

き
ま
し
た
。
そ
の
度
に
リ
ハ

ビ
リ
を
し
、
治
し
て
も
ら
っ

　

私
は
現
在
一
人
暮
ら
し

を
し
な
が
ら
理
学
療
法
士

の
資
格
を
取
る
た
め
大
学

で
勉
強
し
て
い
ま
す
。

　

理
学
療
法
士
は
、
痛
み

や
怪
我
の
根
本
原
因
を
分

析
す
る
「
動
作
分
析
」「
傷

て
い
く
う
ち
に
今
度
は
将

来
自
分
が
治
す
側
の
人
に

な
り
た
い
と
思
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
を

す
る
以
上
怪
我
は
つ
き
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
も
う
一
度
復
帰
で
き
る

よ
う
に
、
そ
し
て
ま
た
怪

我
を
し
て
辛
い
思
い
を
し

な
い
よ
う
に
リ
ハ
ビ
リ
や

怪
我
の
予
防
な
ど
を
し
て
、

将
来
は
い
ろ
ん
な
人
か
ら

信
頼
さ
れ
る
理
学
療
法
士

に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
自
分
の
目

標
に
向
か
っ
て
頑
張
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

を
し
ま
し
た
が
、
多
く
の

人
が
親
切
に
し
て
く
れ
て
、

今
で
は
い
い
思
い
出
の
一
つ

で
す
。

　

現
在
は
飲
食
店
で
働
い

て
お
り
、
毎
日
い
ろ
い
ろ
な

人
に
出
会
い
ま
す
。
会
社

で
の
出
来
事
や
悩
み
を
沢

山
聞
き
ま
す
。
私
が
話
を

聞
く
こ
と
で
そ
の
人
の
気

持
ち
が
楽
に
な
り
、「
楽
し

か
っ
た
。
ま
た
明
日
か
ら
仕

事
頑
張
る
よ
」
と
言
っ
て

く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
の
一
言

に
私
は
や
り
が
い
を
感
じ

　

成
人
式
を
迎
え
る
に
あ

た
っ
て
今
ま
で
の
自
分
を

振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。

　

私
は
高
校
に
入
学
し
て

約
半
年
で
学
校
に
行
か
な

く
な
り
ま
し
た
。
夜
遊
ぶ

の
が
楽
し
く
て
生
活
習
慣

を
直
す
こ
と
が
で
き
ず
、

高
校
を
中
退
し
ま
し
た
。

そ
の
後
コ
ン
ビ
ニ
で
バ
イ
ト

て
い
ま
す
。

　

私
の
中
学
卒
業
後
は
決

し
て
胸
を
張
れ
る
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
ま

で
経
験
し
て
き
た
こ
と
は

社
会
人
と
し
て
生
き
て
い

く
こ
と
を
少
し
早
く
学
べ

た
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
少

し
ず
つ
で
す
が
親
に
も
恩

返
し
が
で
き
て
い
ま
す
。

　

今
日
ま
で
の
私
に
関
わ

っ
て
く
れ
た
人
た
ち
に
感

謝
し
て
い
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

岡村　大地
南原町会

小川　愛美
高宮町会

　

11
月
19
日
は
、
講

師
の
松
本
城
管
理
事

務
所
の
小
山
研
究
専

門
員
が
松
本
城
の
成

り
立
ち
か
ら
現
在
ま

で
の
歴
史
と
天
守
の

構
成
や
建
物
の
構
造

な
ど
に
つ
い
て
、
国

宝
５
城
と
比
較
し
な

が
ら
具
体
的
な
特
徴

を
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

文
化
振
興
課
の
桑

島
係
長
か
ら
は
世
界

遺
産
登
録
の
主
な
目

的
は
４
２
０
年
余
の

歴
史
あ
る
松
本
城
の

恒
久
的
保
存
と
次
世

代
へ
の
継
承
で
あ
り
、

近
世
城
郭
の
天
守
群

に
よ
る
シ
リ
ア
ル
・

あ
な
た
の
知
ら
な
い

松
本
城
と
世
界
遺
産

鎌
田
お
宝
講
座

ー
第
6
回
ー

　

世
界
文
化
遺
産
登
録
を
め
ざ
す
「
国
宝
松
本
城
」
を

　
　
　
　

座
学
と
現
地
見
学
で
学
ぶ
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン（
連

続
す
る
資
産
）
で
の

登
録
を
め
ざ
し
、
世

界
遺
産
登
録
へ
の
第

一
歩
で
あ
る
文
化
庁

の
暫
定
一
覧
表
へ
の

記
載
を
当
面
の
目
標

と
し
て
研
究
を
重
ね

て
い
る
こ
と
を
お
聞

き
し
ま
し
た
。

　

12
月
５
日
は
、
松

本
城
内
を
３
人
の
研

究
専
門
員
か
ら
案
内

い
た
だ
き
、
改
め
て

松
本
城
の
価
値
を
再

認
識
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
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鎌田地区
令和2年1月１日現在
世帯数
　男
　女

8,972 戸
9,960 人
9,571 人

鎌田地区公民館発行者 公民館報編集委員会



会 長
木藤  永子
（征矢野2）永田智恵美

（南原2）
中田  洋子
（井川城3）

主任児童委員

雑感
孫
と
別
れ
る
作
者
の
心
情
に
共
感

し
、
自
分
で
も
作
句
す
る
よ
う
に

な
っ
た
▼
川
柳
と
言
え
ば
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
の
喜
怒
哀
楽
を
テ
ー
マ
に

し
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
川
柳
が
有
名

だ
が
、
こ
の
ご
ろ
は
高
齢
化
を
反

映
し
て
か
老
い
を
テ
ー
マ
に
し
て

「
そ
う
そ
う
あ
る
あ
る
」
と
共
感

し
老
い
を
笑
い
飛
ば
す
シ
ル
バ
ー

川
柳
が
人
気
だ
。
俳
句
の
よ
う
に

風
流
で
は
な
い
が
、
季
語
も
い
ら

ず
手
軽
で
結
構
頭
の
体
操
に
も
な

っ
て
い
る
▼
一
昨
年
百
歳
で
送
っ

た
父
の
介
護
中
に
思
い
つ
い
て
老

老
介
護
を
詠
ん
だ
の
が
「
親
の
為

付
け
た
手
す
り
に
子
も
す
が
る
」

現
実
を
受
け
入
れ
う
ま
く
付
き
合

う
の
に
も
結
構
役
に
立
っ
て
い
る

よ
う
に
思
う
▼
日
常
で
は
、
買
物

に
出
か
け
る
前
な
ど
「
あ
れ
と
あ

れ
メ
モ
し
た
紙
は
ど
こ
だ
ろ
う
」

何
か
を
思
い
つ
い
て
慌
て
て
メ
モ

し
た
の
に
「
走
り
書
き
書
い
た
自

分
が
？
？
？
」
何
年
ぶ
り
か
で
会

っ
て
「
名
を
忘
れ
笑
顔
で
繕
う
同

窓
会
」
こ
の
ご
ろ
は
「
は
し
ご
す

る
む
か
し
居
酒
屋
い
ま
病
院
」
身

の
回
り
に
ネ
タ
は
尽
き
な
い
。

（
小
林　

睦
和
）

　
「
も
う
一
度
改
札
越

し
に
孫
を
抱
く
」
十
年

以
上
も
前
に
な
る
が
、

初
孫
が
生
ま
れ
た
頃
某

誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の

川
柳
に
出
会
い
、
駅
で

　

鎌
田
地
区
町
内
公
民
館
長
会
の

主
催
で
昨
年
11
月
12
日
、
山
梨
県

立
防
災
安
全
セ
ン
タ
ー
を
24
名
が

訪
れ
、
災
害
が
起
き
た
時
に
冷
静

な
行
動
が
で
き
る
心
構
え
や
訓
練
・

対
策
な
ど
に
つ
い
て
学
ぶ
講
座
を

開
催
し
ま
し
た
。

　

多
く
の
被
災
地
で
復
興
に
携

わ
っ
た
山
下
博
史
さ
ん
（
災
害
・

防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
未
来
会
代
表
）

か
ら
話
を
聴
き
ま
し
た
。

　
「
災
害
が
起
き
た
と
き
、
ま
ず

自
分
の
身
を
守
る
『
自
助
』
と
隣

近
所
で
助
け
合
う
『
共
助
』
で
出

来
る
こ
と
を
行
う
の
が
一
番
で
『
公

助
』
は
道
路
の
不
通
な
ど

で
来
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。

防
災
訓
練
は
、
応
急
手
当

て
の
や
り
方
や
炊
き
出
し

な
ど
実
際
に
役
立
つ
訓
練

を
し
て
ほ
し
い
。
避
難
所

で
は
お
金
の
か
か
ら
な
い

運
営
を
考
え
て
ほ
し
い
」

と
、
ご
み
箱
を
利
用
し
た
簡
易
ト

イ
レ
の
扱
い
方
な
ど
を
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。

　

講
義
の
後
、
震
度
７
の
地
震
や

暗
い
煙
道
を
通
り
抜
け
る
体
験
を

し
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
現
実
的
な
内

容
で
有
意
義
だ
っ
た
」「
実
際
に
役

立
つ
話
で
よ
か
っ
た
」
な
ど
の
感

想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

日
頃
か
ら
防
災
・
減
災
に
つ
い

て
個
人
個
人
が
何
を
ど
う
し
た
ら

自
分
や
家
族
の
身
を
守
れ
る
か
考

え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

高
齢
者
の
方
等
へ
の
訪
問
活

動
や
子
育
て
支
援
・
相
談
な
ど

を
通
し
て
、
地
域
の
皆
様
が
支

え
合
い
・
助
け
合
い
が
で
き
る

「
つ
な
が
り
」
を
深
め
て
い
け

る
よ
う
、
30
名
の
委
員
が
力
を

合
わ
せ
地
域
福
祉
に
尽
力
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

 鎌田地区民生委員・児童委員協議会 新任紹介（令和元年12月から3年間活動）

防
災
体
験
講
座

　火の見櫓
やぐら

の始まりは江戸時代。明暦3
（1657）年に江戸本郷で発生した大火
のあと、火事の早期発見と早期伝達のた
めに作られた。

　鎌田地区には2基の火の見櫓（高宮北
と笹部2丁目）があり、写真の火の見櫓は
国道19号線沿いに建っている。昭和5年
の建設で、松本市内に現存する火の見櫓
（約150基）では最も古いとされる。特
徴は見張り台や踊り場の床が鉄の一枚
板になっている。

　防災無線の整備や櫓の老朽化、騒音苦
情などから全国で火の見櫓の撤去が進ん
でおり、この火の見櫓も2年後には解体
の予定。

　

地
域
の
防
災･

安
全
を
見
守
っ
て
き
た
火
の
見
櫓

（
高
宮
北
・
松
本
市
消
防
団
第
５
分
団
詰
所
横
）

　
近
年
、
地
球
温
暖
化
の
影
響
か
ら
か
、

　
予
想
を
超
え
た
大
き
な
災
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

震度7の地震体験（あぐらで机の脚をしっかりと掴むと姿勢が安定する）

私たちが児童福祉を専門的に担当します

鎌田地区の歴史 ⑦
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