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町
会
長
に
聞
き
ま
し
た

桜
ウ
ィ
ー
ク「
風
流
絵
巻
道
中
」

　
新
元
号
に
変
わ
り
、町
会
長
さ
ん
に
、「
令

和
を
迎
え
て
思
う
こ
と
」を
伺
い
ま
し
た
。

◆
一
丁
目
　
岡お

か

　
義よ

し
ま
さ正
さ
ん　

　

天
皇
が
退
位
し
、
新
天
皇
が
即

位
し
て
、
平
成
か
ら
令
和
へ
と
時

が
瞬
く
間
に
過
ぎ
て
い
く
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
こ
れ
は
歳
の
せ
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
天
皇
家
も
皇
族

も
少
子
化
と
な
り
、
女
性
皇
族
が

結
婚
し
て
一
般
人
と
な
る
。
ま
す
ま

す
皇
族
の
数
が
減
り
ま
す
。
新
天

皇
に
は
激
務
に
な
ら
な
い
よ
う
に
過

ご
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

◆
二
丁
目
　
戸と

だ田
道み

ち
お雄
さ
ん

　
「
令
和
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

…
」元
号
に
影
響
さ
れ
て
生
活
し
て

き
た
訳
で
は
な
い
、と
思
っ
て
い
た

の
で
特
別
の
感
慨
は
な
か
っ
た
の

で
す
が
、仰
々
し
い
「
令
和
の
意
義
」

な
る
談
話
を
テ
レ
ビ
で
見
て
何
か
嫌

令和元年度の町会長の皆さんです！

〔町会連合会会長・東町会〕
内山 博行

〔一丁目〕
岡　義正

〔九丁目〕
竹内 良太郎

〔八丁目〕
早川 拓也

〔四丁目〕
柴田 康光

〔二丁目〕
 戸田 道雄

〔三丁目〕
宮下　茂

〔町会連合会副会長・五丁目〕
下島　博

な
感
じ
が
し
ま
し
た
。「
お
上
の
命
令

の
下
、国
民
は
お
と
な
し
く
和
し
て

従
っ
て
も
ら
う
の
で
ゴ
ジ
ャ
マ
ス
」

な
ん
て
時
代
に
な
ら
な
い
こ
と
を
願

い
ま
す
。

◆
三
丁
目
　
宮み

や
し
た下

　
茂し

げ
るさ
ん

　

令
和
元
年
、
こ
の
記
念
す
べ
き

年
に
私
個
人
と
し
て
は
大
変
な
重

責
を
担
う
こ
と
と
な
り
、
か
な
り

危
惧
し
て
お
り
ま
す
。

　

町
会
活
動
は
、
ま
さ
に
「
令
和
」

そ
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

特
に
「
和
」
を
大
切
に
し
た
活
動

を
し
て
い
く
所
存
で
す
の
で
、
皆

様
の
ご
指
導
、
ご
協
力
の
程
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◆
四
丁
目
　
柴し
ば
た田
康や
す
み
つ光
さ
ん

　

平
成
で
は
阪
神
淡
路
大
震
災
・

東
日
本
大
震
災
ほ
か
数
多
く
の
災

害
を
経
験
し
て
き
ま
し
た
。
天
災

は
防
ぐ
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま

す
が
、
減
災
へ
の
努
力
は
人
の
力

で
も
充
分
に
可
能
か
と
考
え
て
い

ま
す
。
令
和
と
い
う
新
し
い
元
号

の
中
で
い
か
に
安
全
に
暮
ら
し
て

い
け
る
か
を
町
会
の
皆
さ
ん
と
考

え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
五
丁
目
　
下し

も
じ
ま島

　
博ひ

ろ
しさ
ん

　
「
昭
和
」「
平
成
」
と
生
き
て
三

つ
目
の
時
代
を
生
き
る
事
に
気
持

ち
を
新
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
は
あ

り
ま
す
が
、
正
直
我
々
の
ま
わ
り

で
は
何
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
の

が
実
感
で
す
。
た
だ
、
今
回
「
寄

り
添
う
」
と
い
う
言
葉
が
印
象
深

く
感
じ
、
残
り
少
な
い
人
生
、
様
々

な
も
の
に
、
そ
し
て
人
に
寄
り
添

い
な
が
ら
日
々
を
大
切
に
過
ご
し

た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◆
東
町
会
　
内う
ち
や
ま山
博ひ
ろ
ゆ
き行
さ
ん

　

寿
台
に
移
り
住
ん
だ
の
は
昭
和

47
年
10
月
で
、早
い
も
の
で
47
年
の

年
月
を
刻
み
ま
し
た
。昭
和
か
ら
平

成
そ
し
て
令
和
元
年
と
1
年
ご
と

に
積
み
重
ね
た
月
日
は
、こ
の
街
の

少
子
高
齢
化
と
い
う
と
ん
で
も
な

い
変
化
と
な
り
ま
し
た
。時
代
に

合
っ
た
自
治
会
活
動
を
皆
さ
ん
の

建
設
的
な
ご
意
見
を
聞
き
な
が
ら

進
め
て
い
き
ま
す
。

◆
八
丁
目
　
早は

や
か
わ川
拓た

く
や也
さ
ん

　

元
号
が
変
わ
ろ
う
と
今
を
生
き

て
い
る
事
に
変
わ
り
ま
せ
ん
。
生

き
て
い
る
だ
け
感
謝
し
、「
お
か

げ
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
」
の
気
持

ち
を
忘
れ
ず
、
寿
台
及
び
町
内
の

為
に
無
理
を
し
な
い
様
に
出
来
る

事
は
協
力
を
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
「
迷
っ
た

ら
前
へ
」
の
名
言
を
忘
れ
ず
に
生

き
て
い
き
ま
す
。

◆
九
丁
目
　
竹た

け
う
ち内
良り

ょ
う
た
ろ
う

太
郎
さ
ん

　

私
に
と
っ
て
人
生
２
度
目
の
新

元
号
。
ま
だ
実
感
が
な
い
で
す
が
、

令
和
と
い
う
新
し
い
時
代
に
対
し

て
平
和
で
明
る
く
、
子
供
た
ち
が

住
み
や
す
い
世
の
中
に
な
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
昭

和
に
生
ま
れ
、平
成
は
鍛
錬
の
時
期
、

令
和
で
結
果
を
出
す
！
そ
ん
な
意

気
込
み
で
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
年
か
ら
開
催

期
間
が
１
週
間
と

な
り
、
花
見
や
イ

ベ
ン
ト
が
よ
り
長

く
楽
し
め
る
よ
う

に
な
っ
た
寿
台
桜

ウ
ィ
ー
ク
。
4
月

13
日
（
土
）
に
は

楽ら
く
よ
う踊
の
会
に
よ
る
「
風
流
絵
巻
道
中
」
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
約
30
人
の
会
員
の
皆
さ

ん
が
着
物
で
仮
装
し
、
福
祉
ひ
ろ
ば
か
ら

寿
台
中
央
公
園
ま
で
を
練
り
歩
き
、
道
行

く
人
た
ち
を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
。
公
園
の

「
さ
く
ら
広
場
」
に
到
着
す
る
と
、
扇
子
を

用
い
た
舞
踊
「
花は
な
ほ惚
れ
か
っ
ぽ
れ
」
が
披

露
さ
れ
、
見
物
人
か
ら
は
拍
手
や
声
援
が

送
ら
れ
ま
し
た
。
桜
ウ
ィ
ー
ク
は
4
月
10

日
か
ら
17
日
ま
で
開
催
さ
れ
、
夜
桜
の
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
や
桜
並
木
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

な
ど
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
イ
ベ
ン
ト
が

行
わ
れ
ま
し
た
。　
　
　
（
寿
台
公
民
館
）

「花惚れかっぽれ」を披露する楽
踊の会の皆さん
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前
寿
台
公
民
館
長
　
青あ
お
き木
愼し
ん
い
ち一

寿
台
公
民
館
長
　
坂さ
か
い井
久ひ
さ
よ
し吉

退
任
の
ご
あ
い
さ
つ

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

　

こ
の
3
月
31
日
を

も
ち
ま
し
て
寿
台
公

民
館
長
を
退
任
い
た

し
ま
し
た
。

　

館
長
就
任
前
の
説
明
会
で
職
務
を
知
る

に
つ
け
、
教
育
や
行
政
の
知
識
、
経
験
の
無

い
私
が
務
ま
る
の
か
と
不
安
で
し
た
。
ま
た

公
民
館
主
事
も
新
任
で
、
分
か
ら
な
い
者

同
士
の
二
人
三
脚
の
ス
タ
ー
ト
と
な
り
ま
し

た
。
幸
い
前
年
に
町
会
役
員
を
務
め
た
こ
と

も
あ
っ
て
公
民
館
と
町
会
連
合
会
と
の
関
り

や
、
共
催
事
業
で
分
か
っ
て
い
た
部
分
も
あ

り
助
か
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
公
民
館
事
業
の
大
き

な
柱
の
一つ
で
あ
る
小
・
中
学
校
の
コ
ミ
ュ
ニ

　

4
月
か
ら
寿
台

公
民
館
長
に
就
任

し
ま
し
た
。
身
の

丈
に
合
わ
な
い
要

職
に
、
と
て
も
戸
惑
っ
て
い
ま
す
。
寿

台
に
移
住
し
て
46
年
余
り
、
入
居
当
時

は
子
ど
も
達
も
沢
山
い
て
、
何
の
行
事

を
行
う
に
も
元
気
が
あ
り
、
と
て
も
賑

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
い
ま
は
市
内
４
番

目
の
高
齢
化
率
、
高
齢
化
（
世
帯
）
の

増
加
、
地
域
へ
の
無
関
心
増
の
増
大
、

人
間
関
係
の
希
薄
化
、
町
会
を
運
営
す

る
役
員
の
担
い
手
不
足
、
一
部
役
員
へ

の
負
担
集
中
な
ど
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

厳
し
い
状
況
で
す
。
そ
ん
な
中
、
公
民

館
は
町
会
組
織
の
一
部
「
車
の
両
輪
」

　

４
月
11
日
（
木
）
に
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
講
座
を
開
催
し
、
29
人
が
参

加
さ
れ
ま
し
た
。

　

臥
竜
公
園
の
満
開
の
桜
を
愛
で

な
が
ら
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
す
る
予

定
で
し
た
が
、
連
日
の
悪
天
候
に

よ
り
桜
の
開
花
が
大
幅
に
遅
れ
、

残
念
な
が
ら
当
日
は
ま
だ
開
花
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
午
後
は
須

坂
市
内
を
散
策
し
ま
し
た
。
須
坂

に
は
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
建

築
さ
れ
た
蔵
が
残
る
町
並
み
が
あ

り
、
そ
れ
ら
が
形
成
さ
れ
た
歴
史

や
、
保
存
し
て
い
く
た
め
の
取
り

組
み
等
を
地
元
の
ガ
イ
ド
の
方
に

詳
し
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
悪
天
候
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

須
坂
の
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
た
貴
重
な
時
間
と
な
り
ま

し
た
。　　
　
　

   （
寿
台
公
民
館
）

令
和
元
年
度
　
寿
台
公
民
館
委
員

令
和
元
年
度
の
寿
台
公
民
館
委
員
の
皆
さ
ん
で
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◇
運
営
委
員

内
山　
博
行　

下
島　
　
博　

山
岸　
三
郎

古
屋　
千
恵

小
林
真
奈
美

手
塚　
久
子

東
郷
麻
由
美

赤
羽　
正
雄

江
藤　
弘
子

山
本　
賢
一

吉
村　
幸
代

他
４
部
門
委
員
長

◇
館
報
編
集
委
員

山
岸　
三
郎
（
１
）

古
屋　
千
恵
（
２
）

小
林
真
奈
美
（
３
）

手
塚　
久
子
（
４
）

東
郷
麻
由
美
（
５
）

赤
羽　
正
雄
（
東
）

江
藤　
弘
子
（
８
・
全
市
版
）

山
本　
賢
一
（
９
）

※
館
報
編
集
委
員
は
町
内
公
民
館
長
が

　
兼
任
し
ま
す
。

町
会
連
合
会
会
長

町
会
連
合
会
副
会
長

一
丁
目
町
内
公
民
館
長

二
丁
目
町
内
公
民
館
長

三
丁
目
町
内
公
民
館
長

四
丁
目
町
内
公
民
館
長

五
丁
目
町
内
公
民
館
長

東
町
会
町
内
公
民
館
長

八
丁
目
町
内
公
民
館
長

九
丁
目
町
内
公
民
館
長

松
本
市
議
会
議
員

◇
体
育
委
員

野
村　

芙
美
（
東
）

早
川　

拓
也
（
８
）

松
田　

光
陽
（
９
）

百
瀬　

康
弘
（
４
）

伴
場　

憲
司
（
４
）

清
水　

正
郎
（
東
）

下
里　

昌
典
（
２
）

橋
戸　

博
信
（
１
）

降
籏　

佳
範
（
４
）

荒
井　

幸
子
（
８
）

白
木　

昭
彦
（
９
）

◇
文
化
委
員

上
條　
　

敏
（
２
）

矢
満
田
武
雄
（
東
）

設
楽　

秀
子
（
２
）

設
楽　

雄
一
（
２
）

小
出　
　

実
（
東
）

◇
図
書
視
聴
覚
委
員

清
水　

一
浩
（
東
）

寺
下　

健
太
（
３
）

二
木　

直
美
（
東
）

茂
野　

征
二
（
東
）

伊
東
美
佐
子
（
８
）

小
野
里
恭
子
（
９
）

テ
ィ
ス
ク
ー
ル
、
学
校
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て

は
全
く
知
識
が
な
く
、
学
び
な
が
ら
の
事

業
展
開
で
し
た
。
そ
ん
な
中
、
サ
ポ
ー
タ
ー

の
皆
様
に
「
楽
し
か
っ
た
、
ま
た
学
校
に
行

き
た
い
。」
と
言
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
嬉

し
か
っ
た
で
す
。
公
民
館
は
余
暇
を
楽
し
く

過
ご
す
と
と
も
に
教
養
を
身
に
着
け
、
仲

間
づ
く
り
の
輪
を
広
げ
る
憩
い
の
場
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
気
軽
に
地
域
の
縁
側
、
皆
の
居

場
所
と
し
て
利
用
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。
2
年
間
、
貴
重
な
経
験
と
多

く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら

を
今
後
の
歩
み
に
活
か
し
て
い
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
の
ご
協
力
に
感
謝
を

申
し
上
げ
、
退
任
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

と
し
て
の
役
割
、学
習
や
文
化
、ス
ポ
ー

ツ
、
講
座
等
松
本
版
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス

ク
ー
ル
を
通
じ
、
地
域
全
体
で
子
ど
も

達
を
見
守
り
育
て
、
地
域
の
行
事
や
活

動
に
参
加
し
、
次
世
代
の
担
い
手
と
な

る
べ
く
地
域
へ
の
帰
属
意
識
を
少
し

で
も
高
め
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。
や

は
り
主
役
は
住
民
の
皆
さ
ん
で
す
。
地

域
の
皆
さ
ん
の
声
に
耳
を
傾
け
、
皆
さ

ん
と
共
に
作
り
、
学
習
拠
点
、
避
難
所
、

集
会
、
出
会
い
、
地
域
づ
く
り
、
生
き

が
い
づ
く
り
、
公
民
館
は
住
民
の
為
の

も
の
で
あ
り
そ
の
活
動
の
主
体
は
地

域
住
民
の
皆
さ
ん
で
す
。
皆
様
の
ご
指

導
、
ご
鞭
撻
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

臥
竜
公
園
と

    

蔵
の
町
並
み
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

桜の標準木を前に説明を受ける参加者


