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●城東地区●
1944 世帯
　男 1734 人
　女 1832 人
合計 3566 人
R4 . 9 . 1 現在

③ 2022（令和４）年　9　月　30　日（金）
　

岡
の
宮
町
会
に
せ
っ
け
ん
工

場
が
あ
り
ま
す
。
お
肌
に
悩
み

を
持
つ
方
々
か
ら
は
有
難
い
存

在
と
し
て
結
構
知
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

幸
い
に
も
お
肌
健
や
か
な

方
々
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
く
て
残
念
に
思
え
、
今
回
工

房
の
主
催
者
で
あ
る
今
井
里
美

さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。

　

せ
っ
け
ん
作
り
を
始
め
た

き
っ
か
け
は
家
族
が
肌
ト
ラ
ブ

ル
に
苦
し
ん
で
い
た
か
ら
…
。

　

人
は
本
来
治
癒
能
力
が
あ
り
、

ト
ラ
ブ
ル
は
注
意
警
報
な
の
で

す
。

　

そ
の
本
来
の
治
癒
能
力
を
十

分
に
発
揮
で
き
る
お
手
伝
い
を

す
る
の
が
女
鳥
羽
せ
っ
け
ん
と

考
え
れ
ば
判
り
や
す
い
で
し
ょ

う
か
。

　

せ
っ
け
ん
作
り
の
講
習
で
技

術
を
学
び
家
族
向
け
に
作
っ
て

い
る
う
ち
に
お
裾
分
け
し
た
友

人
・
知
人
か
ら
注
文
を
受
け
る

よ
う
に
な
り
、
せ
っ
け
ん
作
り

を
生
活
の
糧
に
、
と
考
え
た
そ

う
で
す
。

　

だ
か
ら
と
言
っ
て
商
売
と
な

る
と
届
け
る
こ
と
、
許
可
を
受

け
る
こ
と
、山
積
で
「
品
質
良
好
」

だ
け
で
は
営
業
許
可
は
下
り
ず
、

パ
ー
ト
ナ
ー
の
「
ず
く
」
に
活

躍
し
て
貰
い
ど
う
に
か
認
可
さ

れ
た
の
で
し
た
。

　
「
合
成
洗
剤
追
放
運
動
」
は
食

廃
油
を
原
料
に
洗
濯
用
と
し
て

作
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
化
粧

せ
っ
け
ん
と
は
一
線
を
画
し
、
製

造
・
頒
布
が
許
さ
れ
る
も
の
で

し
た
。

　

里
美
さ
ん
の
作
る
せ
っ
け
ん

は
ま
っ
さ
ら
な
油
を
使
う
化
粧

せ
っ
け
ん
な
の
で
「
薬
事
法
」

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
す
。

　

素
地
に
使
う
の
は
オ
リ
ー
ブ

油
50
%
、
パ
ー
ム
油
と
コ
コ
ナ

ツ
油
25
％
ず
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
が
汚

れ
落
と
し
、
固
め
る
、
泡
立
て
る

と
特
徴
が
違
い
ま
す
。
他
に
ア
ー

モ
ン
ド
や
ア
ボ
ガ
ド
、
マ
カ
ダ

ミ
ア
ン
ナ
ッ
ツ
な
ど
を
加
え
て

香
り
や
色
を
変
化
さ
せ
、
よ
り

使
い
や
す
く
と
工
夫
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

最
近
は
糀
菌
に
注
目
、
こ
れ

を
活
か
し
た
せ
っ
け
ん
・
シ
ャ

ン
プ
ー
な
ど
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　

糀
菌
が
体
に
良
い
と
は
知
っ

て
い
ま
し
た
。
で
も
、
こ
れ
を

せ
っ
け
ん
や
シ
ャ
ン
プ
ー
に
使

う
な
ん
て
…
。
里
美
さ
ん
の
着

眼
点
に
脱
帽
・
絶
賛
。

　

ア
ト
ピ
ー
や
蕁
麻
疹
・
肌
荒

れ
で
お
悩
み
の
方
々
は
是
非
女

鳥
羽
せ
っ
け
ん
工
房
を
尋
ね
て

く
だ
さ
い
。

　

T
V
で
一
日
中
「
汚
れ
が
落
ち

る
。」「
良
い
香
り
。」
と
合
成
洗

剤
が
宣
伝
さ
れ
ま
す
。
で
も
せ
っ

け
ん
を
使
う
人
が
い
ま
す
。
そ
の

多
く
は
「
環
境
を
考
え
て
」
と
言

い
ま
す
。

　

主
婦
湿
疹
・
富
栄
養
化
が
言
わ

れ
た
こ
ろ
に
比
べ
れ
ば
合
成
洗
剤

は
質
が
向
上
し
た
と
は
い
え
ま
す
。

　

只
、
今
で
も
「
化
学
物
質
排
出

把
握
管
理
促
進
法
」
で
合
成
界
面

活
性
剤
が
「
第
一
種
指
定
化
学
物

質
」
と
し
て
人
体
・
環
境
に
深
刻

な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
但
し
、
市
販
さ
れ
る
洗

剤
類
に
使
わ
れ
る
の
は
極
微
量
だ

か
ら
…
と
使
用
が
許
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。

　

で
も
、
洗
濯
や
風
呂
の
廃
液
を

一
斉
に
排
出
し
て
環
境
に
影
響
な

し
と
言
い
き
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

浄
化
さ
れ
る
と
は
い
え
、
松

本
市
の
排
水
は
犀
川
を
経
由
し

て
長
野
市
の
水
道
水
に
な
る
の

で
す
。

　

政
府
も
行
政
も
、
S
D
G
s

と
か
、
エ
シ
カ
ル
消
費
と
か
掛

け
声
を
か
け
ま
す
。
聞
い
て
い

る
と
恰
も
環
境
問
題
は
民
間
人

の
意
識
に
あ
る
と
言
い
た
い
よ

う
で
す
。
け
れ
ど
商
品
の
（
特

に
不
都
合
な
）
事
実
を
克
明
に
、

詳
細
に
は
報
告
し
ま
せ
ん
。　

　

こ
の
処
の
猛
暑
を
考
え
て
も

地
球
が
健
全
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

地
球
が
自
然
治
癒
力
を
十
分
発

揮
で
き
る
よ
う
せ
っ
け
ん
を

使
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

（
岡
の
宮
町
会　

瀧
澤
和
子
）

女
鳥
羽
せ
っ
け
ん
工
房

な
ぜ
今
せ
っ
け
ん
?



松 本 市 公 民 館 報 第141号④【城東版】2022（令和４）年　9　月　30　日（金）

▲登校する小学生に
　あいさつの声掛けする皆さん

▲登校する中学生に
　あいさつの声掛けする皆さん

　

伝
統
の
あ
る
門
松
を
町
会
長

の
「
つ
く
っ
て
み
り
や
」
と
の

一
言
で
、
当
時
の
役
員
が
賛
同
！

材
料
集
め
か
ら
取
り
掛
か
り
ま

し
た
。
竹
は
町
会
長
、
松
は
公

民
館
長
、
砂
利
と
か
を
副
会
長

と
。
竹
の
「
そ
ぎ
」
は
町
会
の

方
が
機
械
で
18
本
を
加
工
し
て

く
れ
ま
し
た
。

　

縄
の
巻
き
数
や
縛
り
方
、
竹

の
並
べ
方
等
を
調
べ
な
が
ら
ワ

イ
ワ
イ
。
一
番
の
苦
労
は
竹
の

切
り
口
が
綺
麗
に
揃
わ
ず
何
度

も
や
り
直
し
ま
し
た
。
一
番
高

い
竹
は
約
１
８
０
セ
ン
チ
、
中

間
竹
を
内
側
に
し
た
「
迎
え
飾

り
」
と
し
、
肝
心
の
松
は
竹
を

も
し
の
ぐ
大
き
さ
！
。
南
天
も

そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
物
を
持
ち
寄

り
、
台
座
は
ペ
ー
ル
缶
６
個
を

か
き
集
め
て
コ
モ
を
巻
き
付
け

素
晴
ら
し
い
？
門
松
を
完
成
さ

せ
ま
し
た
。
初
め
か
ら
、ひ
ろ
ば
・

児
童
館
に
も
と
い
う
構
想
だ
っ

た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
差
し
上

げ
て
い
ま
す
。

　

令
和
３
年
は
多
少
疲
れ
（
竹

の
切
り
出
し
）
も
あ
っ
て
、
地

区
の
町
会
長
さ
ん
に
お
手
伝
い

を
し
て
も
ら
い
北
部
地
区
セ
ン

タ
ー
に
寄
贈
し
ま
し
た
。

◆
門
松
の
由
来

　

門
松
は
、
正
月
に
日
本
の
家

の
門
前
な
ど
に
立
て
ら
れ
る
、

松
や
竹
を
用
い
た
正
月
飾
り
で

す
。
松
飾
り
、
飾
り
松
、
立
て

松
と
も
言
わ
れ
、
古
く
は
、
木

の
梢
に
神
が
宿
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
門
松
は
歳

神
さ
ま
を
家
に
迎
え
入
れ
る
た

め
の
依
代
と
い
う
意
味
合
い
が

あ
り
ま
す
。「
松
は
千
歳
を
契
り
、

竹
は
万
歳
を
契
る
」
と
言
わ
れ
、

松
と
竹
で
神
の
依
代
の
永
遠
を

願
う
。
歳
神
さ
ま
は
こ
の
松
門

を
目
印
に
降
臨
し
て
く
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

松
は
冬
で
も
青
々
と
し
た
常

緑
高
木
で
、
新
し
い
生
命
力
の

象
徴
で
あ
り
、
神
様
が
宿
る
と

思
わ
れ
、
常
盤
木
の
中
で
も
、

松
は
「
祀
る
」
に
つ
な
が
る
樹

木
で
あ
り
、
古
来
の
中
国
で
も

生
命
力
、
不
老
長
寿
、
繁
栄
の

象
徴
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

平
安
時
代
の
宮
中
で
は
「
小

松
引
き
」
と
い
う
行
事
が
行
わ

れ
、
こ
れ
は
初
子
の
日
に
外
出

し
て
松
の
小
木
を
引
き
抜
く
と

い
う
貴
族
の
遊
び
で
、
持
ち
帰
っ

た
「
子
の
日
の
松
」
を
長
寿
祈

願
の
た
め
愛
好
す
る
習
慣
が
あ

り
、
門
松
は
こ
れ
が
変
化
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
門
松
は
中
心
の
竹
が

目
立
ち
ま
す
が
、
そ
の
本
体
は

名
前
で
解
る
と
お
り
「
松
」
で

す
。
古
く
は
松
な
ど
の
常
緑
樹

を
飾
っ
て
い
ま
し
た
が
、
鎌
倉

時
代
以
後
、
竹
も
一
緒
に
飾
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

竹
の
先
端
部
の
形
状
は
、
斜

め
に
切
っ
た
「
そ
ぎ
」
と
、
真

横
に
切
っ
た
「
寸
胴
」
の
２
種

類
が
あ
り
ま
す
。
一
説
で
は
、「
そ

ぎ
」
は
徳
川
家
康
が
三
方
ヶ
原

の
戦
い
で
武
田
信
玄
に
敗
れ
た

直
後
、
武
田
方
か
ら
送
ら
れ
た

「
松
枯
れ
て 

竹
類
い
な
き 

明
日

か
な
」
と
い
う
句
を
、「
ま
つ
か

れ
で 

た
け
だ
く
び
な
き 

あ
し
た

か
な
」
と
読
み
替
え
て
、
竹
を

斜
め
に
切
り
落
と
し
た
門
松
と

と
も
に
送
り
つ
け
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

元
町
中 

公
民
館
長　

木
下 

笑
子

　

2
学
期
が
始
ま
っ
た
8
月
19

日
（
旭
町
小
学
校
）
と
8
月
23

日
（
旭
町
中
学
校
）、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
皆
さ
ん
に
よ
る
「
あ
い
さ

つ
運
動
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
「
運
動
」
は
8
年
前
か
ら
、

各
学
期
の
始
業
式
の
日
と
卒
業

式
の
前
日
に
取
り
組
ま
れ
て
い

る
も
の
で
、
気
持
ち
よ
い
「
あ

い
さ
つ
」
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
回
の
予
定
は
、
旭
町
小
学

校
は
1
月
10
日
7
時
30
分
か
ら
、

旭
町
中
学
校
は
1
月
5
日
7
時

40
分
か
ら
の
予
定
で
す
。

伝
統
の「
門
松
」つ
く
り
に
挑
戦

登
校
を
見
守
る

　「あ
い
さ
つ
運
動
」


