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災
害
が
発
生
し
た
時
は
地
区
の

役
員
だ
け
で
な
く
、
老
若
男
女
が

集
ま
っ
て
防
災
活
動
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
主
防
災
組

織
を
主
体
と
し
た
住
民
へ
の
確
実

で
詳
細
な
情
報
・
連
絡
の
徹
底
は
、

訓
練
で
象
徴
的
な
防
災
ヘ
リ
や
レ

ス
キ
ュ
ー
車
に
負
け
ず
劣
ら
ず
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

勝
家
隆
地
域
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

長
は
、
訓
練
を
通
し
て
「
今
回
、

多
く
の
住
民
の
方
に
参
加
ね
が
っ

た
。
ま
た
避
難
所
開
設
・
運
営
訓

練
に
は
地
区
リ
ー
ダ
ー
の
方
々
に

参
加
い
た
だ
き
多
く
の
体
験
を
し

て
も
ら
っ
た
。
今
後
、
自
分
た
ち

の
地
区
や
町
会
の
避
難
所
等
の
運

営
・
検
討
に
活
か
し
て
欲
し
い
」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

住
民
参
加
に
よ
る
初
期
消
火
や

救
出
救
助
、
避
難
所
開
設
・
運
営

の
ほ
か
、
消
防
・
警
察
・
自
衛
隊

に
よ
る
特
殊
機
材
を
用
い
た
大
掛

か
り
な
救
出
救
助
や
電
気
・
水
道

な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
復
旧
訓
練
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

「
訓
練
を
体
験
し
て
分
か
る
こ
と

が
多
か
っ
た
」
と
い
う
参
加
者
の

声
を
聞
き
ま
し
た
。

消
火
器
も
進
化
す
る
の
で
、
定

期
的
に
訓
練
し
た
方
が
良
い
。

50
代
男
性
会
社
員

応
急
手
当
は
や
り
方
が
変
わ
っ

て
い
る
。
参
加
し
て
良
か
っ
た
。

よ
り
多
く
の
方
が
訓
練
し
て
欲
し

い
。
　
　
　   

60
代
女
性
パ
ー
ト

救
出
・
搬
送
は
こ
う
い
う

訓
練
で
な
い
と
体
験
で
き
な

い
。
他
の
訓
練
の
サ
イ
レ
ン

で
説
明
が
聞
こ
え
な
か
っ
た

こ
と
が
残
念
だ
っ
た
。

60
代
男
性
会
社
員

避
難
所
で
は
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ
る
と
分

か
っ
た
。
訓
練
し
な
い
と
「
い
ざ
」

と
い
う
時
に
何
も
で
き
な
い
と
改

め
て
思
っ
た
。

60
代
男
性
会
社
員

訓
練
の
内
容
を
言
葉
や
文
章
で

説
明
し
て
も
分
か
ら
な
い
。
発
信

力
の
あ
る
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
学
生
さ
ん
な

ど
若
い
人
に
参
加
し
て
も
ら
う
こ

と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

40
代
女
性
団
体
職
員

　
10
月
23
日
、
長
野
県
と
松
本
市
の

主
催
に
よ
る
総
合
防
災
訓
練
が
、
あ

ず
さ
運
動
公
園
を
主
会
場
に
、
島
内

体
育
館
、
松
島
中
学
校
な
ど
を
サ
ブ

会
場
と
し
て
20
年
ぶ
り
に
松
本
市
で

実
施
さ
れ
ま
し
た
。
訓
練
は
、
長
野

県
や
松
本
市
職
員
、
長
野
県
警
察
、

各
地
広
域
消
防
局
、
陸
上
自
衛
隊

等
の
関
係
機
関
と
、
島
内
地
区
住
民

な
ど
総
勢
約
１
５
０
０
人
が
参
加
し

た
大
規
模
な
も
の
で
し
た
。

消防・警察・自衛隊救出救助訓練

消火器訓練
ボランティアセンター

開設訓練

医療救護所設置・運営訓練

救出・搬送訓練

応急処置訓練

避難所開設・運営訓練

バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
訓
練

炊
き
出
し
訓
練
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　令和２年にリニューアルした島内文化ふれあいまつりは、
飲食による新型コロナ感染拡大防止のために、土曜日午後
から日曜日正午までの１日開催にしてきました。今年は、
昼食も場内で食べられるように調整し、従来の日曜日の１
日で開催されました。３年ぶりに島内小学校と松島中学校
の吹奏楽演奏披露や、カレーを場内で食す姿もあり、多く
の住民が楽しく集いました。

　
８
月
23
日
、
島
内
史
談
会
・
島
内

公
民
館
共
催
に
よ
る
、
梓
川
の
治
水

や
防
災
を
学
ぶ
歴
史
講
座
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
松
本
市
梓
川
ア
カ
デ

ミ
ア
館
で
６
月
に
開
か
れ
た
特
別
展

「
梓
川
か
わ
も
の
が
た
り
」
の
島
内

編
で
す
。「
か
わ
も
の
が
た
り
」
で

展
示
さ
れ
た
古
絵
図
や
パ
ネ
ル
が
並

べ
ら
れ
、
約
30
名
が
梓
川
に
関
す
る

地
区
の
歴
史
を
学
び
ま
し
た
。　

　

講
座
で
は
島
内
の
堰
（
水
路
）

や
地
勢
の
特
徴
を
ま
と
め
た
冊
子

「
梓
川
か
わ
も
の
が
た
り・島
内
編
」

を
資
料
に
、
そ
の
説
明
を
行
い
ま

し
た
。
ま
た
特
別
講
師
と
し
て
、

梓
川
の
災
害
に
詳
し
い
郷
土
史
家

の
赤
澤
久
喜
氏
（
新
村
地
区
）
を

お
迎
え
し
、「
古
梓
川
地
図
に
学

ぶ
防
災
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

島
内
は
江
戸
時
代
初
期
ま
で

本
流
で
あ
っ
た
榑く

れ

木き

川が
わ

（
現
榑
木

堰
）、
支
流
で
あ
っ
た
梓
川
と
、
東

側
を
流
れ
る
奈
良
井
川
に
囲
ま
れ

た
文
字
通
り
の
「
嶋
の
内
」
で
、

河
川
の
影
響
を
強
く
受
け
る
地
形

で
す
。
梓
川
は
、
特
に
雨
量
が
多

く
傾
斜
が
大
き
い
暴
れ
川
で
、
数

年
お
き
に
氾
濫
・
浸
水
を
繰
り
返

し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
古
絵
図

や
古
文
書
に
は
、
現
在
の
梓
川
流

路
と
な
っ
た
後
の
川
沿
い
の
模
様

や
、
河
川
工
事
の
関
係
文
書
が
残

さ
れ
、
洪
水
に
よ
る
堤
防
決
壊
と

修
復
、
そ
れ
に
伴
う
多
く
の
農
耕

地
流
失
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
明
治
９
年
・
島
内
村
絵
図
面
」

に
、
小
宮
か
ら
現
在
の
平
瀬
川
西

に
か
け
て
氾
濫
の
名
残
と
思
わ
れ

る
、「
氾は

ん

濫ら
ん

荒あ
れ

地ち

」
の
表
記
が
あ

り
ま
す
。
梓
川
沿
い
の「
荒
地
」は
、

村
内
の
お
よ
そ
1/6
の
広
さ
に
お
よ

び
ま
し
た
が
、
先
人
達
の
努
力
に

よ
り
、
現
在
は
優
良
農
地
や
住
宅

地
に
大
き
く
変へ

ん

貌ぼ
う

し
て
い
ま
す
。

　

梓
川
に
は
治
水
対
策
の
た
め
、

昭
和
44
年
に
、
安
曇
三
ダ
ム
（
奈な

川が
わ

渡ど

・
水み

殿ど
の

・
稲い

ね

核こ
き

）
が
完
成
し
、

水
害
も
夏
場
の
水
不
足
も
解
消
さ

れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
近
年
想
定
を
上
回
る

集
中
豪
雨
が
各
地
で
た
び
か
さ
な

り
、
昨
年
８
月
に
は
、
梓
川
の
堤

防
崩
落
や
橋
脚
損
傷
と
い
う
事
態

が
発
生
し
ま
し
た
。
水
害
は
ダ
ム

だ
け
で
は
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
今
一
度
、

地
域
の
災
害
リ
ス
ク
を
確
認
す
べ

き
で
し
ょ
う
。

島
内
史
談
会
会
長　

高
山
和
卓

古
絵
図
や

古
絵
図
や

パ
ネ
ル
で
学
ぶ

パ
ネ
ル
で
学
ぶ

梓
川
か
わ
も
の
が
た
り
・
島
内
編

梓
川
か
わ
も
の
が
た
り
・
島
内
編

古絵図を説明する高山会長古絵図を説明する高山会長


