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梓川の
世帯数・人口

③ 2022（令和４）年３月30日（水）

梓
川
ア
カ
デ
ミ
ア
館
探
訪

世帯数  4 , 7 5 0 戸
人　口 1 2 , 4 5 7 人

男 6 , 1 5 3 人
女 6 , 3 0 4 人

（令和４年.3.1現在）

信
州
梓
川
賞
典

絵
画
の
公
募
展
第
21
回
信
州
梓

川
賞
展
が
2
月
5
日
（
土
）
か
ら

3
月
6
日
（
日
）
ま
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
公
募
は
一
般
の
部
に
県

内
外
か
ら
86
点
、
小
中
学
生
の
部

に
県
内
10
校
か
ら
４
６
７
点
の
応

募
が
あ
り
ま
し
た
。

一
般
の
部
梓
川
賞
（
最
高
賞
）

に
「
春
待
ち
あ
ず
さ
」
吉
江
秀
康

さ
ん
（
安
曇
野
市
）
他
、
金
賞
1

点
、
銀
賞
2
点
、
銅
賞
5
点
、
特

別
賞
1
点
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
小

中
学
生
の
部
最
優
秀
賞
に
「
大
き

な
ヘ
チ
マ
」
手
塚
陽
都
さ
ん
（
岡

田
小
学
校
4
年
生
）
他
、
優
秀
賞

4
点
、
入
賞
22
点
が
選
ば
れ
ま
し

た
。
梓
川
賞
（
最
高
賞
）
を
受
賞

さ
れ
た
吉
江
秀
康
さ
ん
は
「
天
皇

陛
下
御
即
位
記
念
の
５
０
０
円
硬

貨
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
『
あ
ず

さ
』
の
木
と
寒
い
岩
肌
、
背
景
に

は
北
ア
ル
プ
ス
と
冬
の
空
。
そ
こ

に
春
を
待
つ
リ
ン
ゴ
を
持
っ
た
少

女・雪
の
精
霊
を
『
春
待
ち
あ
ず
さ
』

と
名
付
け
ま
し
た
。
こ
の
な
ぞ
解

き
の
よ
う
な
版
画
作
品
を
梓
川
賞

に
選
ん
で
い
た
だ
い
た
こ
と
が
と

て
も
う
れ
し
い
。」
と
語
り
ま
し
た
。

審
査
員
か
ら
は
「
暗
い
画
面
の
中

で
人
物
が
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
で
イ
ン

パ
ク
ト
が
あ
る
。
厳

し
い
寒
さ
の
信
州
で

春
を
待
つ
よ
う
な
表

現
が
画
面
に
凝
縮
さ

れ
て
い
て
、
作
者
の

想
い
が
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。
ま
た
、メ
デ
ィ

ウ
ム
は
が
し
刷
り
の

技
法
が
効
果
的
に
使

わ
れ
て
お
り
、
作
品

に
良
く
生
か
さ
れ
て

い
る
」
と
評
価
し
ま

し
た
。

昨
年
８
月
の
大
雨

で
、
八
景
山
地
区
で

は
全
５
分
団
が
土
の

う
を
約
３
０
０
袋
作
っ
て
対
応
し

ま
し
た
。
近
年
は
大
雨
や
台
風
豪

雨
が
多
い
の
で
、
家
な
ど
へ
の
浸
水

を
防
ぐ
た
め
の
土
の
う
作
り
と
土

の
う
積
の
大
事
な
訓
練
が
、
梓
川

消
防
署
と
全
５
分
団
と
で
行
わ
れ

ま
し
た
。基
本
と
し
て
、砂
は
ス
コ
ッ

プ
に
３
、
４
杯
に
。
欲
張
っ
て
入
れ

な
い
。
重
く
な
る
と
運
搬
が
大
変
。

土
の
う
積
は
、
土
の
う
の
縛
っ
た
側

を
守
る
方
に
向
け
て
置
き
、
レ
ン

ガ
積
み
の
よ
う
に
２
段
目
か
ら
は

合
わ
さ
っ
た
上
に
交
互
に
置
く
訓

練
で
し
た
。

梓
川
消
防
署
か
ら
「
署
と
分
団

は
車
の
両
輪
だ
。
息
を
合
わ
せ
て

活
動
す
る
必
要
が
あ
る
。
分
団
は

地
域
の
情
報
を
把
握
し
て
い
る
か

ら
、
署
と
情
報
の
共
有
を
す
る
こ

と
で
迅
速
な
活
動
が
で
き
る
。」
と

講
評
が
さ
れ
ま
し
た
。

梓
川
消
防
署
と

梓
川
消
防
署
と

　
消
防
団
の
協
力

　
消
防
団
の
協
力

▲梓川賞作品「春待ちあずさ」版画（メディウムはがし刷り）

版
画
作
品
の
梓
川
賞
受
賞
は
今

回
が
初
め
て
と
な
り
ま
し
た
。

▲�梓川賞「春待ちあずさ」と
　作者の吉江秀康さん

梓
川
剣
道
教
室
は
、
昭
和
30

年
の
設
立
以
来
、
60
余
年
に
わ

た
る
青
少
年
の
育
成
指
導
や
剣

道
の
普
及
な
ど
が
評
価
さ
れ
、

昨
年
度
に
全
日
本
剣
道
連
盟
の

「
少
年
剣
道
教
育
奨
励
賞
」
を
受

賞
し
ま
し
た
。

梓
川
剣
道
教
室
に
通
う
子
ど

も
た
ち
の
手
ぬ
ぐ
い
に
は
、「
百

錬
自
得
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
百
錬
自
得
は
、
梓
川
剣
道
教
室

の
理
念
で
、
数
を
か
さ
ね
れ
ば

自
然
と
身
に
付
く
と
い
う
意
味
。

苦
し
い
稽
古
に
耐
え
る
こ
と
で

自
分
に
対
し
て
も
強
く
な
り
、
我

慢
強
さ
を
養
う
と
い
う
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。」
と
梓
川
剣
道
教

室
の
指
導
者
で
代
表
の
牛
田
隆
男

さ
ん
（
岩
岡
）
と
奥
さ
ま
の
睦
子

さ
ん
は
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

牛
田
さ
ん
は
、
昭
和
58
年
に
松

本
で
暮
ら
し
始
め
て
以
来
、
約
40

年
に
わ
た
り
剣
道
を
通
じ
て
梓
川

の
子
ど
も
た
ち
を
強
く
育
て
て
き

ま
し
た
。
現
在
、
梓
川
剣
道
教
室

に
は
、
小
学
生
、
中
学
生
を
合
わ

せ
て
40
人
が
通
っ
て
お
り
、
教
室

を
卒
業
し
た
高
校
生
や
大
学
生
も
、

後
輩
た
ち
の
指
導
の
た
め
に
訪
れ

て
く
れ
る
と
い
い
ま
す
。

少
子
化
に
よ
り
人
口
は
減
少
傾

向
に
あ
る
中
、
剣
道
は
そ
の
波
に

の
ま
れ
ず
に
、
も
っ
と
生
徒
を
増

や
し
、後
継
者
の
育
成
を
お
こ
な
っ

て
い
き
た
い
と
将
来
へ
の
希
望
を

話
さ
れ
ま
し
た
。

▲�土のう作りと土のう積の訓練をする�
消防団員

▶
牛
田
隆
男
さ
ん
と
睦
子
さ
ん
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変

く
ゆ
り
わ

梓
川
の
風
景

雑
記
帳

こ
の
号
を
も
っ
て
令
和
３
年
度

の
公
民
館
報
梓
川
版
が
最
終
号
と

な
り
ま
す
。
昨
年
４
月
に
始
ま
っ

た
公
民
館
活
動
の
一
年
も
終
わ
り

ま
す
。
み
な
さ
ん
お
疲
れ
さ
ま
で

し
た
。
年
が
改
ま
り
カ
レ
ン
ダ
ー

の
中
で
は
、
ま
だ
三
か
月
が
過
ぎ

た
だ
け
で
す
が
、「
お
疲
れ
さ
ま
で

し
た
。」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
一
年

は
、１
月
か
ら
12
月
ま
で
で
は
な
く
、

４
月
か
ら
３
月
ま
で
な
ん
だ
な
と

実
感
し
て
い
ま
す
。
私
に
こ
う
感
じ

さ
せ
て
い
る
の
は
、
私
が
会
計
年
度

と
か
学
校
年
度
と
言
わ
れ
て
い
る

時
間
軸
の
中
で
生
か
さ
れ
て
き
た

か
ら
だ
と
考
え
ま
す
。
梅
の
花
が

咲
き
、桜
が
芽
吹
く
３
月
に
卒
業
し
、

桜
が
咲
き
誇
る
４
月
に
入
学
や
入

社
な
ど
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切

る
。
こ
の
時
の
流
れ
が
私
は
好
き

で
す
。
と
て
も
情
緒
的
で
日
本
人

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

を
感
じ
ま
す
。
９
月
入
学
と
い
う

こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
が
、真
夏
の
入
学
式
と
い
う
の
は
、

ど
う
で
し
ょ
う
。
世
界
と
の
繋
が

り
の
重
要
性
や
必
然
性
は
、
理
解

で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

川
端
康
成
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
講

演
で
伝
え
よ
う
と
し
た
『
美
し
い

日
本
の
私
』
の
心
は
持
ち
続
け
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
は
、
コ
ロ
ナ
蔓
延
禍
で
中

止
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
三
九
郎

で
し
た
。
学
校
生
活
や
遊
び
も
ま

ま
な
ら
な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
を
、

地
区
役
員
や
育
成
会
、
子
ど
も
会
、

保
護
者
の
方
々
が
、
少
し
で
も
元

気
づ
け
た
い
、
少
し
で
も
先
を
明

る
く
見
て
無
病
息
災
で
過
ご
し
て

い
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
か
ら
、

実
施
し
ま
し
た
。
９
日（
日
）10
時
、

公
園
に
集
ま
り
、
地
区
内
を
元
気

に
一
軒
一
軒
、
松
飾
り
や
だ
る
ま

を
集
め
て
回
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

大
人
の
手
も
借
り
て
三
九
郎
を
組

み
立
て
ま
し
た
。
他
の
地
区
の
よ

う
な
巨
大
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
子
ど
も
た
ち
の
思

い
が
こ
も
っ
た
三
九
郎
が
で
き
あ

が
り
ま
し
た
。
午
後
1
時
に
役
員

が
火
を
入
れ
ま
し
た
。
無
病
息
災

の
思
い
が
こ
も
っ
た
か
の
よ
う
に

炎
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。
炭
火

に
な
っ
た
頃
合
い
を
見
て
繭
玉
を

か
ざ
し
、「
無
病
息
災
」
を
願
い

満
腹
に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
も
い

ま
し
た
。
子
ど
も
も
大
人
も
笑
顔

に
な
れ
た
ひ
と
と
き
で
し
た
。
目

覚
ま
し
い
技
術
革
新
に
よ
り
便
利

に
な
っ
た
昨
今
で
す
が
、
こ
の
よ

う
な
行
事
が
引
き
継
が
れ
、
人
が

置
き
去
り
に
さ
れ
ず
に
発
展
し
て

い
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

▶
子
ど
も
た
ち
の
思
い
の
こ
も
っ
た
三
九
郎

▶
少
人
数
用
の
そ
ば
打
ち
用
具

上
角
公
民
館
で
は
毎
年
冬
季
、

初
心
者
も
町
内
の
名
人
に
教
わ
り

な
が
ら
蕎
麦
を
打
ち
、
例
年
40
人

程
の
参
加
者
を
得
て
、
宴
を
開
き

な
が
ら
打
ち
た
て
の
蕎
麦
を
食
す

る
、
と
い
う
蕎
麦
会
を
盛
大
に
開

催
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
昨
年
よ
り

続
く
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を

考
慮
す
る
と
、
こ
の
様
に
多
く
の

方
が
一
堂
に
会
す
る
行
事
が
は
ば

か
れ
る
状
況
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

町
内
で
は
蕎
麦
打
ち
に
関
心
の

有
る
方
も
多
く
、
何
と
か
蕎
麦
打

ち
体
験
を
継
続
出
来
な
い
か
と
考

え
、
写
真
の
様
な
少
人
数
用
の
蕎

麦
打
ち
用
具
を
公
民
館
に
準
備
し
、

密
を
避
け
た
状
態
で
少
人
数
で
の

仲
間
や
御
家
庭
で
も
蕎
麦
打
ち
を

楽
し
ん
で
頂
け
る
様
、
用
具
を
貸

し
出
し
、
太
く
て
も
・
硬
く
て
も
・

柔
ら
か
く
て
も
蕎
麦
を
打
つ
楽
し

み
を
手
軽
に
味
わ
っ
て
も
ら
え
る

様
に
し
ま
し
た
。

町
内
に
は
蕎
麦
打
ち
の
技
に

秀
で
た
方
が
多
く
い
る
の
で
レ
ク

チ
ャ
ー
を
受
け
、
小
規
模
で
も
蕎

麦
打
ち
体
験
が
続
け
ら
れ
れ
ば
良

い
と
思
い
ま
す
。

今
後
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
収

ま
り
、
以
前
の
様
に
多
く
の
皆
様

▶
平
成
８
年
に
県
道
に
設
置
さ
れ

た
「
梓
の
木
街
路
灯
」
は
、
電
柱

に
共
架
す
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯
に
改

良
さ
れ
た
後
、
撤
去
さ
れ
ま
す
。

▶
昭
和
48
年
ま
で
使
わ
れ
て
い
た

築
60
年
の
旧
梓
小
学
校
校
舎
は
、

老
朽
化
に
よ
り
解
体
が
始
ま
り
ま

し
た
。

に
参
加
頂
け
る
蕎
麦
会
や
町
会
の

各
種
行
事
、
そ
し
て
梓
川
全
体
の

行
事
が
活
発
に
開
催
で
き
る
事
を

願
っ
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
影
響
に
よ
る

小
規
模
で
行
う

蕎
麦
打
ち
体
験

角影台地区三九郎

子どもたちを

づける

コロナ禍の


