
400年、伝統の舞
9月25日、真田氏館跡（御屋敷公園）で、
三ツ頭獅子

し し

の演舞が4年ぶりに行われま
した。真田氏が館を建てたときに舞われ
たという400年以上の伝統の舞を、多く
の人が楽しみました。（関連記事は6、7
ページに掲載。）
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自然
ダボスの丘から見る根子岳と
四阿山。高山とそこから流れ
る幾つもの川。豊かな自然も
真田町の特長の一つ。

六文銭は、無紋銭を2枚ずつ
3行に並べた形。戦国から江
戸時代にかけて真田氏が用い
た旗印。

来
年
3
月
、
町
は
合
併
し
て
新
生
上
田
市
と
な
る
。

先
ご
ろ
行
わ
れ
た
新
市
の
住
所
表
示

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
は
、
上
田
市
の
後
に
、

「
真
田
町
」
と
「
真
田
」
の
名
称
を
選
ん
だ
人
が

合
わ
せ
て
7
割
近
く
に
な
っ
た
。

多
く
の
町
民
が
、
真
田
の
名
に
歴
史
や
誇
り
、

愛
着
を
感
じ
て
い
る
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

新
市
の
中
で
、
真
田
地
域
の
特
長
を
考
え
る
と
き
、

真
田
氏
の
歴
史
、
文
化
、
ま
た
、
多
く
の
山
々
と

そ
こ
か
ら
発
す
る
清
流
に
代
表
さ
れ
る
豊
か
な
自
然
が
、

そ
の
特
長
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
誇
り
や
愛
着
を
感
じ
て

活
動
す
る
人
が
い
る
。

今
月
は
、
こ
の
人
た
ち
を
取
材
し
て
、

合
併
を
目
前
に
控
え
た
今
、

改
め
て
こ
の
地
域
の
特
長
を
見
つ
め
て
み
た
。

そ
し
て
、
こ
の
地
域
を
考
え
る
と
き
、

多
く
の
人
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
思
う
、

そ
ん
な
「
さ
な
だ
の
こ
こ
ろ
」
を
考
え
て
み
た
。

特
集

歴史
信綱寺にある真田信綱、昌輝
の墓。兄弟は、長篠の合戦で
戦死した。町内には真田氏の
史跡が数多く残る。

意気
信州真田鉄砲隊。平成6年に
町民有志で結成された。全国
各地で火縄銃を使った演武を
行い真田を発信し続ける。

文化
三ツ頭獅子は、地元の三ツ頭
獅子保存会によって、数年に
一度、豊作の年に行われる。
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真
田
氏
が
戦
国
時
代
、
世
に
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

真
田
氏
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
真

田
幸
隆
の
代
か
ら
で
す
。

幸
隆
は
、
天
文
十
年
（
１
５
４

１
年
）
の
海
野
平
の
合
戦
で
坂
城

の
豪
族
村
上
義
清
ら
に
敗
れ
、
上

州
に
逃
亡
。
真
田
へ
か
え
る
こ
と

を
願
っ
た
幸
隆
は
、
武
田
信
玄
の

配
下
と
な
り
、
天
文
二
十
年
（
１

５
５
１
年
）
村
上
義
清
か
ら
砥
石

と

い

し

城
を
奪
い
取
り
、
真
田
の
地
へ
の

還
住
を
果
た
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
武
田
氏
の
配
下
の
地
位
を
確

か
な
も
の
と
し
、
以
後
の
真
田
家

発
展
の
基
礎
を
作
り
ま
す
。

幸
隆
の
後
、
真
田
家
の
後
を
継

い
だ
の
は
、
三
男
の
昌
幸
。
二
人

の
兄
、
信
綱
と
昌
輝
は
、
長
篠

な
が
し
の

の

合
戦
で
戦
死
し
た
た
め
、
三
男
の

昌
幸
が
真
田
家
を
継
ぎ
ま
し
た
。

や
が
て
、
武
田
氏
が
滅
び
る
と
、

昌
幸
は
、
織
田
、
北
条
、
徳
川
と

主
君
を
変
え
、
天
正
十
二
年
（
１

５
８
４
年
）（
推
定
）、
上
田
城
を

築
き
、
真
田
の
地
位
を
不
動
の
も

の
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
上
州
沼

田
の
領
有
を
め
ぐ
っ
て
、
家
康
の

要
求
を
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
、
徳

川
七
千
余
騎
の
軍
勢
を
上
田
城
に

迎
え
撃
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

数
で
は
四
分
の
一
程
度
の
真
田

幸
村
は
、
慶
長
19
年
（
１
６
１
４

年
）
に
勃
発

ぼ
っ
ぱ
つ

し
た
大
坂
の
陣
で
、

大
坂
城
に
入
城
。
大
坂
城
外
に
真

田
丸
と
い
う
砦

と
り
で

を
築
き
、
徳
川
方

に
多
大
な
痛
手
を
与
え
、
家
康
を

悩
ま
せ
ま
す
。
し
か
し
、
結
局
豊

臣
家
は
滅
亡
。
最
後
に
家
康
本
陣

を
め
が
け
て
決
死
の
突
進
を
し
た

幸
村
は
、「
真
田
日
本
一
の

兵
つ
わ
も
の

」
と

い
う
賛
辞
を
お
く
ら
れ
、
大
坂
で

壮
烈
な
最
後
を
と
げ
ま
し
た
。

徳
川
の
時
代
に
な
っ
て
、
徳
川

方
に
つ
い
た
信
之
に
よ
り
、
真
田

家
は
存
続
し
ま
す
。

元
和
八
年
（
１
６
２
２
年
）
に

松
代
に
移
封
さ
れ
、
明
治
維
新
ま

で
、
真
田
十
万
石
と
し
て
10
代
に

渡
り
続
き
ま
し
た
。

に
有
名
で
、
人
気
が
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
江
戸
時
代
に

刊
行
さ
れ
た
「
真
田
三
代
記
」
や
、

明
治
か
ら
大
正
に
発
行
さ
れ
た

「
立
川
文
庫
」
の
影
響
が
あ
り
ま

す
。
少
数
で
、
策
略
を
も
っ
て
、

強
大
な
徳
川
軍
と
渡
り
合
う
姿

は
、
徳
川
幕
府
の
下
の
庶
民
に
痛

快
な
思
い
を
与
え
ま
し
た
。
ま
た

明
治
以
降
、
立
川
文
庫
に
描
か
れ

た
幸
村
や
十
勇
士
の
活
躍
は
、
全

国
に
多
く
の
真
田
氏
フ
ァ
ン
を
生

み
出
し
ま
し
た
。

真
田
か
ら
発
祥
し
た
小
豪
族
が
、

や
が
て
、
歴
史
の
表
舞
台
で
活
躍

す
る
。
そ
の
原
点
が
、
私
た
ち
の

真
田
町
で
す
。

軍
は
、
巧
み
な
奇
襲
戦
法
で
徳
川

軍
を
打
ち
破
り
、
こ
の
第
一
次
上

田
合
戦
の
大
勝
利
に
よ
り
、
真
田

の
名
は
天
下
に
轟

と
ど
ろ

き
ま
す
。

秀
吉
の
仲
介
も
あ
り
、
徳
川
と

和
睦

わ

ぼ

く

し
た
昌
幸
は
、
長
男
信
之
を

家
康
に
、
次
男
幸
村
を
秀
吉
の
も

と
に
、
出
仕
さ
せ
ま
す
。

こ
の
後
、
天
下
を
統
一
し
た
秀

吉
が
亡
く
な
り
、
関
ケ
原
の
戦
い

が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
に
、

昌
幸
と
幸
村
は
豊
臣
方
に
、
信
之

が
徳
川
方
に
つ
い
て
戦
い
ま
す
。

昌
幸
と
幸
村
は
、
徳
川
秀
忠
の

大
軍
と
戦
い
上
田
城
を
守
り
、
勝

利
し
ま
す
（
第
二
次
上
田
合
戦
）

が
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
、
豊
臣
方

が
敗
れ
、
昌
幸
と
幸
村
は
、
和
歌

山
の
九
度
山
へ
配
流
。
昌
幸
は
、

九
度
山
の
地
で
没
し
ま
す
。

昌
幸
亡
き
後
、
九
度
山
に
い
た

真
田
氏
発
祥
の
郷
で
あ
る
真
田

町
に
は
、
そ
の
館
跡
や
菩
提
寺

ぼ

だ

い

じ

、

山
城
が
幾
つ
か
残
っ

て
い
ま
す
。

真
田
氏
の
草
創
期

の
館
跡
と
推
定
さ
れ

て
い
る
の
が
、
現
在

の
真
田
区
の
山
家
地

籍
、
地
元
で
「
ご
っ

つ
あ
」
（
江
沢
・
郷

沢
）
と
呼
ぶ
あ
た
り

で
す
。
直
角
に
折
れ
曲
が
っ
た
用

水
路
や
土
塁
跡
、
矢
竹
の
茂
み
が

残
り
ま
す
。
こ
の
館
に
は
幸
隆
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
関
係
す
る
人
物

が
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
規
模
な
土
塁
が
残
り
、
中
世

豪
族
の
館
跡
が
ほ
ぼ
完
全
な
形
で

保
存
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ツ
ツ
ジ

の
名
所
と
し
て
も
な
じ
み
深
い
御

屋
敷
で
す
。
長
篠

な
が
し
の

の
合
戦
で
戦
死

し
た
真
田
信
綱
の
館
と
伝
え
ら
れ
、

信
綱
の
死
後
、
信
綱
の
夫
人
が
住

ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

真
田
の
長
谷
寺
は
、
幸
隆
が
開

基
と
な
っ
て
開
い
た
寺
で
す
。
長

谷
寺
の
奥
の
う
っ
そ
う
と
し
た
林

の
中
に
、
幸
隆
と
、
昌
幸
の
墓
が

あ
り
ま
す
。
九
度
山
の
地
で
65
歳

で
没
し
た
昌
幸
は
、
そ
の
遺
髪
、

爪つ
め

な
ど
が
国
元
に
送
ら
れ
、
父
幸

隆
の
眠
る
脇
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。

横
尾
の
信
綱
寺
に
は
、
長
篠

な
が
し
の

の

合
戦
で
戦
死
し
た
信
綱
、
昌
輝
の

墓
が
あ
り
ま
す
。
戦
死
し
た
信
綱

の
首
級

し
ゅ
き
ゅ
う

は
、
家
臣
の
白
川
勘
解
由

か

げ

ゆ

兄
弟
が
陣
羽
織
に
包
み
信
綱
寺
へ

運
ん
だ
と
い
わ
れ
、
こ
の
血
染
め

の
陣
羽
織
は
、
現
在
も
信
綱
寺
に

保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
町
内
に
は
、
上
田
築
城

以
前
の
真
田
氏
の
本
城
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
真
田
氏
本
城
な
ど
、

幾
つ
か
の
山
城
が
残
っ
て
い
ま
す
。

で
は
、
真
田
氏
は
な
ぜ
全
国
的

真
田
三
代
の
軌
跡

真田氏発祥の郷といわれる真田町。初め

にその真田三代の歴史と町内に残る史跡

を知る。全国に名をはせた真田氏の歴史

は、私たちに誇りを感じさせてくれる。

長谷寺にある幸
隆（中央）と昌
幸（右）の墓。
左は幸隆の夫人
の墓。

幸隆が上州安中の長源寺から
晃運和尚を迎え開基した長谷
寺。石門には、六文銭の印が
見える。

信綱寺に残る血
染めの陣羽織。
長篠の合戦で戦
死した信綱の首
級を包んで、運
んだといわれ、
ところどころに
血こんが残る。

御屋敷は、信綱
の館と伝わる。
大規模な土塁が
めぐらされ、中
世豪族の館跡が
ほぼ完全な形で
残っている。

人
気
の
理
由

点
在
す
る
史
跡

歴　史

←

↑
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今
年
９
月
25
日
に
、
４
年
ぶ
り

に
御
屋
敷
で
演
舞
さ
れ
た
三
ツ
頭

獅
子
。
町
内
外
か
ら
、
多
く
の
人

が
御
屋
敷
を
訪
れ
ま
し
た
。

こ
の
三
ツ
頭
獅
子
は
、
真
田
氏

が
御
屋
敷
に
館
を
建
て
た
と
き
に

舞
わ
れ
た
と
い
わ
れ
、
上
田
城
下

町
の
獅
子
の
元
に
な
っ
た
と
伝
え

ら
れ
ま
す
。
こ
の
獅
子
を
伝
承
し

て
い
る
の
が
、
地
元
の
三
ツ
頭
獅

子
保
存
会
で
す
。
保
存
会
は
、
昭

和
50
年
の
真
田
氏
４
０
０
年
祭
を

機
に
結
成
。
地
元
に
伝
承
さ
れ
て

き
て
、
18
年
間
途
絶
え
て
い
た
三

ツ
頭
獅
子
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。

ま
た
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
歌
を
こ

の
と
き
に
楽
譜
の
形
に
し
ま
し
た
。

以
後
、
豊
作
の
年
に
演
舞
さ
れ
て

い
ま
す
。

三
ツ
頭
獅
子
は
、
三
頭
の
獅
子

の
他
に
、
神
酒
の
口
、
禰
宜
ね

ぎ

、
三

天
王
な
ど
幾
つ
か
の
役
割
が
あ
り
、

総
勢
50
人
ほ
ど
で
演
舞
さ
れ
ま
す
。

保
存
会
で
は
、
今
年
の
演
舞
に
向

け
て
、
７
月
か
ら
、
毎
週
練
習
を

重
ね
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
年
初
め
て
獅
子
を

舞
っ
た
の
が
19
歳
の
若
林
武
尊
さ

ん
（
赤
井
）
で
し
た
。
実
は
武
尊

さ
ん
の
父
の
章
一
さ
ん
も
以
前
、

獅
子
の
舞
い
手
で
、
現
在
は
笛
を

担
当
。
そ
し
て
、
祖
父
の
重
幸
さ

ん
は
、
笛
の
師
匠
で
す
。
保
存
会

で
も
唯
一
親
子
三
代
で
伝
統
を
受

け
継
ぐ
３
人
に
練
習
の
合
間
に
話

を
伺
い
ま
し
た
。

父
の
重
幸
さ
ん
は
、
戦
後
、

二
十
歳
の
こ
ろ
に
三
ツ
頭
獅

子
を
始
め
ま
し
た
。
当
時
は
、「
青

年
団
の
中
に
祭
典
部
が
あ
っ
て
、

笛
を
や
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
」
始

め
た
そ
う
で
す
。
「
三
ツ
頭
を
出

す
こ
と
に
な
る
と
、
御
屋
敷
に
集

ま
っ
て
笛
、
太
鼓
、
獅
子
な
ん
か

に
分
か
れ
て
練
習
し
た
」
そ
う
で

す
。
笛
に
楽
譜
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
「
音
だ
け
で
人
伝
え
に
伝

え
て
き
た
も
の
」
と
重
幸
さ
ん
。

戦
国
か
ら
現
代
ま
で
、
三
ツ
頭
の

歌
詞
や
旋
律
を
伝
え
て
き
た
の
は
、

人
か
ら
人
で
し
た
。
今
回
、
親
子

三
代
で
の
参
加
は
、
「
皆
で
で
き

る
こ
と
は
、
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と

思
う
」
と
話
し
ま
す
。

の
章
一
さ
ん
は
、
23
歳
の
こ
　

ろ
、
地
元
に
戻
っ
て
き
て
、

保
存
会
に
入
り
ま
し
た
。
「
好
き

だ
っ
た
ん
だ
ね
。
お
祭
り
と
か
が
。

親
父
も
入
っ
て
い
た
か
ら
自
然
に

入
っ
た
」
と
当
時
を
話
し
ま
す
。

三
ツ
頭
獅
子
は
、
「
受
け
継
が

れ
て
き
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
地

元
の
人
間
が
守
っ
て
い
か
な
い
と
、

途
絶
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い

し
、
途
絶
え
て
し
ま
え
ば
、
次
の

世
代
に
伝
わ
ら
な
い
」
と
話
す
章

一
さ
ん
。
武
尊
さ
ん
の
こ
と
は
、

「
本
人
は
ど
う
か
分
か
ら
な
い
け

ど
、
引
き
継
い
で
く
れ
る
の
は
、

う
れ
し
い
よ
ね
」
と
話
し
ま
す
。

の
武
尊
さ
ん
は
、
「
思
っ
た

以
上
に
キ
ツ
イ
で
す
。
う
さ

ぎ
跳
び
や
、
片
足
で
跳
ね
て
い
る

の
も
大
変
。
失
敗
し
な
い
よ
う
に

が
ん
ば
り
た
い
」
と
練
習
で
の
感

想
を
話
し
ま
す
。
今
後
は
「
伝
統

な
の
で
、
で
き
る
範
囲
で
や
っ
て

い
き
た
い
。
も
し
、
自
分
の
子
ど

も
が
男
の
子
だ
っ
た
ら
、
や
ら
し

て
み
た
い
で
す
ね
」
と
話
し
ま
す
。

伝
統
文
化
を
伝
え
て
い
く
の
は
、

人
か
ら
人
。
親
子
三
世
代
に
受
け

継
が
れ
る
さ
な
だ
の
心
が
こ
こ
に

あ
り
ま
す
。

祖

父

孫

三ツ頭の歌は音だけで、

人伝えに

伝えてきたもの。

若林重幸
わかばやししげゆき

さん（赤井）

武尊さんの祖父。三ツ頭獅子
では笛の師匠。

途絶えてしまえば、

次の世代に、

伝わらない。

若林章一
わかばやししょういち

さん（赤井）

武尊さんの父。以前は獅子を
舞い、現在は笛を担当する。

もし、自分の子どもが

男の子だったら、やらして

みたいですね。

若林武尊
わかばやしたける

さん（赤井）

今年の三ツ頭獅子で初めて獅
子を舞った。

9月25日、観衆の
見守る中、武尊さ
んは、初めての獅
子を見事に舞った。

三ツ頭獅子は、獅子以外にも
禰宜
ね ぎ

、三天王などの役がある。
さらに神酒の口、笛、太鼓、
歌上げなど総勢50人ほどで
演舞される。

練習は、7月から毎週行われ
た。武尊さんに獅子の踊りを
教える父の章一さん。それを
見守る祖父の重幸さん。

真
田
氏
が
御
屋
敷
に
館
を
建
て
た
と
き
に
舞
わ

れ
た
と
い
う
三
ツ
頭
獅
子

み

つ

が

し

ら

し

し

。
４
０
０
年
以
上
伝

承
さ
れ
て
き
た
文
化
は
、
今
年
ま
た
、
新
た
な

舞
い
手
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。

復
活
さ
せ
た
保
存
会

三
代
で
受
け
継
ぐ

文
　
化
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自
　
然

川も山も好きだから

入るっていう人は、

声をかけるといるよ。

半田
はんだ

昭三
しょうぞう

さん（三島平）
洗馬川沿いの人たちが集まり、
川の草刈りや、山を楽しむ洗
馬清流会の代表を務める。

町
内
で
、
ま
と
ま
っ
て
多
く
の

蛍
が
出
る
の
は
傍
陽
の
洗
馬
川
。

７
人
か
ら
始
め
て
、
現
在
60
人
を

超
え
る
会
員
で
、
こ
の
洗
馬
川
の

草
刈
り
を
続
け
て
い
る
の
が
、
洗

馬
清
流
会
。
代
表
の
半
田
昭
三
さ

ん
（
三
島
平
）
に
伺
い
ま
し
た
。

「
魚
は
い
ら
い
い
た
で
ー
。
学

校
帰
り
に
川
に
入
っ
た
だ
け
で
、

２
、
３
匹
は
す
ぐ
捕
ま
え
た
」
と

子
ど
も
の
こ
ろ
の
洗
馬
川
を
話
す

半
田
さ
ん
。
設
立
の
き
っ
か
け
は
、

現
在
漁
業
権
を
持
つ
漁
協
に
、
地

元
の
「
川
へ
入
っ
た
く
ら
い
で
小

言
い
う
な
と
言
う
代
わ
り
に
、
川

の
草
刈
り
を
す
る
か
」
と
い
う
こ

と
か
ら
始
ま
っ
た
そ
う
で
す
。「
川

も
水
面
に
陽
が
あ
た
ら
な
い
と
魚

や
蛍
に
具
合
が
悪
い
ん
だ
よ
。
陽

が
あ
た
る
と
、
岩
魚
が
好
む
虫
も

育
つ
し
。
そ
う
い
う
の
が
あ
っ
て
、

草
刈
り
し
よ
う
と
な
っ
た
」
そ
う

で
す
。
そ
し
て
現
在
、
毎
年
春
と

秋
の
２
回
、
洗
馬
川
の
最
も
蛍
の

出
る
あ
た
り
、
２
㎞
ほ
ど
の
草
刈

り
を
続
け
て
い
ま
す
。
洗
馬
清
流

会
は
、
こ
の
他
に
傍
陽
の
山
で
、

こ
し
あ
ぶ
ら
や
、
ぎ
ょ
う
じ
ゃ
に

ん
に
く
の
栽
培
に
も
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
「
川
だ
け
や
っ
て
も
、

山
が
落
ち
着
か
な
き
ゃ
だ
め
。
だ

け
ど
そ
ん
な
に
植
林
も
で
き
な
い

し
、
山
の
産
物
を
や
ろ
う
と
な
っ

た
」
そ
う
で
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
な
が
ら

会
員
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
、

「
川
も
山
も
好
き
だ
か
ら
入
る
っ

て
い
う
人
は
、
声
か
け
る
と
い
る

よ
。
自
分
の
周
り
を
き
れ
い
に
す

る
っ
て
い
う
感
じ
だ
と
思
う
」
と

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
今
年
子
ど
も
た
ち
に
人
気
だ

っ
た
の
は
、
大
明
神
沢
の
沢
登
り

と
、
そ
こ
の
水
生
生
物
の
観
察
」

と
話
す
の
は
、
菅
平
の
根
子
岳
や

四
阿
山
、
菅
平
湿
原
、
大
明
神
沢
、

な
ど
変
化
に
富
ん
だ
フ
ィ
ー
ル
ド

を
生
か
し
た
活
動
を
続
け
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
や
ま
ぼ
う
し
自
然
学
校
の

小
松
崎
昌
美
さ
ん
。「
こ
こ
に
は
、

里
山
、
高
山
、
湿
原
、
沢
も
あ
る
。

色
々
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
面
白

い
ん
で
す
。
県
内
に
素
晴
ら
し
い

景
観
の
場
所
は
多
い
で
す
け
ど
、

色
々
な
も
の
が
そ
ろ
っ
て
、
多
様

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
で
き
る
所

は
そ
う
な
い
」
と
菅
平
の
良
さ
を

語
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で

「
自
然
と
か
か
わ
っ
て
生
き
る
す

べ
や
自
然
の
見
方
、
付
き
合
い
方

学
校
。
割
合
で
は
、
菅
平
を
訪
れ

る
都
会
の
子
ど
も
が
多
い
と
い
い

ま
す
が
、
傍
陽
小
２
年
生
の
裏
山

を
使
っ
た
授
業
の
支
援
や
、
地
元

向
け
の
自
然
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
も

提
供
し
ま
す
。
「
一
番
や
り
た
い

の
は
、
地
域
の
子
ど
も
に
、
こ
こ

の
自
然
や
、
そ
こ
に
か
か
わ
る
人

と
ふ
れ
あ
っ
て
欲
し
い
。
そ
し
て
、

自
然
の
中
で
子
ど
も
同
士
、
笑
っ

た
り
泣
い
た
り
の
原
体
験
を
し
て

欲
し
い
。
そ
の
仕
掛
け
を
作
っ
て

い
る
み
た
い
な
も
の
」
と
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

根子岳、四阿山
あずまやさん

など高山のふもとにある

真田町は、神川、洗馬川とその幾つもの

源流を発する自然豊かな町。それをまも

り、生かす活動をする人たちがいる。

自然の見方、付き合い方を、

特に子ども世代に

伝えたいです。

小松崎昌美
こ ま つ ざ き ま さ み

さん

菅平のＮＰＯ法人やまぼうし
自然学校の事務局長。

洗馬川は、季節にな
ると多くの蛍が飛び
交う清流。

洗馬川の草刈りをする洗馬清
流会。田中から萩まで約2㎞
の長さの草刈りを続ける。

菅平の大明神沢を使っての沢
登り。菅平の変化に富んだ自
然が、やまぼうし自然学校の
主なフィールド。

を
、
特
に
子
ど
も
世
代
に
伝
え
た

い
と
」
と
話
し
ま
す
。

自
然
体
験
・
環
境
教
育
事
業
や

地
域
子
ど
も
自
然
教
室
、
総
合
的

な
学
習
の
支
援
な
ど
子
ど
も
た
ち

へ
の
自
然
体
験
提
供
が
事
業
の
柱

と
な
っ
て
い
る
や
ま
ぼ
う
し
自
然

菅平には、高山から
里山まで豊かな森が
広がる。
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名前は残るから、

これからも、真田鉄砲隊

でやっていきます。

一本鎗信男
いっぽんやりのぶお

さん（下原）

信州真田鉄砲隊の隊長。会員
は、現在8人いる。

真田っていい所

なんだって思えますよね。

佐藤英吉
さとうえいきち

さん（町原）

信州真田六文銭太鼓メンバー
で、作曲や演奏指導をする。

勇壮な太鼓の響きで真田を表現する信州

真田六文銭太鼓。火縄銃の演武が見るも

のを圧倒する信州真田鉄砲隊。真田の意

気を発信し続ける団体が、ここにある。

意　気

「
町
民
の
皆
さ
ん
に
買
っ
て
い

た
だ
い
た
太
鼓
で
す
か
ら
」
と
話

し
て
く
れ
た
の
は
、
信
州
真
田
六

文
銭
太
鼓
で
、
作
曲
と
指
導
を
担

当
す
る
佐
藤
英
吉
さ
ん
（
町
原
）。

信
州
真
田
六
文
銭
太
鼓
は
、
平

成
８
年
に
町
民
有
志
が
集
ま
り
結

成
。
当
初
は
、
太
鼓
も
な
く
、
タ

イ
ヤ
を
た
た
い
て
練
習
し
て
、
太

鼓
を
借
り
て
演
奏
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
自
分
た
ち
の
太
鼓
が
欲

し
い
と
い
う
こ
と
で
、
メ
ン
バ
ー

や
協
力
者
で
町
内
を
回
り
、
寄
付

を
集
め
て
太
鼓
を
購
入
し
ま
し
た
。

「
町
に
活
気
が
出
る
の
は
、
い
い

こ
と
だ
。
自
分
に
は
暇
が
な
い
け

ど
、
代
わ
り
に
寄
付
す
る
」
な
ど
、

多
く
の
町
民
か
ら
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

現
在
で
は
、
曲
の
レ
パ
ー
ト
リ

ー
も
増
え
、
町
内
の
イ
ベ
ン
ト
は

も
ち
ろ
ん
、
町
外
の
イ
ベ
ン
ト
に

も
参
加
し
て
、
真
田
を
発
信
す
る

団
体
で
す
。

作
曲
を
担
当
す
る
佐
藤
さ
ん
は
、

「
真
田
の
地
形
と
か
住
ん
で
い
る

周
り
の
情
景
、
歴
史
や
、
真
田
氏

の
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
た

た
か
な
い
と
、
勇
ま
し
さ
が
出
て

こ
な
い
」
と
話
し
ま
す
。

メ
ン
バ
ー
は
、
現
在
30
人
ほ
ど
。

毎
週
２
日
練
習
し
ま
す
。
「
ア
マ

チ
ュ
ア
で
す
か
ら
、
一
生
懸
命
や

る
こ
と
を
見
せ
る
。
そ
れ
し
か
な

い
で
す
」
と
い
う
と
お
り
、
子
ど

も
も
含
め
た
メ
ン
バ
ー
は
、
「
責

任
を
も
っ
て
、
や
っ
て
も
ら
う
」

こ
と
が
基
本
で
す
。

大
阪
城
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
県

外
で
も
真
田
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
信

州
真
田
六
文
銭
太
鼓
。
「
そ
う
い

う
の
っ
て
全
国
発
信
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。
大
阪
に
行
く
と
幸
村
は
英

雄
で
す
。
豊
臣
と
人
気
は
と
ん
と

ん
で
す
よ
」
と
話
す
佐
藤
さ
ん
。

誇
れ
る
も
の
が
あ
る
、
「
真
田
っ

て
い
い
所
な
ん
だ
っ
て
思
え
ま
す

よ
ね
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

も
の
す
ご
い
轟
音

ご
う
お
ん

と
、
風
圧
。

火
縄
銃
の
演
武
は
、
見
る
も
の
を

圧
倒
し
ま
す
。
こ
の
火
縄
銃
演
武

を
行
う
信
州
真
田
鉄
砲
隊
が
、
町

民
有
志
で
結
成
さ
れ
た
の
は
、
平

成
６
年
。
隊
長
の
一
本
鎗
信
男
さ

ん
（
下
原
）
に
伺
い
ま
し
た
。

真
田
祭
り
な
ど
で
、
お
な
じ
み

の
信
州
真
田
鉄
砲
隊
で
す
が
、
実

は
県
内
に
、
鉄
砲
隊
は
二
つ
し
か

な
い
そ
う
で
す
。
火
縄
銃
を
撃
つ

こ
と
は
、
実
績
を
含
め
て
、
公
安

委
員
会
が
許
可
す
る
た
め
、
簡
単

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
火
縄

銃
は
現
在
製
造
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
江
戸
時
代
の
物
を
使
っ
て
い

て
、
数
に
限
り
も
あ
る
か
ら
で
す
。

鉄
砲
隊
は
、「
地
域
お
こ
し
と
、

日
本
の
鉄
砲
技
術
の
歴
史
と
古
式

砲
術
を
後
世
に
伝
え
て
い
こ
う
」

と
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
か
ら
、

砲
術
家
と
し
て
全
国
的
に
有
名
な

堺
鉄
砲
研
究
会
の
澤
田
平
さ
ん
の

指
導
を
受
け
て
い
ま
す
。

「
お
城
の
あ
る
所
の
お
祭
り
が

多
い
」
と
い
う
と
お
り
、
信
州
真

田
鉄
砲
隊
は
、
日
本
全
国
の
イ
ベ

ン
ト
に
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
。
遠
い
と

こ
ろ
で
は
、
秋
田
県
、
鳥
取
県
、

香
川
県
。
ま
た
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
歴
史

や
教
育
番
組
に
も
何
度
か
出
演
し

て
い
ま
す
。

「
真
田
町
の
い
い
宣
伝
に
な
っ
て

い
る
と
思
う
。
真
田
六
文
銭
は
、

全
国
区
で
す
よ
」
と
話
す
一
本
鎗

さ
ん
。「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
関

西
方
面
、
特
に
大
阪
の
人
気
は
す

ご
い
で
す
。
真
田
幸
村
は
大
阪
の

人
だ
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
く

ら
い
」
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て

「
有
名
な
だ
け
に
、
真
田
一
族
の

歴
史
の
重
み
を
感
じ
ま
す
。
だ
か

ら
、
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
に
が

ん
ば
ら
な
い
と
。
合
併
し
て
も
上

田
市
真
田
町
で
、
真
田
の
名
前
は
、

残
る
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
真
田
鉄

砲
隊
で
や
っ
て
い
き
ま
す
」
と
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。 勇壮な太鼓を演奏する信州真

田六文銭太鼓。町内外のイベ
ントで、年間30回以上は出
演するという。

福祉センター講堂で毎週2日
練習する。30人ほどのメン
バーで、子どもも15人ほど
いる。

火薬を使用する火縄銃の演
武は、その日の第一発目が
最も緊張するという。

10月2日、上田で行われた
江戸の物づくり国際シンポジ
ウムで、上田城の前で演武を
行った。
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真
田
氏
中
興
の
祖
と
い
わ
れ

る
幸
隆
か
ら
、
大
坂
夏
の
陣
の
活

躍
で
全
国
に
名
を
轟
と
ど
ろ

か
せ
た
幸
村

ま
で
の
真
田
三
代
を
綴つ

づ

っ
た
「
真

田
随
想
録
」
の
著
者
で
、
荒
井
在

住
の
常
田
軍
三
さ
ん
。
そ
の
常
田

さ
ん
と
箱
山
町
長
の
誌
上
対
談
。

場
所
は
、
真
田
氏
歴
史
館
に
隣
接

す
る
真
田
庵あ
ん

で
す
。

町
長

町
で
は
、「
自
然
・
文
化
・

人
・
そ
し
て
夢
…
子
ど
も
た
ち
へ
」

と
い
う
基
本
目
標
を
掲
げ
て
町
の

長
期
振
興
計
画
を
立
て
、
町
づ
く

り
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
来

春
上
田
市
、
丸
子
町
、
武
石
村
と

の
合
併
を
控
え
て
、
町
と
し
て
計

画
し
た
事
業
は
、
ほ
ぼ
完
了
し
、

ま
た
、
新
市
で
行
う
事
業
は
新
市

建
設
計
画
と
し
て
、
計
画
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
う
し
た
中
で
、
基
本
目
標
に

も
掲
げ
ら
れ
る
真
田
町
の
豊
か
な

自
然
は
、
真
田
町
の
特
長
の
一
つ

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
水
源
を
も

つ
川
上
の
地
域
で
あ
り
、
そ
れ
を

支
え
る
豊
か
な
森
林
が
あ
り
ま
す
。

戦
国
の
真
田
氏
は
、
ふ
る
さ
と
の

山
や
川
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。

常
田

昌
幸
、
幸
村
父
子
が
、
関

ヶ
原
の
合
戦
後
に
配
流
さ
れ
、
過

ご
し
た
の
が
、
和
歌
山
県
の
九
度

山
町
で
す
。
そ
の
町
の
北
部
を
流

れ
る
紀
ノ
川
で
、
昌
幸
と
幸
村
は
、

釣
り
な
ど
を
し
て
遊
ん
だ
こ
と
で

し
ょ
う
。
九
度
山
か
ら
登
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
、
高
野
山
の
宿
坊
蓮れ

ん

華
定
院

げ
じ
ょ
う
い
ん

の
記
録
で
は
、
昌
幸
、
幸

村
父
子
が
九
度
山
の
川
で
遊
ぶ
こ

と
を
許
さ
れ
た
と
記し

る

さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
遊
ん
だ
淵ふ
ち

は
、
真
田
淵

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
紀
ノ
川
は
、

ち
ょ
う
ど
千
曲
川
の
よ
う
な
川
で

す
か
ら
、
二
人
は
釣
り
を
し
な
が

ら
、
ふ
る
さ
と
の
千
曲
川
や
神
川

を
思
い
出
し
て
い
た
の
で
は
、
な

い
で
し
ょ
う
か
。
私
が
子
ど
も
の

こ
ろ
は
、
よ
く
神
川
で
か
じ
か
釣

り
を
し
ま
し
た
。
今
は
、
下
水
道

も
整
備
さ
れ
て
、
水
も
再
び
き
れ

い
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
…
。

町
長

そ
う
で
す
ね
。
町
で
進
め

て
き
た
全
町
水
洗
化
は
、
平
成
14

年
度
に
は
、
整
備
が
完
了
し
ま
し

た
。
合
併
浄
化
槽
地
区
を
含
め
た

普
及
率
で
は
、
93
・
４
％
で
す
。

ま
た
、
20
年
を
経
過
し
て
老
朽
化

し
た
菅
平
の
浄
化
セ
ン
タ
ー
の
建

設
に
も
平
成
16
年
度
か
ら
着
手
し

て
、
平
成
19
年
度
に
は
、
新
し
い

浄
化
セ
ン
タ
ー
が
完
成
の
予
定
で

す
。水

を
蓄
え
る
山
の
整
備
に
つ
い

て
も
平
成
13
年
度
か
ら
16
年
度
ま

で
に
森
林
空
間
総
合
整
備
事
業
と

し
て
、
町
内
の
山
城
な
ど
の
森
林

整
備
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

森
林
を
整
備
す
る
こ
と
と
同
時
に
、

身
近
な
里
山
の
自
然
に
親
し
ん
で

い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
整

備
し
ま
し
た
。
ま
し
て
、
山
城
は
、

真
田
氏
な
ど
先
人
の
残
し
た
貴
重

な
遺
産
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
多

く
の
方
に
親
し
ん
で
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
真
田
町
の
清
流
や
、

豊
か
な
自
然
を
、
こ
れ
か
ら
も
守

り
生
か
し
て
い
く
努
力
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
ね
。

町
長

町
に
は
、
真
田
氏
関
連
の

史
跡
や
、
受
け
継
つ
が
れ
て
き
た

文
化
も
あ
り
ま
す
。
合
併
と
い
う

こ
と
を
考
え
る
と
、
歴
史
、
文
化

的
な
面
で
も
新
市
は
、
つ
な
が
り

の
あ
る
地
域
だ
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
い
か
が
で
す
か
。

常
田

真
田
町
か
ら
発
祥
し
て
、

上
田
に
城
を
か
ま
え
た
真
田
氏
で

す
か
ら
、
実
は
上
田
と
真
田
で
は
、

関
連
す
る
文
化
が
残
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
上
田
の
夏
の
祇
園

ぎ

お

ん

祭
で

は
、
昔
は
原
町
か
ら
「
お
山
の
天

王
」
と
い
う
山
車
だ

し

が
出
て
、
祭
り

を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
「
お

山
の
天
王
」
は
、
お
屋
敷
の
背
後

に
あ
る
、
赤
井
の
天
白
山
の
箱
庭

的
風
景
を
模
し
た
も
の
と
い
わ
れ
、

「
お
山
の
天
王
」
を
祇
園
祭
に
出

す
と
き
は
、
山
家
神
社
に
原
町
か

ら
使
い
を
出
し
て
、
許
し
を
得
て

出
し
た
そ
う
で
す
。

上
田
市
の
原
町
は
、
昌
幸
が
上

田
城
を
築
城
し
た
際
に
、
真
田
の

原
の
郷
か
ら
領
民
を
連
れ
て
い
っ

て
造
っ
た
町
で
す
。
で
す
か
ら
、

原
の
郷
は
、
も
と
の
原
だ
か
ら
、

本
原
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

今
年
行
わ
れ
た
お
屋
敷
の
三
ツ
頭

獅
子
し

し

と
、
上
田
の
房
山
、
常
田
獅

子
は
、
ど
ち
ら
も
、
館
や
城
の
地

固
め
に
舞
わ
れ
た
の
が
、
そ
の
始

ま
り
と
い
わ
れ
ま
す
し
、
歌
詞
に

も
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。

町
長

先
日
、
お
屋
敷
で
行
わ
れ

た
三
ツ
頭
獅
子
の
演
舞
に
は
、
地

元
か
ら
お
招
き
い
た
だ
い
て
、
私

も
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

上
田
の
母
袋
市
長
も
招
か
れ
て
お

い
で
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
真
田

氏
に
関
連
す
る
伝
統
文
化
が
４
０

０
年
以
上
も
受
け
継
が
れ
て
こ
の

地
に
あ
る
こ
と
は
、
素
晴
ら
し
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
真
田
氏
で

つ
な
が
る
上
田
の
獅
子
と
の
共
有

す
る
文
化
も
、
来
年
の
合
併
で
、

例
え
ば
イ
ベ
ン
ト
に
そ
ろ
っ
て
出

る
な
ど
、
発
展
性
も
出
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

町
長

常
田
さ
ん
は
、
真
田
氏
三

代
が
、
た
ど
っ
た
歴
史
の
中
に
、

ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
心
が
あ
る
と
、

著
書
の
中
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
か
ご
説
明
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
…
。

常
田

真
田
三
代
と
は
、
真
田
氏

中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
幸
隆
、
そ

し
て
、
そ
の
子
で
上
田
城
を
築
い

た
昌
幸
、
そ
の
子
で
、
兄
の
信
之
、

弟
の
幸
村
で
す
。
信
之
は
、
明
治

ま
で
続
く
松
代
真
田
家
の
も
と
と

な
っ
た
人
物
。
幸
村
は
大
坂
夏
の

陣
で
、
真
田
の
名
を
全
国
に
轟
と
ど
ろ

か

せ
ま
し
た
。
順
に
説
明
し
ま
す
と
。

ま
ず
幸
隆
で
す
が
。
幸
隆
は
、

天
文
十
年
（
１
５
４
１
年
）
の
海

野
平
の
合
戦
で
、
村
上
義
清
（
坂

城
）、
諏
訪
頼
重
（
諏
訪
）、
武
田

豊
か
な
自
然

文
化
の
つ
な
が
り

真
田
三
代
と
愛
郷
心
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信
虎
（
甲
府
）
に
敗
れ
、
祖
父
海
野

棟
綱
と
と
も
に
現
在
の
群
馬
県
に

逃
亡
し
て
、
流
浪
し
て
い
ま
す
。

や
が
て
、
幸
隆
は
、
武
田
信
玄
に

仕
官
し
ま
す
。
当
時
の
武
田
信
玄

わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
り
「
日

本
一
の

兵
つ
わ
も
の
」
の
名
と
ふ
る
さ
と
上

田
を
天
下
に
知
ら
し
め
る
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
華
々
し
い

戦
死
も
、
真
田
の
名
の
誇
り
と
、

ふ
る
さ
と
へ
の
愛
郷
心
だ
っ
た
と

思
う
ん
で
す
ね
。

こ
う
し
て
、
真
田
三
代
の
歴
史

を
み
て
い
る
と
、
ふ
る
さ
と
を
愛

す
る
心
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
現

れ
て
き
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て

気
付
か
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

町
長

地
域
を
愛
し
、
良
く
し
よ

う
と
い
う
こ
と
で
は
、
町
も
長
期

振
興
計
画
を
進
め
る
た
め
に
、
森

と
緑
や
す
ら
ぎ
空
間
構
想
と
い
う

も
の
を
立
て
て
、
山
城
の
整
備
や

花
い
っ
ぱ
い
運
動
な
ど
を
進
め
て

き
ま
し
た
。
ま
た
、
町
が
材
料
費

な
ど
を
交
付
し
、
町
民
の
方
が
自

ら
汗
を
流
し
て
地
域
の
史
跡
や
、

憩
い
の
場
な
ど
の
整
備
を
行
う
森

と
緑
や
す
ら
ぎ
空
間
整
備
事
業
も

ほ
と
ん
ど
の
区
で
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
豊
か
な
自
然
の

町
、
そ
し
て
そ
こ
に
住
む
人
が
う

る
お
い
を
持
っ
て
生
活
で
き
、
訪

れ
た
人
も
い
や
さ
れ
る
、
そ
ん
な

地
域
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
こ

と
か
ら
進
め
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

子
ど
も
た
ち
に
ふ
る
さ
と
を
愛
す

る
気
持
ち
を
も
っ
て
欲
し
い
と
願

っ
て
、
学
校
給
食
は
真
田
町
産
の

米
や
多
く
の
野
菜
、
果
物
を
使
っ

た
米
飯
給
食
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

常
田

町
長
さ
ん
も
、
市
町
村
合

併
と
い
う
こ
と
を
進
め
て
き
て
、

間
も
な
く
新
市
の
ス
タ
ー
ト
を
迎

え
る
わ
け
で
す
が
、
真
田
氏
の
生

き
方
か
ら
感
じ
る
こ
と
は
、
あ
り

ま
す
か
。

町
長

そ
う
で
す
ね
。
合
併
を
進

め
る
上
で
、
や
は
り
根
底
に
あ
る

の
は
、
こ
の
地
域
を
愛
す
る
心
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
の
地
域
の
将
来

の
た
め
に
、
ど
う
い
う
選
択
が
良

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
子
や

孫
に
愛
着
あ
る
豊
か
な
ふ
る
さ
と

を
引
き
継
ぎ
た
い
と
い
う
こ
と
は
、

真
田
氏
の
心
に
も
通
じ
る
も
の
が

あ
る
の
で
は
、
と
思
い
ま
す
ね
。

常
田

来
春
に
は
、
真
田
町
も
合

併
し
て
新
上
田
市
と
な
る
わ
け
で

す
が
、
新
市
の
中
で
の
真
田
地
域

を
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

町
長

合
併
し
て
も
こ
の
地
域

が
、
真
田
氏
発
祥
の
郷さ

と

で
あ
る
こ

と
は
変
わ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
こ

と
を
誇
り
に
感
じ
る
住
民
の
方
も

多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

新
市
で
の
住
所
表
示
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
、
上
田
市
の
後
に
「
真
田
町
」

と
、「
真
田
」
を
選
ん
だ
方
が
、
合

わ
せ
て
７
割
近
く
に
な
っ
た
こ
と

に
も
現
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
、
真
田

氏
の
歴
史
や
文
化
を
受
け
継
ぐ
こ

の
地
域
の
個
性
が
新
市
の
中
で
生

か
さ
れ
、
光
り
輝
く
地
域
で
あ
っ

て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
住
む
住
民
の

方
も
誇
り
と
愛
着
を
も
っ
て
、
広

域
化
す
る
新
市
の
中
で
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
力
を
益
々
高
め
て
、
生

き
生
き
と
暮
ら
し
て
い
け
る
。
ま

た
、
地
域
自
治
セ
ン
タ
ー
に
は
、

地
域
協
議
会
や
、
地
域
の
振
興
を

住
民
の
方
と
一
緒
に
進
め
る
部
門

も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
中

で
、
誇
り
と
愛
着
の
も
て
る
地
域

づ
く
り
が
今
後
も
進
ん
で
い
く
と

考
え
て
い
ま
す
。

本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

常
田

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

は
、
信
濃
制
覇
を
目
指
し
て
い
ま

し
た
か
ら
、
信
濃
の
事
情
に
詳
し

い
幸
隆
を
登
用
し
、
ま
た
幸
隆
も

そ
の
期
待
に
こ
た
え
ま
す
。

そ
し
て
、
天
文
二
十
年
（
１
５
５

１
年
）
幸
隆
は
、
砥
石
城

と
い
し
じ
ょ
う

を
自
分
の

力
で
攻
略
し
て
、
仇
敵
村
上
義
清

を
北
に
追
い
、
信
玄
の
許
し
を
得

て
ふ
る
さ
と
真
田
に
帰
っ
て
く
る

わ
け
で
す
。
苦
節
10
年
の
す
え
帰

還
し
た
幸
隆
を
ふ
る
さ
と
真
田
の

住
民
は
、
歓
呼
し
て
迎
え
た
と
い

わ
れ
ま
す
。
戦
国
の
世
で
す
か
ら
、

敗
戦
で
落
ち
の
び
、
そ
の
地
で
終

わ
る
豪
族
も
多
か
っ
た
で
す
か
ら
、

ふ
る
さ
と
真
田
へ
の
還
住
を
切
望

し
、
な
し
と
げ
た
の
は
、
幸
隆
の

「
愛
郷
心
」
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

次
に
昌
幸
で
す
が
。
長
篠

な
が
し
の

の
合

戦
で
戦
死
し
た
兄
信
綱
の
後
、
真

田
家
を
継
い
だ
昌
幸
は
、
天
正
十

三
年
（
１
５
８
５
年
）
に
領
有
し

て
い
た
群
馬
県
の
沼
田
地
域
の
所

属
を
め
ぐ
っ
て
小
田
原
の
北
条
氏

と
争
い
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
徳

川
家
康
が
介
入
し
て
、
沼
田
を
北

条
氏
に
引
き
渡
す
こ
と
を
求
め
て

き
ま
す
が
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
こ

と
か
ら
、
家
康
が
築
城
し
た
ば
か

り
の
上
田
城
に
攻
め
て
き
ま
す
。

こ
れ
が
第
１
次
上
田
合
戦
で
す
ね
。

そ
し
て
、
徳
川
軍
は
惨
敗
す
る
わ

け
で
す
。
こ
の
戦
果
に
つ
い
て
、

「
昌
幸
は
、
い
つ
も
家
臣
に
は
愛

情
を
持
っ
て
接
し
、
領
民
に
は
慈

し
み
を
施
し
た
こ
と
が
、
家
士
・

領
民
の
結
束
を
生
み
、
大
勝
に
つ

な
が
っ
て
、
ふ
る
さ
と
上
田
領
の

存
亡
の
危
機
を
乗
り
切
っ
た
」
と
、

真
田
氏
の
歴
史
を
綴つ
づ

っ
た
「
真
武

内
伝
」
は
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
れ

も
ふ
る
さ
と
の
人
々
と
、
地
域
を

愛
し
た
「
愛
郷
心
」
の
あ
ら
わ
れ

だ
と
思
い
ま
す
。

次
に
信
之
で
す
が
。
こ
れ
は
、

天
下
分
け
目
の
戦
い
と
い
わ
れ
る

慶
長
五
年
（
１
６
０
０
年
）
の
関

ヶ
原
の
戦
い
で
す
。
こ
こ
で
、
信

之
は
、
徳
川
方
、
父
の
昌
幸
と
弟

の
幸
村
は
、
豊
臣
方
に
分
か
れ
て

戦
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
別

離
を
話
し
合
っ
た
の
が
、
「
犬
伏

の
別
れ
」
で
す
ね
。
こ
の
と
き
に
、

信
之
が
、
誠
意
を
も
っ
て
家
康
方

に
つ
い
た
こ
と
が
、
戦
後
上
田
と

沼
田
合
わ
せ
て
九
万
五
千
石
が
、

そ
の
ま
ま
信
之
に
安
堵

あ

ん

ど

さ
れ
る
こ

と
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
、
ふ
る
さ
と
で
あ
る
領
地
を
守

る
と
い
う
愛
郷
心
が
そ
の
根
底
に

は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

町
長

そ
う
で
す
ね
。
信
之
が
徳

川
方
に
つ
か
な
け
れ
ば
、
真
田
の

存
続
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、

重
大
な
決
断
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

常
田

最
後
に
幸
村
で
す
が
。
関

ヶ
原
の
戦
い
後
、
昌
幸
と
幸
村
は

和
歌
山
県
の
九
度
山
に
配
流
さ
れ

ま
す
。
こ
の
間
に
故
郷
に
あ
て
ら

れ
た
手
紙
に
は
、
ふ
る
さ
と
を
思

う
気
持
ち
が
に
じ
ん
で
い
ま
す
。

そ
し
て
、
14
年
間
の
閑
居
の
す

え
、
幸
村
は
、
豊
臣
秀
頼
か
ら
請

わ
れ
て
、
大
坂
城
に
入
城
し
ま
す
。

そ
し
て
、
大
坂
冬
の
陣
、
夏
の
陣

で
の
活
躍
は
有
名
な
話
で
す
。
家

康
を
後
一
歩
ま
で
追
い
詰
め
な
が

ら
、
大
阪
安
居
天
神
の
地
に
散
る

真
田
三
代
の
歴
史
に
は
、ふ
る
さ
と
を

愛
す
る
心
が
現
れ
て
い
ま
す
。

誇
り
と
愛
着
の
も
て
る
地
域
づ
く
り
が
、

今
後
も
進
ん
で
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。

はこやま　よしのり●真田町
長。現在3期目。

真田氏歴史館に隣接する真
田庵で対談は行われた。

ときだ　ぐんぞう●真田三代
の歴史を描いた「真田随想録」
を8年に渡り新聞紙上に連載
した。

下原の真田氏記念
公園には、三代の
レリーフがある。
真田幸隆は、真田
氏中興の祖といわ
れる。

幸隆の子、真田昌
幸は上田城を築城
した。徳川の大軍
を上田城に迎え撃
ち破ったことで、
その名を天下に知
らしめた。

昌幸の子、真田幸
村は、大坂冬の陣、
夏の陣で、豊臣方
の智将として活躍
した。徳川家康に
あと一歩まで迫っ
ての華々しい戦死
で有名。

新
市
の
中
の
真
田
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十
林
寺
の
熊
久
保
集
落
を
登
っ
た
と
こ
ろ
に

あ
る
真
田
氏
本
城
か
ら
の
眺
め
。

上
田
城
築
城
以
前
の
真
田
氏
の
本
城
と
い
わ

れ
る
こ
の
場
所
は
、
上
田
小
県
と
上
州
を
結
ぶ

上
州
道
を
一
望
に
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
る
場

所
に
あ
り
ま
す
。

4
0
0
年
以
上
の
昔
、
こ
こ
に
立
っ
た
幸
隆

や
、
昌
幸
は
、
何
を
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
城
の
背
後
に
あ
る
真
田
集
落
か
ら
興
っ
た

と
い
わ
れ
る
真
田
氏
は
、
眼
下
に
見
え
る
山
の

稜
線

り
ょ
う
せ
ん
が
突
き
出
て
い
る
部
分
、
砥
石

と

い

し

城
を
村
上

氏
か
ら
奪
い
、
や
が
て
そ
の
先
の
上
田
平
に
築

城
し
ま
す
。
真
田
氏
発
展
の
歴
史
は
、
こ
の
地

か
ら
、
開
け
た
上
田
へ
と
近
づ
い
て
い
く
歴
史

で
も
あ
り
ま
す
。

来
年
合
併
す
る
と
、
新
し
い
市
の
人
口
は
、

現
在
の
町
の
、
１０
倍
以
上
に
な
り
ま
す
。

大
き
な
市
の
中
で
、
私
た
ち
の
住
む
こ
の
真
田

地
域
の
特
長
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
ん
な
思
い
か
ら
、
こ
の
特
集
に
取
り
組
み
ま

し
た
。

私
た
ち
の
地
域
の
歴
史
や
特
長
を
知
り
、
心

に
と
ど
め
て
お
け
ば
、
大
き
な
市
の
中
で
も
、

地
域
の
良
さ
を
見
失
わ
な
い
で
い
ら
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
私
た
ち
の
地
域
の
歴
史
や
自
然
、
文

化
に
愛
着
を
も
つ
心
。
そ
ん
な
気
持
ち
が
、
地

域
を
愛
す
る
心
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
と
思

い
ま
す
。

遠
い
昔
、
真
田
三
代
も
そ
ん
な
心
を
も
っ
て
、

歴
史
の
表
舞
台
で
活
躍
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
の
地
域
へ
の
誇
り
と
愛
着
を
忘
れ
ず
、

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
、
希
望
を
引
き
継
い
で

い
き
た
い
。
そ
う
強
く
願
っ
て
い
ま
す
。

（
編
集
室
か
ら
）

真
田
氏
本
城
か
ら
眺
め
る
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武
石
村
生
活
改
善
グ
ル
ー
プ
味み

噌そ

班
で
は
、
地
元
産
の
米
と
大
豆

を
使
っ
て
、
無
添
加
の
味
噌
を
作

っ
て
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
の
味
を
伝
え
よ
う
と

平
成
12
年
か
ら
個
人
の
庭
先
で
加

工
を
始
め
、
今
で
は
加
工
施
設
で

年
間
約
９
㌧
の
味
噌
を
仕
込
み
ま

す
。
主
に
村
内
の
人
か
ら
委
託
を

受
け
て
作
り
ま
す
が
各
種
イ
ベ
ン

ト
な
ど
で
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

丹
精
込
め
て
作
ら
れ
る
味
噌
の
名

称
は
「
ず
く
っ
こ
み
そ
」。
冬
か
ら

早
春
に
仕
込
ま
れ
た
味
噌
は
夏
を

越
し
、
良
い
薫
り
を
漂
わ
せ
ま
す
。

ぜ
ひ
一
度
、
昔
な
が
ら
の
味
噌
を

味
わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

歴
史
と
と
も
に
味
わ
う

●
里
帰
り
そ
ば

塩
川
の
陣
場
地
区
に
広
が
る
ぶ

ど
う
畑
「
マ
リ
コ
・
ヴ
ィ
ン
ヤ
ー

ド
」。
か
つ
て
丸
子
を

「
ま
り
こ
」

と
呼
ん
で
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
名

付
け
ら
れ
た
こ
の
ぶ
ど
う
園
は
、

大
手
ワ
イ
ン
メ
ー
カ
ー
「
メ
ル
シ

ャ
ン
」
の
直
営
農
園
で
、
世
界
に

通
じ
る
高
級
ワ
イ
ン
用
ぶ
ど
う
栽

培
の
最
適
地
と
し
て
２
年
前
に
植

栽
が
始
ま
り
ま
し
た
。

今
年
初
め
て
本
格
的
に
実
が
な

り
、
９
月
に
地
元
の
人
も
協
力
し

約
１
㌧
（
ワ
イ
ン
千
本
分
）
の
ぶ

ど
う
を
収
穫
。
数
年
先
に
は
年
間

約
80
㌧
の
収
穫
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

近
い
将
来
、
丸
子
産
ワ
イ
ン
の

芳ほ
う

醇
じ
ゅ
ん

な
味
わ
い
が
楽
し
め
ま
す
。

宝
永
３
年
（
１
７
０
６
年
）
上

田
城
主
仙
石
政
明
と
出
石
城
主
松

平
忠
周
の
国
替
え
の
際
、
仙
石
氏

が
上
田
の
そ
ば
職
人
を
出
石
（
兵

庫
県
豊
岡
市
）
に
連
れ
て
行
き
、

技
術
を
伝
え
ま
し
た
。
こ
れ
を
出

石
焼
の
皿
に
の
せ
た
の
が
出
石
名

物
「
皿
そ
ば
」
の
始
ま
り
で
す
。

こ
の
皿
そ
ば
に
注
目
し
た
西
塩

田
営
農
推
進
活
性
化
組
合
で
は
、

平
成
12
年
に
新
メ
ニ
ュ
ー
「
里
帰

り
そ
ば
」
を
考
案
。
塩
田
の
館

（
q
38-

１
２
５
１
）
で
営
業
を
始

め
ま
し
た
。
上
田
の
殿
様
が
伝
え

た
技
術
が
、
３
０
０
年
の
時
を
経

て
皿
そ
ば
と
し
て
、
再
び
上
田
に

戻
っ
て
き
た
の
で
し
た
。

12
月
下
旬
か
ら
２
月
10
日
こ
ろ

ま
で
の
最
も
厳
し
い
寒
さ
を
利
用

し
て
作
ら
れ
る
の
が
、
凍
み
ど
う

ふ
で
す
。

夕
方
に
切
っ
た
豆
腐
を
、
屋
外

で
凍
ら
せ
、
翌
朝
凍
っ
た
豆
腐
を

わ
ら
で
し
ば
っ
て
軒
下
に
つ
る
し
、

乾
燥
さ
せ
て
作
り
ま
す
。

凍
み
ど
う
ふ
作
り
は
、
か
つ
て

冬
季
農
家
の
副
業
と
し
て
始
め
ら

れ
、
真
田
町
の
傍
陽
地
区
を
中
心

に
40
軒
ほ
ど
の
家
で
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

現
在
は
生
産
者
も
減
り
ま
し
た

が
、
軒
下
に
並
ん
で
つ
る
さ
れ
る

凍
み
ど
う
ふ
は
、
厳
寒
の
到
来
を

告
げ
る
真
冬
の
風
物
詩
で
す
。

武
石
産
の
米
・
大
豆
で
手
作
り

●
マ
リ
コ（
椀
子
）・

ヴ
ィ
ン
ヤ
ー
ド

●
ず
く
っ
こ
み
そ

地域住民と外国籍市民との交流によ

り異文化への理解を深めます。

日時 11月27日（日）10:00～16:00

場所 上田市中央公民館

内容 国際交流関係団体の活動や各国

の状況を展示で紹介。各国籍児

童生徒の意見発表、料理の試食

会など。

問 上田市役所秘書課国際交流係

q22－4100（内線1117）

■上田市
上田市国際交流フェスティバル2005

地粉（武石産）100％の手打ち新そ

ばの旬を味わう秋のイベントを開催。

つきたて餅の販売もあります。

日時 11月19日(土)～20日（日）

10：00～15：00

会場 武石観光センター

問 武石村開発公社事務局

q85－2829

武石観光センターq86－2003

■武石村
武石新そば祭り開催！

日時 ●11月12日(土)18：30～

講師　松平定知氏

(ＮＨＫアナウンサー)

●11月19日(土)18：30～

講師　養老孟司氏（解剖学者

・医学博士)

●11月27日（日）15：00～

講師　千石正一氏（自然環境

研究所研究員）

会場 すべて真田町文化会館です。

詳しくは、22ページをご覧ください。

問 真田町教育委員会　q72－2655

■真田町
文化講演会にお越しください

新市誕生まで　
あと125日（11/1現在）

Information

上
田
市
丸
子
町
真
田
町
武
石
村
共
通
企
画

高
級
ワ
イ
ン「
マ
リ
コ
」に
期
待

厳
寒
の
め
ぐ
み
を
あ
じ
わ
う

18

●
凍し

み
ど
う
ふ

勤労感謝の日、丸子町営体育館近く

の農産物直売加工センター「あさつゆ」

で収穫感謝祭が行われます。この秋収

穫された地元の野菜や果物の直売、お

やきや漬物など、あさつゆ自慢の加工

品販売のほか、きのこ汁などの無料サ

ービスもあります。

日時 11月23日(祝)９：30～15：00

場所 町道依田内村線バイパス沿い、

内村橋交差点近く

問：丸子町農産物直売加工センター

あさつゆ　q41－1062

■丸子町
あさつゆ収穫感謝祭
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来
年
３
月
５
日
で
、
47
年
以
上

の
町
と
し
て
の
歴
史
を
閉
じ
、
新

生
上
田
市
と
し
て
新
た
な
出
発
を

す
る
真
田
町
。

そ
こ
で
、
町
の
誕
生
当
時
か
ら

16
年
間
発
行
さ
れ
て
い
た
「
公
民

館
報
さ
な
だ
」
と
、
昭
和
46
年
か

ら
発
行
さ
れ
た
「
広
報
さ
な
だ
ま

ち
」
の
中
か
ら
、
印
象
深
い
出
来

事
が
あ
っ
た
号
を
ひ
も
と
い
て
、

町
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。

関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
真
田
昌

幸
、
幸
村
父
子
が
配
流
さ
れ
た
の

が
、
和
歌
山
県
の
九
度
山
町
で
す
。

こ
の
真
田
氏
の
縁
で
、
九
度
山
町

と
真
田
町
は
、
昭
和
52
年
５
月
４

日
に
姉
妹
町
提
携
し
ま
し
た
。

昭
和
52
年
５
月
号
の
広
報
さ
な

だ
ま
ち
を
ひ
も
と
い
て
み
ま
す
。

『
紀
州
九
度
山
町
と
真
田
町
と

が
、
真
田
氏
、
と
り
わ
け
幸
村
、

昌
幸
を
頂
点
と
す
る
武
将
を
崇
敬

追
慕
し
あ
う
間
柄
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
姉
妹
町
を
結
び
協
力
し
あ
っ

て
ゆ
こ
う
と
、
去
る
５
月
４
日
、

九
度
山
町
で
姉
妹
町
提
携
の
調
印

式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

か
ね
て
、
非
公
式
に
は
話
が
あ

り
ま
し
た
が
、
去
る
３
月
３
日
、

真
田
町
と
姉
妹
提
携
を
ぜ
ひ
と
い

う
九
度
山
町
長
の
親
書
を
手
に
親

善
使
節
の
一
行
７
名
が
町
を
訪

れ
、
急
速
に
進
展
し
た
も
の
で
す
。

そ
の
際
、
５
月
５
日
に
は
、
真

田
将
士
の
慰
霊
法
要
を
祈
願
し

て
、
盛
大
な
真
田
祭
り
が
あ
る
の

で
、
そ
の
時
に
来
て
ほ
し
い
、
と

の
話
で
そ
れ
が
実
現
し
た
も
の
で

す
。
そ
こ
で
調
印
式
や
真
田
祭
り

の
様
子
を
随
行
し
た
清
水
憲
雄
教

育
長
に
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。』

以
下
、
当
時
の
清
水
教
育
長
の

語
る
九
度
山
町
の
真
田
祭
り
か
ら

抜
粋
し
て
紹
介
し
ま
す
。

『
し
ば
ら
く
し
て
お
祭
り
一
番
の

出
し
も
の
で
あ
る
真
田
十
勇
士
の

見
学
に
町
通
り
へ
案
内
さ
れ
た
。

九
度
山
町
は
昔
か
ら
高
野
山
入
口

の
町
と
し
て
相
当
に
栄
え
て
き
た

町
だ
け
に
商
店
街
が
坂
道
で
は
あ

っ
た
が
長
く
続
い
て
い
た
。
街
の

中
程
に
我
々
の
為
に
特
別
席
が
設

け
ら
れ
て
い
て
腰
を
下
ろ
し
て
見

学
し
た
。（
中
略
）
先
頭
は
平
越

町
長
ふ
ん
す
る
真
田
幸
村
、
青
毛

の
名
馬
に
見
事
な
鎧
兜

よ
ろ
い
か
ぶ
と

に
身
を
固

め
た
姿
。（
中
略
）
最
後
に
は
稚

児
行
列
が
来
た
。
皆
揃そ

ろ

い
の
着
物

に
袴

は
か
ま

、
金
の
冠
、
白
い
長
い
綱
を

中
心
に
稚
児
と
そ
の
母
親
が
並
ん

で
来
た
が
こ
れ
は
非
常
に
長
い
行

列
だ
っ
た
。
ま
さ
に
町
を
挙
げ
て

の
大
祭
り
で
あ
っ
た
。』
と
当
時

の
清
水
教
育
長
は
、
感
想
を
語
っ

て
い
ま
す
。

今
年
も
町
の
駅
伝
大
会
に
出
場

し
た
九
度
山
町
。
こ
れ
以
降
28
年

に
渡
る
様
々
な
交
流
が
今
日
ま
で

続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

館
報
・
広
報

ひ
も
と
い
て
み
れ
ば

④
昭
和
52
年
５
月
号
　
九
度
山
町
と
の
姉
妹
提
携

九度山町との姉妹提携を伝え
る昭和52年5月の広報さな
だまち。

町
発
足
か
ら
、
昭
和
49
年
ま

で
発
行
さ
れ
た
公
民
館
報
と
、

昭
和
46
年
12
月
号
か
ら
昭
和
63

年
７
月
号
ま
で
の
広
報
を
収
録

し
た
縮
刷
版
、
真
田
町
誌
の
近

代
・
現
代
編
の
在
庫
が
、
現
在

あ
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方
に
は

次
の
価
格
で
販
売
し
ま
す
。
町

の
歩
み
や
歴
史
が
分
か
る
こ
の

一
冊
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
お

求
め
く
だ
さ
い
。
な
お
、
公
民

館
報
か
ら
現
在
ま
で
の
広
報
を

１
枚
に
収
録
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
来

年
各
ご
家
庭
に
配
付
の
予
定
で

す
が
、
本
と
し
て
は
、
作
製
さ

れ
ま
せ
ん
。

公
民
館
報
さ
な
だ
縮
刷
版

１
０
０
０
円

広
報
さ
な
だ
ま
ち
縮
刷
版

１
０
０
０
円

公
民
館
報
と
広
報
は
、
セ
ッ
ト

で
の
購
入
を
お
薦
め
し
ま
す
。

真
田
町
誌
近
代
・
現
代
編

３
０
０
０
円

問
い
合
わ
せ

情
報
政
策
課

有
線
２
１
２
１
　
q
72-

２
２
０
２

ま
た
は
、

教
育
委
員
会

有
線
２
０
９
７
　
q
72-

２
６
５
５

館
報
・
広
報
を
販
売
し
ま
す
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形
文
化
財
保
持
者
の
山
崎
青
樹

さ
ん
の
染
め
糸
で
布
を
織
り
15

年
ほ
ど
納
め
た
そ
う
で
す
。「
真

剣
に
、
き
ち
っ
と
い
い
も
の
を

届
け
た
い
と
思
っ
て
織
っ
て
い

ま
し
た
」
と
坂
口
さ
ん
。

現
在
は
、
月
２
回
ほ
ど
生
涯

学
習
館
で
機
織
り
を
教
え
て
い

ま
す
。「
私
も
色
々
教
え
て
も
ら

っ
て
、
町
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に

や
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、
楽

し
い
で
す
」
と
言
い
ま
す
。

機
織
り
は
、
整
経
と
い
う
下
準

備
か
ら
織
り
ま
で
、
と
て
も
手

間
の
か
か
る
仕
事
。「
難
し
い
の

が
仕
上
が
っ
た
と
き
は
、
う
れ

し
い
で
す
に
」
と
機
織
り
の
楽

し
さ
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

◯74
あの人を訪ねて
あの人を訪ねて

さかぐち　とし●機織りのほかに
も、短歌や、お茶も楽しむ。でき
るときに、勉強しておけば、自分
の糧になり、生きがいになると話
す。

「
こ
の
糸
が
違
っ
て
い
る
か
ら
、

戻
し
て
や
っ
て
み
て
…
」。
長
の

生
涯
学
習
館
を
訪
ね
る
と
、
機

織
り
機
の
前
で
、
熱
心
に
機
織

り
を
教
え
る
坂
口
登
志
さ
ん

（
真
田
）
が
い
ま
し
た
。

坂
口
さ
ん
が
、
町
内
の
機
織

り
を
学
ぶ
グ
ル
ー
プ
に
教
え
て
、

も
う
10
年
に
な
る
と
か
。
現
在

87
歳
の
坂
口
さ
ん
が
、
機
織
り

を
本
格
的
に
始
め
た
の
は
、
30

年
近
く
前
。
嫁
い
だ
家
に
機
織

り
機
が
あ
っ
て
、「
機
織
り
を
し

て
い
た
実
家
の
母
か
ら
つ
む
ぎ

を
や
っ
て
み
た
ら
と
い
わ
れ
て
」

始
め
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、
知
り
合
い
に
紹
介

さ
れ
て
、
群
馬
県
指
定
重
要
無

町の皆さんと一緒にやらせ
ていただくのは、楽しいです。
坂口登志さん（真田）
87歳で機織りを教える

サ
イ
ク
ル
す
る
為
に
は
、
き
れ
い

に
洗
い
、
乾
か
し
て
出
す
こ
と
が

大
切
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

上
田
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
も
あ

と
何
年
か
で
、
建
て
替
え
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
候
補
地
も
検
討
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
決
ま
っ
て

い
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
各
家

庭
か
ら
ゴ
ミ
は
出
る
わ
け
で
、
家

庭
で
処
分
で
き
る
も
の
も
限
度
が

あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
生
ご
み

を
簡
単
に
処
分
で
き
る
「
パ
ッ
ク

ン
」
が
今
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

段
ボ
ー
ル
箱
ひ
と
つ
で
手
軽
に
、

し
か
も
に
お
い
も
ほ
と
ん
ど
な
く

廃
油
ま
で
処
理
で
き
る
優
れ
も
の

で
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
、
消
費

生
活
推
進
委
員
か
、
役
場
生
活
環

境
係
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
環
境
ご
み
対
策
部
会
）

生
物
に
有
害
な
紫
外
線
を
吸
収

し
て
く
れ
る
の
が
、
地
球
の
オ
ゾ

ン
層
で
す
が
、
こ
の
オ
ゾ
ン
層
を

壊
し
た
の
は
、
冷
蔵
庫
の
部
品
に

含
ま
れ
る
フ
ロ
ン
ガ
ス
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
今
は
ノ
ン
フ
ロ

ン
の
冷
蔵
庫
が
出
て
い
ま
す
が
、

人
が
よ
り
便
利
で
快
適
な
生
活
を

求
め
た
結
果
、
出
て
き
た
問
題
が
、

環
境
や
ご
み
の
問
題
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

ご
み
に
つ
い
て
、
家
で
で
き
る

こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
ま
ず
、

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
ご
み
の

分
別
を
き
ち
ん
と
す
る
こ
と
で

す
。
消
費
生
活
推
進
委
員
会
で
、

ご
み
収
集
体
験
や
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
を
見
学
し
て
、
感
じ
た
こ
と

は
、
缶
や
ビ
ン
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、

プ
ラ
マ
ー
ク
の
つ
い
た
ご
み
を
リ

ご
み
の
出
し
方
と減

量
を
考
え
よ
う

窓

消費生活だより⑬



10
月
16
日
、
真
田
町
一
周
駅
伝

大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

47
回
目
を
迎
え
た
今
年
は
、
42

チ
ー
ム
が
参
加
。
沿
道
で
多
く
の

人
が
声
援
を
送
る
中
、
選
手
た
ち

が
、
６
区
間
23
・
７
㎞
を
た
す
き

で
つ
な
ぎ
ま
し
た
。

今
年
の
１
部
は
、
29
チ
ー
ム
、

分
館
以
外
の
２
部
は
、
９
チ
ー
ム

が
参
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、
招
待

チ
ー
ム
と
し
て
姉
妹
町
の
和
歌
山

県
九
度
山
町
か
ら
１
チ
ー
ム
。
真

田
ク
ラ
ブ
（
小
学
生
）
か
ら
２
チ

ー
ム
と
上
田
警
察
署
か
ら
１
チ
ー

ム
が
オ
ー
プ
ン
参
加
で
、
大
会
を

盛
り
上
げ
て
く
れ
ま
し
た
。

〈
Ⅰ
部
〉

第
１
位

菅
平
Ａ
　

１
時
間
22
分
49
秒

第
２
位

竹
室
Ａ
　

１
時
間
26
分
11
秒

第
３
位

出
早
Ａ
　

１
時
間
33
分
31
秒

第
４
位

菅
平
Ｂ
　

１
時
間
33
分
57
秒

第
５
位

中
原

１
時
間
34
分
32
秒

第
６
位

大
畑

１
時
間
35
分
36
秒

〈
Ⅱ
部
〉

第
１
位

菅
平
Ｈ

１
時
間
30
分
47
秒

第
２
位

菅
平
Ｊ

１
時
間
32
分
48
秒

第
３
位

佐
助
走
友
会

１
時
間
34
分
46
秒

〈
各
区
間
１
位
〉

１
区
　
古
沢
　
挙(

竹
室
Ａ)

15
分
21
秒

２
区
　
小
林
晋
之
介(

菅
平
Ａ)

12
分
44
秒

３
区
　
河
崎
比
呂
也(

菅
平
Ａ)

14
分
11
秒

４
区
　
正
木
栄
二(

菅
平
Ａ)

13
分
57
秒

５
区
　
渡
辺
桂
伍(

竹
室
Ａ)

11
分
52
秒

６
区
　
津
端
広
輝(

菅
平
Ａ)

13
分
39
秒

さ
な
だ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
、

今
年
12
月
10
日
の
設
立
総
会
を
も

っ
て
正
式
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

こ
の
ク
ラ
ブ
の
会
員
を
、
現
在

募
集
し
て
い
ま
す
。

①
17
年
度
に
申
し
込
み
を
す
る
と

入
会
金
は
１
０
０
０
円
で
、
今
年

度
中
は
年
会
費
が
無
料
で
す
。
来

年
４
月
以
降
は
、
一
般
入
会
金
２

０
０
０
円
と
年
会
費
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

②
ス
ポ
ー
ツ
教
室
に
は
定
員
が
あ

り
ま
す
。
早
目
の
申
し
込
み
を
お

勧
め
し
ま
す
。
申
込
用
紙
に
記
入

の
上
、
写
真
を
用
意
い
た
だ
き
申

し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
ふ
れ
あ
い
さ
な
だ
館
フ
ィ
ッ
ト

ネ
ス
ス
タ
ジ
オ
に
新
た
に
14
台
の

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
マ
シ
ン
を
設
置
の

予
定
で
す
。
マ
シ
ン
を
使
っ
て
、

体
力
に
応
じ
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が

で
き
ま
す
。
ク
ラ
ブ
の
会
員
は
、

無
料
で
使
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

ふ
れ
あ
い
さ
な
だ
館
の
入
館
料
は

必
要
と
な
り
ま
す
。

②
17
年
度
は
７
つ
の
ス
ポ
ー
ツ
教

室
を
予
定
。
「
健
康
ヨ
ガ
と
ス
ト

レ
ッ
チ
教
室
」
・
「
太
極
拳
入
門

教
室
」
は
、
３
月
ま
で
10
回
開
講

で
、
費
用
は
５
０
０
円
で
す
。
他

の
５
教
室
は
、
無
料
で
す
。

③
従
来
の
真
田
町
体
育
協
会
各
部

の
活
動
は
、
サ
ー
ク
ル
活
動
と
し

て
引
き
続
き
活
動
し
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

さ
な
だ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
事
務
局

（
教
育
委
員
会
内
）
有
線
２
２
４
４

q
72
―
２
６
５
７

今
月
の
お
話
し
広
場

日
時

11
月
19
日
（
土
）
午
前
10

時
〜

場
所

児
童
図
書
室

担
当

た
ま
て
箱
の
み
な
さ
ん

内
容

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー

今
月
の
休
館
日

☆
月
曜
定
例
休
館
７
日
／
14
日
／

21
日
／
28
日

☆
祝
日
休
館
３
日
（
木
）
／
23
日

（
水
）

☆
月
末
整
理
休
館
　
30
日
（
水
）

お
す
す
め
の
一
冊

「
ハ
ル
お
ば
ち
ゃ
ん
の
手
」

文：

山
中
恒

絵：

木
下

晋
（
福

音
館
書
店
）

物
語
り
の
主
役
は
「
手
」
で
す
。

ハ
ル
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
生
ま
れ
た
て

の
手
か
ら
、
暮
し
を
育
て
、
愛
を

は
ぐ
く
み
、
死
を
見
お
く
る
手
へ
。

心
に
響
く
静
か
な
物
語
で
す
。

新
着
図
書
の
紹
介

「
震
度
０
（
ゼ
ロ
）」

横
山
秀
夫

「
峠
越
え
」

山
本
一
力

「
小
樽

北
の
墓
標
」

西
村
京
太
郎

「
天
使
の
ナ
イ
フ
」

薬
丸
　
岳

「
ひ
と
り
ず
も
う
」

さ
く
ら
も
も
こ

「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
工
場
の
秘
密
」

ロ
ア
ル
ド
・
ダ
ー
ル

さ
な
だ

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

会
員
募
集

駅
伝
の
結
果

申
し
込
み
費
用
と
方
法

１７
年
度
の
主
な
活
動

演
題
「
バ
カ
な
お
と
な
に
な
ら
な

い
脳
」

講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

解
剖
学
者
・
医
学
博
士
・
北
里
大

学
教
授
・
東
京
大
学
名
誉
教
授
。

▼
昭
和
12
年
、
神
奈
川
県
鎌
倉
市

生
ま
れ
。
昭
和
37
年
東
京
大
学
医

学
部
卒
業
。
昭
和
56
年
、
東
京
大

学
医
学
部
教
授
に
就
任
。
平
成
８

年
、
北
里
大
学
教
授
に
就
任
（
大

学
院
医
療
人
間
科
学
）
、
大
正
大

学
客
員
教
授
兼
任
（
人
間
学
原
論
）

平
成
10
年
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
。

著
書
…
「
ヒ
ト
の
見
方
」
「
解
剖

学
教
室
へ
よ
う
こ
そ
」
（
筑
摩
書

房
）「
唯
脳
論
」（
青
土
社
）
ほ
か

多
数
。

演
題

「
い
の
ち
は
み
ん
な
つ
な

が
っ
て
い
る
」

講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

（
財
）
自
然
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー

研
究
主
幹
。
▼
昭
和
24
年
、
東
京

都
生
ま
れ
。
東
京
農
工
大
学
卒
業
。

動
物
の
世
界
を
研
究
・
紹
介
す
る

こ
と
に
尽
力
し
、
自
然
環
境
保
全

の
大
切
さ
を
訴
え
る
。
図
鑑
、
学

術
論
文
な
ど
の
幅
広
い
執
筆
活
動

の
か
た
わ
ら
、
「
ど
う
ぶ
つ
奇
想

天
外
！
」（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
）
な
ど
テ
レ
ビ

に
も
出
演
し
活
躍
中
。

著
書
…
「
い
の
ち
は
み
ん
な
つ
な

が
っ
て
い
る
―
西
表
生
態
学
」

（
朝
日
新
聞
社
）
、
「
最
後
の
ゾ
ウ

ガ
メ
を
探
し
に
」(

丸
善)

ほ
か
。

演
題

「
今
、
日
本
が
直
面
す
る

内
外
の
課
題
」

講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
▼
ベ
ト
ナ
ム

生
ま
れ
。
ハ
ワ
イ
大
学
歴
史
学
部

卒
業
。
ア
ジ
ア
新
聞
財
団
Ｄ
Ｅ
Ｐ

Ｔ
Ｈ
（
デ
プ
ス
）
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
東
京

支
局
長
、
Ｎ
Ｔ
Ｖ
ニ
ュ
ー
ス
キ
ャ

ス
タ
ー
を
へ
て
現
職
。
平
成
７
年
、

「
エ
イ
ズ
犯
罪
・
血
友
病
患
者
の

悲
劇
」
（
中
央
公
論
社
）
で
第
26

回
大
宅
壮
一
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

賞
、
平
成
10
年
、「
日
本
の
危
機
」

（
新
潮
社
）
を
軸
と
す
る
言
論
活

動
で
第
46
回
菊
池
寛
賞
を
受
賞
。

著
書
…
「
論
戦
」
シ
リ
ー
ズ
（
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）
ほ
か
多
数
。

23

生涯学習のとびら

演
題

「
こ
ど
も
の
人
権
、
お
と

な
の
人
権
」

講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

弁
護
士
・
さ
わ
や
か
福
祉
財
団
理

事
長
。
▼
昭
和
９
年
、
京
都
府
生

ま
れ
。
京
都
大
学
法
学
部
卒
業
。

昭
和
51
年
、
東
京
地
検
特
捜
部
検

事
と
し
て
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
な
ど

を
担
当
。
平
成
２
年
、
法
務
省
大

臣
官
房
長
。
平
成
３
年
退
職
。
弁

護
士
登
録
し
、
さ
わ
や
か
福
祉
推

進
セ
ン
タ
ー
開
設
。
平
成
７
年
、

さ
わ
や
か
福
祉
財
団
を
設
立
。

著
書
…
「
認
否
」
「
お
ご
る
な
上

司
！
」
「
壁
を
破
っ
て
進
め
―
私

記
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
」
（
講
談
社

文
庫
）
ほ
か
多
数
。

演
題
「
私
の
取
材
ノ
ー
ト
か
ら
」

講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
。
▼
昭
和
19
年
、
東
京
都

生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
卒
業
後
、

昭
和
44
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
入
局
。
ア
ナ
ウ

ン
ス
室
所
属
。
「
連
想
ゲ
ー
ム
」

「
日
本
語
再
発
見
」
な
ど
の
司
会

を
へ
て
、「
夜
７
時
の
ニ
ュ
ー
ス
」

を
４
年
間
担
当
。
そ
の
後
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
を
担
当
し
、
紅
白

歌
合
戦
の
司
会
を
務
め
る
。
平
成

12
年
４
月
か
ら
は
、
「
そ
の
時
、

歴
史
が
動
い
た
」
の
キ
ャ
ス
タ
ー

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

著
書
…
「
い
っ
と
６
県
小
さ
な
旅
」

（
共
著
）
な
ど
。
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図
書
館
だ
よ
り

５
人
の
著
名
講
師
が
つ
づ
る
、
文
化
の
祭
典
。

問い合わせ　教育委員会
有線２０９７
q72─２６５５

真
田
町
文
化
講
演
会
シ
リ
ー
ズ

会場
真田町文化会館
入場無料

11／5 土

15：50～

講師

堀

田
　
力
さ
ん

11／12 土

18：30～

講師

松

平

定

知
さ
ん

11／27 日

15：00～

講師

千

石

正

一
さ
ん

11／19 土

18：30～

講師

養

老

孟

司
さ
ん

12／17 土

14：00～

講師

櫻
井
よ
し
こ
さ
ん

11月

優勝の菅平Ａ。アンカーの津端広輝
選手のゴール。12連覇達成の瞬間。

菅
平
Ａ
が
１２
連
覇
達
成
！

真
田
町
一
周
駅
伝
大
会



時間延長日（午後７時まで）11月

７日（月）～11日（金）と14日、

21日、28日の各月曜日

問い合わせ 長野社会保険事務局

q026─267─6708

年金手続きや受取の相談は、一

般固定電話で、市内通話料金のみ

の、ねんきんダイヤルをご利用く

ださい。

年金請求などの相談番号

q０５７０－０５－１１６５

年金を受けている方の相談番号

q０５７０－０７－１１６５

問い合わせ 長野社会保険事務局

q026─267─6708

長野県共同募金会では、福祉事

業を行う団体からの共同募金配分

要望を募集しています。

対象団体・事業 ①市町村を越え

て活動する団体。②定款、会則等

の基本規定を有する団体。③各種

のコミュニティサービス、ボラン

ティア活動、及び、保健、医療、

教育等に関する事業で福祉領域と

重なる分野を持つ事業。④18年度

事業。上記にはＮＰＯ法人も含み

ます。介護保険事業は対象外です。

受付期限 11月30日（水）

問い合わせ 県共同募金会

q026─234─6813

県では来年度から使用する交通

安全標語を募集しています。

応募締め切り 12月16日（金）

応募方法 標語、氏名、年齢、市

町村名までの住所、連絡先を記入

して応募ください。詳しくは、イ
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生きる喜びが伝わってくる作品で

す。ぜひご覧ください。

本原小学校

11月11日（金）～18日（金）

真田中学校

12月９日（金）～20日（火）

菅平小中学校

１月10日(火)～23日（月）

（土・日は除きます。）

問い合わせ 長小学校・酒井

q72─2012

11月６日から12日は年金週間

です。そこで次のとおり夕方と休

日に年金相談を行います。年金手

帳か年金証書を持っておこしくだ

さい。代理の方が来る場合、委任

状が必要です。

休日相談日（午前９時30分～午後

４時）11月６日（日）、12日(土)

11月12日～25日は「女性に対

する暴力をなくす運動」期間です。

ドメスティックバイオレンス（Ｄ

Ｖ）防止セミナーを開催します。

日時 11月19日（土）午後１時～

３時50分

場所 県男女共同参画センター

（岡谷市）

講演「ＤＶ防止の今とこれから」

講師 戒能民江さん（お茶の水女

子大学教授）

対談「ＤＶと児童虐待を防ぐため

に」戒能教授と北山秋雄教授（長

野県看護大学）

その他 参加費無料。事前申し込

不要です。託児希望の方は、15日

（火）までに申し込みください。

申込み・問い合わせ 県男女共同

参画センター　q0266－22－5781

上田クリーンセンターでは、焼

却ごみをできるだけ減らそうとい

う取り組みのなかで、事業系紙ご

みは資源に回すよう、12月１日か

ら事業系紙ごみの搬入を規制する

ことになりました。

事業系紙ごみの搬入が規制され

ると、商店や飲食店、旅館、ホテ

ル、工場などの事業者は、その事

業から、発生したダンボール、新

聞、雑誌、雑紙などの紙ごみを可

燃ごみとして出すことができなく

なります。メモ用紙のような小さ

な紙でも、紙ごみは燃やさず、資

源ごみとして出すことを今から心

がけてください。

なお、一般家庭でも、できるだ

け可燃ごみを減らし、資源ごみに

出すようご協力をお願いします。

問い合わせ 生活環境係

有線２０４６　q72─2204

町内小中学校の自律学級の子ど

もや町内に住む上田養護学校在校

生、風の工房やＯＩＤＥＹＯハウ

スに通う方が制作した作品を、一

堂に展示します。作品は、墨の絵、

石絵、アートフラッグ、被服作品

などです。日ごろの学習や生活の

成果が表れた、力強く個性的で、
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配偶者からの暴力(ＤＶ)
防止セミナー受講生募集

事業系紙ごみの搬入が
12月１日から規制に

交流作品展に
おこしください

休日と夕方に
年金相談を行います

ねんきんダイヤルを
ご利用ください
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ンターネット（http://sbc21.co.jp

/k-town/）をごらんください。

問い合わせ 県交通安全対策ユニ

ット　q026─235─7174

十ノ原配水管布設替工事

1,470万円 山崎設備工業㈲

渋沢配水管布設替工事

2,363万円 浅間設備㈱

赤井浄水場ろ過膜交換工事

714万円 甲信商事㈱上田営業所

白銀線道路改良工事

1,019万円 ㈱菅平土建

羽根尾西組線道路改良工事

1,071万円 ㈲池田組

曲尾地区中央排水路改修工事

525万円 ㈲堀内建設

（11月６日～12月５日）

ベビー相談 11月10日（木）午後

１時～１時40分受付

場所／保健センター

対象／17年８・９月生まれ

乳児健診 11月29日（火）午後

１時15分～１時40分受付

場所／保健センター

対象／17年１・４・７月生まれ

ＢＣＧ 11月10日（木）午後１時

～１時40分受付

場所／保健センター

対象／17年８・９月生まれ

ポリオ 11月８日（火）午後１時

15分～１時40分受付

場所／保健センター

対象／1回目は17年1～6月生まれ、

２回目は16年７～12月生まれ、

７歳６ヶ月未満の未投与児

三種混合 12月～18年２月

場所／本原医院・小林医院

対象／初回は17年３～８月生まれ、

追加は15年９月～16年２月生ま

れ、７歳６ヶ月未満の未接種児

・
・
・
・
・
・
・
・
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・
・
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・
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・
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・
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乳幼児健康診査と
予防接種
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麻しん 12月

場所／本原医院・小林医院

対象／16年９～11月生まれ、７歳

６ヶ月未満の未接種児

問い合わせ 保健センター

有線２０５３　q72―９００７

行政相談、心配ごと相談
日時 11月18日（金）午前9時～

正午

場所 福祉センター

問い合わせ 行政係

有線２０１１ q72─２２０１

または社会福祉協議会

有線２００７　q72─２９９８

Information

生活 情報

横浜市から日本一のレタス産

地、川上村に移住し、レタスを

原料にしたジュースや漬物の商

品化に成功。現在川上村でレタ

スの漬物会社を経営する講師の

興味深い講演にお越しくださ

い。

また、土作りや肥料切れの影

響などに関する講演もありま

す。

日時 11月28日（月）午後１時

30分～４時30分

場所 役場３階講堂　入場無

料

内容 講演①「野菜の加工販

売について」／講師　㈱ピクル

ス・ジャパン社長　渡辺桐子氏

講演②「土作りと有機物の使い

方」／講師　鯉淵学園栄養専門

渡辺桐子氏プロフィール
昭和14年樺太生まれ。昭和
41年横浜にすし店「桐鮨」開
業現在にいたる。平成10年
長野県川上村に移住。平成11
年レタスをジュースに商品
化。平成12年レタスを漬物
に商品化。㈱ピクルス・ジャ
パン設立。平成17年「レタ
スの処理方法と漬け方」で特
許取得。

真田町農業・農村活性化、真田町認定農業者連絡会研修会

野菜の用途拡大と土づくり

18年度事業の
共同募金配分要望募集

長野県の
交通安全標語を募集

町事業の落札業者
（8・9月分）
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です。しかし、国、県、町、各医

療保険者がどれくらい医療費を負

担しているかを知っていただくた

め、該当者の皆さんに年一回、医

療費通知を送っています。医療費

の増加は公費負担を増加させるだ

けでなく、老人医療受給者の皆さ

んの負担にも影響を与えます。

そこで、次の点に留意していた

だき、医療費の適正化にご協力く

ださい。

●定期的に健康診断を受け、病気

の早期発見、早期治療を心がける。

●ひとつの病気で複数のお医者さ

んにかかる重複受診を避ける。

●家庭医・かかりつけ医を持ち、

毎日の健康管理に気をつける。

●転倒、骨折を防ぐ

問い合わせ 国保年金係

有線２０５８　q72─0154

秋の火災予防運動が、11月９日

から15日まで行われます。全国

統一標語は、「あなたです　火の

あるくらしの　見はり役」、上田

広域の標語は、「火はちゃんと消

したかな？　心に聞いてみよう！」

です。

住宅防火三つの習慣

①寝たばこは、絶対にやめる。

②ストーブは、燃えやすいものか

ら離れた位置で使用する。

③ガスコンロなどのそばを離れる

ときは、必ず火を消す。

住宅防火四つの対策

①逃げ遅れを防ぐために、住宅用

火災警報器等を設置する。

第９回真田の里かかしコンテス

ト入賞者は次のとおりです。

町長賞 三井さ紀（岡保）

真田町農業委員会長賞

宮島守夫（石舟）

信州うえだ農業協同組合長賞

両角とし子（萩）

審査員特別賞

清水さと子（中横道）、長小学校

５年生、清水たけ子（下原）

優秀賞　ボランティアクラブ根子

屋の家（萩）、三井厚子（岡保）、

岡保区リサイクルの会（岡保）、

半田紀吉（中横道）（敬称略）関

連記事を、31ページに掲載。

問い合わせ かかしコンテスト事

務局（農林係内）

有線２０３２　q72─4330

平成16年度の真田町の老人医療

受給者は1,963人でその医療費は

11億7,758万円となっています。

このうち、医療を受ける人が医

療機関窓口で支払いをする一部負

担金は1億1,110万円で、残り約９

割の10億6,648万円は、国、県、町、

各医療保険者で負担をしていま

す。また、16年度の一人あたりの

老人医療費は599,890円となり、

前年と比較して金額で24,837円、

率にして4.3％伸びています。

とかく私たちは医療機関で支払

う一部負担金だけに目が行きがち

②寝具や衣類からの火災を防ぐた

めに、防炎製品を使用する。

③火災を小さいうちに消すため

に、住宅用消火器等を設置する。

④お年寄りや身体の不自由な人を

守るために、隣近所の協力体制を

つくる。

なお期間中、消防団各分団で模

擬火災訓練が行われますので、ご

協力をお願いします。

消防ふれあい広場

はしご車、救急車など各種の消

防車両の展示や体験コーナー、展

示コーナーがあります。ぜひお越

しください。

日時 11月12日（土）

正午～午後２時

場所 東御中央公園

ラッパ吹奏会

日時 11月13日（日）午後２時～

場所 真田町文化会館

第16回消防音楽隊定期演奏会

日時 12月３日（土）午後２時～

場所 真田町文化会館

問い合わせ 真田消防署

有線２００９　q72─０１１９

ラジオ、テレビで活躍する武田

徹さんを招き、ごみ問題など私た

ちを取り巻く様々な課題を、分か

りやすく話していただきます。入

場は無料です。

日時 12月12日（月）

午後１時30分～４時

会場 上田創造館　文化ホール

内容 ①講演「私たちの忘れてき

たもの」（自然からのメッセージ）

真田の里
かかしコンテスト
入賞者発表

健康に気をつけて
医療費の適正化に
ご協力ください

あなたです
火のあるくらしの
見はり役

上田地域広域連合
ごみ問題の
講演会を開催
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園で、１区間約５００ｍ。

締め切り 11月15日（火）

問い合わせ 合併準備室

有線２０６６　q72─2202

11月15日から２月15日まで狩

猟期間となります。猟期間中は県

内外から多くの狩猟者が町内の山

へ入ることが予想されます。

山へ入る場合は、目立つ服を着

る、鈴のような音の鳴るものを身

に着けるなどして、十分にご注意

ください。

問い合わせ 農林係

有線２０２４　q72─４３３０

児童虐待は、子どもの心身発達

や人格形成に重大な影響を与えま

す。虐待を経験した子が親になっ

た時に虐待を再現する場合もあり

ます。児童虐待には、発生予防、

早期の発見・対応と自立支援など

切れ目ない支援が必要です。

急増する児童虐待を無くすため、

地域で子どもや子育て家庭を見守

り、もし児童虐待を発見したり、

そのおそれがある場合は、下記ま

でお知らせ下さい。

連絡先・問い合わせ 福祉係

有線2022 q72─2203

長野県中央児童相談所

q026─228─0441

対象者 来年度小学校入学予定児童

日時 11月24日（木）午後２時

～(受付１時30分～)

場所 文化会館

内容 内科、歯科、眼科、耳鼻科

問い合わせ 学校教育係

有線２０４３　q72─2655

町内の小学生を対象に、今年も

消防防災意識向上のための標語入

りポスターが募集され、１８９点

の応募の中から、24点が町長表彰

に、10点が教育長表彰に、10点が

消防署長表彰に選ばれました。

この中から、今秋と来春の町内

火災予防用のポスターに田中芙羽

さん（菅平小５年・写真左）と佐

藤麗奈さん（菅平小６年・写真右）

の作品が使われることになりまし

た。受賞者は次のとおりです。作

品は、11月８日から15日まで役場

町民ホールに展示されます。

町長表彰

（傍陽小） 澤航希、佐藤明輝、

関口波穂、間島りい

ん、山岸知穂、三井

麻衣（本原小）石黒

太加志、内海義幸、

竹内友里、中澤瑞希、

横沢俊英（菅平小）伊藤一成、大

倉香織、田中芙羽、田辺幸汰、林

豪樹、林勇樹、前沢美由希、湊廣

輝、宮崎優也、山崎美優、岩渕香

里、佐藤麗奈（長小）一之瀬仁

教育長表彰

優良賞／（傍陽小） 沢千暁（本原

小）一之瀬茉由子、（菅平小）古川

広野、宮崎嵩之、（長小）飯塚寛貴、

努力賞／（傍陽小）武捨杏奈、（本

原小）宮坂友梨、（菅平小）柿沼遥

佳、酒井雅俊、立花力也

消防署長表彰

奨励賞／（傍陽小）小林沙恵、関口

夏実、（本原小）中澤実久、（菅平

小）下平美里、（長小）宮島直渡、

特別賞／（傍陽小）福田峻介、武捨

秀紀、（本原小）市川大和、林航平、

（長小）久保温美　

（敬称略）

問い合わせ 真田消防署

有線２００９　q72─0119

消防標語入りポスター
44点の作品を表彰

Information

行政 情報

講師 武田徹氏

（フリーパーソナリティー）

②資源循環型施設（統合ごみ処理

施設及びリサイクルプラザ）の建

設候補地選定について

③エコサポート21の紹介

④ミニコンサート「唱歌のふるさ

と」ハーモニカ　武田徹氏、

ギター　角田忠雄氏

問い合わせ 上田地域広域連合

ごみ処理広域化推進室　

q23─2104

11月26日に、合併１００日前

イベントとして、４市町村をつな

ぐトーチリレーが開催されます。

そこで、真田コースの走者を募集

します。個人、親子、グループな

ど、ぜひ、応募ください。

日時 11月26日（土）午後１時

～１時45分（真田区間）

コース 傍陽小学校前～お屋敷公

入山にはご注意を！
11月15日から
狩猟期間が始まります

児童虐待の
おそれがあれば
ご連絡ください

来年度入学予定児童の
就学前健康診断を
お忘れなく

合併4市町村
トーチリレー走者を
募集します
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番　　　組　　　名 ／　　出　　演　　者

学校だより「すずらん祭を終えて」 ／菅平中学校

駐在所だより ／真田駐在所　

身近な税の話『「税を考える週間」について』 ／上田税務署

おはなしの世界へ｢ゾウを見たネズミ｣ ／おとぎの会　松沢　悦子さん

学校だより「お米作り５年生」 ／本原小学校

みんなの健康　「障害者サービスについて」 ／障害者支援係　橋詰　京子

図書館の窓 ／図書室

農業アドバイス ／上小農業改良普及センター

おはなしの世界へ｢海に沈んだおに｣ ／おとぎの会　一之瀬　とく子さん

みんなの食生活「かぜをひかないための食事」 ／保健センター山崎栄養士

保育園だより「お店屋さんへ　ようこそ」 ／さなだ保育園

生活のしおり ／ＪＡ長支所増田生活指導員

さなだ通信 ／町内から

おはなしの世界へ｢山賊の弟｣ ／おとぎの会　小林　彰さん

子育て支援センターだより「栄養士さんの講話」 ／子育て支援センター

庭木の管理 ／真田町造園協同組合　堀内久夫さん

生活環境係から ／生活環境係

おはなしの世界へ「団地の店｣ ／おとぎの会　海瀬　徳子さん

学校だより「スキー活動」 ／菅平小学校

ゆうほう番組表（11／6～12／5）

放送時間は、夕方6時30分～ （再放送は翌朝６時～）となります。おはなしの世界へ、学校・保育園だよりは、夕方4時30分～

日 曜

月　日
工事店名

金 井 設 備 商 会 S
q72-2118 有線 3356

D 駒 屋 商 店
q72-3696 有線 2373

D 真 田 建 設
q72-2019 有線 5430

石 巻 設 備
q73-2021 有線 4454

D 長 崎 商 店
q73-2511 有線 2368

S ア サ ヒ 興 業
q72-3414 有線 5333

D ド ー ム 管 工
q72-0771 有線 4383

山 崎 設 備 工 業 D
q73-2322 有線 4210

D 信 濃 空 調
q72-5706 有線 6249

若 林 設 備 工 業 所
q72-3166 有線 5332

イ チ ノ セ 管 工
q72-3000 有線 5216

浅 間 設 備 S
q72-3938 有線 5216

菅 平 設 備
q74-3933 有線 5216

岩 渕 住 設
q74-4122 有線 5216

11 月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
＊
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
＊
23
24
25
26

27
28
29
30
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

水道工事当番店 11月の水道工事
当番店です。

農業所得の申告は、営業や不動産所得と同じように、

収入金額から必要経費を差し引いて計算する、収支計算

が原則です。

この収支計算が難しいという方は、本年分までは、経

費目安割合（黄色い紙の申告書で、主な作物により経費

を確定割合で算出し、所得計算を行うものです）により

農業所得を、申告することができます。

しかし、平成18年分以降の申告は、すべての方が収支

計算をすることとなりました。

そこで、役場税務係では、12月５日（月）午後２時か

ら、役場３階講堂で、上田税務署の農業所得の担当者を

講師に迎えて、農業所得の収支計算説明会を開催します。

18年分の計算は、来年の１月から始まります。農業所得

の申告が必要な方は、必ず出席してください。

なお、すでに記帳をされている方は、さらに有利な特

典を利用できる「青色申告制度」がありますので、是非、

こちらをご利用ください。

問い合わせ 税務係　q72-0154 有線2041

18年分から農業申告はすべて収支です！
12月5日に説明会を開催します

☆有線放送に加入しました。 ６０７１　鈴木　歩（出早）
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塚田侑蘭ちゃんとお母さん

９月届け出分

□ごめいふくをお祈りします

滝原　蔦雄　　85 下　　原

神林　雅晴　　82 竹　　室

坂口　泰海　　57 十 林 寺

内海　花與　　83 大　　庭

若林　武雄　　80 赤　　井

坂口　勝美　　88 真　　田

ご
両
親
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

思
い
や
り
の
あ
る
子
に

育
っ
て
く
だ
さ
い
！

11月30日（水）

・固定資産税

・国民健康保険税

・介護保険料（普通徴収）

・有線放送使用料

・保育料

・町営住宅使用料

・ふれあいの館利用料

・在宅支援サービス利用料

納 税 と 使 用 料

役場延長窓口（住民票・印鑑

証明・所得証明・納税証明）

をご利用ください。

月 曜 日 は 午 後 7 時 ま で ！

ポテトチップス入り大根サラダ

大根 ……………………………300g
きゅうり……………………2分の1本
りんご………………………8分の1個
ツナ ………………………………40g
ポテトチップス …………………50g
塩 …………………………………少々
マヨネーズ ………………………50g

①大根は皮をむき、きゅうりは皮をむかないで、
それぞれ２等分し、食べやすい大きさの千切
りにして、塩をふって、おいておく。
②りんごは、皮をつけたまま２等分にし、イチ
ョウ切りにする。
③①をさっと水で洗い流して、よく絞る。
④③に②を加え、ポテトチップス、ツナを入れ、
最後にマヨネーズ入れてあえ、味を調える。

（４人分の材料）

（つくり方）

No.108クッキング

き
ゅ
う
り
の
代
わ
り
に
大
根
の
葉
を
入
れ
た
り

し
て
、
色
々
ア
レ
ン
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

大
久
保
順
子
さ
ん
（
十
林
寺
）

◯C杉浦茂

猿飛佐助
真田町イメージキャラクター

☆お誕生おめでとう

聡塚田　侑蘭
すずらん

中原千枝美

康　弘花岡　俊宏
としひろ

上原恵　里

隆　弘横沢　怜奈
れいな

横尾幸　美

（
（
（
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10月１日、社会福祉協議会、

ボランティア連絡協議会、アザレ

アンさなだ、かりがね学園が共催

する地域清掃ハイキングが行われ、

２００人以上の人が参加しました。

町内小中学生も多数参加するこ

のイベント。当日は最初に倉島正

宜社協会長が、「人とふれあいな

がら、一緒に行動し、やさしさや、

思いやりを持ちましょう」とあい

さつ。その後、地蔵峠方面や、国

道沿い、運動公園周辺など10コー

スに分かれて道路沿いの清掃活動

をしました。

中組からアザレアンさなだまで

石舟のゆきむら夢工房の駐車場

横に、このほど本格的な日本庭園

が造られました。

この庭園は、(社)日本造園組合

連合会長野県支部が、10月１日、

２日に現地で行った技術技能講習

会で造り、町に寄贈したもの。

当日は、県内各地から70人ほ

どのプロの庭師が集まり、クレー

ンを使って石を配置したり、植栽

をほどこしたりして、築山と枯山

水の池や滝からなる本格的な日本

庭園が完成しました。同支部の技

術技能委員長の手塚和人さん（上

田市）は、「本格的な日本庭園で、

気持ちもやすらぐと思います。多

くの方に見ていただきたいと思い

ます」と話していました。

今年度町内では、50人の方が、

88歳の米寿。58組のご夫婦が50

年の金婚を迎えました。

９月の20日、22日、27日に、町

長がこれらの家庭を訪問してお祝

いの賞状と、記念品を贈りました。

金婚を迎えた若林茂好、みち子

さん夫妻（赤井・写真）に感想を

伺うと、茂好さんは、「長いよう

で、短いものです。長生きして幸

せだと思います」と。みち子さん

は、「大病もしないで、無事に50

年を迎えられてよかったです」と

金婚の喜びを話します。76歳の

茂好さんと、74歳のみち子さんは、

今も、48㌃ほどのりんご畑を作

っているそうで、「りんご作りは、

張り合いです。畑に行くと元気に

なります」と、夫婦そろって健康

の秘けつを話してくれました。

のごみを拾って歩いた真田中３年

の久保田直樹くんは、「町をきれ

いにしようと思って参加しまし

た」と話していました。

ふれあいながら、町を美しく
地域清掃ハイキング

ゆきむら夢工房に
本格的な日本庭園が出現

米寿、金婚を迎えた方に
町からお祝い

Camera  News
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10月1日、50周年を迎えたそえ

ひ保育園で、運動会にあわせて、

記念樹のお披露目が行われました。

記念樹のモクレンと、ハクレン

の木は、保護者会から贈られたも

ので、時期の良い今春に植えられ

ました。式では、園児と保護者、

祖父母や、来賓が手をつないで、

記念樹の前まで行進。交代で、

「大きくなってね」など声をかけ

ながら土や水をかけました。

保護者会長の三井まゆみさん

（萩）は、「強い木で大きく育つの

で、この木を選びました。この保

育園が発展して、子どもたちが健

やかに成長することを願っていま

す」と話していました。

このほど真田の里かかしコンテ

ストの結果が決まり、今年度の町

長賞は、岡保の三井さ紀さん（左

写真）に決定しました。

「イノシシも食料難」と題され

た三井さんの作品

は、かかし２体とイ

ノシシからなるも

の。近くの田にイノ

シシが出たことにヒ

ントを得て作ったそ

うです。三井さんは、

「イノシシも人間も

共存できればいいと

思います」と話して

いました。

また、右の写真は、審査員特別

賞に選ばれた長小学校５年生35人

とその作品です。このほか入賞者

は、27ページの行政情報に掲載し

ています。

そえひ保育園が50周年を迎え
記念樹のお披露目

真田の里かかしコンテスト
町長賞に三井さ紀さん（岡保）

カメラニュースは、町の中の様々

な出来事や話題をお届けしてい

ます。



今
年
創
立
50
周
年
を
迎
え
た
真

田
中
学
校
で
、
９
月
20
日
に
記
念

の
植
樹
、
25
日
に
は
記
念
式
典
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

20
日
の
記
念
植
樹
は
、
各
ク
ラ

ス
１
本
ず
つ
、
合
計
11
本
の
ヤ
マ

ボ
ウ
シ
の
木
が
、
校
庭
西
側
の
フ

ェ
ン
ス
に
沿
っ
て
植
え
ら
れ
、
生

徒
た
ち
は
、
一
人
ず
つ
、
土
や
水

を
か
け
ま
し
た
。

25
日
に
は
、
多
く
の
来
賓
も
出

席
し
て
記
念
式
典
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
生
徒
会
長
の
清
水
貴
茂
く
ん

（
３
年
）
は
、「
節
目
の
年
に
真
田

中
生
徒
で
い
る
こ
と
を
う
れ
し
く

思
い
ま
す
。
伝
統
を
ぼ
く
た
ち
の

手
で
守
り
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
」

と
あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。

式
典
の
後
、「
後
輩
の
み
な
さ
ん

に
期
待
し
て
」
と
題
し
て
、
旧
長

中
学
校
卒
業
生
で
、
現
在
信
州
大

学
学
長
の
小
宮
山
淳
さ
ん
の
記
念

講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
医
学
博

士
で
も
あ
る
小
宮
山
さ
ん
の
記
憶

力
や
、
集
中
力
に
関
す
る
興
味
深

い
話
に
会
場
に
集
ま
っ
た
人
が
聞

き
入
り
ま
し
た
。
そ
の
後
「
真
田

町
・
真
田
中
を
語
ろ
う
」
と
題
し

た
分
科
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
真

田
中
の
歴
史
な
ど
20
の
分
科
会
に

そ
れ
ぞ
れ
講
師
を
招
い
て
、
参
加

者
は
、
町
や
母
校
へ
の
認
識
を
深

め
て
い
ま
し
た
。

真
田
中
の
記
念
植
樹
の
取

材
に
行
っ
て
、
校
庭
の
桜

は
、
第
１
回
の
卒
業
生
が
植
え
た

も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
知

り
ま
し
た
。
私
が
卒
業
し
た
と
き

に
は
、
も
う
立
派
な
桜
だ
っ
た
の

で
、
あ
っ
て
当
然
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
創
立
当
時
の
真
田
中
校
庭

は
、
樹
木
も
な
く
石
だ
ら
け
で
、

当
時
の
生
徒
が
石
を
運
び
出
し
た

そ
う
で
す
。
ま
た
、
東
側
の
松
林

は
、
３
回
目
の
卒
業
生
が
植
え
た

も
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た
幾

代
も
の
積
み
重
ね
で
、
現
在
の
真

田
中
の
豊
か
な
緑
が
あ
り
ま
す
。

改
め
て
50
年
の
歴
史
の
厚
み
を
感

じ
ま
し
た
。
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創
立
５０
周
年
を
迎
え
た

真
田
中
学
校
で
、

記
念
講
演
会
や
植
樹
。

式
典
後
、
旧
長
中
学
校
の
卒
業
生
で
、

信
州
大
学
学
長
の
小
宮
山
淳
さ
ん
の

記
念
講
演
が
行
わ
れ
た
。

わたしたちの町の人口
11,697人（－23）

男　15,778人（－25）
女　15,919人（＋22）

世帯数　13,810戸（＋25）
平成17年10月1日現在（ ）内は前月比

インターネット情報
http://www.sanada.or.jp/
http://www.town.sanada.nagano.jp/

この広報紙は環境に配慮し、古紙100％、
植物性大豆インキを使用しています。

季節の中で

話題の広場 82
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