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今
年
度
よ
り
会
長
に
就
任
す

る
に
あ
た
り
、
東
京
小
諸
会

「
四
季
報
」
を
年
4
回
の
予
定

で
発
刊
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。東

京
小
諸
会
は
58
年
の
歴
史

を
有
す
る
会
で
あ
り
、
毎
年
1

回
機
関
紙
で
あ
る
「
東
京
小
諸

会
会
報
」
を
発
行
し
44
回
に
至
っ

て
い
ま
す
。
内
容
の
濃
い
、
読

み
ご
た
え
の
あ
る
会
報
で
す
。

創
刊
の
四
季
報
は
「
会
員
相

互
の
ふ
れ
あ
い
と
ふ
る
さ
と
小

諸
と
の
今
昔
に
思
い
出
」
を
テ
ー

マ
に
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
小
諸

の
自
然
を
映
し
な
が
ら
会
員
の

話
題
を
提
供
す
る
東
京
小
諸
会

の
会
員
と
ふ
る
さ
と
小
諸
と
の

ふ
れ
あ
い
を
深
め
て
い
く
ふ
れ

あ
い
紙
で
す
。

会
員
は
も
と
よ
り
会
員
の
家

族
の
皆
様
、
お
子
様
や
お
孫
さ

ん
に
も
気
楽
に
ご
覧
い
た
だ
き
、

寄
稿
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な

四
季
報
に
育
て
て
い
た
だ
け
る

よ
う
に
工
夫
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
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東
京
小
諸
会
で
は
現
在
5
0

0
名
程
の
会
員
が
お
り
ま
す
。

毎
年
11
月
に
総
会
・
懇
親
会

を
東
京
の
千
代
田
区
に
あ
る
如

水
会
館
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

会
員
と
小
諸
市
の
市
長
始
め
幹

部
職
員
、
商
工
会
議
所
や
こ
も

ろ
観
光
局
の
幹
部
、
及
び
東
京

小
諸
会
と
連
携
の
あ
る
諸
団
体

の
代
表
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

総
会
の
他
東
京
小
諸
会
の
主
な

事
業
は
①
小
諸
ふ
る
さ
と
市

民
の
推
進
②
ふ
る
さ
と
納
税

の
推
進
③
小
諸
関
係
行
事
へ

の
参
加
④
ふ
る
さ
と
小
諸
訪

問
⑤
小
諸
の
観
光
及
び
産
業
の

紹
介
及
び
協
力
⑥
機
関
紙
会

報
の
発
刊
⑦
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
H
P
）
の
展
開
等
で
す
。
今

年
度
も
継
続
し
て
こ
れ
ら
の
事

業
の
充
実
・
拡
大
を
図
っ
て
い

き
ま
す
。
新
た
に
今
年
度
か
ら

は
次
の
事
業
を
検
討
し
て
い
き

ま
す
。
⑧
東
京
小
諸
会
四
季
報

発
刊
⑨
こ
ど
も
小
諸
ふ
る
さ

と
市
民
の
募
集
⑩
こ
ど
も
ふ

る
さ
と
ふ
れ
あ
い
活
動
の
推
進

⑪
ふ
る
さ
と
文
化
講
演
会
な

ど
で
す
。
順
次
四
季
報
で
取
り

上
げ
て
い
き
ま
す
。
東
京
小
諸

会
を
通
じ
、
ふ
る
さ
と
小
諸
と

の
新
た
な
ふ
れ
あ
い
を
楽
し
む

為
に
是
非
東
京
小
諸
会
の
会
員

に
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。
小

諸
に
関
係
も
し
く
は
関
心
の
有

る
人
な
ら
ば
本
人
は
も
と
よ
り

ご
家
族
さ
ま
、
お
知
り
合
い
の

方
も
参
加
登
録
で
き
ま
す
。
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

詳
細
は
東
京
小
諸
会
の
HP
で

ご
覧
い
た
だ
く
か
事
務
局
ま
で

お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
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『
四
季
報
』
創
刊
に
当
た
っ
て

東
京
小
諸
会
会
長
か
ら
制
作
メ

ン
バ
ー
に
拝
命
賜
っ
た
。
大
手

新
聞
社
で
50
年
間
、
新
聞
づ
く

り
に
携
わ
っ
た
経
験
を
生
か
し
、

『
四
季
報
』
の
制
作
を
お
手
伝

い
す
る
▼
家
で
妻
と
論
争
に
な

る
こ
と
が
あ
る
。
妻
は
上
田
小

学
校
卒
業
の
長
野
県
人
。
私
は

埼
玉
県
外
で
暮
ら
し
た
こ
と
無

い
越
谷
市
の
土
着
民
▼
妻
は

「
懐
か
し
い
自
然
豊
か
な
信
濃

の
国
で
暮
ら
し
た
い
」
と
い
う
。

私
は
「
関
東
平
野
の
ど
真
ん
中
、

渓
谷
や
山
々
な
ど
、
自
然
に
乏

し
い
が
、
気
候
が
安
定
し
、
自

然
災
害
の
少
な
い
埼
玉
東
部
が

い
い
」
と
主
張
▼
今
夏
、
線
状

降
水
帯
豪
雨
が
、
熊
本
や
信
州

の
自
然
を
壊
し
、
河
川
が
決
壊
。

命
が
け
で
避
難
す
る
住
民
の
姿

が
T
V
映
像
で
流
れ
る
▼
晩
年

の
住
処
で
、
合
意
に
は
至
ら
な

い
。
長
野
は
大
宮
か
ら
新
幹
線

で
60
分
。
「
小
諸
ふ
る
さ
と
市

民
」
に
登
録
、
妻
と
信
州
を
散

策
し
た
い
。
四
季
報
の
「
編
集

に
尽
力
す
る
」
こ
と
で
一
致
点

を
得
た
。

（
栗
原
一
郎
）

豊
か
な
自
然
と
情
緒
あ
ふ
れ

る
人
と
の
ふ
れ
あ
い
の
町
小
諸
。

小
諸
市
で
は
「
住
み
た
い
、
行

き
た
い
、
帰
っ
て
き
た
い
ま
ち

小
諸
」
を
合
言
葉
に
「
小
諸
ふ

る
さ
と
市
民
」
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
小
諸
市
民
以
外
は
誰
で

も
登
録
で
き
ま
す
。
数
々
の
特

典
が
あ
り
、
東
京
小
諸
会
又
は

小
諸
市
の
H
P
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
東
京
小
諸
会
を
通
じ
て
ふ

る
さ
と
市
民
に
登
録
し
て
い
た

だ
い
た
会
員
に
は
東
京
小
諸
会

か
ら
も
行
事
等
の
ご
案
内
を
い

た
し
ま
す
。
東
京
小
諸
会
の
会

員
登
録
と
合
わ
せ
て
い
た
だ
く

と
便
利
で
す
。
登
録
は
東
京
小

諸
会
H
P
か
ら
で
き
ま
す
。
ま

た
東
京
小
諸
会
で
は
小
中
高
生

を
対
象
に
「
小
諸
こ
ど
も
ふ
る

さ
と
市
民
」
の
組
織
を
検
討
中

で
す
。
第
2
第
3
の
ふ
る
さ
と

と
し
て
四
季
折
々
に
小
諸
で
の

ふ
る
さ
と
生
活
を
体
験
す
る
企

画
で
す
。
「
小
諸
こ
ど
も
ふ
る

さ
と
市
民
」
の
中
か
ら
「
小
諸

こ
ど
も
ふ
る
さ
と
大
使
（
Y
A

C
K
）
」
を
任
命
し
、
小
諸
の

行
事
に
参
加
し
た
り
、
小
諸
の

宣
伝
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Y
A
C
K
の
活
躍
は
、
四
季
報

や
H
P
等
で
配
信
し
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
趣
旨
は
、

個
人
の
住
民
税
の
範
囲
内
の
金

額
を
自
分
が
望
む
自
治
体
（
主

に
ふ
る
さ
と
）
に
寄
贈
す
る
こ

と
に
よ
り
、
ふ
る
さ
と
の
財
政

に
寄
与
す
る
制
度
で
す
。
自
治

体
か
ら
は
お
礼
に
数
々
の
自
治

体
特
産
品
の
返
礼
が
あ
り
ま
す
。

特
に
小
諸
の
返
礼
品
に
は
魅
力

的
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

税
法
上
の
優
遇
処
置
が
あ
り
、

確
定
申
告
で
支
払
額
相
当
の
税

額
控
除
が
あ
り
、
実
質
的
な
負

担
無
く
ふ
る
さ
と
の
特
産
品
を

味
わ
い
、
故
郷
へ
の
貢
献
に
も

な
り
ま
す
。
東
京
小
諸
会
や
小

諸
市
の
H
P
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

東
京
小
諸
会
で
は
「
ふ
る
さ
と

納
税
O
N
E
H
U
N
D
R
E

D
C
L
U
B
」
の
会
員
を
募

集
し
て
お
り
ま
す
。
ふ
る
さ
と

納
税
10
万
円
以
上
の
会
員
で
、

税
額
控
除
、
返
礼
品
等
の
他
に
、

東
京
小
諸
会
主
催
の
特
別
小
諸

探
訪
旅
行
や
特
別
ゴ
ル
フ
コ
ン

ペ
等
の
他
小
諸
市
の
幹
部
と
の

懇
談
会
も
あ
わ
せ
た
特
別
企
画

等
へ
の
ご
案
内
を
い
た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
：

東
京
小
諸
会
事
務
局

ி
ʮ
ݱ
ᜂ
˟

⎨
⎾
⎈
⎛
ኛ
ᆋ

⍫ᵭ
ᵬ
ᵣ

ᵦ
ᵳ
ᵬ
ᵢ
ᵰ
ᵣ
ᵢ

ᵡ
ᵪ
ᵳ
ᵠ

⍬˟

Ճ
Ѫ
ᨼ

ዻ
ᨼ
ࢸ
ᚡ

小諸市キャラクター（こもろん）



2020年秋版 東京小諸会「四季報」 創刊号

�

私
は
紺
屋
町
の
出
身
で
坂
の

上
小
学
校
〜
小
諸
西
中
学
校

（
現
小
諸
市
庁
舎
）
で
学
び
ま

し
た
。

子
供
の
こ
ろ
か
ら
浅

間
山
、
懐
古
園
、
千
曲

川
と
自
然
と
歴
史
に
恵

ま
れ
て
育
ち
ま
し
た
。

子
供
の
頃
の
衝
撃
的

な
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

浅
間
山
の
2
回
の
噴
火

で
す
。
真
昼
な
の
に
大

音
響
と
共
に
辺
り
が
う

す
暗
く
な
り
灰
が
降
っ

て
来
ま
し
た
2㎝
位
降
っ

た
で
し
ょ
う
か
。

あ
と
一
回
は
夜
中
に
大
音

響
と
共
に
噴
煙
が
上
が
り
火

山
岩
が
ぶ
つ
か
り
合
い
火
花

が
夜
空
に
舞
う
恐
ろ
し
い
光

景
で
し
た
。

翌
日
確
認
す
る
と
坂
の
上

小
学
校
の
浅
間
山
側
の
窓
ガ

ラ
ス
が
全
壊
で
し
た
。
自
然

の
恐
ろ
し
さ
を
実
感
し
ま
し

た
。毎

年
元
旦
の
翌
日
か
ら
紺
屋

町
の
小
学
生
は
道
祖
神
の
祝
い

行
事
が
始
ま
り
ま
す
、
「
獅
子

舞
」
と
「
お
ん
べ
」
で
各
家
庭

を
回
り
御
祓
い
を
し
て
一
年
間

の
無
病
息
災
を
願
い
ま
す
。

7
月
は
「
お
み
こ
し
」

の
夏
祭
り
、
町
内
会
の
子

供
み
こ
し
を
担
ぐ
の
が
楽

し
み
で
し
た
。
9
月
1
日

は
八
幡
神
社
の
八
朔
の
祭

り
、
こ
の
時
は
大
相
撲
巡
業
で

横
綱
の
照
国
、
鏡
里
、
朝
潮
連

が
小
諸
に
来
ま
し
た
。
目
の
前

で
見
る
横
綱
は
圧
巻
で
し
た
。

そ
の
時
私
も
緞
子
を
付
け
て
土

俵
に
上
が
り
ま
し
た
。
晴
れ
や

か
な
思
い
出
で
し
た
。

3
月
末
中
学
の
卒
業
シ
ー
ズ

ン
に
な
る
と
ク
ラ
ス
の
皆
で
懐

古
園
を
散
策
し
小
諸
城
の
石
垣

に
よ
じ
登
り
記
念
写
真
を
撮
っ

た
の
が
良
い
思
い
出
で
す
。

お
陰
様
で
ふ
る
さ
と
の
皆
さ

ま
の
知
恵
と
努
力
で
今
で
も
小

諸
の
自
然
と
歴
史
に
恵
ま
れ
住

み
良
い
街
が
維
持
さ
れ
て
い
る

と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

渡
辺
静
雄
（
紺
屋
町
出
身
）

小
学
生
の
時
、
目
の
色

が
青
く
、
き
れ
い
な
黄
色

の
髪
の
毛
、
見
上
げ
る
ほ

ど
背
の
高
い
ア
メ
リ
カ
の

学
生
が
我
が
家
に
や
っ
て
き
た
。

ま
た
別
の
年
に
は
、
台
湾
、

沖
縄
か
ら
訪
れ
た
。
小
諸
市
の

異
文
化
交
流
の
取
り
組
み
で
あ

る
学
生
・
留
学
生
の
ホ
ー
ム
ス

テ
イ
を
受
け
入
れ
た
の
だ
。

沖
縄
の
学
生
達
は
初
め
て
の

信
州
の
桃
狩
り
体
験
に
、
私
は

初
め
て
の
沖
縄
の
お
菓
子
に
お

互
い
ワ
ク
ワ
ク
し
合
っ
て
い
た
。

小
諸
の
夏
は
、
と
て
も
寒
い
と

言
い
な
が
ら
過
ご
し
て
い
た
が
、

今
再
訪
す
れ
ば
沖
縄
と
同
じ
く

ら
い
の
暑
さ
だ
ろ
う
か
。

ま
た
帰
り
道
が
分
か
ら
な
く

な
り
お
困
り
の
ネ
パ
ー
ル
か
ら

の
留
学
生
と
出
会
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
小
諸
の
町
を
案
内
し
な

が
ら
駅
へ
向
か
い
、
電
車
が
来

る
ま
で
ず
っ
と
お
し
ゃ
べ
り
を

し
て
い
た
。

思
い
返
す
と
、
小
諸
で
多
く

の
異
文
化
交
流
を
経
験
し
、
人

生
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
る
き
っ
か

け
だ
っ
た
。
彼
女
た
ち
と
は
今

で
も
交
流
が
続
い
て
い
る
。
小

諸
は
今
も
国
際
交
流
が
盛
ん
と

聞
い
て
い
る
。

新
海
真
理
子
（
平
原
出
身
）

私
は
「
柿
」
が
好
き
だ
。
信

州
と
い
え
ば
、
「
り
ん
ご
」
と

相
場
は
決
ま
っ
て
い
る
が
、
意

外
に
も
「
り
ん
ご
」
は
明
治
時

代
に
日
本
に
入
っ
て
き
た
果
物

で
、
今
の
よ
う
に
甘
く
は
な
か
っ

た
ら
し
い
。

「
柿
食
え
ば
・
・
」
や
「
柿
が

赤
く
な
る
と
医
者
が
青
く
な
る
」

と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
有
名
で
あ

る
。
秋
に
な
る
と
家
族
総
出
の

稲
刈
り
が
あ
り
、
「
お
こ
び
れ
」

に
皆
で
食
べ
た
、
柿
の
味
が
懐

か
し
い
。

亡
き
父
と
母
が
、
毎
年
送
っ

て
く
れ
た
ほ
ん
の
り
甘
い
柿
の

味
が
、
東
京
へ
出
て
半
世
紀
に

な
る
私
の
原
点
だ
。
小
諸
の
実

家
の
、
屋
根
よ
り
高
い
柿
の
大

木
。
秋
に
は
多
く
の
赤
い
実
を

つ
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
ん
な
世
の
中
で
、
今
年
は

採
り
に
行
け
な
い
の
が
本
当
に

残
念
で
な
ら
な
い
。

小
林
裕
（
小
原
出
身
）

異
文
化
交
流
で
人
生
が
変
わ
っ
た

ൂ
↗
٢
ⅵ
૭
ⅴ
ↀ
Ⅽ

1999年10月 Up with people 歓迎会にて

「
獅
子
舞
」
「
お
ん
べ
」
で
無
病
息
災
願
う

浅
間
山
噴
火

２
度
の
体
験

創刊号 東京小諸会「四季報」 2020年秋版

�

「
大
浅
間

ひ
と
り
日
当
た

る

山
冬
木
」

こ
の
句
は
何

処
か
ら
眺
め
た
浅
間
山
だ
ろ
う

か
。
大
浅
間
と
あ
る
か
ら
小
諸

の
平
原
よ
り
御
代
田
と
か
信
濃

追
分
又
は
中
軽
井
沢
あ
た
り
か

ら
の
遠
望
で
は
な
か
ろ
う
か
。

小
諸
の
市
街
地
で
は
大
浅
間
と

い
う
ゆ
っ
た
り
と
し
た
浅
間
は

浮
か
ば
な
い
。
宮
城
道
雄
の
春

の
海
が
流
れ
て
い
る
よ
う
な
の

ど
か
な
、
雄
大
な
、
物
怖
じ
気

し
な
い
浅
間
山
が
日
向
ぼ
っ
こ

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
臼
田

亞
浪

小
諸
生
ま
れ
、
小
諸
の

小
学
校
、
小
諸
義
塾
で
学
び
与

謝
野
鉄
幹
や
高
浜
虚
子
に
学
ん

だ
。
そ
の
句
の
特
徴
は
俳
句
の

季
語
や
定
型
を
守
り
つ
つ
も
生

活
的
な
感
情
の
表
現
を
目
指
し
、

こ
こ
ろ
の
ま
こ
と
を
大
切
に
し

た
。
冒
頭
の
句
も
浅
間
の
風
景

を
う
た
い
つ
つ
も
そ
れ
を
見
る

人
の
こ
こ
ろ
の
温
も
り
や
浅
間

山
の
雄
大
な
懐
に
抱
か
れ
る
幸

せ
を
感
じ
る
私
の
好
き
な
句
で

あ
る
。

生
涯
1
万
以
上
を
読
ん
で
い

る
が
、
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
い

る
べ
き
小
諸
の
偉
人
で
あ
る
。

私
は
現
在
76
歳
に
な
り
ま
す

が
、
生
涯
に
わ
た
る
唯
一
の
趣

味
は
歴
史
探
訪
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
端

緒
は
、
東
京
の
6
年
一
貫
の
私

立
中
学
に
入
学
し
歴
史
研
究
部

に
入
部
し
た
こ
と
で
す
。
部
活

動
の
一
環
と
し
て
、
毎
年
夏
休

み
の
名
所
・
旧
跡
巡
り
が
恒
例

行
事
で
し
た
。
手
元
に
あ
る
歴

史
研
究
部
創
部
60
周
年
記
念
号

（
平
成
21
年
刊
）
に
よ
る
と
、

「
昭
和
34
年
の
夏
季
調
査
研
究

旅
行
：
小
諸
（
小
諸
城
、
布
引

の
滝
）
、
松
本
（
松
本
城
）
、

長
野
（
善
光
寺
）
、
松
代
・
川

中
島
方
面
、
◎
◎
先
生
、
○

○
先
生
引
率
で
18
名
が
参
加
」

と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は

中
学
3
年
生
で
し
た
が
、
こ
の

時
始
め
て
小
諸
を
訪
れ
ま
し
た
。

懐
古
園
を
く
ま
な
く
見
学
し
、

千
曲
川
を
望
む
展
望
台
か
ら
島

崎
藤
村
の
『
千
曲
川
旅
情
の
歌
』

を
仲
間
と
競
い
な
が
ら
大
声
で

朗
唱
し
た
の
は
良
き
想
い
出
で

す
。
そ
の
後
も
大
学
生
に
な
っ

て
か
ら
信
州
の
高
原
を
旅
す
る

都
度
、
小
諸
で
途
中
下
車
し
て

懐
古
園
か
ら
千
曲
川
を
眺
め
た

も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
数
回
に

わ
た
り
、
小
諸
に
ま
つ
わ
る
想

い
出
を
書
き
つ
づ
り
ま
す
の
で

ご
笑
覧
く
だ
さ
い
。

内
藤
徹
雄＝

元
共
栄
大
学

副
学
長

ಎ
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文化遺産と自然豊かな小諸の秋は魅力的だ。家族そ
ろって小諸を散策したい。同市内では10月上旬から11
月上旬にかけて▽小諸センゴクまつり▽信州小諸ふー
どまつり▽小諸ワイナリー収穫祭▽小諸城址懐古園紅
葉祭り▽東信菊花展が開催される。このほか散策スポッ
トやウォーキングコースも満載だ。

紅葉の名所・小諸城址懐古園で10月
24日から11月23日、開催される「紅
葉祭り」には毎年5間万人以上の人出
でにぎわい、彩づいた千本の紅葉が楽
しませてくれる。

展
望
台
か
ら
大
声
で

「
千
曲
川…

」
を
歌
う


