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４月、新たな気持ちで４月、新たな気持ちで

教
育
長
　
　
小
沢
　
貞
義

イ
ン
タ
ー
ホ
ン
と
ク
リ
ス
マ
ス
飾
り

 

今
年
も
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
に
ぴ
か

ぴ
か
の
小
学
一
年
生
が
希
望
に
胸
を

ふ
く
ら
ま
せ
て
入
学
し
て
き
ま
し
た
。

百
四
十
九
人
の
一
年
生
一
人
一
人
が

元
気
に
明
る
く
た
く
ま
し
く
育
っ
て

欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
　

　

昨
年
末
、
教
育
長
宛
に
一
通
の
手

書
き
の
手
紙
が
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

 

学
校
の
登
下
校
時
、
数
人
の
子
ど

も
た
ち
が
家
の
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
を
鳴

ら
し
て
は
逃
げ
て
い
く
。
イ
ン
タ
ー

ホ
ン
の
近
く
に
「
い
た
ず
ら
す
る

な
」
と
張
り
紙
を
し
た
り
、
直
接
注

意
を
し
よ
う
と
追
い
か
け
た
り
も
し

て
み
た
が
、
高
齢
の
身
に
は
到
底
追

い
つ
け
る
は
ず
も
な
く
怒
り
の
大
声

を
発
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
晩
、
一
人
の
少
女

が
母
親
に
付
き
添
わ
れ
我
が
家
を
訪

ね
、
涙
な
が
ら
に
迷
惑
を
掛
け
た
こ

と
を
詫
び
た
。
応
対
に
出
た
妻
は
驚

き
な
が
ら
も
「
良
く
正
直
に
話
し
て

く
れ
た
ね
。
勇
気
が
あ
る
ね
」
と
褒

め
、
お
互
い
に
涙
し
た
感
激
の
ひ
と

と
き
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
学
校
か

ら
も
改
め
て
謝
罪
の
来
訪
が
あ
り
恐

縮
し
た
。
以
後
、
こ
の
い
た
ず
ら
は

全
く
な
く
な
っ
た
。

　
後
日
、
再
び
少
女
と
母
親
が
来
訪

し
、
少
女
は
自
分
で
作
っ
た
と
い
う

小
さ
な
ク
リ
ス
マ
ス
用
の
飾
り
を
手

に
「
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
の
脇
に
飾
っ
て

下
さ
い
」
と
差
し
出
し
た
。
妻
は
驚

き
、
大
事
に
飾
ら
せ
て
も
ら
う
旨
を

伝
え
受
け
取
っ
た
。
私
の
大
人
気
な

い
短
慮
な
行
動
が
幼
い
少
女
に
こ
ん

な
に
も
つ
ら
い
思
い
を
さ
せ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
深
く
反
省
し
、
少
女
の

勇
気
が
か
の
ジ
ョ
ー
ジ
ワ
シ
ン
ト
ン

の
「
桜
の
木
」
の
逸
話
の
ご
と
く
や

が
て
こ
の
少
女
の
未
来
に
美
し
い
花

を
咲
か
せ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
祈
っ
た
。

（
原
文
を
編
集
し
て
あ
り
ま
す
）

　　

道
徳
教
育
の
充
実
が
叫
ば
れ
て
お

り
ま
す
。

　

「
親
の
後
ろ
姿
」
が
子
ど
も
に
与

え
る
影
響
は
極
め
て
大
き
い
も
の
が

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
子
ど
も
は

今
も
将
来
に
お
い
て
も
親
の
後
ろ
姿

に
習
い
、
親
が
し
た
よ
う
に
判
断
し
、

親
が
し
た
よ
う
に
行
動
す
る
も
の
で

す
。
今
回
の
手
紙
の
よ
う
に
、
子
ど

も
は
友
だ
ち
と
さ
し
た
る
悪
気
も
な

く
遊
び
半
分
で
や
っ
て
し
ま
っ
た
と

思
わ
れ
る
行
為
に
対
し
て
「
人
に
迷

惑
を
か
け
た
り
、
人
を
困
ら
せ
た
り

す
る
こ
と
は
い
け
な
い
」
こ
と
を
き

ち
ん
と
教
え
て
、
子
ど
も
が
し
て
し

ま
っ
た
他
者
へ
の
迷
惑
行
為
を
親
の

責
任
に
お
い
て
共
に
償
い
謝
罪
に
臨

ん
だ
こ
の
親
の
後
ろ
姿
は
、
子
ど
も

の
心
に
こ
と
の
重
大
さ
と
相
手
方
や

親
に
対
す
る
申
し
訳
な
さ
等
、
行
為

へ
の
後
悔
の
念
を
深
く
刻
み
込
ん
だ

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
将
来
こ
の
子

が
親
に
な
っ
た
時
、
き
っ
と
同
じ
よ

う
な
判
断
の
仕
方
で
我
が
子
を
指
導

し
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

今
年
は
諏
訪
御
柱
の
年
・
・
互
い

の
無
事
を
祈
り
、
老
若
男
女
が
ひ
と

つ
に
な
っ
て
、
協
力
一
致
で
「
薫
り

高
い
文
化
の
ま
ち
づ
く
り
」
「
創
造

力
に
富
む
人
づ
く
り
」
に
邁
進
し
て

参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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４月、最高学年としての決意・思い４月、最高学年としての決意・思い

下
諏
訪
南
小
六
年
　
　
村
山
　
心
菜

六
年
生
の
好
ス
タ
ー
ト

下
諏
訪
社
中
三
年
　
　
寺
澤
　
達
哉

最
高
学
年
と
し
て

　

私
は
、
六
年
生
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
り
、
最
高
学
年
と
し
て
の
目
標
が
三
つ

あ
り
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
学
習
し
た
こ
と
を
く
り
返
し
復
習
す
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
ず

い
た
と
こ
ろ
や
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を
確
実
に
全
部
理
解
し
て
い
き
た
い
で

す
。
そ
し
て
、
自
分
の
学
習
方
法
を
た
く
さ
ん
身
に
つ
け
て
、
効
率
の
良
い

学
習
が
で
き
る
よ
う
に
頑
張
り
た
い
で
す
。

　

二
つ
目
は
、
清
掃
を
、
時
間
い
っ
ぱ
い
最
後
ま
で
行
う
こ
と
で
す
。
今
ま

で
は
、
決
め
ら
れ
た
範
囲
し
か
清
掃
を
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
す
み
ま
で

ホ
コ
リ
一
つ
残
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
で
す
。
そ
ん
な
気
づ
き
清
掃
を
す
る

理
由
は
、
毎
日
全
校
の
皆
さ
ん
が
、
南
小
学
校
で
の
生
活
を
気
持
ち
よ
く
送

っ
て
ほ
し
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
六
十
年
後
も
全
校
の
皆
さ
ん
に
、
そ
の

ま
ま
の
キ
レ
イ
な
学
校
を
使
っ
て
ほ
し
い
か
ら
で
す
。

　

三
つ
目
は
、
最
高
学
年
と
し
て
の
姿
を
示
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
い
よ
い

よ
他
の
学
年
や
学
校
全
体
を
引
っ
張
っ
て
い
き
ま
す
。
低
学
年
の
皆
さ
ん
に

は
、
優
し
く
、
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
教
え
て
あ
げ
て
、
中
高
学
年
の
皆
さ

ん
と
は
、
力
や
気
持
ち
を
合
わ
せ
て
児
童
会
の
活
動

や
学
校
行
事
を
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
で
す
。

　

こ
の
三
つ
の
目
標
を
や
り
と
げ
て
、
最
高
の
六
年

生
と
言
わ
れ
る
六
年
生
に
な
り
た
い
で
す
。

　

僕
は
、
今
年
最
高
学
年
で
あ
る
三
年
生
に
な
り
ま
す
。
生
徒
会
や
部
活
を

先
頭
に
立
っ
て
計
画
、
運
営
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
受
験
と
い
う
大
き
な

壁
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
試
練
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
こ
な
し

て
い
く
た
め
に
は
、
物
事
を
効
率
よ
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
僕
は
、
三
年
生
に
な
る
上
で
、
時
間
の
使
い
方
を
も
う
一
度
考
え

ま
し
た
。
単
純
な
こ
と
で
す
が
、
ど
ん
な
事
に
も
本
気
で
取
り
組
む
と
い
う

こ
と
で
す
。
勉
強
は
勉
強
、
部
活
は
部
活
、
生
徒
会
は
生
徒
会
と
い
う
当
た

り
前
で
す
が
、
一
つ
の
物
事
を
時
間
で
区
切
っ
て
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
強
い
メ
リ
ハ
リ
の
意
識
が
生
ま
れ
て
、
効
率
が
良
く
な
る

と
考
え
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
心
が
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
、
毎
日
の
習
慣
を

変
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
生
徒
会
に
つ
い
て
で
す
。
僕
は
今
年
度
、
社
中
学
校
の
生
徒
会

長
に
な
り
ま
し
た
。
楽
し
く
学
べ
、
活
動
で
き
る
生
徒
会
を
創
る
た
め
に
、

ま
ず
自
分
が
姿
で
見
せ
、
ま
わ
り
に
呼
び
か
け
る
運
動
を
繰
り
返
す
努
力
を

し
ま
す
。
そ
し
て
、
実
現
さ
せ
た
い
生
徒
会
に
近
づ
け
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

今
年
度
は
、
全
校
を
引
っ
張
る
最
高
学
年
と
し
て
、
ま
た
生
徒
会
長
と
し

て
、
全
校
が
一
つ
に
な
る
環
境
を
作
れ
る
よ
う
に
努
力
し
ま
す
。
ま
た
、
自

分
が
で
き
る
こ
と
を
精
一
杯
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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星ヶ塔の由来は星ヶ塔の由来は

４　これからの星ヶ塔遺跡
　星ヶ塔遺跡が国史跡に指定されたことは、長い間調査に関わってきた一人として大きな喜びです
が、史跡に指定されたことで私たちの仕事が終わったわけではありません。
　星ヶ塔遺跡を地域の宝として、地域の皆さんとともにどの様に活かしていくのか、それを考えて
実践に移していくことが私たちの次の仕事になります。星ヶ塔遺跡が地域の皆さんに愛される遺跡
になるよう、知恵を絞り、汗をかいていきたいと考えています。

　星ヶ塔を発見した鳥居龍蔵によれば、星ヶ塔はもともと「ホシノトウゲ」と呼ばれていたそ
うです。星ヶ塔遺跡の東側は、山道の峠になっています。この峠に「ホシ」があることからホ
シノトウゲと呼ばれていたのですが、昔の人々は黒曜石のことを夜空に輝く星のかけらと考え
「ホシクソ」と呼んでおり、そのホシクソが峠道にたくさんあることから「ホシノトウゲ」と
いう地名がつけられました。
　のちにそれがホシノトウ、そして「ホシガトウ」と呼ばれるようになり、その後漢字が当て
られ現在の「星ヶ塔」と表記されるようになりました。

　縄文時代前期（約5700年前）の黒曜石採掘坑は、
火砕流堆積物に含まれる塊状の黒曜石をねらって掘っ
た穴であり、人一人が入れる大きさです。この採掘坑
では、壁面に細長い溝状の掘削痕が残されていました
が、掘削痕の規模が鹿角の第一枝尖部と一致すること
から、鹿角ピックを使って黒曜石を掘りだしていたこ
とが推定されています。
　一方、縄文時代晩期（約3000年前）の黒曜石採掘
坑は、前期のものはまったく異なり、地下1.5メート
ル以下に存在する、黒曜石岩脈そのものを採掘してい
ます。発掘調査で確認した黒曜石岩脈の面積は５平方
メートルですが、この範囲に円形や舟底状を呈する大
小の穴が12基確認され、黒曜石岩脈を集中的に採掘し
ている様子がうかがえます。
　採掘対象である黒曜石岩脈は、流離構造が発達し、
縦横に細かな割れ目が入っています。そのため衝撃を
加えると流離に沿って板状や柱状に割れますが、縄文
人はこの特徴を利用し、敲石を使って岩脈を打ち欠い
て黒曜石原石を獲得していたと考えられます。
　この岩脈での黒曜石の採掘量を試算したところ、１
立法メートルの採掘につき1300キログラムと推定さ
れ、縄文時代晩期の人々は一回の採掘で少なくとも数
100キログラムの黒曜石を掘りだしていたと考えられ
ます。

縄文時代前期の黒曜石採掘坑

縄文時代晩期の黒曜石採掘坑

採掘に使われた敲石

みぞじょう

ふなぞこじょう

たたきいし

ろっかく だいいち　し せん ぶ

たたきいし
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星ヶ塔遺跡はどんな遺跡か星ヶ塔遺跡はどんな遺跡か

国史跡に指定された星ヶ塔遺跡
教育こども課博物館係長　宮坂　清

１　国史跡への道のり
　星ヶ塔遺跡は、大正時代に発見され、昭和時代の調査では縄文時代の黒曜石採掘跡が確認されて
いました。平成11年から下諏訪町教育委員会が行っている調査では、縄文時代前期（約5700年前）
から縄文時代晩期（約3000年前）にかけて営まれた、大規模な黒曜石採掘跡であることが明らかに
なりました。
　こうした調査成果に加えて、近年に日本各地の遺跡で行われて
いる出土黒曜石の産地分析により、星ヶ塔産の黒曜石は、東北か
ら東海地方の極めて広い範囲に供給されていることが明らかにな
ってきました。このような調査研究の蓄積によって、星ヶ塔遺跡
は縄文時代の資源の開発と流通を考える上で重要な遺跡として、
平成26年３月、国史跡に指定されました。

２　「史跡」とはどのようなものか
　「史跡」というと、一般的には歴史的なことがらにかかわる場所のことをいうことが多いのです
が、星ヶ塔遺跡が指定された「史跡」は次のように規定されたものです。
　「我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、且つ、その遺跡の規模、遺構、出土遺
物等において学術上価値あるもの」。その中でも特に価値が高い遺跡は「特別史跡」となり、長野
県内では茅野市尖石遺跡が特別史跡です。
　一方、寺社仏閣などの価値の高い建造物や美術工芸品の場合は、「重要文化財」として指定され、
特に価値の高いものは「国宝」となります。「特別史跡」は「国宝」と同等の価値、「史跡」は
「重要文化財」と同等の価値があります。
　ちなみに、文化庁の集計によると、日本列島には約46万か所の遺跡が登録されていますが、この
うち史跡に指定されている遺跡は約1750件、日本の遺跡全部のうち約0.4％にすぎません。以上の
ような「史跡」の説明から見ても、星ヶ塔遺跡がどれほど高い価値をもつのかをうかがうことがで
きます。

３　発掘された黒曜石採掘跡
　これまでの調査によって、約３万５千平方メートル
の範囲に、いまだ埋まりきらずにくぼんだ地形として
残っている縄文時代の黒曜石採掘跡が、193ヶ所も分
布していることが明らかになりました。
　そして、発掘調査により、縄文時代前期と晩期の黒
曜石採掘坑が発見され、思いの外、長期間にわたる黒
曜石採掘跡であることが明らかになりました。

黒曜石採掘跡のくぼみ

星ヶ塔遺跡は中央の山の斜面にある
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下諏訪を離れても、故郷へよせる思い　下諏訪を離れても、故郷へよせる思い　

茅
野
市
在
住　
　

永
田
　
百
合
江

下
諏
訪
を
離
れ
て

川
崎
市
在
住　
　

西
村
　
淳
一

下
諏
訪
の
魅
力

　

私
が
下
諏
訪
を
離
れ
て
、
は
や
三
十
数
年
に
な
り
ま
す
。
が
、
近
く
に
住

ん
で
い
ま
す
の
で
、
よ
く
下
諏
訪
に
は
行
き
ま
す
。
歳
取
っ
た
母
が
一
人
暮

ら
し
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

先
日
、
久
し
ぶ
り
に
違
う
道
を
通
っ
た
と
こ
ろ
、
友
だ
ち
の
生
家
が
取
り

壊
さ
れ
更
地
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
わ
て
て
県
外
に
嫁
い
だ
友
だ
ち
に
連

絡
し
た
と
こ
ろ
、
両
親
は
亡
く
な
り
、
兄
弟
も
他
市
に
家
を
建
て
処
分
す
る

し
か
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
年
月
の
経
っ
た
こ
と
を
、
実
感
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
私
の
新
年
の
初
詣
は
秋
宮
と
、
今
で
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

実
家
か
ら
歩
い
て
い
く
の
で
す
が
、
こ
れ
が
本
当
に
寒
い
の
で
す
。
今
年
は

と
て
も
暖
か
く
、
ち
ょ
っ
と
楽
で
し
た
。
秋
宮
ま
で
の
通
り
が
年
々
変
わ
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
い
え
ば
昔
の
石
畳
の
坂
が
良
い
な
あ…

お
舟
祭
り
は
親
戚

中
集
ま
り
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
な
ぁ…

な
ど
と
思
い
な
が
ら
登
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
下
諏
訪
の
良
い
所
を
思
い
出
す
に
つ
れ
、
現
実
を
考
え
る
と
人
口

減
少
や
生
活
環
境
の
変
化
に
よ
り
、
昔
の
ま
ま
を
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
は
難

し
い
の
か
な
、
と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
懐
か
し
い
も
の
や
思
い
出
せ
る

も
の
を
、
ど
こ
か
に
残
し
て
ほ
し
い
と
思
う
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

　

私
の
年
代
だ
と
、
今
の
静
か
な
町
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
、
工
場
、
会

社
が
幾
つ
も
あ
り
、
人
と
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
町
を
知
っ
て
い
ま
す
。
町

は
形
態
を
変
え
現
在
に
至
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
風
に
変
わ
っ

て
い
く
の
か
心
配
で
も
あ
り
ま
す
。

　

毎
年
お
正
月
に
な
る
と
必
ず
実
家
に
帰
省
し
て
い
ま
す
。
帰
省
中
は
、
早

朝
諏
訪
湖
に
散
歩
に
出
か
け
、
厳
し
い
寒
さ
の
中
、
湖
越
し
に
見
え
る
富
士

山
の
風
景
を
見
る
の
が
日
課
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
荘
厳
な
風
景
は
、
葛

飾
北
斎
の
富
嶽
三
十
六
景
、
歌
川
広
重
の
富
士
三
十
六
景
の
中
で
も
描
か
れ

て
い
ま
す
の
で
、
昔
か
ら
今
と
変
わ
ら
な
い
美
し
さ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　

下
諏
訪
に
住
ん
で
い
た
頃
は
、
こ
の
風
景
の
こ
と
は
全
く
気
が
つ
い
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
よ
り
も
湖
畔
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

き
っ
と
当
時
は
、
こ
の
風
景
が
、
い
つ
も
そ
こ
に
普
通
に
存
在
し
て
い
る

『
当
た
り
前
』
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
な
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

　

昨
年
の
「
下
諏
訪
大
同
窓
会
」
で
、
下
諏
訪
を
想
う
町
内
外
か
ら
の
参
加

者
と
語
り
合
う
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
長
く
町
内
に
暮
ら
す
方
か
ら
旧
宿
場

町
で
あ
る
下
諏
訪
が
持
つ
多
様
な
文
化
・
風
土
を
教
え
て
い
た
だ
く
一
方
で
、

地
元
の
方
が
『
当
た
り
前
』
と
感
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
素
晴
ら
し
さ
を
町
外

者
の
視
点
で
語
る
こ
と
で
、
お
互
い
に
下
諏
訪
の
良
さ
を
再
認
識
で
き
る
場

と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
「
東
京
下
諏
訪
応
援
団
」
を
通
じ
た
下
諏
訪
で
暮
ら
す
方
々
と
の

繋
が
り
の
中
で
、
町
外
に
い
る
か
ら
こ
そ
見
え
る
『
当
た
り
前
』
の
下
諏
訪

の
魅
力
を
活
か
し
た
、
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
お
手
伝
い
が
で
き
た
ら
と
考

え
て
い
ま
す
。

（
旧
姓　

藤
森
）

（
出
身
地　

清
水
町
）

（
出
身
地　

東
赤
砂
）
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～家族いっしょに本に楽しもう～～家族いっしょに本に楽しもう～

町
立
図
書
館
長
　
　
井
上
　
喜
久
美

親
し
ま
れ
る
図
書
館
を
め
ざ
し
て

　

私
に
は
図
書
館
で
働
く
上
で
大
切

に
し
て
い
る
文
章
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
国
立
国
会
図
書
館
法
の
前
文
で

す
。

　

「
国
立
国
会
図
書
館
は
、
真
理
が

わ
れ
ら
を
自
由
に
す
る
と
い
う
確
信

に
立
っ
て
、
憲
法
の
誓
約
す
る
日
本

の
民
主
化
と
世
界
平
和
と
に
寄
与
す

る
こ
と
を
使
命
と
し
て
、
こ
こ
に
設

置
さ
れ
る
。
」

　

こ
の
精
神
に
基
づ
き
図
書
館
は
国

民
の
知
る
権
利
を
保
障
す
る
機
関
と

し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
と

は
い
っ
て
も
、
難
し
く
考
え
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
れ
で
も
気
軽
に

来
ら
れ
て
、
知
り
た
い
こ
と
を
知
る

 

役
に
立
つ
図
書
館

　

料
理
・
洋
裁
・
育
児

な
ど
生
活
に
役
立
つ
本

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ハ

ン
ダ
付
け
の
本
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
素

材
の
本
な
ど
仕
事
に
役
立
つ
本
も
揃

っ
て
い
ま
す
。

 

楽
し
い
図
書
館

　

小
説
・
マ
ン
ガ
・
写
真
集
・
Ｃ
Ｄ
・

Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る

本
等
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

 

親
切
な
図
書
館

　

気
軽
に
職
員
に
声
を
掛
け
て
く
だ

さ
い
。
一
緒
に
本
を
探
し
て
、
調
査

の
お
手
伝
い
を
い
た
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、

図
書
館
に
お
越
し
く
だ
さ
い
！

 

電
子
情
報
の
図
書
館
　

　

四
台
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
端
末
で
検
索

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ

が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

湖
国
新
聞
の
デ
ジ
タ
ル
資
料
、
国

立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
資
料
に

も
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

 

だ
れ
で
も
使
え
る
図
書
館

　

赤
ち
ゃ
ん
か
ら
高
齢
者
ま
で
使
え

ま
す
。
字
が
読
み
に
く
く
な
っ
た
方

は
、
大
活
字
本
や
録
音
図
書
が
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

資
料
が
あ
り
、
知
る
喜
び
を
感
じ
ら

れ
る
、
そ
ん
な
場
所
が
図
書
館
な
の

で
す
。

　

で
も
、
図
書
館
は
敷
居
が
高
い
か

ら
と
感
じ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
な
く
し
、
親

し
ま
れ
る
図
書
館
を
め
ざ
し
て
、
下

諏
訪
町
立
図
書
館
を
運
営
し
て
お
り

ま
す
。


