
富士見町公民館からのお知らせ
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コ
展

ナ
チュ
ラ
コ
展

⇨右の招待券を切り取ってお持ちください。
　町内1家族まで無料にてご覧いただけます。

■場　　所　富士見町高原のミュージアム（コミ･プラ2階） ■入館料　大人 300円、子ども150円
■開館時間　午前10時～午後5時（入館 午後4時30分まで） 　　　　　諏訪地域の小中学生は無料
■休 館 日　月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）

博物館

寺地  はるな 著
小説「こまどりたちが歌うなら」

　前職の職場環境に疲れ果て退職した茉子は、親戚が
営む小さな製菓会社に転職する。
　頼りない社長、訳ありベテランパート職員など個性的な
面 と々働き始めた茉子。コネの子と呼ばれながらも、サー
ビス残業や女性スタッフによるお茶くみなど、会社の中の
「見えないルール」が見過ごせず、声を上げていくが・・・。
　働いて、生きていくことのかけがえのなさが胸に響く希
望の物語。

富士見町図書館HP

☎62-7930（図書館・博物館）

図書館
博物館 コーナー
図書館
博物館 コーナー
図書館
博物館 コーナー ■開館時間／通　常・・・午前9時30分～午後6時

火曜日・・・午前9時30分～午後7時
■URL https://www.town.fujimi.lg.jp/site/library1/

新着図書新着図書

図書館

★電話・webまたはカウンターでご予約ください

5月  7日
14日

   21日
   28日

休館日
果物のおはなし
休館日（蔵書点検）
色のおはなし・誕生会

午前11時～ 

5月  4日
  11日
  18日
  25日

おべんとうのおはなし
お母さんのおはなし
でんしゃのおはなし
英語のおはなし会

午前11時～ 

おはなし会（火曜日）おはなし会（火曜日）

おはなし会（土曜日）おはなし会（土曜日）「ふじみ子どもの本の会」ほか
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毎
朝
、
テ
レ
ビ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス

「
お
は
よ
う
日
本
」
を
時
計
代
わ
り
に
し
て
い
る
。
真
剣
に

見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
気
に
な
る
話
題
が
あ
る
と
、

つ
い
注
目
し
て
し
ま
う
。
「
シ
ニ
ア
人
材
活
用
で
広
が
る

『
孫
休
暇
』
」
と
い
う
テ
ロ
ッ
プ
に
惹
か
れ
、
思
わ
ず
見

入
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

育
休
を
取
得
す
る
男
性
が
増
え
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
子

育
て
は
女
性
が
担
う
こ
と
が
多
い
。
福
島
県
郡
山
市
で
は
職

員
が
祖
父
母
の
立
場
で
育
休
を
取
る
制
度
が
始
ま
っ
た
と
い

う
。
こ
の
「
孫
休
暇
」
は
、
定
年
延
長
で
働
く
祖
父
母
世
代
が
増
え

る
中
、
仕
事
と
孫
育
て
の
両
立
に
つ
な
げ
る
狙
い
で
、
宮
城
県
職
員

対
象
に
２
０
２
３
年
１
月
か
ら
初
め
て
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
他
の
自

治
体
で
も
広
が
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
誕
生
時
の
サ
ポ
ー
ト
や
孫
の

育
児
・
看
病
を
理
由
に
多
く
は
有
給
で
取
得
で
き
る
と
い
う
。

こ
の
制
度
は
民
間
で
も
広
が
り
つ
つ
あ
り
、
柔
軟
な
働
き
や
す
さ

の
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
導
入
し
て
い
る
企
業
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。
今
ま
で
は
有
給
休
暇
を
消
化
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
も
、
特
に

や
り
た
い
こ
と
も
な
い
と
い
う
仕
事
人
間
だ
っ
た
男
性
が
、
週
１
回

時
間
休
を
取
っ
て
孫
の
習
い
事
の
送
迎
を
引
き
受
け
、
孫
と
の
交
流

を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
上
司
が
「
孫
休
暇
」
を
取
る

こ
と
で
、
若
い
親
世
代
も
育
児
の
た
め
に
休
み
を
取
り
や
す
く
な
っ

た
と
い
う
効
果
も
出
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
か
ら
、
以
前
読
ん
だ
、『
定
年
オ
ヤ
ジ
改
造
計
画
』

（
垣
谷
美
雨
・
著
）
を
思
い
出
し
た
。
郷
ひ
ろ
み
主
演
で
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
化
さ
れ
、
話
題
に
も
な
っ
た
。
会
社
人
間
と
し
て
必
死
に
勤
め

上
げ
た
定
年
後
、
の
ん
び
り
過
ご
し
て
い
て
妻
や
娘
に
冷
た
く
さ
れ

て
い
た
男
性
が
、
息
子
夫
婦
か
ら
孫
二
人
の
保
育
園
の
お

迎
え
を
頼
ま
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
離
婚
回
避
と
家

族
再
生
を
目
指
す
話
で
あ
る
。
子
育
て
は
妻
に
任
せ
き
り

で
古
い
常
識
に
凝
り
固
ま
っ
て
い
た
主
人
公
が
、
孫
の
世

話
を
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
事
に
気
づ
き
、
変
わ
っ
て
い

く
姿
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て
い
た
。

祖
父
母
が
孫
の
育
児
に
関
わ
れ
る
状
況
に
な
い
人
も
い

る
だ
ろ
う
し
、
祖
父
母
と
親
と
の
関
係
に
よ
っ
て
は
難
し

い
と
い
う
事
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
身
内
任
せ
だ
け
で

な
く
、
社
会
全
体
で
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
支
え
る

と
い
う
制
度
の
充
実
と
共
に
、
子
ど
も
を
見
守
り
、
育
て

る
と
い
う
共
通
意
識
を
大
人
み
ん
な
が
強
く
持
て
る
よ
う

な
世
の
中
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
山
口  

美
佐
子

5月21日(火)～5月24日(金)

図書館 イベント図書館 イベント
●5月26日(日) 科学のとびら①
　　　　　　　「タコを作って、揚げよう！」
日　時：午前10時00分～正午
会　場：コミュニティ・プラザ ２階　大会議室
対　象：親子15組（お子さまは１組２名まで）
申　込：電話（☎62-7930）にてお申込みください。
参加費：無料

日 月 火 水 木 金 土

招
 待
 券

招
 待
 券

蔵書点検のため、上記期間が休館となります。
期間中は、貸出、資料検索など全ての図書館サービスが停止
となります。なお、期間中の図書の返却は、コミュニティ・プラ
ザ入口に設置していますブックポストへお願いいたします。
※蔵書点検期間中、高原のミュージアムは開館しています。

～富士見町図書館　休館日のお知らせ～

白抜き …休館日　★印…イベント実施日　　 …20冊貸出

P2～3
P4

【特集】謎の養狐場を追え！
図書館・博物館コーナー

その昔、富士見町に“養狐場”があった・・・その昔、富士見町に“養狐場”があった・・・

ご
た
つ

2
9

16
23/30

6
月

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

◆日　時：令和６年５月１７日（金）午前10：30～13：00　
◆会　場：コミュニティ・プラザ実習室
◆定　員：１６名（１５歳以上から参加可能です）
◆参加費：1,500円（材料費）
◆持ち物：①ブラシ（メイク用可）②ネイルライト（お持ちの方）
講座内で使用するヤスリ・ベース・トップ・保湿用オイルはお持ち帰りいただけます。

公民館
インスタグラム

ナチュラコ展ナチュラコ展
期間：４月２７日（土）～６月９日（日）

富士見町在住のnaturako：名取桜子さんの作品を展示します。
描くことこそ　ライフワーク　もっと楽しく　もっと自分らしく　絵に　向き合い　響き合う
淡くやさしい色と　やわらかな癒しの時間を　あなたの心にお届けできたら　うれしいです　naturako

ナチュラコ展 淡くやさしい色の響きへ

高原晴雨高原晴雨

公民館企画講座　セルフジェルネイルの世界公民館企画講座　セルフジェルネイルの世界
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お申込みは
こちらから！

養狐場の様子（『故郷　富里区のあゆみ』より）

養狐場  入り口（『故郷　富里区のあゆみ』より）

新聞記事（南信日日新聞 昭和9年5月22日記事より） 昭和12年に測量の地図

富士見印刷　ふじみ町公民館報（5/1号）729号　P1-P4　2024.4.18
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河西養狐場　居宅外観
信濃毎日新聞　昭和９年２月２７日の記事より

今
か
ら
約
90
年
前
の
富
士
見
町
に
、
毛
皮

を
と
る
た
め
の
狐
を
育
て
る
「
養
狐
場
」
が

あ
っ
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
？

町
史
や
区
史
に
も
詳
し
い
記
述
が
な
く
、

町
内
に
も
ほ
と
ん
ど
記
憶
す
る
人
の
な
い
こ

の
養
狐
場
に
つ
い
て
、
古
い
新
聞
記
事
や
富

士
見
を
訪
れ
た
文
人
た
ち
の
手
記
な
ど
を
も

と
に
、
そ
の
歴
史
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

謎
の
養
狐
場
を
追
え
！

●
な
ぜ
狐
を
育
て
た
の
？

●
生
き
証
人
に
学
ぶ

●
養
狐
場
の
終
焉

●
高
原
の
養
狐
場

●
文
化
人
た
ち
の
来
訪

町
内
で
も
今
は
ほ
と
ん
ど
知
る
者
の
な
い
謎

の
「
養
狐
場
」
に
つ
い
て
、
ご
く
わ
ず
か
で
は

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
歴
史
を
紐
解
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
の
記
事
を
読
ん
だ
方
で
養
狐
場

に
つ
い
て
更
な
る
情
報
を
お
持
ち
の
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
教
え
て
い
た
だ
け
る

と
嬉
し
い
で
す
。

特 

集

お
わ
り
に

明
治
時
代
の
日
本
で
は
、
国
の
経
済

力
を
高
め
て
西
洋
諸
国
に
対
抗
す
る
た

め
、「
殖
産
興
業
」
の
名
の
下
に
新
た
な

産
業
が
次
々
興
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
海
外
の
上
流
階
級
の

装
い
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
毛

皮
は
、
簡
便
な
外
貨
獲
得
の
手
段
と
し

て
当
時
の
主
要
輸
出
品
目
の
一
つ
で
あ

り
、
ま
た
、
国
内
の
富
裕
層
の「
嗜
好
品
」

で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
キ
ツ

ネ
の
毛
皮
の
需
要
は
高
く
、「
吾
国
の
婦

人
服
飾
毛
皮
と
し
て
赤
狐
程
広
く
用
い

ら
れ
て
い
て
親
し
ま
れ
て
い
る
毛
皮
は

他
に
な
い
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

当
初
は
野
生
動
物
の
毛
皮
が
利
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
需
要
の
増
加

と
乱
獲
・
開
墾
等
に
よ
る
森
林
の
減
少

に
よ
っ
て
個
体
数
が
減
少
。
野
生
個
体

に
毛
皮
資
源
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
十
世
紀
初
頭
に

カ
ナ
ダ
で
誕
生
し
た
、
養
狐
の
技
術
を

導
入
し
、
国
営
事
業
と
し
て
養
狐
に
取

り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
本
格
的
な
養
狐
事
業
は
、
カ

ナ
ダ
東
部
に
気
候
が
似
て
い
た
樺
太
・

千
島
で
始
ま
り
、
北
海
道
へ
、
そ
し
て

民
営
化
と
と
も
に
、
し
だ
い
に
本
州
の

中
部
地
方
か
ら
東
北
地
方
に
か
け
て
の

寒
冷
地
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

富
士
見
町
に
養
狐
場
が
で
き
た
の
は

昭
和
８
年
12
月
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の

名
も「
河
西
養
狐
場
」。
諏
訪
市
衣
之
渡
で

事
業
を
行
っ
て
い
た
河
西
荘
三
氏
が
、

軽
井
沢
で
二
〜
三
年
来
実
験
的
飼
育
を

行
っ
て
い
た
養
狐
業
に
展
望
を
見
出

し
、
新
た
な
事
業
の
場
と
し
て
目
を
付

け
た
の
が
富
士
見
高
原
で
し
た
。
養
狐

場
開
業
の
二
か
月
前
、
昭
和
８
年
10
月

の
南
信
日
日
新
聞
の
記
事
に
は
、「
富
士

見
駅
の
北
　
一
の
澤
地
籍
落
合
村
瀬
澤
区

の
共
有
原
野
」
約
一
万
坪
を
借
り
入
れ
、

事
業
を
行
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
こ
の
場
所
、
現
在
の
富
士
見
中
学

校
の
敷
地
に
あ
た
り
、
昭
和
13
年
に
発

行
さ
れ
た
古
い
地
図
に
は「
養
狐
場
」の

文
字
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

群
馬
県
の
北
軽
井
沢
か
ら
二
つ
が
い
を

購
入
し
、
飼
育
。
予
算
二
万
余
円
を
か

け
、
モ
ダ
ン
な
外
国
の
洋
館
を
思
わ
せ
る

居
宅
や
飼
育
施
設
を
新
築
し
、
ス
タ
ー
ト

を
切
り
ま
し
た
。
開
場
当
初
は
、
温
帯
で

あ
る
諏
訪
地
域
の
気
候
が
飼
育
に
適
す
る

の
か
、
駅
に
ほ
ど
近
い
場
で
の
飼
育
が
可

能
な
の
か
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
世
界
恐
慌
の
影
響
で
相
場
が
安
定
し

な
い
養
蚕
業
に
か
わ
る
事
業
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
開
業
か
ら
一
年
後
の
５
月
、

南
信
日
日
新
聞
に
は
「
生
ん
だ
子
狐
五

匹
　
富
士
見
高
原
は
理
想
的
養
狐
地
」の

記
事
。
二
年
目
と
な
る
昭
和
10
年
５
月

の
記
事
に
は
「
富
士
見
高
原
の
養
狐
　

可
愛
ら
し
い
子
が
十
三
匹
　
苦
心
報
い

ら
れ
て
見
事
に
成
功
」、
12
月
に
は「
富
士

見
高
原
産
銀
狐
　
い
よ
い
よ
帝
都
出
荷

の
運
び
　
樺
太
に
優
る
優
秀
品
」
の
記

事
が
見
ら
れ
ま
す
。
富
士
見
高
原
の
、

夏
で
も
乾
燥
し
た
気
候
に
加
え
て
、
飼

料
は
馬
・
兎
な
ど
の
獣
肉
類
、
魚
肉

類
、
牛
乳
、
鶏
卵
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
果

実
類
、
オ
ー
ト
ミ
ー
ル
を
塩
梅
し
て
あ

げ
る
な
ど
工
夫
を
凝
ら
し
、
飼
育
良

好
。
手
間
は
か
か
り
ま
す
が
育
っ
た
狐

の
毛
皮
は
非
常
に
高
値
で
売
れ
、
結

果
、
河
西
氏
の
養
狐
事
業
は
大
成
功
。

昭
和
12
年
に
は
「
信
州
高
原
に
高
ま

る
養
狐
熱
」「
富
士
見
の
養
狐
　
種
狐
分

譲
殺
到
」
な
ど
の
記
事
も
見
ら
れ
、
河

西
養
狐
場
が
諏
訪
地
域
の
毛
皮
産
業
を

リ
ー
ド
し
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
養
狐
場
、
狐
の
子
育
て
が
落
ち

着
く
時
期
に
は
見
学
者
の
受
け
入
れ
も

行
い
、
富
士
見
高
原
の
観
光
施
設
の
一

つ
と
も
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
日
本
初
の
高
地

結
核
療
養
所
と
し
て
開
設
さ
れ
た
富
士

見
高
原
療
養
所
へ
、
院
長
で
不
如
丘
を

号
す
る
文
人
で
も
あ
っ
た
正
木
俊
二
を

頼
っ
て
多
く
の
文
化
人
た
ち
が
療
養
に

訪
れ
、
彼
ら
を
見
舞
う
関
係
者
も
多
く

来
訪
し
ま
し
た
。

正
木
と
同
じ
く
東
京
帝
国
大
学
医
学

部
出
身
の
医
者
で
あ
り
、『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
派
の
俳
人
と
し
て
中
央
俳
壇
で
活

躍
し
た
水
原
秋
櫻
子
は
、
昭
和
13
年
に

友
人
の
洋
画
家
で
あ
る
曽
宮
一
念
を
見

舞
っ
た
際
に
こ
の
養
狐
場
を
訪
れ
、
そ

の
様
子
を
随
筆
に
残
し
ま
し
た
。

　

―

（
前
略
）―

径
が
落
葉
松
の
森
に
入

る
と
、
す
ぐ
養
狐
場
の
垣
が
あ
っ
た
。―

（
中
略
）―

も
う
日
が
落
ち
か
か
っ
て
い

て
、
そ
こ
ら
が
い
か
に
も
冷
や
か
な
感

じ
が
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
狐
を
見
る

と
い
う
気
持
ち
が
特
に
そ
う
し
た
感
じ

を
さ
そ
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
年
が

鍵
を
外
し
て
扉
を
ひ
ら
く
と
、
広
い
四

方
形
の
運
動
場
の
二
方
を
囲
ん
で
長
い

狐
舎
が
建
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
約
四
十

五
、
六
に
区
画
さ
れ
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
に
各
一
頭
の
狐
が
飼
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
た
。―

（
中
略
）―

そ
の
狐
舎

の
戸
口
に
た
い
て
い
赤
い
札
が
貼
り
つ

け
て
あ
る
の
で
、
何
か
と
き
い
て
み
る

と
売
約
済
み
の
札
で
あ
っ
た
。
ひ
と
月

ほ
ど
前
に
東
京
か
ら
毛
皮
商
が
や
っ
て

き
て
、
毛
並
み
の
い
い
奴
を
売
約
し
て

ゆ
く
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
四
十
数

頭
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
や
が
て
こ

の
養
狐
場
で
殺
さ
れ
、
東
京
へ
出
て
襟

巻
に
な
る
の
だ
と
思
う
と
気
の
毒
で

あ
っ
た
。―

（
後
略
）―

　   

（
水
原
秋
櫻
子
　
「
養
狐
場
」
）

ま
た
、
正
木
の
友
人
の
小
説
家
、
菊

池
寛
が
原
作
の
映
画
、「
新
道
」
の
ロ
ケ

地
と
し
て
も
こ
の
養
狐
場
が
登
場
し
て

お
り
、
子
狐
が
戯
れ
る
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

富
士
見
を
訪
れ
た
文
化
人
た
ち
の
残
し

た
作
品
か
ら
、
河
西
養
狐
場
の
、
当
時

の
姿
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

調
査
を
行
う
中
で
、
こ
の
養
狐
場
を
実

際
に
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
瀬
沢

新
田
生
ま
れ
の
93
歳
（
令
和
６
年
３
月

時
点
）
の
女
性
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。「
今
は
き
つ
ね
の
こ
と
を
話

せ
る
人
も
少
な
く
な
っ
て
・
・
・
」
と

お
っ
し
ゃ
り
な
が
ら
教
え
て
い
た
だ
い

た
内
容
の
一
部
を
以
下
に
記
し
ま
す
。

お
里
（
実
家
）
の
畑
の
隣
が
養
狐
場

だ
っ
た
。
狐
屋
は
畑
の
隣
の
小
高
い
丘
の

上
に
あ
っ
て
、
丘
は
木
で
周
り
を
囲
ま
れ

て
い
た
。
自
分
が
小
学
校
の
三
〜
四
年
生

頃
の
こ
と
、
学
校
が
終
わ
っ
て
畑
に
草
取

り
に
行
く
と
、
き
つ
ね
の
お
ば
さ
ん
が
丘

の
上
か
ら
「
い
ら
っ
し
ゃ
ー
い
、
い
ら
っ

し
ゃ
ー
い
」
と
手
を
振
っ
て
呼
び
、
ピ
ス

ケ
ッ
ト
〔
聞
き
取
り
マ
マ
〕
を
く
れ
た
。

当
時
は
ピ
ス
ケ
ッ
ト
な
ん
て
な
か
っ
た
の

で
う
れ
し
く
思
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
。
き
つ
ね
の
お
ば
さ
ん
は
き
れ
い
な
人

で
、
き
れ
い
な
長
い
ス
カ
ー
ト
を
は
い
て

い
た
。
一
度
だ
け
お
ば
さ
ん
が
、
「
い
ま

は
あ
か
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
る
こ
ろ
だ
か
ら

静
か
に
ね
、
静
か
に
ね…

」
と
言
い
な
が

ら
中
に
入
れ
て
き
つ
ね
を
見
せ
て
く
れ

た
。
き
つ
ね
の
運
動
場
で
太
い
尻
尾
の
き

つ
ね
が
ぴ
ょ
ー
ん
、
ぴ
ょ
ー
ん
と
飛
ん
で

い
た
。
毛
が
ふ
さ
ふ
さ
し
て
い
て
、
き
つ

ね
っ
て
き
れ
い
だ
な
あ
と
子
供
心
に
思
っ

た
。
狐
屋
は
地
形
的
に
小
高
い
林
の
中
に

あ
り
、
ま
わ
り
は
木
の
塀
で
囲
わ
れ
て
中

が
見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
地
元

の
人
で
も
中
に
入
れ
て
も
ら
っ
た
人
は
あ

ま
り
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
き
つ
ね
の
お

ば
さ
ん
は
な
ぜ
か
私
を
可
愛
が
っ
て
く
れ

て
、
畑
に
行
っ
た
と
き
に
何
回
も
呼
ん
で

く
れ
た
。
五
つ
上
の
姉
は
入
れ
て
も
ら
わ

ず
、「
い
い
な
あ
」と
羨
ま
し
が
ら
れ
た
。

畑
か
ら
狐
屋
に
行
く
道
は
登
り
坂
で
、
坂

の
右
手
に
は
タ
ヌ
キ
の
小
屋
が
、
左
手
に

は
穴
倉
が
あ
っ
た
。
穴
倉
に
は
き
つ
ね
の

餌
の
肉
が
入
れ
て
あ
る
と
お
ば
さ
ん
が

言
っ
て
い
た
。
タ
ヌ
キ
は
小
さ
な
小
屋
に

二
匹
く
ら
い
ず
つ
入
れ
ら
れ
て
、
こ
っ
ち

を
見
て
い
た
。
小
屋
の
前
を
通
る
と
ツ
ー

ン
と
特
殊
な
に
お
い
が
し
た
。
タ
ヌ
キ
は

く
さ
く
て
、
あ
ん
ま
り
好
き
で
は
な
か
っ

た
。
昭
和
16
年
、
小
学
校
五
年
生
の
時
、

大
東
亜
戦
争（
太
平
洋
戦
争
）が
は
じ
ま
っ

た
。
狐
屋
は
い
つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
た
。

昭
和
20
年
頃
に
は
父
が
材
木
屋
を
や
っ
て

い
て
、
八
ヶ
岳
か
ら
切
り
出
し
た
木
を
駅

の
土
場
ま
で
運
ぶ
ト
ロ
ッ
コ
が
、
狐
屋
の

あ
っ
た
丘
の
横
を
通
っ
て
い
た
。

当
時
の
貴
重
な
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
お
話
の
中
に
「
狐
屋
は
い

つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
た
」
と
あ
り
ま

し
た
が
、
養
狐
場
が
い
つ
、
ど
の
よ
う

に
無
く
な
っ
た
の
か
現
状
で
は
よ
く
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

調
べ
た
限
り
で
最
後
に
そ
の
存
在
を
伺

う
こ
と
の
で
き
る
資
料
は
、
昭
和
15
年

12
月
24
日
の
信
濃
毎
日
新
聞
の
新
聞
記

事
で
、
タ
イ
ト
ル
は
「
毛
皮
景
気
も
夢

贅
沢
は
敵
だ
！
以
来
の
受
難
　
寒
風
冷

し
　
諏
訪
の
養
狐
場
」
と
い
う
も
の
で

す
。
中
に
は
、
一
枚
数
百
円
〜
数
千
円

（
一
円
＝
現
在
の
二
千
円
程
度
か
？
）で
飛

ぶ
よ
う
に
売
れ
、
一
時
は
あ
の
毛
皮
を

巻
か
ね
ば
女
で
な
い
と
ま
で
一
世
を
風

靡
し
た
の
も
今
は
昔
、
昭
和
15
年
７
月

７
日
に
施
行
さ
れ
た「
奢
侈
品
等
製
造
販

売
制
限
規
制（
軍
需
生
産
の
拡
大
に
直
接

貢
献
し
な
い
高
級
織
物
・
貴
金
属
・
装

飾
品
な
ど
の
贅
沢
品
の
製
造
や
販
売
を

す
べ
て
禁
じ
た
も
の
）」の
あ
お
り
を
受
け

て
市
場
が
低
迷
し
て
い
る
と
書
か
れ
、

河
西
氏
の「
人
間
の
食
糧
さ
え
事
欠
く
時

世
に
獣
肉
を
常
食
と
す
る
銀
狐
の
飼
養

は
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
」と
の
コ
メ
ン

ト
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
規
事
業
と
し
て
成
功
を
お
さ
め
、
富

士
見
の
観
光
名
所
の
一
つ
と
し
て
も
知

ら
れ
た
こ
の
養
狐
場
も
、
戦
争
の
あ
お

り
を
受
け
て
、
閉
場
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
養
孤
場
の
跡
地
に
は
、
昭
和
28

年
に
、
現
在
の
富
士
見
中
学
校
の
前
身
で

あ
る
組
合
立
富
士
見
高
原
中
学
校
が
開
校

し
ま
す
。
こ
の
富
士
見
高
原
中
学
校
に
な

る
に
至
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た

ど
っ
た
の
か
、
今
回
は
調
べ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
作
家
・
田
宮
虎
彦

が
、
昭
和
25
年
、
妻
の
千
代
夫
人
と
「
狐

の
別
荘
」
に
滞
在
し
た
と
い
う
記
述
を
見

つ
け
ま
し
た
。
河
西
養
狐
場
の
洋
館
は
し

ば
ら
く
の
間
、
都
会
か
ら
の
来
訪
者
な
ど

の
別
荘
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

（
文
責
：
井
戸
尻
考
古
館

　平
澤

　愛
里
）

※

参
考
文
献
は
文
字
数
の
都
合
で
割
愛
さ
せ

　
て
い
た
だ
き
ま
す
。

し
ゃ

し

ひ
ん

み
ち

ふ

じ
ょ
き
ゅ
う

し
ゅ
う
お
う

し

そ

み
や
い
ち
ね
ん

し
ょ
く

ぎ
ょ
う

さ
ん
こ
う

そ
う
ぞ
う

の

え

ど

よ
う

こ
じ
ょ
う
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河西養狐場　居宅外観
信濃毎日新聞　昭和９年２月２７日の記事より

今
か
ら
約
90
年
前
の
富
士
見
町
に
、
毛
皮

を
と
る
た
め
の
狐
を
育
て
る
「
養
狐
場
」
が

あ
っ
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
？

町
史
や
区
史
に
も
詳
し
い
記
述
が
な
く
、

町
内
に
も
ほ
と
ん
ど
記
憶
す
る
人
の
な
い
こ

の
養
狐
場
に
つ
い
て
、
古
い
新
聞
記
事
や
富

士
見
を
訪
れ
た
文
人
た
ち
の
手
記
な
ど
を
も

と
に
、
そ
の
歴
史
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

謎
の
養
狐
場
を
追
え
！

●
な
ぜ
狐
を
育
て
た
の
？

●
生
き
証
人
に
学
ぶ

●
養
狐
場
の
終
焉

●
高
原
の
養
狐
場

●
文
化
人
た
ち
の
来
訪

町
内
で
も
今
は
ほ
と
ん
ど
知
る
者
の
な
い
謎

の
「
養
狐
場
」
に
つ
い
て
、
ご
く
わ
ず
か
で
は

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
歴
史
を
紐
解
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
の
記
事
を
読
ん
だ
方
で
養
狐
場

に
つ
い
て
更
な
る
情
報
を
お
持
ち
の
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
教
え
て
い
た
だ
け
る

と
嬉
し
い
で
す
。

特 

集

お
わ
り
に

明
治
時
代
の
日
本
で
は
、
国
の
経
済

力
を
高
め
て
西
洋
諸
国
に
対
抗
す
る
た

め
、「
殖
産
興
業
」
の
名
の
下
に
新
た
な

産
業
が
次
々
興
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
海
外
の
上
流
階
級
の

装
い
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
毛

皮
は
、
簡
便
な
外
貨
獲
得
の
手
段
と
し

て
当
時
の
主
要
輸
出
品
目
の
一
つ
で
あ

り
、
ま
た
、
国
内
の
富
裕
層
の「
嗜
好
品
」

で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
キ
ツ

ネ
の
毛
皮
の
需
要
は
高
く
、「
吾
国
の
婦

人
服
飾
毛
皮
と
し
て
赤
狐
程
広
く
用
い

ら
れ
て
い
て
親
し
ま
れ
て
い
る
毛
皮
は

他
に
な
い
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

当
初
は
野
生
動
物
の
毛
皮
が
利
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
需
要
の
増
加

と
乱
獲
・
開
墾
等
に
よ
る
森
林
の
減
少

に
よ
っ
て
個
体
数
が
減
少
。
野
生
個
体

に
毛
皮
資
源
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
十
世
紀
初
頭
に

カ
ナ
ダ
で
誕
生
し
た
、
養
狐
の
技
術
を

導
入
し
、
国
営
事
業
と
し
て
養
狐
に
取

り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
本
格
的
な
養
狐
事
業
は
、
カ

ナ
ダ
東
部
に
気
候
が
似
て
い
た
樺
太
・

千
島
で
始
ま
り
、
北
海
道
へ
、
そ
し
て

民
営
化
と
と
も
に
、
し
だ
い
に
本
州
の

中
部
地
方
か
ら
東
北
地
方
に
か
け
て
の

寒
冷
地
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

富
士
見
町
に
養
狐
場
が
で
き
た
の
は

昭
和
８
年
12
月
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の

名
も「
河
西
養
狐
場
」。
諏
訪
市
衣
之
渡
で

事
業
を
行
っ
て
い
た
河
西
荘
三
氏
が
、

軽
井
沢
で
二
〜
三
年
来
実
験
的
飼
育
を

行
っ
て
い
た
養
狐
業
に
展
望
を
見
出

し
、
新
た
な
事
業
の
場
と
し
て
目
を
付

け
た
の
が
富
士
見
高
原
で
し
た
。
養
狐

場
開
業
の
二
か
月
前
、
昭
和
８
年
10
月

の
南
信
日
日
新
聞
の
記
事
に
は
、「
富
士

見
駅
の
北
　
一
の
澤
地
籍
落
合
村
瀬
澤
区

の
共
有
原
野
」
約
一
万
坪
を
借
り
入
れ
、

事
業
を
行
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
こ
の
場
所
、
現
在
の
富
士
見
中
学

校
の
敷
地
に
あ
た
り
、
昭
和
13
年
に
発

行
さ
れ
た
古
い
地
図
に
は「
養
狐
場
」の

文
字
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

群
馬
県
の
北
軽
井
沢
か
ら
二
つ
が
い
を

購
入
し
、
飼
育
。
予
算
二
万
余
円
を
か

け
、
モ
ダ
ン
な
外
国
の
洋
館
を
思
わ
せ
る

居
宅
や
飼
育
施
設
を
新
築
し
、
ス
タ
ー
ト

を
切
り
ま
し
た
。
開
場
当
初
は
、
温
帯
で

あ
る
諏
訪
地
域
の
気
候
が
飼
育
に
適
す
る

の
か
、
駅
に
ほ
ど
近
い
場
で
の
飼
育
が
可

能
な
の
か
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
世
界
恐
慌
の
影
響
で
相
場
が
安
定
し

な
い
養
蚕
業
に
か
わ
る
事
業
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
開
業
か
ら
一
年
後
の
５
月
、

南
信
日
日
新
聞
に
は
「
生
ん
だ
子
狐
五

匹
　
富
士
見
高
原
は
理
想
的
養
狐
地
」の

記
事
。
二
年
目
と
な
る
昭
和
10
年
５
月

の
記
事
に
は
「
富
士
見
高
原
の
養
狐
　

可
愛
ら
し
い
子
が
十
三
匹
　
苦
心
報
い

ら
れ
て
見
事
に
成
功
」、
12
月
に
は「
富
士

見
高
原
産
銀
狐
　
い
よ
い
よ
帝
都
出
荷

の
運
び
　
樺
太
に
優
る
優
秀
品
」
の
記

事
が
見
ら
れ
ま
す
。
富
士
見
高
原
の
、

夏
で
も
乾
燥
し
た
気
候
に
加
え
て
、
飼

料
は
馬
・
兎
な
ど
の
獣
肉
類
、
魚
肉

類
、
牛
乳
、
鶏
卵
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
果

実
類
、
オ
ー
ト
ミ
ー
ル
を
塩
梅
し
て
あ

げ
る
な
ど
工
夫
を
凝
ら
し
、
飼
育
良

好
。
手
間
は
か
か
り
ま
す
が
育
っ
た
狐

の
毛
皮
は
非
常
に
高
値
で
売
れ
、
結

果
、
河
西
氏
の
養
狐
事
業
は
大
成
功
。

昭
和
12
年
に
は
「
信
州
高
原
に
高
ま

る
養
狐
熱
」「
富
士
見
の
養
狐
　
種
狐
分

譲
殺
到
」
な
ど
の
記
事
も
見
ら
れ
、
河

西
養
狐
場
が
諏
訪
地
域
の
毛
皮
産
業
を

リ
ー
ド
し
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
養
狐
場
、
狐
の
子
育
て
が
落
ち

着
く
時
期
に
は
見
学
者
の
受
け
入
れ
も

行
い
、
富
士
見
高
原
の
観
光
施
設
の
一

つ
と
も
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
日
本
初
の
高
地

結
核
療
養
所
と
し
て
開
設
さ
れ
た
富
士

見
高
原
療
養
所
へ
、
院
長
で
不
如
丘
を

号
す
る
文
人
で
も
あ
っ
た
正
木
俊
二
を

頼
っ
て
多
く
の
文
化
人
た
ち
が
療
養
に

訪
れ
、
彼
ら
を
見
舞
う
関
係
者
も
多
く

来
訪
し
ま
し
た
。

正
木
と
同
じ
く
東
京
帝
国
大
学
医
学

部
出
身
の
医
者
で
あ
り
、『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
派
の
俳
人
と
し
て
中
央
俳
壇
で
活

躍
し
た
水
原
秋
櫻
子
は
、
昭
和
13
年
に

友
人
の
洋
画
家
で
あ
る
曽
宮
一
念
を
見

舞
っ
た
際
に
こ
の
養
狐
場
を
訪
れ
、
そ

の
様
子
を
随
筆
に
残
し
ま
し
た
。

　

―

（
前
略
）―

径
が
落
葉
松
の
森
に
入

る
と
、
す
ぐ
養
狐
場
の
垣
が
あ
っ
た
。―

（
中
略
）―

も
う
日
が
落
ち
か
か
っ
て
い

て
、
そ
こ
ら
が
い
か
に
も
冷
や
か
な
感

じ
が
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
狐
を
見
る

と
い
う
気
持
ち
が
特
に
そ
う
し
た
感
じ

を
さ
そ
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
年
が

鍵
を
外
し
て
扉
を
ひ
ら
く
と
、
広
い
四

方
形
の
運
動
場
の
二
方
を
囲
ん
で
長
い

狐
舎
が
建
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
約
四
十

五
、
六
に
区
画
さ
れ
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
に
各
一
頭
の
狐
が
飼
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
た
。―

（
中
略
）―

そ
の
狐
舎

の
戸
口
に
た
い
て
い
赤
い
札
が
貼
り
つ

け
て
あ
る
の
で
、
何
か
と
き
い
て
み
る

と
売
約
済
み
の
札
で
あ
っ
た
。
ひ
と
月

ほ
ど
前
に
東
京
か
ら
毛
皮
商
が
や
っ
て

き
て
、
毛
並
み
の
い
い
奴
を
売
約
し
て

ゆ
く
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
四
十
数

頭
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
や
が
て
こ

の
養
狐
場
で
殺
さ
れ
、
東
京
へ
出
て
襟

巻
に
な
る
の
だ
と
思
う
と
気
の
毒
で

あ
っ
た
。―

（
後
略
）―

　   

（
水
原
秋
櫻
子
　
「
養
狐
場
」
）

ま
た
、
正
木
の
友
人
の
小
説
家
、
菊

池
寛
が
原
作
の
映
画
、「
新
道
」
の
ロ
ケ

地
と
し
て
も
こ
の
養
狐
場
が
登
場
し
て

お
り
、
子
狐
が
戯
れ
る
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

富
士
見
を
訪
れ
た
文
化
人
た
ち
の
残
し

た
作
品
か
ら
、
河
西
養
狐
場
の
、
当
時

の
姿
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

調
査
を
行
う
中
で
、
こ
の
養
狐
場
を
実

際
に
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
瀬
沢

新
田
生
ま
れ
の
93
歳
（
令
和
６
年
３
月

時
点
）
の
女
性
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。「
今
は
き
つ
ね
の
こ
と
を
話

せ
る
人
も
少
な
く
な
っ
て
・
・
・
」
と

お
っ
し
ゃ
り
な
が
ら
教
え
て
い
た
だ
い

た
内
容
の
一
部
を
以
下
に
記
し
ま
す
。

お
里
（
実
家
）
の
畑
の
隣
が
養
狐
場

だ
っ
た
。
狐
屋
は
畑
の
隣
の
小
高
い
丘
の

上
に
あ
っ
て
、
丘
は
木
で
周
り
を
囲
ま
れ

て
い
た
。
自
分
が
小
学
校
の
三
〜
四
年
生

頃
の
こ
と
、
学
校
が
終
わ
っ
て
畑
に
草
取

り
に
行
く
と
、
き
つ
ね
の
お
ば
さ
ん
が
丘

の
上
か
ら
「
い
ら
っ
し
ゃ
ー
い
、
い
ら
っ

し
ゃ
ー
い
」
と
手
を
振
っ
て
呼
び
、
ピ
ス

ケ
ッ
ト
〔
聞
き
取
り
マ
マ
〕
を
く
れ
た
。

当
時
は
ピ
ス
ケ
ッ
ト
な
ん
て
な
か
っ
た
の

で
う
れ
し
く
思
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
。
き
つ
ね
の
お
ば
さ
ん
は
き
れ
い
な
人

で
、
き
れ
い
な
長
い
ス
カ
ー
ト
を
は
い
て

い
た
。
一
度
だ
け
お
ば
さ
ん
が
、
「
い
ま

は
あ
か
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
る
こ
ろ
だ
か
ら

静
か
に
ね
、
静
か
に
ね…

」
と
言
い
な
が

ら
中
に
入
れ
て
き
つ
ね
を
見
せ
て
く
れ

た
。
き
つ
ね
の
運
動
場
で
太
い
尻
尾
の
き

つ
ね
が
ぴ
ょ
ー
ん
、
ぴ
ょ
ー
ん
と
飛
ん
で

い
た
。
毛
が
ふ
さ
ふ
さ
し
て
い
て
、
き
つ

ね
っ
て
き
れ
い
だ
な
あ
と
子
供
心
に
思
っ

た
。
狐
屋
は
地
形
的
に
小
高
い
林
の
中
に

あ
り
、
ま
わ
り
は
木
の
塀
で
囲
わ
れ
て
中

が
見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
地
元

の
人
で
も
中
に
入
れ
て
も
ら
っ
た
人
は
あ

ま
り
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
き
つ
ね
の
お

ば
さ
ん
は
な
ぜ
か
私
を
可
愛
が
っ
て
く
れ

て
、
畑
に
行
っ
た
と
き
に
何
回
も
呼
ん
で

く
れ
た
。
五
つ
上
の
姉
は
入
れ
て
も
ら
わ

ず
、「
い
い
な
あ
」と
羨
ま
し
が
ら
れ
た
。

畑
か
ら
狐
屋
に
行
く
道
は
登
り
坂
で
、
坂

の
右
手
に
は
タ
ヌ
キ
の
小
屋
が
、
左
手
に

は
穴
倉
が
あ
っ
た
。
穴
倉
に
は
き
つ
ね
の

餌
の
肉
が
入
れ
て
あ
る
と
お
ば
さ
ん
が

言
っ
て
い
た
。
タ
ヌ
キ
は
小
さ
な
小
屋
に

二
匹
く
ら
い
ず
つ
入
れ
ら
れ
て
、
こ
っ
ち

を
見
て
い
た
。
小
屋
の
前
を
通
る
と
ツ
ー

ン
と
特
殊
な
に
お
い
が
し
た
。
タ
ヌ
キ
は

く
さ
く
て
、
あ
ん
ま
り
好
き
で
は
な
か
っ

た
。
昭
和
16
年
、
小
学
校
五
年
生
の
時
、

大
東
亜
戦
争（
太
平
洋
戦
争
）が
は
じ
ま
っ

た
。
狐
屋
は
い
つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
た
。

昭
和
20
年
頃
に
は
父
が
材
木
屋
を
や
っ
て

い
て
、
八
ヶ
岳
か
ら
切
り
出
し
た
木
を
駅

の
土
場
ま
で
運
ぶ
ト
ロ
ッ
コ
が
、
狐
屋
の

あ
っ
た
丘
の
横
を
通
っ
て
い
た
。

当
時
の
貴
重
な
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
お
話
の
中
に
「
狐
屋
は
い

つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
た
」
と
あ
り
ま

し
た
が
、
養
狐
場
が
い
つ
、
ど
の
よ
う

に
無
く
な
っ
た
の
か
現
状
で
は
よ
く
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

調
べ
た
限
り
で
最
後
に
そ
の
存
在
を
伺

う
こ
と
の
で
き
る
資
料
は
、
昭
和
15
年

12
月
24
日
の
信
濃
毎
日
新
聞
の
新
聞
記

事
で
、
タ
イ
ト
ル
は
「
毛
皮
景
気
も
夢

贅
沢
は
敵
だ
！
以
来
の
受
難
　
寒
風
冷

し
　
諏
訪
の
養
狐
場
」
と
い
う
も
の
で

す
。
中
に
は
、
一
枚
数
百
円
〜
数
千
円

（
一
円
＝
現
在
の
二
千
円
程
度
か
？
）で
飛

ぶ
よ
う
に
売
れ
、
一
時
は
あ
の
毛
皮
を

巻
か
ね
ば
女
で
な
い
と
ま
で
一
世
を
風

靡
し
た
の
も
今
は
昔
、
昭
和
15
年
７
月

７
日
に
施
行
さ
れ
た「
奢
侈
品
等
製
造
販

売
制
限
規
制（
軍
需
生
産
の
拡
大
に
直
接

貢
献
し
な
い
高
級
織
物
・
貴
金
属
・
装

飾
品
な
ど
の
贅
沢
品
の
製
造
や
販
売
を

す
べ
て
禁
じ
た
も
の
）」の
あ
お
り
を
受
け

て
市
場
が
低
迷
し
て
い
る
と
書
か
れ
、

河
西
氏
の「
人
間
の
食
糧
さ
え
事
欠
く
時

世
に
獣
肉
を
常
食
と
す
る
銀
狐
の
飼
養

は
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
」と
の
コ
メ
ン

ト
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
規
事
業
と
し
て
成
功
を
お
さ
め
、
富

士
見
の
観
光
名
所
の
一
つ
と
し
て
も
知

ら
れ
た
こ
の
養
狐
場
も
、
戦
争
の
あ
お

り
を
受
け
て
、
閉
場
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
養
孤
場
の
跡
地
に
は
、
昭
和
28

年
に
、
現
在
の
富
士
見
中
学
校
の
前
身
で

あ
る
組
合
立
富
士
見
高
原
中
学
校
が
開
校

し
ま
す
。
こ
の
富
士
見
高
原
中
学
校
に
な

る
に
至
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た

ど
っ
た
の
か
、
今
回
は
調
べ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
作
家
・
田
宮
虎
彦

が
、
昭
和
25
年
、
妻
の
千
代
夫
人
と
「
狐

の
別
荘
」
に
滞
在
し
た
と
い
う
記
述
を
見

つ
け
ま
し
た
。
河
西
養
狐
場
の
洋
館
は
し

ば
ら
く
の
間
、
都
会
か
ら
の
来
訪
者
な
ど

の
別
荘
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

（
文
責
：
井
戸
尻
考
古
館

　平
澤

　愛
里
）

※

参
考
文
献
は
文
字
数
の
都
合
で
割
愛
さ
せ

　
て
い
た
だ
き
ま
す
。

し
ゃ

し

ひ
ん

み
ち

ふ

じ
ょ
き
ゅ
う

し
ゅ
う
お
う

し

そ

み
や
い
ち
ね
ん

し
ょ
く

ぎ
ょ
う

さ
ん
こ
う

そ
う
ぞ
う

の

え

ど

よ
う

こ
じ
ょ
う
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今
か
ら
約
90
年
前
の
富
士
見
町
に
、
毛
皮

を
と
る
た
め
の
狐
を
育
て
る
「
養
狐
場
」
が

あ
っ
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
？

町
史
や
区
史
に
も
詳
し
い
記
述
が
な
く
、

町
内
に
も
ほ
と
ん
ど
記
憶
す
る
人
の
な
い
こ

の
養
狐
場
に
つ
い
て
、
古
い
新
聞
記
事
や
富

士
見
を
訪
れ
た
文
人
た
ち
の
手
記
な
ど
を
も

と
に
、
そ
の
歴
史
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

謎
の
養
狐
場
を
追
え
！

●
な
ぜ
狐
を
育
て
た
の
？

●
生
き
証
人
に
学
ぶ

●
養
狐
場
の
終
焉

●
高
原
の
養
狐
場

●
文
化
人
た
ち
の
来
訪

町
内
で
も
今
は
ほ
と
ん
ど
知
る
者
の
な
い
謎

の
「
養
狐
場
」
に
つ
い
て
、
ご
く
わ
ず
か
で
は

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
歴
史
を
紐
解
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
の
記
事
を
読
ん
だ
方
で
養
狐
場

に
つ
い
て
更
な
る
情
報
を
お
持
ち
の
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
教
え
て
い
た
だ
け
る

と
嬉
し
い
で
す
。

特 

集

お
わ
り
に

明
治
時
代
の
日
本
で
は
、
国
の
経
済

力
を
高
め
て
西
洋
諸
国
に
対
抗
す
る
た

め
、「
殖
産
興
業
」
の
名
の
下
に
新
た
な

産
業
が
次
々
興
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
海
外
の
上
流
階
級
の

装
い
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
毛

皮
は
、
簡
便
な
外
貨
獲
得
の
手
段
と
し

て
当
時
の
主
要
輸
出
品
目
の
一
つ
で
あ

り
、
ま
た
、
国
内
の
富
裕
層
の「
嗜
好
品
」

で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
キ
ツ

ネ
の
毛
皮
の
需
要
は
高
く
、「
吾
国
の
婦

人
服
飾
毛
皮
と
し
て
赤
狐
程
広
く
用
い

ら
れ
て
い
て
親
し
ま
れ
て
い
る
毛
皮
は

他
に
な
い
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

当
初
は
野
生
動
物
の
毛
皮
が
利
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
需
要
の
増
加

と
乱
獲
・
開
墾
等
に
よ
る
森
林
の
減
少

に
よ
っ
て
個
体
数
が
減
少
。
野
生
個
体

に
毛
皮
資
源
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
十
世
紀
初
頭
に

カ
ナ
ダ
で
誕
生
し
た
、
養
狐
の
技
術
を

導
入
し
、
国
営
事
業
と
し
て
養
狐
に
取

り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
本
格
的
な
養
狐
事
業
は
、
カ

ナ
ダ
東
部
に
気
候
が
似
て
い
た
樺
太
・

千
島
で
始
ま
り
、
北
海
道
へ
、
そ
し
て

民
営
化
と
と
も
に
、
し
だ
い
に
本
州
の

中
部
地
方
か
ら
東
北
地
方
に
か
け
て
の

寒
冷
地
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

富
士
見
町
に
養
狐
場
が
で
き
た
の
は

昭
和
８
年
12
月
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の

名
も「
河
西
養
狐
場
」。
諏
訪
市
衣
之
渡
で

事
業
を
行
っ
て
い
た
河
西
荘
三
氏
が
、

軽
井
沢
で
二
〜
三
年
来
実
験
的
飼
育
を

行
っ
て
い
た
養
狐
業
に
展
望
を
見
出

し
、
新
た
な
事
業
の
場
と
し
て
目
を
付

け
た
の
が
富
士
見
高
原
で
し
た
。
養
狐

場
開
業
の
二
か
月
前
、
昭
和
８
年
10
月

の
南
信
日
日
新
聞
の
記
事
に
は
、「
富
士

見
駅
の
北
　
一
の
澤
地
籍
落
合
村
瀬
澤
区

の
共
有
原
野
」
約
一
万
坪
を
借
り
入
れ
、

事
業
を
行
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
こ
の
場
所
、
現
在
の
富
士
見
中
学

校
の
敷
地
に
あ
た
り
、
昭
和
13
年
に
発

行
さ
れ
た
古
い
地
図
に
は「
養
狐
場
」の

文
字
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

群
馬
県
の
北
軽
井
沢
か
ら
二
つ
が
い
を

購
入
し
、
飼
育
。
予
算
二
万
余
円
を
か

け
、
モ
ダ
ン
な
外
国
の
洋
館
を
思
わ
せ
る

居
宅
や
飼
育
施
設
を
新
築
し
、
ス
タ
ー
ト

を
切
り
ま
し
た
。
開
場
当
初
は
、
温
帯
で

あ
る
諏
訪
地
域
の
気
候
が
飼
育
に
適
す
る

の
か
、
駅
に
ほ
ど
近
い
場
で
の
飼
育
が
可

能
な
の
か
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
世
界
恐
慌
の
影
響
で
相
場
が
安
定
し

な
い
養
蚕
業
に
か
わ
る
事
業
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
開
業
か
ら
一
年
後
の
５
月
、

南
信
日
日
新
聞
に
は
「
生
ん
だ
子
狐
五

匹
　
富
士
見
高
原
は
理
想
的
養
狐
地
」の

記
事
。
二
年
目
と
な
る
昭
和
10
年
５
月

の
記
事
に
は
「
富
士
見
高
原
の
養
狐
　

可
愛
ら
し
い
子
が
十
三
匹
　
苦
心
報
い

ら
れ
て
見
事
に
成
功
」、
12
月
に
は「
富
士

見
高
原
産
銀
狐
　
い
よ
い
よ
帝
都
出
荷

の
運
び
　
樺
太
に
優
る
優
秀
品
」
の
記

事
が
見
ら
れ
ま
す
。
富
士
見
高
原
の
、

夏
で
も
乾
燥
し
た
気
候
に
加
え
て
、
飼

料
は
馬
・
兎
な
ど
の
獣
肉
類
、
魚
肉

類
、
牛
乳
、
鶏
卵
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
果

実
類
、
オ
ー
ト
ミ
ー
ル
を
塩
梅
し
て
あ

げ
る
な
ど
工
夫
を
凝
ら
し
、
飼
育
良

好
。
手
間
は
か
か
り
ま
す
が
育
っ
た
狐

の
毛
皮
は
非
常
に
高
値
で
売
れ
、
結

果
、
河
西
氏
の
養
狐
事
業
は
大
成
功
。

昭
和
12
年
に
は
「
信
州
高
原
に
高
ま

る
養
狐
熱
」「
富
士
見
の
養
狐
　
種
狐
分

譲
殺
到
」
な
ど
の
記
事
も
見
ら
れ
、
河

西
養
狐
場
が
諏
訪
地
域
の
毛
皮
産
業
を

リ
ー
ド
し
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
養
狐
場
、
狐
の
子
育
て
が
落
ち

着
く
時
期
に
は
見
学
者
の
受
け
入
れ
も

行
い
、
富
士
見
高
原
の
観
光
施
設
の
一

つ
と
も
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
日
本
初
の
高
地

結
核
療
養
所
と
し
て
開
設
さ
れ
た
富
士

見
高
原
療
養
所
へ
、
院
長
で
不
如
丘
を

号
す
る
文
人
で
も
あ
っ
た
正
木
俊
二
を

頼
っ
て
多
く
の
文
化
人
た
ち
が
療
養
に

訪
れ
、
彼
ら
を
見
舞
う
関
係
者
も
多
く

来
訪
し
ま
し
た
。

正
木
と
同
じ
く
東
京
帝
国
大
学
医
学

部
出
身
の
医
者
で
あ
り
、『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
派
の
俳
人
と
し
て
中
央
俳
壇
で
活

躍
し
た
水
原
秋
櫻
子
は
、
昭
和
13
年
に

友
人
の
洋
画
家
で
あ
る
曽
宮
一
念
を
見

舞
っ
た
際
に
こ
の
養
狐
場
を
訪
れ
、
そ

の
様
子
を
随
筆
に
残
し
ま
し
た
。

　

―

（
前
略
）―

径
が
落
葉
松
の
森
に
入

る
と
、
す
ぐ
養
狐
場
の
垣
が
あ
っ
た
。―

（
中
略
）―

も
う
日
が
落
ち
か
か
っ
て
い

て
、
そ
こ
ら
が
い
か
に
も
冷
や
か
な
感

じ
が
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
狐
を
見
る

と
い
う
気
持
ち
が
特
に
そ
う
し
た
感
じ

を
さ
そ
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
年
が

鍵
を
外
し
て
扉
を
ひ
ら
く
と
、
広
い
四

方
形
の
運
動
場
の
二
方
を
囲
ん
で
長
い

狐
舎
が
建
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
約
四
十

五
、
六
に
区
画
さ
れ
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
に
各
一
頭
の
狐
が
飼
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
た
。―

（
中
略
）―

そ
の
狐
舎

の
戸
口
に
た
い
て
い
赤
い
札
が
貼
り
つ

け
て
あ
る
の
で
、
何
か
と
き
い
て
み
る

と
売
約
済
み
の
札
で
あ
っ
た
。
ひ
と
月

ほ
ど
前
に
東
京
か
ら
毛
皮
商
が
や
っ
て

き
て
、
毛
並
み
の
い
い
奴
を
売
約
し
て

ゆ
く
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
四
十
数

頭
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
や
が
て
こ

の
養
狐
場
で
殺
さ
れ
、
東
京
へ
出
て
襟

巻
に
な
る
の
だ
と
思
う
と
気
の
毒
で

あ
っ
た
。―

（
後
略
）―

　   

（
水
原
秋
櫻
子
　
「
養
狐
場
」
）

ま
た
、
正
木
の
友
人
の
小
説
家
、
菊

池
寛
が
原
作
の
映
画
、「
新
道
」
の
ロ
ケ

地
と
し
て
も
こ
の
養
狐
場
が
登
場
し
て

お
り
、
子
狐
が
戯
れ
る
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

富
士
見
を
訪
れ
た
文
化
人
た
ち
の
残
し

た
作
品
か
ら
、
河
西
養
狐
場
の
、
当
時

の
姿
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

調
査
を
行
う
中
で
、
こ
の
養
狐
場
を
実

際
に
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
瀬
沢

新
田
生
ま
れ
の
93
歳
（
令
和
６
年
３
月

時
点
）
の
女
性
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。「
今
は
き
つ
ね
の
こ
と
を
話

せ
る
人
も
少
な
く
な
っ
て
・
・
・
」
と

お
っ
し
ゃ
り
な
が
ら
教
え
て
い
た
だ
い

た
内
容
の
一
部
を
以
下
に
記
し
ま
す
。

お
里
（
実
家
）
の
畑
の
隣
が
養
狐
場

だ
っ
た
。
狐
屋
は
畑
の
隣
の
小
高
い
丘
の

上
に
あ
っ
て
、
丘
は
木
で
周
り
を
囲
ま
れ

て
い
た
。
自
分
が
小
学
校
の
三
〜
四
年
生

頃
の
こ
と
、
学
校
が
終
わ
っ
て
畑
に
草
取

り
に
行
く
と
、
き
つ
ね
の
お
ば
さ
ん
が
丘

の
上
か
ら
「
い
ら
っ
し
ゃ
ー
い
、
い
ら
っ

し
ゃ
ー
い
」
と
手
を
振
っ
て
呼
び
、
ピ
ス

ケ
ッ
ト
〔
聞
き
取
り
マ
マ
〕
を
く
れ
た
。

当
時
は
ピ
ス
ケ
ッ
ト
な
ん
て
な
か
っ
た
の

で
う
れ
し
く
思
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
。
き
つ
ね
の
お
ば
さ
ん
は
き
れ
い
な
人

で
、
き
れ
い
な
長
い
ス
カ
ー
ト
を
は
い
て

い
た
。
一
度
だ
け
お
ば
さ
ん
が
、
「
い
ま

は
あ
か
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
る
こ
ろ
だ
か
ら

静
か
に
ね
、
静
か
に
ね…

」
と
言
い
な
が

ら
中
に
入
れ
て
き
つ
ね
を
見
せ
て
く
れ

た
。
き
つ
ね
の
運
動
場
で
太
い
尻
尾
の
き

つ
ね
が
ぴ
ょ
ー
ん
、
ぴ
ょ
ー
ん
と
飛
ん
で

い
た
。
毛
が
ふ
さ
ふ
さ
し
て
い
て
、
き
つ

ね
っ
て
き
れ
い
だ
な
あ
と
子
供
心
に
思
っ

た
。
狐
屋
は
地
形
的
に
小
高
い
林
の
中
に

あ
り
、
ま
わ
り
は
木
の
塀
で
囲
わ
れ
て
中

が
見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
地
元

の
人
で
も
中
に
入
れ
て
も
ら
っ
た
人
は
あ

ま
り
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
き
つ
ね
の
お

ば
さ
ん
は
な
ぜ
か
私
を
可
愛
が
っ
て
く
れ

て
、
畑
に
行
っ
た
と
き
に
何
回
も
呼
ん
で

く
れ
た
。
五
つ
上
の
姉
は
入
れ
て
も
ら
わ

ず
、「
い
い
な
あ
」と
羨
ま
し
が
ら
れ
た
。

畑
か
ら
狐
屋
に
行
く
道
は
登
り
坂
で
、
坂

の
右
手
に
は
タ
ヌ
キ
の
小
屋
が
、
左
手
に

は
穴
倉
が
あ
っ
た
。
穴
倉
に
は
き
つ
ね
の

餌
の
肉
が
入
れ
て
あ
る
と
お
ば
さ
ん
が

言
っ
て
い
た
。
タ
ヌ
キ
は
小
さ
な
小
屋
に

二
匹
く
ら
い
ず
つ
入
れ
ら
れ
て
、
こ
っ
ち

を
見
て
い
た
。
小
屋
の
前
を
通
る
と
ツ
ー

ン
と
特
殊
な
に
お
い
が
し
た
。
タ
ヌ
キ
は

く
さ
く
て
、
あ
ん
ま
り
好
き
で
は
な
か
っ

た
。
昭
和
16
年
、
小
学
校
五
年
生
の
時
、

大
東
亜
戦
争（
太
平
洋
戦
争
）が
は
じ
ま
っ

た
。
狐
屋
は
い
つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
た
。

昭
和
20
年
頃
に
は
父
が
材
木
屋
を
や
っ
て

い
て
、
八
ヶ
岳
か
ら
切
り
出
し
た
木
を
駅

の
土
場
ま
で
運
ぶ
ト
ロ
ッ
コ
が
、
狐
屋
の

あ
っ
た
丘
の
横
を
通
っ
て
い
た
。

当
時
の
貴
重
な
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
お
話
の
中
に
「
狐
屋
は
い

つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
た
」
と
あ
り
ま

し
た
が
、
養
狐
場
が
い
つ
、
ど
の
よ
う

に
無
く
な
っ
た
の
か
現
状
で
は
よ
く
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

調
べ
た
限
り
で
最
後
に
そ
の
存
在
を
伺

う
こ
と
の
で
き
る
資
料
は
、
昭
和
15
年

12
月
24
日
の
信
濃
毎
日
新
聞
の
新
聞
記

事
で
、
タ
イ
ト
ル
は
「
毛
皮
景
気
も
夢

贅
沢
は
敵
だ
！
以
来
の
受
難
　
寒
風
冷

し
　
諏
訪
の
養
狐
場
」
と
い
う
も
の
で

す
。
中
に
は
、
一
枚
数
百
円
〜
数
千
円

（
一
円
＝
現
在
の
二
千
円
程
度
か
？
）で
飛

ぶ
よ
う
に
売
れ
、
一
時
は
あ
の
毛
皮
を

巻
か
ね
ば
女
で
な
い
と
ま
で
一
世
を
風

靡
し
た
の
も
今
は
昔
、
昭
和
15
年
７
月

７
日
に
施
行
さ
れ
た「
奢
侈
品
等
製
造
販

売
制
限
規
制（
軍
需
生
産
の
拡
大
に
直
接

貢
献
し
な
い
高
級
織
物
・
貴
金
属
・
装

飾
品
な
ど
の
贅
沢
品
の
製
造
や
販
売
を

す
べ
て
禁
じ
た
も
の
）」の
あ
お
り
を
受
け

て
市
場
が
低
迷
し
て
い
る
と
書
か
れ
、

河
西
氏
の「
人
間
の
食
糧
さ
え
事
欠
く
時

世
に
獣
肉
を
常
食
と
す
る
銀
狐
の
飼
養

は
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
」と
の
コ
メ
ン

ト
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
規
事
業
と
し
て
成
功
を
お
さ
め
、
富

士
見
の
観
光
名
所
の
一
つ
と
し
て
も
知

ら
れ
た
こ
の
養
狐
場
も
、
戦
争
の
あ
お

り
を
受
け
て
、
閉
場
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
養
孤
場
の
跡
地
に
は
、
昭
和
28

年
に
、
現
在
の
富
士
見
中
学
校
の
前
身
で

あ
る
組
合
立
富
士
見
高
原
中
学
校
が
開
校

し
ま
す
。
こ
の
富
士
見
高
原
中
学
校
に
な

る
に
至
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た

ど
っ
た
の
か
、
今
回
は
調
べ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
作
家
・
田
宮
虎
彦

が
、
昭
和
25
年
、
妻
の
千
代
夫
人
と
「
狐

の
別
荘
」
に
滞
在
し
た
と
い
う
記
述
を
見

つ
け
ま
し
た
。
河
西
養
狐
場
の
洋
館
は
し

ば
ら
く
の
間
、
都
会
か
ら
の
来
訪
者
な
ど

の
別
荘
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

（
文
責
：
井
戸
尻
考
古
館

　平
澤

　愛
里
）

※

参
考
文
献
は
文
字
数
の
都
合
で
割
愛
さ
せ

　
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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富士見町公民館からのお知らせ

招
 待
 券

招
 待
 券

ナ
チュ
ラ
コ
展

ナ
チュ
ラ
コ
展

⇨右の招待券を切り取ってお持ちください。
　町内1家族まで無料にてご覧いただけます。

■場　　所　富士見町高原のミュージアム（コミ･プラ2階） ■入館料　大人 300円、子ども150円
■開館時間　午前10時～午後5時（入館 午後4時30分まで） 　　　　　諏訪地域の小中学生は無料
■休 館 日　月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）

博物館

寺地  はるな 著
小説「こまどりたちが歌うなら」

　前職の職場環境に疲れ果て退職した茉子は、親戚が
営む小さな製菓会社に転職する。
　頼りない社長、訳ありベテランパート職員など個性的な
面 と々働き始めた茉子。コネの子と呼ばれながらも、サー
ビス残業や女性スタッフによるお茶くみなど、会社の中の
「見えないルール」が見過ごせず、声を上げていくが・・・。
　働いて、生きていくことのかけがえのなさが胸に響く希
望の物語。

富士見町図書館HP

☎62-7930（図書館・博物館）

図書館
博物館 コーナー
図書館
博物館 コーナー
図書館
博物館 コーナー ■開館時間／通　常・・・午前9時30分～午後6時

火曜日・・・午前9時30分～午後7時
■URL https://www.town.fujimi.lg.jp/site/library1/

新着図書新着図書

図書館

★電話・webまたはカウンターでご予約ください

5月  7日
14日

   21日
   28日

休館日
果物のおはなし
休館日（蔵書点検）
色のおはなし・誕生会

午前11時～ 

5月  4日
  11日
  18日
  25日

おべんとうのおはなし
お母さんのおはなし
でんしゃのおはなし
英語のおはなし会

午前11時～ 

おはなし会（火曜日）おはなし会（火曜日）

おはなし会（土曜日）おはなし会（土曜日）「ふじみ子どもの本の会」ほか

長野県諏訪郡富士見町富士見 3597-1
コミュニティ・プラザ内  富士見町公民館
ホームページ：https://www.town.fujimi.lg.jp/site/kouminkan/
Ｅメール：kouminkan@town.fujimi.lg.jp

〒399-0211
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コミ・プラ  マスコットキャラクター
『ホッホ君』

毎
朝
、
テ
レ
ビ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス

「
お
は
よ
う
日
本
」
を
時
計
代
わ
り
に
し
て
い
る
。
真
剣
に

見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
気
に
な
る
話
題
が
あ
る
と
、

つ
い
注
目
し
て
し
ま
う
。
「
シ
ニ
ア
人
材
活
用
で
広
が
る

『
孫
休
暇
』
」
と
い
う
テ
ロ
ッ
プ
に
惹
か
れ
、
思
わ
ず
見

入
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

育
休
を
取
得
す
る
男
性
が
増
え
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
子

育
て
は
女
性
が
担
う
こ
と
が
多
い
。
福
島
県
郡
山
市
で
は
職

員
が
祖
父
母
の
立
場
で
育
休
を
取
る
制
度
が
始
ま
っ
た
と
い

う
。
こ
の
「
孫
休
暇
」
は
、
定
年
延
長
で
働
く
祖
父
母
世
代
が
増
え

る
中
、
仕
事
と
孫
育
て
の
両
立
に
つ
な
げ
る
狙
い
で
、
宮
城
県
職
員

対
象
に
２
０
２
３
年
１
月
か
ら
初
め
て
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
他
の
自

治
体
で
も
広
が
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
誕
生
時
の
サ
ポ
ー
ト
や
孫
の

育
児
・
看
病
を
理
由
に
多
く
は
有
給
で
取
得
で
き
る
と
い
う
。

こ
の
制
度
は
民
間
で
も
広
が
り
つ
つ
あ
り
、
柔
軟
な
働
き
や
す
さ

の
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
導
入
し
て
い
る
企
業
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。
今
ま
で
は
有
給
休
暇
を
消
化
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
も
、
特
に

や
り
た
い
こ
と
も
な
い
と
い
う
仕
事
人
間
だ
っ
た
男
性
が
、
週
１
回

時
間
休
を
取
っ
て
孫
の
習
い
事
の
送
迎
を
引
き
受
け
、
孫
と
の
交
流

を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
上
司
が
「
孫
休
暇
」
を
取
る

こ
と
で
、
若
い
親
世
代
も
育
児
の
た
め
に
休
み
を
取
り
や
す
く
な
っ

た
と
い
う
効
果
も
出
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
か
ら
、
以
前
読
ん
だ
、『
定
年
オ
ヤ
ジ
改
造
計
画
』

（
垣
谷
美
雨
・
著
）
を
思
い
出
し
た
。
郷
ひ
ろ
み
主
演
で
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
化
さ
れ
、
話
題
に
も
な
っ
た
。
会
社
人
間
と
し
て
必
死
に
勤
め

上
げ
た
定
年
後
、
の
ん
び
り
過
ご
し
て
い
て
妻
や
娘
に
冷
た
く
さ
れ

て
い
た
男
性
が
、
息
子
夫
婦
か
ら
孫
二
人
の
保
育
園
の
お

迎
え
を
頼
ま
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
離
婚
回
避
と
家

族
再
生
を
目
指
す
話
で
あ
る
。
子
育
て
は
妻
に
任
せ
き
り

で
古
い
常
識
に
凝
り
固
ま
っ
て
い
た
主
人
公
が
、
孫
の
世

話
を
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
事
に
気
づ
き
、
変
わ
っ
て
い

く
姿
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て
い
た
。

祖
父
母
が
孫
の
育
児
に
関
わ
れ
る
状
況
に
な
い
人
も
い

る
だ
ろ
う
し
、
祖
父
母
と
親
と
の
関
係
に
よ
っ
て
は
難
し

い
と
い
う
事
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
身
内
任
せ
だ
け
で

な
く
、
社
会
全
体
で
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
支
え
る

と
い
う
制
度
の
充
実
と
共
に
、
子
ど
も
を
見
守
り
、
育
て

る
と
い
う
共
通
意
識
を
大
人
み
ん
な
が
強
く
持
て
る
よ
う

な
世
の
中
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
山
口  

美
佐
子

5月21日(火)～5月24日(金)

図書館 イベント図書館 イベント
●5月26日(日) 科学のとびら①
　　　　　　　「タコを作って、揚げよう！」
日　時：午前10時00分～正午
会　場：コミュニティ・プラザ ２階　大会議室
対　象：親子15組（お子さまは１組２名まで）
申　込：電話（☎62-7930）にてお申込みください。
参加費：無料

日 月 火 水 木 金 土

招
 待
 券

招
 待
 券

蔵書点検のため、上記期間が休館となります。
期間中は、貸出、資料検索など全ての図書館サービスが停止
となります。なお、期間中の図書の返却は、コミュニティ・プラ
ザ入口に設置していますブックポストへお願いいたします。
※蔵書点検期間中、高原のミュージアムは開館しています。

～富士見町図書館　休館日のお知らせ～

白抜き …休館日　★印…イベント実施日　　 …20冊貸出

P2～3
P4

【特集】謎の養狐場を追え！
図書館・博物館コーナー

その昔、富士見町に“養狐場”があった・・・その昔、富士見町に“養狐場”があった・・・

ご
た
つ

2
9
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23/30

6
月

1
8
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22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

◆日　時：令和６年５月１７日（金）午前10：30～13：00　
◆会　場：コミュニティ・プラザ実習室
◆定　員：１６名（１５歳以上から参加可能です）
◆参加費：1,500円（材料費）
◆持ち物：①ブラシ（メイク用可）②ネイルライト（お持ちの方）
講座内で使用するヤスリ・ベース・トップ・保湿用オイルはお持ち帰りいただけます。

公民館
インスタグラム

ナチュラコ展ナチュラコ展
期間：４月２７日（土）～６月９日（日）

富士見町在住のnaturako：名取桜子さんの作品を展示します。
描くことこそ　ライフワーク　もっと楽しく　もっと自分らしく　絵に　向き合い　響き合う
淡くやさしい色と　やわらかな癒しの時間を　あなたの心にお届けできたら　うれしいです　naturako

ナチュラコ展 淡くやさしい色の響きへ

高原晴雨高原晴雨

公民館企画講座　セルフジェルネイルの世界公民館企画講座　セルフジェルネイルの世界

5
月

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
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26

6
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20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

お申込みは
こちらから！

養狐場の様子（『故郷　富里区のあゆみ』より）

養狐場  入り口（『故郷　富里区のあゆみ』より）

新聞記事（南信日日新聞 昭和9年5月22日記事より） 昭和12年に測量の地図
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