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福
島
町
が
友
好
市
町
協
定
を
締
結
し
て
い
る

「
長
野
県
木
曽
町
」
と
の
中
学
生
の
交
流
が
実

施
さ
れ
ま
し
た
。

　

８
月
２
日（
水
）、北
海
道
新
幹
線
で
大
宮
へ
、

北
陸
新
幹
線
で
長
野
、
そ
し
て
、
特
急
で
木
曽

福
島
へ
到
着
。
お
よ
そ
８
時
間
の
長
旅
で
し
た
。

　

縄
文
時
代
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
な
が
ら
、
北
海

道
最
南
端
の
町
「
福
島
町
」
か
ら
、
本
州
の
ど

真
ん
中
の
町
「
木
曽
町
」
へ
。

　

８
月
３
日
（
木
）
は
、
文
化
的
、
民
族
的
遺

産
で
あ
る
「
木
曽
馬
」
の
乗
馬
体
験
と
、
霊
峰

御
嶽
山
の
７
合
目
ま
で
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
で
登
り
、

雲
海
カ
フ
ェ
で
「
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
ソ
ー
ス
の
チ

キ
ン
か
つ
」
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
不
思
議

な
味
で
し
た
が
、
お
い
し
か
っ
た
で
す
。）

　

午
後
か
ら
は
、
郷
土
食
体
験
と
し
て
「
五

平
餅
づ
く
り
体
験
」
で
、
木
曽
町
の
中
学
生

と
仲
良
く
共
同
作
業
を
し
交
流
を
持
つ
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
夕
方
に
、
宿
泊
す
る
ホ
テ

ル
に
併
設
し
て
い
る
「
宇
山
カ
ン
ト
リ
ー
ク

ラ
ブ
」
で
カ
ー
ト
に
乗
車
し
、
９
ホ
ー
ル
乗

車
体
験
を
し
て
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま

し
た
。
夜
は
、
あ
い
に
く
く
も
り
空
で
し
た

が
「
花
火
」
と
「
星
空
観
察
」
を
し
ま
し
た
。

８
月
４
日
（
金
）
は
、
江
戸
時
代
、
江
戸
と

京
都
を
結
ぶ
重
要
な
街
道
で
あ
る
中
山
道
。

木
曽
路
の
奈
井
江
宿
を
散
策
。
午
後
か
ら
は
、

現
存
す
る
日
本
最
古
の
五
重
天
守
閣
を
有
す

る
「
国
宝
・
松
本
城
」
を
見
学
し
、
歴
史
学

習
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
貴
重
な
経
験

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
夜
は
、
引
率

者
は
「
木
曽
会
」
メ
ン
バ
ー
の
盛
大
な
お
も

て
な
し
を
受
け
、
子
ど
も
た
ち
は
宿
泊
先
の

「
エ
ー
ザ
イ
木
曽
駒
山
荘
」（
エ
ー
ザ
イ
産
業

の
保
養
施
設
）
で
、
ふ
か
ひ
れ
や
馬
さ
し
を

い
た
だ
い
た
そ
う
で
す
。（
す
ん
ご
い
ご
ち

そ
う
で
す
ね
）。

　

８
月
５
日
（
土
）
は
、
木
曽
文
化

交
流
セ
ン
タ
ー
（
図
書
館
を
併
設
し

た
公
民
館
的
施
設
）
で
送
別
式
を
し

て
い
た
だ
き
、
３
泊
４
日
の
生
徒
交

流
事
業
を
終
え
、
深
い
友
情
と
素
晴

ら
し
い
体
験
、
バ
ッ
ク
い
っ
ぱ
い
の

お
土
産
を
抱
え
て
北
海
道
に
帰
っ
て

き
ま
し
た
。
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち

か
ら
は
、
気
候
や
文
化
、
歴
史
、
風

土
の
違
う
木
曽
町
で
の
楽
し
い
体
験

が
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

心
か
ら
の
お
も
て
な
し
と
、
細
部

ま
で
の
こ
こ
ろ
使
い
た
だ
い
た
木
曽

町
の
教
育
長
さ
ん
は
じ
め
、
職
員
の

皆
さ
ん
に
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

縄文時代（約５０００年前）からダイナミックな交流がされていた！
平成２１年から２３年まで、北海道新幹線の送電施設建設に伴う発掘調査
（館崎遺跡）で、長野県霧ケ峰周辺の黒曜石製の「石鏃」がみつかりました。

長野県木曽町・北海道福島町
生徒交流事業


