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越生は町ごと博物館②

　

鹿か
の
し
た
む
ら

下
村
（
大
字
鹿
下
）

　

室
町
時
代
の
応お
う
え
い永

32
年
（
１
４

２
５
）
の
寄
進
状
に
名
が
見
え
る

村
で
す
（『
年
譜
』）。
大
字
古ふ
る
い
け池

に
あ
る
鹿か
し
ま
じ
ん
じ
ゃ

嶋
神
社
の
下
に
位
置
す

る
こ
と
か
ら
地
名
が
つ
い
た
と
の

伝
承
が
残
っ
て
い
ま
す
。
越
生
最

大
の
溜
池
で
あ
る
学が
く
と
う
ぬ
ま

頭
沼
は
、
名

の
由
来
を
、
慶け
い
ち
ょ
う長８
年
（
１
６
０

３
）に
江
戸
城
に
上
る
慈じ
こ
う
じ

光
寺（
と

き
が
わ
町
）
の
学
頭
（
僧
侶
の
役

職
名
）
に
、
村
人
た
ち
が
沼
の
修

理
願
い
を
託
し
た
こ
と
に
よ
る
と

伝
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
大
正

初
め
ご
ろ
越
生
神
社
の
秋
祭
り
に

併
せ
て
、
地
元
の
農
家
か
ら
農
耕

馬
を
集
め
た
草
競
馬
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

古ふ
る
い
け
む
ら

池
村
（
大
字
古
池
）

　
「
昔
村
内
に
大
な
る
池
あ
り
し

故
に
、
村
名
と
な
れ
り
」（『
新
編

武
蔵
風
土
記
稿
』
―
以
降
『
風

土
記
稿
』）
と
記
さ
れ
る
池
は
、

龍り
ゅ
う
ち池
山さ
ん

正し
ょ
う
ふ
く
じ

福
寺
の
横
に
あ
っ
た
と

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
田た
し
ろ
む
ら

代
村
（
江

戸
期
に
は
古
池
村
の
小こ

な名
）
に
生

ま
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
、
室
町
〜

戦
国
時
代
に
か
け
て
の
医
師
で
、

医
聖
と
称
さ
れ
る
田た
し
ろ代
三さ
ん
き喜
の
生

地
は
、
県
指
定
旧
跡
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

成な
る
せ
む
ら

瀬
村
（
大
字
成
瀬
）

　

平
安
末
期
以
降
、
越
生
郷
を
治

め
た
越
生
氏
一
族
に
「
鳴な
る
せ瀬
右う
こ
ん近

太た
ろ
う郎
有あ
り
と
し年
」（『
武
蔵
七
党
系
図
』）

と
名
乗
る
人
物
が
い
た
こ
と
か

ら
、
当
地
は
越
生
氏
の
支
配
拠
点

の
一
つ
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
永え
い
わ和
５
年（
１
３
７
９
）

に
書
写
さ
れ
た
、
安あ
ん
ら
く
じ

楽
寺
（
青
梅

市
）
蔵
『
大
般
若
経
』
の
奥お
く
が
き書
に
、

「
越
生
郷
成
瀬
村
住じ
ゅ
う
そ
う僧
金こ
ん
ご
う
ぶ
っ
し

剛
仏
子

良り
ょ
う

察さ
つ

」
の
名
が
あ
り
ま
す
（『
武

蔵
史
料
銘
記
集
』）。

　

黒く
ろ
い
わ
む
ら

岩
村
（
大
字
黒
岩
）

　
『
風
土
記
稿
』
で
は
村
名
の
由

来
を
、「
越お
っ
ぺ
が
わ

邊
川
の
中
に
、
色
黒

き
岩
石
夥お
び
た
だし
く
峙じ
り
つ立
せ
る
ゆ
へ

に
、此
名
を
負
へ
る
か
」
と
伝
え
、

そ
の
名
付
け
は
古
く
、
越
生
氏
一

族
の
「
黒く
ろ
い
わ岩
左さ
こ
ん近
有あ
り
み
つ光
」
に
よ
る

も
の
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
黒
岩

氏
の
居
館
は
、
平
安
時
代
末
造
立

の
「
木
造
五
大
明
王
像
」（
県
指

定
文
化
財
）
や
、
五ご

だ
い
そ
ん

大
尊
境
内
で

見
つ
か
っ
た
鎌
倉
〜
室
町
時
代
に

か
け
て
の
石
造
遺
物
に
よ
っ
て
、

五
大
尊
付
近
に
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
こ

の
地
に
、
当
村
出
身
の
商
人
・
鈴

木
金
兵
衛
（
古
帳
庵
）
に
よ
っ
て

写
し
霊
場
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

津つ
く
ね
む
ら

久
根
村
（
大
字
津
久
根
）

　

龍り
ゅ
う
お
ん
じ

穏
寺
七
世
が
天て
ん
ぶ
ん文

12
年
（
１

５
４
３
）
に
著
し
た
『
龍
穏
寺
縁

起
』
に
、「
築
根
村
」
と
名
が
見

え
ま
す
。
山
間
集
落
の
伝
承
を

集
め
た
『
も
の
が
た
り
奥
武
蔵
』

（
神か
み

山や
ま

弘ひ
ろ
し

著
）
に
よ
れ
ば
、
当
地

は
大
昔
、
龍
穏
寺
前
の
湖
が
大
雨

で
あ
ふ
れ
出
し
た
際
に
、
越
生
の

町
へ
の
被
害
を
食
い
止
め
る
た
め

堤
防
を
築
い
た
所
（「
築
根
」）
で

あ
る
と
伝
え
て
い
ま
す
。
山
地
で

は
、
動
物
の
骨
や
貝
殻
、
縄
文
時

代
早
期
末
〜
前
期
初
頭
の
人
骨
な

ど
が
出
土
し
た
夫め

お
と
い
わ

婦
岩
岩い
わ

陰か
げ

遺
跡

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

小こ
す
ぎ
む
ら

杉
村
（
大
字
小
杉
）

　
『
龍
穏
寺
縁
起
』
で
は
太お
お
た田
道ど
う

真し
ん

・
道ど

う
か
ん灌

父
子
が
当
村
に
建け

ん
ご
う
じ

康
寺

を
建
立
し
、
龍
穏
寺
再
興
の
た
め

に
陣
屋
を
置
い
て
居
住
し
た
地
で

あ
る
と
伝
え
て
い
ま
す
。
町
指
定

文
化
財
「
梅
園
神
社
本
殿
」
は
、

棟
札
か
ら
享
き
ょ
う

保ほ
う

元
年（
１
７
１
６
）

の
造
立
と
考
え
ら
れ
、
建
築
時
期

を
知
り
得
る
町
内
最
古
の
神
社
建

造
物
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大だ
い
ま
む
ら

満
村
（
大
字
大
満
）

　

戦
国
時
代
の
永え
い
ろ
く禄
３
年
（
１
５

６
０
）
に
、
道
灌
の
曾ひ
ま
ご孫
に
あ
た

る
太
田
資す
け
ま
さ正
が
出
し
た
、
越
生
郷

内
で
の
濫ら
ん
ぼ
う
ろ
う
ぜ
き

妨
狼
藉
を
禁
じ
た
文
書

の
宛
名
に
「
大
間
」
が
見
え
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
「
大
満
」
と
表
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
地
名
の
由
来
は

龍
穏
寺
五
世
が
悪
竜
を
調
伏
し
た

と
こ
ろ
、
竜
の
住
む
淵
が
壊
れ
、

水
が
あ
ふ
れ
て
溜
ま
っ
た
こ
と
か

ら
「
水
、
大
い
に
満
つ
」
の
意
味

で
名
付
け
ら
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。
当
地
を
縦
断
す
る
県
道
越

生
長
沢
線
は
、古
く
か
ら
吾あ
が

野の（
現

飯
能
市
）
へ
抜
け
る
主
要
路
で
あ

り
、
子ね

の
権ご
ん
げ
ん現
（
天て
ん
り
ゅ
う
じ

龍
寺
）
へ
の

参
道
で
も
あ
り
ま
し
た
。
人
々
の

往
来
が
盛
ん
に
な
る
と
上
大
満
の

「
橋は
し
ば場
」
と
呼
ば
れ
る
一
画
に
宿

場
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　７月20日、ＮＴＴドコモのオンライン
授業で、スマホやケータイとの正しい付
き合い方や危険性を学びました。スマ
ホやケータイ、そして通信ゲームなどを
使う時には、正しい判断と相手への思
いやりを忘れないようにしましょう。

越 生 小 学 校

　７月10日、情報モラル教室を行い
ました。今回は、PTA家庭教育学級
と合同で開催し、親子でインターネッ
トの危険性について講義を聞きまし
た。家庭での約束事などを見直してい
くことの必要性を再確認する、貴重な
機会になりました。

おごせっ子広場
　町内の小中学校や町の行事等
に参加する子供たちを写真で紹
介するコーナーです。

越 生 中 学 校

　７月19日は、水泳学習の一環で着
衣水泳を行いました。洋服を着たまま
の状態で水の中に入るとどうなるの
かを、実際に体験することで水の事故
防止に役立てる取組です。児童からは、

「動きにくい」「重い」「沈む」などの感
想がありました。

梅 園 小 学 校
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越生みどり幼稚園

「みどりの中の～」

【
川
遊
び
に
い
こ
う
！
】

　
幼
稚
園
の
周
り
に
は
さ
く
ら
の

山
、
大
観
山
な
ど
自
然
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
幼
稚
園
で
は
日
々

の
保
育
の
中
で
自
然
と
ふ
れ
あ

い
、
心
を
開
放
し
、
子
供
一
人
一

人
の
可
能
性
を
育
て
る
山
保
育
を

目
指
し
て
い
ま
す
。
暑
い
日
は
、

川
へ
水
遊
び
に
行
き
、
水
の
冷
た

さ
や
、
水
面
が
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
様

子
を
見
て
、
た
く
さ
ん
の
刺
激
を

受
け
、
自
分
た
ち
で
遊
び
を
考
え

楽
し
ん
で
い
ま
す
。

【
み
ど
り
の
畑
】

　
毎
年
、
幼
稚
園
の
畑
で
年
長
組

が
夏
野
菜
を
育
て
て
い
ま
す
。
今

年
は
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
ト
マ
ト
、
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
、
ピ
ー
マ
ン
な
ど
で

す
。
お
手
製
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
型

じ
ょ
う
ろ
を
持
っ
て
、
み
ん
な
で

水
や
り
に
行
き
ま
す
。

　
収
穫
で
き
た
野
菜
は
幼
稚
園
で

調
理
し
、
お
昼
に
食
べ
ま
す
。
普

段
は
野
菜
が
苦
手
で
、
あ
ま
り
食

べ
な
い
子
も
自
分
た
ち
が
育
て
た

野
菜
は
特
別
お
い
し
く
感
じ
る
よ

う
で
、
み
ん
な
よ
く
食
べ
て
い
ま

す
。
今
年
も
た
く
さ
ん
収
穫
で
き

る
か
な
？

田代三喜（Wikipedia より引用）

夫婦岩岩陰遺跡の発掘調査（1987年）

学頭沼

太田資正（Wikipedia より引用）
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