
Pick up

おごせ教育　５月29日、低・中・高学年に
分かれて運動会を行いました。

「～協力・全力・最強　希望を
胸に勝利をつかめ～ほのおの
赤　だんけつの青」のスローガ
ンのもと､最後まであきらめず、
力いっぱい取り組みました。

越 生 小 学 校

　５月22日、第75回体育祭を開催し
ました。当日はグラウンドコンディショ
ンを整えるために保護者の皆様にもた
くさんのご協力をいただきました。
　「気炎万丈～努力の先の宝物～」を
スローガンに掲げ3年生が1・2年生を
牽引し、素晴らしい熱戦が繰り広げら
れ、一人一人がかけがえのない宝物を
手に入れました。

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。

▲４月中旬の縦割り班での全校遠足

越 生 中 学 校

　５月29日、春季運動会を開催しま
した。大玉送りや玉入れ、全校リレーな
ど、児童は一生懸命に競技に参加しま
した。中でも表現の種目は、高学年が
おそろいのはっぴ姿で「ソーラン節」
を凛々しく踊り、低学年は軽快なリズ
ムにのって「スーパースター」をかわい
く踊ることができました。

梅 園 小 学 校

ズームイン教育284

・かしこく(知)
・やさしく(徳)
・たくましく(体)
　　　梅園小学校
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梅
園
小
学
校
で
は
、
か
し
こ
く

（
知
）・
や
さ
し
く
（
徳
）・
た
く
ま

し
く
（
体
）
を
学
校
教
育
目
標
と
し
、

目
指
す
児
童
像
と
し
て
『
夢
や
希
望

を
自
分
の
言
葉
で
語
れ
る
子
ど
も
』

を
掲
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
実
現
す

る
た
め
に
は
児
童
に
自
信
を
も
た
せ

る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
今
年
度
は
特
に
、
教
職
員
は
児

童
に
対
し
て
様
々
な
場
面
で
『
誉
め

て
・
認
め
て
・
伸
ば
す
』
を
実
践
で

き
る
よ
う
に
努
め
て
い
き
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
こ
と
は
、
社
会
の
変
化
を

正
確
に
予
測
す
る
こ
と
が
困
難
な

二
十
一
世
紀
に
お
い
て
、
児
童
が
、

こ
れ
か
ら
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
問
題

や
困
難
、
変
化
に
い
か
に
対
処
す
る

か
と
い
う
受
け
身
の
姿
勢
を
取
る
の

で
は
な
く
、
変
化
を
柔
軟
に
受
け
止

め
、
主
体
的
に
関
わ
る
こ
と
が
大
切

で
、
そ
の
素
地
と
し
て
役
立
つ
と
も

考
え
る
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
学
校
は
教
育
目
標
の
具
現

化
の
た
め
に
以
下
の
５
つ
を
重
点
目

標
と
し
、
具
体
的
な
施
策
も
掲
げ
て

い
る
の
で
、
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

①
一
人
一
人
の
学
力
向
上
と

　
自
立
す
る
力
の
育
成(

か
し
こ
く)

〇�

学
び
合
い
、
教
え
合
い
を
指
導
し
、

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
よ
う

に
し
ま
す
。

②
豊
か
な
心
の
育
成(

や
さ
し
く)

〇�

読
書
活
動
や
体
験
活
動
を
通
し
て
、

豊
か
な
心
を
育
み
ま
す
。

③�

た
く
ま
し
い
心
と
体
の
育
成(

た　

く
ま
し
く)

〇�

何
事
に
も
挑
戦
し
、
本
気
で
取
り

組
み
、
最
後
ま
で
や
り
ぬ
く
根
気

強
さ
、
た
く
ま
し
さ
を
育
て
ま
す
。

④
安
全
・
安
心
な
学
校

〇�

い
じ
め
、
暴
力
、
不
登
校
、
交
通

事
故
を
「
ゼ
ロ
」
に
し
ま
す
。

⑤
家
庭
や
地
域
に
開
か
れ
た
学
校

〇��

学
校
応
援
団
の
活
用
や
地
域
と
の

人
材
交
流
を
図
り
ま
す
。

　　

開
校
以
来
、
百
四
十
八
年
の
歴
史

と
伝
統
を
守
り
つ
つ
、
児
童
・
家
庭
・

地
域
が
今
ま
で
以
上
に
連
携
す
る
こ

と
で
「
三
方
よ
し
」
の
精
神
で
学
校

運
営
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

飯は
ん
の
う能
戦
争

　

慶け
い
お
う応
４
年
（
１
８
６
８
）
５
月

23
日
明
方
、
旧
幕
府
方
の
振し
ん

武ぶ

軍ぐ
ん

中
隊
組
頭
（
右
軍
頭
取
と
も
）
の

渋
沢
平
九
郎
は
、
兵
150
名
を
率
い

る
頭
取
の
渋
沢
成
一
郎
（
喜
作
）

と
と
も
に
飯
能
で
官
軍
と
戦
い
ま

し
た
。
し
か
し
衆
寡
敵
せ
ず
、
本

陣
を
置
い
た
能の
う
に
ん仁
寺じ

は
焼
か
れ
、

午
前
中
に
は
振
武
軍
は
四
散
敗
走

し
ま
し
た
。

　

説せ
っ
教き
ょ
う

節ぶ
し
「
飯
能
の
嵐
」

　
「
永な
が
た田
田
圃
を
後
に
し
て
、
小こ

瀬せ

ど戸
村む
ら

へ
心
ざ
す
…
ひ
と
峰
越
せ

ば
子ね

の
山
の
麓
を
廻
る
吾あ
が

野の

谷や
つ　

秩ち
ち
ぶ父
街
道
横
切
り
て　

高こ

ま麗
と
入い
る

間ま

の
郡
境　

顔か
あ
ぶ
り振
峠と
う
げ

に
さ
し
か
か

る
」
は
、
幕
臣
平
九
郎
の
短
く
勇

敢
な
生
涯
を
伝
え
る
説
経
節
『
飯

能
の
嵐　

澁
澤
平
九
郎
自
刃
の

段
』の
一
節
で
す
。
昭
和
12
年（
１

９
３
７
）
に
飯
能
出
身
の
大お

お

野の

鉄て
つ
ん
ど人
（
嘉よ
し

太た

郎ろ
う

）
が
作
詞
し
、
説

経
師
の
初
代
若わ
か

松ま
つ

若わ
か

太だ

夫ゆ
う

が
節
を

付
け
た
も
の
で
、
敗
走
中
の
平
九

郎
が
名な

栗ぐ
り

街
道
（
現
県
道
70
号
）

沿
い
の
村
か
ら
峰
を
越
え
、
秩
父

街
道
（
現
国
道
299
号
）
を
渡
っ
て

峠
へ
と
向
か
っ
た
と
謡
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
平
九
郎
を
は
じ
め

旧
幕
府
方
の
敗
残
兵
が
ど
の
よ
う

に
逃
げ
た
の
か
、
当
時
の
記
録
は

な
く
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。

　

飯
能
か
ら
顔
振
峠
へ

　

奥
武
蔵
研
究
会
の
町ま

ち

田だ

尚た
か

夫お

さ

ん
の
「
奥
武
蔵
に
澁
澤
平
九
郎
の

足
跡
を
探
る
」（『
青せ
い

淵え
ん

』
第
七
四

二
号
・
七
四
三
号
）
を
参
考
に
、

現
地
踏
査
を
行
い
ま
し
た
。
昭
和

45
年
（
１
９
７
０
）
に
東ひ
が
し

吾あ
が

野の

郷

土
研
究
会
が
発
行
し
た
『
東
吾
野

郷
土
誌
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
載

が
あ
り
ま
す
。「
井い
の
う
え上
の
糸い
と
ひ引
き

山
の
所
か
ら
川
を
越
え
て
中な
か
み
ね峰
に

来
て
姿
を
変
え
て
岩い
し
だ
ん段
か
ら
阿あ

寺て
ら

に
ぬ
け
面
振
り
峠
か
ら
黒く
ろ
や
ま山
に
抜

け
た
」「
口
碑
に
よ
れ

ば
中
峰
の
石い
し
ば
し橋
で
髪

型
を
直
し
て
町
人
姿

に
変
え
て
山
に
登
っ

た
」
と
あ
り
、
町
田

さ
ん
は
、
こ
こ
に
登

場
す
る
地
名
や
景
色

の
所
在
を
確
認
し
、

「
平
九
郎
道
」
を
再
現

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
虎こ

秀し
ゅ
う

・
長な
が

沢さ
わ

地
区
に
は
、「
能
仁

寺
で
敗
れ
た
兵
士
が

農
家
で
食
事
を
乞
い

越
生
に
逃
れ
た
」「
平

九
郎
が
敗
走
の
際
に

走
っ
た
」
と
の
伝
承

も
あ
り
ま
す
。

顔
振
峠
か
ら
黒
山
村
へ

　
「
…
昌ま

さ
た
だ忠
来
リ
惇じ
ゅ
ん

忠ち
ゅ
う

ニ
云
フ
、

深
入
リ
シ
テ
敗
レ
タ
リ
ト
遂
ニ
相

失
ス
」（『
渋
沢
平
九
郎
昌
忠
伝
』）

兄
惇
忠
ら
と
は
ぐ
れ
た
平
九
郎

は
、
ひ
と
り
顔
振
峠
に
姿
を
現
し

ま
し
た
。
茶
屋
の
主
人
の
助
言
を

受
け
て
大
刀
を
預
け
た
平
九
郎

は
、
官
軍
が
詰
め
て
い
な
い
間
道

を
勧
め
ら
れ
ま
す
が
、
別
の
道
を

選
ん
で
黒
山
村
（
越
生
町
大
字
黒

山
）
へ
下
り
、
官
軍
と
遭
遇
し
孤

軍
奮
闘
し
て
最
後
に
は
自
刃
し
ま

し
た
。

　

飯
能
と
越
生
に
跨ま
た
が

る
顔
振
峠

は
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
「
か
は

ぶ
り
・
か
あ
ふ
り
峠
」
と
呼
ば

れ
、
吾
野
か
ら
越
生
を
経
て
江
戸

へ
出
る
者
は
必
ず
通
る
峠
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
以
降

の
国
土
地
理
院
の
地
形
図
に
は
、

「
面こ

ー
ぶ
り振
・
顔こ
う
ぶ
り振
峠
」
と
記
載
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
の
初
め
に

地
元
で
の
呼
称
に
変
更
・
統
一
さ

れ
ま
し
た
。

　

平
九
郎
が
下
り
た
旧
道
は
、
県

道
61
号
線
（
越
生
長
沢
線
）
の
約

1.6 
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
未
改
良
区
間

と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
県
道
の

舗
装
区
間
に
出
て
、
小
橋
を
渡
っ

て
顔か

あ
ぶ
り
が
わ

振
川
沿
い
の
旧
道
を
進
み
、

再
度
川
を
越
え
る
と
「
渋
沢
平
九

郎
自
決
の
地
」に
辿
り
着
き
ま
す
。

　

大
河
ド
ラ
マ
で
平
九
郎
の
勇
姿

が
ど
う
描
か
れ
る
の
か
楽
し
み
で

も
あ
り
、
平
九
郎
ロ
ス
に
耐
え
ら

れ
る
の
か
今
か
ら
心
配
で
す
。

渋沢平九郎（渋沢史料館所蔵）

飯能市井上の中峰集落に架かる石橋から阿寺方向を望む

飯能市の虎秀・長沢地区のハイキングコース看板

顔振峠と黒山を繋ぐ旧道と林道笹郷線との交差地点
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