
八は
ち
ま
ん幡
神
社
（
津つ

く

ね
久
根
）

　
本
殿
は
第
11
代
将
軍
徳
川
家い
え
な
り斉

の
代
、
天て
ん
ぽ
う保
５
年
（
１
８
３
４
）

に
再
建
さ
れ
た
建
造
物
で
す
。
棟

札
に
、
大
工
棟
梁
新に
い
く
ら座
郡
舘た
て

村

（
現
志
木
市
）
高
野
武
兵
衛
と
、

江
戸
浅
草
新し
ん
ぼ
り堀
の
吉
山
定
右
エ

門
（
津
久
根
村
出
身
）
ほ
か
、

和わ

だ田
村
（
大
字
西
和
田
）
の
大
工

や
、
浅
草
茅か
や
ち
ょ
う
町
の
彫
刻
師
嶋
村
源

蔵
、
江
戸
東
本
願
寺
前
の
石
川

藤
吉
・
石
川
茂
八
な
ど
の
名
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
嶋
村
家
と

石
川
家
は
後
藤

家
と
と
も
に
江

戸
彫
物
大
工
御

三
家
と
評
さ
れ

る
一
派
で
す
。

「
神じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う

功
皇
后

の
三
韓
征
伐
」

や
「
応お
う
じ
ん神
天
皇

を
抱
く
武
た
け
の
う
ち内
宿の
す
く

禰ね

」
、
中
国
の

故
事
な
ど
で
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

龍り
ゅ
う
お
ん
じ

穏
寺
と
熊
野
神
社
（
龍た
つ
ヶが

や谷
）

　
龍
穏
寺
で
は
同
寺
56
世
道
海
に

よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
、
天
保
12
年

建
立
の
経き
ょ
う
ぞ
う蔵、
同
13
年
再
建
の
山

門
、
同
15
年
再
建
の
境
内
社
熊
野

神
社
社
殿
が
拝
観
で
き
ま
す
。
こ

れ
ら
の
建
物
の
彫
刻
は
、
上
州

山や
ま
の
か
み

之
神
村
出
身
（
現
群
馬
県
太
田

市
）
の
公
儀

彫
物
師
（
幕

府
公
認
の
彫

物
師
）
岸
豊ほ

う

琳り
ん

斎さ
い

藤
原
義

福
（
岸き
し

亦ま
た

八は
ち

）
に
よ
る

も
の
で
す
。

龍
穏
寺
所
蔵

「
経
蔵
建
立

決
算
帳
」
に

よ
る
と
、
経

蔵
の
建
立
に

は
地
元
の
大

工
や
木こ
び
き挽

（
造
材
）
の

ほ
か
、
黒く
ろ
く
わ鍬

（
土
工
）
棟

梁
に
、
の
ち

に
お
台
場
の
築
造
に
携
わ
る
石
積

み
の
名
人
「
八
や
っ
と
く
（
や
っ
と
こ
）

徳
の
三
吉
」
を

起
用
し
、
壁
画
や
天
井
画
を
山
田

抱ほ
う
ぎ
ょ
く
玉
（
江
戸
琳り
ん
ぱ派
を
代
表
す
る
絵

師
酒
井
抱ほ
う
い
つ一
の
弟
子
）
が
手
掛
け

る
な
ど
こ
だ
わ
り
抜
か
れ
た
豪
華

な
造
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

大
宮
神
社
（
上う
え
の野
）

　
文ぶ
ん
き
ゅ
う久３
年（
１
８
６
３
）
に
、

大
工
棟
梁
に
上
野
村
の
中
嶋
久

蔵
、
脇
棟
梁
に
大お
お
や谷
村（
大
字
大

谷
）
の
深
田
定
蔵
ほ
か
、
和
田
村
、

越
生
今い
ま
い
ち市
村
の
大
工
や
杣そ
ま
か
た方（
木

こ
り
）
と
い
っ
た
越
生
在
住
の
職

人
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

西
面
彫
刻
に「
當
國
熊く
ま
が
や谷
住
　
彫

工
　
小
林
齋
熊
山
橘
正
信
」
の
銘

が
刻
ま
れ
て
お
り
、「
大
お
お
な
む
ち
の
み
こ
と

巳
貴
命

の
大
鷲
退
治
」、「
素す
さ
の
お
の
み
こ
と

盞
鳴
尊
の

八や
ま
た
の岐
大お
ろ
ち蛇
退
治
」、「
天
の
岩
戸
」

の
彫
刻
は
、
小
林
一
門
の
３

代
目
正
信
・
小
林
丑
五
郎
に

よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い

ま
す
。

「八幡神社本殿」（町指定有形文化財）※覆屋の外から見学可

「龍穏寺の山門（無相門）」（町指定有形文化財）、「熊野神社社殿」（町指定有形文化財）

北面「宋の国に渡った道元禅師」

天保６年八幡宮再興棟札
（総高1,120×肩高 1,090×幅 380ｍｍ）

「大宮神社本殿」（町指定有形文化財）※覆屋の外から見学可

◯
訂
正
と
お
詫
び

９
月
号
掲
載
記
事
に
地
名
の

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

誤
「
小お

ぎ

そ
木
曽
（
現
青
梅
市
）」

正
「
小お

そ

ぎ
曽
木
（
現
青
梅
市
）」

「龍穏寺経蔵」（県指定有形文化財）南面「道元禅師（日本曹洞宗の祖）猛虎調伏」
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Pick up

おごせ教育　防災の日にあたる９月１日
（木）、地震と火災を想定した避
難訓練を行いました。訓練では、
指示にしたがい、静かにあわてず
行動できました。越生女性消防団
の方々にご指導いただき、家族で
防災について日頃から話し合うこ
との大切さを学びました。ありが
とうございました。

　「防災の日」を前にして、８
月30日(火)に大規模な地震が発
生したことを想定して避難訓練
を行いました。最近は想定を超
える大規模な災害があちこちで
頻繁に起きているため、「災害
はいつでもやって来る」ことを
自覚し、生徒たちは真剣に、敏
速に避難できました。

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

　夏休み明けの成果を発表する場と
して、児童達が取り組んだ作品を一
堂に展示する「夏休み作品展」を実
施しました。夏休み中に作成した作
品を見合って話し合い、今後の作品
作成の参考としています。また、た
くさんの保護者の方も来校していた
だきました。

梅 園 小 学 校

ズームイン教育298

越生保育園

「あそびの中から
                学んでいます！」

い
ろ
い
ろ
な
運
動
あ
そ
び
か
ら
成

功
体
験
を
経
験
し
、
自
信
を
つ
け

て
い
ま
す
。

　
越
生
保
育
園
で
は
、
０
歳
児
か

ら
２
歳
児
は
落
ち
着
い
た
環
境
の

中
で
、
ゆ
っ
た
り
と
一
日
が
過
ご

せ
る
よ
う
に
個
々
に
合
っ
た
保
育

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
３
歳
児

以
上
の
ク
ラ
ス
で
は
、
生
活
や
あ

そ
び
の
中
か
ら
た
く
さ
ん
の
こ
と

を
経
験
し
、
自
分
で
考
え
て
行
動

で
き
る
よ
う
な
環
境
作
り
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
現
在
、
３
歳
児
か
ら
５
歳
児
を

対
象
に
、
小
学
校
就
学
へ
向
け
て

身
体
つ
く
り
運
動
の
基
盤
を
き
ち

ん
と
幼
児
期
か
ら
養
う
事
を
目
的

に
月
に
１
回
～
２
回
、
専
門
の
講

師
の
方
を
お
呼
び
し
て
体
育
あ
そ

び
を
し
て
い
ま
す
。
体
育
あ
そ
び

か
ら
運
動
会
の
発
表
で
子
ど
も
た

ち
の
成
長
を
親
子
で
感
じ
て
も
ら

う
こ
と
、
身
体
を
動
か
す
楽
し
さ

や
経
験
す
る
こ
と
、
で
き
た
こ
と

へ
の
成
功
体
験
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、

「
今
日
は
体
育
あ
そ
び
の
日
だ
よ

ね
」「
何
を
す
る
の
か
な
？
」「
楽

し
み
だ
ね
」
と
ニ
コ
ニ
コ
と
嬉
し

そ
う
に
登
園
し
、
講
師
の
先
生
を

見
つ
け
る
と
、
す
ぐ
に
駆
け
寄
り

「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
や
、

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
声

を
か
け
ま
す
。

　
体
育
あ
そ
び
の
中
で
は
、
ク
マ

や
ク
モ
、
ワ
ニ
に
な
り
き
っ
て
身

体
を
動
か
す
こ
と
で
自
然
に
腕
や

足
の
力
を
つ
け
、
あ
そ
び
な
が
ら

体
幹
を
鍛
え
て
い
ま
す
。
身
体
を

動
か
し
て
あ
そ
ぶ
こ
と
が
苦
手
だ

っ
た
子
ど
も
た
ち
も
ス
モ
ー
ル
ス

テ
ッ
プ
で
進
ん
で
い
く
こ
と
で

「
や
れ
ば
で
き
る
ん
だ
」「
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
自
信
を

体
育
あ
そ
び
を
重
ね
る
ご
と
に
高

め
て
い
ま
す
。

越 生 小 学 校
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