
　
調
査
に
至
る
ま
で
の
経
緯

　
本
年
７
月
よ
り
、
越
生
町
内
に

所
在
す
る
中
世
石
造
物
の
悉し
っ
か
い皆
調

査
並
び
に
過
去
の
調
査
記
録
の
再

整
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
越
生
町
の
中
世
石
造
物
の
嚆

矢
で
あ
る『
板い
た
び碑
集
録
』（
昭
和

37
年〈
１
９
６
２
〉）
に
は
、

町
内
に
１
３
７
基
の
板
碑
が

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が

県
下
全
域
を
網
羅
す
る
板
碑
、

宝ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

篋
印
塔
・
五ご

輪り
ん
と
う塔
な
ど
の
調

査
を
主
宰
し
、
情
報
や
資
料

が
集
積
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
①
板
碑
と
は

　
鎌
倉
時
代
の
13
世
紀
初
め

か
ら
戦
国
時
代
の
16
世
紀
末

に
か
け
各
地
で
、
主
に
供
養

塔
と
し
て
造
ら
れ
た
石
塔
で

す
。
板い
た
い
し
と
う
ば

石
塔
婆
、
青あ
お

石い
し

塔
婆

と
も
呼
ば
れ
る
板
碑
は
、
頂

部
が
三
角
形
の
板
状
の
石
材

に
、
仏
を
表
す
梵ぼ

ん
じ字
を
配
し
、
紀

年
銘
、
供
養
者
や
造
立
者
の
名
を

刻
む
も
の
が
一
般
的
で
、
経き
ょ
う
も
ん文や

願が
ん
も
ん文
を
加
え
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。「
逆ぎ
ゃ
く
し
ゅ修
」
と
い
っ
て
建
立
者

が
生
前
に
自
身
の
冥
福
を
祈
っ
て

造
立
し
た
も
の
や
、
人
々
が
協
力

し
て
建
て
た「
結
け
ち
じ
ゅ
う衆
板
碑
」
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
56
年
の『
埼
玉
県
板
石

塔
婆
調
査
報
告
書
』
に
よ
れ

ば
、
県
内
に
所
在
す
る
板
碑
は

２
万
２
０
１
基
で
、
越
生
町
で
は

２
１
３
基
が
、
寺
院
の
境
内
、
墓

地
、
道
路
の
辻
な
ど
で
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。
日
本
最
古
の「
嘉か
ろ
く禄

三
年
銘
板
碑
」（
熊
谷
市
・
西
暦

１
２
２
７
年
）や
日
本
最
大
の「
釈

迦
一
尊
種し

ゅ

子じ

板
碑
」（
長
瀞
町
・

高
さ
５
３
７
㎝
）
が
現
存
す
る
埼

玉
県
の
板
碑
は
、
質
量
と
も
に
全

国
一
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
石
材

に
は
、
比
企
郡
小
川
町
や
秩
父
郡

長
瀞
町
で
産
出
す
る
緑り
ょ
く
で
い
へ
ん
が
ん

泥
片
岩

（
青
石
）
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
採

掘
場
は「
下し
も
ざ
と里
・
青あ
お
や
ま山
板
碑
製
作

遺
跡
」
や「
板
石
塔
婆
石
材
採
掘

遺
跡
」
と
し
て
国
や
県
の
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
興こ
う
ぜ
ん
じ

禅
寺
の
板
碑（
西
和
田
）

　
元げ
ん
こ
う弘
３
年（
１
３
３
３
）、
鎌
倉

幕
府
が
滅
亡
し
、
後ご
だ
い
ご

醍
醐
天
皇
が

実
権
を
掌
握
し
て
新
政
を
開
始
し

ま
し
た（「
建け
ん
む武
の
新
政
」）。「
建

武
改
元
」
と
刻
ま
れ
た
県
内
唯
一

の
板
碑
で
す
。

　②
宝
篋
印
塔
と
は

　
も
と
も
と
は
宝ほ

う
き
ょ
う
い
ん
だ
ら
に
き
ょ
う

篋
印
陀
羅
尼
経

を
納
め
る
石
塔
で
、
鎌
倉
時
代
中

期
以
降
に
全
国
的
に
造
立
さ
れ
ま

し
た
。
平
成
10
年
の『
埼
玉
県
中

世
石
造
遺
物
調
査
報
告
書
』
に
よ

る
と
、県
内
で
２
，１
８
５
基
、
町

内
37
基
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　大お
お
ひ
ら
さ
ん

平
山
栄え
い
円え
ん
の
墓（
黒
山
）

　
大
平
山
に
立
つ
修し
ゅ
げ
ん験
山や
ま
も
と
ぼ
う

本
坊
開

山
の
栄
円
和
尚
の
供
養
塔
で
、
室

町
時
代
の
応お
う
え
い永

20
年（
１
４
１
３
）

の
銘
が
入
っ
て
い
ま
す
。

　③
五
輪
塔
と
は

　
平
安
時
代
後
期
に
出
現
し
た
と

さ
れ
、
供
養
塔
や
墓
石
と
し
て
使

わ
れ
る
石
造
物
で
す
。県
内
で
５
，

０
０
１
基
、
町
内
で
は
83
基
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す（『
埼
玉
県
中
世

石
造
遺
物
調
査
報
告
書
』）。

　伝
児こ

だ
ま
う
ん
だ
ゆ
う

玉
雲
太
夫
の
墓（
堂
山
）

　
源
み
な
も
と
の
よ
り
と
も

頼
朝
に
命
じ
ら
れ
、
建け
ん

久
き
ゅ
う

４
年（
１
１
９
３
）
に
最さ
い
し
ょ
う
じ

勝
寺（
大

字
堂
山
）
を
建
立
し
た
と
さ
れ
る

頼
朝
の
家
臣
・
児
玉
雲
太
夫
の
墓

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
五
輪
塔
で

す
。　調

査
の
目
的

　
新
た
な
石
造
物
の
所
在
を
確
認

し
、
過
去
の
調
査
成
果
に
照
ら
し

て
移
動
や
散
逸
の
状
況
を
把
握
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
古
文
書
や
古
記
録
な
ど
の
文
献

資
料
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
地
域

史
の
解
明
を
進
め
る
た
め
に
、
町

民
の
皆
様
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

宝篋印塔「太平山栄円の墓」（町指定文化財）

板碑「興禅寺の板碑」（中央が町指定文化財の建武改元銘の板碑）

板碑の拓本をとっている様子

五輪塔「伝児玉雲太夫の墓」（堂山共同墓地）
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Pick up

おごせ教育

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

ド
レ
ッ
シ
ン
グ
サ
ラ
ダ
や
越
生
ご

飯
な
ど
を
給
食
で
提
供
し
て
い
ま

す
。
梅
干
し
が
苦
手
で
も
甘
い
に

ん
じ
ん
と
炊
い
た
越
生
ご
飯
は
、

特
に
人
気
で
お
か
わ
り
す
る
子
も

た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　
今
年
度
、
５
月
に
行
っ
た
保
護

者
参
加
行
事
に
は
、
講
師
を
お
招

き
し
て
「
乳
幼
児
の
食
べ
る
機
能

の
獲
得
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
、
こ

れ
か
ら
の
育
児
に
役
立
つ
貴
重
な

機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
自
分
た
ち
が
育
っ
た
越
生
を
大

切
に
し
、
こ
れ
か
ら
も
住
み
続
け

た
い
と
思
え
る
よ
う
な
楽
し
い
体

験
を
食
を
通
し
て
も
伝
え
て
い
け

れ
ば
良
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　８月29日（木）の前期後半
が始まった２日目におはよう
運動で２・３・５年生がドッ
ジボールを行いました。久し
ぶりの校庭での活動となり、
それぞれのコートでは白熱し
た試合が行われ、一生懸命に
ボールを投げたり、ボールか
ら逃げたりしていました。

　　８月29日（木）大規模な地震８月29日（木）大規模な地震
を想定した避難訓練を行いましを想定した避難訓練を行いまし
た。今回は授業中を想定し、特別た。今回は授業中を想定し、特別
教室で地震発生時の対応の確認教室で地震発生時の対応の確認
を行ったクラスもありました。訓を行ったクラスもありました。訓
練を通じて、災害時にとるべき基練を通じて、災害時にとるべき基
本的な行動の仕方を改めて学び本的な行動の仕方を改めて学び
ました。ました。

越 生 中 学 校

　夏休みの成果を発表する場とし

て、子供達が作成した作品を展示
する「夏休み作品展」を８月30
日～９月３日に実施しました。子
供達が夏休み中に作成した作品を
互いに見合って話し合い、今後の
学習の参考としています。また、
たくさんの保護者の方にも来校し
ていただきました。

梅 園 小 学 校

ズームイン教育320

越生保育園

『食育の大切さ』　

　
こ
ど
も
が
主
体
の
行
事
の
中
で

た
く
さ
ん
の
体
験
を
し
て
い
ま
す
。

０
１
２
歳
児
は
、
落
ち
着
い
た
環

境
の
中
で
「
愛
着
形
成
」
を
中
心

と
し
た
保
育
、
３
４
５
歳
児
は
、

生
活
や
あ
そ
び
の
中
か
ら
た
く
さ

ん
の
こ
と
を
経
験
、
自
分
で
考
え

行
動
で
き
る
「
主
体
性
」
を
目
指

し
た
保
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　

　
今
回
は
〝
食
〟
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

　
た
な
ば
た
会
に
は
、
七
夕
冷
麦
、

ナ
ゲ
ッ
ト
、
サ
ラ
ダ
、
ス
イ
カ
、

野
菜
を
短
冊
形
に
切
っ
た
り
、
星

に
見
立
て
た
オ
ク
ラ
を
乗
せ
た
り

し
ま
す
。
七
夕
に
そ
う
め
ん
を
食

べ
る
由
来
を
伝
え
、
行
事
や
行
事

食
に
興
味
が
わ
く
よ
う
に
工
夫
し

て
い
ま
す
。

　
保
育
園
ま
つ
り
に
は
、
や
き
そ

ば
、
唐
揚
げ
、
フ
ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
、

ゆ
で
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
パ
ッ
ク
に

詰
め
、
チ
ケ
ッ
ト
と
の
交
換
で
給

食
を
も
ら
い
、
出
店
で
買
う
イ
メ

ー
ジ
や
雰
囲
気
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　
ま
た
、
地
場
産
の
梅
を
使
っ
た

越 生 小 学 校
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