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平成１９年度七歳合同祝

分
館
役
員
・
館
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編
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委
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合
同
視
察
研
修
会

館
報
編
集
委
員　

舘
野　

恒
夫

　

去
る
７
月　

日
、
分
館
役
員
と
館

１３

報
編
集
委
員
で
、
南
越
谷
公
民
館

「
パ
レ
ッ
ト
」（
越
谷
市
南
越
谷
地
区

セ
ン
タ
ー
内
）を
視
察
研
修
に
行
き

ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
研
修
の
目
的
は
同
公
民

館
が
平
成　

年
度
全
国
優
良
公
民
館

１８

を
受
賞
さ
れ
、
こ
の
機
会
に
諸
活
動

状
況
を
視
察
し
、
そ
の
成
果
と
効
果
、

課
題
を
通
じ
、
野
木
町
の
現
状
を
考

え
る
こ
と
で
し
た
。

　

市
内
に
は
地
域
の
拠
点
施
設
と
し

て
地
区
セ
ン
タ
ー
・
公
民
館
が　

ヵ
１３

所
あ
り
、
一
拠
点
施
設
と
し
て
、
南

越
谷
公
民
館
「
パ
レ
ッ
ト
」
が
設
置

さ
れ
て
い
ま
す
。
地
区
人
口
は
約
２

万
６
千
人
で
野
木
町
と
ほ
ぼ
同
数
で

す
。

　
「
パ
レ
ッ
ト
」
で
は
①
生
涯
学
習

②
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
③
福
祉
④
防

災
救
援
の
４
つ
の
機
能
に
加
え
、
南

越
谷
小
学
校
の
敷
地
内
に
設
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
プ
ー
ル
と
学
童

保
育
室
を
併
設
、
さ
ら
に
住
民
票
発

行
の
行
政
窓
口
サ
ー
ビ
ス
を
新
た
に

ス
タ
ー
ト
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
ま

た
、
防
災
救
援
の
拠
点
と
し
て
「
防

災
備
蓄
倉
庫
」
を
併
設
す
る
複
合
施

設
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

公
民
館
運
営
は
館
長
を
含
め
５
名

の
市
職
員
で
対
応
し
て
い
ま
す
。
少

子
高
齢
化
、
国
際
化
、
余
暇
時
間
の

増
大
な
ど
急
速
な
社
会
変
化
に
伴
い
、

公
民
館
に
求
め
ら
れ
る
機
能
も
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
る
た
め
、
常
に
住
民

の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
都
市
型
の
行

政
主
導
で
地
域
住
民
と
の
協
働
を
基

本
に
推
進
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

特
色
あ
る
事
業
と
し
て
、
音
楽
を

通
し
て
地
域
文
化
の
向
上
を
図
る
た

め
地
域
住
民
主
体
に
企
画
運
営
し
、

「
う
た
ご
え
パ
レ
ッ
ト
」「
こ
ど
も
太

鼓
」「
音
楽
フ
ェ
ス
タ
」
な
ど
の
事
業
を

実
施
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

研
修
を
通
し
、
野
木
町
の
公
民
館

事
業
と
分
館
活
動
と
は
主
体
が
異
な

り
ま
す
が
、
各
５
学
区
単
位
で
町
公

民
館
で
は
で
き
な
い
事
業
を
地
域
の

特
色
を
活
か
し
て
実
施
す
る
の
が
分

館
活
動
で
あ
り
、
自
主
運
営
す
る
こ

と
が
今
の
野
木
町
に
と
っ
て
は
良
い

方
法
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

今
回
の
研
修
を
今
後
の
地
域
活
動
の

中
で
参
考
に
し
て
役
立
て
た
い
と
思

い
ま
す
。

　来る１１月１５日（木）、町内各小学校を会場に町主催で各分館ごとに七歳

合同祝が行われます。

　七歳合同祝は、今年で５１

回目を迎える毎年恒例の行

事で、子どもたちの健やか

な成長を地域の皆さんとお

祝いするものです。

１８年度の合同祝（佐川野小学校）



　

初
め
て
県
民
バ
ス
に
参
加
し
ま
し

た
。
県
民
バ
ス
と
は　

年
前
か
ら
は

３０

じ
め
ら
れ
、
県
の
施
設
を
見
て
、
そ

こ
で
は
ど
ん
な
役
目
と
働
き
が
な
さ

れ
て
い
る
か
を
知
り
県
民
と
し
て
の

意
見
が
県
政
に
反
映
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
７
月　

日
、
藤
岡
町

２１

と
合
同
で　

歳
の
男
性
を
始
め
と
し

９０

て
男
女
程
好
い
年
齢
割
合
で
益
子
の

窯
業
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
に
向
か
い

ま
し
た
。
そ
こ
で
は
伝
統
技
術
を
基

に
し
た
作
品
か
ら
、
現
代
の
ニ
ー
ズ

に
合
わ
せ
た
色
や
型
、
障
害
者
や
高

齢
者
に
使
い
や
す
い
新
し
い
作
品
が

発
表
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
若
い
女
性

方
の
努
力
し
て
い
る
姿
が
印
象
的
で

し
た
。
次
の
農
業
大
学
校
は
広
大
な

敷
地
で
、
米
麦
、
畜
産
、
野
菜
、
花
、

果
樹
、
農
業
機
械
運
転
技
能
な
ど
将

来
の
農
業
と
農
家
生
活
の
実
践
教
育

を
行
っ
て
い
る
所
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
質
問
と
し
て
は
、
農
薬

や
遺
伝
子
組
み
替
え
に
よ
る
身
体
へ

の
影
響
や
栃
木
を
代
表
す
る
い
ち
ご

農
家
の
経
済
的
働
き
の
大
き
さ
な
ど
、

興
味
あ
る
も
の
で
し
た
。
農
業
大
学

校
は
若
い
方
々
ば
か
り
の
場
で
は
な

く
、
新
た
に
農
業
を
始
め
た
い
と
考

え
る
方
々
に
応
じ
ら
れ
る
各
コ
ー
ス

も
あ
る
様
で
す
。
現
在
は
少
子
化
の

影
響
も
あ
り
、
一
人
で
も
多
く
の
方

が
大
切
な
農
業
の
道
を
目
指
し
て
ほ

し
い
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

毎
月
１
回
、
講
師
宅
及
び
新
橋
小

学
校
を
会
場
に
「
菊
づ
く
り
講
習
会
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
３
月
の
苗
の

移
植
か
ら
始
め
て
、
５
月
の
挿
し
芽
、

７
月
の
定
植
、
８
月
・
９
月
の
や
な

ぎ
手
入
れ
、　

月
の
輪
台
つ
け
と
進

１０

み
、　

月
の
町
文
化
祭
に
は
大
輪
の

１１

菊
を
展
示
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

今
年
は
７
月
の
講
習
会
が
台
風
４

号
の
影
響
で
強
風
と
強
い
雨
の
中
で

実
施
と
な
る
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
あ
り
ま

し
た
が
、
菊
の
生
育
状
況
も
良
く
、

大
変
楽
し
く
講
習
会
を
続
け
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
小
学
生
を
対
象
に
し
た
講

習
会
も
並
行
し
て
実
施
し
て
お
り
、

新
橋
小
学
校
の
校
庭
に
は
生
徒
の
作

品
が
約　

鉢
、
元
気
に
育
っ
て
い
ま

３０

す
。
町
の
文
化

祭
に
は
一
般
・

小
学
生
の
作
品

が
あ
わ
せ
て
展

示
さ
れ
ま
す
の

で
皆
さ
ん
も
ぜ

ひ
お
出
か
け
く

だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

　

３
月
頃
か
ら
バ
ス
の
予
約
を
し
、

参
加
者
の
皆
さ
ん
が
何
人
集
ま
る
か

不
安
で
し
た
が
、
８
月　

日
、　

名

２８

２５

で
町
有
バ
ス
で
出
発
し
ま
し
た
。
日

光
は
、
杉
の
大
木
が
あ
り
、
涼
し
く

別
世
界
の
感
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ

に
は
多
く
の
大
き
な
神
社
、
仏
閣
が

あ
り
、
参
加
者
の
皆
さ
ん
は
自
由
行

動
で
１
時
間　

分
の
見
学
、
杉
の
木

３０

立
散
策
な
ど
で
楽
し
ま
れ
た
よ
う
で

す
。
多
く
の
遺
産
を
見
て
、
昔
を
思

い
、
数
百
年
前
に
建
て
ら
れ
た
こ
と

を
思
う
と
、
果
た
し
て
現
在
の
手
間

を
省
く
合
理
的
な
世
の
中
で
、
こ
れ

だ
け
の
時
間
を
か
け
、
精
巧
で
繊
細

な
も
の
が
作
れ
る
か
と
思
う
心
境
で

し
た
。　

時
に
次
の
目
的
地
、
鬼
怒

１２

川
へ
向
か
い
ま
し
た
。
名
だ
た
る
老

舗
で
の
昼
食
で
す
。
数
あ
る
お
膳
の

前
に
、
宴
会
が
始
ま
り
、
舌
づ
つ
み

し
つ
つ
、
歌
も
始
ま
り
、
楽
し
く
交

流
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
時

の
経
つ
の
も
忘
れ
、
楽
し
く
過
ご
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
入
浴
を
し
、
お

土
産
を
購
入
し
て
家
路
に
着
き
ま
し

た
。

佐川野

日日日日日日日日日日
光光光光光光光光光光
世世世世世世世世世世
界界界界界界界界界界
遺遺遺遺遺遺遺遺遺遺
産産産産産産産産産産

日
光
世
界
遺
産
ととととととととととと

鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼
怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒
川川川川川川川川川川

　
　
　
　

鬼
怒
川
へへへへへへへへへへへ

（（（（（（（（（（
研研研研研研研研研研
修修修修修修修修修修
旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅
行行行行行行行行行行

（
研
修
旅
行
）））））））））））

南赤塚

県県県県県県県県県県
民民民民民民民民民民
ババババババババババ
スススススススススス

県
民
バ
ス
ににににににににににに参参参参参参参参参参

加加加加加加加加加加
しししししししししし

参
加
し
ててててててててててて

新 橋

菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊
づづづづづづづづづづ
くくくくくくくくくく
りりりりりりりりりり
講講講講講講講講講講
習習習習習習習習習習

菊
づ
く
り
講
習
会会会会会会会会会会会
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私
た
ち
は
、
地
元
唯
一
の
よ
さ
こ

い
チ
ー
ム
「
野
木
ひ
ま
わ
り
」
で
す
。

明
る
く
！
元
気
に
！
い
つ
も
笑
顔
で

…
を
モ
ッ
ト
ー
に
日
々
チ
ー
ム
一
つ

に
な
っ
て
活
動
し
て
お
り
ま
す
。
時

に
は
、
鳴
子
を
持
っ
て
元
気
に
、
�
よ

さ
こ
い
ソ
ー
ラ
ン��
よ
さ
こ
い
野

木�
、
時
に
は
手
話
で
心
を
込
め
て

�
命
を
あ
り
が
と
う��
生
き
て
る
っ

て
い
い
ね�
な
ど
い
ろ
い
ろ
踊
っ
て

い
ま
す
。

　

年
間
を
通
し
て
、
各
種
イ
ベ
ン
ト

に
参
加
し
た
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

施
設
を
訪
問
し
、
皆
様
に
元
気
に
な

っ
て
い
た
だ
く
と
同
時
に
、
私
た
ち

も
パ
ワ
ー
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

メ
ン
バ
ー
は
小
学
生
か
ら　

歳
、

６０

　

歳
代
と
幅
広
く
、
世
代
を
越
え
て

７０和
気
あ
い
あ
い
と
楽
し
く
活
動
し
て

お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
一
度
見
学
に
い
ら

し
て
、
ど
う
ぞ
気
軽
に
踊
り
の
輪
の

な
か
に
お
入
り
く
だ
さ
い
。
心
よ
り

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

●
練
習
日　

毎
週
金
曜
日

　
　
　
　
　

午
後
７
時　

分
〜
９
時

３０

　
　
　
　
　

野
木
中
旧
体
育
館

●
連
絡
先　

武
島

　
　
　
　
　
�
（　

）１
６
０
７

５６

　
　
　
　
　

鈴
木

　
　
　
　
　
�
（　

）３
５
２
６

５７

　

イ
ン
デ
ィ
ア
カ
と
は
、
バ
ド
ミ
ン

ト
ン
コ
ー
ト
で
４
名
対
４
名
で
赤
い

４
枚
の
羽
根
が
つ
い
た
イ
ン
デ
ィ
ア

カ
ボ
ー
ル
を
手
で
打
ち
合
う
ス
ポ
ー

ツ
で
す
。

　

現
在
、
野
木
町
に
は
２
つ
の
サ
ー

ク
ル
が
あ
り
ま
す
。　

代
〜　

代
ま

２０

６０

で
の
男
女
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

試
合
は
年
に
、
県
大
会
２
回
、
関

東
大
会
、
全
国
ス
ポ
レ
ク
祭
な
ど
か

ら
幸
手
市
な
ど
と
の
フ
レ
ン
ド
リ
ー

な
交
流
試
合
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
楽
し

め
ま
す
。
昨
年
は
、
２
つ
の
合
同
チ

ー
ム
で
全
国
ス
ポ
レ
ク
祭
に
出
場
し

ま
し
た
。
練
習
日
等
は
以
下
の
と
お

り
で
す
。

毎
週
土
曜
日
午
後
８
時
〜

　

町
体
育
セ
ン
タ
ー

毎
週
木
曜
日
午
後
８
時
〜

　

新
橋
小
体
育
館

　

サ
ー
ク
ル
に
属
さ
な
く
て
も
気
軽

に
楽
し
め
る
練
習
日
も
あ
り
ま
す
。

興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
一
度
参
加
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。

●
連
絡
先　

五
月
女

　
　
　
　
　
�
（　

）１
６
８
２ 

５７

　

公
民
館
講
座「
夏
休
み
工
作
教
室
」

を
Ｓ
Ｖ
Ｃ（
公
民
館
サ
ポ
ー
ト
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
）の
方
々
を
先

生
に
迎
え
、
実
施
し
ま
し
た
。
参
加

し
た
子
ど
も
た
ち
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か

ら
は
、
先
生
へ
お
礼
の
文
も
み
ら
れ
、

参
加
者
、
先
生
と
も
に
楽
し
く
交
流

が
も
て
た
講
座
と
な
り
ま
し
た
。

公民館　館報ふれあい
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野
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イ
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デ
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【記事等に関する問い合わせ先】
野木町公民館（館報編集委員会事務局）�（57）4188

　「歴史の散歩道」と題しまして“野木町の歴史紹介”（全６回予定）をこのページで特集していま
す。読者の皆さんといっしょに、楽しみながら、野木町の生い立ちを知っていきたいと思います。
なお、この記事は、野木町郷土史研究会のご協力をえて、寄稿していただいたものです。

歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴史史史史史史史史史史のののののののののの散散散散散散散散散散歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歴史の散歩道道道道道道道道道道道

第３回  縄文時代の遺跡、野木の貝塚
　

温
暖
化
に
よ
る
縄
文
海
進（
海
面

上
昇
に
よ
り
海
が
内
陸
部
に
入
り
込

む
現
象
で
約
６
千
年
前
〜
５
千
年
前

頃
が
最
盛
期
）に
よ
り
古
河
・
藤
岡
・

板
倉
を
結
ぶ
線
ま
で
海
岸
線
が
入
り

込
ん
で
出
来
た
奥
東
京
湾
は
、
魚
貝

類
の
宝
庫
で
、
こ
の
湾
岸
に
は
縄
文

人
の
遺
し
た
貝
塚
が
数
多
く
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。
特
に
藤
岡
町
の
篠
山

貝
塚
は
大
規
模
で
、
貝
の
ほ
と
ん
ど

が
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
で
若
干
マ
ガ
キ
が

混
じ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
シ

カ
・
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
骨
や
ク
ロ
ダ

イ
の
骨
も
見
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

野
木
町
で
は
野
渡
貝
塚
・
新
田
貝

塚
・
御
櫛
内
貝
塚
な
ど
が
発
掘
さ
れ

て
い
ま
す
。
野
渡
貝
塚
は
昭
和　
１４

年
・　

年
・　

年
の
発
掘
調
査
か
ら

４４

６２

　

ヵ
所
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

１３の
貝
塚
の
貝
類
は
篠
山
貝
塚
の
も
の

と
同
様
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た

こ
こ
か
ら
は
二
片
の
獣
骨
と
土
器
・

石
器
・
住
居
址
な
ど
も
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
。
昭
和　

年
の
発
掘
で
出
土

１４

し
た
土
器
の
一
部
は
現
在
京
都
大
学

に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
出
土
し

た
貝
は
、
野
木
町
郷
土
館
に
展
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
貝
類
の
中
に
オ
キ
シ
ジ
ミ
・

マ
ガ
キ（
湾
奥
部
生
息
）、
カ
ガ
ミ
ガ

イ
・
サ
ル
ボ
ウ（
湾
中
央
部
生
息
）、

マ
シ
ジ
ミ
・
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ（
河
口

生
息
）な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

御
櫛
内
貝
塚
は
昭
和　

年
頃
発
見

４０

さ
れ
た
も
の
で
、
約
２
ｍ
四
方
以
上

の
範
囲
で
、
厚
さ　

㎝
の
貝
層
が
確

３０

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
貝
層
の
中
か
ら

土
器
が
２
固
体
出
土
し
て
い
る
。
出

土
し
た
貝
層
は
郷
土
館
に
展
示
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
他
に
、
平
成
５
年
〜
６
年
に

発
掘
さ
れ
た
清
六
Ⅲ
遺
跡
で
は
、
縄

文
人
が
食
料（
ド
ン
グ
リ
な
ど
の
木

の
実
）貯
蔵
庫
に
し
た
、
つ
ぼ
型
の

地
下
穴
に
捨
て
ら
れ
た
シ
ジ
ミ
な
ど

の
貝
殻
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

貝
塚
は
、
縄
文
人
の
生
活
を
知
る

上
で
大
変
貴
重
な
も
の
で
す
。
な
ぜ

な
ら
関
東
ロ
ー
ム
層
は
酸
性
で
骨
な

ど
は
す
べ
て
溶
か
し
ま
す
が
、
貝
塚

は
ア
ル
カ
リ
性
で
食
べ
た
獣
や
魚
の

骨
な
ど
を
現
代
ま
で
残
し
て
い
る
か

ら
で
す
。

（
軽
部
重
夫 
記
）

※
次
回
は
「
清
六
遺
跡
」
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

野渡貝塚出土の貝類


