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1p…文化施設をめぐるスタンプラリーに挑戦しよう!!
2p…成田星宮小学校 開校式
　　 江南南小学校 ゴルフ体験
3p…おうちでもサイエンス
4p…熊谷の文化財

5p…学校紹介（江南中学校）
6p…三尻小学校開校150周年記念式典　
   　 熊谷市小学生環境ポスター表彰式
7p…インフォメーション
8p…第17回 友山まつり・編集後記

　熊谷市では、小中学生のみなさんとその家族の方に、郷土の文化・歴史に親しんでもらうため、

スタンプラリーを実施します。市内7つの文化施設を見学し、スタンプを押してもらいましょ

う。7つの施設を訪ねて、スタンプをすべてそろえると、記念品がもらえます。今年の夏休みは、

家族のみなさんで挑戦してみてはいかがですか。

　スタンプラリーカードは、各実施施設で配布しています。

★各施設で配布している

スタンプラリーカード

を切りとって厚紙など

にはってお使いくださ

い。 

★7つの施設を回り、ス

タンプをそろえたら、

「熊谷市立熊谷図書館

3階  美術・郷土資料

展示室」で記念品がも

らえます。（先着50名

です。） 

★スタンプラリーに関

する問い合わせ

　市立熊谷図書館展示室

　048-525-9463

文化施設をめぐるスタンプラリーに挑戦しよう!!
夏休み期間限定　7月22日（土）～8月31日（木）

スタンプラリーに挑戦しよう！！
●●夏休み期間限定　7/22（土）～8/31（木）●●

熊谷市では、郷土の文化・歴史に親子で親しんでもらおうと、スタンプラリ

ーを実施します。下の７つの施設を見学し、スタンプを押してください。ぜ

んぶの施設を訪ね、スタンプがすべてそろうと、記念品がもらえます。今年

の夏休み、家族で挑戦してはいかがですか?

●●スタンプカードの使い方●●

★各施設にあるラリーカードを切りとって厚紙などにはってお使いください。

★７つの施設を回り、スタンプをゲットしたら「熊谷市立熊谷図書館３階

　美術・郷土資料展示室」で記念品がもらえます。

★スタンプラリーに関する問い合わせ：市立熊谷図書館展示室：048-525-9463

17

407

17

125

407

★

★

★

★
★

★

　　　　　　学校　　　年

なまえ　　　　　　　　　

●スタンプラリーカード●
記念品は美術・郷土資料展示室でもらえます。

妻沼展示館

常設展示ほか

（月曜・祝日休館）

荻野吟子記念館

常設展示

（月曜休館）

美術・郷土資料展示室

（市立熊谷図書館３階）

自然科学展（～8/31）

（月曜・8/4休館）

プラネタリウム館

（市立熊谷図書館４階）

一般投影、ほか

（月曜・8/4休館）

江南文化財センター

市内遺跡出土品展

（土・日・祝日休館）

星　渓　園

屋外庭園見学

（月曜休館）

くまぴあ

平和資料展示室

（創作展示棟１階）

（7/25・8/8休館）
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成田星宮小学校 開校式
　5月26日（金）、麦秋の候、成田星宮小学校の開校式が行われ、

多くの来賓の方が出席されました。

　式典の中で、小林哲也熊谷市長から初代校長の爪川由美子校長

先生へ校旗が授与されました。爪川校長先生は、あいさつの中で

「成田星宮のふるさとから多くを学び、たくさんの仲間と先生方

と一緒に、新しい伝統、笑顔いっぱいの素晴らしい学校を作って

いきましょう。」と、お話されました。

　また、4年生の代表児童からは、「友達と力を合わせ、自慢の成田星宮小学校にしていきます。」

という力強い言葉がありました。6年生の代表児童は、全校で今年のスローガンを唱えたあと、

「『世に立つ力』を身に付け、みんなで力を合わせて、成田星宮小学校の新しい歴史を作っていきま

しょう。」と、学校のリーダーとしての意気込みを発表してくれました。

　式典の最後は、全校児童による校歌斉唱が披

露されました。体育館の外まで響き渡るほど迫

力のある歌声で、来賓の方から大きな拍手が上

がりました。全校の気持ちが一つになった素晴

らしい開校式になりました。

　「麦秋の候」は、「ばくしゅうのこう」と読みます。麦秋とは、麦の収穫期のこと。麦は、秋に

種をまいて初夏に収穫期を迎えます。麦の収穫シーズンは5月下旬から6月上旬。麦の実が熟し、

麦畑が一面美しい黄金色に染まっている時期です。

　太平洋クラブ江南コースを舞台に、「太平洋クラブチャレンジ

トーナメント2023」が開催され、5月26日（金）のファイナルラウ

ンドに江南南小学校の6年生のみなさんが招待されました。

プロ選手たちの緊張感ある第1打。風を切る鋭いスイングを目に

して、自ずと児童のみなさんの間で拍手が沸き起こりました。

　次は、場所を移動して、パターゴルフに挑戦です。カップに

ねらいを定めてナイスショット！なんと、1打でカップに入れることができた児童もいました。

　いただいた帽子に一人ずつサインをもらって、よい記念になりましたね。雄大なゴルフコースを

巡り、プロ選手の圧倒的な迫力に触れることのできた一日でした。

5月26日（金）太平洋クラブ江南コース江南南小学校 ゴルフ体験江南南小学校 ゴルフ体験
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キツツキノッカー
1．目的

　今回は、郷土玩具（民芸お
もちゃ）としても見かける
「キツツキノッカー」を作っ
てみましょう。コイルバネ
の太さ・長さなどによって、
揺れ方がどのように違って
くるか、いろいろな実験が
できる科学おもちゃです。

3．バネを作る

　すき間紙の長さ5cmの方を竹ひごに沿わせて、すき間を作
らないように巻き、その上から、針金を7～8回巻き付け、
コイルＡを作ります。（針金の端は、2cmくらい余らせて
おきます。）コイルＡを竹ひごから抜いて、
コイルを変形させないように気をつけな
がら、すき間紙を取り除きます。（図1）

　コイルAとは反対側の針金の
端を5cmくらい余らせて、鉛
筆に5～6回巻き付け、コイル
Bを作ります。（図2）

4．組み立て

①コイルB側の端の針金を先2cmのところで
直角に曲げ、コイルBの形を整えます。
②直角に曲げたところ
にセロハンテープで
イラストを貼ります。

5．動かす
①ペットボトルのキャップの
部分にセロハンテープで竹
ひごを固定します。
②コイルＡを竹ひごの上から
通し、イラストを描いた画
用紙を指で持ち上げ、指を
離してみると…

おうち
第6弾
だい だん

でも

6．調整と遊び方

①コイルＡやコイルＢの巻き巾や長さを変えてみましょう。
②イラストの紙の大きさを変えてみましょう。
おうちの人と一緒にいろいろな作品を作って、比べながら遊んでみましょう。
　　①降りて来る時の「速い・遅い」
　　②降りて来る時の回数「多い・少ない」など。
※今回の作り方なら、「太さ直径1cmの棒と園芸用のアルミ線（直径2～3mm）」を使って、
　大きな作品を作ることもできますよ！是非試してみて下さい。

2．使うもの（材料・道具）

①竹ひご（太さ 直径3mm、長さ 36cm程度。）
②針金（アートフラワーなどで使う紙の巻いてある鉄線）
　…鉄線の太さ：直径0.55mm（#24番手）
　　（紙が巻いてある状態で直径0.65mm）
③すき間紙（普通のコピー用紙）幅3cm×長さ5cm
④画用紙…はがき半分くらいの大きさ。好きなイラ
ストを描いたりします。
⑤台…水の入った500mlのペットボトル。
　　　（水は半分くらいでキャップをはめます）
⑥セロハンテープ、はさみ、筆記用具、色鉛筆など

すき間紙を取った
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針金
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熊 谷 の 文 化 財熊 谷 の 文 化 財
  く ま            が や 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　       ぶ ん            か              ざ い

諏訪神社本殿
（埼玉県指定有形文化財・建造物）

す　　　わ  　 　  じ ん      じ ゃ      ほ ん      で ん

さい     たま     けん      し      てい     ゆう    けい     ぶん      か      ざい        　けん      ぞう    ぶつ

　熊谷市上新田にある「諏訪神社本殿」は、屋根裏に

残る墨で書かれた記録から、江戸時代の延享3年

(1746)に、この地域の代官であった柴田信右衛門

豊忠の依頼により、建てられたことがわかっています。

　また、本殿の屋根裏の記録には、大工棟梁や彫刻

師の名前なども残されていて、三ヶ尻村(現在の熊

谷市三ヶ尻)出身の内田清八郎が大工棟梁であり、

上州花輪村(現在の群馬県みどり市)の石原吟八郎

や江戸両国米沢町(現在の東京都中央区)の小沢五

右衛門らが彫刻を担当したことが分かりました。彼

らは、妻沼聖天山本殿の国宝「歓喜院聖天堂」の再建工事にも従事した人物として知られています。

　ところで、歓喜院聖天堂の再建工事は、江戸時代の享保20年(1735)から本格的に始まりましたが、

途中、寛保2年（1742）の大洪水によって、11年間工事が一時中断しています。諏訪神社本殿が建てら

れたのは、ちょうどこの聖天堂の工事が中断していた時期です。

　諏訪神社本殿は、正面が2本の柱で構成された、正面側の屋根を長く伸ばす「一間社流造り」という

様式で造られ、屋根の正面には三角の形をした千鳥破風、軒下には弓のような曲線を持つ唐破風がつ

いています。

　また、屋根は、耐久性にすぐれた檜の皮を使用する「檜皮葺」という、日本に古くから伝わり、国外で

は見られない日本独特の方法で造られています。建てられた時

の檜皮葺は、信州松本（現在の長野県松本市）の職人によるもの

と伝わります。そして、本殿全体を保護する建物で覆われてい

たため、驚くことに270年以上最初の屋根が残されていました。

　しかし、長い年月がたち傷みが激しくなっていたことから、令

和4年（2022）1月～3月に、屋根全体を新しくする工事が行われ

ました。その方法は同じく檜皮葺が用いられ、その材料には、長

野県の木曽山脈に生育する檜で作られた檜皮を使い、その檜皮

を専門の職人が一枚一枚丁寧に重ねていき完成しました。

　檜皮葺といった日本が独自にもつ熟練された繊細な技術は、

文化財の保存になくてはならない重要な伝統文化の一つです。

　したがって、貴重な文化財を未来へ伝えていくためには、そ

れを修復する技術やそれに用いられる材料や道具を作るため

の技術を守っていくことも、現代を生きる私たちの大切な責任

であり義務でもあります。

　　  くま  がや   し   かみ  しん  でん　　　　　　　　　　す     わ    じん  じゃ ほん  でん　　　           や     ね   うら

のこ           すみ　　　　か　　　　　　　　　   き    ろく　　　　　　        え     ど     じ    だい          えん きょう      ねん

　　　　　　　　　　　　　　　　　        ち   いき　　　 だい  かん　　　　　　　　         しば    た    し　ん　え　 も　ん

 とよ ただ　       い  らい　　　　  　　        た

　　　　　　　　　  ほん でん　　　   や     ね   うら           き    ろく　　　　　　    だい   く    とうりょう        ちょうこく

  し　          な   まえ　　　　　　　　  のこ　　　　　　　　　　　　　　     み     か    じり むら      げん  ざい          くま

 がや   し     み     か    じり     しゅっしん　      うち    だ   せい  はち   ろう　      だい   く    とうりょう　

じょうしゅうはな  わ    むら　   げん  ざい　       ぐん   ま    けん　　　　　　　　    し　             いし  はら ぎん  ぱち  ろう

          え     ど  りょうごく   よね  ざわちょう     げん  ざい　       とうきょう と   ちゅうおう    く　　　　　 お    ざわ   ご

  え     も    ん　　　　　    ちょうこく　      たん とう　　　　　　　　　　　          わ　　　　　　　　　　　　　　    かれ

　　　　　　　め   ぬましょうでん  ざん  ほん でん　      こく  ほう      かん   ぎ   いんしょうでん  どう　　　　 さい  けん  こう   じ　　　　     じゅう  じ               　じん  ぶつ　　　　　　　　  し

　　　　　　　　　　　　　　かん   ぎ    いんしょうてん  どう　       さい  けん こう   じ　　　　 　 え    ど     じ    だい 　   きょう ほう　　　  ねん　　　　　　　　　　　　　　  ほん  かくてき　        はじ

   と ちゅう　 かん  ぽう       ねん　　　　　　　　　　　　 だい こう  ずい　　　　　　　　　　　　　　    ねん かん   こう   じ　　     いち   じ  ちゅうだん　　　　　　　　　               　 す     わ   じん  じゃ  ほん でん           た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    しょう でん どう      　 こう   じ　      ちゅう だん　　　　　   　　　　　じ     き

　       す    わ    じん  じゃ  ほん  でん　　　    しょうめん　　　　  ほん　    はしら         こう  せい　                        しょう めん  がわ           や     ね           なが　        の　                    いっ  けん  しゃながれ づく

よう しき           つく　　　 　　　    や     ね　　　 しょうめん　　　　　  さん かく　     かたち　　　　　　       ち    どり   は     ふ、      のき  した　　           ゆみ　　　　　　　　        きょくせん           も        　から   は     ふ

　　　　　　　　　  や     ね　　　　  たい きゅうせい　　　　　　　　　　　　　ひのき        かわ           し   よう　　　　　　　ひわ   だ   ぶき　　　　　　　　　　     に   ほん          ふる　　　　　　       つた　　　　　　   こく がい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  み　　　　　　　　　　      に   ほん  どく  とく　      ほう  ほう         つく　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　 とき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひわ   だ   ぶき　　　　 しん しゅうまつ もと　　げん  ざい　　　 なが   の   けん  まつ もと    し　　　　 しょくにん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほん  でん  ぜん  たい            ほ    ご　　　　　    たて もの　        おお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おどろ　　　　  　　　　　　　　　   ねん   い じょう さい しょ           や     ね　       のこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なが         ねん  げつ 　　　　　　　   いた                はげ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  れい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ        ねん　　　　　　　　　　　 がつ　           がつ　　　　   や    ね   ぜん  たい        あたら　　　　　　　　　   こう   じ　      おこな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほう  ほう　      おな                  ひわ   だ   ぶき         もち　　　　　　　　　　　　　     ざい りょう　　　　　　  なが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の    けん　        き     そ   さん みゃく       せい  いく　　　　　 ひのき       つく　　　　　　        ひわ   だ           つか　　　　　　　　     ひわ   だ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      せん  もん　     しょくにん         いち まい  いち まい  てい ねい          かさ　　　　　　　　　     かん せい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ひわ   だ   ぶき　　　　　　　　　　　 に    ほん         どく   じ　                       じゅくれん　　　　　          せん  さい          ぎ  じゅつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぶん    か  ざい            ほ   ぞん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   じゅうよう         でん  とう  ぶん  か　        ひと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き  ちょう        ぶん   か   ざい            み    らい　       つた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しゅうふく                   ぎ じゅつ　　　　　　　　         もち　　　　　　　            ざいりょう         どう   ぐ           つく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぎ  じゅつ        まも　　　　　　　　　　　　　　　　　　      げん  だい          い　　　　　   わたし                    　たい  せつ         せき  にん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ぎ    む

情報提供：熊谷市立江南文化財センター情報提供：熊谷市立江南文化財センター
じょうほうていきょう　くまがや し りつこうなんぶん か  ざい   　　　　　　

諏訪神社本殿
  す   わ  じんじゃほんでん

檜皮葺屋根葺替えの様子
  ひ わだぶき  や   ね  ふき か　        　よう  す

檜皮
  ひ わだ
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　 くま　　　 がや          し          りつ　　　 こう        なん　　  ちゅう      がっ     　 こう

感謝あふれる江南中学校感謝あふれる江南中学校
  かん    しゃ　　　                                 こう    なん   ちゅう   がっ    こう

５・３・１運動
   　　　　　　　　　　　　　　    うん    どう

     む      ごん       き　                    　　せい     そう

無言気づき清掃

ありがとうの木
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    き

第64期生徒会スローガン「Next Stage ～感謝あふれる学校へ～」

　一人一人が当たり前のことを当たり前に取り組みつつ、次の段階にステップアップさせたいという思

いからこのスローガンにしました。そして、第64期生徒会が考える理想の学校像は、「感謝あふれる学校」

です。生徒同士で互いに感謝の気持ちを伝え合い、認め合える学校を目指します。

 だい              き    せい    と    かい　　　　　　　　　　　　　　　    ネクスト　　　  ステージ                   かん  しゃ　　　　　　　　　　　　がっ  こう

　          ひと り       ひとり              あ                     まえ　　　　　　　　　　　　 あ　　　　　　  まえ             と             く　　　　　　　　　　       つぎ　　　 だん   かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    おも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 だい              き   せい     と   かい         かんが　                り    そう          がっ   こう  ぞう　　　　　　　かん  しゃ　　　　　　　　           がっ  こう

　　　　　　　　  せい    と   どう   し            たが　　　　　　 かん  しゃ　　　　 き     も　　　           つた            あ　　　　　　  みと            あ　　　　　　  がっ  こう            め      ざ

熊谷市立江南中学校熊谷市立江南中学校

江南中学校生徒会本部役員 境  大翔 田中宥帆　眞田大輝　廣瀬心軌　持丸心緒　大久保瑠奈　長澤昂平　井口愛渚　森口健太
こうなんちゅうがっこうせい  と  かいほん  ぶ  やく いん　　　さかい   ひろ と　　　  た  なか ゆう  ほ　　　さな だ  だい  き　　   ひろ  せ  もと  き　　  もち まる  み   お　　　おお  く   ぼ    る   な　　　ながさわこう へい　　  い  ぐち あい  な　　　もりぐち けん た

　「5・3・1 運動」とは、 5分前に入室・3分前に着席・1分前に集中

するという活動です。この活動により、江中生一人一人が、授業

に真剣に集中して取り組める環境がつくられています。生徒同

士で互いに高め合っていける学校作りをしています。

　　　　　　　　　　　　　 うん どう　　　　　　　　　　     ふん  まえ         にゅうしつ           ふん   まえ         ちゃくせき            ぷん  まえ　     しゅうちゅう

 　　　　　　　　　　　　　　かつ  どう　　　　　　　　　　　　　 かつ  どう　   　　　　　　　　 こう ちゅうせい      ひとり        ひとり　　　  　　じゅ ぎょう

         しん   けん         しゅうちゅう　　　　　   と              く　　　　　　　かん きょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せい     と   どう

   し           たが   　　　　　 たか            あ　　　　　　　　　　　　         がっ こう  づく

　無言で集中して清掃しています。自分の担当場所の清掃が

終わったら、「ここを清掃したほうが良い」と気づいて清掃し

ます。このことを「無言気づき清掃」といい、江南中では、江

中生全員がこれを意識して江南中学校をきれいにするために

清掃を取り組んでいます。

　　　  む    ごん　　   しゅうちゅう　　　　　　せい  そう　　　　　　　　　　　　　　　　　    じ    ぶん　　　　たん とう     ば    しょ　　　 せい    そう

　お　　　　　　　　　　　                                          せい    そう　　　　　　　　　　　　　　　 よ　　　　　　　  　き　　　　　　　        せい    そう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         む    ごん    き　　　　　　    せい   そう 　　　　　　　　　　        こう  なん  ちゅう　　　　　　        こう

ちゅう せい   ぜん  いん　　　　　　　　　　　　  い    しき　　　　　　  こう  なん ちゅう  がっ  こう

 せい  そう            と             く

　毎月一回のありがとうの日に、同じ学年の人に向けたあり

がとうのメッセージを花型の用紙に記入して、木の枝に貼り、

「ありがとうの木」を作成し、廊下に掲示しています。この活

動により、江南中学校が生徒の笑顔であふれ、あたたかい学

校になっています。この他にも、クラスの人の良い所を見つけ、

帰りの会等で、発表する「良い所探偵」などを計画しています。

　　    まい  つき　いっ  かい                                                                ひ　　　　　　  おな           がく   ねん           ひと            む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   はな がた           よう    し　          き  にゅう　　　　　　　      き            えだ           は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き　　　　　  さく   せい                   ろう    か　　　　けい    じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ

 どう　　　　　　　　　　　　こう  なん  ちゅう がっ  こう            せい    と              え    がお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がっ

 こう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       ほか　　　　　　　　　　　　　　　　        ひと            よ　        ところ          み

 かえ　　　　　　 かい  など　　　　　　 はっぴょう                       よ           ところ たん  てい　　　　　　            けい   かく
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熊谷市小学生環境ポスター表彰式
　 くま          がや           し          しょう       がく           せい          かん       きょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひょう      しょう         しき

三尻小学校開校１５０周年記念式典
      み           しり        しょう       がっ         こう         かい         こう　                                         　しゅう        ねん       　き　　　 ねん　  　しき          てん

　　　　　　　　　　　　  　　　  くま       がや      ぶん        か       そう        ぞう      かん

５/２９● 熊谷文化創造館さくらめいと月

　5月29日（月）、さくらめいとにて、三尻小学校の開校150周年記

念式典が行われました。

　三尻小学校は、明治6年5月30日、幸安寺に5つの村（三ヶ尻、拾六

間、大麻生、武体、川原明戸）の合同で三箇尻小学校として開校しま

した。記念式典の当日は、小林哲也熊谷市長、野原晃教育長、歴代の

校長先生方が来賓として出席されました。

　まず、オープニングでは、大麻生和太鼓会のみなさんによる「彩の

獅子」が披露され、迫力ある獅子たちが、会場内を駆け巡りました。

　長谷川雅夫校長先生のあいさつでは、開校150周年にあたり、「笑顔いっぱい・感謝いっぱい・感動いっぱ

い」、「今を全力で生き、未来を切り拓く三尻っ子」のお話がありました。

　代表児童の作文発表では、6年生の石井音彩さん、岡元俊輔さんが登壇し、三尻小の150年の歴史を受け継

いでいく決意が述べられました。　　　

　式典の催し物では、熊谷出身のシンガーソングライター 森圭一郎さんが登場し、森さんの作詞作曲によ

る、開校150周年記念ソング「未来へ～未知～」が披露されました。（ピアノ伴奏 6年生 田島愛実さん）森さ

んの呼びかけで、6年生全員がステージに上がり、森さんを囲んで会場内は一体感に包まれました。

　続いて、三尻小学校卒業生のピアニスト青木駿太さんによるピアノの演奏がありました。演奏が始まる

と、静まりかえった会場内にピアノの1音1音が響き渡り、三尻っ子のみなさんも、青木さんの演奏する姿を

見つめ、耳を傾けていました。そして、アンコールの声に応え

て、弾いてくれたのは、「三尻小学校 校歌」です。歴代の校長先生

も立ち上がって、みなさんで大合唱です。

　式典の最後には、6年生代表児童の浅見真梨亜さん、清水美伶

さんが登壇し、「三尻っ子宣言」を声高らかに宣言しました。

　式典の翌日は、開校記念日の5月30日。151年目の新たな歴

史のスタートが切られました。

　　　　　 がつ　　　  にち      げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み   しり しょう  がっ  こう　      かい  こう　　　　　 しゅう ねん  き

   ねん  しき  てん       おこな

　　　 　み   しり しょう がっ  こう             めい    じ        ねん      がつ           にち   　こう  あん   じ                               むら       み     か   じり     じゅう ろっ

    けん　  おお    あ   そう　    ぶ   たい      かわ    ら   あけ   と　　　　  ごう  どう　　　  み     か   じり しょう がっ  こう　　　　　          かい  こう

                         き   ねん しき  てん          とう  じつ               こ  ばやしてつ   や    くま  がや   し  ちょう      の   はらあきらきょう いく ちょう    れき  だい

    こう ちょうせん せい  がた         らい  ひん                        しゅっせき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おお   あ   そう   わ   だい   こ    かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さい

     し     し　             ひ   ろう　　　　　　　はくりょく　　　　      し    し　　　　　　　　　   かい じょうない           か          めぐ

　          は   せ     がわ まさ   お   こう ちょう せん せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい  こう　　          しゅう ねん                                         え   がお　　　　　　　　　　　　かん  しゃ　　　　　　　　　　　　かん  どう

                       いま         ぜん りょく          い　　　　　 み   らい           き          ひら           み   しり           こ　　　　　　　はなし

　　  　だい ひょう   じ   どう         さく  ぶん  はっ ぴょう　　　　　　　   ねん  せい         いし   い    ね   いろ　　　　　　　おか もと  しゅんすけ　　　　　　      とう  だん　　　　  み   しりしょう                      ねん         れき   し            う            つ

　　　　　　　　　　　けつ   い　         の

         　しき てん         もよお       もの　　　　　　　くま  がや しゅっ しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　 もり  けい  いち  ろう　　　　　　　　とう じょう　　　　もり　　　　　　　　 さく   し    さっ きょく

　　 　　  かい  こう　　　　　しゅう ねん   き   ねん　　　　　　　 　     み   らい　　　　　　 み    しり　　　 　　　   ひ   ろう　　 　　　　　　                　　　　　　　　　　ばん そう　　　ねん  せい　　た   じま  まな   み　　       　　   もり

                     よ　　　　　　　　　　　　　  ねん  せい  ぜん  いん　　　　　　　　　　　　　　　  あ　　　　　　　 もり　　　　　　　　 かこ　　　　　 かい じょう ない     　 いっ  たい かん         つつ

　　　   つづ             　　　み   しり しょう がっ  こう  そつ ぎょうせい　　　　　　　　　　　　　　　   あお   き  しゅん  た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 えん そう　　　　　　　　　　　　　　　　    えん そう          はじ

　　　　   しず　　　　　　　　　　　　　　　  かいじょうない　　　　　　　　　　　　　　　おん      おん         ひび         わた               み   しり　　　  こ　　　　　　　　　　　　　　　　　 あお   き　　　　　　　　  えん そう                すがた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        み　　　　　　     みみ        かたむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      こえ          こた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  み   しり しょう がっ  こう　 こう   か　　　　　　　     れき だい　       こうちょう せん せい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　　　あ　　                                             　　　　　だい  がっ しょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しき  てん         さい   ご 　　　　　　　　  ねん せい  だいひょう  じ   どう          あさ   み    ま      り    あ　　　　　         し   みず   み   れい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とう  だん　               み   しり           こ   せん  げん             こえ  たか　　     　　　　せん  げん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しき  てん          よく  じつ　　　　  かい  こう    き   ねん    び　　　　　 がつ            にち　　　　　　　ねん  め　　　　あら　　　　     れき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  し　　　　　　　　　　　　　　　　 き

　熊谷市環境衛生協議会では、毎年、環境に

関する意識の向上を図るため、市内の小学

校5、6年生を対象としたポスター作品展を

開催しています。今年度も、エコライフフェ

ア2023において、表彰式が行われました。

　当日は、今年度の応募作品2,777点の中

から、最優秀賞、優秀賞に選ばれた皆さんが

出席し、表彰式が行われました。

　熊谷の環境を守るためにできることは

何か、作品を鑑賞することで、考えるきっか

けができますね。

八木橋百貨店
カトレアホール５/２０ 土

QRコードを読み取ると、
今年度の最優秀賞、
優秀賞の作品を
見ることができます。
（熊谷市ホームページ）

最優秀賞

 や    ぎ  はし ひゃっか  てん
　     くま  がや   し   かん きょうえい せい きょう  ぎ   かい　　　　　　  まい  とし     かん きょう

 かん　               い   しき          こう じょう        はか　　　　　　　         し   ない        しょう がっ

 こう　            ねん せい         たいしょう                          　　　　　　　　　さく  ひん  てん

 かい  さい　　　　　　　　　　　　　　こん ねん   ど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひょうしょうしき       おこな

　      とう  じつ　          こん  ねん   ど            おう   ぼ   さく  ひん                        てん　      なか

　　　　　　 さい  ゆうしゅうしょう    ゆうしゅうしょう         えら　　　　　        みな

 しゅっせき　　　   ひょうしょうしき       おこな

　      くま  がや          かん きょう        まも

 なに            さく   ひん        かん しょう　　　　　　　　　　　　    かんが

新堀小学校

佐藤　杏 さん

にい ぼりしょうがっこう

  さ  とう　　 あん

さいゆうしゅう
しょう
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●新型コロナウイルス感染症の拡大防止等により、中止となる場合があります。
　　

　　　  しん   がた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   かん   せん  しょう　　　 かく   だい　 ぼう    し　 とう　　　　　　　　　　  ちゅう   し　　　　　　　　　    ば     あい

熊谷市立熊谷図書館
お申し込み・問い合わせ
〒360-0036　埼玉県熊谷市桜木町2-33-2
048-525-4551　　048-525-4552
https://www.kumagayacity.library.ne.jp/

日 時
内 容
対 象
場 所 
申込期間・方法
注意点

7月28日（金） 10：00～11：30
「手作り手品で楽しもう！」
小学生（保護者入場可）
第一講座室（4階）　費 用 無料　定 員 10組
　　7月11日（火）9:00から電話または窓口
持ち物：図書館利用カード

夏休み子ども会

日 時
内 容
対 象
費 用 
申込期間・方法

7月29日（土） 14:20～
「みつばちマーヤの大冒険」 89分
幼児～大人の方　場 所 第一講座室（4階）
無料　定 員 50人
　　申し込みはいりません。始まる時間の5分
前までに4階第一講座室に来てください。

子ども映画会

日 時
内 容
対 象
場 所 
申込期間・方法

8月5日（土） 11:00～
夏休みの特別おはなし会です。
4歳～小学生のひとりで聞ける子ども（保護者入場可）
視聴覚室（2階）　費 用  無料　定 員 無し
　　申し込みはいりません。始まる時間の5分
前までに2F視聴覚室に来てください。

ドロップスのおはなし会

熊谷市立妻沼図書館
お申し込み・問い合わせ
〒360-0202　埼玉県熊谷市妻沼東1-1
048-588-6878　　048-588-6054

日 時
内 容
対 象
費 用  
申込期間・方法
注意点

8月10日（木） 10:00～11：30
ミニ紙芝居づくり
小学生（保護者入場可）　場 所 読書室（1階）
無料　定 員 10組
　　7月26日（水）9:00から電話または窓口
持ち物：クレヨンや色鉛筆、図書館利用カード

夏休み子ども会

日 時
内 容
対 象
場 所 
費 用  
申込期間・方法

7月22日（土） 14:00～
「あらしのよるに 2」 75分
幼児～大人の方
妻沼中央公民館 2階 大会議室
無料　定 員 20組
　　申し込みはいりません。始まる時間の5分
前までに大会議室に来てください。

子ども映画会

熊谷市立江南図書館
お申し込み・問い合わせ
〒360-0107　埼玉県熊谷市千代325-1
048-536-6303　　048-536-6377

日 時
内 容
対 象
場 所
申込期間・方法
注意点

7月28日（金） 10:30～11：30
「マジカルチェーンつくり」
小学生（保護者入場可）
江南公民館研修室A　費 用 無料　定 員 10人
　　7月12日（水）9:00から電話または窓口
持ち物：セロテープ、色鉛筆、クレヨン

夏休み子ども会

日 時
内 容

対 象
場 所
申込期間・方法

7月30日（日） 10:30～
「ムーミン パペット・アニメーション」 30分
「夏目のあずきとぎ」 15分
幼児～大人の方
江南公民館研修室Ａ　費 用 無料　定 員 10人
　　7月12日（水）9:00から電話または窓口

子ども映画会

熊谷市立大里図書館
お申し込み・問い合わせ
〒369-0101　埼玉県熊谷市津田1-1
0493-36-1126　　0493-39-0066

夏休み子ども会
日 時
内 容
対 象
費 用
申込期間・方法
注意点

7月28日（金） 10:30～11：30
「六角返し いろいろなお話を作ってみよう！」
小学生（保護者入場可）　場 所 大里生涯学習センター 集会室
無料　定 員 10人
　　7月11日（火）9:00から電話または窓口
持ち物：色ペン、のり

子ども映画会
日 時
内 容

対 象
費 用
申込期間・方法

8月11日（金・祝） 10:30～
「映画くまのがっこう」（33分）「3匹目のハムスター」
（10分）「げんきげんきノンタン泳ぐの大好き」 （5分）
幼児～大人の方　場 所 大里生涯学習センター 研修室
無料　定 員 なし
　　申し込みはいりません。始まる時間の5分
前までに研修室に来てください。

大麻生自然塾
「カワラナデシコ探検ウォーク」
日 時
内 容

対 象
場 所
費 用 
申込期間・方法

その他

8月19日（土） 10：00～12：30
生きものに詳しいスタッフとともに荒川大麻
生公園を観察しながら歩きます。今回は、河川
敷に残る貴重なナデシコの花を観察します。
小学校高学年～大人（小学生は保護者同伴）
荒川大麻生公園
1人300円　定 員 10名
　　7月3日（月）～8月18日（金）、平日午前9時
から午後5時の間に電話で（要事前申込）
集合・解散：公園自由広場駐車場
持ち物：飲み物、帽子、タオル、長袖・長ズボン、
観察道具（あれば）、虫よけ

わくわく野あそび隊
「竹で水鉄砲をつくろう」
日 時
内 容

対 象
場 所
費 用
申込期間・方法

その他

8月27日（日） 10：00～12：00 AMのみ
荒川大麻生公園の自然を五感をつかって全
身で感じましょう。竹のおもちゃで遊んで、
暑い夏を乗り切ろう！
3歳～小学6年生（保護者同伴）
荒川大麻生公園
1人300円　定 員 30名
　　8月1日（火）～8月25日（金）、平日午前9時
から午後5時の間に電話で（要事前申込）
集合・解散：公園自由広場駐車場
持ち物：飲み物、帽子、タオル、長袖・長ズボン、
着替え、虫よけ

わくわく野あそび隊
「秋の草はらでバッタを見つけよう」
日 時

内 容

対 象
場 所
費 用
申込期間・方法

その他

9月24日（日）
①10：00～12：00、②13：00～15：00
荒川大麻生公園の自然を五感をつかって全
身で感じましょう。バッタを捕まえて見分け
られるようになろう！
3歳～小学6年生（保護者同伴）
荒川大麻生公園
1人300円　定 員 各30名
　　9月1日（金）～9月22日（金）、平日午前9時
から午後5時の間に電話で（要事前申込）
集合・解散：公園自由広場駐車場
持ち物：飲み物、帽子、タオル、長袖・長ズボン、
観察道具（あれば）、虫よけ

荒川大麻生公園（県生態系保護協会）

048-645-0570　　048-647-1500
http://www.eco-saitama.or.jp/activity/shitei/ooaso/index.html

お申し込み・問い合わせ
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町
1-103-1 YKビル5階（指定管理者所在地）

子どもアナウンス講座

熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」

048-525-6000　　048-525-6060
kumapia1@sweet.ocn.ne.jp
https://www.kumapia.jp

お申し込み・問い合わせ
〒360-0811 埼玉県熊谷市原島315

日 時
内 容

8月5日（土） 10：00～12：00
正しい発音、話し方のコミュニケーションが

対 象
場 所
費 用
申込期間・方法

できるようになります。
小学4年～6年生と保護者も出席可
音楽演劇・練習室
600円　定 員 12人
　　7月1日（土）～31日（月）電話または
窓口

子どもかけっこ教室
日 時

内 容

対 象
場 所
定 員 
申込期間・方法

注意点

8月27日（日）
①9：30～10：30 ②11：00～12：00
走りの基本を学びます。速く走りたいとの
思いにコミットします。
①小学1・2年生 ②小学3～6年
アリーナ　費 用 500円
各コース25人
　　7月10日（月）～31日（月）電話または
窓口
先着順

キッズダンス
日 時

内 容

対 象
場 所
費 用
申込期間・方法

注意点

9月30日、10月7・21・28日
①9：00～9：50 ②10：10～11：10
ダンスで楽しい時間を過ごします。
リズム感や集中力が高まります。
①年中・年長と保護者 ②小学 1・2年生
音楽・演劇練習室
2,000円　定 員 各コース12人
　　8月7日（月）～9月2日(土)電話または
窓口
抽選で参加者を決定します。

夏休み映画会
日 時
内 容

対 象
費 用

8月18日（金） 14：00～
上映作品「ぶどう酒びんのふしぎな旅」（アニメ・30
分） 「つるの恩がえし・泣いた赤鬼」（アニメ・44分） 
幼児～一般　場 所 1F 鑑賞室　
 無料　定 員 30名　申込期間・方法 先着順

夏休み映画会
日 時
内 容

対 象
費 用

8月25日（金） 14：00～
上映作品「双子の星」（アニメ・27分）「猫の事務所」（アニメ・
22分）「狼森（おいのもり）とざる森、ぬすと森」（アニメ・19分）
幼児～一般　場 所 1F 鑑賞室　
無料　定 員 30名　申込期間・方法 先着順

夏休み映画会
日 時
内 容

対 象
費 用

8月10日（木） 14：00～
上映作品「おこんじょうるり」（アニメ・25分）「ふしぎ
なくすり」（アニメ・14分） 「水のたね」（アニメ・19分） 
幼児～一般　場 所 1F 鑑賞室　
無料　定 員 30名　申込期間・方法 先着順

おはなし会
日 時
内 容
対 象
場 所 
申込期間・方法

第2、3、4土曜日 14：30～15：00
いろいろなおはなしや絵本を楽しむ会です。
ひとりで聞ける子ども・親子
1F 鑑賞室　費 用 無料
　　申し込みはいりません。始まる時間の5分
前までに1Fこども室に来てください。

埼玉県立熊谷図書館

048-523-6291　　048-523-6468
lib-shicho@pref.saitama.lg.jp
https://www.lib.pref.saitama.jp/

お申し込み・問い合わせ
〒360-0014 埼玉県熊谷市箱田5-6-1

夏休み映画会
日 時
内 容
対 象
場 所 
申込期間・方法

7月28日（金） 14：00～
上映作品「クボ 二本の弦の秘密」（アニメ・103分） 
幼児～一般
1F 鑑賞室　費 用 無料　定 員 30名
　　先着順

夏休み映画会
日 時
内 容

対 象
費 用

8月4日（金） 14：00～
上映作品「大きく育て！アオウミガメ」（30分） 
「絶海の島々」（30分） 
幼児～一般　場 所 1F 鑑賞室
無料　定 員 30名　申込期間・方法 先着順



　いよいよ“あついぞ熊谷！”の夏がやってきました！夏の楽しいイベントに

参加して、暑さに負けないように頑張りましょう！いつでもどこでも、こまめ

に水分をとって熱中症に気をつけましょうね！絶対ですよ！!

神嶋  恵里
かみしま　    え  り

佐々木 匡美

伊藤  直子

菊田 久美子

 さ  さ き　  まさみ

 い とう　   なお こ

きくた　 く み  こ

牧野  叔英

南雲  葉子

湯本 百合子

まきの　    よしえ

なぐも　     ようこ

 ゆもと　ゆ り こ

令和5年7月3日発行　※おたよりをお待ちしています。（ハガキかメールで下記まで）　
〒360-8601　熊谷市宮町二丁目47番地1  熊谷市子どもセンター（熊谷市教育委員会社会教育課内）
☎048－524－1111〈内線394〉　  048－525－9330  eメール　shakaikyoiku@city.kumagaya.lg.jp
この「くまがやキッズ」は、15,000部作成し、印刷経費は、一部12.1円です。

編集後記
へん  しゅう   こう     き
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　みなさんは、「熊谷かるた」の「 け 」はすぐに言えますか？

　正解は、「 け  剣術や　学問教えた　根岸友山」です。

　根岸家は江戸時代の豪農として栄え、幕末期の友山（左）・武香

（右）父子は、自邸内に剣術道場と「三餘堂」という寺子屋を開き、国

学者の寺門静軒を招き、子弟の教育に尽力しました。

　その二人の功績を称える「第17回　友山まつり」が、4月29日（土）に根岸家で開催されまし

た。関東一の大きさを誇る根岸家長屋門内にある『友山・

武香ミュージアム』では、江戸幕末から明治維新にかけて

活躍した二人の足跡と業績が展示されていました。

　当日、根岸家前のイベント会場では「おおさと縁日」が

開催され、中庭では、「忍城おもてなし甲冑隊」のみなさん

による演舞や、「無外流 新撰組」のみなさんによる居合・

剣術などが披露され、来場

者の拍手が響き渡っていま

した。

　友山は長州藩と親交があ

り、江戸藩邸に招かれること

もありました。幕末には浪士

組（後の新撰組）に一時参加

しましたが、途中で分かれ帰

郷し、村政に尽力しました。

　武香は、明治になると第2

代の県会議長として政治の

世界で活躍しました。また、吉見百穴の発掘や『新編武蔵風

土記稿』の出版、自身の収集した書籍類を「冑山文庫」として

国会図書館に寄贈するなど、文化活動にも活躍しました。

〈 「くまがやキッズ」編集部の皆さん 〉

※7名の方が「くまがやキッズ」の取材や編集をしています。

へんしゅうぶ    みな

　めい  かた　　　　　　　　　　　   しゅざい  へんしゅう

情報提供：熊谷市立江南文化財センター

江南中3年　杉田 樹俐さんの演技

根岸友山 根岸武香

第17回 友山まつり
　　　　　　　　　　　　　　　　　 くま がや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  い

　　　 せい かい　　　　　　　　　  けんじゅつ　　　　 がく もん おし　　　　　　　  ね  ぎし ゆう ざん　　

　　　   ね   ぎし   け　　　   え　 ど　 じ　だい　　   ごう のう　　　　　　　  さか　　　　ばく まつ   き　　　 ゆう  ざん　ひだり　　  たけ　か

　　 みぎ　　ふ　 し　　　　   じ  てい ない　　  けんじゅつどうじょう　　　さん　よ  どう　　　　　　　　  てら   こ    や　　　 ひら　　　  こく

　がく  しゃ　　 てらかど せい けん　　　まね　　　　し   てい　　 きょういく　　じんりょく　　　

　　　　　　　   ふた   り　　　 こうせき　　   たた　　　　　　 だい　　　 かい　　  ゆう ざん　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　 にち　　ど　　　　　ね   ぎし  け　　　 かい さい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    かん とう いち　　　おお　　　　　　    ほこ　　　  ね  ぎし   け  なが  や   もん ない　　　　　　　　  ゆう ざん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  たけ  か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 え　 ど  ばく まつ　　　　　めい   じ    い  しん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ やく　　　　  ふた   り　　　そく せき　　 ぎょうせき　　 てん  じ　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　とう じつ　　 ね  ぎし   け  まえ　　　　　　　　　　　　かいじょう　　　　　　　　　　　　　　　 えん にち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい さい　　　　　　なか にわ　　　　　　　 おしじょう　　　　　　　　　　　かっちゅうたい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 えん  ぶ　　　　　    む  がいりゅう  しん せん ぐみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　あい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  けんじゅつ　　　　　　　    ひ   ろう　　　　　　  らいじょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   しゃ　     はく しゅ　　　ひび　　  わた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゆう ざん　　 ちょうしゅうはん　　しん こう　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　 ど  はん てい　　 まね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ばく まつ　　　　　 ろう し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐみ　  のち　　  しん せん ぐみ　　　　いち   じ  さん   か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とちゅう　　　わ　　　　　  き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  きょう　　　そん せい　　 じんりょく　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　たけ   か　　　　 めい   じ　　　　　　　　　　だい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だい　　  けん かい   ぎ  ちょう　　　　　　  せい   じ　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せ   かい　　 かつ やく　　　　　　　　　　 　　　　　   よし  み ひゃくあな　    はっ くつ　　　  しん ぺん む   さし  ふ  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ど　 き  こう　　　 しゅっぱん　 じ  しん　   しゅうしゅう　          しょ せきるい　　　かぶとやまぶん  こ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　こっかい   と  しょかん　　　き  ぞう　　　　　  　　　　   ぶん  か  かつ どう              かつ やく

ね  ぎしゆうざん

こうなんちゅう  ねん　　すぎ た　 じゅり　　　　　　 えん ぎ

ね  ぎしたけ か

友山・武香ミュージアム内展示風景

市指定有形文化財「根岸家長屋門」

ゆうざん たけ  か　　　　　　　　　　  ないてん じ ふうけい

  し  し ていゆうけいぶんか ざい    ね ぎし け  なが や もん
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  くま  がや　　　　　　 なつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   なつ　　   たの

   さん   か　　　　　　  あつ　　　　　   ま　　　　　　　　　　　　　　　　がん　ば

　　　 すい ぶん　　　　　　　　　 ねっちゅうしょう　　  き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ぜっ たい

だい　　　　　　　　かい　　　　　 ゆう　　   ざん
がつ　　　　 にち　　  ど　　　　　　ね　 ぎし　 け　 なが　 や   もん

4月29日（土）　根岸家長屋門
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