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広
報
も
ろ
や
ま
平
成
31
年
２
月
号
よ

り
、
５
回
に
わ
た
っ
て
「
鎌
倉
街
道
」
の

特
集
を
掲
載
し
て
き
ま
し
た
。

　

最
終
回
の
今
回
は
、
貴
重
な
歴
史
遺
産

で
あ
る
「
鎌
倉
街
道
」
と
周
辺
の
豊
富
な

文
化
財
、
豊
か
な
自
然
に
対
し
て
ど
の
よ

う
に
目
を
向
け
、
未
来
に
伝
え
て
い
け
ば

良
い
の
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
鎌
倉
街
道
」
と
「
古
墳
の
森
」

～
歴
史
遺
産
と
自
然
と
の
調
和

　

歴
史
民
俗
資
料
館
西
側
の
「
鎌
倉
街

道
」
が
通
る
森
の
な
か
に
は
、
川
角
古
墳

群
を
構
成
す
る
小
さ
な
古
墳
が
た
く
さ
ん

あ
り
、
歴
史
遺
産
と
自
然
が
よ
く
調
和
し

て
い
ま
す
。
身
近
な
文
化
財
、
歴
史
を
肌

で
感
じ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
新

緑
の
美
し
さ
、
夏
は
木
々
に
囲
ま
れ
た
街

道
を
涼
風
が
抜
け
、
秋
に
は
紅
葉
と
季
節

ご
と
に
姿
を
変
え
る
「
古
墳
の
森
」
を
堪た
ん

能の
う

で
き
ま
す
。

　

美
し
い
「
古
墳
の
森
」
の
景
観
は
、
平

成
15
年
度
か
ら
地
権
者
の
方
々
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
の
協
力
に
よ
り
続
い
て

い
る
除
草
・
清
掃
作
業
に
よ
る
も
の
で
す
。

一
年
を
通
じ
て
散さ
ん
さ
く策

が
楽
し
め
る
環
境
が

あ
る
の
は
、
多
く
の
人
が
携
わ
っ
た
結
果

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

～
魅
力
を
伝
え
る
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　

毛
呂
山
町
の
「
鎌
倉
街
道
」
は
、
埼
玉

県
内
屈く
っ
し指

の
保
存
状
態
を
誇
り
、
か
つ
て  　

「
苦に
が
ば
や
し
の

林
野
」
と
呼
ば
れ
た
こ
の
一
帯
は
、
室

町
時
代
の
歴
史
書
『
太
平
記
』
に
も
記
さ

れ
た
合
戦
の
舞
台
で
あ
り
、
歴
史
遺
産
の

宝
庫
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
街
道
と
越お
っ
ぺ辺

川が
わ

が
交
わ
る
こ
の
場
所
に
、
苦
林
宿
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
古
代
か
ら
江
戸

時
代
ま
で
様
々
な
文
化
財
が
集
ま
り
、
さ

な
が
ら
時
空
を
超
え
「
歴
史
の
交
差
点
」

の
よ
う
な
空
間
で
す
。

　
「
鎌
倉
街
道
」
と
「
古
墳
の
森
」
を
100

年
先
、
未
来
へ
伝
え
て
い
く
の
は
、
文
化

財
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
歴
史
遺
産
を

守
る
景
観
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ほ
か
、歴
史
・

文
化
と
自
然
に
親
し
む
こ
と
で
生
ま
れ
る

人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
す
。

　
「
鎌
倉
街
道
」
と
同
じ
「
歴
史
の
道
百

選
」
に
選
ば
れ
、
後
に
世
界
遺
産
に
な
っ

た
「
熊く
ま
の
こ
ど
う

野
古
道
」
の
魅
力
を
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
も
熊
野
古
道
を
愛
し
て
や
ま

な
い
人
の
力
と
い
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
「
鎌
倉
街
道
」
と
「
古
墳
の

森
」
で
生
ま
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
、
や

が
て
郷
土
愛
に
満
ち
溢あ
ふ

れ
、
魅
力
を
伝
え

て
く
れ
る
子
ど
も
た
ち
＝
「
ジ
ュ
ニ
ア
ガ

イ
ド
」を
育
て
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

特徴的な「鎌倉街道」の景観を守る除草・清掃作業

「古道を楽しむ会」による鎌倉街道散策中世の面影を残す毛呂山町の「鎌倉街道」と自然豊かな林

　
「
古
道
を
楽
し
む
会
」
の
よ
う
な
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
も
、
散
策
事
業
を
通

じ
て
「
歴
史
遺
産
と
自
然
と
の
調
和
」
の

大
切
さ
を
伝
え
て
く
れ
ま
し
た
。

「
鎌
倉
街
道
」
と
「
古
墳
の
森
」
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こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

久
根
下
遺
跡
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
古
墳
群
で
あ
る
西
戸

古
墳
群
の
２
号
墳
の
石せ
き
し
つ室

（
死
者
を
埋
葬
し
た
古
墳
の

中
心
部
）
か
ら
は
、
須
恵
器
の
長ち
ょ
う
け
い
こ

頸
壺
と
よ
ば
れ
る
、

ク
ビ
の
長
い
壺つ
ぼ

が
出
土
し
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
な
か
た

ち
の
壺
は
、
西
戸
古
墳
群
か
ら
南
へ
約
１
キ
ロ
離
れ
た

位
置
に
あ
る
鎌か
ま
く
ら
ど
う

倉
道
遺
跡
（
大
字
市
場
）
で
発
掘
さ
れ

た
古
墳
の
石
室
か
ら
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら

は
、
８
世
紀
の
初
頭
ま
で
下
る
壺
で
し
た
。
こ
れ
ら
の

壺
は
、
古
墳
の
副ふ
く
そ
う
ひ
ん

葬
品
に
ふ
さ
わ
し
い
器
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
。

　

土
師
器
も
須
恵
器
も
、
時
代
と
と
も
に
移
り
変
わ
り

な
が
ら
、
奈
良
・
平
安
時
代
ま
で
使
わ
れ
ま
し
た
が
、

時
代
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
、
集
落
遺
跡
で
も
須
恵
器

が
日
常
の
食
器
な
ど
に
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。

　

歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
た
だ
今
開
催
中
の
企
画
展

の
な
か
で
古
墳
時
代
の
土
師
器
や
須
恵
器
を
展
示
し
て

い
ま
す
。
古
代
の
器
の
文
化
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

相談種類 日にち 時間 相談場所 申込み・問合せ

法律相談
弁護士 1/14(火)、1/27(月)

2/12(水)、2/25(火) 13:30 ～ 16:00 役場会議室　 役場総務課ｔ 313（要予約）

行政書士 1/15（水）、2/19（水） 10:00 ～ 15:00 役場会議室 役場総務課ｔ 313
人権・行政相談 1/9(木)、2/13(木) 13:30 ～ 16:00 役場会議室 役場総務課ｔ 313

成人健康相談
1/20（月）  9:00 ～ 12:00 保健センター

保健センターｔ 049（294）5511
2/6（木）  9:30 ～ 11:30 役場町民ホール

電話健康相談 平日 9:00 ～ 17:00 保健センターｔ 049（294）5511
育児ほっと相談室 1/7(火)、2/3(月) 10:00 ～ 11:45 保健センターｔ 049（294）5511

もの忘れ相談会 毎月第3木曜日 10:00 ～ 12:00 中央公民館 地域包括支援センター
ｔ 049（295）2112 126

子育て相談
なんでも話してみよう

1/10（金）、2/14（金）
10:00 ～ 11:00

役場相談室 子育て支援センター
ｔ 049（294）48201/24（金）、2/28（金） 子育て支援センター

教育相談 平日 10:00 ～ 16:30 教育センターｔ 049（295）2525（電話相談可）
心配ごと相談 毎週水曜日 10:00 ～ 12:00 社会福祉協議会（ウィズもろやま内）ｔ049（295）3111
消費生活相談 毎週火曜日 10:00 ～ 15:00 役場相談室 役場産業振興課ｔ 214
生活困窮者自立相談
※生活保護受給者以外 平日 8:30 ～ 17:00 アスポート相談支援センター埼玉西部毛呂山出張所

（ウィズもろやま内）ｔ 080-2274-1445

  

古
こふん

墳時代の器
うつわ

土
は じ き

師器と須
す え き

恵器

歴史散歩
第308回

　

古
墳
時
代
は
、
大
阪
府
の
大だ

い
せ
ん山
古
墳
（
仁

に
ん
と
く
て
ん
の
う
り
ょ
う

徳
天
皇
陵

古
墳
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
王
や
地
方
豪
族
を

は
じ
め
と
す
る
有
力
者
の
大
き
な
お
墓
で
あ
る
古
墳
が

造
ら
れ
た
時
代
で
、
３
世
紀
代
に
は
じ
ま
り
、
７
世
紀

末
か
ら
８
世
紀
初
頭
ご
ろ
ま
で
続
き
ま
し
た
。

　

毛
呂
山
町
の
古
墳
時
代
の
遺い
せ
き跡

は
、
集
落
遺
跡
と
古

墳
（
群
）
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
集
落
遺
跡
を
発
掘
調
査

す
る
と
、
竪た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ
あ
と

穴
住
居
跡
な
ど
か
ら
お
も
に
「
土
師
器
」

と
い
う
器
が
出し
ゅ
つ
ど土

し
ま
す
。
土
師
器
は
弥や

よ
い
ど
き

生
土
器
の
流

れ
を
く
む
も
の
で
、
野
焼
き
で
焼
か
れ
た
茶
褐
色
の
や

や
軟
質
の
土
器
で
す
。
７
世
紀
初
頭
前
後
の
ム
ラ
の
跡

で
あ
る
久く
ね
し
た

根
下
遺
跡
（
大
字
西さ

い
ど戸
）
の
竪
穴
住
居
跡
か

ら
は
、
煮に

た炊
き
や
食
器
に
使
わ
れ
た
様
ざ
ま
な
土
師
器

が
出
土
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
越お
っ
ぺ
が
わ

辺
川
流
域
を
中
心
に
分
布
す
る
古
墳
か
ら

は
、
土
師
器
と
と
も
に
「
須
恵
器
」
と
い
う
器
が
出
土

し
ま
す
。
須
恵
器
は
、古
墳
時
代
中
期（
５
世
紀
）以
降
、

朝
鮮
半
島
か
ら
製
作
技
術
が
伝
わ
り
生
産
が
は
じ
ま
り

ま
し
た
。
窯か
ま

を
使
っ
て
高
温
で
焼
か
れ
た
青

せ
い
か
い
し
ょ
く

灰
色
の
硬

質
の
土
器
で
す
。
毛
呂
山
町
に
近
い
比ひ

き企
地
域
で
は
、

西
暦
６
０
０
年
前
後
に
は
須
恵
器
生
産
が
は
じ
ま
っ
た

町の無料相談

古墳時代の土師器と須恵器
左５点：住居跡出土の土師器
右２点：古墳出土の須恵器
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