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川越城本丸御殿

も
︑
素
晴
ら
し
い
日
本
の
都
市
と
し
て
広

く
知
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
︒

　

ま
た
︑
川
越
は
昔
か
ら
教
育
面
に
も
注

力
し
て
き
た
ま
ち
で
も
あ
り
ま
す
︒
古
く

は
江
戸
時
代
︑
松
平
大
和
守
家
が
設
け
た

博は
く

喩ゆ

堂ど
う

︵
講
学
所
︒
藩
士
の
教
育
機
関
︶

な
ど
と
い
っ
た
藩
校
の
歴
史
が
あ
り
︑
ま

た
明
治
5
年
の
学
制
発
布
と
ほ
ぼ
同
時
期

に
︑
旧
市
街
地
は
も
ち
ろ
ん
昭
和
30
年
の

合
併
で
加
わ
っ
た
農
村
地
域
に
も
き
ち
ん

と
学
校
が
で
き
︑
教
育
の
場
が
整
備
さ
れ

た
こ
と
に
鑑
み
る
と
︑
こ
の
地
域
の
皆
様

が
い
か
に
教
育
に
熱
心
だ
っ
た
か
と
い
う

こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
︒
今
で
も
川
越

を
出
身
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍

さ
れ
て
い
る
方
が
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ

と
が
︑
そ
の
成
果
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま

市
制
1
0
0
周
年
を
機
に

大
き
な
発
展
を
遂
げ
る

川
越
の
歴
史
を
振
り
返
る

　

大
正
11
年
12
月
1
日
︑
川
越
市
は
︑
埼

玉
県
で
初
の
市
制
を
施
行
し
ま
し
た
︒
令

和
4
年
は
川
越
市
市
制
施
行
1
0
0
周
年

の
節
目
と
な
り
ま
す
︒

　

川
越
は
︑
古
く
歴
史
を
訪
ね
れ
ば
︑
江

戸
初
期
に
城
下
町
と
し
て
整
備
さ
れ
︑
主

に
商
業
を
中
心
に
発
展
を
遂
げ
て
き
た
地

域
で
す
︒
特
に
江
戸
中
期
か
ら
明
治
︑
大

正
に
か
け
て
川
越
は
広
い
分
野
で
大
い
に

繁
栄
し
て
き
ま
し
た
︒
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
は
︑
埼
玉
県
全
体
が
工
業
や
商
業
で

栄
え
つ
つ
あ
る
中
で
︑
川
越
は
さ
ら
に
観

光
が
大
き
な
産
業
の
一
つ
に
な
っ
て
き
た

と
い
う
変
遷
が
あ
り
ま
す
︒
現
在
の
川
越

が
観
光
の
面
に
お
い
て
も
大
い
に
発
展
を

遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
先
人
た
ち

が
蔵
造
り
の
町
並
み
や
お
祭
り
の
文
化
な

ど
を
し
っ
か
り
と
後
世
に
継
承
し
︑
そ
れ

を
維
持
し
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
感
じ
ま
す
︒
川
越
で
は

こ
の
よ
う
に
守
り
語
り
継
が
れ
て
き
た
地

域
の
歴
史
や
文
化
が
大
き
な
観
光
資
源
と

な
り
︑
今
で
は
日
本
だ
け
で
な
く
海
外
に

せ
ん
︒

　

さ
ら
に
︑
川
越
に
は
歴
史
の
長
い
企
業

が
多
い
こ
と
も
特
徴
で
す
︒
関
東
地
域
の

産
業
を
昔
か
ら
担
っ
て
き
た
川
越
商
人
の

気
質
が
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
︑

一
方
で
は
新
し
い
時
代
へ
挑
戦
し
て
い
く

勇
気
を
持
ち
︑
地
元
川
越
を
基
盤
に
し
っ

か
り
腰
を
据
え
未
来
を
見
て
い
る
か
ら
こ

そ
︑
長
く
続
く
企
業
が
多
い
と
考
え
ら
れ

ま
す
︒

古
い
こ
と
こ
そ
、新
し
い
。

ま
ち
の
魅
力
を
再
発
見
し
、

更
な
る
発
展
を
遂
げ
る

　

私
は
川
越
の
松
郷
で
生
ま
れ
育
ち
ま
し

た
︒
思
い
出
の
あ
る
場
所
と
い
え
ば
︑
一

つ
は
川
越
城
富
士
見
櫓
跡
︵
御
嶽
神
社
︶

周
辺
で
す
︒
子
ど
も
の
頃
は
こ
こ
の
前
を

通
っ
て
小
学
校
へ
通
っ
て
い
ま
し
た
︒
こ

の
辺
り
の
小
径
は
旧
市
街
の
中
で
は
珍
し

く
︑
い
ま
だ
に
城
跡
の
雰
囲
気
が
残
っ
て

い
る
場
所
で
す
︒
そ
の
光
景
は
65
年
前
と

全
く
変
わ
っ
て
お
ら
ず
︑
大
変
気
に
入
っ

て
い
る
場
所
の
一
つ
で
す
︒
ま
た
近
所
の

伊
佐
沼
に
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
魚
釣
り
な

ど
を
し
に
︑
よ
く
遊
び
に
行
っ
て
い
ま
し

た
︒
今
で
も
散
歩
の
時
に
伊
佐
沼
を
一
周

し
て
は
︑
季
節
を
感
じ
る
こ
と
が
私
の
楽

し
み
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

　

そ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
︑
川

越
の
み
な
ら
ず
関
東
を
代
表
す
る
﹁
川
越

ま
つ
り
﹂
で
す
︒
私
が
育
っ
た
地
域
は
山

車
を
保
有
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑

お
祭
り
は
︑
正
月
と
並
ん
で
子
ど
も
に
と

っ
て
大
変
楽
し
み
な
行
事
で
あ
り
ま
し
た
︒

受
け
継
が
れ
て
き
た
祭
礼
か
ら
成
る
絢
爛

豪
華
な
山
車
と
迫
力
の
あ
る
曳
っ
か
わ
せ
︑

こ
の
祭
り
に
か
か
わ
る
人
々
の
情
熱
や
心

意
気
は
昔
か
ら
変
わ
ら
ず
︑
今
の
時
代
に

も
い
に
し
え
の
人
々
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ

ま
す
︒

　

こ
の
よ
う
に
川
越
は
多
く
の
歴
史
や
文

化
が
息
づ
い
て
い
る
ま
ち
と
し
て
の
特
徴

を
生
か
し
な
が
ら
︑
魅
力
溢
れ
る
観
光
地

と
し
て
さ
ら
に
発
展
を
遂
げ
て
い
く
こ
と

で
し
ょ
う
︒

　

私
は
︑
川
越
の
ま
ち
を
発
展
さ
せ
る
と

と
も
に
︑
こ
の
地
域
に
住
ま
い
暮
ら
し
て

い
く
市
民
の
皆
様
の
た
め
に
︑
よ
り
落
ち

着
き
の
あ
る
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

こ
の
ま
ち
に
誇
り
を
持
ち
︑
市
民
の
皆
様

に
ず
っ
と
住
み
続
け
て
い
た
だ
け
る
よ
う
︑

ま
た
︑
こ
れ
か
ら
川
越
に
来
て
い
た
だ
く

多
く
の
人
に
と
っ
て
も
住
ん
で
み
た
い
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
ま
ち
に
す
る
こ
と
が
︑

私
の
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
で
す
︒

先
人
に
思
い
を
馳
せ
、

こ
れ
か
ら
の
1
0
0
年
を

ま
た
、歩
み
出
す

　

1
0
0
周
年
は
一
つ
の
大
き
な
区
切
り

で
す
︒
こ
れ
を
一
つ
の
機
会
と
し
て
︑
今

ま
で
川
越
を
育
て
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
先

人
に
思
い
を
馳
せ
︑
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の

1
0
0
年
に
向
け
て
盛
大
に
祝
い
た
い
と

考
え
︑
今
年
は
様
々
な
1
0
0
周
年
記
念

事
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
︒
主
に
川
越
に

お
け
る
先
人
の
こ
と
︑
歴
史
︑
文
化
に
つ

い
て
︑
市
民
の
皆
様
に
も
う
一
度
再
認
識

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
意
図
で
講
演

会
な
ど
を
行
い
︑
そ
し
て
12
月
1
日
の
式

典
で
締
め
く
く
り
ま
し
た
︒
こ
う
し
た
川

越
市
の
1
0
0
周
年
記
念
事
業
が
︑
市
民

の
皆
様
に
と
っ
て
︑
川
越
市
の
魅
力
の
再

発
見
と
な
り
︑
さ
ら
に
愛
着
を
深
め
る
機

会
と
な
り
ま
し
た
な
ら
ば
幸
い
で
す
︒

　

次
の
百
年
に
向
け
て
市
民
の
皆
様
と
と

も
に
歩
み
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
︒

さ
あ
︑次
の
百
年
へ
︒

時
を
超
え
て
繋
が
る

未
来
へ
の
ま
ち
づ
く
り川合善明

川越市長
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Special Interview

100
th anniversary

t a k a n a s h i  
Y U H E IR I N A

m i y o s h i
AYA K A

o k i
N O B U O

生
ま
れ
た
ま
ち
を
、

誇
り
に
思
う

住
む
人
の
や
さ
し
さ
が

感
じ
ら
れ
る
ま
ち

i c h i m u r a
M A S A C H I K A

音
楽
で
、

故
郷
に
貢
献
し
た
い

こ
の
ま
ち
が
、

俳
優
人
生
の
原
点

野
球
を
通
じ
、

思
い
出
あ
ふ
れ
る
川
越

k a n n o
Y U G O

川
越
ま
つ
り
の
思
い
出
は
、

父
の
肩
車

h a n a m i y a
S A R A

川
越
の
ま
ち
が
愛
さ
れ
、

長
く
続
い
て
い
き
ま
す
よ
う
に

2
0
2
2
年
に
市
制
施
行
1
0
0
年
を
迎
え
た
川
越
市
︒

長
い
歴
史
の
中
で
︑
日
本
だ
け
で
な
く

世
界
で
も
活
躍
す
る
人
々
を
輩
出
し
て
き
ま
し
た
︒

こ
の
記
念
す
べ
き
1
0
0
周
年
に
際
し
︑
様
々
な
分
野
で
活
躍
す
る
方
々
に

お
祝
い
の
言
葉
と
故
郷
への
想
い
を
伺
い
ま
し
た
︒

お
め
で
と
う
︑
川
越
市

川
越
市
市
制
施
行
1
0
0
周
年

Ⓒ宝塚歌劇団
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三
吉 

彩
花

2022年、小江戸川越大使になった、
俳優の三吉彩花さん。

小さい頃から親しんだ川越のまちを、
川越唐桟を纏った三吉さんが訪ねます。

三吉さんの深い川越愛についても、
語っていただきました。

m i y o s h i  A Y A K A

旧山崎家別邸（松江町）

俳優・モデル
雑誌「Seventeen（セブンティーン）」
のトップモデルとして人気を誇り、“女
子高生のカリスマ ” とも呼ばれた。
2017年惜しまれながら同誌を卒業し、
その後、雑誌「25ans Wedding」のカ
バーガールを2021年まで務めた。女優
としても、2019年「ダンスウィズミー」、
2020年「犬鳴村」、「Daughters」、「十二
単衣を着た悪魔」に出演。2021年には
初舞台「PROM」でミュージカルにも
挑戦。同年秋には、自身が初監督をつ
とめた作品も含まれる「MIRRORLIAR 
FILMS Season1」が公開、こちらは北
京国際映画祭でも上映された。2022年
12月には、Netflixオリジナルシリーズ

「今際の国のアリスSeason2」が全世
界で配信。

p
r

o
f

i
l

e
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大
人
に
な
っ
て
か
ら
見
る

故
郷
の
景
色
は
、

見
慣
れ
た
場
所
の
は
ず
な
の
に
、

ち
ょ
っ
と
だ
け
心
が
震
え
る

ず
っ
と
、
ず
っ
と
、

昔
の
こ
と
。

だ
け
ど
、
い
つ
も
私
の
隣
に
あ
っ
た

大
切
な
地
域
の
記
憶

蓮馨寺境内（連雀町）

五百羅漢（小仙波町）

川越氷川神社本殿（宮下町）
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ゆ
っ
た
り
、
と
か
、

の
ん
び
り
、
と
か
。

こ
の
ま
ち
に
生
ま
れ
て
、

本
当
に
よ
か
っ
た

川越水上公園（池辺）

伊佐沼
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い
つ
も
友
達
と
一
緒
！

よ
く
ク
レ
ア
モ
ー
ル
で
遊
ん
で
い
ま
し
た

俳
優
、
モ
デ
ル
と
し
て
国
内
外
で
活
躍
の
場
を
広
げ
る

三
吉
彩
花
さ
ん
は
「
川
越
の
こ
と
に
つ
い
て

話
し
た
ら
、
時
間
が
足
り
な
く
な
る
か
も
！
」

と
宣
言
す
る
ほ
ど
の
川
越
好
き
。

撮
影
時
の
き
り
り
と
し
た
表
情
か
ら
一
変
、

溢
れ
ん
ば
か
り
の
川
越
愛
を

柔
ら
か
な
表
情
で
い
っ
ぱ
い
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

Interview
m i y o s h i

A Y A K A

「川越のことになると話が
尽きない！」と三吉さん

マイボトルに持ち歩くほどコーヒー好きだそう

―
―
改
め
ま
し
て
、
撮
影
お
疲
れ
さ
ま

で
し
た
。
川
越
は
久
し
ぶ
り
に
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
か
？

　

い
え
︑
実
は
数
日
前
に
も
個
人
的
な

用
事
が
あ
っ
て
︑
ユ
ー
プ
レ
イ
ス
に
行

っ
て
い
ま
し
た
！　

電
車
に
乗
っ
て
き

た
の
で
す
が
︑
駅
前
も
子
ど
も
の
頃
か

ら
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
い
て
︑
帰
る
た
び

に
び
っ
く
り
し
て
い
ま
す
︒

―
―
電
車
に
も
乗
ら
れ
る
の
で
す
ね
。

　

普
通
に
乗
り
ま
す
よ
！　

新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
が
蔓
延
し
始
め
た
頃
は
︑

父
に
東
京
ま
で
迎
え
に
き
て
も
ら
っ
た

り
し
て
ま
し
た
け
ど
︵
笑
︶︑
最
近
は

も
う
電
車
移
動
で
︒
東
京
か
ら
川
越
︑

こ
れ
も
ま
た
す
ぐ
に
来
ら
れ
て
便
利
な

ん
で
す
よ
ね
︒
西
武
新
宿
線
︑
東
武
東

上
線
︑
Ｊ
Ｒ
と
三
つ
の
路
線
が
あ
っ
て
︑

ア
ク
セ
ス
し
や
す
く
て
︒

―
―
中
学
校
ま
で
川
越
で
過
ご
し
て
い

た
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
頃
の
思
い

出
の
場
所
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

仲
の
良
い
友
達
と
︑
ク
レ
ア
モ
ー
ル

で
よ
く
遊
ん
で
い
ま
し
た
ね
︒
ゲ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
で
プ
リ
ク
ラ
を
撮
っ
た
り
︑

お
買
い
物
を
し
た
り
︑
ド
ー
ナ
ツ
食
べ

た
り
︒
菓
子
屋
横
丁
に
も
駄
菓
子
を
買

い
に
よ
く
行
っ
て
い
ま
し
た
︒
今
で
も

た
ま
に
お
漬
物
を
買
い
に
行
き
ま
す
よ
︒

長
い
麩
菓
子
を
初
め
て
見
た
と
き
は
び

っ
く
り
し
ま
し
た
︵
笑
︶︒
そ
れ
か
ら

今
日
撮
影
し
た
川
越
水
上
公
園
︒
こ
こ

は
週
末
に
行
わ
れ
る
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
に
母
が
ブ
ー
ス
を
出
し
て
い
て
︑
私

も
よ
く
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
︒
店
番
し

た
り
︑
他
の
ブ
ー
ス
を
眺
め
た
り
︒
広

く
て
気
持
ち
が
良
く
て
︑
街
中
と
は
違

っ
た
自
然
い
っ
ぱ
い
の
雰
囲
気
が
大
好

き
な
公
園
で
す
︒
鯉
に
餌
を
あ
げ
た
り

も
し
て
い
た
な
あ
︒

―
―
今
で
も
よ
く
川
越
に
い
ら
っ
し
ゃ

っ
て
る
ん
で
す
か
？

　

は
い
︑
年
に
10
回
以
上
は
戻
っ
て
き

て
い
ま
す
ね
︒
実
家
が
近
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
︑
法
事
が
あ
れ
ば
帰
っ
て
き

て
家
族
と
過
ご
し
た
り
︑
お
正
月
に
は

毎
年
必
ず
喜
多
院
さ
ん
に
初
詣
に
行
っ

て
い
ま
す
し
︒

　

今
で
も
昔
か
ら
の
友
達
と
会
う
の
は
︑

川
越
が
多
い
で
す
︒
み
ん
な
で
ご
飯
を

食
べ
に
行
っ
た
り
︑
一
番
街
を
歩
い
て
︑

買
い
物
し
た
り
し
て
ま
す
よ
！

―
―
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
か
！　

ち
な

み
に
商
店
街
で
は
何
を
お
買
い
求
め
に

な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
︑
お
料
理
を
す
る
の
が
す
ご
く
好

き
で
︒
特
に
和
食
を
家
で
よ
く
作
っ
て

い
る
の
で
︑
好
み
の
器
を
探
し
に
や
ま

わ
さ
ん
に
行
っ
た
り
︑
包
丁
を
見
に
ま

ち
か
ん
さ
ん
に
行
っ
た
り
︒
乾
物
を
買

い
に
行
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
︒
子
ど

も
の
頃
と
は
違
う
買
い
物
を
す
る
よ
う

に
な
っ
て
︑
川
越
の
ま
ち
っ
て
本
当
に

い
い
も
の
が
揃
っ
て
い
る
な
あ
︑
と
実

感
し
て
い
ま
す
︒
専
門
店
が
あ
る
っ
て

い
う
と
こ
ろ
が
大
事
だ
な
︑
と
思
う
ん

で
す
︒
も
ち
ろ
ん
︑
食
べ
る
こ
と
が
大

好
き
な
の
で
︑
芋
羊
羹
と
か
甘
い
も
の

も
し
っ
か
り
い
た
だ
い
て
い
る
ん
で
す

け
れ
ど
︵
笑
︶︒
今
は
観
光
地
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
︑
グ
ル
メ
や
ス
イ
ー
ツ
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大
切
な
故
郷
。

私
、
川
越
が
大
好
き
な
ん
で
す

おなじみの水上公園で鳩と見つめ合う

初詣は毎年、喜多院。
「今年も来ていました！」

も
と
て
も
充
実
し
て
い
ま
す
よ
ね
︒
来

る
た
び
に
発
見
が
あ
っ
て
︑
ワ
ク
ワ
ク

し
ち
ゃ
い
ま
す
よ
ね
！
﹁
イ
ン
ス
タ
映

え
す
る
な
あ
﹂
と
思
い
な
が
ら
歩
い
て

い
ま
す
︒

―
―
今
年
は
川
越
ま
つ
り
も
開
催
と
な

り
ま
す
が
、
お
祭
り
の
思
い
出
は
い
か

が
で
す
か
？

　

山
車
の
あ
る
町
内
で
は
な
か
っ
た
の

で
す
が
︑
小
さ
い
頃
は
両
親
と
︑
少
し

大
き
く
な
っ
て
か
ら
は
友
達
と
一
緒
に

観
に
行
っ
て
い
ま
し
た
︒
屋
台
も
た
く

さ
ん
あ
っ
て
︑
と
て
も
ワ
ク
ワ
ク
し
て

い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
︒
広
い
範
囲

で
通
行
止
め
に
な
っ
て
︑
と
に
か
く
ま

ち
の
熱
気
と
お
囃
子
︑
み
ん
な
の
掛
け

声
が
す
ご
く
て
︑
動
け
な
い
ほ
ど
の
人

だ
か
り
︒
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
る

っ
て
す
ご
い
こ
と
だ
な
あ
︑
と
思
っ
て

い
ま
す
︒
や
っ
ぱ
り
こ
の
ま
ち
に
と
っ

て
︑
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
特
別

な
日
な
ん
だ
な
︑
と
い
う
の
を
感
じ
ま

す
︒
今
年
し
ば
ら
く
ぶ
り
に
開
催
と
い

う
こ
と
で
︑
ま
ち
も
盛
り
上
が
り
そ
う

で
す
ね
︒
ま
た
観
に
行
き
た
い
な
あ
︒

―
―
三
吉
さ
ん
が
川
越
出
身
だ
と
い
う

こ
と
で
、
お
仕
事
の
と
き
に
も
川
越
の

こ
と
が
話
題
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
か
。

　

そ
う
な
ん
で
す
︒
テ
レ
ビ
番
組
で
も

川
越
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
︑
最

近
は
﹁
ど
ん
な
ま
ち
な
の
？
﹂
と
よ
く

聞
か
れ
ま
す
︒
地
元
が
好
き
過
ぎ
る
の

で
︑
勝
手
に
Ｐ
Ｒ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
け
れ
ど
︵
笑
︶︒

　

ち
な
み
に
私
の
出
身
地
が
川
越
だ
っ

て
知
ら
な
い
人
も
ま
だ
ま
だ
多
い
の
で

す
が
︑
通
っ
て
い
た
名
細
中
学
校
の
名

前
だ
け
知
っ
て
い
る
フ
ァ
ン
の
方
も
い

て
︒
で
も
﹁
な
ぐ
わ
し
﹂
っ
て
読
め
な

い
人
に
は
読
み
方
か
ら
し
っ
か
り
お
伝

え
し
て
い
ま
す
︵
笑
︶︒﹁
な
ぼ
そ
﹂
じ

ゃ
な
い
よ
！　

っ
て
︒

―
―
川
越
愛
が
溢
れ
て
い
ま
す
ね
！

三
吉
さ
ん
自
身
の
川
越
へ
の
想
い
、
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

新
し
い
お
店
や
ス
ポ
ッ
ト
が
で
き
て

い
る
一
方
で
︑
私
が
小
さ
い
頃
か
ら
知

っ
て
い
る
神
社
や
お
寺
︑
蔵
の
ま
ち
も

残
っ
て
い
て
︑
す
ご
く
う
れ
し
い
気
持

ち
に
な
り
ま
す
︒
外
国
の
方
と
お
仕
事

す
る
と
き
に
︑
古
い
も
の
を
大
切
に
し

Interview
miyoshi AYAKA

伊佐沼のほとりで。
「空が広くて気持ちいい！」

て
い
る
ま
ち
だ
と
い
う
こ
と
を
説
明
す

る
と
︑
と
て
も
喜
ん
で
く
だ
さ
る
ん
で

す
︒
実
際
に
﹁
行
っ
て
き
た
よ
︑
と
て

も
素
敵
な
ま
ち
だ
っ
た
！
﹂﹁
川
越
︑

本
当
に
い
い
よ
ね
﹂
と
い
う
声
を
聞
く

と
︑
と
て
も
誇
ら
し
い
気
持
ち
に
な
り

ま
す
︒
町
並
み
も
建
物
も
︑
維
持
し
て

い
く
の
は
大
変
な
ん
だ
ろ
う
な
︑
と
思

　

川
越
で
は
︑
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
何
か

一
つ
買
い
物
す
る
と
き
に
も
︑
お
店
の

人
た
ち
が
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
︒

こ
だ
わ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
ち
ゃ
ん

と
商
品
の
説
明
し
て
く
だ
さ
る
の
が
買

い
物
の
魅
力
で
す
よ
ね
︒
昔
か
ら
感
じ

て
い
ま
し
た
が
︑
人
の
優
し
さ
が
し
っ

か
り
感
じ
ら
れ
る
の
っ
て
︑
川
越
の
良

い
と
こ
ろ
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
︒

―
―
川
越
市
は
さ
ら
に
次
の
１
０
０
年

へ
向
け
て
歩
ん
で
い
き
ま
す
が
、
三
吉

さ
ん
の
こ
れ
か
ら
の
目
標
や
夢
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　

今
︑
俳
優
や
モ
デ
ル
な
ど
様
々
な
ジ

ャ
ン
ル
の
お
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
︒
い
つ
も
何
か
に
挑
戦
し
て

い
た
い
な
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
︑

特
に
今
後
は
ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
活

動
を
展
開
し
て
い
き
た
い
な
と
考
え
て

い
ま
す
︒
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
こ

と
も
あ
っ
て
︑
な
か
な
か
活
動
が
難
し

い
時
期
も
続
い
て
い
ま
し
た
が
︑
私
自

身
は
国
内
外
問
わ
ず
積
極
的
に
活
動
の

幅
を
広
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
︒
今
日

は
長
い
時
間
︑
川
越
の
ま
ち
で
過
ご
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
︑
や
っ
ぱ
り

私
︑
川
越
が
大
好
き
︒
い
つ
に
な
っ
て

も
大
切
な
故
郷
で
す
︒
川
越
市
市
制
施

行
１
０
０
周
年
は
︑﹁
お
め
で
と
う
﹂

と
い
う
気
持
ち
と
同
じ
く
ら
い
︑﹁
あ

り
が
と
う
﹂
と
い
う
感
謝
の
想
い
を
持

っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
か
ら
も
自
分
自
身

の
活
動
を
通
し
て
︑
大
好
き
な
川
越
を

P
R
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

―
―
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
！

◉
行
き
つ
け
の
お
店
も
多
く
︑
驚
く
ほ

ど
市
内
に
詳
し
い
三
吉
さ
ん
︒
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
が
終
わ
っ
て
も
︑
最
新
の
川
越

情
報
の
チ
ェ
ッ
ク
に
余
念
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
︒

う
の
で
す
が
︑
こ
の
情
緒
あ
る
風
景
は
︑

他
の
ま
ち
で
は
な
か
な
か
な
い
︑
大
切

な
川
越
の
資
産
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
︒

ず
っ
と
残
し
て
い
っ
て
く
れ
た
ら
い
い

な
あ
︑
と
思
い
ま
す
ね
︒
あ
と
︑
ま
ち

の
人
が
と
に
か
く
優
し
い
‼

―
―
撮
影
の
時
も
、
ま
ち
の
人
と
お
話

し
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
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1949年生まれ。川越商業高校を
卒業した後に俳優の道を目指し、
1973年に劇団四季の「イエス・
キリスト＝スーパースター」で
デビュー。舞台・映画・ドラマ
など幅広い分野で活躍し、2021
年に上演されたミュージカル

「オリバー！」では長男・優汰
さんが俳優デビューして、親子
共演を果たしました。2022年12
月ミュージカル「スクルージ」、
翌年2月役者生活50周年記念公
演「市村座」が公演予定。

「市村座」で川越を訪れることを楽しみにしています

俳
優
・
声
優
と
し
て
舞
台
や
映
画
な
ど

様
々
な
分
野
で
活
躍
さ
れ
る
市
村
正
親
さ
ん
に
、

高
校
卒
業
ま
で
過
ご
さ
れ
た
川
越
の
思
い
出
を

お
話
し
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

俳
優
を
目
指
し
た

原
点
は
川
越
の
ま
ち
に

あ
り
ま
し
た

―
―
市
村
さ
ん
が
幼
少
の
頃
過
ご
し
た
川

越
の
思
い
出
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

僕
が
暮
ら
し
て
い
た
宮
下
町
は
辺
り
一

面
が
田
ん
ぼ
で
し
た
︒
近
く
を
流
れ
る
小

川
で
ザ
リ
ガ
ニ
採
り
を
し
た
り
︑
夏
の
盆

踊
り
の
時
期
に
な
る
と
氷
川
神
社
の
前
に

集
ま
っ
て
み
ん
な
で
踊
っ
た
り
︑
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
し
て
遊
ん
で
︑
自
然
と
親
し

み
な
が
ら
過
ご
し
ま
し
た
︒

―
―
少
年
時
代
に
過
ご
さ
れ
た
川
越
は
今

よ
り
も
自
然
が
豊
か
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

そ
う
で
す
ね
︒
例
え
ば
新
河
岸
川
は
川

幅
も
そ
う
広
く
は
な
い
小
川
で
し
た
が
︑

カ
エ
ル
や
フ
ナ
︑
メ
ダ
カ
が
生
息
し
て
い

て
︙
︙
︑
い
つ
の
時
代
に
戻
り
た
い
か
と

聞
か
れ
た
ら
や
は
り
そ
の
時
期
に
一
番
戻

り
た
い
で
す
ね
︒

　

母
が
営
む
お
店
が
大
手
町
に
あ
っ
た
の

で
︑
秋
の
川
越
ま
つ
り
で
は
大
手
町
の
山

車
を
曳
い
て
い
ま
し
た
︒
珍
し
い
三
ッ
車

の
山
車
で
︑
舞
台
で
は
白
狐
が
踊
る
ん
で

す
よ
︒
僕
は
そ
の
白
狐
の
姿
に
触
発
さ
れ

ま
し
た
ね
︒

―
―
お
母
様
は
飲
食
店
を
さ
れ
て
い
た
の

で
す
よ
ね
？

　

母
は
モ
ダ
ン
亭
太
陽
軒
の
向
か
い
で

﹁
い
っ
ち
ゃ
ん
﹂
と
い
う
居
酒
屋
を
営
ん

で
い
ま
し
た
︒
僕
は
︑
店
の
手
伝
い
で
よ

く
近
く
の
小
川
藤
ま
で
鰻
の
頭
と
骨
を
買

い
に
行
っ
て
い
ま
し
た
︒
店
内
に
入
る
と

4
人
掛
け
の
席
が
あ
っ
て
︑
奥
に
は
2
階

に
上
が
る
階
段
が
あ
る
ん
で
す
よ
︒
僕
は

い
つ
も
勝
手
口
か
ら
入
っ
て
︑﹁
市
村
で

す
﹂
と
挨
拶
し
て
頭
と
骨
を
買
っ
て
い
く

ん
で
す
け
ど
︑
階
段
を
見
る
た
び
に
﹁
こ

の
上
の
部
屋
で
︑
き
っ
と
誰
か
が
鰻
の

“
身
”
を
食
べ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
な
﹂
と

思
っ
て
い
ま
し
た
ね
︵
笑
︶︒

　

近
所
に
は
映
画
館
の
ス
カ
ラ
座
や
割
烹

料
理
屋
︑
芸
者
さ
ん
の
来
る
よ
う
な
雰
囲

気
の
店
も
あ
っ
た
り
︑
毎
日
い
ろ
い
ろ
な

人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

り
ま
し
た
︒
こ
の
１
０
０
メ
ー
ト
ル
界
隈
で

育
っ
た
こ
と
が
︑
僕
が
俳
優
を
目
指
す
こ

と
に
つ
な
が
る
第
一
歩
だ
っ
た
ん
で
す
ね
︒

川
越
は
風
情
を
残
し
て

発
展
し
て
い
く

楽
し
い
ま
ち

―
―
市
村
さ
ん
の
思
う
川
越
の
魅
力
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

　

や
は
り
風
情
と
情
緒
が
あ
る
と
こ
ろ
で

す
ね
︒
川
越
駅
か
ら
商
店
街
を
歩
い
て
い

く
と
少
し
ず
つ
雰
囲
気
が
変
わ
り
︑
仲
町

あ
た
り
ま
で
足
を
運
ぶ
と
﹁
小
江
戸
﹂
の

ム
ー
ド
が
漂
っ
て
き
ま
す
よ
ね
︒
時
代
と

と
も
に
ま
ち
が
発
展
し
て
い
く
様
子
も
見

て
い
て
楽
し
い
で
す
︒
特
に
一
番
街
と
菓

子
屋
横
丁
は
子
ど
も
の
頃
と
雰
囲
気
が
変

わ
っ
て
驚
き
ま
し
た
け
ど
︵
笑
︶︒
あ
の

頃
は
普
通
の
住
ま
い
だ
っ
た
古
民
家
が
︑

い
つ
の
ま
に
か
改
装
さ
れ
て
お
店
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
り
︑
川
越
は
ど
こ
に
行
っ

て
も
楽
し
さ
が
て
ん
こ
盛
り
の
ま
ち
で
す
︒

―
―
こ
れ
か
ら
の
川
越
に
期
待
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
？

　

ウ
ェ
ス
タ
川
越
が
で
き
て
︑
大
き
な
催

し
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
︒

僕
も
仕
事
柄
よ
く
舞
台
や
演
劇
を
見
に
行

き
ま
す
が
︑
川
越
に
住
む
人
に
も
そ
う
い

っ
た
場
所
で
い
ろ
い
ろ
な
文
化
に
触
れ
て

も
ら
っ
て
︑
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
語
り
合

っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
︒
川
越
ま
つ
り
や

ま
ち
の
歴
史
に
関
し
て
も
そ
う
で
す
ね
︑

み
ん
な
が
誇
り
を
持
っ
て
川
越
の
文
化
を

語
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
︑
更
に
良
い
ま

ち
に
な
る
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
︒

―
―
最
後
に
市
村
さ
ん
の
今
後
の
目
標
を

聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

長
く
舞
台
に
立
て
る
よ
う
な
俳
優
で
い

た
い
と
思
っ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
に
日
々

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
節
制
を
し
て
︑
努
力
を

し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
か
ら
も
年
に
１
回
は

ウ
ェ
ス
タ
川
越
の
す
ば
ら
し
い
舞
台
に
立

ち
︑
川
越
の
皆
さ
ん
に
お
会
い
し
た
い
で

す
ね
︒

市
村
正
親

ミュージカル「スクルージ」2019年公演より　撮影：田中亜紀
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ACIDMAN 25th&20th Anniversary Tour “This is ACIDMAN”
2022.9.1 Zepp Haneda
Photo by Tsukasa Miyoshi／Victor Nomoto
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1977年生まれ。ミュージシャン。
ロックバンド「ACIDMAN」の
ボーカル、ギター担当。1997年
にグループを結成。“生命”“宇
宙”をテーマに掲げ幅広いサウ
ンドで音楽の可能性を広げ続け
ている。現在までに12枚のオリ
ジナルアルバムを発表、6度の
日本武道館公演、2017年に結成
20周年を迎え「さいたまスーパ
ーアリーナ」にて「SAI」を主催。
薬剤師の資格を持ち、所属事務
所の代表も務める。

歴
史
と
文
化
が
息
づ
く
ま
ち
、

川
越
で
育
っ
た
こ
と
を

と
て
も
誇
り
に
思
う

―
―A

CID
M

A
N

、
結
成
25
周
年
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
川
越
市
市
制
施
行
１

０
０
周
年
と
同
じ
年
と
い
う
こ
と
で
、
と

て
も
ご
縁
を
感
じ
ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！　

あ
っ
と

い
う
間
の
25
年
間
で
す
︒
地
元
川
越
と
一

緒
に
記
念
の
年
に
な
り
ま
し
た
︒

―
―
早
速
で
す
が
、
大
木
さ
ん
に
と
っ
て
、

川
越
と
言
え
ば
？

　

や
っ
ぱ
り
︑
蔵
造
り
の
町
並
み
で
す
ね
︒

す
ぐ
そ
ば
に
実
家
が
あ
る
の
で
︑
こ
こ
が

僕
の
原
風
景
で
す
︒
そ
れ
か
ら
菓
子
屋
横

丁
は
友
達
の
実
家
も
あ
っ
た
の
で
︑
し
ょ

っ
ち
ゅ
う
遊
び
に
行
っ
て
い
ま
し
た
︒

―
―
改
め
て
外
か
ら
見
る
川
越
は
い
か
が

で
す
か
？

　

子
ど
も
の
頃
か
ら
︑﹁
小
江
戸
﹂
と
呼

ば
れ
て
い
る
こ
と
は
何
と
な
く
意
識
は
し

て
い
ま
し
た
︒
僕
は
ち
ょ
う
ど
観
光
地
と

し
て
の
開
発
が
始
ま
っ
た
頃
に
上
京
し
て

し
ま
っ
た
の
で
す
が
︑
地
元
に
帰
る
た
び

に
︑
町
並
み
の
レ
ベ
ル
が
上
が
っ
て
い
く

と
い
う
か
︑
ど
ん
ど
ん
素
晴
ら
し
く
な
っ

て
い
く
の
を
感
じ
ま
し
た
︒
今
は
東
京
で

も
ほ
と
ん
ど
の
人
が
川
越
を
知
っ
て
い
ま

す
よ
ね
︒﹁
今
度
行
く
か
ら
お
い
し
い
お

店
を
教
え
て
﹂
と
聞
か
れ
る
と
︑
川
越
の

出
身
と
し
て
誇
ら
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま

す
︒
本
当
に
い
い
と
こ
ろ
で
育
っ
た
な
あ

と
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
ね
︒

―
―
住
ん
で
い
た
頃
の
印
象
深
い
思
い
出

は
あ
り
ま
す
か
？

　

川
越
ま
つ
り
で
す
ね
！　

幼
稚
園
の
と

き
は
半
纏
を
着
て
山
車
を
曳
き
︑
思
春
期

に
な
っ
て
か
ら
は
毎
年
友
達
と
遊
び
に
行

き
ま
し
た
︒
今
も
川
越
ま
つ
り
の
た
び
に

川
越
に
帰
っ
て
き
て
い
て
︑
山
車
を
曳
か

せ
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
お
祭
り

の
日
に
通
り
を
眺
め
て
い
る
だ
け
で
︑
な

ん
て
素
晴
ら
し
い
ま
ち
な
ん
だ
ろ
う
と
い

う
満
足
感
に
浸
れ
ま
す
︒

―
―
ご
実
家
の
近
く
か
ら
は
山
車
が
よ
く

見
え
ま
す
ね
。

　

ち
ょ
う
ど
札
の
辻
の
と
こ
ろ
で
︑
祭
り

の
最
後
の
時
間
帯
に
な
る
と
曳
っ
か
わ
せ

が
始
ま
る
ん
で
す
︒
小
学
生
く
ら
い
の
と

き
か
ら
︑
お
囃
子
の
音
や
﹁
わ
~
っ
！
﹂

と
い
う
観
衆
の
盛
り
上
が
り
に
︑
子
ど
も

な
が
ら
に
興
奮
し
て
い
ま
し
た
︒
と
て
も

良
い
﹁
音
の
記
憶
﹂
と
し
て
耳
に
残
っ
て

い
ま
す
︒

「
川
越
を
盛
り
上
げ
た
い
」

地
元
企
業
と
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
ション

―
―
２
０
１
７
年
の
「
コ
エ
ド
ブ
ル
ワ
リ

ー
」
と
の
コ
ラ
ボ
企
画
は
ど
ん
な
き
っ
か

け
で
生
ま
れ
た
の
で
す
か
？

　

結
成
20
周
年
を
迎
え
︑
さ
い
た
ま
ス
ー

パ
ー
ア
リ
ー
ナ
で
フ
ェ
ス
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
と
き
に
︑﹁
せ
っ
か
く
な
ら
川
越

に
ゆ
か
り
の
あ
る
と
こ
ろ
と
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
で
き
た
ら
い
い
な
﹂
と
思
っ
て
い

ま
し
た
︒
そ
ん
な
折
に
偶
然
︑
コ
エ
ド
ブ

ル
ワ
リ
ー
さ
ん
と
の
ご
縁
を
い
た
だ
き
︑

地
元
川
越
へ
の
思
い
を
共
有
し
て
コ
ラ
ボ

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
故
郷
の
味
わ

い
を
楽
し
め
る
と
て
も
お
い
し
い
ビ
ー
ル

に
な
っ
て
︑
本
当
に
う
れ
し
く
感
じ
ま
し

た
︒

―
―
こ
れ
か
ら
の
川
越
市
に
期
待
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？

　

蔵
の
ま
ち
は
電
柱
を
埋
め
て
い
る
こ
と

も
あ
り
景
観
も
い
い
し
︑
特
に
夜
の
蔵
造

り
の
町
並
み
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
も

の
す
ご
く
き
れ
い
で
す
︒
今
は
地
元
の
人

し
か
知
ら
な
い
よ
う
な
夜
の
川
越
も

P
R
し
て
い
け
た
ら
い
い
な
︑
と
思
っ

て
い
ま
す
︒

―
―
で
は
、
最
後
に
今
後
の
目
標
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　

僕
は
い
つ
も
遠
い
未
来
を
見
据
え
つ
つ

も
︑
目
の
前
に
あ
る
こ
と
に
全
力
を
注
ぎ

た
い
と
思
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
コ

ロ
ナ
禍
の
中
で
も
工
夫
し
て
ラ
イ
ブ
や
フ

ェ
ス
を
行
え
た
ら
と
︒
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の

か
っ
こ
良
さ
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
︑
大
切

な
故
郷
で
も
あ
る
埼
玉
県
や
川
越
の
素
晴

ら
し
さ
を
広
く
感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
う

れ
し
い
で
す
︒

3ピースロックバンド「ACIDMAN」のボーカルとして活動する
ミュージシャンの大木伸夫さん。2017年には

「コエドブルワリー」とのコラボレーションビールが話題となりました。

大木伸夫 ［ACIDMAN］
ミュージシャン

お馴染みの時の鐘をバックに

o k i

N O B U O
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1977年生まれ。音楽家。東
京音楽大学作曲科卒。2004
年フジテレビ月9ドラマ『ラ
ストクリスマス』で作曲家
デ ビ ュ ー。 主 な 作 品 に、
NHK 大河ドラマ『軍師官
兵衛』、連続テレビ小説『半
分、青い。』、アニメ『ジョ
ジョの奇妙な冒険』、劇場
版『名探偵コナンハロウィ
ンの花嫁』がある。映画、
ドラマ、アニメを中心に幅
広く活躍中。 2016年2月11日「菅野祐悟 Valentine Concert 2016」

風情ある路地も、川越の魅力の一つ

懐
か
し
い
思
い
出
が

川
越
の
景
色
と
と
も
に

よ
み
が
え
る

―
―
川
越
で
過
ご
し
て
い
た
頃
の
思
い
出

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

川
越
に
は
中
学
校
3
年
生
ま
で
住
ん
で

い
ま
し
た
︒
小
学
校
5
年
生
く
ら
い
ま
で
︑

サ
ン
ロ
ー
ド
商
店
街
に
あ
る
ピ
ア
ノ
教
室

に
週
に
１
回
通
っ
て
い
ま
し
た
ね
︒
川
越

水
上
公
園
の
プ
ー
ル
は
何
度
も
行
き
ま
し

た
し
︑
菓
子
屋
横
丁
の
記
憶
も
あ
り
ま
す

ね
︒
小
学
校
の
高
学
年
に
な
っ
て
か
ら
は

友
達
と
川
越
駅
に
遊
び
に
行
っ
た
り
も
し

ま
し
た
︒
僕
は
笠
幡
駅
の
方
に
住
ん
で
い

た
の
で
す
が
︑
そ
こ
か
ら
川
越
駅
ま
で
電

車
で
行
っ
て
︑
時
の
鐘
あ
た
り
を
散
策
す

る
の
が
小
学
生
に
は
ち
ょ
っ
と
冒
険
的
な

感
じ
で
楽
し
か
っ
た
︒
中
学
校
で
は
吹
奏

楽
を
や
っ
て
い
て
︑
合
同
練
習
で
他
の
中

学
校
で
練
習
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒

一
番
思
い
出
に
残
っ
て
い
る
の
は
川
越
ま

つ
り
︒
父
親
に
肩
車
し
て
も
ら
っ
て
沿
道

を
歩
い
た
の
で
す
が
︑
人
が
と
て
も
多
く

て
熱
気
が
す
ご
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま

す
︒

―
―
川
越
に
は
今
で
も
来
ら
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
？

　

今
は
実
家
も
川
越
か
ら
引
っ
越
し
た
の

で
あ
ま
り
来
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た

が
︑
数
年
前
に
川
越
駅
の
発
車
メ
ロ
デ
ィ

ー
を
作
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
久
し
ぶ
り
に

訪
れ
ま
し
た
︒
駅
前
は
当
時
と
は
か
な
り

景
色
が
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
ね
︒

―
―
今
、
大
人
に
な
っ
た
菅
野
さ
ん
が
感

じ
る
川
越
の
魅
力
と
は
？

　

小
江
戸
と
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
︑

や
は
り
﹁
川
越
ま
つ
り
﹂
じ
ゃ
な
い
で
し

ょ
う
か
︒
あ
れ
だ
け
の
熱
気
の
あ
る
お
祭

り
が
あ
る
の
は
一
つ
の
大
切
な
文
化
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
に
︑
駅
の
あ
た
り

は
都
会
で
す
が
︑
少
し
離
れ
る
と
静
か
で

緑
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
住
み
や
す
い
で
す

よ
ね
︒
都
内
に
も
近
い
し
︒
僕
が
子
ど
も

の
頃
は
カ
ブ
ト
ム
シ
を
取
っ
た
り
︑
田
ん

ぼ
で
ザ
リ
ガ
ニ
を
釣
っ
た
り
し
て
遊
び
ま

し
た
が
︑
そ
ん
な
東
京
に
は
な
い
穏
や
か

さ
︑
ネ
イ
チ
ャ
ー
な
感
じ
が
心
地
よ
か
っ

た
で
す
︒
や
っ
ぱ
り
田
舎
の
自
然
と
都
会

と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
感
が
い
い
な
と
思
い

ま
す
︒

想
定
外
の
と
こ
ろ
に

い
る
か
ら
こ
そ

日
々
精
進
の
気
持
ち
で

―
―
今
後
の
目
標
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

若
い
頃
目
標
に
し
て
い
た
自
分
よ
り
も
︑

現
実
の
自
分
の
方
が
出
世
し
て
い
て

︵
笑
︶︒
で
す
の
で
︑
こ
れ
以
上
こ
う
な
り

た
い
と
い
う
よ
り
︑
粛
々
と
仕
事
を
す
る

だ
け
で
す
︒
今
の
自
分
は
︑
か
つ
て
想
像

し
て
い
た
以
上
の
ビ
ッ
グ
タ
イ
ト
ル
や
︑

多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
る
作
品
に
携
わ

ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
︒
そ
れ
ら
の

作
品
に
対
し
て
失
礼
の
な
い
よ
う
に
︑
フ

ァ
ン
の
方
た
ち
を
が
っ
か
り
さ
せ
な
い
よ

う
に
︑
丁
寧
に
粛
々
と
仕
事
を
す
る
︒
今
︑

満
た
さ
れ
て
い
る
感
じ
は
す
ご
く
あ
り
ま

す
︒
だ
か
ら
こ
れ
以
上
望
む
べ
き
で
は
な

い
な
と
︵
笑
︶︒

―
―
キ
ャ
リ
ア
の
中
で
、
自
分
の
目
標
や

想
像
を
超
え
て
き
た
と
自
覚
し
た
タ
イ
ミ

ン
グ
は
あ
り
ま
し
た
か
？

　

僕
の
想
像
の
範
囲
内
で
の
ゴ
ー
ル
は
︑

大
河
ド
ラ
マ
で
し
た
︒
そ
の
目
標
が
10
年

以
上
前
に
達
成
さ
れ
て
︑
そ
の
後
も
︑﹃
ジ

ョ
ジ
ョ
の
奇
妙
な
冒
険
﹄
を
や
ら
せ
て
い

た
だ
い
た
り
︑﹃
名
探
偵
コ
ナ
ン
﹄︑
他
に

も
朝
ド
ラ
︑
映
画
︑
ド
ラ
マ
の
曲
を
た
く

さ
ん
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
自
分

と
し
て
は
こ
こ
ま
で
来
る
と
は
想
定
し
て

い
な
か
っ
た
︒
夢
が
全
部
叶
っ
て
い
ま
す

ね
︒

―
―
そ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で
す
ね
！

　

と
は
い
え
︑
大
変
と
い
え
ば
大
変
で
す
︒

で
も
仕
事
は
ず
っ
と
し
て
い
き
た
い
で
す
︒

大
変
さ
を
上
回
る
く
ら
い
︑
日
々
充
実
し

て
い
ま
す
か
ら
︒
川
越
出
身
の
作
曲
家
と

し
て
こ
れ
か
ら
も
多
く
の
名
曲
を
生
み
出

せ
る
よ
う
精
進
し
ま
す
︒

映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、ア
ニ
メ
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る

劇
伴
音
楽
を
手
が
け
る
、作
曲
家
の
菅
野
祐
悟
さ
ん
。

近
年
は
東
武
東
上
線
川
越
駅
・
川
越
市
駅
の
発
車
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
作
曲
す
る
な
ど
、

川
越
に
ま
つ
わ
る
お
仕
事
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

菅
野
祐
悟

k a n n o  

Y U G O

音
楽
家
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1992年生まれ。プロ
野球選手。川越東高
校、早稲田大学卒業。
2016年に東北楽天ゴ
ールデンイーグルス
に入団し、2020年読
売ジャイアンツへ移
籍。趣味は料理で、
YouTubeチャンネル

「たかなしきっちん」
を配信中。

「川越は自慢の故郷です！」

マウンドで活躍する高梨投手

︱
︱
趣
味
は
料
理
と
い
う
こ
と
でYou 

Tube

チ
ャ
ン
ネ
ル
を
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

川
越
は
さ
つ
ま
い
も
が
有
名
で
す
よ

ね
！

︱
︱
川
越
市
の
食
材
で
お
す
す
め
の
も
の

が
あ
れ
ば
「
た
か
な
し
き
っ
ち
ん
」
で
ぜ

ひ
披
露
し
て
く
だ
さ
い
！

　

い
い
で
す
ね
︒
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
ま

す
︵
笑
︶︒

本
気
に
な
っ
て

何
か
に
熱
中
で
き
る

人
生
は
楽
し
い

︱
︱
野
球
選
手
と
し
て
高
梨
さ
ん
の
今
後

の
目
標
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

も
っ
と
う
ま
く
な
り
た
い
と
い
う
気
持

ち
は
︑
野
球
を
始
め
て
か
ら
ず
っ
と
持
ち

続
け
て
い
ま
す
︒
プ
ロ
に
な
る
と
野
球
が

楽
し
く
な
い
と
言
う
人
も
い
ま
す
が
︑
僕

は
ず
っ
と
楽
し
い
ま
ま
で
す
︒
子
ど
も
の

と
き
の
草
野
球
の
よ
う
な
楽
し
さ
と
は
ま

た
違
う
ん
で
す
が
︑﹁
あ
あ
︑
生
き
て
い
る

な
﹂
と
い
う
﹁
生
﹂
を
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
︒

︱
︱
高
梨
さ
ん
に
憧
れ
る
川
越
の
小
学
生
、

中
学
生
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

自
分
が
面
白
い
と
感
じ
た
こ
と
は
︑
周

り
に
何
を
言
わ
れ
て
も
続
け
た
方
が
い
い

と
思
い
ま
す
︒
中
学
生
く
ら
い
に
な
る
と
︑

人
の
や
り
た
い
こ
と
に
対
し
て
﹁
無
理
で

し
ょ
﹂
っ
て
言
う
奴
が
出
て
く
る
ん
で
す

︵
笑
︶︒﹁
野
球
選
手
な
ん
て
諦
め
ろ
﹂
と
か
︒

そ
う
い
う
雑
音
に
あ
ま
り
耳
を
傾
け
な
い

力
を
養
っ
て
ほ
し
い
で
す
︒
や
る
と
決
め

た
ら
や
れ
ば
い
い
︒
僕
は
親
か
ら
無
理
だ

と
言
わ
れ
た
こ
と
が
な
く
て
︑﹁
と
り
あ

え
ず
や
っ
て
み
ろ
︑
で
も
や
る
か
ら
に
は

徹
底
し
て
や
れ
﹂
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
︒

両
親
は
僕
の
こ
と
を
信
じ
て
任
せ
て
く
れ

て
い
ま
し
た
︒
そ
れ
が
僕
に
は
よ
か
っ
た

と
思
っ
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
何
か
に
の

め
り
込
ん
で
い
る
と
き
は
そ
れ
だ
け
が
人

生
だ
と
考
え
が
ち
で
す
︒
例
え
ば
受
験
に

失
敗
し
て
し
ま
っ
た
ら
︑
も
う
人
生
終
わ

り
だ
と
嘆
き
た
く
な
り
ま
す
よ
ね
︒
で
も
︑

世
界
は
死
ぬ
ほ
ど
広
い
で
す
︒
た
と
え
一

度
挫
折
し
た
と
し
て
も
人
生
は
終
わ
り
で

は
な
い
し
︑
選
択
肢
は
幾
ら
で
も
あ
る
︒

学
校
で
も
家
で
も
肩
の
力
を
抜
い
て
︑
時

に
は
見
る
角
度
を
変
え
て
︑
何
か
熱
中
で

き
る
こ
と
を
探
し
て
く
れ
た
ら
い
い
な
と

思
い
ま
す
︒

―
―
高
梨
さ
ん
も
、
野
球
と
勉
強
の
両
立

に
大
変
な
努
力
を
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

両
親
は
﹁
勉
強
は
で
き
た
ほ
う
が
い
い

よ
﹂
と
い
う
感
じ
で
し
た
ね
︒
僕
の
方
か

ら
塾
に
行
か
せ
て
ほ
し
い
︑
と
頼
ん
で
い

ま
し
た
︒

―
―
最
後
に
、
川
越
市
市
制
施
行
１
０
０

周
年
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

小学３年生の時に川越で野球を始め、
現在はプロ野球選手として活躍する高梨雄平投手。

高校まで過ごした川越の思い出を語っていただくとともに、
未来を担う子どもたちへメッセージをいただきました

高梨雄平
読売ジャイアンツ

都
会
的
で
あ
り
な
が
ら

自
然
も
残
る
ま
ち
、

川
越
の
空
気
が
好
き

―
―
川
越
の
思
い
出
の
場
所
は
ど
こ
で
す

か
？

　

小
学
3
年
生
か
ら
野
球
を
始
め
た
の
で

す
が
︑
所
属
し
て
い
た
野
球
チ
ー
ム
が
活

動
し
て
い
た
安
比
奈
親
水
公
園
で
す
ね
︒

あ
と
や
っ
ぱ
り
初
雁
球
場
︒
父
親
と
野
球

を
観
戦
し
に
行
き
︑
そ
こ
で
一
緒
に
食
べ

た
小
峰
商
店
の
焼
き
そ
ば
が
う
ま
か
っ
た

思
い
出
が
あ
り
ま
す
︒
子
ど
も
の
頃
は
毎

日
の
よ
う
に
同
級
生
と
小
学
校
の
校
庭
で

遊
ん
で
い
ま
し
た
︒
家
に
帰
っ
て
す
ぐ
集

合
し
て
︑
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
を
し
た
り
︑
サ

ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
を
当
て
る
盤
に
硬
球
を
投

げ
て
先
生
に
怒
ら
れ
た
り
︑
少
々
や
ん
ち

ゃ
な
子
ど
も
で
し
た
ね
︵
笑
︶︒
川
越
の

好
き
な
と
こ
ろ
は
︑
適
度
に
都
会
で
ち
ょ

っ
と
自
然
も
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒

の
ん
び
り
し
た
空
気
が
好
き
で
す
ね
︒

―
―
家
族
で
よ
く
行
く
お
店
な
ど
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　

鰻
で
有
名
な
﹁
ぽ
ん
ぽ
こ
亭
﹂
で
す
︒

実
家
か
ら
も
近
い
し
︑
川
越
に
帰
る
と
よ

く
行
き
ま
す
︒

　

１
０
０
周
年
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
お

祝
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
ら
せ
て
い
た
だ
け

る
な
ん
て
大
変
光
栄
で
す
︒
本
当
に
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
市
内
に
タ
ワ
ー
マ

ン
シ
ョ
ン
も
建
ち
ま
す
し
︑
こ
れ
か
ら
も

っ
と
存
在
感
の
あ
る
市
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
︒
こ
れ
か
ら
の
更
な
る

発
展
を
願
っ
て
い
ま
す
︒

t a k a n a s h i

Y U H E I  

Interview
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軽快なリズムでグランドピアノを演奏するRINAさん

ニューヨークを拠点にジャズピアニストとして活躍し、自身の奏でる音楽で
多くの人に感動を与えてきたRINAさん。

生まれ育った川越の好きな場所や、今後挑戦したいことをお聞きしました。

p
r

o
f

i
l

e
国立音楽大学でジャズピア
ノを学び、卒業後はアメリ
カ・ボストンにあるバーク
リー音楽大学へ留学。ピア
ニスト、エリス・マルサリ
ス氏のコンペティションに
出場し、そこで入賞したこ
とがきっかけとなり、ニュ
ーヨークを拠点に活躍。自
身が感じたことをそのまま
音楽として表現し、多くの
人に感動を届けている。

音
楽
を
通
じ
て
、

川
越
の
魅
力
を

世
界
に
届
け
た
い

―
―
川
越
で
は
ど
の
よ
う
な
学
生
時
代
を

過
ご
し
ま
し
た
か
？

　

私
は
中
学
生
の
時
に
陸
上
を
や
っ
て
い

て
︑
あ
の
頃
は
大
会
が
あ
る
と
高
階
西
中

学
校
か
ら
自
転
車
を
こ
い
で
︑
汗
を
か
き

な
が
ら
会
場
の
川
越
運
動
公
園
ま
で
通
っ

て
い
ま
し
た
︒
友
達
と
菓
子
屋
横
丁
に
も

よ
く
行
き
ま
し
た
よ
！　

長
い
麩
菓
子
は

よ
く
買
っ
て
食
べ
て
い
ま
し
た
︒
端
っ
こ

が
美
味
し
い
ん
で
す
よ
ね
︵
笑
︶︒
友
達

か
ら
﹁
川
越
の
長
い
麩
菓
子
を
買
っ
て
き

て
よ
﹂
っ
て
今
で
も
言
わ
れ
ま
す
︒

―
―
R
I
N
A
さ
ん
に
と
っ
て
川
越
は
ど

ん
な
場
所
で
す
か
？

　

私
は
コ
ン
サ
ー
ト
や
仕
事
の
打
ち
合
わ

せ
で
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
出
か
け
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
︑
川
越
に
来
る
と
﹁
落
ち
着

い
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
だ
な
﹂
と
改
め
て
感
じ

ま
す
︒
自
然
が
多
く
て
︑
心
豊
か
に
い
ら

れ
る
場
所
が
川
越
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

―
―
こ
れ
か
ら
川
越
の
ま
ち
で
や
り
た
い

こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

地
元
で
あ
る
川
越
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
た

く
さ
ん
開
催
し
て
︑
音
楽
で
み
ん
な
が
繋

が
っ
て
い
け
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま

す
︒
ま
ず
は
私
が
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
い
て
︑

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
全
国
か
ら
音
楽
家
の

皆
さ
ん
が
集
ま
っ
て
︑
演
奏
し
て
も
ら
え

る
環
境
を
作
っ
て
い
け
た
ら
と
て
も
ワ
ク

ワ
ク
し
ま
す
ね
！　

そ
こ
か
ら
日
本
や
世

界
に
も
音
楽
を
届
け
た
い
で
す
︒

―
―
市
制
施
行
1
0
0
周
年
を
迎
え
る
川

越
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

1
0
0
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒

こ
の
先
の
1
0
0
年
を
見
据
え
︑
大
好
き

な
川
越
を
盛
り
上
げ
て
い
け
る
よ
う
に
︑

皆
さ
ん
と
一
緒
に
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
︒

RINA

そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
山
車
が
あ
っ
て
︑
違
う

町
の
山
車
と
出
会
っ
た
と
き
に
始
ま
る
曳

っ
か
わ
せ
︒
と
て
も
迫
力
が
あ
る
の
で
︑

も
っ
と
多
く
の
方
々
に
見
て
い
た
だ
き
た

い
伝
統
の
お
祭
り
で
す
︒

―
―
今
後
の
目
標
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

宝
塚
歌
劇
団
に
入
団
し
て
7
年
目
と
な

り
ま
し
た
︒
新
人
公
演
で
は
最
年
長
の
期

と
な
り
︑
一
つ
の
節
目
を
迎
え
ま
す
︒
上

級
生
の
方
か
ら
は
信
頼
し
て
も
ら
え
る
︑

下
級
生
か
ら
は
安
心
し
て
つ
い
て
き
て
も

ら
え
る
よ
う
な
︑
そ
ん
な
存
在
に
な
り
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

―
―
１
０
０
周
年
を
迎
え
る
川
越
市
に
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
︑
私
の
生
ま
れ
育
っ
た
ま

ち
が
︑
た
く
さ
ん
の
人
々
か
ら
愛
さ
れ
長

く
続
い
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
︒

私
自
身
も
川
越
市
出
身
者
と
し
て
恥
じ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
︑
今
後
も
舞
台
人
と
し

て
日
々
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
︒

こ
の
ま
ち
が
自
分
の
原
点
。

舞
台
人
と
し
て
、今
後
も

精
進
し
て
い
き
た
い

―
―
花
宮
さ
ん
の
川
越
で
の
思
い
出
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

　

地
元
の
バ
レ
エ
教
室
で
す
︒
3
歳
か
ら

バ
レ
エ
を
習
い
始
め
︑
青
春
時
代
は
ほ
と

ん
ど
バ
レ
エ
教
室
で
過
ご
し
た
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
中
学
時
代
も

部
活
動
に
は
入
ら
ず
︑
学
校
が
終
わ
る
と

す
ぐ
に
レ
ッ
ス
ン
へ
︒
高
校
は
都
内
の
バ

レ
エ
コ
ー
ス
が
あ
る
学
校
に
通
っ
て
い
ま

し
た
が
︑
で
き
る
だ
け
早
く
帰
っ
て
き
て

教
室
に
通
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
れ
か
ら
︑

子
ど
も
の
頃
か
ら
紫
芋
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム

が
大
好
き
で
す
︒
甘
過
ぎ
ず
︑
で
も
し
っ
か

り
お
芋
の
味
が
し
て
大
好
き
な
ん
で
す
！

―
―
川
越
ま
つ
り
も
参
加
さ
れ
て
い
ま
し

た
か
？

　

学
生
時
代
は
毎
年
参
加
し
て
い
ま
し
た
︒

劇場での活躍にご期待
ください！

Ⓒ宝塚歌劇団

p
r

o
f

i
l

e

埼玉県川越市出身。
2016年宝塚歌劇団へ
入団。同年3月「THE 
ENTERTAINER!」 で
初舞台を踏み、その
後宙組へ配属される。
2019年「オーシャン
ズ11」で初のエトワ
ールに抜擢。同年の

「El Japón －イスパ
ニアのサムライ－」
で新人公演初ヒロイ
ンを務める。

花
宮
沙
羅

宝
塚
歌
劇
団
の
娘
役
と
し
て
活
躍
す
る
花
宮
沙
羅
さ
ん
。

幼
い
頃
か
ら
地
域
の
魅
力
を
肌
で
感
じ
て
き
ま
し
た
。

今
で
も
川
越
愛
は
、健
在
で
す
！

ピアニスト

宝
塚
歌
劇
団

h a n a m i y a

S A R A

Interview

Interview

Ⓒ宝塚歌劇団
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川
越
市
、そ
の
百
年

紡
が
れ
て
き
た
ま
ち
の
記
憶

川
越
市
市
制
施
行
１
０
０
周
年

し
て
今
に
つ
な
が
る
川
越
の
魅
力
が
見
え

て
き
ま
す
。「
川
越
市
、
そ
の
百
年
」
で
は
、

写
真
を
中
心
に
市
制
が
施
行
さ
れ
て
か
ら

の
百
年
を
年
表
と
と
も
に
振
り
返
り
ま
す
。

資
本
主
義
の
発
達
や
民
主
化
が
進
行
し
た

大
正
期
、
戦
争
や
高
度
経
済
成
長
な
ど
動

乱
の
時
代
と
も
い
え
る
昭
和
期
、
ま
ち
に

観
光
産
業
が
花
開
い
た
平
成
期
、
そ
し
て

令
和
の
時
代
へ
│
│
。

　
そ
の
時
代
を
生
き
た
先
人
た
ち
の
活
躍

や
思
い
出
の
場
所
は
現
代
の
川
越
に
も
今

な
お
息
づ
き
、
私
た
ち
の
未
来
へ
の
道
標

を
示
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

大
正
か
ら
令
和
へ
、

私
た
ち
の
ま
ち
の

変
遷
を
見
る

　
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
十
二
月
一

日
に
、
埼
玉
県
下
で
初
の
市
制
が
し
か
れ

た
川
越
市
。
仙
波
村
と
の
合
併
に
よ
り
人

口
は
三
万
人
を
超
え
ま
し
た
。
以
後
、
大

き
な
戦
争
や
幾
た
び
の
災
害
を
乗
り
越
え
、

変
わ
り
ゆ
く
情
勢
の
中
で
私
た
ち
の
故
郷

川
越
は
逞
し
く
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

　
ま
ち
の
歴
史
を
辿
る
こ
と
で
、
当
時
の

人
々
の
生
活
の
様
子
や
故
郷
の
変
遷
、
そ

川越町役場（大正元年頃）

写真は一部補正をしています。

南町通り（大正元年）
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川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

looks back to 
100 years with 
a picture.

　大正11年12月1日に川越市は市制を施行し、
市制施行を祝う祝賀行事が盛大に行われました。
祝賀式には多くの来賓が訪れ、町内には紅白幕
が張り巡らされて山車がお披露目されるなど、
祝賀ムードに包まれたといいます。翌年9月１
日には関東大震災が発生。関東全域で多くの
人々が被災しましたが、川越では出火はなく、
大きな被害はありませんでした。
　大正期には川越にも多くの洋風建築が建設さ
れました。市内には今でも大正時代の建築が複
数遺されており、店舗として活用されています。

市制施行により
都市化が進んだ川越

江戸町通り。右手奥に時の鐘が見える（大正元年頃）

1922

1922
大正11年

4
月　

仙
波
村
議
会　

川
越
町
と
の
合
併
を
決
議

5
月　

川
越
町・仙
波
村
の
合
同
委
員
会　

合
併
に
関
す
る
協
約
を
締
結

6
月　

市
制
施
行
決
議
書
を
県
知
事
に
提
出

8
月　

川
越
町
の
綾
部
利
右
衛
門
ら
旧
西
武
鉄
道
を
創
立

9
月　

川
越
町
に
山
村
裁
縫
手
芸
伝
習
所・山
村
塾
が
開
設

12
月　

川
越
町
と
仙
波
村
が
合
併　

県
下
最
初
の
市
制
が
施
行

市
長
臨
時
代
理
者
に
綾
部
利
右
衛
門
が
就
任

1
月　
大
隈
重
信
国
民
葬

2
月　
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約

6
月　
第
21
代
内
閣
総
理
大
臣
に
加
藤
友
三
郎
が
就
任

11
月　
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
滅
亡

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
来
日

ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
の
墓
が
発
見
さ
れ
る

1922–1926

大
正

t
a

i
s

y
o

陸軍特別大演習の大本営。川越中学校（現埼玉県立川越高等学校）に
置かれた（大正元年11月頃）

第3部消防組のオートバイポンプ（大正11年頃）

鍛冶町通りの祝賀風景。市章を描いた提灯や市旗がみえる
（大正11年12月）

大正7年に洋風建築となった第八十五銀行

現在の中央小学校付近（大正10年頃）

猪鼻通りの祝賀風景（大正11年12月）



大
正
時
代
の
ま
ち
並
み
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川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

第八十五銀行の屋上から南側をのぞむ、鍛冶町通りの遠望

1923–1925

1925
大正14年

２
月　

西
武
鉄
道
の
安
比
奈
砂
利
線
が
完
成

３
月　

川
越
城
址
が
県
指
定
史
跡
と
な
る

１
月　
日
ソ
基
本
条
約
調
印

４
月　
治
安
維
持
法
が
公
布

５
月　
普
通
選
挙
法
が
公
布

1924
大正13年

４
月　

川
越
市
郭
町
に
製
茶
研
究
所
設
立

1
月　
第
23
代
内
閣
総
理
大
臣
に
清
浦
奎
吾
が
就
任

5
月　
パ
リ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

6
月　
第
24
代
内
閣
総
理
大
臣
に
加
藤
高
明
が
就
任

７
月　
メ
ー
ト
ル
法
の
使
用
が
始
ま
る

川越区裁判所（大正13年頃）

県立川越高等女学校（現埼玉県立川越女子高等学校／大正13年頃）

赤間川と高沢橋。明治43年の洪水で石橋が流され
鉄橋となった（大正13年頃）

県立川越蚕
さん

業
ぎょう

学校（現埼玉県立川越総合高等学校／大正13年頃）

鍛冶町にあった時田醤油店（大正12年頃）

久保町駅。川越電気鉄道の路線は、この頃西武鉄道大宮線
となっていた（現中央公民館／大正13年頃）

志義町通り（大正13年頃）

東上線川越西町駅（現川越駅／大正13年頃）

大手町に置かれていた川越警察署（大正13年頃）

川越南尋常小学校（現中央小学校／大正13年頃）

猪鼻通り（現大正浪漫夢通り／大正13年頃）

川越北尋常小学校（現川越小学校／大正12年頃）

南町通り（大正13年頃）

1923
大正12年

９
月　
関
東
大
震
災

第
22
代
内
閣
総
理
大
臣
に
山
本
權
兵
衞
が
就
任

2
月　

第
一
回
市
議
会
議
員
選
挙

3
月　

高
階
尋
常
高
等
小
学
校（
現
高
階
小
学
校
）が
開
校

9
月　

関
東
大
震
災
で
圧
死
8
名
、全
壊
20
戸　

芳
野
村
で
尋
常
高
等
小
学
校
の
校
舎
が
倒
壊

11
月　

川
越
市
教
育
会
が
発
足
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古尾谷八幡神社（大正末頃）

お稚児さん

大正期の川越まつり風景／鈿女の山車

南町（元町二丁目）で演じられた 
石原のささら獅子舞（大正14年頃）

火の見櫓落成記念（大正15年頃）1926
大正15年（昭和元年）

looks back to 
100 years with 
a picture.

　63年続いた昭和の時代。世界大戦、戦後の
復興と高度経済成長、さらに国際化へと日本が
大きく動いた時代です。川越では様々な分野で
近代化が加速しました。昭和30年には９つの
村と川越市の合併が実現し、人口、面積ともに
増大。市内に広大な農業地域を保有しながらも、
商工業に従事する人々がますます増え、高度経
済成長とともに工業都市としての発展を遂げま
した。昭和40年代からは駅前の整備や商店街
の活性化により、現在の川越に近い風景になっ
ていきます。

激動の時代を越え、
発展の一路へ

御大典奉祝祭／羅陵王の山車（昭和3年11月16日）

1926–1989

昭
和

s
y

o
w

a

4
月　

市
立
商
業
学
校（
現
川
越
市
立
川
越

高
等
学
校
）が
川
越
城
二
の
丸
跡
地

に
開
校

1
月　
第
25
代
内
閣
総
理
大
臣
に
若
槻
禮
次
郎
が

就
任

12
月　
大
正
天
皇
崩
御
、摂
政
皇
太
子
裕
仁
親
王
が

践
祚
し
、昭
和
に
改
元
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1927
昭和2年

1928
昭和3年

1932
昭和7年

1929
昭和4年

1933
昭和8年

1930
昭和5年

1934
昭和9年

4
月　
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約

11
月　
濱
口
雄
幸
首
相
、銃
撃

7
月　

川
越
秩
父
県
道
の
初
雁
橋
が
架
設

10
月　

東
武
東
上
線
川
越
〜
池
袋
間
の
電
車
運
転
が
始
ま
る

霞
ヶ
関
カ
ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部
が
開
場

7
月　
第
27
代
内
閣
総
理
大
臣
に
濱
口
雄
幸
が
就
任

10
月　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
で
株
価
大
暴
落
、

世
界
恐
慌
の
引
き
金
と
な
る

2
月　

川
越
市
の
武
州
ガ
ス
が
業
務
を
開
始

3
月　

川
越
市
商
業
会
議
所
が
商
工
会
議
所
と
改
称

8
月　

養
寿
院
の
文
応
元
年
在
銘
銅
鐘
が
国
宝
に
指
定

12
月　

川
越
市
体
育
協
会
が
設
立

1931
昭和6年

10
月　

川
越
市
長
に
林
寿
夫
が
就
任

4
月　
第
28
代
内
閣
総
理
大
臣
に
若
槻
禮
次
郎
が
就
任

9
月　
関
東
軍
が
軍
事
行
動
を
開
始（
満
州
事
変
）　

12
月　
第
29
代
内
閣
総
理
大
臣
に
犬
養
毅
が
就
任

郭町にあった川越商業学校。旭町の校舎に移ったのは昭和35年
（現川越市立川越高等学校／昭和2年）

上松江町（松江町二丁目）の初市。小島米穀店前に積まれた米俵
（昭和7年1月）

手古舞姿（昭和7年頃）
川越第二尋常小学校（現中央小学校／昭和初期）

川越第二尋常小学校（現中央小学校）生徒（昭和3年11月）

山田尋常高等小学校（現山田小学校／昭和5年頃）

第八十五銀行の北側に建てられた川越貯蓄銀行（昭和8年頃）

4
月　

西
武
鉄
道
の
東
村
山
〜
高
田
馬
場
間
が
開
通

川
越
〜
東
村
山
間
が
電
化　

川
越
〜
高
田
馬
場
間
が
直
通
と
な
る

3
月　
片
岡
直
温
蔵
相
の
失
言
に
よ
る
金
融
不
安（
昭
和
恐
慌
）

4
月　
第
26
代
内
閣
総
理
大
臣
に
田
中
義
一
が
就
任

１２
月　
上
野
〜
浅
草
間
に
日
本
最
初
の
地
下
鉄

（
現
東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線
）が
開
通

1
月　

川
越
市
下
水
道
工
事
実
施
設
計
が
認
可

3
月　

川
越
市
長
に
早
川
金
十
郎
が
就
任

名
細
村
の
河
肥
氏
館
跡（
河
越
館
跡
）、県
指
定
史
跡
と
な
る

10
月　

市
立
図
書
館
が
北
久
保
町
に
新
築
、開
館
式
挙
行

12
月　

市
制
施
行
10
周
年

川
越
競
馬
場
が
新
宿
町
に
完
成

3
月　
日
本
が
満
洲
国
を
樹
立

５
月　
陸
海
軍
将
校
ら
首
相
官
邸
を
襲
撃　
　

犬
養
首
相
射
殺（
5・15
事
件
）

第
30
代
内
閣
総
理
大
臣
に
斉
藤
実
が
就
任

7
月　
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

2
月　

川
越
市
が
県
下
最
初
の
都
市
計
画
法
適
用
都
市
に
な
る

10
月　

川
越
市
志
義
町
よ
り
新
田
町
駅
に
至
る
中
央
通
が
開
通

12
月　

農
村
振
興
土
木
事
業
と
し
て
赤
間
川
改
修
工
事
が
開
始

3
月　
F・ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
就
任
、ニ
ュ
ー
ディ
ー
ル
政
策
を
掲
げ
る

日
本
が
国
際
連
盟
を
脱
退
す
る

6
月　

川
越
市
診
療
所
が
設
置

7
月　
第
31
代
内
閣
総
理
大
臣
に
岡
田
啓
介
が
就
任

8
月　
ド
イ
ツ
で
ヒ
ト
ラ
ー
が
総
統
と
な
る

8
月　

川
越
小
唄
が
発
表

5
月　
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

1927–1934
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志義町交差点（現仲町交差点／昭和14年頃）

川越第一尋常小学校（現川越小学校）改築工事（昭和12年）

新宿町競馬場は市立川越高等学校の
南方にあった（昭和10年頃）

久保町車庫（現中央公民館／昭和15年頃）

西武鉄道川越駅（現本川越駅／昭和10年代）
高沢橋（昭和10年代）

1936
昭和11年

1937
昭和12年

1938
昭和13年

3
月　

愛
国
製
粉
、日
清
製
粉
と
合
併
し
日
清
製
粉
川
越
工
場
と
な
る

5
月　

第
二
次
下
水
道
竣
功
式
が
行
わ
れ
る

8
月　

川
越
簞た
ん

笥す

家
具
工
業
組
合
が
開
設

4
月　
国
家
総
動
員
法
が
公
布

1939
昭和14年

1940
昭和15年

4
月　

川
越
市
の
伝
統
芸
能「
石
原
の
さ
さ
ら

獅
子
舞
」が
全
国
放
送

7
月　

国
鉄
川
越
線
が
開
通

1
月　
第
37
代
内
閣
総
理
大
臣
に
米
内
光
政
が
就
任

3
月　
南
京
政
府
樹
立

7
月　
第
38
代
内
閣
総
理
大
臣
に
近
衞
文
麿
が
就
任

9
月　
日
独
伊
三
国
同
盟

10
月　
大
政
翼
賛
会
が
発
会

文
化
思
想
団
体
の
政
治
活
動
禁
止

1
月　

新
河
岸
川
水
害
予
防
組
合
、南
古
谷
村・高
階
村
地
内
な
ど
で

掘
削
改
良
工
事
に
着
手

8
月　

川
越
市
長
に
伊
達
徳
次
郎
が
就
任

12
月　

川
越
市
と
田
面
沢
村
が
合
併

1
月　
第
35
代
内
閣
総
理
大
臣
に
平
沼
騏
一
郎
が
就
任

５
月　
ノ
モ
ン
ハン
付
近
で
日
本
軍
と
ソ
連
軍
が
衝
突（
ノ
モ
ン
ハン
事
件
）

8
月　
第
36
代
内
閣
総
理
大
臣
に
阿
部
信
行
が
就
任

9
月　
ド
イ
ツ・ソ
連
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
攻
を
発
端
に
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発

3
月　

川
越
市
下
水
道
第
一
期
工
事
が
竣
工

4
月　

埼
玉
県
、総
工
費
50
万
円
で
上
江
橋
架
設
に
着
工

10
月　

東
京
築
地
の
家
庭
衛
生
婦
人
会
6
5
0
名
が
観
光
で
訪
れ
る

芋
掘
会
が
開
か
れ
、約
3
、0
0
0
人
が
訪
れ
る

2
月　
皇
道
派
青
年
将
校
が
高
橋
是
清
大
蔵
大
臣・

斉
藤
実
内
大
臣
ら
を
殺
害（
2・26
事
件
）

3
月　
第
32
代
内
閣
総
理
大
臣
に
廣
田
弘
毅
が
就
任

8
月　
ベ
ル
リ
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

1935
昭和10年

8
月　

川
越
市
長
に
橋
本
定
五
郎
が
就
任

2
月　
菊
池
武
夫
が
貴
族
院
で
美
濃
部
達
吉
の
天
皇
機
関
説
を
攻
撃

12
月　

市
制
施
行
20
周
年

1942
昭和17年

8
月　

川
越
夜
舟
舟
歌
が
東
京
放
送
局

よ
り
放
送
さ
れ
る

7
月　
第
39
代
内
閣
総
理
大
臣
に
近
衞
文
麿
が
就
任

10
月　
第
40
代
内
閣
総
理
大
臣
に
東
条
英
機
が
就
任

12
月　
日
本
軍
が
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
攻
撃
、マ
レ
ー
半
島

に
上
陸
し
対
米
英
宣
戦
布
告（
太
平
洋
戦
争
）

1941
昭和16年

2
月　
第
33
代
内
閣
総
理
大
臣
に
林
銑
十
郎
が
就
任

6
月　
第
34
代
内
閣
総
理
大
臣
に
近
衞
文
麿
が
就
任

7
月　
蘆
溝
橋
で
日
中
両
軍
が
衝
突
、日
中
戦
争
が
は
じ
ま
る

11
月　

日
清
紡
績
が
川
越
紡
績
を
買
収

6
月　
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦

8
月　
マ
ン
ハッ
タ
ン
計
画
開
始

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

1935–1942



41 40戦後の保健衛生対策として行われた蠅買上げ（昭和20年代）

1945
昭和20年

現在の川越小学校の軍事教練の閲兵風景（上）
上級生の体育の授業で軍事教練が行われた（左）
（昭和18年～19年頃）

1944
昭和19年

4
月　

川
越
市
長
に
河
合
正
臣
が
就
任　

霞
ヶ
関
カ
ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部
が
閉
鎖

8
月　

河
合
市
長
が
前
夜
の
熊
谷
市
空
襲
に
つ
き
、全
市
内
区
長
を
集
め
て

救
援
活
動
を
協
議
。

こ
の
年
ま
で
に
川
越
市
へ
疎
開
し
た
人
数
は
１
万
2
0
0
0
人
を
超
え
る

３
月　
東
京
大
空
襲
、空
襲
激
化

4
月　
第
42
代
内
閣
総
理
大
臣
に
鈴
木
貫
太
郎
が
就
任

戦
艦
大
和
が
撃
沈

８
月　
広
島・長
崎
に
原
爆
投
下
、玉
音
放
送（
終
戦
）

第
43
代
内
閣
総
理
大
臣
に
東
久
邇
宮
稔
彦
王
が
就
任

10
月　
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部（
G
H
Q
）設
置

第
44
代
内
閣
総
理
大
臣
に
幣
原
喜
重
郎
が
就
任

1943
昭和18年

7
月　

第
八
十
五
銀
行
、武
州
銀
行
な
ど
と
合
併
し
埼
玉
銀
行
に

9
月　

川
越
市
長
に
渋
谷
塊
一
が
就
任

川
越
商
工
会
議
所
が
解
散

12
月　

日
清
紡
績
川
越
工
場
、中
島
飛
行
機
の
下
請
工
場
と
な
る

６
月　
大
都
市
の
学
童
集
団
疎
開
決
定

7
月　
第
41
代
内
閣
総
理
大
臣
に
小
磯
國
昭
が
就
任

10
月　
満
18
歳
以
上
を
兵
役
に
編
入

7
月　
東
京
府
と
東
京
市
が
統
合
し
、東
京
都
と
な
る

1946
昭和21年

1947
昭和22年

1
月　

社
団
法
人
川
越
商
工
会
議
所
設
立
が
認
可

4
月　

新
学
制
に
よ
り
新
中
学
校
が
開
校

4
月　
労
働
基
準
法・地
方
自
治
法
が
公
布

5
月　
第
46
代
内
閣
総
理
大
臣
に
片
山
哲
が
就
任

日
本
国
憲
法
が
施
行

9
月　
関
東
地
方
大
水
害（
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
）

1949
昭和24年

2
月　
第
49
代
内
閣
総
理
大
臣
に
吉
田
茂
が
就
任

4
月　
北
大
西
洋
条
約
機
構（
N
A
T
O
）結
成

7
月　
岩
宿
遺
跡
に
て
旧
石
器
発
見

12
月　
湯
川
秀
樹
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞

10
月　

富
士
見
中
学
校
が
開
校

1948
昭和23年

1
月　
マハ
ト
マ・ガ
ン
ディ
ー
暗
殺

3
月　
第
47
代
内
閣
総
理
大
臣
に
芦
田
均
が
就
任

4
月　
新
制
高
校・新
制
大
学
12
校
が
発
足

世
界
保
健
機
構（
W
H
O
）発
足

5
月　
美
空
ひ
ば
り
歌
手
デ
ビ
ュ
ー

7
月　
ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

10
月　
第
48
代
内
閣
総
理
大
臣
に
吉
田
茂
が
就
任

11
月　
東
京
裁
判
の
判
決
が
下
る

3
月　

G
H
Q
職
員
ら
川
越
市
立
図
書
館
を
視
察

c o l u m nc o l u m n

10
月　

川
越
市
長
に
伊
藤
泰
吉
が
就
任

11
月　

西
武
農
業
鉄
道
が
西
武
鉄
道
に
改
称

1
月　
N
H
K
の
ど
自
慢
放
送
開
始

4
月　
長
谷
川
町
子『
サ
ザ
エ
さ
ん
』連
載
開
始

5
月　
第
45
代
内
閣
総
理
大
臣
に
吉
田
茂
が
就
任

11
月　
日
本
国
憲
法
が
公
布

発智庄平（1864-1936）
ほっちしょうへい

1 発智庄平［左2人
目］と創業者たち（昭
和11年） 
2 開場式（昭和4年
10月6日）
写真提供：霞ヶ関カ
ンツリー俱楽部

　教育者・事業家。元治元年（1864）黒須村の名主の
家に生まれた庄平は7歳の頃、母方の実家があった霞
ケ関村の豪農・発智家の養子となります。その後、英
才教育を受けた庄平は、東京の共立学校（現開成学園）
で高橋是清校長のもと英語などを学びました。
　明治16年（1883）に帰郷後は、学校校長などを務め、
発智家当主として事業の傍ら教育者としての道を歩み
ました。明治33年（1900）、黒須信用貯蓄組合（旧黒
須銀行）を設立し頭取に就任。「資産を道徳的に運用
する」「利益を公共事業に投資する」などを規約とし、

「道徳銀行」と称賛されました。大正3年（1914）埼玉
県霞ケ関村村長に、大正7年（1918）、埼玉育児院長と
なり、昭和3年（1928）松山町（現東松山市）の発智
宅から、翌年には現在地に育児院を移転し、事業を拡
張しました。
　昭和2年（1927）、地域振興策として自身の土地にゴ
ルフ場建設を計画。昭和4年（1929）、近衞文麿、五島
慶太、鳩山一郎ら錚々たるメンバーを発起人として、
霞ヶ関カンツリー倶楽部を開業しました。

1

2

防空演習の様子。ガスマスクを
着けたり、バケツを手送りにし
て消化活動にあたっている

戦時下の市役所。昭和
12年9月から毎月1日は
国民精神総動員の日と定
められた

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

1943–1949
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1957
昭和32年

1958
昭和33年

1954
昭和29年

1955
昭和30年

1956
昭和31年

10
月　

喜
多
院
堂
舎
修
復
落
慶
及
び
太
田
道
灌
江
戸
築
城

5
0
0
年
記
念
で
大
名
行
列
が
行
わ
れ
る

10
月　
鳩
山
首
相
ら
モ
ス
ク
ワ
訪
問
、日
ソ
共
同
宣
言
を
発
表

日
本
が
国
際
連
合
に
加
盟

11
月　
メ
ル
ボ
ル
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

12
月　
第
55
代
内
閣
総
理
大
臣
に
石
橋
湛
山
が
就
任

3
月　

川
越
〜
大
宮
間
の
荒
川
に
架
か
る
上
江
橋
が
竣
工

8
月　

市
民
の
歌「
わ
れ
ら
の
川
越
」完
成　

発
表
会
が
開
か
れ
る

9
月　

一
か
月
に
及
ぶ
橋
本
雅
邦
名
作
展
が
開
催（
東
京
国
立
博
物
館
）

川
越
市
か
ら
8
点
が
出
品
さ
れ
る

10
月　

霞
ヶ
関
カ
ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部
で

第
5
回
カ
ナ
ダ
杯
国
際
ゴ
ル
フ
大
会
開
催　

中
村
寅
吉
が
優
勝

2
月　
第
56
代
内
閣
総
理
大
臣
に
岸
信
介
が
就
任

6
月　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
全
国
に
流
行
、児
童
だ
け
で
50
万
人
以
上
感
染

8
月	

米
駐
留
地
上
軍
が
撤
退
開
始

1953
昭和28年

5
月　

川
越
市
職
業
セ
ン
タ
ー（
授
産
施
設
）が
設
立

川
越
市
上
下
水
道
、給
水
を
開
始

12
月　
第
52
代
内
閣
総
理
大
臣
に
鳩
山
一
郎
が
就
任

1951
昭和26年

1950
昭和25年

一番街・時の鐘周辺（昭和30年5月）

川越氷川神社前の松江町2丁目の山車（昭和30年頃）

上江橋の完成（昭和32年）
県立川越高等学校の前で
行われた川越消防団の訓
練（昭和29年9月）

当時の消防車「フォード号」
での操法訓練。奥に見えるの
は旧市庁舎（昭和29年11月）

西小仙波の山車竣工式の記念写真（昭和32年10月）

喜多院の境内になっている三位稲荷神社で行われた
南大塚のもちつき踊り（昭和28年頃）

新河岸川（昭和30年5月／
日本カメラ博物館所蔵／薗
部澄撮影）

市民プール（昭和46年）

7
月　

埼
玉
県
川
越
職
業
訓
練
所（
現
県
立
川
越
高
等
技
術

専
門
学
校
）が
開
校

9
月　

全
市
一
斉
メ
ー
ト
ル
法
を
実
施

6
月　
第
57
代
内
閣
総
理
大
臣
に
岸
信
介
が
就
任

12
月　
東
京
タ
ワ
ー
完
成

2
月　
N
H
K
テ
レ
ビ
放
送
を
開
始

5
月　
第
51
代
内
閣
総
理
大
臣
に
吉
田
茂
が
就
任

2
月　

市
役
所
に
水
道
課
が
設
置

1
月　

初
雁
グ
ラ
ン
ド
整
備
工
事
を
開
始

6
月　
朝
鮮
戦
争
勃
発

7
月　
金
閣
寺
放
火
、焼
失

4
月　
「
市
政
だ
よ
り
」第
一
号
が
発
行

8
月　

川
越
市
営
プ
ー
ル
が
開
場

6
月　
日
本
が
ユ
ネ
ス
コ
に
加
盟

9
月　
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結

日
米
安
全
保
障
条
約
締
結

1952
昭和27年

6
月　

川
越
市
初
雁
球
場
が
完
成
、巨
人
対
松
竹
戦
が
開
催

9
月　

老
袋
の
入
間
川
の
岸
辺
か
ら
縄
文
時
代
後
期
の

丸
木
舟
が
発
見
さ
れ
る

11
月　

川
越
市
教
育
委
員
会
発
足

12
月　

市
制
施
行
30
周
年

2
月　
イ
ギ
リ
ス
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
2
世
が
即
位

4
月　
手
塚
治
虫『
鉄
腕
ア
ト
ム
』連
載
開
始

5
月　
メ
ー
デ
ー
参
加
者
、皇
居
前
広
場
で
警
官
隊
と
激
突

7
月　
ヘル
シ
ン
キ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

10
月　
第
50
代
内
閣
総
理
大
臣
に
吉
田
茂
が
就
任

1
月　

川
越
市
及
び
大
東
村
を
除
く
中
部
行
政
支
会
の

八
か
所
を
合
併
申
請
書
を
県
に
提
出

3
月　

川
越
市
及
び
大
東
村
、合
併
申
請
書
を
県
に
提
出

4
月　

川
越
市
と
隣
接
9
か
村
の
合
併
記
念
式
が
行
わ
れ
る

市・村
合
併
後
、最
初
の
市
議
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
る

3
月　
第
53
代
内
閣
総
理
大
臣
に
鳩
山
一
郎
が
就
任

5
月　
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
機
構（
W
P
O
）結
成

10
月　
日
本
社
会
党
右
派・左
派
統
一

11
月　
自
由
党・日
本
民
主
党
合
同
、自
由
民
主
党
を
結
成

第
54
代
内
閣
総
理
大
臣
に
鳩
山
一
郎
が
就
任

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶
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7
月　

市
内
上
寺
山
と
鯨
井
を
結
ぶ
雁
見
橋
が
開
通

1
月　
日
本
初
の
長
編
テ
レ
ビ
用
連
続
ア
ニ
メ『
鉄
腕
ア
ト
ム
』放
送
開
始

４
月　
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
が
放
送
開
始

8
月　
米
英
ソ
連
が
部
分
的
核
実
験
停
止
条
約
調
印

11
月　
ケ
ネ
ディ
大
統
領
暗
殺

12
月　
第
60
代
内
閣
総
理
大
臣
に
池
田
勇
人
が
就
任

1
月　

国
際
商
科
大
学（
現
東
京
国
際
大
学
）が
設
立

9
月　

川
越
市
長
に
加
藤
瀧
二
が
就
任

２
月　
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
北
ベ
ト
ナ
ム
爆
撃
開
始

6
月　
日
韓
基
本
条
約
締
結

12
月　
朝
永
振
一
郎
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞

1965
昭和40年

1964
昭和39年

1962
昭和37年

1961
昭和36年

4
月　

初
雁
公
園
で
埼
玉
県
産
業
文
化
展
が
開
催

小
ケ
谷
の
初
雁
橋
が
完
成

8
月　

第
一
回
百
万
灯
ち
ょ
う
ち
ん
祭
り
が
開
催

6
月　
安
保
阻
止
行
動
が
繰
り
返
さ
れ
、国
会
構
内
で
学
生
1
名
死
亡

7
月　
第
58
代
内
閣
総
理
大
臣
に
池
田
勇
人
が
就
任

8
月　
ロ
ー
マ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

12
月　
第
59
代
内
閣
総
理
大
臣
に
池
田
勇
人
が
就
任

所
得
倍
増
計
画
を
発
表

1960
昭和35年

1959
昭和34年

1963
昭和38年

4
月　

川
越
警
察
署
が
移
転

7
月　

川
越
狭
山
工
業
団
地
の
完
工
式

三
笠
宮
様 

牛
塚
古
墳
を
ご
見
学

10
月　

市
民
体
育
館
が
竣
工

12
月　

川
越
市
合
併
史
稿
発
刊

2
月　
全
日
空
機
が
東
京
湾
に
墜
落
、1
3
3
人
が
死
亡

5
月　
文
化
大
革
命
始
ま
る

6
月　
ビ
ー
ト
ル
ズ
来
日

1966
昭和41年

1967
昭和42年

3
月　

川
越
城
本
丸
御
殿
が
県
指
定
有
形
文
化
財
と
な
る

4
月　

広
報
の
題
字
が「
川
越
」と
な
る

9
月　

高
沢
橋
が
竣
工　

10
月　

月
吉
陸
橋
が
竣
工

市
内
で
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
及
び
軟
式
野
球
の

国
体
競
技
が
開
催
さ
れ
る　

2
月　
第
62
代
内
閣
総
理
大
臣
に
佐
藤
栄
作
が
就
任

9
月　
埼
玉
国
体
開
催

10
月　
吉
田
茂
元
首
相
の
国
葬
が
行
わ
れ
る

4
月　

市
立
養
護
学
校
が
開
校

5
月　

川
越
市
民
会
館
が
竣
工

8
月　
ト
ン
キ
ン
湾
事
件

10
月　
東
海
道
新
幹
線
開
業

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

11
月　
第
61
代
内
閣
総
理
大
臣
に
佐
藤
栄
作
が
就
任

昭和30年代の鍛冶町通り

市制施行40周年（昭和37年）

埼玉国体開催（昭和42年）

上江橋料金所（昭和30年代）

昭和42年の埼玉国体に向けて前年に完成した市民体育館
（昭和56年）

高沢橋（昭和30年頃）

工事中の関越道・川越インターチェンジ（昭和40年頃） 川越市民会館が
完成（昭和39年）

1
月　

池
袋
の
百
貨
店
で
川
越
文
化
展
が
開
催

4
月　

月
越
小
学
校
が
開
校

7
月　

県
立
川
越
高
等
学
校
野
球
部
、西
関
東
大
会
優
勝　

甲
子
園
出
場

12
月　

川
越
市
観
光
協
会
が
発
足

9
月　
伊
勢
湾
台
風

3
月　

町
名
地
番
整
理
を
開
始

5
月　

東
洋
大
学
工
学
部
が
名
細
地
区
に
開
校

東
中
学
校
が
開
校

8
月　
東
ド
イ
ツ
が
東
西
ベ
ル
リ
ン
の
境
界
封
鎖・ベ
ル
リ
ン
の
壁
建
設

12
月　

市
制
施
行
40
周
年

2
月　
東
京
都
の
人
口
が
1
、0
0
0
万
人
を
突
破

10
月　
ケ
ネ
ディ
大
統
領
、キ
ュ
ー
バ
海
上
封
鎖（
キ
ュ
ー
バ
危
機
）

12
月　
首
都
高
速
道
路「
京
橋
〜
芝
浦
」間
が
開
通

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

1959–1967
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1968
昭和43年

1970
昭和45年

2
月　

川
越
城
本
丸
御
殿
が
復
元

3
月　

川
越
氷
川
祭
山
車（
10
台
）、付
祭
礼
絵
馬
、祭
礼
絵
巻
が

県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
と
な
る

4
月　

広
報
誌「
川
越
」月
２
回
発
行
と
な
る

8
月　

川
越
市
と
川
島
町
を
結
ぶ
落
合
橋（
上
り
線
部
分
）が
竣
工

4
月　
東
名
高
速
道
路
一
部
開
業

東
京
に
霞
が
関
ビ
ル
ディ
ン
グ
が
完
成

5
月　
松
下
幸
之
助
著『
道
を
ひ
ら
く
』発
刊

6
月　
小
笠
原
諸
島
が
日
本
に
返
還
さ
れ
る

10
月　
メ
キ
シ
コ
シ
ティ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

11
月　
さ
い
と
う
た
か
お『
ゴ
ル
ゴ
13
』連
載
開
始

12
月　
川
端
康
成
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞

3
月　

川
越
商
工
会
議
所
が
現
在
地
に
移
転

芳
野
市
民
セ
ン
タ
ー
が
竣
工

4
月　

武
蔵
野
小
学
校
が
開
校

高
階
南
小
学
校
が
開
校

7
月　

上
戸
運
動
公
園
が
完
成

1
月　
第
63
代
内
閣
総
理
大
臣
に
佐
藤
栄
作
が
就
任

3
月　
日
本
万
国
博
覧
会（
大
阪
万
博
）開
催

よ
ど
号
ハ
イ
ジ
ャッ
ク
事
件

11
月　
三
島
由
紀
夫
、市
ヶ
谷
駐
屯
地
で
割
腹
自
殺

1
月　
東
大
安
田
講
堂
事
件

7
月　
ア
ポ
ロ
11
号
人
類
初
月
面
着
陸

8
月　
映
画「
男
は
つ
ら
い
よ
」第
1
作
公
開

12
月　
藤
子・F・不
二
雄『
ド
ラ
え
も
ん
』連
載
開
始

1
月　

人
口
15
万
突
破

4
月　

霞
ケ
関
北
小
学
校
が
開
校

7
月　

川
越
工
業
高
校
野
球
部
が
高
校
野
球
西
関
東
大
会
で
優
勝
、

甲
子
園
出
場

8
月　

川
越
市
中
央
公
民
館
が
竣
工

9
月　

国
鉄
川
越
線
か
ら
蒸
気
機
関
車
が
姿
を
消
す

10
月　

脇
田
本
町
か
ら
南
大
塚
へ
移
転
し
た
少
年
刑
務
所
が
竣
工

11
月　

川
越
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
が
オ
ー
プ
ン

1969
昭和44年

1971
昭和46年

1972
昭和47年

1
月　

棚
倉
町
と
の
友
好
都
市
調
印
式

山
田
市
民
セ
ン
タ
ー
が
竣
工

6
月　

川
越
市
山
の
家
が
都
幾
川
村
の
奥
武
蔵
高
原
に
開
業

9
月　

新
市
庁
舎
定
礎
式

10
月　

新
庁
舎
の
移
転
執
務
開
始

市
制
施
行
50
周
年
記
念
歴
史
展
が
新
庁
舎
と
市
内
百
貨
店
に
て
開
催

市
制
施
行
50
周
年
記
念
川
越
ま
つ
り
が
開
催
、山
車
24
台
が
出
る

12
月　

市
制
施
行
50
周
年

2
月　
札
幌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

浅
間
山
荘
事
件

5
月　
宮
史
郎
と
ぴ
ん
か
ら
ト
リ
オ「
女
の
み
ち
」リ
リ
ー
ス

沖
縄
返
還

6
月　
田
中
角
栄
通
産
相「
日
本
列
島
改
造
論
」を
発
表

7
月　
第
64
代
内
閣
総
理
大
臣
に
田
中
角
栄
が
就
任

8
月　
ミ
ュ
ン
ヘン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

9
月　
日
中
共
同
声
明

12
月　
第
65
代
内
閣
総
理
大
臣
に
田
中
角
栄
が
就
任

新庁舎定礎式（現市役所本庁舎／昭和47年）

市制施行50周年の川越まつり（昭和47年）

川越市民会館で行われた川越商工会議所の
創立70周年・新舎屋移転記念会員大会（昭和45年3月）

昭和39年から平成初め頃まで、本丸御殿前には
使われなくなったSLが展示されていた（昭和49年）

川越市市制施行50周年
現在の川越市役所本庁舎が完成した
（昭和47年）

3
月　

古
谷
市
民
セ
ン
タ
ー
が
竣
工

4
月　

平
塚
橋
が
竣
工

12
月　

関
越
自
動
車
道「
東
京
〜
川
越
」間
が
開
通
、県
内
初
の
高
速
道
路

1
月　
第
一
回
ダ
ボ
ス
会
議

8
月　
ア
メ
リ
カ
が
ド
ル
と
金
の
交
換
停
止（
ニ
ク
ソ
ン・シ
ョッ
ク
）

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

1968–1972
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4
月　

霞
ケ
関
東
小
学
校
が
開
校

5
月　

霞
ケ
関
北
公
民
館
が
竣
工

7
月　

川
越
市
海
の
家
が
千
葉
県
山
武
市
に
オ
ー
プ
ン

8
月　

関
越
自
動
車
道「
川
越
〜
東
松
山
」間
開
通

4
月　
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
結

5
月　
田
部
井
淳
子
、女
性
で
初
め
て
エ
ベレ
ス
ト
登
頂
に
成
功

12
月　
子
門
真
人「
お
よ
げ
！
た
い
や
き
く
ん
」リ
リ
ー
ス

4
月　

大
塚
小
学
校
が
開
校

上
戸
小
学
校
が
開
校

8
月　

霞
ケ
関
市
民
セ
ン
タ
ー
が
竣
工

9
月　

冒
険
の
森（
伊
佐
沼
）が
完
成

2
月　
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
発
覚

7
月　
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

12
月　
第
67
代
内
閣
総
理
大
臣
に
福
田
赳
夫
が
就
任

1976
昭和51年

4
月　

川
越
市・川
島
町
で
組
織
す
る
川
越
地
区
消
防
組
合
が
発
足

八
瀬
大
橋
開
通

高
階
北
小
学
校
が
開
校

6
月　

人
口
20
万
人
突
破

8
月　

川
越
工
業
高
校
が
甲
子
園
出
場
、準
決
勝
で
惜
敗

10
月　

大
東
公
民
館
が
竣
工

11
月　

市
立
川
越
診
療
所
が
小
仙
波
に
開
所

12
月　

川
越
市
と
川
島
町
を
結
ぶ
釘
無
橋
が
開
通

2
月　
円
変
動
相
場
制
移
行

10
月　
ア
ラ
ブ
石
油
輸
出
国
機
構
、石
油
生
産
の
削
減
を
決
定

（
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョッ
ク
）

12
月　
江
崎
玲
於
奈
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞

1973
昭和48年

1974
昭和49年

1975
昭和50年

4
月　

寺
尾
小
学
校
が
開
校

霞
ケ
関
西
小
学
校
が
開
校

10
月　

西
清
掃
セ
ン
タ
ー
本
運
転
開
始

11
月　

落
合
橋
開
通
式

5
月　
成
田
空
港
開
港

12
月　
第
68
代
内
閣
総
理
大
臣
に
大
平
正
芳
が
就
任

1979
昭和54年

1978
昭和53年

1977
昭和52年

3
月　

福
原
市
民
セ
ン
タ
ー
竣
工

9
月　

人
口
25
万
人
突
破

10
月　
「
わ
が
街
川
越
」放
送
開
始

4
月　
富
野
由
悠
季・矢
立
肇
原
作
ア
ニ
メ

『
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
』放
送
開
始

7
月　
ソ
ニ
ー「
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
」発
売

11
月　
第
69
代
内
閣
総
理
大
臣
に
大
平
正
芳
が
就
任

12
月　
ソ
連
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻

8
月　
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
で

ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
辞
任

12
月　
佐
藤
栄
作
が
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞

第
66
代
内
閣
総
理
大
臣
に

三
木
武
夫
が
就
任

4
月　

今
成
小
学
校
が
開
校

霞
ケ
関
南
小
学
校
が
開
校

高
階
西
小
学
校
が
開
校

9
月　

川
越
環
状
線
が
開
通

10
月　

川
越
武
道
館
が
開
館

新富町商店街（昭和53年）
川越駅東口（昭和53年）

立門前通り
（昭和53年）

志多町のマミーマート（昭和51年7月2日）

国道16号の一部として川越環状線開通
（昭和49年）

初雁公園のSL。東武鉄道の蒸気機関車が
展示されていた（昭和48年10月）

3
月　

南
古
谷
市
民
セ
ン
タ
ー
が
竣
工

4
月　

牛
子
小
学
校
が
開
校

寺
尾
中
学
校
が
開
校

霞
ケ
関
東
中
学
校
が
開
校

7
月　

戸
田
川
越
荘
オ
ー
プ
ン

10
月　

蔵
造
り
資
料
館
が
竣
工

11
月　

皇
太
子
ご
夫
妻
行
啓

6
月　
全
米
女
子
プ
ロ
ゴ
ル
フ
選
手
権
で
樋
口
久
子
が
優
勝

9
月　
王
貞
治
ホ
ー
ム
ラ
ン
世
界
記
録
達
成

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

1973–1979

本川越駅前（昭和53年）

一番街（昭和54年） 伊佐沼冒険の森オープン（昭和51年）

旧織物市場（昭和50年頃）

川越武道館の開館（昭和49年）

旧鶴川座（昭和50年代）
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1980
昭和55年

1981
昭和56年

1984
昭和59年

10
月　

市
立
図
書
館（
三
久
保
町
）オ
ー
プ
ン

12
月　

大
東
南
公
民
館
が
竣
工

河
越
館
跡
が
国
指
定
史
跡
に

1983
昭和58年

1982
昭和57年

2
月　

第
57
回
選
抜
高
校
野
球

秀
明
高
校
甲
子
園
出
場
決
定

4
月　

高
階
西
中
学
校
が
開
校

9
月　

川
越
線
電
化
開
通

8
月　
日
本
航
空
1
2
3
便
墜
落
事
故

9
月　
任
天
堂「
ス
ー
パ
ー
マ
リ
オ
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
」発
売

1985
昭和60年

3
月　

市
史
編
纂
業
務
が
完
了

8
月　
セ
ー
レ
ム
市
と
姉
妹
都
市
盟
約

11
月　

東
清
掃
セ
ン
タ
ー
完
成

4
月　
チ
ェ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
事
故

5
月　
エ
ニ
ッ
ク
ス「
ド
ラ
ゴ
ン
ク
エ
ス
ト
」発
売

7
月　
第
73
代
内
閣
総
理
大
臣
に
中
曽
根
康
弘
が
就
任

さ
く
ら
も
も
こ『
ち
び
ま
る
こ
ち
ゃ
ん
』連
載
開
始

1986
昭和61年

1987
昭和62年

7
月　

川
越
水
上
公
園
が
完
成

10
月　

川
越
西
文
化
会
館（
メ
ル
ト
）が
竣
工

3
月　
青
函
ト
ン
ネ
ル
開
通

4
月　
瀬
戸
大
橋
開
通

9
月　
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

1988
昭和63年

東明寺門前通りの長屋
（昭和55年8月20日）

川越水上公園の完成
（昭和63年）

川越西文化会館「メルト」
の完成（昭和63年）

市制施行60周年
記念式典（昭和57年）

児童センター「子どもの城」の完成（昭和58年）

4
月　

大
東
西
中
学
校
が
開
校

古
谷
東
小
学
校
が
開
校

市
民
グ
ラ
ン
ド（
宮
元
町
）が
完
成

8
月　

東
武
東
上
線
、営
団
地
下
鉄

有
楽
町
線
相
互
直
通
運
転
を
開
始

10
月　

市
内
11
農
協
合
併
、川
越
市
農
協
誕
生

3
月　
国
鉄
民
営
化

11
月　
第
74
代
内
閣
総
理
大
臣
に
竹
下
登
が
就
任

12
月　
利
根
川
進
が
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学・医
学
賞
を
受
賞

2
月　

川
越
市
長
に
川
合
喜
一
が
就
任

3
月　

高
階
南
公
民
館
が
竣
工

4
月　

広
谷
小
学
校
が
開
校

砂
中
学
校
が
開
校

8
月　

2
5
4
号
バ
イ
パ
ス
が
開
通（
川
越
〜
富
士
見
）

3
月　
黒
柳
徹
子
著『
窓
際
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』発
行

12
月　
福
井
謙
一
が
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞

4
月　

新
宿
小
学
校
が
開
校

野
田
中
学
校
が
開
校

7
月　

太
田
道
灌
公
像
、10
年
ぶ
り
に
屋
外
へ

10
月　

市
の
木（
樫
）・市
の
花（
山
吹
）が
決
定

11
月　

小
浜
市
と
姉
妹
都
市
盟
約

12
月　

市
制
施
行
60
周
年

2
月　
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
パン
火
災

6
月　
東
北
新
幹
線
一
部
開
業

11
月　
第
71
代
内
閣
総
理
大
臣
に
中
曽
根
康
弘
が
就
任

4
月　

川
越
西
小
学
校
が
開
校

南
古
谷
中
学
校
が
開
校

霞
ケ
関
西
中
学
校
が
開
校

川
越
西
中
学
校
が
開
校

児
童
セ
ン
タ
ー「
こ
ど
も
の
城
」が
竣
工

8
月　

オ
ッ
フ
ェ
ン
バッハ
市
と
姉
妹
都
市
盟
約

4
月　
東
京
ディ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
開
園

12
月　
第
72
代
内
閣
総
理
大
臣
に
中
曽
根
康
弘
が
就
任

4
月　

鯨
井
中
学
校
が
開
校

保
健
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン

8
月　

環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー
運
転
開
始

7
月　
第
70
代
内
閣
総
理
大
臣
に
鈴
木
善
幸
が
就
任

モ
ス
ク
ワ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

12
月　
ジ
ョ
ン・レ
ノ
ン
殺
害

7
月　
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

11
月　
鳥
山
明『
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
』連
載
開
始

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

一番街（昭和60年頃）

1980–1988

川越銀座通り商店街
（現大正浪漫夢通り／昭和56年）

元町1丁目の大沢家住宅（昭和55年）

志多町の柳屋酒店（昭和56年1月3日）

志多町の梅原商店（昭和55年1月2日）

川越駅西口（昭和60年代）
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1
月　

N
H
K
大
河「
春
日
局
」放
送
ス
タ
ー
ト

3
月　

全
国
高
校
バ
レ
ー
、川
越
商
業
高
校
女
子
バ
レ
ー
部
が
銅
メ
ダ
ル

全
国
高
校
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、星
野
女
子
高
校
が
５
年
ぶ
り
３
度
目
の
日
本
一

川
鶴
市
民
セ
ン
タ
ー
竣
工

8
月　

川
越
商
業
高
校
野
球
部
、初
の
甲
子
園
出
場

12
月　

農
業
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン

1
月　
平
成
に
改
元

4
月　
消
費
税
導
入

6
月　
天
安
門
事
件

第
75
代
内
閣
総
理
大
臣
に
宇
野
宗
佑
が
就
任

8
月　
第
76
代
内
閣
総
理
大
臣
に
海
部
俊
樹
が
就
任

11
月　
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊　
東
西
ド
イ
ツ
統
一

1989
平成元年（昭和64年）

川越市やまぶき会館の完成（平成4年）

一番街の電線類地中化事業
（平成4年）

2
月　

川
越
市
長
に
舟
橋
功
一
が
就
任

7
月　

川
越
西
郵
便
局
が
開
局

8
月　
第
79
代
内
閣
総
理
大
臣
に
細
川
護
煕
が
就
任

11
月　
欧
州
連
合（
E
U
）が
発
足

12
月　
屋
久
島（
鹿
児
島
県
）、白
神
山
地（
青
森
県・秋
田
県
）が
世
界
自
然
遺
産
に
登
録

姫
路
城（
兵
庫
県
）、法
隆
寺
地
域
の
仏
教
建
造
物（
奈
良
県
）が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

1993
平成5年

3
月　

川
越
市
や
ま
ぶ
き
会
館
が
竣
工
、6
月
か
ら一
般
利
用
開
始

8
月　

秀
明
高
校
、夏
の
甲
子
園
に
出
場

9
月　

一
番
街
の
電
線
類
地
中
化
工
事
が
完
了

川
越
運
動
公
園
陸
上
競
技
場
が
完
成

12
月　

市
制
施
行
70
周
年

市
の
鳥
を「
雁
」に
決
定

5
月　
米
米
C
L
U
B「
君
が
い
る
だ
け
で
／
愛
し
て
る
」リ
リ
ー
ス

7
月　
バ
ル
セ
ロ
ナ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

1992
平成4年

9
月　

西
武
新
宿
線
本
川
越
駅
ビ
ル
が
完
成

本
川
越
駅
証
明
セ
ン
タ
ー
が
業
務
開
始

北
公
民
館
が
竣
工

1
月　
湾
岸
戦
争

11
月　
第
78
代
内
閣
総
理
大
臣
に
宮
澤
喜
一
が
就
任

12
月　
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
辞
任
、ソ
ビ
エ
ト
連
邦
解
体

1991
平成3年

本川越駅前（平成4年頃）
川越駅前（東口）のモニュメントと
バスロータリー（平成2年頃）

1990
平成2年

3
月　

川
越
市
立
博
物
館
が
竣
工

川
越
城
本
丸
御
殿
家
老
詰
所
が
公
開

5
月　

東
口
に
川
越
駅
東
口
再
開
発
ビ
ル「
ア
ト
レ
」が
竣
工

人
口
30
万
人
突
破

2
月　
第
77
代
内
閣
総
理
大
臣
に
海
部
俊
樹
が
就
任

8
月　
臼
井
儀
人『
ク
レ
ヨ
ン
し
ん
ち
ゃ
ん
』連
載
開
始

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

1989–1993

looks back to 
100 years with 
a picture.

　平成は川越が観光地として定着してきた時代
です。旧市街地を中心とし、遺されてきた伝統
的な建造物や文化が見直され、新しい観光資源
として注目され始めました。さらに駅周辺の整
備や、埼玉川越総合地方卸売市場、川越市立博
物館・美術館など多くの施設がオープンし、住
む人々にとっても暮らしやすく、地域の歴史や
文化により触れられるまちへと進化しました。
また、平成7年に「川越氷川祭の山車行事」が
国の重要無形民俗文化財に指定され、平成28
年にはユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行
事」に登録されました。日本だけでなく、海外
にも川越の名が広まり、平成後期には外国人観
光客も急増しました。

観光産業の発展と
魅力的なまちづくり

前年に電線類地中化工事が完了した一番街（平成5年）

1989–2019

平
成

h
e

i
s

e
i
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8
月　

小
江
戸
大
相
撲
川
越
場
所
が
開
催（
川
越
運
動
公
園
）

集
中
豪
雨
災
害
が
発
生

2
月　
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

6
月　
サ
ッ
カ
ー
W
杯
フ
ラ
ン
ス
大
会
に
日
本
初
出
場

7
月　
第
84
代
内
閣
総
理
大
臣
に
小
渕
恵
三
が
就
任

12
月　
古
都
奈
良
の
文
化
財（
奈
良
県
）が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

3
月　

川
越
市
が「
業
務
核
都
市
」に
指
定

4
月　

総
合
保
健
セ
ン
タ
ー（
小
ヶ
谷
）が
オ
ー
プ
ン

8
月　

集
中
豪
雨
で
市
内
約
7
0
0
世
帯
が

床
下・床
上
浸
水
被
害

12
月　

一
番
街
を
中
心
に
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
に
選
定

3
月　
速
水
け
ん
た
ろ
う・茂
森
あ
ゆ
み
他

「
だ
ん
ご
3
兄
弟
」リ
リ
ー
ス

12
月　
日
光
の
社
寺（
栃
木
県
）が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

J
K
ロ
ー
リ
ン
グ
著『
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
と
賢
者
の
石
』発
行

4
月　

教
育
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー「
リ
ベ
ー
ラ
」が
オ
ー
プ
ン（
的
場
）

尚
美
学
園
大
学
が
開
校

7
月　

川
越
市
民
聖
苑
や
す
ら
ぎ
の
さ
と
竣
工

1
月　
サ
ザ
ン
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ズ「
T
S
U
N
A
M
I
」リ
リ
ー
ス

4
月　
第
85
代
内
閣
総
理
大
臣
に
森
喜
朗
が
就
任

7
月　
第
86
代
内
閣
総
理
大
臣
に
森
喜
朗
が
就
任

9
月　
シ
ド
ニ
ー
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

12
月　
白
川
英
樹
が
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞

琉
球
王
国
の
グ
ス
ク
及
び
関
連
遺
産
群（
沖
縄
県
）が

世
界
文
化
遺
産
に
登
録

川越商工会議所と川越銀座通り商店街（現大正浪漫夢通り／平成6年頃）

川越銀座通り商店街の
アーケード（平成6年頃）

8
月　

荒
川
に
か
か
る
国
道
16
号
の
上
江
橋
が
完
成

7
月　
香
港
が
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
か
ら
中
国
へ
返
還
さ
れ
る

尾
田
栄
一
郎『
O
N
E 
P
I
E
C
E
』連
載
開
始

11
月　
ジ
ェ
ー
ム
ズ
キ
ャ
メ
ロ
ン
監
督
映
画『
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
』公
開

サ
ッ
カ
ー
日
本
代
表
が
W
杯
の
初
出
場
を
決
め
る

山
一
証
券
自
主
廃
業

1997
平成9年

1998
平成10年

1999
平成11年

2000
平成12年

3
月　

川
越
シ
ャ
ト
ル（
東・南
コ
ー
ス
）運
行
開
始

4
月　

川
越
運
動
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
が
完
成

6
月　

時
の
鐘
が
環
境
庁
の「
残
し
た
い
日
本
の
音
風
景
百
選
」

に
選
ば
れ
る

11
月　

あ
さ
ひ
銀
行
川
越
支
店（
旧
八
十
五
銀
行
本
店
本
館
）

の
建
物
が
文
化
庁「
登
録
有
形
文
化
財
」に
登
録
さ
れ
る

1
月　
第
82
代
内
閣
総
理
大
臣
に
橋
本
龍
太
郎
が
就
任

2
月　
任
天
堂「
ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
」発
売

7
月　
ア
ト
ラ
ン
タ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

11
月　
第
83
代
内
閣
総
理
大
臣
に
橋
本
龍
太
郎
が
就
任

12
月　
厳
島
神
社（
広
島
県
）、原
爆
ド
ー
ム（
広
島
県
）が

世
界
文
化
遺
産
に
登
録

1996
平成8年

4
月　

川
越
運
動
公
園
総
合
体
育
館
が
オ
ー
プ
ン

7
月　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー「
オ
ア
シ
ス
」が
オ
ー
プ
ン

1
月　
阪
神
淡
路
大
震
災

3
月　
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件

12
月　
白
川
郷・
五
箇
山
の
合
掌
造
り
集
落（
岐
阜
県・
富
山
県
）が

世
界
文
化
遺
産
に
登
録

1995
平成7年

1
月　

霞
ケ
関
北
市
民
セ
ン
タ
ー
竣
工

3
月　

大
正
浪
漫
夢
通
り（
旧
銀
座
商
店
街
部
分
）の
石
張
り
舗
装
工
事
が
完
成

9
月　

伊
勢
原
公
民
館
竣
工

3
月　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・ス
タ
ジ
オ・ジ
ャ
パン
が
オ
ー
プ
ン

4
月　
第
87
代
内
閣
総
理
大
臣
に
小
泉
純
一
郎
が
就
任

7
月　
宮
崎
駿
の
原
作
映
画『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』公
開

9
月　
東
京
ディ
ズ
ニ
ー
シ
ー
が
開
園

ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ

12
月　
野
依
良
治
が
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞

2001
平成13年

川越運動公園総合体育館で行われた小江戸大相撲川越場所
（平成10年） 川越南文化会館「ジョイフル」の完成（平成6年頃）

鐘つき通り電線類地中化工事（平成6年頃）

1994
平成6年

1
月　

川
越
南
文
化
会
館（
ジ
ョ
イ
フ
ル
）が
竣
工

3
月　

鐘
つ
き
通
り
電
線
類
地
中
化
が
完
了

5
月　

埼
玉
川
越
総
合
地
方
卸
売
市
場
が
営
業
開
始

4
月　
第
80
代
内
閣
総
理
大
臣
に
羽
田
孜
が
就
任

6
月　
第
81
代
内
閣
総
理
大
臣
に
村
山
富
市
が
就
任

12
月　
古
都
京
都
の
文
化
財（
京
都
府・滋
賀
県
）が

世
界
文
化
遺
産
に
登
録

大
江
健
三
郎
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

1994–2001
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川越ナンバー導入（平成17年）

クラッセ川越
の完成
（平成14年）

7
月　
「
ク
ラ
ッ
セ
川
越
」が
オ
ー
プ
ン

9
月　

北
部
地
域
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
が
竣
工

10
月　

オ
ー
タ
ン
市（
フ
ラ
ン
ス
）と
姉
妹
都
市
盟
約
に
調
印

11
月　

中
札
内
村（
北
海
道
）と
友
好
都
市
盟
約
に
調
印

12
月　

市
制
施
行
80
周
年

川
越
市
立
美
術
館
が
オ
ー
プ
ン

5
月　
サ
ッ
カ
ー
W
杯
日
韓
大
会

9
月　
小
泉
首
相
が
日
本
の
首
相
と
し
て
史
上
初
め
て
北
朝
鮮
を
訪
問

12
月　
田
中
耕
一
が
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
、小
柴
昌
俊
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞

4
月　

川
越
市
保
健
所（
小
ヶ
谷
）が
開
設

5
月　

仙
波
河
岸
史
跡
公
園
が
開
園

9
月　

彩
の
国
ま
ご
こ
ろ
国
体
夏
季
大
会
開
催（
サ
ッ
カ
ー・ゴ
ル
フ
）

10
月　

彩
の
国
ま
ご
こ
ろ
国
体
秋
季
大
会
開
催（
バ
レ
ー
ボ
ー
ル・高
校
野
球
）

7
月　
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道（
三
重
県・奈
良
県・和
歌
山
県
）が

世
界
文
化
遺
産
に
登
録

8
月　
ア
テ
ネ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

2002
平成14年

4
月　

中
核
市・川
越
ス
タ
ー
ト

下
水
道
事
業
の
公
営
企
業
化
、上
下
水
道
局
新
設

9
月　

川
越
ま
つ
り
会
館
が
オ
ー
プ
ン

3
月　
イ
ラ
ク
戦
争

「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」が
第
75
回
ア
カ
デ
ミ
ー
賞・長
編
ア
ニ
メ
賞
を
受
賞

4
月　
S
A
R
S
流
行

六
本
木
ヒ
ル
ズ
開
業

11
月　
第
88
代
内
閣
総
理
大
臣
に
小
泉
純
一
郎
が
就
任

2003
平成15年

2004
平成16年

川越まつり会館の完成
（平成15年）

川越市立美術館の完成（平成14年）

仙波河岸史跡公園の開園（平成16年）

天皇、皇后両陛下とスウェーデン国王、
王妃両陛下による川越ご訪問（平成19年）

彩の国まごころ国体開催（平成16年）

河越館跡史跡公園の竣工式（平成21年）

3
月　

川
越
城
が「
日
本
1
0
0
名
城
」に
選
定
さ
れ
る

7
月　

霞
ケ
関
駅
北
口
が
開
設

2
月　
表
参
道
ヒ
ル
ズ
が
オ
ー
プ
ン

9
月　
第
90
代
内
閣
総
理
大
臣
に
安
倍
晋
三
が
就
任

12
月　
民
放
全
局
が
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
を
開
始

2006
平成18年

3
月　

天
皇
、皇
后
両
陛
下
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
王
、

王
妃
両
陛
下
が
川
越
を
ご
訪
問

12
月　

高
階
市
民
セ
ン
タ
ー
が
竣
工

2
月　

	

第
1
回
東
京
マ
ラ
ソ
ン
が
開
催

7
月　
石
見
銀
山
遺
跡
と
そ
の
文
化
的
景
観（
島
根
県
）が

日
本
の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

9
月　
第
91
代
内
閣
総
理
大
臣
に
福
田
康
夫
が
就
任

2007
平成19年

2
月　

東
部
地
域
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー（
南
古
谷
）が
竣
工

6
月　

東
京
メ
ト
ロ
副
都
心
線
と
東
武
東
上
線
の
相
互
直
通
運
転
が
開
始

7
月　

川
越
運
動
公
園
総
合
体
育
館
で
彩
夏
到
来
08
埼
玉
総
体　

「
弓
道
競
技
」を
開
催

8
月　

市
内
の
各
会
場
で
彩
夏
到
来
08
埼
玉
総
体

「
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
競
技
」を
開
催

7
月　
日
本
で
i
P
h
o
n
e
発
売
ス
タ
ー
ト

8
月　
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

9
月　
リ
ー
マ
ン
シ
ョッ
ク

第
92
代
内
閣
総
理
大
臣
に
麻
生
太
郎
が
就
任

11
月　
能
楽
、人
形
浄
瑠
璃
文
楽
、歌
舞
伎（
伝
統
的
な
演
技
演
出
様
式
に
よ
っ
て
上
演

さ
れ
る
歌
舞
伎
）が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

12
月　
南
部
陽
一
郎
、小
林
誠
、益
川
敏
英
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞

下
村
脩
が
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞

2008
平成20年

2009
平成21年

2
月　

川
越
市
長
に
川
合
善
明
が
就
任

3
月　

N
H
K
連
続
テ
レ
ビ
小
説「
つ
ば
さ
」放
送
開
始

7
月　

名
細
市
民
セ
ン
タ
ー
が
竣
工

11
月　

河
越
館
跡
史
跡
公
園
が
完
成

7
月　
国
内
46
年
ぶ
り
、皆
既
日
食

9
月　
第
93
代
内
閣
総
理
大
臣
に
鳩
山
由
紀
夫
が
就
任

雅
楽
、小
千
谷
縮・越
後
上
布
、奥
能
登
の
あ
え
の
こ
と
、

早
池
峰
神
楽
、秋
保
の
田
植
踊
、チ
ャッ
キ
ラ
コ
、

大
日
堂
舞
楽
、題
目
立
、ア
イ
ヌ
古
式
舞
踊
が
ユ
ネ
ス
コ

無
形
文
化
遺
産
に
登
録

平成17年
2005
2
月　
「
川
越
氷
川
祭
の
山
車
行
事
」が
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

7
月　

自
動
車
の
川
越
ナ
ン
バ
ー
導
入
決
定

7
月　
知
床（
北
海
道
）が
世
界
自
然
遺
産
に
登
録

9
月　
第
89
代
内
閣
総
理
大
臣
に
小
泉
純
一
郎
が
就
任

大正浪漫夢通り（平成14年頃）

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

2002–2009



59 58ウェスタ川越の完成
（平成27年）

時の鐘耐震化工事の完了
（平成29年）

「川越氷川祭の山車行事」
ユネスコ無形文化遺産登録
記念式典（平成28年）

産業観光館「小江戸蔵里」の完成（平成22年）

仲町観光案内所のオープン（平成23年）

環境プラザ「つばさ館」の完成（平成22年）

川越市マスコットキャラクター
「ときも」の誕生（平成22年）

1
月　

箱
根
駅
伝
で
東
洋
大
学
が
大
会
新
記
録
で
総
合
優
勝

6
月　

市
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
が
誕
生

8
月　

な
ぐ
わ
し
公
園
P
i
K
O
A（
ピ
コ
ア
）完
成

12
月　

市
制
施
行
90
周
年

2
月　
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
完
成

7
月　
ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

12
月　
山
中
伸
弥
が
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学・医
学
賞
を
受
賞

第
96
代
内
閣
総
理
大
臣
に
安
倍
晋
三
が
就
任

那
智
の
田
楽
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

2012
平成24年

3
月　

東
武
東
上
線
が
東
急
東
横
線・み
な
と
み
ら
い
線
と
の
相
互
直
通
運
転
を
開
始

9
月　

2
0
2
0
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
決
定
、市
内
で
ゴ
ル
フ
競
技
開
催
予
定

大
東
市
民
セ
ン
タ
ー
が
竣
工

12
月　

川
越
市
自
転
車
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
が
開
始

6
月　
富
士
山
―
信
仰
の
対
象
と
芸
術
の
源
泉
―（
山
梨
県・静
岡
県
）が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

12
月　
「
和
食
」日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

2013
平成25年

3
月　

川
越
市
マ
ス
コッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー「
と
き
も
」発
表

平
塚
橋・北
環
状
線
が
開
通

資
源
化
セ
ン
タ
ー
竣
工

4
月　

環
境
プ
ラ
ザ「
つ
ば
さ
館
」が
オ
ー
プ
ン

農
産
物
直
売
所「
あ
ぐ
れ
っ
し
ゅ
川
越
」が
オ
ー
プ
ン

10
月　

産
業
観
光
館「
小
江
戸
蔵
里
」が
オ
ー
プ
ン

6
月　
小
惑
星
探
査
機
は
や
ぶ
さ
が
7
年
間
の
宇
宙
の
旅
を
終
え
帰
還

第
94
代
内
閣
総
理
大
臣
に
菅
直
人
が
就
任

11
月　
組
踊
、結
城
紬
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

12
月　
根
岸
英
一
、鈴
木
章
が
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞

チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
ジ
ャ
ス
ミ
ン
革
命（
ア
ラ
ブ
の
春
が
始
ま
る
）

2010
平成22年

1
月　

箱
根
駅
伝
で
東
洋
大
学
が
2
年
ぶ
り
4
度
目
の
総
合
優
勝

3
月　

川
越
駅
西
口
駅
前
広
場
供
用
開
始

6
月　
富
岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
産
群（
群
馬
県
）が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

9
月　
御
嶽
山
が
大
噴
火

11
月　
「
和
紙
」日
本
の
手
漉
和
紙
技
術
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

12
月　
赤
﨑
勇
、天
野
浩
、中
村
修
二
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞

第
97
代
内
閣
総
理
大
臣
に
安
倍
晋
三
が
就
任

2014
平成26年

2
月　

旧
山
崎
家
別
邸
の
庭
園
が
、国
の
登
録
記
念
物
に
指
定
さ
れ
る

4
月　

仲
町
観
光
案
内
所・鍛
冶
町
広
場
が
オ
ー
プ
ン

3
月　
東
日
本
大
震
災

6
月　
小
笠
原
諸
島（
東
京
都
）が
世
界
自
然
遺
産
に
登
録

平
泉
―
仏
国
土「
浄
土
」を
表
す
建
築・庭
園
及
び

考
古
学
的
遺
跡
群
―（
岩
手
県
）が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

9
月　
第
95
代
内
閣
総
理
大
臣
に
野
田
佳
彦
が
就
任

11
月　
壬
生
の
花
田
植
、佐
陀
神
能
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

M
ojang  Studios

「
マ
イ
ン
ク
ラ
フ
ト
」発
売

2011
平成23年

2015
平成27年

3
月　

ウ
ェ
ス
タ
川
越
竣
工

8
月　

人
口
35
万
人
突
破

10
月　

東
京
国
際
大
学
の
箱
根
駅
伝
初
出
場
決
定

11
月　

県
立
川
越
工
業
高
校
の
生
徒
が
、乾
電
池
で
動
く
電
車
で
ギ
ネ
ス
世
界
記
録
達
成

12
月　

県
立
川
越
高
校
出
身
の
梶
田
隆
章
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞

7
月　
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産 

製
鉄・製
鋼
、造
船
、石
炭
産
業

（
福
岡
県・佐
賀
県・長
崎
県・熊
本
県・鹿
児
島
県・山
口
県・岩
手
県・静
岡
県
）が

世
界
文
化
遺
産
に
登
録

9
月　
ラ
グ
ビ
ー
W
杯
、日
本
が
初
戦
で
南
ア
フ
リ
カ
に
歴
史
的
勝
利

10
月　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
運
用
開
始

12
月　
梶
田
隆
章
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞

大
村
智
が
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学・医
学
賞
を
受
賞

2
月　

本
川
越
駅
西
口
が
開
設

4
月　

旧
山
崎
家
別
邸
が
オ
ー
プ
ン

12
月　
「
川
越
氷
川
祭
の
山
車
行
事
」が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

7
月　
ル・コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
建
築
作
品
―
近
代
建
築
運
動
へ
の
顕
著
な
貢
献
―（
日
本・フ
ラ
ン
ス・
ド

イ
ツ・ス
イ
ス・ベ
ル
ギ
ー・ア
ル
ゼ
ン
チ
ン・イ
ン
ド
）が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

8
月　
リ
オ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

12
月　
大
隅
良
典 

が
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学・医
学
賞
を
受
賞

山・鉾・屋
台
行
事
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

2016
平成28年

1
月　

時
の
鐘
の
耐
震
化
工
事
が
完
了

3
月　
「
武
蔵
野
の
落
ち
葉
堆
肥
農
法
」が
日
本
農
業
遺
産
に
認
定

4
月　

川
越
市
斎
場（
小
仙
波
）の
供
用
開
始

12
月　

新
河
岸
駅
の
自
由
通
路
お
よ
び
橋
上
駅
舎
、

西
口
駅
前
広
場
が
完
成
、東
口
を
新
設

7
月　
「
神
宿
る
島
」宗
像・沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群（
福
岡
県
）が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

11
月　
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
来
日
、霞
ヶ
関
カ
ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部
で
ゴ
ル
フ

第
98
代
内
閣
総
理
大
臣
に
安
倍
晋
三
が
就
任

2017
平成29年

農産物直売所「あぐれっしゅ川越」
の完成（平成22年）

市制施行90周年
川越まつり（平成24年）

市制施行90周年記念事業（平成24年）

姉妹友好サミット

記念式典

サンマ祭り

佐々木則夫さん講演

6
月　
長
崎
と
天
草
地
方
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
遺
産（
長
崎
県・熊
本
県
）が

世
界
文
化
遺
産
に
登
録

10
月　
豊
洲
市
場
が
開
場

11
月　
「
来
訪
神
」仮
面・仮
装
の
神
々
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

12
月　
本
庶
佑
が
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学・医
学
賞
を
受
賞

2018
平成30年

3
月　

産
業
観
光
館（
蔵
里
）昭
和
蔵
リ
ニュ
ー
ア
ル

12
月　

霞
ケ
関
西
公
民
館
竣
工

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

2010–2018
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2
月　

川
越
市
デ
マ
ン
ド
型
交
通
の
運
行
開
始

3
月　

県
道
川
越
北
環
状
線
が
全
線
開
通

4
月　

タ
イ
王
国
を
相
手
国
と
す
る
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
に
登
録

霞
ケ
関
西
公
民
館
が
オ
ー
プ
ン

9
月　

旧
山
崎
家
別
邸
が
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
る

5
月　
令
和
に
改
元

7
月　
百
舌
鳥・古
市
古
墳
群
―
古
代
日
本
の
墳
墓
群
―（
大
阪
府
）が

世
界
文
化
遺
産
に
登
録

12
月　
吉
野
彰
が
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞

2019
令和元年（平成31年）

東京2020オリンピック聖火リレー（令和3年7月8日）

東京2020オリンピックゴルフ競技会場の
霞ヶ関カンツリー倶楽部（令和3年）

市制施行100周年川越まつり
（令和4年10月15日、16日）

U_PLACEのオープン（令和2年）

6
月　

複
合
施
設U

_PLAC
E

（
ユ
ー
プ
レ
イ
ス
）が
オ
ー
プ
ン

4
月　
7
都
府
県
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
蔓
延
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言

9
月　
第
99
代
内
閣
総
理
大
臣
に
菅
義
偉
が
就
任

10
月　
吾
峠
呼
世
晴
の
原
作
映
画『
劇
場
版「
鬼
滅
の
刃
」無
限
列
車
編
』公
開

12
月　
「
伝
統
建
築
工
匠
の
技
」木
造
建
造
物
を
受
け
継
ぐ
た
め
の

伝
統
技
術
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

2020
令和2年

2022
令和4年

10
月　

川
越
ま
つ
り
が
3
年
ぶ
り
に
開
催

12
月　

市
制
施
行
1
0
0
周
年

2
月　
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
侵
攻

3
月　
東
京
国
立
博
物
館
1
5
0
周
年

7
月　
安
倍
晋
三
元
首
相
、銃
撃

10
月　
鉄
道
開
業
1
5
0
周
年（
新
橋
〜
横
浜
間
）

11
月　
風
流
踊
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

2021
令和3年

7
月　

東
京
2
0
2
0
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
リ
レ
ー

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ゴ
ル
フ
競
技
を
霞
ヶ
関
カ
ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部
に
て
開
催

子
育
て
安
心
施
設「
す
く
す
く
川
越
」オ
ー
プ
ン

7
月　
奄
美
大
島
、徳
之
島
、沖
縄
島
北
部
及
び
西
表
島（
鹿
児
島
県・沖
縄
県
）が

世
界
自
然
遺
産
に
登
録

北
海
道・北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群（
北
海
道・青
森
県・岩
手
県・秋
田
県
）が

世
界
文
化
遺
産
に
登
録

10
月　
第
1
0
0
代
内
閣
総
理
大
臣
に
岸
田
文
雄
が
就
任

11
月　
埼
玉
県
1
5
0
周
年

12
月　
真
鍋
淑
郎
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞

川越市、その百年
紡がれてきたまちの記憶

2019–2022

looks back to 
100 years with 
a picture.

　令和元年からの世界的な新型コロナウィルス
感染症の蔓延で、令和2年4月に第1回目の緊急
事態宣言が発出。川越まつりを含む市内の様々
な行事や催しが中止を余儀なくされました。ま
た、東京2020オリンピックは翌令和3年に開催
となり、霞ヶ関カンツリー倶楽部でゴルフ競技
が行われました。そして令和4年、川越市は記
念すべき市制施行100周年を迎えました。10月
には3年ぶりとなる川越まつりも開催、市内は
大きな喜びと賑わいに包まれました。

ともに歩む川越市、
次の100年へ

市制施行100周年川越まつり。新型コロナウィルス感染症の影響で
3年ぶりに開催された川越まつりは大いに賑わった（令和4年）

2019–

令
和

r
e

i
w

a



　

川
越
の
ま
ち
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
空
襲

を
免
れ
、
江
戸
時
代
の
風
情
が
残
っ
て
い
ま

す
。
喜
多
院
を
は
じ
め
と
す
る
神
社
仏
閣
は

も
ち
ろ
ん
、
富
士
見
櫓
跡
や
堀
跡
（
中
ノ
門

堀
跡
、
川
越
市
立
特
別
支
援
学
校
周
辺
な
ど
）、

土
塁
（
初
雁
公
園
内
）
や
蓮
池
跡
（
初
雁
球
場
）

な
ど
、
地
形
か
ら
も
当
時
の
名
残
り
を
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
川
越
城
の
大

手
門
が
あ
っ
た
場
所
は
現
在
の
川
越
市
役
所

の
東
庁
舎
前
で
あ
り
、
現
在
の
市
役
所
本
庁

舎
の
あ
た
り
に
は
藩
校
（
講
学
所
）
も
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
川
越
城
の
近
く
、
現
在
で
は

学
校
な
ど
の
施
設
と
な
っ
て
い
る
場
所
に
は
、

身
分
の
高
い
武
士
が
広
い
面
積
の
屋
敷
を
構

え
て
い
ま
し
た
。

　

現
代
の
川
越
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
言
え
る
時

の
鐘
は
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
何

度
か
大
火
に
よ
り
焼
失
し
て
い
ま
す
が
、
そ

の
度
に
藩
や
川
越
に
か
か
わ
る
実
業
家
・
政

治
家
な
ど
の
寄
付
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
、
現

在
も
川
越
の
ま
ち
に
時
を
告
げ
て
い
ま
す
。

一
番
街
に
も
江
戸
時
代
か
ら
の
蔵
造
り
（
大

沢
家
住
宅
）
が
大
火
を
免
れ
て
現
存
し
て
い

ま
す
。
ま
た
大
手
町
や
松
江
町
に
は
江
戸
街

道
の
名
残
を
留
め
る
「
鉤
の
手
」
と
呼
ば
れ

る
道
が
現
在
も
残
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
ま

ち
の
特
徴
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
も
残
る
、

江
戸
時
代
の

面
影

川越城周辺の地形
（カシミール3D「スーパー地形」［http://www.kashmir3d.com/］を使用）

狩野文庫　川越城下図（一部）東北大学附属図書館蔵

喜
多
院

　

喜
多
院
は
天
長
七
年
（
八
三
〇
）、
慈
覚

大
師
円
仁
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
伝
わ
り

ま
す
。
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
を
は
じ
め
不
動

明
王
、
毘
沙
門
天
等
を
祀
り
、
当
時
は
無
量

寿
寺
と
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

仙
芳
仙
人
の
故
事
に
よ
る
と
、
そ
の
起
源
は

奈
良
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
湖
水
か
ら

祥
雲
が
昇
る
の
を
み
て
、
毘び

婆ば

尸し

仏ぶ
つ

が
説
法

を
し
た
遺
跡
で
あ
る
と
感
得
し
、
湖
の
神
竜

の
助
け
を
得
て
寺
を
建
立
し
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

創
建
後
、
元
久
年
間
に
戦
火
に
よ
り
焼
失

し
、
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
に
尊
海
僧
正

が
再
興
し
ま
し
た
。
慈
恵
大
師
（
元
三
大
師
）

を
祀
り
、
関
東
天
台
の
高
僧
に
よ
っ
て
再
建

さ
れ
た
当
寺
は
、
関
東
天
台
の
中
心
と
な
り

ま
し
た
。
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）、
後
二
条

天
皇
よ
り
関
東
天
台
宗
の
本
山
と
な
る
べ
き

綸
旨
が
下
さ
れ
、
無
量
寿
寺
仏
地 

院
（
中
院
）

は
、
関
東
五
八
〇
余
ヶ
寺
の
本
山
と
な
り
ま

し
た
。

　

し
か
し
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）、
戦
国

時
代
に
入
り
、
上
杉
氏
と
北
条
氏
の
争
い
の

な
か
で
寺
は
炎
上
し
、
長
期
に
渡
り
再
建
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
慶
長
四
年
（
一
五
九

九
）
に
な
る
と
天
海
僧
正
（
慈
眼
大
師
）
が

無
量
寿
寺
北
院
の
第
27
世
の
法
灯
（
最
高
位

の
僧
）
を
継
い
で
住
職
に
な
り
、
復
興
の
時

代
を
迎
え
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
天
海
僧
正
は
慶
長
一
六
年
（
一
六

一
一
）
十
一
月
に
徳
川
家
康
が
川
越
を
訪
れ

た
際
に
、
接
見
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

家
康
よ
り
大
き
な
信
頼
を
得
た
天
海
僧
正
は
、

以
後
、
秀
忠
、
家
光
と
将
軍
家
に
仕
え
ま
し

た
。

　

寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
一
月
に
発
生

し
た
川
越
大
火
に
よ
り
、
喜
多
院
は
現
存
の

山
門
（
寛
永
九
年
建
立
）
を
除
き
堂
宇
は
す

べ
て
消
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
時
、
三

代
将
軍
・
徳
川
家
光
は
、
堀
田
加
賀
守
正
盛

に
復
興
に
取
り
掛
か
る
よ
う
命
じ
、
江
戸
城

紅
葉
山
（
現
在
の
皇
居
）
の
別
殿
を
移
築
し

て
客
殿
、
書
院
、
庫
裏
を
再
建
し
ま
し
た
。

現
在
の
喜
多
院
に
「
徳
川
家
光
公
誕
生
の

間
」
や
、
家
光
公
の
乳
母
で
あ
っ
た
「
春
日

局
化
粧
の
間
」
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
、

家
光
公
が
生
ま
れ
育
っ
た
当
時
の
様
子
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
現
存
す
る
慈
恵
堂
や
多
宝
塔
、

慈
眼
堂
、
鐘
楼
門
、
東
照
宮
、
日
枝
神
社
な

ど
の
建
物
を
わ
ず
か
数
年
で
再
建
し
、
そ
れ

が
今
日
ま
で
残
り
、
国
指
定
重
要
文
化
財
を

は
じ
め
、
貴
重
な
文
化
財
と
し
て
大
切
に
保

管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
喜
多
院

境
内
の
「
五
百
羅
漢
」
は
川
越
北
田
島
の
志し

誠じ
ょ
う

の
発
願
に
よ
り
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）

か
ら
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
の
約
五
〇
年

間
に
わ
た
り
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
中
央
高

座
の
大
仏
、
釈
迦
如
来
を
含
む
五
三
八
体
の

羅
漢
像
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。

五百羅漢

徳川家光公誕生の間

慈恵堂

太田道灌像と大手門跡の碑（川越市役所）

川越には、今でも本丸御殿をはじめ

江戸時代の名残りをとどめる堀跡や神社仏閣、

道が多く残されています。
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今
も
残
る
、

江
戸
時
代
の

面
影

　

寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
川
越
藩
主
松

平
信
綱
が
城
の
大
改
修
を
行
っ
た
際
に
造
ら

れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
川
越

市
役
所
東
庁
舎
付
近
の
西
大
手
門
側
か
ら
本

丸
方
向
へ
の
敵
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
配
さ

れ
た
堀
の
ひ
と
つ
で
す
。
中
ノ
門
堀
の
特
徴

は
、
城
壁
側
と
そ
の
向
か
い
側
の
法の

り

面め
ん

の
勾

配
具
合
が
異
な
る
点
で
す
。
城
壁
側
は
向
か

い
側
の
三
〇
度
に
対
し
て
、
六
〇
度
の
勾
配

が
あ
る
た
め
、
城
壁
側
が
切
り
立
ち
、
侵
入

者
が
堀
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
工
夫
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

三
芳
野
神
社
は
、
川
越
城
の
鎮
守
と
し
て

寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）、
酒
井
忠
勝
に
よ

っ
て
再
建
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
祭

神
は
素す

さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
・
奇く

し
な
だ

稲
田
姫ひ

め
の
み
こ
と命
。 

菅
原
道

真
・
誉ほ

ん
だ
わ
け
の
み
こ
と

田
別
尊
を
合
祀
し
て
い
ま
す
。
天
神

を
祀
る
こ
と
か
ら
、
童
歌
「
と
お
り
ゃ
ん
せ
」

の
舞
台
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
三
芳
野
神
社

は
川
越
城
天
神
曲
輪
内
に
あ
っ
た
た
め
、
一

般
の
町
人
の
参
詣
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

外
宮
に
は
年
に
2
回
、
参
詣
が
許
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　

御お
ん

嶽た
け

神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
高
台
に
は
、

富
士
見
櫓
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
櫓
は
合

戦
の
際
の
物
見
や
防
戦
の
足
場
と
し
て
、
城

壁
、
城
門
な
ど
高
所
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

川
越
城
に
は
北
東
隅
に
二
重
の
虎
櫓
、
本
丸

北
に
菱
櫓
、
南
西
隅
に
三
層
の
富
士
見
櫓
が

あ
り
、
最
も
高
い
富
士
見
櫓
が
天
守
の
代
わ

り
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
櫓
は
梁
間
10
・
36

メ
ー
ト
ル
、
桁
行
11
・
33
メ
ー
ト
ル
、
高
さ

10
・
91
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
現
在
は
そ
の
姿
は
あ
り
ま
せ
ん
。

中
ノ
門
堀

三
芳
野
神
社

富
士
見
櫓や

ぐ
ら

　

川
越
を
代
表
す
る
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
時
の

鐘
は
、
鐘か

ね

撞つ
き

堂ど
う

と
も
呼
ば
れ
川
越
に
住
む

人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
歴
史

は
古
く
、
寛
永
四
年
か
ら
一
一
年
（
一
六
二

七
〜
一
六
三
四
）
の
間
に
川
越
藩
主
を
務
め

た
、
江
戸
幕
府
の
重
臣
酒
井
忠
勝
に
よ
っ
て

多
賀
町
（
現
在
の
幸
町
）
の
常
蓮
寺
境
内
に

創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
は
大
名
な
ど
の
一
部
の
有
力
者
し
か

時
の
鐘

時
計
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
時
代
だ
っ
た

た
め
、
商
人
た
ち
は
時
の
鐘
が
鳴
ら
す
鐘
の

音
に
よ
っ
て
、
正
確
な
時
刻
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
享
保
一
八
年
（
一
七

三
三
）
に
は
火
の
見
櫓
が
付
け
足
さ
れ
、
時

の
鐘
は
火
事
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る

早
鐘
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
火
元
が
遠
い
と
き
は
1
〜
3
回
鐘
を
つ

い
て
一
回
休
み
、
火
元
が
近
い
と
き
は
休
ま

ず
鐘
を
つ
い
て
知
ら
せ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

以
来
、
長
き
に
わ
た
り
川
越
に
住
む
人
々

に
時
を
告
げ
て
き
た
時
の
鐘
で
す
が
、
度
重

な
る
火
災
に
よ
り
鐘
楼
や
銅
鐘
が
焼
失
し
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
度
に
再
建
さ
れ
、
現
在

残
る
時
の
鐘
は
、
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）

に
発
生
し
、
町
の
四
分
の
一
を
焼
き
尽
く
す

甚
大
な
被
害
を
出
し
た
川
越
大
火
の
後
に
再

建
さ
れ
た
も
の
で
す
。
日
々
の
暮
ら
し
に
欠

か
せ
な
い
時
を
告
げ
る
重
要
性
か
ら
、
渋
沢

栄
一
や
高
田
早
苗
ら
実
業
家
や
政
治
家
な
ど

の
寄
付
に
よ
り
、
い
ち
早
く
立
て
直
さ
れ
ま

し
た
。

　

鐘
楼
に
吊
る
さ
れ
た
銅
鐘
は
、
安
永
五
年

（
一
七
七
六
）
の
再
建
後
は
行
伝
寺
よ
り
、
安

政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
再
建
後
は
広
済
寺

よ
り
借
用
し
、
現
存
す
る
銅
鐘
は
川
越
の
鋳い

物も
の

師し

・
矢
沢
四
郎
右
衛
門
に
よ
っ
て
鋳
造
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
鐘
楼
に
つ
い
て
は
、
大

工
の
関
根
松
五
郎
の
設
計
、
建
築
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
時
の
鐘
が
建
て
ら
れ
て
い
た
常
蓮

寺
は
明
治
維
新
の
際
に
薬
師
神
社
と
な
り
、

川
越
大
火
の
後
に
時
の
鐘
と
共
に
再
建
さ
れ

ま
し
た
。
本
尊
に
は
薬
師
如
来
が
祀
ら
れ
て

い
ま
す
。

薬師神社

　

長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）、
上
杉
持
朝
の
重

臣
だ
っ
た
太
田
道
真
・
道
灌
父
子
に
よ
っ
て

築
城
さ
れ
た
河
越
城
。
現
存
す
る
川
越
城
の

本
丸
御
殿
は
江
戸
時
代
の
嘉
永
元
年
（
一
八

四
八
）、
当
時
の
川
越
藩
主
だ
っ
た
松
平
斉な

り

典つ
ね

が
造
営
し
た
も
の
で
す
。
本
来
は
全
部
で
一

六
棟
の
建
物
が
あ
り
ま
し
た
が
、
明
治
維
新

後
に
次
第
に
解
体
さ
れ
、
現
在
、
建
物
の
一

部
で
あ
る
玄
関
、
大
広
間
、
家
老
詰
所
が
残

る
の
み
と
な
り
ま
し
た
。
川
越
城
は
江
戸
時

代
か
ら
残
る
東
日
本
唯
一
の
本
丸
御
殿
建
築

と
し
て
貴
重
な
も
の
で
す
。

川
越
城
本
丸
御
殿
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何
気
な
く
過
ご
す
日
常
の
中
で
、
当
た
り

前
の
よ
う
に
そ
こ
に
あ
る
地
域
の
文
化
。
幼

い
頃
に
遊
ん
で
い
た
お
寺
や
神
社
、
学
校
に

通
っ
て
い
た
道
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー

リ
ー
が
存
在
し
ま
す
。
私
た
ち
は
保
存
さ
れ

て
き
た
建
造
物
や
、
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
通

り
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
伝
統
か

ら
、
遠
い
昔
よ
り
こ
の
地
で
生
活
し
て
き
た

人
々
の
息
遣
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

「
川
越
の
こ
と
。」
で
は
、
古
代
か
ら
市
制

が
施
行
さ
れ
る
大
正
時
代
ま
で
の
歴
史
や
建

築
、
川
越
ま
つ
り
、
そ
し
て
農
業
や
商
工
業

の
発
展
の
歴
史
な
ど
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
解
説

し
ま
す
。
1
0
0
周
年
を
迎
え
た
今
、
も
う

一
度
先
人
た
ち
の
歩
ん
で
き
た
道
を
振
り
返

る
こ
と
で
、
繋
が
り
続
け
る
地
域
の
絆
が
見

え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

川
越
の
こ
と
。

私
た
ち
が
暮
ら
す
ま
ち
、
川
越
。

こ
の
地
の
日
常
に
息
づ
く
、

奥
深
い
歴
史
と
文
化
は

多
く
の
人
々
を
魅
了
し
て
い
ま
す
。

も
っ
と
知
り
た
い
、

故
郷
の
こ
と
。
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i n t r o d u c t i o n k a w a g o e

市
域
の
変
遷

　
明
治
二
二
年
︵
一
八
八
九
︶︑
川
越
町
・

松
郷
・
寺
井
村
・
東
明
寺
村
・
小
久
保
村
・

脇
田
村
︑
野
田
村
の
一
部
と
小
仙
波
村
が

合
併
し
︑
川
越
町
が
誕
生
し
ま
し
た
︒
そ

の
後
︑
大
正
一
一
年
︵
一
九
二
二
︶
に
川

越
町
と
仙
波
村
が
合
併
︑
県
内
初
の
市
制

が
施
行
さ
れ
ま
す
︒
昭
和
一
四
年
︵
一
九

三
九
︶
に
は
田
面
沢
村
を
編
入
合
併
︑
昭

和
三
〇
年
︵
一
九
五
五
︶
に
は
︑
隣
接
の

九
か
村
と
合
併
し
︑
現
在
の
市
域
と
な
り

ま
し
た
︒

川
に
囲
ま
れ
た
ま
ち
、

川
越
の
自
然
環
境 

　
川
越
市
は
埼
玉
県
の
南
西
部
に
位
置
す

る
中
核
市
で
︑
都
心
か
ら
約
30
㎞
圏
内
に

位
置
し
︑
９
市
２
町
に
接
し
て
い
ま
す
︒

東
部
に
は
荒
川
が
︑
西
部
か
ら
北
部
を
通

り
東
部
に
向
か
っ
て
入
間
川
が
流
れ
︑
市

不老川

九十川

赤間川

新河岸川

入間川

入間川

南小畔川

小畔川

東
武
東
上
線

JR 埼京線

西
武
新
宿
線

鶴ヶ島

霞ヶ関

的場

南大塚

新狭山

笠幡

武蔵高萩

川越市

新河岸

上福岡

ふじみ野

川越

本川越

指扇

南古谷

西川越

若葉
芳野

名細

川鶴
霞ヶ関北霞ケ関北

霞ケ関

大東

山田

本庁

福原

高階

南古谷

古谷

N

川越市
鉄道河川追加

久保川

富士見市
ふじみ野市

三芳町
所沢市

狭山市

日高市

鶴ヶ島市

坂戸市 川島町

上尾市

さいたま市

1
0
0
周
年
を
迎
え
た

川
越
市

都心から30km圏内に位置する川越市。
利便性の高い都市であると同時に、

人々の生活の近くには豊かな自然が寄り添っています。

の
中
心
部
は
新
河
岸
川
に
囲
ま
れ
て
お
り
︑

比
較
的
高
低
差
の
少
な
い
平
地
に
な
っ
て

い
ま
す
︒

　
南
部
︑
西
部
か
ら
中
部
ま
で
は
武
蔵
野

台
地
上
に
あ
り
︑
旧
市
街
地
は
そ
の
北
東

端
に
位
置
し
ま
す
︒
古
代
か
ら
室
町
時
代

に
か
け
て
は
入
間
川
左
岸
が
こ
の
地
域
に

お
け
る
統
治
の
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
︑
室
町
時
代
に
河
越
城
が
築
か
れ
た
こ

と
に
よ
り
︑
現
在
の
中
心
部
が
徐
々
に
拠

点
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
︒
ま
た
荒
川
及

び
入
間
川
沿
い
は
︑
昔
か
ら
農
地
と
し
て

利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
入
間
川
扇
状
地

︵
山
間
部
を
流
れ
る
川
が
平
坦
地
へ
出
た
と
き
に

流
れ
が
弱
ま
り
運
ば
れ
て
き
た
土
砂
が
扇
状
に

堆
積
し
て
で
き
た
土
地
の
こ
と
︒
入
間
川
右
岸
・

大
東
地
区
周
辺
︶
は
古
く
か
ら
の
水
田
で
︑

北
部
か
ら
東
部
︵
山
田
・
芳
野
・
古
谷
・
南

古
谷
地
区
︶
に
か
け
て
は
稲
作
地
帯
と
な

っ
て
い
ま
す
︒
南
西
部
︵
福
原
・
高
階
地
区
︶

で
は
近
世
に
新
田
開
発
が
進
み
︑
武
蔵
野

の
雑
木
林
の
面
影
が
残
る
畑
作
地
帯
に
な

っ
て
い
ま
す
︒

　
ま
た
︑
川
越
市
に
は
3
2
4
の
公
園
が

あ
り
︵
令
和
三
年
三
月
三
一
日
現
在
︶︑
安
比

奈
親
水
公
園
や
川
越
水
上
公
園
︑
伊
佐
沼

公
園
︑
御
伊
勢
塚
公
園
な
ど
大
型
の
公
園

に
は
多
様
な
生
物
が
生
息
し
て
い
ま
す
︒時の鐘

角栄商店街（霞ケ関）

川越市の地区

入間川

大
き
な
山
や
丘
陵
が
な
い
川
越
市
で
す
が
︑

こ
の
よ
う
に
河
川
や
沼
︑
雑
木
林
や
田
畑
︑

公
園
が
人
々
の
暮
ら
し
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ

り
︑
四
季
折
々
の
自
然
が
感
じ
ら
れ
る
こ

と
が
川
越
の
特
徴
で
す
︒

歴
史
と
文
化
が
引
き
継
が
れ
た

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
形
成

　

昭
和
三
◯
年
︵
一
九
五
五
︶
に
旧
川
越

市
と
9
か
村
が
合
併
し
現
在
の
川
越
市
域

が
形
成
さ
れ
ま
し
た
︒

【
本
庁
地
区
】

　

昭
和
一
四
年
︵
一
九
三
九
︶
当
時
の
旧

川
越
市
の
範
囲
︒
北
部
は
近
世
に
城
下
町

と
し
て
整
備
さ
れ
︑
南
部
は
川
越
駅
や
本

川
越
駅
を
中
心
に
近
代
に
な
っ
て
飛
躍
的

に
発
展
し
て
き
た
地
区
で
す
︒
城
下
町
と

し
て
の
町
割
り
が
今
で
も
残
っ
て
お
り
︑

多
く
の
神
社
仏
閣
や
文
化
財
が
集
中
す
る

地
区
で
す
︒

【
芳
野
地
区
】

　
市
の
北
東
部
に
位
置
し
︑
古
く
か
ら
水

田
が
開
か
れ
て
い
ま
す
︒
国
道
16
号
や
県

道
川
越
上
尾
線
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
よ
く
︑

工
業
団
地
や
埼
玉
医
科
大
学
総
合
医
療
セ

ン
タ
ー
︑
川
越
運
動
公
園
な
ど
多
く
の
施

設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
地
区
で
す
︒
ま
た

伊
佐
沼
は
24
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
県
内
最
大
級
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【
大
東
地
区
】

　
市
の
南
西
部
に
位
置
し
︑
武
蔵
野
台
地

と
扇
状
地
状
の
低
地
に
分
か
れ
て
い
ま
す
︒

狭
山
市
に
向
か
う
国
道
16
号
に
は
工
業
団

地
や
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
の
店
舗
が
多
く
︑
西

武
新
宿
線
南
大
塚
駅
が
地
域
の
交
通
の
拠

点
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

【
霞
ケ
関
地
区
】

　

昭
和
四
年
︵
一
九
二
九
︶
に
開
設
さ
れ

た
霞
ケ
関
カ
ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部
で
は
︑
東

京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ゴ
ル
フ
競

技
会
場
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
︒
市
の

西
部
に
位
置
し
︑
南
に
は
入
間
川
が
流
れ

て
い
ま
す
︒
中
央
部
を
流
れ
る
小
畔
川
沿

い
に
は
水
田
が
広
が
っ
て
い
る
一
方
で
︑

緑あふれる川越水上公園

新河岸川

安比奈親水公園
伊佐沼

の
面
積
を
誇
り
︑
蓮
や
沿
岸
の
桜
並
木
な

ど
自
然
の
魅
力
に
も
溢
れ
て
い
ま
す
︒

【
古
谷
地
区
】

　
荒
川
と
入
間
川
の
合
流
点
に
も
な
っ
て

い
る
東
部
の
地
区
で
︑
田
園
風
景
が
残
る

豊
か
な
穀
倉
地
帯
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
ま

た
国
道
16
号
が
県
東
部
に
向
か
っ
て
横
断

し
て
い
ま
す
︒

【
南
古
谷
地
区
】

　
市
の
南
東
部
に
位
置
し
︑
東
側
の
荒
川

と
︑
西
の
新
河
岸
川
に
囲
ま
れ
た
穀
倉
地

帯
で
す
︒
南
古
谷
駅
周
辺
は
ウ
ニ
ク
ス
南

古
谷
な
ど
大
規
模
な
商
業
施
設
が
あ
り
︑

住
宅
開
発
が
進
ん
で
い
ま
す
︒

【
高
階
地
区
】

　
新
河
岸
川
右
岸
の
台
地
上
に
あ
り
︑
市

の
南
東
部
に
位
置
し
︑
国
道
2
5
4
号︵
川

越
街
道
︶
と
東
武
東
上
線
が
地
区
内
を
縦

断
し
て
い
ま
す
︒
新
河
岸
川
に
面
す
る
一

帯
に
は
︑
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か

け
て
︑
城
下
町
川
越
の
経
済
を
支
え
た
舟

運
の
名
残
も
感
じ
と
れ
ま
す
︒

【
福
原
地
区
】

　
市
の
南
部
に
位
置
し
て
お
り
︑
十
七
世

紀
半
ば
に
新
田
開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま

し
た
︒
現
在
も
︑
平
地
林
や
広
大
な
畑
地

な
ど
当
時
の
名
残
り
を
有
し
︑
川
越
芋
の

産
地
に
も
な
っ
て
い
ま
す
︒

Ｊ
Ｒ
川
越
線
の
的
場
駅
・
笠
幡
駅
周
辺
で

は
︑
住
宅
開
発
が
進
ん
で
い
ま
す
︒

【
霞
ケ
関
北
地
区
】

　
市
の
西
部
に
位
置
し
︑
東
に
入
間
川
︑

西
に
小
畔
川
が
流
れ
て
い
ま
す
︒
昭
和
四

十
年
代
に
比
較
的
大
規
模
な
住
宅
団
地
の

開
発
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒
地
元
の
人
で
賑

わ
う
角
栄
商
店
街
や
︑
武
蔵
野
の
面
影
が

残
る
御
伊
勢
塚
公
園
︑
東
武
東
上
線
の
霞

ケ
関
駅
が
あ
り
ま
す
︒

【
川
鶴
地
区
】

　
霞
ケ
関
地
区
と
名
細
地
区
に
挟
ま
れ
た

小
畔
川
の
左
岸
に
位
置
し
︑
昭
和
五
十
年

代
に
日
本
住
宅
公
団
に
よ
る
土
地
区
画
整

理
事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒
野
球
場
な
ど

が
あ
る
笠
幡
公
園
の
ほ
か
︑
小
畔
水
鳥
の

郷
公
園
が
あ
り
ま
す
︒

【
名
細
地
区
】

　
市
の
北
西
部
に
位
置
し
︑
田
畑
が
広
が

る
地
区
で
す
︒
国
指
定
の
河
越
館
跡
︑
鎌

倉
街
道
の
一
部
な
ど
中
世
の
遺
構
が
残
っ

て
い
ま
す
︒
東
武
東
上
線
鶴
ヶ
島
駅
が
交

通
の
拠
点
と
な
っ
て
お
り
︑
資
源
化
セ
ン

タ
ー
と
隣
接
す
る
な
ぐ
わ
し
公
園

P
i
K
O
A
︵
ピ
コ
ア
︶
が
あ
り
ま
す
︒

【
山
田
地
区
】

　
市
の
北
部
に
位
置
し
︑
田
園
風
景
が
特

徴
の
地
区
で
す
︒
国
道
2
5
4
号
が
南
北

に
通
り
︑
沿
道
の
土
地
活
用
が
進
ん
で
い

ま
す
︒
ま
た
︑
令
和
元
年
︵
二
〇
一
九
︶

に
は
埼
玉
県
道
１
６
０
号
川
越
北
環
状
線

が
開
通
し
ま
し
た
︒

市
の
花

市
の
木

市
の
鳥

［雁
か り

］
平成4年（1992）12月1日指定

［かしの木］
昭和57年（1982）10月15日指定

［山吹］
昭和57年（1982）10月15日指定

伊
佐
沼

　関東では千葉県の印旛沼に次ぐ面積
を持つ伊佐沼。灌漑用のため池として
使われており、周囲約2,500メートル
の自然の沼です。江戸時代にはこの倍
以上の広さがあったと言われています。
春には桜、初夏には古代蓮が咲きほこ
り、広場やフィールドアスレチックが
楽しめる「冒険の森」も併設されてい
ます。また伊佐沼には100種以上の野
鳥やキタミソウなどの様々なめずらし
い植物が確認されています。明治44年の伊佐沼 右手の薬師神社側にも沼が広がっていた
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縄
文
前
期
の
川
越

　
川
越
は
︑
武
蔵
野
台
地
︵
関
東
平
野
の
荒

川
︑
多
摩
川
︑
入
間
川
に
挟
ま
れ
た
広
域
台
地

を
指
し
ま
す
︶
の
北
端
に
位
置
し
︑
関
東

ロ
ー
ム
層
の
台
地
︵
川
越
台
地
︑
入
間
台
地
︶

と
荒
川
の
沖
積
地
で
あ
る
荒
川
低
地
か
ら

成
っ
て
い
ま
す
︒

　
今
か
ら
七
︑
〇
〇
〇
~
五
︑
五
〇
〇
年

前
頃
の
縄
文
時
代
前
期
は
︑縄
文
海
進︵
現

在
よ
り
海
面
が
二
︑
三
メ
ー
ト
ル
高
く
な
り
︑

日
本
列
島
各
地
で
︑
海
水
が
陸
地
内
奥
へ
浸
入

す
る
現
象
︶
に
よ
り
︑
海
は
大
宮
台
地
の

上
尾
市
平
方
あ
た
り
ま
で
入
り
込
み
︑
川

越
街
道
︑
上
尾
街
道
か
ら
南
の
田
園
地
帯

は
遠
浅
の
海
で
し
た
︒
川
越
の
中
心
市
域

で
見
て
み
る
と
︑
本
丸
御
殿
︑
小
仙
波
貝

塚
跡
辺
り
︑
新
河
岸
川
沿
い
が
古
東
京
湾

︵
縄
文
海
進
時
に
関
東
平
野
一
帯
に
存
在
し
た
海

湾
︶
に
面
し
て
い
た
よ
う
で
す
︒
こ
う
し

た
地
形
環
境
の
た
め
気
候
も
お
だ
や
か
で
︑

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
土
地
で
し
た
︒

　
当
時
の
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
︑
小
仙

波
貝
塚
︑
小
仙
波
四
丁
目
遺
跡
︑
弁
天
南

遺
跡
な
ど
に
お
い
て
︑
貝
層
や
土
器
︑
石

器
︑
住
居
な
ど
の
発
見
に
よ
り
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
︒
当
時
の
川
越
は
海
が

近
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
海
産
資
源
を
利
用

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒
縄
文
時

代
も
後
期
に
差
し
か
か
る
と
海
退
が
進
み
︑

海
産
資
源
の
利
用
は
減
っ
て
い
き
ま
し
た
︒

水
稲
農
耕
の
は
じ
ま
り

　
川
越
城
跡
で
弥
生
中
期
の
当
時
を
偲
ば

せ
る
竪
穴
状
遺
構
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
︒

約
二
︑
一
〇
〇
年
前
の
弥
生
時
代
中
期
に

は
︑
水
田
耕
作
の
地
を
求
め
て
や
っ
て
き

た
人
々
に
よ
る
移
住
が
な
さ
れ
︑
川
越
に

も
水
稲
農
耕
の
暮
ら
し
が
起
こ
り
ま
し
た
︒

氷
川
神
社
に
つ
い
て

　
六
世
紀
の
古
墳
時
代
︑
新
河
岸
川
水
系

に
は
幾
つ
も
の
古
墳
群
︵
川
越
市
内
の
仙
波

古
墳
群
も
そ
の
一
つ
︶
が
築
か
れ
て
い
ま
す
︒

欽
明
天
皇
二
年
︵
五
四
〇
︶︑
大
宮
氷
川
神

社
よ
り
分
祀
︑
奉
斎
し
た
と
い
う
伝
承
が

あ
る
川
越
氷
川
神
社
に
は
︑
祭
具
の
一
種

と
み
ら
れ
る
剣
型
石
製
品
が
遺の

こ

さ
れ
て
い

ま
す
︒
氷
川
神
社
は
︑
出
雲
の
簸ひ

の

川か
わ 

︵
ス

サ
ノ
オ
が
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
を
退
治
し
た
地
︶

に
通
じ
る
と
さ
れ
︑
武
蔵
国
に
氷
川
神
社

が
多
い
の
も
︑
武
蔵
国
の
開
拓
が
出
雲
一

族
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
と
さ
れ
て

い
ま
す
︒

奈
良
時
代
の
武
蔵
国
と

高
麗
人
の
文
化
技
術

　
八
世
紀
の
前
半
︑
現
在
の
東
京
都
府
中

市
の
大お

お

國く
に

魂た
ま

神
社
境
内
お
よ
び
そ
の
一
帯

に
武
蔵
国
の
国
府
が
置
か
れ
︑
貴
族
や
有

力
者
ら
が
派
遣
さ
れ
て
来
る
と
と
も
に
︑

地
域
の
豪
族
は
地
方
役
人
に
編
成
さ
れ
て

い
き
ま
す
︒
川
越
周
辺
地
域
に
は
武
蔵
国

入
間
郡
が
置
か
れ
ま
し
た
︒
入
間
郡
の
役

所
で
あ
る
入い

る

間ま

郡ぐ
う

家け

は
︑
霞
ヶ
関
遺
跡︵
川

越
市
上
戸
新
町
︶
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
︒

　
か
の
白は

く
す
き
の
え

村
江
の
戦︵
六
六
三
︶
の
後
︑
唐
・

新
羅
の
侵
攻
に
よ
り
天
智
七
年
︵
六
六
八
︶

に
朝
鮮
半
島
で
栄
え
た
高
句
麗
が
滅
び
た

こ
と
で
︑
高
句
麗
か
ら
の
渡
来
人︵
高
麗
人
︶

が
︑
入
間
川
の
支
流
で
あ
る
高
麗
川
や
新

河
岸
川
流
域
に
移
住
し
︑
霊
亀
二
年
︵
七

一
六
︶
に
高
麗
郡
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
︒

奈
良
・
平
安
時
代
の
川
越
と

「
み
よ
し
野
の
里
」

　
天
平
一
五
年
︵
七
四
三
︶︑
聖
武
天
皇
の

治
世
に
発
布
さ
れ
た
墾
田
永
年
私
財
法
に

よ
り
︑
資
本
を
持
っ
た
中
央
貴
族
︑
寺
社
︑

地
方
の
豪
族
は
活
発
に
開
墾
を
行
い
︑
各

地
に
墾
田
を
私
有
す
る
者
が
出
現
し
ま
し

た
︒
武
蔵
国
の
豪
族
の
子
孫
た
ち
も
多
く

の
墾
田
を
私
有
し
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
︒

　
ま
た
︑
平
安
時
代
に
は
多
く
の
寺
社
が

建
て
ら
れ
ま
し
た
︒
中
央
か
ら
地
方
に
流

れ
て
土
着
し
た
豪
族
た
ち
が
︑
都
へ
の
憧

れ
や
信
仰
心
か
ら
地
方
に
寺
院
を
建
立
し

た
こ
と
も
一
因
で
す
︒
天
長
七
年
︵
八
三

〇
︶︑
無
量
寿
寺
︵
現
在
の
喜
多
院
や
中
院
な

ど
︶
が
円
仁
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
︒

　
平
安
時
代
の
歌
物
語
で
あ
る
﹃
伊
勢
物

語
﹄
に
も
︑
こ
う
し
た
川
越
の
地
所
が
登

場
し
ま
す
︒﹁
住
む
処
な
む
︑
入
間
郡
み

よ
し
野
の
里
な
り
け
る
︒
／
み
よ
し
野
の

田
の
面
の
雁
も
ひ
た
ぶ
る
に
君
が
方
に
ぞ

よ
る
と
鳴
く
な
る
﹂
と
︑﹁
三
芳
野
の
里
﹂

と
い
う
歌
枕
が
出
て
き
ま
す
︒﹃
伊
勢
物

語
﹄
で
歌
わ
れ
る
﹁
入
間
の
郡
︑
み
よ
し

野
の
里
﹂
で
す
が
︑
川
越
市
内
の
入
間
川

に
面
し
た
辺
り
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が

あ
り
ま
す
︒

河
越
氏
と
鎌
倉
時
代
、

「
川
越
」の
地
名

　
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
︑

各
地
に
荘
園
が
発
達
し
︑
武
士
が
そ
の
実

権
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
藤

原
氏
が
中
央
で
権
勢
を
握
る
と
︑
皇
族
や

そ
の
他
の
貴
族
は
地
方
に
下
っ
て
土
着
し
︑

地
方
武
士
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
︒
武
蔵

国
で
は
い
わ
ゆ
る
武
蔵
七
党
と
呼
ば
れ
る

武
士
団
が
で
き
︑
平
安
時
代
後
期
か
ら
室

町
時
代
ま
で
勢
力
を
伸
ば
す
こ
と
に
な
り

ま
す
︒
そ
の
う
ち
の
一
つ
︑
桓
武
平
氏
の

一
門
で
あ
る
秩
父
氏
の
流
れ
を
く
む
河
越

氏
は
上う

わ

戸ど

に
居
館
を
構
え
︑
こ
の
地
に
地

盤
を
固
め
ま
し
た
︒
源
頼
朝
に
従
っ
た
河

越
重し

げ

頼よ
り

は
︑
妻
が
頼
朝
の
嫡
子
・
頼
家
の

乳
母
に
︑
娘
が
頼
朝
の
弟
・
義
経
の
正
室

に
な
る
な
ど
重
用
さ
れ
ま
し
た
︒
し
か
し
︑

古
いにしえ

の時代、川越はどのような地だったのでしょうか。
遠浅の海だったとされる7,000〜5,500年前から、
古代の役所の歴史、中世の河越氏の台頭や川越城、
近世の城下町の賑わい、近代における産業の発展。

川越に市制が施行されるまでの歴史を振り返ります。

丸木舟　川越市立博物館蔵

「伊勢物語」のモデルとされる、在原業平
三十六歌仙像（在原業平）東照宮蔵

頼
朝
と
義
経
の
対
立
が
原
因
で
︑
重
頼
は

殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
︒
よ
う
や
く
重
頼

の
三
男
・
重し

げ

員か
ず

の
時
代
に
な
っ
て
︑

武む
さ
し
の
く
に

蔵
国
留る

守す

所ど
こ
ろ

惣そ
う

検け
ん

校ぎ
ょ
う

職し
き

に
就
き
︑
河

越
氏
は
命
脈
を
保
ち
ま
し
た
︒

 

﹁
川
越
﹂
の
地
名
の
初
出
は
︑
文
応
元
年

︵
一
二
六
〇
︶
養
寿
院
の
銅
鐘
に
﹁
武
蔵
国

河
肥
庄
新い

ま

日ひ

吉え

山さ
ん

王の
う

宮ぐ
う

﹂
と
銘
文
に
あ
る

こ
と
に
よ
り
ま
す
︒
河
越
荘
は
︑
平
安
時

代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
︑
こ
の

地
方
を
支
配
し
て
い
た
河
越
氏
の
荘
園
で

し
た
︒

上
杉
氏
の
進
出
、

太
田
道
灌
の
河
越
城
築
城

　

元
徳
三
年
／
元
弘
元
年
︵
一
三
三
一
︶︑

鎌
倉
幕
府
の
打
倒
を
掲
げ
た
後
醍
醐
天
皇

に
よ
る
元
弘
の
乱
が
起
き
る
と
︑
鎌
倉
幕

府
の
御
家
人
だ
っ
た
河
越
貞
重
は
︑
幕
府

御
家
人
と
し
て
上
洛
︒
し
か
し
幕
府
の
出

先
で
あ
る
六
波
羅
探
題
の
陥
落
に
よ
り
自

害
し
ま
し
た
︒
貞
重
の
子
・
高
重
は
父
の

自
刃
を
知
り
︑
幕
府
方
か
ら
後
醍
醐
天
皇

方
の
倒
幕
側
へ
と
転
じ
︑
新
田
義
貞
の
挙

兵
に
加
わ
り
ま
し
た
︒
元
弘
三
年
︵
一
三

三
三
︶︑
鎌
倉
幕
府
は
滅
亡
︒
後
醍
醐
天

皇
に
よ
る
建
武
の
新
政
樹
立
︑
そ
の
後
足

利
尊
氏
に
よ
る
室
町
幕
府
の
時
代
を
迎
え

ま
す
︒

　
応
安
元
年
︵
一
三
六
八
︶︑
河
越
直
重
を

中
心
と
し
た
武
士
た
ち
は
平へ

い

一い
っ

揆き

を
結
成

し
て
蜂
起
︑
足
利
幕
府
に
反
旗
を
翻
す︵
武

蔵
平
一
揆
の
乱
︶
も
上
杉
憲の

り

顕あ
き

︵
関か
ん

東と
う

管か
ん

領れ
い

︶

に
敗
退
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︵
河
越
氏
の

多
く
は
伊
勢
に
逃
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
︶︒
正

平
二
四
年
︵
一
三
六
九
︶︑
平
一
揆
の
蜂
起

紡
が
れ
る
歴
史

古
代
〜
大
正
の
川
越
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に
加
わ
っ
た
新
田
泰
氏
が
戦
勝
祈
願
と
し

て
奉
納
し
た
赤
銅
の
五
本
骨
の
開
扇
が
︑

三
芳
野
神
社
に
遺
さ
れ
て
い
ま
す
︒
以
降

の
武
蔵
国
で
は
︑
河
越
氏
は
歴
史
か
ら
姿

を
消
し
︑
平
一
揆
制
圧
で
手
柄
の
あ
っ
た

上
杉
氏
の
支
配
が
浸
透
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
︒

　
足
利
氏
の
姻
戚
と
し
て
︑
鎌
倉
公
方
の

内
紛
を
機
に
関
東
で
勢
力
を
伸
ば
し
た
上

杉
氏
は
関
東
管
領
職
を
世
襲
し
︑
上こ

う

野づ
け

・

越
後
・
武
蔵
・
相
模
の
守
護
を
兼
ね
る
有

力
な
守
護
大
名
と
な
り
ま
す
︒
上
杉
氏
は

山
内
上
杉
家
・
犬
懸
上
杉
家
・
宅
間
上
杉

家
・
扇
谷
上
杉
家
に
分
家
し
︑
中
で
も
山

内
家
︑
扇
谷
家
の
両
上
杉
氏
が
台
頭
し
ま

す
︒

　
長
禄
元
年
︵
一
四
五
七
︶︑
扇
谷
上
杉
持

朝
は
︑
家
臣
で
あ
っ
た
太
田
道
真
・
道
灌

父
子
に
武
蔵
国
豊
嶋
郡
に
江
戸
城
︑
入
間 河越太郎重頼のものと思われる供養塔（養寿院）

「江戸図屏風」
（右隻・川越御城）
国立歴史民俗博物
館蔵

郡
に
河
越
城
築
城
を
命
じ
ま
し
た
︒
そ
し

て
応
仁
元
年
︵
一
四
六
七
︶
に
起
き
た
応

仁
の
乱
で
︑
都
で
の
生
活
が
苦
し
く
な
っ

た
公
家
達
が
︑
地
方
の
有
力
武
将
を
頼
り
︑

地
方
に
下
っ
た
こ
と
で
都
の
文
化
が
伝
播

し
︑
地
方
文
化
が
花
開
き
ま
し
た
︒
河
越

城
で
も
文
明
二
年
︵
一
四
七
〇
︶
に
︑
文

雅
に
通
じ
た
太
田
道
真
が
会
主
と
な
っ
て

連
歌
会
が
催
さ
れ
︑﹁
河
越
千
句
﹂
が
遺

さ
れ
ま
し
た
︒
太
田
道
灌
は
戦
略
家
と
し

て
活
躍
し
︑
扇
谷
上
杉
氏
を
支
え
ま
し
た

︵
長
尾
景
春
の
乱
な
ど
︑
数
多
く
の
合
戦
を
戦
い

抜
き
︑
上
杉
家
の
危
機
を
救
い
ま
し
た
︶︒
し

か
し
︑
扇
谷
上
杉
氏
の
家
臣
団
の
対
立
に

巻
き
こ
ま
れ
る
形
で
︑
文
明
一
八
年
︵
一

四
八
六
︶︑
主
君
の
扇
谷
上
杉
定
正
に
殺
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

河
越
夜
戦
、

後
北
条
氏
の
支
配

　
道
灌
な
き
後
︑
扇
谷
上
杉
氏
は
衰
亡
の

一
途
を
辿
り
ま
す
︒
武
蔵
国
を
手
に
入
れ

よ
う
と
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
小
田
原

の
北
条
氏
綱
は
︑
大
永
四
年
︵
一
五
二
四
︶

に
江
戸
城
を
︑
翌
年
︑
岩
付
城
を
攻
略
し
︑

天
文
六
年
︵
一
五
三
七
︶︑
遂
に
河
越
城
を

手
に
入
れ
ま
す
︒
し
か
し
︑
河
越
城
奪
還

の
機
会
を
う
か
が
う
扇
谷
上
杉
朝と

も

定さ
だ

は
︑

山
内
上
杉
氏
︑
古こ

河が

公く

方ぼ
う

足
利
晴は

る

氏う
じ

と
連

合
し
︑
天
文
一
四
年
︵
一
五
四
五
︶︑
今
川

義
元
に
よ
る
駿
河
侵
攻
に
よ
っ
て
北
条
氏

康
が
出
陣
し
た
時
期
に
挙
兵
し
︑
大
軍
で

河
越
城
を
包
囲
し
ま
し
た
︒
こ
れ
を
知
っ

た
氏
康
は
今
川
義
元
と
和
睦
し
て
小
田
原

城
へ
戻
り
︑
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
不
利
な

状
況
を
変
え
る
こ
と
に
努
め
ま
し
た
︒
上

杉
氏
の
有
力
家
臣
︑
太
田
氏
が
北
条
氏
側

に
つ
い
た
こ
と
を
受
け
︑
戦
い
を
仕
掛
け

ま
す
︒
小
勢
で
あ
っ
た
北
条
氏
康
の
軍
で

す
が
︑
天
文
一
五
年
四
月
二
〇
日
︵
一
五

四
六
年
五
月
一
九
日
︶
の
奇
襲
が
成
功
し
︑

上
杉
朝
定
が
討
た
れ
扇
谷
上
杉
家
は
滅
亡
︒

山
内
上
杉
憲の

り

政ま
さ

は
上こ

う

野ず
け

の
平
井
城
へ
逃
亡

し
︑
北
条
氏
に
よ
る
武
蔵
国
支
配
が
本
格

的
に
始
ま
り
ま
す
︒

　
河
越
城
は
北
条
氏
の
支
配
後
︑
支
城
と

し
て
城
代
が
置
か
れ
ま
し
た
︒
北
条
氏
は

河
越
城
代
と
し
て
︑
重
臣
の
大
道
寺
氏
を

配
置
し
ま
す
︒
天
正
一
七
年
︵
一
五
八
九
︶︑

豊
臣
秀
吉
は
小
田
原
征
伐
に
乗
り
出
し
ま

す
︒
上
野
松
井
田
城
の
城
代
で
も
あ
っ
た

大
道
寺
政
繁
は
︑
豊
臣
方
の
前
田
利
家
・

上
杉
景
勝
・
真
田
昌
幸
ら
の
大
軍
を
迎
え

撃
と
う
と
す
る
も
降
伏
し
︑
天
正
一
八
年

七
月
六
日
の
小
田
原
落
城
で
政
繁
は
自
害

を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
︵
常
楽
寺
に
は
政
繁
の

供
養
塔
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
︶︒

家
康
の
江
戸
転
封
、

川
越
藩
の
立
藩

　

天
正
一
八
年
︵
一
五
九
〇
︶
八
月
︑
秀

吉
の
命
に
よ
っ
て
徳
川
家
康
は
江
戸
へ
の

転
封
が
決
ま
り
ま
す
︒
川
越
を
重
要
拠
点

の
ひ
と
つ
と
考
え
た
家
康
は
︑
古
参
の
家

臣
酒
井
重
忠
を
一
万
石
を
も
っ
て
封
じ
︑

こ
こ
に
川
越
藩
が
成
立
し
ま
す
︒
重
忠
以

後
の
藩
主
は
︑
江
戸
幕
府
が
開
か
れ
た
後
︑

松
平
信
綱
や
柳
沢
吉
保
を
は
じ
め
八
家
二

一
人
が
務
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
い
ず

れ
も
親
藩
・
譜
代
大
名
で
占
め
ら
れ
︑
う

ち
八
名
は
大
老
や
大
老
格
・
老
中
な
ど
︑

幕
政
を
担
う
重
臣
で
し
た
︒

　

寛
永
四
年
︵
一
六
二
七
︶
か
ら
寛
永
一

一
年
︵
一
六
三
四
︶
の
間
に
藩
主
を
つ
と

め
た
酒
井
忠
勝
が
︑
多
賀
町
︵
現
幸
町
︶

の
常
蓮
寺
の
境
内
に
﹁
時
の
鐘
﹂
を
建
て

て
以
来
︑
川
越
の
町
に
時
を
知
ら
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
忠
勝

は
時
間
厳
守
を
徹
底
し
た
人
物
と
し
て
知

ら
れ
た
程
︑
厳
格
な
性
格
で
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
時
の
鐘
に
は
享

保
一
八
年
︵
一
七
三
三
︶
に
火
の
見
櫓
が

付
設
さ
れ
ま
し
た
︒
現
在
の
時
の
鐘
は
︑

明
治
二
六
年
︵
一
八
九
三
︶
に
起
き
た
川

越
大
火
の
翌
年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
す
︒

川
越
街
道

　
徳
川
幕
府
の
関
東
体
制
を
堅
固
な
も
の

に
す
る
た
め
に
︑
川
越
藩
は
北
武
蔵
の
抑

え
役
を
担
っ
て
い
ま
し
た
︒
江
戸
と
緊
密

に
結
び
つ
き
︑
関
わ
り
が
深
い
こ
と
は
︑

川
越
藩
主
を
親
藩
・
譜
代
大
名
か
ら
多
く

選
ん
で
い
た
事
実
か
ら
も
明
ら
か
で
す
︒

関
ヶ
原
の
戦
い
の
翌
年
︑
慶
長
六
年
︵
一

六
〇
一
︶︑
家
康
は
江
戸
を
基
点
と
す
る
東

海
道
に
ま
ず
宿
駅
伝
馬
制
度
を
し
き
︑
道

幅
を
広
げ
︑
宿
場
の
整
備
︑
一
里
塚
を
設

け
る
な
ど
の
街
道
整
備
を
進
め
ま
し
た
︒

二
代
将
軍
秀
忠
の
代
に
︑
五
街
道
が
定
め

ら
れ
︑
東
海
道
︑
日
光
街
道
︑
奥
州
街
道
︑

中
山
道
︑
甲
州
街
道
の
順
に
整
備
さ
れ
て

い
き
ま
す
︒

　
江
戸
と
川
越
を
つ
な
ぐ
川
越
街
道
は
︑

川
越
か
ら
大
井
宿
︵
現
ふ
じ
み
野
市
大
井
︶︑

大
和
田
宿︵
現
新
座
市
大
和
田
︶︑膝
折
宿︵
現

朝
霞
市
膝
折
町
︶︑
白
子
宿
︵
現
和
光
市
白
子
︶

の
四
宿
を
経
て
︑
板
橋
宿
︵
現
東
京
都
板
橋

区
︶
に
至
り
︑
中
山
道
に
つ
な
が
っ
て
い

き
ま
す
︒
川
越
街
道
の
各
宿
に
は
市
が
立

ち
︑
宿
場
町
の
体
を
成
し
て
い
た
と
言
い

ま
す
︒

喜
多
院
と
仙
波
東
照
宮

　
平
安
初
め
の
天
長
七
年
︵
八
三
〇
︶︑
円

仁
︵
慈
覚
大
師
︶
が
無
量
寿
寺
︵
喜
多
院
・

中
院
・
南
院
︶
を
開
山
し
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑

慶
長
四
年
︵
一
五
九
九
︶︑
こ
の
無
量
寿
寺

の
北
院
第
二
七
世
住
職
と
な
っ
た
の
が
天

海
僧
正
と
さ
れ
ま
す
︒
天
海
僧
正
は
徳
川

家
康
の
尊
崇
が
厚
く
︑
慶
長
一
七
年
︵
一

六
一
二
︶
に
寺
号
は
﹁
喜
多
院
﹂
と
改
め

ら
れ
︑
翌
一
八
年
︵
一
六
一
三
︶
に
は
関

東
天
台
宗
の
総
本
山
と
な
り
ま
し
た
︒

　
元
和
三
年
︵
一
六
一
七
︶︑
前
年
に
亡
く

な
っ
た
徳
川
家
康
の
霊
柩
が
︑
久
能
山︵
静

岡
県
︶
か
ら
日
光
︵
栃
木
県
︶
へ
移
葬
さ
れ

る
途
中
︑
天
海
僧
正
に
よ
る
法
要
が
喜
多

院
大
堂
で
行
わ
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
を
契
機

と
し
天
海
僧
正
の
発
願
に
よ
り
︑
寛
永
一

〇
年
︵
一
六
三
三
︶︑
中
院
が
あ
っ
た
場
所

に
仙
波
東
照
社
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
︒
し

か
し
五
年
後
の
寛
永
一
五
年
︵
一
六
三
八
︶

の
川
越
大
火
で
焼
失
︒
三
代
将
軍
徳
川
家

光
に
よ
り
︑
前
の
川
越
藩
主
で
老
中
の
堀

田
正
盛
が
造
営
奉
行
に
命
ぜ
ら
れ
︵
石
鳥

居
は
堀
田
正
盛
が
奉
納
︶︑
幕
府
に
よ
っ
て

東
照
社
は
再
建
さ
れ
ま
し
た
︒
本
殿
の
回

り
に
は
歴
代
の
川
越
藩
主
が
献
燈
し
た
石

灯
籠
が
あ
り
ま
す
︒
拝
殿
に
は
岩
佐
又
兵

衛
筆
の
﹁
三
十
六
歌
仙
額
﹂
が
遺
さ
れ
て

い
ま
す
︒
ま
た
同
社
に
は
江
戸
城
二
の
丸

東
照
宮
へ
奉
納
さ
れ
た
︑
伝
狩
野
探
幽
筆

と
さ
れ
る
十
二
面
の
﹁
鷹
絵
額
﹂︵
岩
槻
藩

主
阿
部
重
次
奉
納
︶
も
遺
さ
れ
て
い
ま
す
︒

時の鐘（昭和35年3月）

河越館跡（史跡公園）

77 76



k a w a g o e

　
嘉
永
六
年
︵
一
八
五
三
︶︑
ペ
リ
ー
率
い

る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
海
軍
東
イ
ン
ド
艦
隊

の
艦
船
四
隻
が
浦
賀
沖
に
来
航
︒
日
本
に

開
港
を
迫
り
ま
し
た
︒

　
ペ
リ
ー
の
帰
国
後
︑
幕
府
は
品
川
沖
に

御
台
場
︵
砲
台
︶
を
設
置
し
︑
外
国
船
を

迎
え
撃
つ
江
戸
湾
の
防
備
を
計
画
︑
相
州

沿
岸
警
備
に
当
た
っ
て
い
た
川
越
藩
は
︑

会
津
藩
︑
忍お

し

藩
と
と
も
に
御
台
場
警
備
を

命
じ
ら
れ
ま
す
︵
川
越
藩
は
第
一
台
場
を
︑

会
津
藩
は
第
二
︑
忍
藩
は
第
三
台
場
を
担
当
︶︒

　
慶
応
二
年
︵
一
八
六
六
︶︑
松
平
康や

す

英ひ
で

が

八
万
四
千
石
で
棚
倉
藩
よ
り
入
封
し
ま
す
︒

慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
一
〇
月
に
は
︑

h i s t o r y

　

な
お
家
光
は
元
和
四
年
︵
一
六
一
八
︶

に
初
め
て
川
越
を
訪
れ
て
お
り
︑
そ
の
後

も
度
々
川
越
に
滞
在
し
︑
近
在
の
野
で
狩

を
楽
し
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒

僧
の
学
問
所
と
な
っ
た

蓮
馨
寺

　
徳
川
家
は
浄
土
宗
へ
の
信
仰
が
厚
く
︑

開
幕
後
す
ぐ
︑
関
東
十
八
檀
林
の
制
︵
関

東
に
お
け
る
浄
土
宗
の
僧
の
学
問
所
と
し
て
︑

武
蔵
国
︑
相
模
国
︑
下
総
国
︑
上
野
国
︑
常
陸

国
の
十
八
ヶ
寺
を
浄
土
宗
の
檀
林
と
定
め
た
も
の
︒

阿
弥
陀
仏
の
第
十
八
願
に
ち
な
む
と
言
わ
れ
ま

す
︶
を
設
け
ま
し
た
︒
檀
林
と
は
幕
府
公

認
の
僧
侶
の
養
成
機
関
︑
い
わ
ば
僧
侶
の

大
学
で
す
︒
武
蔵
国
の
九
か
寺
の
う
ち
︑

川
越
の
蓮
馨
寺
も
関
東
十
八
檀
林
の
一
つ

と
な
り
︑
葵
の
紋
が
許
さ
れ
た
古
刹
で
す
︒

呑
龍
堂
に
は
︑
呑
龍
上
人
︵
弘
治
二
︱
元
和

九
年
︒
捨
て
子
の
悪
習
を
廃
止
し
て
禄
米
を
施

し
︑
困
窮
者
の
児
女
を
弟
子
と
い
う
目
的
で
養

育
す
る
な
ど
︑
福
祉
に
篤
実
な
僧
で
し
た
︶
が

祀
ら
れ
て
い
ま
す
︒

川
越
大
火
、「
十
ヶ
町
四
門
前
郷
分
」

の
城
下
町
整
備
と
商
工
業
の
発
達

　
川
越
の
城
下
町
は
︑
江
戸
前
期
の
寛
永

一
五
年
︵
一
六
三
八
︶
の
﹁
寛
永
の
川
越

元禄七年川越図（元禄７年）川越市立図中央書館蔵

大
火
﹂
で
被
災
し
て
し
ま
い
ま
す
︒
翌
年
︑

藩
主
と
な
っ
た
松
平
信
綱
は
川
越
城
下
の

復
興
に
当
た
り
︑﹁
十
ヶ
町
四
門
前
郷
分
﹂

の
区
画
を
定
め
整
備
を
行
い
ま
し
た
︵﹁
十

ヶ
町
四
門
前
﹂
は
ま
と
め
て
﹁
町ま
ち
ぶ
ん分

﹂
と
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
︶︒

　
﹁
十
ヶ
町
﹂
と
は
︑
商
人
町
の
﹁
上
五

ヶ
町
﹂︵
本
町
・
江
戸
町
・
高
沢
町
・
南
町
・

北
﹇
喜
多
﹈
町
︶︑
職
人
町
の
﹁
下
五
ヶ
町
﹂

︵
上
松
江
町
・
箍た
が
﹇
多
賀
﹈
町
・
鍛
冶
町
・
鴫し
ぎ
︵
志

義
︶町
・
志
多
町
︶
が
指
定
さ
れ
︑﹁
養
寿
院
﹂

﹁
行
伝
寺
﹂﹁
妙
養
寺
﹂﹁
蓮
馨
寺
﹂
の
門

前
町
が
﹁
四
門
前
﹂︑
城
下
町
に
隣
接
す

る
松
郷
村
と
脇
田
村
な
ど
の
集
落
は
﹁
郷

分
﹂
と
呼
ば
れ
ま
し
た
︒
十
ヶ
町
四
門
前

町
の
道
の
多
く
が
丁て

い

字
路
と
な
り
十
字
路

が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
︑
城
下
町
の
特
徴

の
一
つ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

　
こ
の
町
割
り
は
︑
現
在
の
川
越
中
心
部

の
基
礎
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
川
越
の
商
工

業
者
は
︑
当
初
は
江
戸
に
な
ら
い
︑
十と

組く
み

を
作
り
組
ご
と
に
小
行
事
を
置
き
︑
城
下

町
の
職
人
や
商
人
も
藩
の
御
用
達
を
主
た

る
生
業
と
し
て
い
ま
し
た
︒
次
第
に
周
辺

の
農
村
か
ら
の
注
文
に
も
応
じ
る
に
つ
れ
︑

川
越
で
は
織
物
と
米
が
中
心
的
な
産
業
と

な
っ
て
い
き
ま
す
︒

　
川
越
藩
は
︑
秋
元
喬た

か

知と
も

が
甲
斐
国
谷
村

藩
か
ら
絹
織
物
を
持
ち
込
み
︑﹁
川か

わ

越ご
え

平ひ
ら

﹂

と
い
う
平
織
り
の
絹
織
物
を
生
産
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
︒
当
時
︑
贅
沢
品
だ
っ

た
絹
織
物
は
︑
川
越
商
人
の
手
で
江
戸
や

農
村
各
地
に
送
ら
れ
︑
呉
服
屋
と
し
て
名

を
成
す
商
店
も
生
ま
れ
ま
し
た
︒

　
商
人
町
の
﹁
上
五
ヶ
町
﹂
で
は
二
・
六
・

九
の
つ
く
日
に
定
期
市
︵
月
九
回
の
九
斎
市
︶

が
開
催
さ
れ
た
ほ
か
︑
後
に
上
松
江
町
で

四
の
つ
く
日
に
三
斎
市
が
開
か
れ
︑
あ
ち

こ
ち
で
市
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
︒
こ
う
し
た
定
期
市
が
そ
の
後
︑
常
設

の
店
舗
と
な
っ
て
︑
商
業
地
と
し
て
発
展

し
て
い
っ
た
の
で
す
︒

川
越
城
の
大
改
修

　
扇
谷
上
杉
持
朝
が
太
田
道
真
・
道
灌
父

子
に
命
じ
て
築
城
さ
れ
た
頃
の
河
越
城
は
︑

本
丸
︑
二
の
丸
︑
三
の
丸
程
度
で
︑
曲
輪

の
周
囲
に
堀
を
設
け
︑
土
塁
を
築
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
寛
永
一
六
年
︵
一

六
三
九
︶︑
松
平
信
綱
が
大
幅
な
城
郭
拡
張

整
備
を
行
い
︑
近
世
城
郭
と
し
て
体
裁
を

整
え
る
大
改
修
を
行
い
ま
し
た
︒
こ
れ
に

よ
り
︑
本
丸
︑
二
の
丸
︑
三
の
丸
︑
八
幡

曲
輪
に
田
曲
輪
︑
西
曲
輪
な
ど
が
加
わ
り
︑

城
中
に
富
士
見
櫓
な
ど
三
つ
の
櫓
が
造
ら

れ
ま
し
た
︒
富
士
見
櫓
は
高
さ
一
五
メ
ー

ト
ル
あ
る
︑
三
層
造
り
の
も
の
で
︑
城
内

一
の
高
台
に
建
て
ら
れ
︑
天
守
の
代
わ
り

を
し
ま
し
た
︒

　
現
存
す
る
本
丸
御
殿
は
こ
の
改
修
期
よ

り
も
ず
っ
と
後
の
も
の
で
︑
川
越
藩
が
一

七
万
石
と
最
高
の
石
高
を
領
し
た
一
八
代

藩
主
松
平
斉な

り

典つ
ね

治
下
の
嘉
永
元
年
︵
一
八

四
八
︶
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
︒

松
平
信
綱
と
柳
沢
吉
保
の

新
田
開
発

　
江
戸
時
代
は
米
経
済
社
会
で
あ
り
︑
農

業
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
を
重
要
視
し
た
時

代
で
す
︒

　
江
戸
開
幕
か
ら
五
〇
年
が
経
ち
︑
江
戸

の
人
口
増
に
よ
る
水
不
足
の
解
消
の
た
め
︑

承
応
二
年
︵
一
六
五
三
︶
に
幕
府
は
多
摩

川
か
ら
水
を
引
く
﹁
玉
川
上
水
﹂
の
掘
削

の
総
奉
行
を
︑
老
中
で
川
越
藩
主
の
松
平

信
綱
に
命
じ
ま
し
た
︒
信
綱
の
指
揮
に
よ

り
︑
難
工
事
を
経
て
︑
承
応
三
年
︵
一
六

五
四
︶
に
﹁
玉
川
上
水
﹂
を
通
水
︒
信
綱

は
そ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
︑﹁
玉
川
上
水
﹂

か
ら
領
内
の
野の

火び

止ど
め

︵
現
新
座
市
︶
へ
の

分
水
を
許
さ
れ
ま
し
た
︒
信
綱
は
︑
こ
れ

と
前
後
し
て
領
内
の
野
火
止
に
新
田
を
開

発
し
︑
農
家
五
四
︑
五
戸
を
移
し
て
い
ま

し
た
︒
承
応
四
年
︵
一
六
五
五
︶
に
野
火

止
用
水
が
開
削
さ
れ
る
と
新
田
開
発
が
大

幅
に
進
み
︑
感
謝
し
た
農
民
は
信
綱
の
官

位
に
ち
な
み
︑﹁
伊
豆
殿
堀
﹂
と
呼
び
ま

し
た
︒

　
こ
う
し
て
玉
川
上
水
か
ら
野
火
止
台
地

を
経
て
︑
荒
川
支
流
の
新
河
岸
川
に
至
る

全
長
二
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
野
火
止

用
水
が
完
成
し
ま
す
︒﹁
玉
川
上
水
﹂
と

﹁
野
火
止
用
水
﹂
の
分
水
割
合
は
︑﹁
七
分

は
江
戸
へ
通
じ
︑
三
分
は
信
綱
へ
賜
は
り
︑

領
内
へ
そ
ゝ
げ
り
﹂︵
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
︶

と
記
さ
れ
る
ほ
ど
で
︑
野
火
止
の
開
拓
農

民
や
︑
そ
の
他
の
貴
重
な
飲
料
水
︑
生
活

水
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

　
そ
の
他
に
も
信
綱
自
身
が
先
頭
に
立
っ

て
︑
九
か
村
の
新
田
開
発
事
業
︵
今
福
︑

中
福
︑
上
松
原
︑
下
松
原
︑
下
赤
坂
︑
堀
兼
︑

水
野
な
ど
︑
現
在
の
川
越
市
か
ら
狭
山
市
︶
を

推
進
︒
武
蔵
野
台
地
の
未
墾
地
を
開
発
す

る
こ
と
で
︑
小
農
を
自
立
さ
せ
て
新
本
百

姓
と
す
る
こ
と
で
︑
年
貢
の
取
り
立
て
や
︑

藩
の
財
政
貢
献
を
考
え
ま
し
た
︒

　

そ
し
て
元
禄
七
年
︵
一
六
九
四
︶
に
川

越
藩
主
と
な
っ
た
柳
沢
吉
保
は
︑
農
作
物

増
産
に
よ
っ
て
藩
政
を
充
実
さ
せ
る
た
め
︑

川
越
藩
士
の
曽
根
権
太
夫
に
命
じ
て
︑
川

越
城
か
ら
南
の
﹁
地
蔵
林
﹂
を
拠
点
に
開

発
し
︑
そ
の
地
域
が
三さ

ん

富と
め

︵
上
富
︑
中
富
︑

下
富
︶
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
︒︵
三
富
村
の

検
地
は
元
禄
九
年
に
実
施
さ
れ
︑
一
三
年
か
ら

収
納
が
命
じ
ら
れ
ま
し
た
︶︒

幕
末
の
川
越
藩
―
―
品
川
沖
御
台
場
の

警
備
、川
越
藩
の
廃
藩
へ

仙波東照宮

蓮馨寺
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一
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
が
大
政
奉
還
を
断

行
︒
翌
慶
応
四
年
︵
一
八
六
八
︶
一
月
に
は
︑

旧
幕
府
軍
が
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
で
新
政
府

軍
に
敗
れ
去
り
ま
し
た
︒
康
英
は
新
政
府

へ
の
恭
順
を
決
定
︒
藩
論
を
ま
と
め
て
老

中
を
辞
し
︑
上
洛
し
て
い
ま
す
︒
康
英
は

京
都
で
謹
慎
の
身
と
な
り
ま
す
が
︑
恭
順

の
姿
勢
を
貫
き
︑
川
越
藩
は
戦
火
か
ら
免

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
同
年
五
月
︑

川
越
藩
は
上
野
の
彰
義
隊
か
ら
分
派
し
た

渋
沢
成
一
郎
︵
喜
作
︶
ら
が
結
成
し
た
振し

ん

武ぶ

軍ぐ
ん

と
交
戦
︒
飯
能
戦
争
で
こ
れ
を
破
り

ま
す
︒

　
明
治
二
年
︵
一
八
六
九
︶︑
康
英
は
養
子

で
あ
る
康や

す

載と
し

に
家
督
を
譲
っ
て
隠
居
︒
間

も
な
く
し
て
康
載
は
版
籍
奉
還
を
行
い
︑

川
越
藩
の
知
藩
事
を
拝
命
し
ま
す
︒
明
治

四
年
︵
一
八
七
一
︶︑
明
治
新
政
府
は
廃
藩

置
県
を
断
行
︒
川
越
藩
は
川
越
県
と
改
称

し
︑
廃
藩
と
な
り
ま
し
た
︒
天
正
一
八
年

︵
一
五
九
〇
︶
に
酒
井
重
忠
が
藩
主
に
任
命

さ
れ
て
か
ら
二
八
一
年
続
い
た
川
越
藩
政

は
︑
そ
の
幕
を
閉
じ
ま
し
た
︒
川
越
県
は

四
か
月
後
に
は
廃
止
と
な
り
︑
そ
の
後
︑

入
間
県
︵
明
治
四
年
︶︑
熊
谷
県
︵
明
治
六
年
︶︑

埼
玉
県
︵
明
治
九
年
︶
へ
と
あ
わ
た
だ
し

く
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

明
治
の
大
火
と
川
越

　
現
在
︑
川
越
の
代
名
詞
と
も
言
わ
れ
る

﹁
蔵
造
り
﹂
の
町
並
み
︒
現
存
し
て
い
る

蔵
造
り
の
ほ
と
ん
ど
が
︑
実
は
江
戸
期
に

で
き
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︵
最
古
の

も
の
は
寛
政
四
年
﹇
一
七
九
二
﹈
に
で
き
た
大

沢
家
住
宅
で
す
︶︒
川
越
の
ま
ち
は
明
治
期

に
三
回
の
大
火
に
見
舞
わ
れ
ま
す
が
︑
中

で
も
明
治
二
六
年
︵
一
八
九
三
︶
三
月
一

七
日
に
発
生
し
た
大
火
に
よ
り
︑
中
心
街

の
四
分
の
一
を
超
え
る
戸
数
が
焼
失
し
て

し
ま
い
ま
し
た
︒
こ
の
と
き
︑
類
焼
を
免

れ
た
蔵
を
見
た
川
越
商
人
は
︑
江
戸
日
本

橋
の
商
家
を
参
考
に
し
︑
火
事
に
強
い
建

築
と
し
て
こ
ぞ
っ
て
蔵
造
り
の
商
家
を
建

て
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
こ
の
大
火
か
ら

数
年
後
に
は
︑
蔵
造
り
の
町
並
み
が
形
成

さ
れ
ま
し
た
︒

　
江
戸
・
東
京
の
蔵
造
り
商
家
が
姿
を
消

し
た
現
在
も
︑
川
越
で
は
か
つ
て
の
江
戸

の
町
家
の
景
観
が
残
さ
れ
︑
そ
の
面
影
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

商
工
業
の
近
代
化
―
―
第
八
十
五
国
立

銀
行
、川
越
商
業
会
議
所
の
誕
生

　
川
越
の
城
下
町
は
︑
江
戸
時
代
を
通
じ

て
︑
近
隣
の
村
々
の
経
済
的
中
心
地
と
し

て
存
続
し
て
い
ま
し
た
︒
明
治
四
年
︑
川

越
藩
の
廃
藩
に
よ
り
︑
川
越
商
人
た
ち
は

p
r

o
f

i
l
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1971年埼玉県春日部市生ま
れ。東京学芸大卒。歴史・
時代小説作家。健友館文学
賞受賞作『春の夜の夢のご
とく―新平家公達草紙』で
デビュー。主な著書に『義
経と郷姫』『白蓮の阿修羅』

『月蝕　在原業平歌解き譚』
『酔芙蓉』など多数。2019
年、『青

せい

山
ざん

に在り』で日本
歴史時代作家協会賞作品賞
を受賞。

Interview

今も残る川越城本丸御殿にて

歴
史
と
文
化
を
守
り

後
世
に
伝
え
る
こ
と
は
、

ま
ち
の
発
展
に
も
つ
な
が
る

　

大
学
で
学
ん
だ
古
典
文
学
に
興
味
を
持

っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
歴
史
小
説
家
の

道
を
歩
み
始
め
た
篠
さ
ん
︒
2
0
0
5
年

に
川
越
の
武
将
河
越
重
頼
の
娘
︑
郷さ

と

姫
の

壮
絶
な
人
生
を
描
い
た
﹃
義
経
と
郷
姫
﹄

を
執
筆
し
た
と
き
︑
後
の
﹃
青
山
に
在
り
﹄

に
つ
な
が
る
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
い
ま
す
︒

 

﹁
郷
姫
の
取
材
で
川
越
を
訪
れ
た
と
き
︑

川
越
藩
筆
頭
家
老
の
小
河
原
左さ

宮み
や

の
話
が

出
て
く
る
本
に
出
会
い
ま
し
た
︒
幕
末
に

こ
ん
な
人
物
が
い
た
と
知
り
︑
彼
の
死
に

様
も
含
め
て
こ
の
人
は
小
説
の
主
人
公
に

な
れ
る
な
と
思
い
ま
し
た
︒
実
際
︑
物
語

の
主
人
公
に
し
た
の
は
︑
左
宮
の
息
子
で

架
空
の
人
物
で
す
︒
こ
の
作
品
を
書
く
ま

で
は
平
安
・
鎌
倉
時
代
を
書
き
た
い
と
い

う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
の
で
す
が
︑
川
越

藩
の
魅
力
に
ひ
か
れ
︑
初
め
て
幕
末
の
お

話
を
手
が
け
ま
し
た
︒﹂

　

こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
﹃
青
山
に
在

り
﹄
は
︑
日
本
歴
史
時
代
作
家
協
会
賞
作

品
賞
を
受
賞
︒﹃
義
経
と
郷
姫
﹄
執
筆
後
は

講
演
そ
の
他
に
招
か
れ
る
な
ど
︑
川
越
と

の
縁
も
深
く
な
り
ま
し
た
︒
ま
ち
で
時
代

の
名
残
を
感
じ
る
の
は
︑
蔵
造
り
の
町
並

み
や
川
越
城
跡
︒
城
下
町
の
風
情
が
色
濃

く
残
り
︑
歴
史
の
重
み
を
感
じ
る
そ
う
で
す
︒

 

﹁
川
越
と
い
え
ば
古
い
城
下
町
が
何
よ
り

の
魅
力
で
す
が
︑
今
は
そ
こ
に
新
し
い
光

が
当
て
ら
れ
︑
観
光
地
と
し
て
も
目
覚
ま

し
い
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て

い
ま
す
︒
こ
れ
か
ら
埼
玉
県
の
中
心
と
な

っ
て
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
ま
ち
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
川
越
の
す
ば

ら
し
い
歴
史
や
文
化
を
ぜ
ひ
次
の
世
代
に

残
し
て
い
た
だ
き
︑
地
域
内
外
の
方
に
広

く
語
り
伝
え
て
い
た
だ
け
る
と
う
れ
し
く

思
い
ま
す
︒﹂

儚く美しい友情の物語
『青

せん

山
ざん

に在り』

歴史・時代小説家として活躍する篠綾子さん。
2018年に出版された『青山に在り』という、川越を舞台にした

青春歴史小説が生まれたきっかけは、幕末川越藩への強い魅力でした。

篠 綾子
小説家

a y a k o  
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川越城本丸御殿の家老詰所

明治26年の川越大火による川越町の焼失状況
川越町焼失之図　川越市立博物館蔵 明治10年代の鍛冶町通り
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損
害
を
被
り
︑
様
々
に
変
貌
し
て
い
き
ま

す
︒
川
越
の
産
業
は
︑
明
治
時
代
に
な
っ

て
も
幕
末
の
頃
と
同
様
︑
農
村
地
帯
か
ら

収
穫
さ
れ
る
穀
物
類
と
織
物
が
中
心
を
占

め
て
い
る
状
況
で
し
た
︒

　
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
︑
輸
出
主
要

品
で
あ
る
織
物
業
に
よ
る
発
展
を
遂
げ
る

川
越
は
︑
明
治
新
政
府
の
富
国
強
兵
策
の

波
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

公
債
を
与
え
ら
れ
た
士
族
が
う
ま
く
活
用

で
き
ず
生
活
難
を
招
い
て
い
る
と
い
う
背

景
も
あ
り
︑
資
本
流
通
の
た
め
の
金
融
機

関
の
整
備
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
︒
明
治

一
一
年
︵
一
八
七
八
︶︑
江
戸
期
か
ら
の
豪

商
・
綾
部
利
右
衛
門
ら
の
尽
力
に
よ
り
︑

川
越
に
県
内
初
の
国
立
銀
行
で
あ
る
﹁
第

八
十
五
国
立
銀
行
﹂
が
開
業
︵
明
治
三
一
年
︑

法
律
に
基
づ
き
︑私
立
銀
行
の﹁
第
八
十
五
銀
行
﹂

に
︶︑
ま
た
明
治
二
九
年
︵
一
八
九
六
︶
に
は
︑

同
行
の
経
営
陣
に
よ
り
﹁
川
越
貯
蓄
銀
行
﹂

も
開
業
し
ま
し
た
︒
本
店
の
建
物
は
︑
明

治
二
六
年
︵
一
八
九
三
︶
の
﹁
川
越
大
火
﹂

で
焼
失
し
ま
し
た
が
︑
大
正
七
年
︵
一
九

一
八
︶
に
現
在
も
遺
る
︑
保
岡
勝
也
の
設

計
に
よ
る
本
店
が
完
成
し
ま
し
た
︵
現
埼

玉
り
そ
な
銀
行
旧
川
越
支
店
︶︒
明
治
一
三
年

︵
一
八
八
〇
︶
に
は
︑
川
越
商
人
七
人
に
よ

る
﹁
川
越
銀
行
﹂︑
大
正
二
年
︵
一
九
一
三
︶

に
は
﹁
川
越
渡
辺
銀
行
﹂
も
誕
生
し
ま
し

た
︒

　

明
治
二
二
年
︵
一
八
八
九
︶
四
月
︑
市

町
村
制
が
実
施
さ
れ
ま
す
︒
こ
の
頃
は
︑

商
工
業
の
態
勢
も
整
い
︑
周
辺
の
農
村
と

の
結
び
つ
き
も
深
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
︒

川
越
町
は
農
家
の
副
業
や
旧
士
族
の
生
活

手
段
と
し
て
の
織
物
業
に
注
目
し
︑
商
業

都
市
と
し
て
大
き
な
地
歩
を
築
い
て
い
き

ま
す
︒

　

明
治
二
七
年
︵
一
八
九
四
︶
か
ら
始
ま

る
日
清
戦
争
の
追
い
風
も
あ
り
︑
川
越
の

商
工
業
は
本
格
的
に
発
展
し
ま
す
︒
明
治

三
三
年
︵
一
九
〇
〇
︶
に
︑
埼
玉
初
の
商

業
会
議
所
が
川
越
に
誕
生
︵
当
初
会
員
は
二

七
〇
名
︑
穀
物
と
織
物
関
係
商
人
が
主
力
︶︒

商
業
会
議
所
の
成
立
は
︑
川
越
の
商
工
業

の
大
き
な
推
進
力
と
な
り
ま
す
︒
明
治
三

九
年
︵
一
九
〇
六
︶
に
は
川
越
・
大
宮
間

に
電
気
鉄
道
が
敷
設
︑
四
一
年
に
は
県
立

川
越
染
織
学
校
︵
後
の
県
立
川
越
工
業
高
校
︶

が
開
校
し
︑
特
設
電
話
が
設
置
さ
れ
︑
四

三
年
に
川
越
織
物
市
場
株
式
会
社
が
設
立

さ
れ
る
な
ど
︑
商
業
会
議
所
の
活
動
が
実

を
結
ぶ
こ
と
と
な
り
ま
す
︒
大
正
時
代
に

入
る
と
商
工
業
は
不
振
に
な
り
ま
す
が
︑

第
一
次
世
界
大
戦
︵
一
九
一
四
︱
一
八
︶
に

よ
る
戦
需
か
ら
盛
況
と
な
り
ま
す
︵
戦
争

終
結
後
は
再
び
不
況
に
︶︒
そ
し
て
昭
和
三

年
︵
一
九
二
八
︶
に
商
業
会
議
所
は
川
越

商
工
会
議
所
と
名
を
変
え
︑
戦
時
下
に
解

散
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
が
︑
戦
後
に

再
び
設
立
さ
れ
︑
現
在
に
至
り
ま
す
︒

川
越
の
鉄
道
史

　
﹁
新
河
岸
川
﹂
の
舟
運
で
栄
え
て
い
た

川
越
商
人
た
ち
は
鉄
道
敷
設
に
初
め
は
消

極
的
で
し
た
が
︑
明
治
二
八
年
︵
一
八
九

五
︶︑
所
沢
や
高
麗
郡
な
ど
の
商
人
た
ち

の
手
に
よ
り
︑
東
京
と
川
越
を
結
ぶ
﹁
川

越
鉄
道
﹂︵
現
西
武
鉄
道
︶
を
設
立
し
︑﹁
川

越
駅
﹂︵
現
本
川
越
駅
︶
が
開
業
︒
川
越
に

お
け
る
鉄
道
の
歴
史
が
始
ま
り
ま
す
︒
明

治
三
九
年
︵
一
九
〇
六
︶︑
町
へ
の
電
力
供

給
に
合
わ
せ
て
︑
川
越
の
久
保
町
と
大
宮

を
結
ぶ
路
面
電
車
﹁
川
越
電
気
鉄
道
﹂
が

開
通
︒
大
正
三
年
︵
一
九
一
四
︶︑
田た

の

面も

沢ざ
わ

︵
現
川
越
市
駅
の
一
つ
先
の
駅
で
後
に
廃
止
︶
と

池
袋
間
を
結
ぶ
﹁
東
上
鉄
道
﹂︵
現
東
武
東

上
線
︶
が
開
通
し
ま
し
た
︒

　
こ
う
し
た
鉄
道
敷
設
で
︑
物
資
輸
送
の

鉄
道
利
用
が
増
え
る
中
︑
新
河
岸
川
の
舟

運
利
用
も
続
い
て
い
ま
し
た
が
︑
東
上
鉄

道
の
延
伸
︑
そ
し
て
昭
和
六
年
︵
一
九
三

一
︶︑
埼
玉
県
の
通
船
停
止
令
に
よ
り
舟

運
は
次
第
に
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
︒

大正初年の南町通り

　
そ
の
後
︑
軍
事
目
的
も
あ
り
︑
昭
和
一

五
年
︵
一
九
四
〇
︶
に
国
鉄
川
越
線
︵
現

Ｊ
R
川
越
線
︶
が
開
通
︒
現
在
に
続
く
川

越
の
鉄
道
路
線
網
が
完
成
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
︒

中
島
久
き
ゅ
う

平へ
い

と
川
越
唐
桟

　
川
越
の
織
物
は
江
戸
時
代
か
ら
有
名
で
︑

川
越
平ひ

ら

︑
川
越
斜な

な

子こ

な
ど
が
農
村
や
城
下

町
の
婦
女
子
の
手
内
職
と
し
て
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
︒
明
治
時
代
に
な
る
と

政
府
の
奨
励
に
よ
り
︑
輸
出
産
品
と
し
て

も
川
越
の
織
物
は
重
要
な
産
業
と
な
り
ま

し
た
︒
川
越
を
中
心
と
し
た
地
域
で
は
︑

開
国
以
後
︑
日
本
で
は
紡
げ
な
か
っ
た
︑

極
め
て
細
い
木
綿
糸
が
欧
米
諸
国
か
ら
安

く
大
量
に
輸
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
︑
唐と

う

桟ざ
ん

︵
室
町
時
代
末
期
頃
か
ら
日
本

に
渡
来
し
た
高
級
縞
木
綿
で
︑
か
つ
て
は
絹
に

比
し
て
は
る
か
に
高
価
で
庶
民
に
は
無
縁
の
も

の
だ
っ
た
︶
が
新
た
な
織
物
の
国
産
品
と

し
て
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

　
貿
易
を
通
じ
欧
米
産
綿
織
物
の
脅
威
を

感
じ
て
い
た
︑
川
越
志
義
町
出
身
の
実
業

家
で
あ
る
中
島
久
平
は
︑
輸
入
品
で
あ
る

安
く
て
良
質
な
唐
糸
︵
洋
糸
︶
を
横
浜
で

買
い
込
み
︑
当
時
絹
織
物
の
産
地
と
し
て

栄
え
て
い
た
川
越
の
機
屋
に
﹁
唐
桟
﹂
を

試
織
さ
せ
ま
す
︒
そ
の
結
果
︑
舶
来
品
と

同
等
の
品
質
の
唐
桟
が
は
る
か
に
安
価
で

生
産
で
き
る
こ
と
を
知
り
︑
川
越
地
方
の

機
業
家
に
唐
糸
を
大
量
に
配
っ
て
唐
桟
を

織
ら
せ
ま
し
た
︒
こ
れ
が
川
越
唐
桟
の
始

ま
り
で
す
︒
川
越
唐
桟
は
﹁
川か

わ

唐と
う

﹂
と
い

う
愛
称
で
大
ヒ
ッ
ト
し
︑
全
国
に
商
圏
を

広
げ
︑
川
越
は
良
質
の
唐
桟
大
生
産
地
と

な
り
ま
し
た
︒
粋
で
美
し
い
川
唐
は
明
治

三
〇
年
代
頃
ま
で
一
世
を
風
靡
し
ま
し
た
︒

川
越
織
物
市
場

第八十五銀行

川越渡辺銀行（大正２年） 明治39年に開通した「川越電気鉄道」

　

明
治
四
三
年
︵
一
九
一
〇
︶
に
は
川
越

織
物
市
場
が
開
設
さ
れ
︑
川
越
織
物
市
場

組
合
や
川
越
織
物
市
場
株
式
会
社
が
設
立

さ
れ
る
な
ど
︑
織
物
の
市
が
開
か
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
︒
川
越
織
物
市
場
は
上

棟
式
か
ら
約
三
週
間
で
市
場
開
場
式
が
執

り
行
わ
れ
︑
毎
月
六
回
ほ
ど
開
場
さ
れ
て

織
物
の
現
品
取
引
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
︒

織
物
業
者
の
期
待
を
背
負
っ
て
開
設
さ
れ

た
川
越
織
物
市
場
で
し
た
が
︑
世
間
が
手

織
り
で
は
な
く
力
織
機
︵
蒸
気
な
ど
の
動
力

を
用
い
て
布
を
織
る
機
械
︶
の
時
代
に
入
り
︑

さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
深
刻
な
不

況
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
な
ど
を
背
景
に
︑

大
正
八
年
︵
一
九
一
九
︶
に
解
散
と
な
り

ま
し
た
︒

志義町通りの南側の町
並み。右から荷車のあ
る麻庄肥料店、袖蔵の
ある薬の大塚屋、一軒
おいて呉服太物の亀屋、
洋物商の松定と続く

（明治44年）

陸
軍
特
別
大
演
習
が

行
わ
れ
て
い
た
川
越
中
学
校

　
明
治
四
五
年
︵
一
九
一
二
︶
七
月
三
〇
日
︑

明
治
天
皇
が
崩
御
︒
大
正
天
皇
統
裁
の
も

と
︑
大
正
元
年
︵
一
九
一
二
︶
一
一
月
︑
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川
越
な
ど
で
﹁
陸
軍
特
別
大
演
習
﹂
が
行

わ
れ
ま
し
た
︒
川
越
中
学
校
︵
現
埼
玉
県

立
川
越
高
等
学
校
︶
に
大
本
営
と
行あ

ん

在ざ
い

所し
ょ︵

川

越
中
学
校
の
東
棟
二
階
︶
が
置
か
れ
︑
当
時

即
位
し
た
ば
か
り
の
大
正
天
皇
が
大
元
帥

と
し
て
統
監
す
る
た
め
に
行
幸
し
ま
し
た
︒

こ
の
行
幸
に
合
わ
せ
︑
直
前
に
川
越
町
役

場
︵
旧
市
庁
舎
︶
が
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
︒

県
内
初
の
市
制
施
行
に
よ
り
、

川
越
市
が
誕
生

　
大
正
七
年
︵
一
九
一
八
︶︑
市
制
施
行
の

た
め
の
﹁
臨
時
委
員
設
置
規
定
﹂
が
川
越

町
会
で
可
決
︒
市
制
施
行
の
要
件
で
あ
る

人
口
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑

近
隣
の
仙
波
村
と
合
併
す
る
動
き
が
起
こ

り
ま
す
︒
川
越
町
は
米
穀
を
中
心
と
し
た

商
取
引
が
盛
ん
で
問
屋
も
多
く
︑
商
業
会

議
所
も
設
置
さ
れ
て
商
工
業
が
発
展
し
た

地
域
で
し
た
︒
ま
た
鉄
道
な
ど
交
通
網
の

発
達
な
ど
に
よ
り
人
口
も
増
加
︑
懸
案
で

あ
っ
た
町
村
合
併
お
よ
び
市
制
施
行
は
︑

地
元
の
人
々
が
最
も
熱
望
す
る
と
こ
ろ
で

も
あ
り
ま
し
た
︒

　
仙
波
村
で
も
︑
大
正
一
一
年︵
一
九
二
二
︶

四
月
の
村
会
で
合
併
案
が
可
決
さ
れ
︑
同

年
一
一
月
二
四
日
付
内
務
省
告
示
を
も
っ

て
︑
一
二
月
一
日
に
川
越
町
は
埼
玉
県
初

の
市
制
が
施
行
さ
れ
︑﹁
川
越
市
﹂
と
な

り
ま
し
た
︒
人
口
は
仙
波
村
と
の
合
併
に

よ
り
三
万
人
を
超
え
ま
し
た
︒
市
議
会
選

挙
は
翌
年
二
月
に
行
わ
れ
︑
同
志
会
︑
鉄

心
会
︑
公
友
会
と
い
う
政
治
集
団
が
誕
生

し
ま
す
︒
同
志
会
は
︑
川
越
商
人
を
中
心

と
し
た
伝
統
的
な
政
治
勢
力
で
︑
明
治
以

来
の
改
進
党
か
ら
憲
政
会
へ
発
展
し
た
政

党
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
す
︒
鉄
心
会
は
︑

政
友
会
系
議
員
︑
中
立
系
議
員
︑
仙
波
村

出
身
の
議
員
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
し

た
︒
公
友
会
は
︑
県
立
川
越
中
学
校
の
生

徒
と
卒
業
生
に
よ
る
学
生
同
志
会
と
実
業

同
志
会
の
合
併
で
で
き
た
︑
町
の
有
識
者

の
政
党
で
し
た
︒

　
一
二
月
一
七
日
か
ら
三
日
間
に
わ
た
っ

て
開
催
さ
れ
た
公
式
の
川
越
市
制
祝
賀
祭

で
は
︑
市
庁
舎
と
な
っ
た
旧
川
越
町
役
場

に
新
市
名
が
掲
げ
ら
れ
︑
夜
は
イ
ル
ミ
ネ

ー
シ
ョ
ン
が
点
灯
さ
れ
ま
し
た
︒
各
町
内

で
は
紅
白
幕
を
張
り
巡
ら
し
︑
市
旗
や
市

章
入
り
祝
賀
提
灯
が
軒
ご
と
に
掲
げ
ら
れ
︑

山
車
を
曳
き
回
す
な
ど
︑
盛
大
に
市
制
施

行
を
祝
い
ま
し
た
︒

戦闘訓練（大正元年）川越中学校の大本営（大正元年）

川越織物市場（明治43年）

川越唐桟

旧川越市役所

南町通り

高澤町の山車

南町の山車

喜多町の山車

旧川越市役所のイルミネーション
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志義町通り

上松江町の山車

連馨寺付近

本町通り

--大正11年--
市制を祝う市内の様子

志義町の山車

江戸町の山車
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小
江
戸
川
越
の
代
名
詞
、

「
蔵
造
り
の
町
並
み
」

　
﹁
江
戸
黒
﹂
と
呼
ば
れ
る
黒く

ろ

漆し
っ

喰く
い

が
美

し
い
蔵
の
建
ち
並
ぶ
一
番
街
︒
そ
の
周
辺

の
エ
リ
ア
は
︑
平
成
一
一
年
︵
一
九
九
九
︶

に
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

に
選
定
さ
れ
︑
毎
日
多
く
の
観
光
客
で
賑

わ
い
︑
今
や
川
越
観
光
の
定
番
ス
ポ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
ま
す
︒

　
川
越
は
幾
度
も
大
火
を
経
験
し
て
い
ま

す
が
︑
こ
の
蔵
造
り
の
町
並
み
が
で
き
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
大
き
な
火
事
は
︑
明

治
時
代
に
発
生
し
ま
し
た
︒
明
治
二
六
年

︵
一
八
九
三
︶
三
月
一
七
日
に
︑
養
寿
院
門

前
付
近
よ
り
出
火
し
︑
板
葺
き
屋
根
で
あ

っ
た
町
中
に
延
焼
︒
こ
の
大
火
に
よ
っ
て
︑

当
時
の
川
越
の
全
戸
数
の
四
割
近
く
を
焼

失
し
ま
し
た
︒

　
し
か
し
︑
こ
の
大
火
に
あ
っ
て
も
︑
小

川
文
平
宅
︵
現
大
沢
家
住
宅
／
国
指
定
重
要
文

川越の大きな魅力の一つ、「蔵造りの町並み」。
色濃く残された江戸情緒に、観光客も目を見張ります。
川越には、その他にもまちの人々に大切にされてきた

魅力的な伝統的建造物が多く遺されています。

情
緒
あ
ふ
れ
る

川
越
の
建
築

蔵造りの町並み

大沢家住宅田中家住宅

軒蛇腹（陶舗やまわ）

鬼瓦と影盛（まちかん本店）

箱棟（原田家住宅）
化
財
︶︑
利
根
川
筆
吉
宅
︵
現
存
せ
ず
︶︑
黒

須
東
三
宅
︵
現
存
せ
ず
︶︑
加
藤
兼
吉
宅
︵
現

存
せ
ず
︶︑
綾
部
惣
兵
衛
宅
︵
現
存
せ
ず
︶

な
ど
は
︑
高
い
防
火
性
に
よ
り
焼
失
を
免

れ
ま
し
た
︒

蔵
造
り
と
は
？

　
大
火
の
後
︑
焼
失
を
免
れ
た
土
蔵
を
見

て
︑
川
越
の
商
人
た
ち
は
当
時
の
東
京
日

本
橋
の
町
並
み
を
参
考
に
︑
日
本
の
伝
統

的
な
防
火
建
築
で
あ
る
土
蔵
造
り
︵
外
観

を
塗
り
込
め
て
︑
柱
な
ど
が
露
出
し
な
い
造
り

方
で
耐
火
性
に
す
ぐ
れ
て
い
る
︶
を
採
用
し
︑

建
設
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
︒
明
治
三
四

年
︵
一
九
〇
一
︶
に
は
五
一
件
の
蔵
が
あ
り
︑

う
ち
二
四
件
は
防
火
対
策
が
施
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
︒

　
一
番
街
の
通
り
に
は
蔵
造
り
︵
一
般
的

に
﹁
土
蔵
造
り
﹂
と
呼
ば
れ
る
建
物
の
構
造
・

工
法
︶
の
店
舗
が
道
路
に
面
し
て
建
て
ら

れ
て
お
り
︑
こ
れ
を
﹁
店み

せ

蔵ぐ
ら

﹂
と
言
い
ま

す
︒
倉
庫
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
﹁
土
蔵
﹂

と
併
せ
て
︑
火
事
の
際
の
類
焼
を
防
ぐ
役

割
を
持
っ
て
い
ま
す
︒

　
そ
の
意
匠
は
重
厚
な
装
飾
も
兼
ね
備
え

て
い
ま
し
た
︒
特
徴
と
し
て
は
︑
圧
倒
的

な
重
量
を
感
じ
る
瓦
葺
き
の
大
屋
根
と
そ

の
最
上
部
に
設
け
ら
れ
た
﹁
箱は

こ

棟む
ね

﹂
と
呼

ば
れ
る
高
さ
の
あ
る
大
棟
︑
箱
棟
の
両
端

に
置
か
れ
た
大
き
な
﹁
鬼
瓦
﹂
や
﹁
影か

げ

盛も
り

﹂︵
鬼
瓦
の
後
ろ
に
あ
り
︑
箱
棟
と
鬼
瓦
の

接
合
部
分
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
お
り
︑
木
製

の
骨
組
み
に
漆
喰
や
瓦
を
塗
り
込
め
て
あ
る
︶︑

階
段
状
に
細
工
が
施
さ
れ
密
閉
性
が
高
い

大
き
な
﹁
観か

ん

音の
ん

開び
ら
き

扉
﹂︑
そ
し
て
火
事
の

際
に
扉
を
閉
め
た
後
に
扉
の
目
地
を
土
な

ど
で
塗
り
込
め
る
た
め
の
作
業
台
と
し
て

使
わ
れ
る
﹁
目め

塗ぬ
り

台
﹂
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
︒
ま
た
︑
隣
家
と
の
境
な
ど
に
当
時

は
ま
だ
新
し
い
建
築
材
料
だ
っ
た
レ
ン
ガ

な
ど
も
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
こ
の
よ

う
に
蔵
造
り
は
︑
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
ら

な
い
火
事
か
ら
店
や
商
品
を
守
る
た
め
の

工
夫
が
多
く
施
さ
れ
て
い
ま
す
︒
建
設
に

は
鳶
︑
大
工
︑
左
官
の
三
職
が
関
わ
り
︑

乾
燥
に
よ
っ
て
伸
縮
す
る
土
や
漆
喰
を
狂

い
な
く
合
わ
せ
る
設
計
や
技
術
で
造
ら
れ
︑

棟む
な

札ふ
だ

︵
梁
な
ど
建
物
内
部
の
高
所
に
取
り
付
け

ら
れ
た
建
築
・
修
理
の
記
録
︶
に
は
三
職
そ

れ
ぞ
れ
責
任
者
で
あ
る
頭か

し
ら

︑
棟
梁
︑
親

方
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
ま
す
︒

町ま
ち

家や

の
配
置
と
敷
地

　
川
越
に
は
蔵
造
り
だ
け
で
は
な
く
様
々

な
建
築
様
式
が
見
ら
れ
ま
す
︒
川
越
市
川

越
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
は
︑
現

在
一
三
六
件
の
伝
統
的
建
造
物
が
特
定
さ

れ
て
い
ま
す
が
︑
そ
の
多
く
は
和
風
町
家

で
︑
蔵
造
り
も
和
風
町
家
に
含
ま
れ
ま
す
︒

中
に
は
田
中
家
住
宅
の
よ
う
に
︑
構
造
は

蔵
造
り
で
す
が
︑
通
り
に
面
し
た
店
舗
の

意
匠
は
洋
風
に
造
ら
れ
て
い
る
町
家
も
あ

り
ま
す
︒
そ
の
他
に
も
近
代
洋
風
建
築
︑

寺
社
建
築
な
ど
が
あ
り
︑
各
時
代
を
代
表

す
る
建
造
物
が
貴
重
な
資
料
と
し
て
︑
ま

た
︑
今
で
も
商
い
や
生
活
の
場
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　
伝
統
的
な
町
家
は
︑
間
口
が
狭
く
奥
行

き
が
長
い
敷
地
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴

で
す
︒
間
口
幅
は
平
均
す
る
と
四
・
四
間

で
︑
奥
行
き
に
は
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
ま

す
︒
敷
地
内
の
建
物
は
片
側
に
路
地
や
庭

な
ど
を
設
け
た
Ｌ
字
型
が
多
く
︑
通
り
側

に
面
し
た
ほ
う
か
ら
﹁
店
﹂︑﹁
座
敷
﹂︑﹁
離

れ
座
敷
﹂
や
﹁
蔵
﹂
の
順
で
配
置
さ
れ
て

い
ま
す
︒

　
商
家
の
﹁
店
﹂
部
分
に
は
︑
幾
つ
か
の

共
通
性
が
あ
り
ま
す
︒
例
え
ば
道
路
に
接

し
︑
隣
同
士
が
隣
接
し
て
い
る
こ
と
︑
二

階
壁
面
が
一
階
壁
面
よ
り
も
後
退
し
て
通

り
の
空
間
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
︑
屋
根

の
勾
配
が
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
こ
と
︑
角
地

以
外
で
は
左
右
対
称
な
立
面
と
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
︒
ま
た
︑

住
居
な
ど
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
﹁
奥
﹂

の
部
分
は
︑
隣
家
と
軒
を
接
し
て
い
る
店

と
は
異
な
り
︑
中
庭
︑
横
庭
︑
後
ろ
庭
な
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ど
日
照
や
風
通
し
の
良
い
ス
ペ
ー
ス
が
確

保
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
工
夫
が
︑

密
接
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
町
家
の
住
環

境
を
快
適
に
し
て
い
ま
す
︒

川
越
の
近
代
洋
風
建
築

　
川
越
に
は
近
代
洋
風
建
築
も
多
く
遺
さ

れ
て
い
ま
す
︒
今
も
川
越
の
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
と
な
っ
て
い
る
旧
第
八
十
五
銀
行
本
店

本
館
︵
現
埼
玉
り
そ
な
銀
行
旧
川
越
支
店
／
登

録
有
形
文
化
財
︶
は
︑
建
築
家
・
保
岡
勝
也

の
設
計
︑
印
藤
順
造
の
施
工
で
大
正
七
年

旧山崎家別邸

日本聖公会川越キリスト教会礼拝堂

14
80
0

42500

44300

17
60
0

トロッコ

文庫蔵 煙草蔵

台　所 文庫蔵

添屋

店　蔵

脱衣室風呂 和室
6 帖

和室
5 帖

和室
8 帖

土間

押入

押入

押入

レンガ塀

レンガ塀

レンガ塀

奥 店

旧小山家住宅（蔵造り資料館）
参考：川越の蔵造り ―川越市指定文化財調査報告書―／川越市教育委員会

山崎家住宅・構造図
参考：川越の蔵造り ―川越市指定文化財調査報告書―／

川越市教育委員会

︵
一
九
一
八
︶
に
完
成
し
ま
し
た
︒
ル
ネ
サ

ン
ス
様
式
の
装
飾
や
塔
に
︑
ペ
ル
シ
ャ
風

の
縞
模
様
を
取
り
込
み
ま
と
め
た
デ
ザ
イ

ン
︑
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
早
期
に

使
用
し
た
建
築
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
︒
さ
ら
に
旧
山
吉
デ
パ
ー
ト
︵
昭
和
一

一
年
・
現
山
吉
ビ
ル
︶
や
和
菓
子
店
の
亀
屋

五
代
目
の
山
崎
嘉
七
の
別
邸
︵
大
正
一
四

年
・
旧
山
崎
家
別
邸
／
国
指
定
重
要
文
化
財
︶︑

川
越
貯
蓄
銀
行
本
店
︵
大
正
四
年
・
現
存
せ

ず
︶
も
保
岡
勝
也
の
設
計
で
す
︒

　
そ
の
他
に
︑
明
治
の
大
火
で
焼
失
後
︑

框

腰巻

箱棟

棟木
中引梁

桁

天秤梁
垂木

桔木

出桁

出梁

観音開扉

目塗台

下屋庇

垂木 人見梁

甲乙梁化粧板

二階梁

沓石
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37
90
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50

57
0

71
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17
60 28
5010
20

16
5

１
98
１
80

930 820 820 820 820 820

5030

34
0

フ
ラ
ン
ス
積
み
の
レ
ン
ガ
と
天
井
の
小
屋

組
み
︵
ハ
ン
マ
ー
ビ
ー
ム
工
法
︶
が
美
し
い

日
本
聖
公
会
川
越
キ
リ
ス
ト
教
会
礼
拝
堂

︵
大
正
一
〇
年
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
設

計
︶
や
︑
ド
リ
ス
式
の
柱
や
緻
密
な
メ
ダ

リ
オ
ン
装
飾
が
特
徴
的
な
川
越
商
工
会
議

所
︵
昭
和
二
年
︑
前
田
健
二
郎
設
計
︑
旧
武
州

銀
行
川
越
支
店
︶
な
ど
当
時
の
姿
の
ま
ま
で

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
︒　

　
ま
た
川
越
に
は
大
正
か
ら
昭
和
前
期
に

か
け
て
建
て
ら
れ
た
看
板
建
築
︵
主
に
木

造
の
建
物
の
前
面
に
︑
銅
板
や
石
等
を
張
っ
て

旧湯宮釣具店（現手打ちそば百丈）

看板建築が並ぶ大正浪漫夢通り。手前の建物が間仁田家

意
匠
を
凝
ら
し
た
も
の
︶
も
多
く
遺
さ
れ
て

い
ま
す
︒
代
表
的
な
建
物
と
し
て
は
︑
店

舗
と
住
居
を
兼
ね
る
木
造
三
階
建
て
の
旧

湯
宮
釣
具
店
︵
昭
和
五
年
・
現
手
打
ち
そ
ば

百
丈
︶︑
三
連
ア
ー
チ
窓
が
特
徴
の
間
仁

田
家
︵
昭
和
八
年
︶
な
ど
が
あ
り
ま
す
︒

そ
れ
ら
の
建
物
は
時
代
を
経
て
︑
今
で
も

多
く
が
店
舗
と
し
て
活
用
さ
れ
て
お
り
︑

貴
重
な
建
築
物
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
︒

町
並
み
保
存
と
ま
ち
づ
く
り

　
戦
後
の
都
市
化
の
影
響
に
よ
り
︑
一
度

は
衰
退
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
蔵
造
り
の
町

並
み
で
す
が
︑
昭
和
四
〇
年
代
後
半
か
ら

の
全
国
的
な
町
並
み
保
存
運
動
の
中
で
︑

専
門
家
に
よ
る
提
唱
や
川
越
市
に
よ
る
建

物
単
体
で
の
文
化
財
指
定
と
並
行
し
て
︑

商
店
街
︑
自
治
会
の
主
導
で
ま
ち
づ
く
り

活
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
に
よ
り
︑

そ
の
価
値
が
見
直
さ
れ
︑
国
の
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
へ
の
選
定
に
至
り
︑

町
並
み
の
保
存
が
図
ら
れ
ま
し
た
︒

　
今
後
も
︑
伝
統
的
建
造
物
の
所
有
者
を

は
じ
め
︑
都
市
景
観
推
進
団
体
で
あ
る

﹁
川
越
町
並
み
委
員
会
﹂
や
︑
歴
史
的
風

致
維
持
向
上
支
援
法
人
﹁
N
P
O
法
人

川
越
蔵
の
会
﹂
な
ど
の
団
体
の
活
動
と
と

も
に
︑
歴
史
的
町
並
み
を
生
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
が
進
め
ら
れ
ま
す
︒
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Interview

全国で大人気のシリーズ。川越の雰囲気がしっかりと
描かれています

Interview

p
r

o
f
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e

1964年東京都生まれ。作
家・詩人。３歳から埼玉県
所沢市で育つ。1995年「影
をめくるとき」が群像新人
文学賞小説部門優秀作受賞。
川越にまつわる作品に、「活
版印刷三日月堂」「菓子屋
横丁月光荘」「紙屋ふじさ
き記念館」シリーズがある。
著書は他に「言葉の国のお
菓子番」シリーズ、「金継
ぎの家 あたたかなしずく
たち」など多数。

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
︒
川
越
の

人
た
ち
は
ま
ち
を
通
し
て
︑
か
つ
て
住
ん

で
い
た
人
と
の
つ
な
が
り
や
︑
人
間
ら
し

さ
と
い
う
も
の
を
大
事
に
し
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒﹂
と
話
す
ほ
し
お
さ
ん
︒

 

﹁
市
制
施
行
1
0
0
周
年
を
迎
え
︑
改
め

て
川
越
市
に
住
む
人
た
ち
が
︑﹃
こ
う
し
て

自
分
た
ち
の
ま
ち
が
で
き
た
ん
だ
﹄
と
地

域
の
成
り
立
ち
を
捉
え
直
す
機
会
に
も
な

れ
ば
︑
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒﹂

　

次
の
百
年
へ
向
け
て
ス
タ
ー
ト
を
切
る

川
越
︒
川
越
の
ま
ち
を
舞
台
に
し
た
児
童

書
の
企
画
も
進
行
中
と
い
う
ほ
し
お
さ
ん
︒

新
た
に
描
か
れ
る
川
越
の
物
語
に
︑
今
後

も
注
目
で
す
︒

川
越
を
描
く
こ
と
で

長
い
歴
史
を
生
き
る

ま
ち
の
姿
が
見
え
て
き
た

　

大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
﹃
活
版
印

刷
三
日
月
堂
﹄
シ
リ
ー
ズ
︑
そ
し
て
﹃
菓

子
屋
横
丁
月
光
荘
﹄
は
︑
こ
こ
川
越
が
舞

台
の
物
語
で
す
︒
な
ぜ
︑
作
品
の
舞
台
に

川
越
を
選
ん
だ
の
か
︒
そ
の
理
由
を
ほ
し

お
さ
な
え
さ
ん
は
こ
う
話
し
ま
す
︒

 

﹁
所
沢
市
で
育
ち
︑
幼
い
頃
か
ら
何
度
か

川
越
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
子
ど

も
な
が
ら
に
︑
昔
か
ら
あ
る
ま
ち
な
ん
だ

な
と
感
じ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
ね
︒
そ
れ

か
ら
間
が
あ
い
て
︑
た
ま
た
ま
川
越
に
来

る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
し
た
ら
︑
き

れ
い
な
町
並
み
に
な
り
新
し
い
お
店
も
増

え
︑
県
内
有
数
の
観
光
地
に
な
っ
て
い
て

驚
き
ま
し
た
︒
で
も
そ
の
一
方
で
︑
町
が

醸
し
出
す
独
特
の
雰
囲
気
は
残
っ
て
い
て
︑

こ
こ
は
特
別
な
ま
ち
だ
な
と
い
う
印
象
を

持
ち
ま
し
た
︒﹂

　

ほ
し
お
先
生
が
取
材
を
通
し
て
地
元
の

人
た
ち
か
ら
話
を
聞
く
中
で
常
に
感
じ
た

の
は
︑
人
々
の
ま
ち
へ
の
熱
い
想
い
で
し
た
︒

 

﹁
皆
さ
ん
共
通
す
る
の
は
︑
川
越
が
好
き

で
︑
自
分
の
ま
ち
に
大
き
な
関
心
と
誇
り

川越を舞台にした小説で知られる作家のほしおさなえさん。
全国のほしおファンの間でも話題になっている川越のまち。

そんなほしおさんに、川越への想いを語っていただきました。

ほしおさなえ
小説家

s a n a e  

H O S H I O

歴
史
あ
る
町
並
み
に

新
時
代
の
考
え
方
を

取
り
入
れ
る

　

古
く
か
ら
残
る
蔵
造
り
の
町
並
み
を
維

持
し
︑
活
用
し
て
い
る
川
越
蔵
の
会
は
︑

所
属
す
る
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
多
く
の
人

と
協
力
し
な
が
ら
風
情
あ
る
町
並
み
を
後

世
に
残
す
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

 

﹁
川
越
蔵
の
会
に
は
建
築
士
の
資
格
を
持

つ
メ
ン
バ
ー
も
多
い
で
す
が
︑
地
元
の

人
々
を
中
心
に
川
越
の
大
フ
ァ
ン
や
一
般

の
方
︑
学
生
も
含
め
︑
ま
ち
づ
く
り
に
自

分
も
参
加
し
た
い
と
い
う
多
く
の
方
が
手

を
貸
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
︒
以
前
は

蔵
の
会
が
か
か
わ
る
ま
ち
づ
く
り
の
事
業

な
ど
は
す
べ
て
自
分
た
ち
で
行
な
っ
て
い

ま
し
た
が
︑
今
で
は
多
く
の
方
が
サ
ポ
ー

ト
し
て
く
だ
さ
り
︑
と
て
も
感
謝
し
て
い

ま
す
︒﹂

　

昨
今
で
は
弁
天
横
丁
の
復
興
に
取
り
組

み
︑
修
繕
が
完
了
す
る
と
雑
誌
や
メ
デ
ィ

ア
︑
口
コ
ミ
で
情
報
が
広
が
り
︑
多
く
の

人
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

 　
﹁
何
年
も
前
か
ら
弁
天
横
丁
を
活
性
化

で
き
な
い
か
と
話
し
合
っ
て
い
ま
し
た
︒

古
い
長
屋
を
利
用
し
て
新
し
い
文
化
の
発

信
場
所
に
し
よ
う
と
考
え
︑“
新
し
い
モ

ノ
・
コ
ト
”
を
発
信
す
る
た
め
の
場
所
と

し
て
︑
ま
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
拠
点

と
し
て
建
物
を
そ
の
ま
ま
生
か
す
形
と
し

ま
し
た
︒
川
越
と
い
え
ば
蔵
造
り
の
町
並

み
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち
で
す
が
︑
少
し

離
れ
た
と
こ
ろ
に
も
素
敵
な
場
所
や
通
り
︑

建
物
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し

た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
︑
弁
天
横
丁
の

復
興
に
は
と
て
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
︒﹂

　

落
合
さ
ん
は
こ
の
先
の
百
年
に
向
け
て
︑

川
越
の
古
き
良
き
文
化
と
新
し
い
時
代
の

考
え
方
を
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
う
ま
く
調

和
さ
せ
て
い
く
か
が
課
題
と
考
え
て
い
ま

す
︒

川越蔵の会は昭和55年（1983）に発足。
落合さんは５代目の会長

p
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乾物を扱う中市本店の6代
目。2018年よりNPO法人川
越蔵の会５代目代表に就任
し、伝統的建造物の保管活
動や川越の文化を育むまち
づくりイベントを開催する
など、住民が主体となるま
ちづくり活動に尽力する。

一番街商店街でかつお節を中心とした、さまざまな乾物を販売する
中市本店を営む傍らで、川越蔵の会の会長を務める落合康信さん。

市制施行100周年に当たり、今後の町並みの保存についてお伺いしました。

落合康信
川越蔵の会会長

y a s u n o b u  
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k a w a g o em a t s u r i

秋の小江戸川越といえば「川越まつり」。
地域に根付き、私たちの心を大いに高揚させる伝統的な祭礼。

過去と現在、未来が交流する「川越まつり」を紐解いてみましょう。

三
七
〇
年
、継
承
さ
れ
る

川
越
ま
つ
り

総
鎮
守
氷
川
神
社
の
例
大
祭

　
一
般
的
に
﹁
川
越
ま
つ
り
﹂
と
呼
ば
れ

る
川
越
の
秋
祭
り
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く

祭
礼
と
さ
れ
ま
す
︒
城
下
町
の
総
鎮
守
で

あ
る
川
越
氷
川
神
社
の
﹁
例
大
祭
﹂
と

﹁
神じ

ん

幸こ
う

祭さ
い

﹂︑
そ
し
て
氏
子
を
中
心
と
す
る

御
神
幸
へ
の
山
車
の
供ぐ

奉ぶ

や
曳
き
回
し
と

い
っ
た
﹁
山
車
行
事
﹂
か
ら
成
り
立
ち
ま

す
︒
例
大
祭
と
は
氷
川
神
社
創
建
以
来
続

け
ら
れ
て
お
り
︑
神
様
へ
の
感
謝
と
地
域

の
安
寧
を
祈
る
神
事
で
す
︒
例
大
祭
は
一

〇
月
一
四
日
に
執
り
行
わ
れ
︑
現
在
で
は

主
に
一
〇
月
第
三
土
曜
日
・
日
曜
日
に
山

車
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
︒
そ
の
様
式
は
山

王
権
現
の
山
王
祭
や
神
田
明
神
の
神
田
祭

と
い
っ
た
江
戸
天
下
祭
を
礎
と
し
て
︑
江

戸
の
山
車
行
事
の
様
式
や
情
緒
を
今
に
伝

え
て
い
ま
す
︒

神
幸
祭
と
山
車
の
供
奉

　
祭
り
が
近
く
な
る
と
︑
各
町
で
は
神
輿

や
山
車
の
通
り
道
を
清
め
る
た
め
の
﹁
軒の

き

多くの人でにぎわう一番街（令和４年）

江野楳雪「川越氷川祭礼
絵巻」（文政９年、埼玉
県指定文化財）川越氷川
神社蔵

神幸祭

「川越氷川祭礼絵
馬」（天保15年、
埼玉県指定文化財）
川越氷川神社蔵

曳っかわせの様子（令和４年）

端ば

揃ぞ
ろ

え
﹂
を
行
い
ま
す
︒
か
つ
て
は
高
張

り
提
灯
や
丸
型
提
灯
が
飾
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
︑
現
在
で
は
紅
白
の
水
引
幕
を
張
り

巡
ら
せ
て
い
ま
す
︒
ま
た
各
町
の
祭
礼
本

部
で
あ
り
︑
神
様
を
お
迎
え
す
る
﹁
会
所
﹂

で
は
︑
入
り
口
に
は
青
竹
囲
い
の
前
庭
を

作
り
︑
木
や
草
花
︑
石
灯
籠
︑
つ
く
ば
い

な
ど
で
風
流
を
加
え
ま
す
︒

　
例
祭
日
で
あ
る
一
〇
月
一
四
日
の
夕
刻

か
ら
は
︑
氷
川
神
社
で
﹁
笠か

さ
わ
た
し
の
し
ん
じ

渡
神
事
﹂︵
各

町
内
の
山
車
曳
行
責
任
者
や
宰
領
が
集
ま
り
︑

身
に
つ
け
る
笠
を
受
け
取
る
儀
式
︶
を
行
な
っ

た
後
︑
各
町
で
会
所
開
き
を
行
い
ま
す
︒

当
日
は
早
朝
か
ら
囃
子
方
に
よ
る
朝あ

さ

囃ば
や

子し

︵
一
番
太
鼓
︶
が
披
露
さ
れ
ま
す
︒
山
車
を

「天下祭」として知られる神田祭の様子
（提供：神田明神）

氷川神社本殿彫刻

曳
く
人
々
は
揃
い
の
衣
装
に
身
を
包
み
︑

市
内
で
車
両
の
交
通
規
制
が
始
ま
る
と
︑

山
車
が
会
所
に
運
ば
れ
ま
す
︒
鳶
頭
に
よ

る
﹁
木き

遣や

り
︵
も
と
も
と
大
勢
で
力
作
業
を

行
う
際
に
唄
わ
れ
た
労
働
歌
︒
祭
礼
中
の
安
全

祈
願
を
込
め
唄
わ
れ
る
︶﹂
を
合
図
と
し
︑

囃
子
と
山
車
の
曳
き
回
し
が
始
ま
り
ま
す
︒

　
初
日
の
午
後
に
は
︑
氷
川
神
社
を
出
御

し
た
神
幸
祭
の
行
列
に
各
町
の
山
車
が
供

奉
し
な
が
ら
市
内
を
巡
り
ま
す
︒
か
つ
て

は
山
車
以
外
に
も
本
屋
台
︑
山
屋
台
︑
仮

装
行
列
と
い
っ
た
練
り
物
が
登
場
し
︑
文

政
九
年
︵
一
八
二
六
︶
に 

江え

野の

楳ば
い

雪せ
つ

に
よ

っ
て
描
か
れ
た
と
さ
れ
る
﹁
川
越
氷
川
祭

礼
絵
巻
﹂
で
も
当
時
の
様
子
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

大
迫
力
！ 
夜
の「
曳
っ
か
わ
せ
」

　
川
越
ま
つ
り
に
欠
か
せ
な
い
の
は
﹁
曳

っ
か
わ
せ
﹂︒
祭
礼
中
に
出
会
っ
た
山
車

同
士
で
行
う
挨
拶
の
儀
礼
で
︑
各
町
内
の

お
囃
子
が
︑
そ
の
音
色
を
披
露
し
合
う
場

に
な
っ
て
い
ま
す
︒
初
日
の
夕
暮
れ
に
か

け
て
の
宵
山
で
は
︑
提
灯
の
灯
に
照
ら
さ

れ
た
幻
想
的
な
山
車
の
光
景
は
地
域
の

人
々
の
心
に
刻
ま
れ
ま
す
︒

　
祭
り
終
了
の
翌
日
に
は
︑
氷
川
神
社
で

行
わ
れ
る
﹁
笠か

さ
ぬ
ぎ
の
し
ん
じ

脱
神
事
﹂
を
も
っ
て
祭
り

は
終
了
し
︑
山
車
や
会
所
は
解
体
さ
れ
ま

す
︒
町
内
で
は
後
日
︑
慰
労
会
と
し
て

﹁
お
日
待
ち
﹂
が
行
わ
れ
ま
す
︒
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山
車
の
構
造
と
行
列

　
現
在
︑
川
越
ま
つ
り
に
参
加
す
る
山
車

は
二
九
台
︒
も
と
も
と
は
南
町
︵
現
幸
町
︶・

北
町︵
喜
多
町
︶・
高
沢
町︵
現
元
町
二
丁
目
︶・

江
戸
町
︵
現
大
手
町
︶・
本
町
︵
現
元
町
一
丁

目
︶・
鍛
冶
町
︵
現
幸
町
︶・
志
多
町
・
志

義
町
︵
現
仲
町
︶・
多
賀
町
︵
現
幸
町
︑
大
手

町
︶・
上
松
江
町
︵
現
松
江
町
二
丁
目
︶
の
十

ｶ
町
が
山
車
を
保
有
し
て
い
ま
し
た
︒
江

戸
時
代
に
は
ま
だ
山
車
は
小
さ
く
素
朴
な

も
の
で
︑
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
︑
現

在
の
よ
う
な
上
下
伸
縮
す
る
二
重
鉾
式
の

構
造
に
進
化
し
ま
し
た
︒
明
治
後
期
に
は

台
座
上
部
が
三
六
〇
度
水
平
回
転
す
る
回

り
舞
台
の
構
造
が
生
ま
れ
︑
川
越
の
山
車

の
特
徴
と
な
り
ま
し
た
︒

　
二
重
鉾
で
迫
り
上
が
る
山
車
人
形
の
製

作
に
は
江
戸
の
名
工
が
か
か
わ
り
ま
す
︒

志
義
町
が
製
作
し
た
羅
陵
王
は
︑
文
久
二

年
︵
一
八
六
二
︶
に
当
時
人
気
の
高
か
っ

た
人
形
師
の
仲な

か

秀し
ゅ
う

英え
い

が
手
掛
け
ま
し
た

︵
幸
町
の
翁
︑
元
町
二
丁
目
の
山
王
︑
大
手
町
の

鈿
女
︑
六
軒
町
の
三
番
叟
も
仲
秀
英
の
作
︶︒

そ
の
他
の
山
車
人
形
も
︑
鼠ね

ず
み

屋や

五ご

兵へ

衛え

︵
志
多
町
の
弁
慶
︑
喜
多
町
の
秀
郷
︶︑
原は

ら

舟
し
ゅ
う

月げ
つ

︵
鍛
冶
町
の
小
狐
丸
﹇
小
鍛
冶
﹈︶︑
古ふ

る

川か
わ

長ち
ょ
う

延え
ん

︵
松
江
町
二
丁
目
の
浦
島
︶
な
ど
江
戸

の
名
工
が
手
掛
け
た
と
さ
れ
︑
次
々
に
絢

爛
豪
華
な
人
形
と
山
車
が
完
成
し
て
い
き

ま
す
︒
明
治
二
六
年
︵
一
八
九
三
︶
の
川

越
大
火
で
三
台
の
山
車
が
焼
失
し
て
し
ま

い
ま
す
が
︑
明
治
後
年
に
は
ま
た
新
調
さ

れ
︑
以
降
修
理
を
重
ね
な
が
ら
大
切
な
文

化
財
と
し
て
守
ら
れ
て
い
ま
す
︒

山
車
の
曳
行

　
山
車
を
曳
行
す
る
参
加
者
に
は
様
々
な

役
割
が
あ
り
ま
す
︒
す
べ
て
の
判
断
は
責

任
者
で
あ
る
﹁
宰
領
﹂
に
委
ね
ら
れ
︑
行

列
の
先
頭
を
行
き
︑他
町
へ
の
挨
拶︵
渡
り
︶

を
行
う
﹁
先
触
れ
﹂︑
金
棒
を
持
つ
﹁
露

払
い
﹂︑
鮮
や
か
な
衣
装
に
身
を
包
む
﹁
手

古
舞
﹂
や
祭
礼
役
員
が
続
き
ま
す
︒
各
町

内
の
曳
き
手
は
揃
い
の
柄
の
礼
装
を
身
に

つ
け
綱
を
曳
き
ま
す
︒
山
車
周
り
は
鳶
頭

が
拍
子
木
を
も
っ
て
職
方
に
指
示
を
出
し
︑

安
全
に
配
慮
し
な
が
ら
曳
行
を
行
っ
て
い

ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
町
内
全
員
で
協
力
し
︑

地
域
の
ハ
レ
の
日
を
と
も
に
喜
び
合
っ
て

い
る
の
で
す
︒

川越まつりは、山車を持つ町内の「町方」だけではなく、山車の組み立てや運行を担う
「職方」、山車の舞台でお囃子を披露する「囃子方」がそれぞれ協力しあって成り立っています。

手古舞

山車の曳行

山車の組み立て

山車の操作をする職方

祭りに華をそえる囃子方 それぞれの曲目（舞）に
はストーリーがある

川越まつりの役割

　
曳
行
時
の
ル
ー
ト
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
め
た

り
、
紅
白
の
水
引
幕
を
張
り
巡
ら
す
「
軒
端
揃
え
」

を
は
じ
め
、
会
所
の
準
備
や
神
事
へ
の
参
加
、
そ

し
て
当
日
は
山
車
の
曳
行
や
手
古
舞
の
支
度
な
ど
、

祭
り
に
か
か
わ
る
全
般
を
町
内
の
人
々
で
分
担
し

て
い
ま
す
。

 

「
年
行
事
」
と
呼
ば
れ
る
そ
の
年
の
担
当
の
組
は
、

祭
り
の
準
備
か
ら
花
（
祝
儀
）
の
受
付
、
会
所
に

訪
れ
る
他
町
の
山
車
へ
の
対
応
、
後
日
の
お
日
待

ち
の
準
備
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　
山
車
の
修
復
や
揃
い
の
衣
装
の
準
備
な
ど
は
、

年
間
を
通
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

町
方

　
山
車
の
組
み
立
て
や
運
行
で
は
、
職
方
と
し
て

各
町
で
決
ま
っ
た
鳶
や
大
工
が
参
加
し
ま
す
。
今

で
も
幾
つ
か
の
山
車
は
祭
り
の
前
に
組
み
立
て
、

収
納
時
に
は
解
体
さ
れ
ま
す
。
そ
の
部
材
は
二
百

を
超
え
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
山
車
曳

行
は
鳶
に
よ
る
木
遣
り
か
ら
始
ま
り
、
山
車
の
納

め
の
際
に
は
納
め
木
遣
り
を
も
っ
て
、
無
事
の
曳

行
に
感
謝
し
ま
す
。
曳
行
時
は
約
二
〜
四
ト
ン
あ

る
山
車
の
方
向
転
換
や
囃
子
台
の
回
転
、
鉾
（
あ

ん
ど
ん
）
の
上
下
伸
縮
操
作
を
担
い
、
そ
の
粋
な

姿
に
町
の
人
々
は
全
幅
の
信
頼
を
置
い
て
い
ま
す
。

職
方

　
笛
や
太
鼓
が
祭
り
囃
子
を
奏
で
、
踊
り
を
披
露

す
る
囃
子
方
は
、
祭
り
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
。
囃
子
に
は
王
蔵
流
・
芝
金
杉
流
・
堤
崎
流
な

ど
を
中
心
に
流
派
が
あ
り
、
各
町
内
で
異
な
っ
て

い
ま
す
。

　
各
囃
子
連
で
は
年
間
を
通
し
て
稽
古
を
重
ね
、

祭
り
当
日
に
備
え
て
い
ま
す
。
特
に
子
ど
も
た
ち

は
山
車
上
で
の
演
奏
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

曳
っ
か
わ
せ
は
ま
さ
に
そ
の
腕
の
見
せ
所
。
お
囃

子
の
賑
や
か
さ
が
あ
っ
て
こ
そ
の
川
越
ま
つ
り
で

す
。 囃

子
方

会所の様子

人形（御神像）

上
かみ

勾
こう

欄
らん

中勾欄

唐
から

破
は

風
ふ

締太鼓

きぼし

囃子台勾欄

回転台（回り舞台）

台座（せいご台）

車輪

車軸

轅
ながえ

（象鼻）

囃子台（舞台）

大太鼓

脇障子

三味線胴（斗
ます

組
ぐみ

）

上段四方幕

帛
ぬさ

迫り上げ式
伸縮構造

迫り上げ式
伸縮構造

持送り

方
れ
触
先

い
払
露

舞
古
手

方
護
警 員

役
礼
祭

）
役
話
世
（

先
綱

方
子
囃

）
え
控
（ 方

職 衆
供
子

方
護
警

綱
き
曳

方
職

灯
提
り
張
高

副宰領鳶頭
（二の拍子木）

宰領
（一の拍子木）

伝統の山車曳行体系図※町内の事情により異なることがある。
（参考：「川越祭のすべて」谷澤 勇）

（参考：「川越祭のすべて」谷澤 勇）
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川
越
ま
つ
り
の
歴
史

　
川
越
ま
つ
り
は
︑
三
七
〇
年
あ
ま
り
の

歴
史
を
も
つ
都
市
祭
礼
と
し
て
知
ら
れ
ま

す
︒
寛
永
一
六
年
︵
一
六
三
九
︶︑
松
平
伊

豆
守
信
綱
が
川
越
藩
主
と
な
り
︑
城
郭
の

拡
張
整
備
︑
舟
運
の
整
備
︑
野
火
止
の
新

田
開
発
︑
そ
し
て
十
ヶ
町
四
門
前
郷
分
の

町
割
な
ど
︑
積
極
的
に
領
内
の
整
備
を
推

進
し
ま
し
た
︒
そ
し
て
慶
安
元
年
︵
一
六

四
八
︶
に
︑
信
綱
が
総
鎮
守
川
越
氷
川
神

社
の
例
大
祭
に
合
わ
せ
︑
祭
礼
用
具
︵
神
輿
︑

獅
子
頭
な
ど
︶
を
寄
進
し
て
神
幸
祭
の
執

行
を
奨
励
し
た
こ
と
か
ら
︑
氷
川
祭
礼
が

始
ま
り
ま
し
た
︒

　
信
綱
が
寄
進
し
た
神
輿
の
行
列
が
城
下明治末期の川越まつり

川越まつり会館で行われた、ユネスコ無形文化
遺産登録決定の会見の様子（平成28年）

手古舞姿（大正4年）

天皇、皇后両陛下とスウェーデン国王、王妃両陛下による
川越ご訪問の際、川越まつりが再現された（平成19年）

を
渡と

御ぎ
ょ

し
︑
町
の
人
々
も
附
け
祭
り
と
し

て
練
り
物
を
仕
立
て
随
行
す
る
風
景
が
絵

画
資
料
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
︒
最
も
古

い
資
料
は
享
保
三
年
︵
一
七
一
八
︶
の
祭

礼
行
列
を
描
い
た
﹃
氷
川
祭
礼
絵
巻
﹄︵
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
パ
ブ
リ
ッ
ク
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
蔵 

ス

ペ
ン
サ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︶
で
︑
氷
川
神
社

の
神
輿
行
列
か
ら
十
ヵ
町
の
行
列
な
ど
が

描
か
れ
て
い
ま
す
︒
当
時
の
山
車
は
四
角

い
箱
に
二
本
の
棒
を
さ
し
て
四
人
で
担
ぐ

も
の
で
︑
箱
の
中
央
に
立
つ
棒
︵
鉾ほ
こ

︶
に

造
形
物
が
付
い
て
い
る
も
の
で
す
︒
山
車

の
他
︑
本
屋
台
・
山
屋
台
や
大
が
か
り
な

仮
装
行
列
が
華
を
添
え
ま
し
た
︒
文
政
九

年
︵
一
八
二
六
︶
の
﹃
川
越
氷
川
祭
礼
絵
巻
﹄

で
は
山
車
の
構
造
に
変
化
が
見
ら
れ
︑
天

保
一
五
年
︵
一
八
四
四
︶
の
﹃
川
越
氷
川

祭
礼
絵
馬
﹄
で
は
一
本
柱
の
山
車
を
中
心

に
鳶
や
囃
子
連
が
描
か
れ
て
い
ま
す
︒
さ

ら
に
文
久
二
年
︵
一
八
六
二
︶
頃
に
は
二

重
鉾
の
上
に
山
車
人
形
が
鎮
座
す
る
現
在

に
近
い
山
車
の
形
態
で
祭
り
が
行
わ
れ
始

め
ま
し
た
︒

　
そ
の
後
︑
戦
後
に
商
工
祭
と
し
て
の
要

素
も
加
わ
り
︑
昭
和
四
三
年
︵
一
九
六
八
︶

か
ら
毎
年
の
行
事
に
な
り
︑
天
皇
の
御
大

典
や
市
制
施
行
記
念
の
年
な
ど
は
特
に
盛

大
に
お
祝
い
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒

伝
え
続
け
ら
れ
る
祭
礼
行
事

　
川
越
ま
つ
り
が
全
国
的
に
知
ら
れ
て
き

た
昭
和
四
三
年
︵
一
九
六
八
︶︑
一
〇
台
の

山
車
が
埼
玉
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
と

な
り
︑
山
車
行
事
を
主
催
す
る
﹁
川
越
ま

つ
り
協
賛
会
﹂
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
︒
そ

の
後
も
︑
山
車
を
製
作
す
る
町
内
が
市
内

に
広
が
り
︑
現
在
︑
中
心
市
街
地
に
参
加

す
る
山
車
は
二
九
台
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

国
内
外
で
注
目
さ
れ
る
川
越
ま
つ
り

　
川
越
ま
つ
り
の
注
目
は
年
々
高
ま
り
︑

平
成
六
年
︵
一
九
九
四
︶
に
元
町
二
丁
目

の
山
車
が
京
都
の
祇
園
祭
︵
後
祭
︶
に
参

加
し
た
こ
と
や
︑
平
成
一
九
年︵
二
〇
〇
七
︶

三
月
に
天
皇
︑
皇
后
両
陛
下
が
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
国
王
︑
王
妃
両
陛
下
と
と
も
に
川
越

日
常
生
活
か
ら
川
越
ま
つ
り
ま
で

老
舗
提
灯
屋
の
伝
統
技
術

　
お
盆
の
時
期
や
夏
祭
り
、
そ
し
て
川

越
最
大
の
行
事
、
川
越
ま
つ
り
で
目
に

す
る
提
灯
。
制
作
す
る
の
は
大
手
町
に

店
舗
を
構
え
る
津
知
屋
提
灯
店
の
十
二

代
目
・
土
屋
潤
一
氏
で
、
代
々
受
け
継

が
れ
て
き
た
手
書
き
の
伝
統
を
守
り
、

一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
文
字
を
書
き
入
れ

ま
す
。

　
津
知
屋
提
灯
店
の
歴
史
は
古
く
、
創

業
は
万
治
二
年（
一
六
五
九
）。
南
町（
現

在
の
幸
町
）
で
柳
田
家
が
世
襲
し
て
い

ま
し
た
。
一
力
齋
を
屋
号
に
し
た
の
は

五
代
目
の
一い

ち

力り
き

齋さ
い

ソそ

蝶ち
ょ
う

の
代
か
ら
で
、

以
後
、
代
々
の
当
主
が
こ
の
屋
号
を
名

乗
っ
て
き
ま
し
た
。
九
代
目
の
柳
田
惣

次
郎
の
代
に
な
る
と
後
継
が
お
ら
ず
、

土
屋
房
吉
が
十
代
目
を
継
ぎ
、
そ
れ
を

き
っ
か
け
に
大
手
町
に
津
知
屋
提
灯
店

と
し
て
開
業
し
、
現
在
に
至
り
ま
す
。

　
先
代
が
提
灯
に
入
れ
る
文
字
や
図
案

を
メ
モ
し
た
と
い
う
帳
面
を
、
今
も
参

考
に
し
て
い
る
と
い
う
津
知
屋
提
灯
店

で
は
、
黒
い
文
字
を
書
く
際
は
あ
え
て

墨
を
使
用
し
ま
す
。
そ
の
後
亜
麻
仁
油

で
油
引
き
し
て
防
水
加
工
を
施
す
と
、

提
灯
は
味
わ
い
深
い
仕
上
が
り
と
な
り
、

川
越
ま
つ
り
で
賑
わ
う
市
内
を
彩
り
ま

す
。

まっさらな提灯にするすると文字を書いていきます

川越まつりをいつで
も体感できる施設で
す。常時、町内の山
車が展示され間近で
見ることができます。大型スクリーンでは、
川越まつりの動画が放映されており、伝統的
な祭礼を詳しく知ることができます。

川越市元町2丁目1番地10
049-225-2727

［観覧料金］
一般300円　小中学生100円
※団体割引など詳細はホームページにて確認してください

［開館時間］
午前9：30～午後6：30 入館は午後6:00まで（4～9月）
午前9：30～午後5：30 入館は午後5:00まで（10～3月）

［休館日］
毎月第二・第四水曜日（祝日の場合は翌日が休館）、
12月29日～1月1日

店舗内の天井には乾燥中の提灯が
吊るされています

を
ご
訪
問
さ
れ
た
際
に
川
越
ま
つ
り
が
再

現
さ
れ
る
な
ど
︑
国
内
外
で
注
目
さ
れ
る

機
会
が
増
え
ま
し
た
︒

　

平
成
一
七
年
︵
二
〇
〇
五
︶
に
は
﹁
川

越
氷
川
祭
の
山
車
行
事
﹂
と
し
て
国
の
重

要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
︑
さ
ら
に
平

成
二
八
年
︵
二
〇
一
六
︶
に
は
京
都
の
祇

園
祭
な
ど
全
国
三
二
件
の
行
事
と
と
も
に
︑

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
﹁
山や

ま

・
鉾ほ

こ

・

屋や

台た
い

行ぎ
ょ
う

事じ

﹂
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
︒
郷

土
の
誇
り
で
あ
る
川
越
ま
つ
り
は
︑
次
の

百
年
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
き
ま
す
︒

川
越
ま
つ
り
会
館

https://kaw
agoem

atsuri.jp/m
atsurim

useum
/
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鳶
の
誇
り
を
胸
に

伝
統
技
術
の
継
承
を
推
進

　
川
越
ま
つ
り
に
お
い
て
、
鳶
は
多
様

な
働
き
を
し
、
山
車
の
組
み
立
て
か
ら

曳
行
、
解
体
ま
で
を
取
り
仕
切
り
ま
す
。

四
代
目
の
鳶
頭
で
あ
る
西
村
平
雪
さ
ん

は
、
祖
父
の
代
か
ら
預
か
る
『
浦
島
の

山
車
（
松
江
町
二
丁
目
）』
を
「
曳
か
せ

て
い
た
だ
く
」
と
い
う
感
謝
の
気
持
ち

と
ス
ム
ー
ズ
な
祭
り
の
運
営
に
責
任
感

を
持
ち
、
毎
年
の
川
越
ま
つ
り
に
携
わ

っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
川
越
鳶
組
合
頭
取
の
立
場
か

ら
、
山
車
曳
行
の
開
始
と
終
了
を
告
げ

ハ
レ
の
日
の
空
に
響
く

想
い
を
繋
げ
る
お
囃
子
の
音

　
祭
り
の
日
の
空
間
を
音
と
踊
り
で
彩

る
祭
り
囃
子
。
川
越
に
は
大
き
く
三
つ

の
流
派
が
あ
り
、
演
奏
方
法
な
ど
は
昔

か
ら
口
伝
で
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

川
越
市
囃
子
連
合
会
会
長
の
宇
津
木
二

郎
さ
ん
曰
く
、「
川
越
の
囃
子
は
伝
統

的
な
音
色
そ
の
も
の
」。
宇
津
木
さ
ん

が
所
属
す
る
今
福
囃
子
連
中
は
代
々

『
三
番
叟
の
山
車
（
六
軒
町
）』
に
乗
っ

て
い
ま
す
。
祖
父
の
笛
の
音
の
記
憶
と

と
も
に
、
成
人
し
て
か
ら
笛
を
吹
き
始

め
た
宇
津
木
さ
ん
。
山
車
の
曳
行
中
は

る
木
遣
り
や
鳶
の
伝
統
技
で
あ
る
梯は

し

子ご

乗
り
な
ど
を
、
次
世
代
に
伝
え
る
べ
く

活
動
を
し
て
い
ま
す
。「
町
内
と
の
良

好
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
新
し
い
時
代

の
流
れ
の
中
で
、
伝
え
続
け
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
多
々
あ
り
ま
す
。

次
世
代
に
こ
の
地
域
の
文
化
を
伝
え
続

け
る
こ
と
こ
そ
が
、
鳶
と
し
て
の
矜き

ょ
う

持じ

で
あ
り
、
川
越
ま
つ
り
に
か
か
わ
る
者

と
し
て
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
語
る
西
村
さ
ん
。
ま
た
、「
組
合
全

体
を
統
括
す
る
立
場
と
し
て
も
、
川
越

市
内
外
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
ち
の
魅
力

を
伝
え
て
い
く
こ
と
に
尽
力
し
た
い
」

と
強
い
思
い
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

様
々
な
曲
を
使
い
分
け
、
川
越
ま
つ
り

を
盛
り
上
げ
ま
す
。
現
在
市
内
に
は
囃

子
連
や
保
存
会
は
三
九
団
体
。
後
継
者

な
ど
の
課
題
も
あ
り
ま
す
が
、
祭
り
囃

子
の
保
存
育
成
の
た
め
の
活
動
を
し
て

い
ま
す
。

　
祭
り
囃
子
は
在ざ

い
（
農
村
）
に
伝
わ
る

民
俗
芸
能
で
、
古
く
は
商
家
の
旦
那
衆

が
在
の
囃
子
を
招
い
て
い
ま
し
た
。
昭

和
四
〇
年
頃
か
ら
は
山
車
持
ち
の
町
内

で
祭
り
囃
子
を
伝
承
す
る
動
き
が
あ
り
、

新
た
な
囃
子
連
も
生
ま
れ
ま
し
た
。「
好

き
こ
そ
も
の
の
上
手
な
れ
」
が
大
切
と

話
す
宇
津
木
さ
ん
。
指
導
者
と
し
て
、

今
後
の
世
代
に
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

1952年、川越生まれ。株式会社西村建設代
表取締役。一級建築士。60名を超える川越
鳶組合の頭取を務めている。

西村平雪　にしむら　ひらゆき

1952年、川越生まれ。川越祭囃子今福囃子
連中連長、川越まつり協賛会常任理事、芝
金杉流保存会金杉会会長などを歴任。

宇津木二郎　うつぎ　じろう

1月	 1月3日　初大師・だるま市（喜多院）
	 1月3〜7日　小江戸川越七福神めぐり（市内7寺院）
	 1月成人の日の前日　南大塚の餅つき踊り（西福寺）※県指定文化財
	 1月15日　筒がゆの神事（藤宮神社）※市指定文化財

2月	 2月3日　節分会（喜多院成田山川越別院）
	 2月11日　老袋の弓取式（下老袋氷川神社）※県指定文化財

3月	 3月春分の日　芳地戸のふせぎ（尾崎神社）※市指定文化財
	 3月下旬〜5月上旬　小江戸川越春まつり（市内各所）

4月	 4月第2日曜日　石田の獅子舞（藤宮神社）※市指定文化財
	 4月第2日曜日　老袋の万作（下老袋氷川神社）※県指定文化財
	 4月14日　南田島の足踊り（南田島氷川神社）※市指定文化財
	 4月15日　川越祭りばやし（今福菅原神社）※県指定文化財
	 4月15日に近い日曜日　川越祭りばやし（中台八雲神社）※県指定文

化財
	 4月19日　中福の神楽（中福稲荷神社）※市指定文化財
	 4月第3土曜・日曜日　石原のささら獅子舞（観音寺）※県指定文化財

6月	 6月30日　夏越茅の輪くぐり（川越八幡宮）
	 6月30日　茅の輪くぐり（三芳野神社）

7月	 7月第2日曜日　まんぐり（八咫神社）※市指定文化財
	 7月13日　初山（浅間神社）
	 7月14日　石田の獅子舞（藤宮神社）
	 7月14・15日に近い土曜・日曜日　川越祭りばやし（今福平野神社）
	 7月15日に近い日曜日　鯨井の万作（八坂神社）※市指定文化財
	 7月15日前後の日曜日　下小坂の獅子舞（白鬚神社）※市指定文化財
	 7月24日前後の土曜・日曜日　福田の獅子舞（赤城神社）※市指定文

化財
	 7月下旬　川越百万灯夏まつり（市街地中心部）
	 7月31日　茅の輪くぐり（川越氷川神社）
	 7月から8月頃　小江戸川越花火大会（伊佐沼公園または安比奈親水公

園）
	 7月から8月土用丑の日　ほうろく灸（妙昌寺）

8月	 8月第1日曜日　川越祭りばやし（中台八雲神社）※県指定文化財

9月	 9月1日　新宿雀ノ森のお焚き上げ（雀ノ森氷川神社）※市指定文化財
	 9月敬老の日の前日　ほろ祭（古尾谷八幡神社）※県指定文化財

10月	 10月第3土曜・日曜日　川越まつり（川越氷川祭の山車行事）（市街地中心
部）※国指定重要無形民俗文化財

	 10月第3土曜日　上寺山の獅子舞（八咫神社）※市指定文化財

11月	 11月23日　火渡り祭（成田山川越別院）

12月	 12月3日　酉の市（川越熊野神社）

毎月	 1日　七福神縁日（市内7寺院）
	 8日　呑龍デー	（蓮馨寺）
	 8・18・28日　川越きものの日	（市内各所）
	 28日　蚤の市（成田山川越別院）
	 第3日曜日　銭洗弁財天縁日（川越熊野神社）

毎週	 土曜日　鮮度いちばん! お客様感謝市（埼玉川越総合地方卸売市場）

南大塚の餅つき踊り
西福寺

　祝福の行事であり、臼に
縄をつけて曳きながらつく
のでヒキズリモチとも。歌
に合わせておもしろおかし
く行われます。

老袋の弓取式
下老袋氷川神社

　的に矢を射り、的の白と
黒に当たった矢の数でこの
先の天候を占う行事。境内
では甘酒と豆腐田楽が振る
舞われます。

老袋の万作
下老袋氷川神社

　下老袋氷川神社の春祈祷
の日に開催。埼玉県南部の
踊りの系統に属し、手踊り・
段物・芝居・茶番と豊富な内
容を誇ります。

川越祭りばやし
今福菅原神社

	「芝金杉流」に属する今福
の祭りばやし。川越氷川祭
は六軒町の山車で囃子を演
奏。菅原神社などの祭礼に
も囃子を奉納。

川越祭りばやし
中台八雲神社

	「王蔵流」に属する中台の
祭りばやし。川越氷川祭で
は仲町の囃子方を務め、年
2回地元八雲神社の祭礼に
も囃子を奉納。

石原のささら獅子舞
観音寺

　舞は十二切と呼ばれる
12の場面に分けられます。
第5場の小唄、第7場の長歌、
第9場の雌獅子隠しの乱舞
が見どころ。

ほろ祭
古尾谷八幡神社

　桃色の紙花の付いた竹ひ
ごを36本束ねたホロを背
負った童子が、神輿のお供
をします。親族は子を励ま
しながら進みます。

川越市には、毎年開催されている伝統行事やイベントがたくさんあります。

川越市内の伝統行事・イベント
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下新河岸の船着場（大正2年）
新河岸川早船改正広告

（明治12年／遠藤俊一氏蔵）伊勢安の蔵

松
平
信
綱
に
よ
る

新
河
岸
川
の
舟
運
の
始
ま
り

　
川
越
の
城
下
町
の
商
業
は
︑
新し

ん

河が

岸し

川

の
舟し

ゅ
う

運う
ん

の
整
備
に
よ
り
大
き
な
発
展
を

遂
げ
ま
す
︒
川
越
と
江
戸
と
の
物
資
輸
送

に
は
︑
新
河
岸
川
の
川
沿
い
に
河
岸
場
と

い
う
船
荷
を
上
げ
下
ろ
し
す
る
場
所
が
設

け
ら
れ
︑
川
を
使
っ
た
﹁
舟
運
﹂
が
利
用

さ
れ
ま
し
た
︒

　

寛
永
一
五
年
︵
一
六
三
八
︶
の
川
越
大

火
で
焼
失
し
た
仙
波
東
照
宮
の
再
建
資
材

を
運
ぶ
際
︑
渇
水
の
時
期
で
荷
揚
げ
が
困

難
な
荒
川
沿
い
の
老お

い

袋ぶ
く
ろ

に
代
わ
り
︑
当

時
﹁
内う

ち

川か
わ

﹂
と
呼
ば
れ
た
新
河
岸
川
を
経

由
し
て
︑
江
戸
か
ら
寺
尾
村
五
反
田
の
周

辺
に
資
材
が
荷
揚
げ
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
れ

が
新
河
岸
川
の
舟
運
の
は
じ
ま
り
で
す
︒

　
江
戸
時
代
︑
関
東
の
領
主
は
︑
毎
年
村

か
ら
納
め
る
年
貢
米
な
ど
を
河
岸
場
か
ら

船
で
江
戸
へ
運
ん
で
お
り
︑
川
越
も
ま
た

川
を
通
じ
て
江
戸
と
密
接
に
結
ば
れ
て
い

ま
し
た
︒

　
藩
主
の
松
平
信
綱
は
︑
内
川
の
河
道
や

寺
尾
村
の
一
部
を
﹁
新
河
岸
﹂
と
い
う
新

し
い
河
岸
場
と
し
て
開
設
し
ま
し
た
︵
の

ち
に
﹁
上
新
河
岸
﹂﹁
下
新
河
岸
﹂
に
分
割
︶︒

こ
れ
に
よ
り
舟
運
が
整
備
さ
れ
︑
内
川
は

道
満
河
岸

道
場
河
岸

飯
田
河
岸

千
住

宮
戸
河
岸

　

仙
波
河
岸

扇
河
岸

上
新
河
岸

牛
子
河
岸

下
新
河
岸

寺
尾
河
岸

福
岡
河
岸

古
市
場
河
岸

百
目
木
河
岸

伊
佐
島
河
岸

蛇
木
河
岸

鶴
馬
本
河
岸

鶉
河
岸

山
下
河
岸

前
河
岸

宗
岡
河
岸

引
又
河
岸

浜
崎
河
岸

　

根
岸
河
岸

台
河
岸

井
口
河
岸

新
倉
河
岸

芝
宮
河
岸

早
瀬
河
岸

戸
田
河
岸 竹

屋
河
岸

浅
草
花
川
戸

平
方
河
岸

老
袋
河
岸

伊佐沼

下
河
原
河
岸

新河岸川

黒目川

荒川

九十川

羽
根
倉
河
岸

元
禄
一
五
年
︵
一
七
〇
二
︶
に
は
︑
扇
河

岸
に
二
〇
艘
︑
上
新
河
岸
に
二
二
艘
︑
下

新
河
岸
に
二
六
艘
︑
古
市
場
に
五
艘
︑
寺

尾
河
岸
に
三
艘
と
︑
多
く
の
川
船
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

商
業
の
ま
ち
・
川
越
と

活
性
化
す
る
五
河
岸

　
新
河
岸
川
舟
運
で
利
用
さ
れ
た
船
は
︑

一
五
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
艜ひ

ら
た

船
︑
高
瀬

船
で
︑
一
俵
六
〇
キ
ロ
の
米
俵
を
二
〇
〇

俵
ほ
ど
積
み
︑
船
頭
に
よ
る
棹
や
艪
︑
帆

の
巧
み
な
操
作
で
︑
新
河
岸
川
を
行
き
来

し
て
い
ま
し
た
︒
河
岸
の
に
ぎ
わ
い
は
︑

下
新
河
岸
の
船
問
屋
で
あ
っ
た
伊
勢
安

︵
齋
藤
家
︶
の
佇
ま
い
な
ど
か
ら
︑
当
時
の

様
子
が
想
像
で
き
ま
す
︒
問
屋
に
よ
っ
て

扱
う
納
屋
物
は
異
な
り
︑
伊
勢
安
は
糠ぬ

か

と

灰
な
ど
の
肥
料
を
扱
っ
て
い
ま
し
た
︒
他

に
も
荒
物
と
雑
貨
類
を
扱
う
問
屋
︵
麻
金
︶︑

甘
藷
と
材
木
を
扱
う
問
屋
︵
綿わ
た

儀ぎ

︶︑
糠
と

灰
と
甘
藷
を
扱
う
問
屋
︵
大
嶋
屋
︶
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
︒

　
こ
の
よ
う
に
し
て
川
越
は
新
河
岸
川
の

整
備
に
よ
っ
て
︑
江
戸
ま
で
の
舟
運
の
起

点
と
な
り
︑
各
地
方
や
周
辺
か
ら
陸
路
で

運
ば
れ
て
く
る
農
産
物
・
織
物
な
ど
の
集

積
地
と
し
て
︑
問
屋
な
ど
が
集
ま
る
商
業

都
市
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

初
め
は
年
貢
米
な
ど
の
蔵
物
中
心
で
し
た

が
︑
次
第
に
農
産
物
や
建
築
資
材
な
ど
を

江
戸
に
送
る
よ
う
に
な
り
︵
下
り
荷
物
︶︑

江
戸
か
ら
は
肥
料
や
砂
糖
︑
油
︑
呉
服
や

太
物
︑
小
間
物
な
ど
が
送
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
︵
上
り
荷
物
︶︒

　
商
業
活
動
が
活
発
に
な
る
一
方
で
︑
安

永
三
年
︵
一
七
七
四
︶︑
番ば

ん

船せ
ん

︵
船
を
選
ば
ず

に
︑
や
っ
て
き
た
船
へ
荷
物
を
積
む
方
式
︶
を

め
ぐ
り
川
越
町
人
と
川
越
五
河
岸
の
船
問

屋
と
の
間
で
争
い
が
起
き
ま
し
た
︒
そ
の

後
も
た
び
た
び
両
者
の
争
い
が
起
き
︑
嘉

永
元
年
︵
一
八
四
八
︶
に
は
︑
川
越
町
人

で
高
沢
町
の
名
主
・
井
上
勘
兵
衛
が
代
表

し
て
︑
江
戸
箱
崎
町
の
積
荷
問
屋
の
権
利

産
業
を
支
え
た

新
河
岸
川
の
舟
運

江戸時代、城下町の産業を支え続けた「舟運」。
川越から江戸の浅草花川戸まで、物資を輸送していました。

荷の上げ下ろしをする河岸場は大いに賑わい、
大正期に鉄道が普及するまで、移動や輸送に大きく貢献しました。

﹁
新
河
岸
川
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
︒
信
綱
に
よ
る
新
河
岸
川
舟
運
は
︑

当
初
は
主
に
︑
蔵
物
︵
幕
府
や
諸
藩
が
輸
送

す
る
年
貢
米
な
ど
︶
を
扱
う
も
の
で
し
た
︒

寛
文
四
年
︵
一
六
六
四
︶
に
は
﹁
牛
子
河
岸
﹂

が
︑
天
和
二
年
︵
一
六
八
二
︶
に
は
﹁
扇

お
う
ぎ

河
岸
﹂
が
開
設
さ
れ
︑
川
越
に
近
い
上
流

か
ら
順
に
︑
扇
河
岸
︑
上
新
河
岸
︑
下
新

河
岸
︑
牛
子
河
岸
︑
寺
尾
河
岸
が
後
に

﹁
川
越
五ご

河か

岸し

﹂
と
呼
ば
れ
ま
し
た
︒

　
元
禄
三
年
︵
一
六
九
〇
︶︑
河
岸
吟
味
の

際
︑
新
河
岸
川
で
は
﹁
川
越
新
川
岸
﹂﹁
引

俣
川
岸
﹂
の
河
岸
場
が
認
め
ら
れ
︑﹁
納

屋
物
﹂︵
民
間
の
商
人
が
輸
送
す
る
物
資
︶
の

扱
い
が
︑
幕
府
に
公
認
さ
れ
ま
し
た
︒
こ

う
し
て
船
問
屋
や
所
属
す
る
船
頭
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
た
仲
間
︵
組
合
︶
が
結
成
さ
れ
︑

新河岸川・荒川の河岸場

新河岸川の帆かけ船（昭和15年頃）
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を
購
入
し
︑
五
河
岸
だ
け
に
頼
ら
な
い
安

定
し
た
輸
送
経
路
を
確
保
す
る
動
き
も
見

ら
れ
ま
し
た
︒

早
船
の
登
場
と

幕
末
・
明
治
期
の
舟
運

　

天
保
二
年
︵
一
八
三
一
︶
に
︑
乗
船
の

翌
朝
に
は
江
戸
へ
到
着
す
る
早は

や

船ふ
ね

の
登
場

に
よ
り
人
の
輸
送
が
始
ま
り
ま
し
た
︒
こ

の
た
め
︑
天
保
一
〇
年
︵
一
八
三
九
︶
利

用
者
が
減
っ
た
川
越
街
道
の
宿
場
か
ら
船

問
屋
が
訴
え
ら
れ
︑
裁
判
沙
汰
と
な
る
ほ

ど
早
船
の
利
用
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
︒

ま
た
︑
船
不
足
の
事
態
も
引
き
起
こ
し
︑

近
隣
の
村
出
身
の
船
持
ち
船
頭
︵
出で

居い

仕し

衆
︶
が
︑
五
河
岸
の
船
問
屋
の
輸
送
の
一

部
を
担
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
早
船
が

登
場
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
川
越
と
江
戸
の

間
で
人
の
往
来
が
さ
ら
に
増
え
た
と
い
い

ま
す
︒

現在の新河岸川の様子

　

嘉
永
六
年
︵
一
八
五
三
︶
六
月
の
ペ
リ

ー
の
浦
賀
来
航
の
後
︑
川
越
藩
は
三
浦
半

島
の
警
備
か
ら
品
川
沖
に
造
成
さ
れ
た
御

台
場
の
警
備
へ
と
配
置
替
え
が
命
じ
ら
れ

ま
し
た
︒
こ
の
と
き
︑
新
河
岸
川
舟
運
に

か
か
わ
る
人
々
も
時
世
に
対
応
し
た
動
き

を
見
せ
ま
す
︒
川
越
五
河
岸
の
出
居
仕
衆

だ
っ
た
福
岡
村
吉
五
郎
は
︑
川
越
藩
の
御

用
荷
物
輸
送
を
担
当
︑
そ
れ
に
対
抗
し
た

五
河
岸
の
船
問
屋
は
︑
無
料
で
の
輸
送
や

武
器
荷
揚
げ
場
の
提
供
を
藩
に
申
し
出
て

い
ま
す
︒

　
明
治
期
を
迎
え
る
と
︑
江
戸
幕
府
の
許

可
制
だ
っ
た
船
問
屋
の
営
業
が
自
由
に
な

り
︑
新
た
な
河
岸
場
が
開
設
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
︒
明
治
一
三
年
︵
一
八

八
〇
︶
頃
に
は
︑
扇
河
岸
よ
り
川
越
の
中

心
近
く
に
仙せ

ん

波ば

河
岸
が
新
設
さ
れ
︑
舟
運

は
さ
ら
に
物
や
人
を
乗
せ
て
行
き
交
う
こ

と
に
な
り
ま
す
︒
な
お
︑
明
治
八
年
︵
一

八
七
五
︶︑
新
河
岸
川
の
す
べ
て
の
船
問
屋

は
︑
内
国
通
運
会
社
︵
後
の
日
本
通
運
株
式

会
社
︶
の
傘
下
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

　
こ
の
よ
う
に
明
治
期
に
な
っ
て
も
新
河

岸
川
舟
運
が
重
要
な
運
送
・
交
通
手
段
で

あ
り
続
け
た
こ
と
は
残
さ
れ
た
船
問
屋
の

引ひ
き

札ふ
だ

︵
広
告
︶
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
ま
す
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
大
正
三
年
︵
一
九
一
四
︶

の
東
上
鉄
道
の
開
通
に
よ
り
︑
次
第
に
荷

物
の
輸
送
︑
人
の
移
動
も
舟
運
か
ら
鉄
道

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

明
治
四
三
年
︵
一
九
一
〇
︶
に
起
き
た
大

水
害
に
よ
り
新
河
岸
川
が
氾
濫
し
︑
改
修

工
事
が
大
正
一
〇
年
︵
一
九
二
一
︶
に
始

ま
っ
た
こ
と
で
水
量
が
減
少
︒
そ
し
て
昭

和
六
年
︵
一
九
三
一
︶︑
埼
玉
県
の
通
船
停

止
令
に
よ
り
︑
約
二
八
〇
年
に
及
ぶ
新
河

岸
川
舟
運
は
そ
の
幕
を
閉
じ
ま
し
た
︒

舟運のイベントの様子

Interview

p
r

o
f

i
l

e

地元・京都で仕事をする傍
ら小説を書き続け、1978年、

『電車ごっこ停戦』で第十四
回太宰治賞を受賞。その後
は転勤をきっかけに所沢に
移り住み、40代で仕事を辞
めて作家活動に専念。小説
をはじめ、エッセイや児童
文学書など、数多くの書籍
を執筆。

　

新
河
岸
川
周
辺
だ
け
で
な
く
今
で
は
若

い
人
で
賑
わ
う
町
中
も
︑
福
本
さ
ん
に
と

っ
て
心
身
と
も
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
場

所
︒
仕
事
で
疲
れ
た
と
き
に
街
中
を
歩
く

と
︑
活
気
あ
ふ
れ
る
雰
囲
気
に
元
気
を
も

ら
え
る
そ
う
で
す
︒

 

﹁
神
社
仏
閣
も
多
い
で
す
し
︑
古
い
町
並

み
も
残
っ
て
い
る
︒
地
域
全
体
に
ど
っ
し

り
と
し
た
落
ち
着
き
を
感
じ
ま
す
ね
︒
観

光
に
訪
れ
る
若
い
人
た
ち
が
親
し
み
や
す

い
と
い
う
一
面
を
残
し
な
が
ら
も
︑
古
く

か
ら
あ
る
歴
史
や
文
化
を
今
に
伝
え
育
ん

で
い
る
地
だ
と
思
い
ま
す
︒﹂
と
福
本
さ
ん
︒

今
後
も
川
越
と
江
戸
の
関
係
性
に
注
目
し

て
い
き
た
い
そ
う
で
す
︒

幕
末
時
代
の
川
越
。

新
河
岸
川
舟
運
の

盛
衰
を
記
す

　

京
都
の
出
身
で
︑
現
在
所
沢
で
暮
ら
す

福
本
武
久
さ
ん
は
︑
江
戸
時
代
の
新
河
岸

川
舟
運
を
舞
台
に
し
た
歴
史
小
説
﹃
武
州

か
わ
ご
え 

繫
舟
騒
動
﹄
の
作
者
で
す
︒

と
あ
る
郷
土
史
で
川
越
舟
運
の
話
を
読
ん

だ
こ
と
が
作
品
誕
生
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
た

そ
う
で
︑
執
筆
ま
で
の
経
緯
を
お
聞
き
し

ま
し
た
︒

 

﹁
江
戸
時
代
︑
新
河
岸
川
の
舟
運
で
は

﹃
遠
藤
半
蔵
﹄
と
い
う
人
物
が
活
躍
し
て

い
た
そ
う
で
︑
私
は
特
に
彼
に
興
味
を
持

ち
調
べ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
︒
す
る
と
歴

史
家
の
斎
藤
貞
夫
さ
ん
が
舟
運
に
つ
い
て

深
く
研
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
︑

特
に
遠
藤
半
蔵
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い

た
ん
で
す
︒
実
際
お
会
い
し
て
話
を
聞
い

て
み
ま
す
と
︑
遠
藤
半
蔵
と
い
う
人
物
は
︑

幕
末
の
新
河
岸
の
地
域
に
お
い
て
リ
ー
ダ

ー
的
な
存
在
で
あ
り
︑
極
め
て
魅
力
的
な

人
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
︑
そ

れ
を
き
っ
か
け
に
﹃
炭
屋
半
蔵
﹄
と
い
う

人
物
を
主
人
公
と
し
た
小
説
の
執
筆
を
始

め
ま
し
た
︒﹂

河岸問屋のリーダー炭屋半蔵が奔走する
姿を描いた活気あふれる作品

現在も残る、廻船問屋伊勢安の前を歩く福本さん

江戸と川越を繋いだ新河岸川を題材にした、「武州かわごえ 繋
け い

舟
しゅう

騒動」の
作者・福本武久さん。執筆時は取材で訪れ、

今でもプライベートで足を運ぶ川越について、お話を伺いました。

福本武久
小説家

t a k e h i s a  

F U K U M O T O
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江戸時代に現在の農業の礎が築かれた川越市。
武蔵野台地に広がる畑や荒川及び入間川沿いの

豊かな水田は、私たちの故郷の宝物です。

豊
か
な
自
然
の
恵
み

川
越
の
農
業

県
内
有
数
の
耕
地
面
積
を
誇
る
川
越

豊
か
な
恵
み
の
恩
恵
を
受
け
て

　
関
東
平
野
の
中
央
か
ら
西
部
に
渡
る
概

ね
平
坦
な
土
地
で
︑
東
部
は
入
間
川
に
沿

っ
て
水
田
が
︑
そ
し
て
南
西
部
は
畑
が
広

が
っ
て
い
ま
す
︒

　
江
戸
時
代
︑
原
野
の
ま
ま
で
あ
っ
た
武

蔵
野
台
地
は
︑
赤
土
の
関
東
ロ
ー
ム
層
に

覆
わ
れ
︑
栄
養
分
が
少
な
く
︑
水
は
け
が

悪
い
土
地
で
開
拓
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
︒
元
禄
七
年
︵
一
六
九
四
︶
か

ら
元
禄
九
年
︵
一
六
九
六
︶
に
か
け
て
︑

藩
主
の
柳
沢
吉
保
が
三
富
の
新
田
開
発
に

取
り
組
み
︑
三さ

ん

富と
め

新し
ん

田で
ん

︵
上
富
・
中
富
・
下

富
︶
と
い
う
新
し
い
村
が
で
き
ま
し
た
︒

三
富
新
田
で
は
︑
現
在
で
も
吉
保
が
開
拓

し
た
地
割
の
原
型
が
見
ら
れ
︑
屋
敷
地
︑

畑
地
︑
平
地
林
で
構
成
さ
れ
︑
間
口
四
〇

間
︵
72
メ
ー
ト
ル
︶
×
奥
行
き
三
七
五
間
︵
約

６
７
５
メ
ー
ト
ル
︶︑
約
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

短
冊
状
の
区
画
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
平
地

林
は
大
風
や
土
壌
の
飛
散
を
防
ぐ
ほ
か
︑

そ
の
落
葉
︵
コ
ナ
ラ
や
ク
ヌ
ギ
を
中
心
と
し
た

落
葉
広
葉
樹
︶
を
堆
肥
と
す
る
こ
と
で
環

境
負
荷
の
低
い
循
環
型
農
業
を
可
能
に
し

て
い
ま
す
︒
ま
た
三
富
地
域
と
は
︑
三
富

新
田
︵
上
富
・
中
富
・
下
富
︶
を
中
心
と
し

た
現
在
の
川
越
市
︑
所
沢
市
︑
狭
山
市
︑

ふ
じ
み
野
市
︑
三
芳
町
に
ま
た
が
る
畑
作

地
帯
を
指
し
て
い
ま
す
︒

　
三
富
地
域
で
行
わ
れ
て
い
た
環
境
保
全

型
農
業
は
﹁
武
蔵
野
の
落
ち
葉
堆
肥
農

法
﹂
と
し
て
︑
平
成
二
九
年
︵
二
〇
一
七
︶

に
日
本
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
︒

現
在
で
は
さ
つ
ま
い
も
︑
ほ
う
れ
ん
そ
う
︑

里
芋
︑
か
ぶ
︑
に
ん
じ
ん
︑
だ
い
こ
ん
︑

ご
ぼ
う
な
ど
が
生
産
さ
れ
︑
全
国
有
数
の

露
地
栽
培
産
地
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

　
一
方
︑
小
畔
川
や
入
間
川
流
域
の
霞
ケ

関
・
霞
ケ
関
北
地
区
や
名
細
・
山
田
地
区

下松原周辺の風景

落葉などを１年近く
かけて堆肥とする

上戸緑地付近から川越市街を臨む

とうもろこし畑 ほうれんそうの出荷作業の様子

な
ど
西
部
か
ら
北
部
に
か
け
て
も
︑
広
範

囲
に
わ
た
り
水
田
が
広
が
っ
て
い
ま
す
︒

　
近
世
に
な
っ
て
川
越
で
つ
く
ら
れ
た
十

組
問
屋
に
は
造つ

く
り

醤し
ょ
う

油ゆ

仲
間
・
餅
菓
子
仲

間
・
味み

噌そ

糀こ
う
じ

仲
間
が
あ
り
︑
地
域
の
農

産
物
を
原
料
と
し
た
商
品
が
生
産
さ
れ
ま

し
た
︒
ま
た
︑
古
く
は
承
応
二
年
︵
一
六

五
三
︶
頃
か
ら
︑
当
時
多
く
栽
培
さ
れ
て

い
た
小
麦
を
原
料
と
し
た
そ
う
め
ん
も
作

ら
れ
て
い
ま
し
た
︒

　
昭
和
三
〇
年
代
頃
ま
で
は
蛍
も
飛
び
交

い
︑
環
境
の
良
い
水
田
で
し
か
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
ホ
ウ
ネ
ン
エ
ビ
や
準
絶
滅
危

惧
種
に
指
定
さ
れ
て
い
る
イ
チ
ョ
ウ
ウ
キ

ゴ
ケ
な
ど
も
確
認
さ
れ
て
い
る
な
ど
︑
環

境
に
お
い
て
も
豊
か
な
恵
み
に
育
ま
れ
た

地
域
で
す
︒

県
内
有
数
の
耕
作
面
積

農
業
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
の
課
題

　
現
在
︑
川
越
市
内
は
総
農
家
数
が
１
︑

２
５
０
戸
︑
耕
地
面
積
は
３
︑
２
３
０
ヘ

川越で収穫量の多い農産物

ほうれんそう

さといも

かんしょ
（さつまいも）だいこん

はくさい

トマト

ばれいしょ
（じゃがいも）

ねぎ

水稲
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k a w a g o ef a r m i n g

ク
タ
ー
ル
︵
田
耕
地
面
積
１
︑
８
９
０
ヘ
ク
タ

ー
ル
︑
畑
耕
地
面
積
１
︑
３
４
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
︶

と
県
内
有
数
の
規
模
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

農
業
産
出
額
︵
推
計
︶
は
約
70
億
円
と
な

っ
て
お
り
︑
産
出
額
の
内
訳
は
野
菜
が
46

億
円
を
占
め
︑
次
い
で
米
︑
花
き
︑
い
も

類
︑
果
実
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
川
越
の
野

菜
は
︑
直
接
都
内
か
ら
飲
食
店
の
シ
ェ
フ

が
農
家
に
買
い
付
け
に
や
っ
て
く
る
な
ど
︑

そ
の
品
質
が
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
︒
農
業

経
営
体
と
し
て
は
米
農
家
が
多
く
︵
９
１

７
経
営
体
︶︑
次
い
で
野
菜
︵
４
２
７
経
営
体
︶

の
農
家
が
続
き
ま
す
（
注
）︒

　
ま
た
川
越
に
は
後
継
者
問
題
に
悩
む
農

家
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
が
︑
一
方
で
は

今
な
お
十
数
代
続
く
農
家
が
数
多
く
あ
り
︑

地元の農産物を使った商品

連雀町に設けられた川越青物市場（明治37年頃）

ファーマーズマーケットの様子（令和元年）

新
規
就
農
者
も
増
え
て
い
ま
す
︒

注　

農
林
水
産
省
「
グ
ラ
フ
と
統
計
で
み
る

農
林
水
産
業
（
埼
玉
県
川
越
市
）」　

※
耕
地

面
積
は
令
和
３
年
面
積
調
査
、
総
世
帯
数
は

令
和
２
年
国
勢
調
査
、
前
記
以
外
は
２
０
２

０
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
よ
り

広
が
る
農
家
の
輪

マ
ー
ケ
ッ
ト
で
生
産
者
と
つ
な
が
る

　
農
家
が
直
接
出
店
し
︑
自
慢
の
農
産
物

を
販
売
す
る
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト

で
は
︑
消
費
者
は
直
接
生
産
者
と
顔
を
合

わ
せ
な
が
ら
新
鮮
な
地
場
の
野
菜
を
購
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
さ
ら
に
︑
生
産

者
や
飲
食
店
経
営
者
︑
食
品
メ
ー
カ
ー
と

が
つ
な
が
る
機
会
が
増
え
︑
特
別
メ
ニ
ュ

ー
や
ス
イ
ー
ツ
開
発
な
ど
食
に
よ
る
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
多
く
実
現
︒
ジ
ャ
ム
や

ド
レ
ッ
シ
ン
グ
な
ど
六
次
産
業
化
︵
農
業

や
水
産
業
な
ど
第
一
次
産
業
が
︑
食
品
加
工
の

第
二
次
産
業
や
流
通
・
販
売
の
第
三
次
産
業
に

関
わ
る
こ
と
︶
も
活
発
に
行
わ
れ
︑
川
越

で
作
ら
れ
た
農
産
物
が
︑
私
た
ち
の
食
を

よ
り
豊
か
に
し
︑
環
境
に
優
し
い
地
産
地

消
が
実
現
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　
ま
た
︑
地
場
の
野
菜
や
切
り
花
な
ど
︑

毎
日
地
元
の
農
家
か
ら
届
く
新
鮮
な
農
産

物
を
扱
う
﹁
農
産
物
直
売
所 

あ
ぐ
れ
っ

し
ゅ
川
越
﹂
は
︑
地
元
の
人
々
だ
け
で
な

く
観
光
客
か
ら
も
人
気
で
す
︒

　

天
長
七
年
（
八
三
〇
）、
最
澄
の
弟
子

の
円
仁
が
無
量
寿
寺
（
現
在
の
喜
多
院
・

中
院
）
創
建
時
、
京
よ
り
茶
の
実
を
携
え

て
境
内
で
栽
培
し
始
め
た
と
、
中
院
の
碑

（
河
越
茶
発
祥
の
歴
史
）に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
末
期
、
現
在
の
川
越
市
上
戸
に

館
を
構
え
た
河
越
氏
が
鎌
倉
時
代
よ
り
茶

を
た
し
な
み
、
河
越
荘
内
な
ど
で
茶
の
栽

培
や
製
法
が
広
ま
り
ま
し
た
。
臨
済
宗
の

開
祖
、
栄
西
（
一
一
四
一
―
一
二
一
五
）

が
承
元
五
年
（
一
二
一
一
）
に
著
し
た
日

本
で
最
初
の
茶
の
専
門
書
『
喫
茶
養
生

記
』
に
も
、
茶
の
薬
用
が
記
さ
れ
、
南
北

朝
時
代
の
往
来
物
（
教
科
書
）『
異
制
庭

訓
往
来
』
に
は
「
武
蔵
河
越
」
は
茶
の
産

地
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
中
期
に
な
る
と
、
宇
治
の
蒸

し
煎
茶
が
江
戸
で
普
及
し
て
人
気
を
博
し
、

狭
山
地
域
で
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

に
狭
山
茶
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
た
河
越
茶
が

復
興
し
ま
し
た
。
狭
山
丘
陵
か
ら
加
治
丘

陵
に
か
け
た
地
域
で
茶
の
栽
培
が
急
速
に

拡
大
。「
狭
山
生
ま
れ
の
宇
治
製
法
」
を

確
立
し
、
生
産
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
小
仙
波
村
で
開
業
医
を
し
て
い

た
平
沢
村
（
現
日
高
市
）
出
身
の
高
林
謙

三
は
、
明
治
一
七
年
（
一
八

八
四
）、
回
転
円
筒
式
の
焙

茶
機
械
、
茶
葉
蒸
器
械
及
び

製
茶
摩
擦
器
械
を
発
明
。
明

治
三
一
年
（
一
八
九
八
）、
高

林
式
茶
葉
粗そ

揉じ
ゅ
う

機き

を
完
成

さ
せ
、
日
本
の
近
代
製
茶
技

術
に
一
大
革
新
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
、
川
越
藩
と
そ
こ
に
隣
接
す

る
村
々
（
現
在
の
川
越
市
の
他
、
所
沢
市
、

狭
山
市
、
富
士
見
市
、
ふ
じ
み
野
市
、
三
芳
町
、

新
座
市
、
朝
霞
市
、
志
木
市
な
ど
）
で
生
産

さ
れ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
は
「
川
越
い
も
」
と

呼
ば
れ
ま
し
た
。
西
日
本
で
広
が
っ
た
享

保
の
大
飢
饉
（
一
七
三
二
年
）
を
背
景
に
、

将
軍
徳
川
吉
宗
は
、
青
木
昆
陽
に
サ
ツ
マ

イ
モ
の
栽
培
を
命
じ
、
昆
陽
の
試
作
以
降
、

関
東
へ
サ
ツ
マ
イ
モ
が
伝
播
し
て
い
き
ま

し
た
。

　
川
越
地
方
で
は
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）、

吉
田
弥
右
衛
門
が
、
当
時
サ
ツ
マ
イ
モ
栽

培
の
先
進
地
で
あ
っ
た
上
総
の
志
井
津
村

（
現
千
葉
県
市
原
市
）
か
ら
種
芋
二
〇
〇
個

を
取
り
寄
せ
、
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。
こ

れ
が
「
川
越
い
も
」
の
始
ま
り
で
、
サ
ツ

マ
イ
モ
の
栽
培
は
そ
の
後
近
隣
の
村
々
に

伝
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
サ
ツ
マ
イ
モ
は

農
民
の
自
給
作
物
、
飢
饉
に
備
え
る
救
荒

作
物
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
寛
政
時
代
に
は
、
江
戸
に
焼
き
芋
屋
が

出
現
し
、
た
ち
ま
ち
焼
き
芋
が
流
行
し
ま

し
た
。
焼
き
芋
は
、
庶
民
の
食
べ
物
の
中

で
は
数
少
な
い
甘
い
食
べ
物
で
、
安
価
で

入
手
が
し
や
す
か
っ
た
た
め
で
す
。
江
戸

ま
で
比
較
的
近
く
、
新
河
岸
川
舟
運
に
よ

る
運
搬
の
利
便
性
も
良
く
、
川
越
地
方
産

の
サ
ツ
マ
イ
モ
は
「
本
場
物
」
と
し
て
焼

き
芋
用
に
重
宝
さ
れ
、「
栗
（
九
里
）
よ

り
（
四
里
）
う
ま
い
十
三
里
」
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
し
た
。

　
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
か
ら
川
越
の

今
福
出
身
の
赤あ

か

沢ざ
わ

仁に

兵へ

衛え

は
サ
ツ
マ
イ
モ

の
栽
培
方
法
を
研
究
し
、
明
治
期
に
は
収

穫
量
を
二
倍
以
上
に
す
る
増
収
法
（
赤
沢

式
）
を
確
立
し
ま
し
た
。

　
現
在
、
サ
ツ
マ
イ
モ
を
用
い
た
川
越
の

和
菓
子
や
洋
菓
子
は
人
気
の
ス
イ
ー
ツ
と

し
て
様
々
な
種
類
が
市
内
で
販
売
さ
れ
て

い
ま
す
。

河
越
茶

サ
ツ
マ
イ
モ

中院の碑

高林式製茶機 
（日高市教育委員会）
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Interview

Interview

p
r
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f
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l

e

昭和29年に芋ほり観光をス
タートした坂本長治氏のご
子息。父親から観光農園を
引き継ぎ、現在坂本農園を
営む。川越市農業委員会に
所属していたほか、平成20
年度には市内の観光農園を
営む農業者で構成される、
川越いも研究会を立ち上げ
会長を務めた。

イ
モ
の
品
種
は
昭
和
40
年
代
ま
で
は
紅
高

系
と
紅
赤
の
2
種
類
で
し
た
が
︑
時
代
が

進
む
に
つ
れ
て
新
し
い
品
種
も
登
場
し
ま

し
た
︒﹁
昭
和
50
年
代
に
収
穫
量
の
多
い

紅
あ
ず
ま
が
登
場
し
︑
平
成
に
入
る
と
シ

ル
ク
ス
イ
ー
ト
や
紅
は
る
か
な
ど
︑
し
っ

と
り
と
し
た
甘
さ
が
特
徴
の
品
種
が
増
え

ま
し
た
︒﹂

　

時
代
の
変
遷
や
環
境
の
変
化
と
と
も
に
︑

さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
取
り
入
れ
︑
研
究
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
農
業
︒﹁
生
産
価
格

高
騰
の
影
響
な
ど
の
課
題
も
あ
り
ま
す
が
︑

時
代
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
な
が
ら
こ
れ
か

ら
も
川
越
の
地
で
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
︒﹂

と
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

川
越
を
代
表
す
る
名
産
品

サ
ツマ
イ
モ
を
栽
培
す
る

老
舗
の
農
園

 

﹁
昭
和
29
年
は
戦
後
間
も
な
い
時
期
で
︑

ま
だ
レ
ジ
ャ
ー
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど

存
在
し
な
か
っ
た
時
代
で
し
た
︒
そ
ん
な

と
き
に
私
の
父
が
川
越
で
芋
掘
り
体
験
を

始
め
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
︒

そ
の
後
︑
徐
々
に
口
コ
ミ
で
広
が
っ
て
い

き
︑
昭
和
35
年
頃
に
川
越
に
お
け
る
体
験

型
観
光
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
︒﹂
と
坂
本
宏
之
さ
ん
︒

　

出
荷
用
の
サ
ツ
マ
イ
モ
の
栽
培
を
す
る

傍
ら
で
︑
芋
掘
り
体
験
を
実
施
し
て
い
る

光
景
が
幼
稚
園
の
先
生
の
目
に
と
ま
り
︑

﹁
園
児
の
教
育
の
一
環
に
か
な
う
の
で
は

な
い
か
﹂
と
考
え
ら
れ
︑
昭
和
40
年
頃
に

は
︑
芋
掘
り
が
川
越
を
代
表
す
る
農
業
体

験
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
︒

　

体
験
だ
け
で
は
な
く
美
味
し
い
サ
ツ
マ

イ
モ
を
求
め
る
お
客
さ
ん
は
今
も
多
く
︑

坂
本
さ
ん
は
芋
掘
り
体
験
や
直
売
所
︑
地

方
発
送
を
通
し
て
︑
多
く
の
人
に
丹
精
込

め
て
育
て
た
サ
ツ
マ
イ
モ
を
届
け
て
い
ま

す
︒

　

ま
た
︑
川
越
で
作
ら
れ
て
き
た
サ
ツ
マ

酸性の土壌を好むサツマイモは、
川越の土地に適した農作物でした。坂本農園では、

時代のニーズに合わせて、川越の農業を支えています。

坂本宏之
坂本農園

h i r o y u k i  
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葉が黄色に色づくと、収穫の時期を迎えます

p
r

o
f

i
l

e

芳野地区で江田養鶏所を経
営。芳野地域の畜産農業に
詳しく、飼育環境の向上や
より栄養価の高い飼料を独
自の研究のもと配合し、特
殊卵の生産に成功する。過
去に川越市畜産振興協議会
の副会長を務めた実績を持
つ。

付
加
価
値
を
つ
け
る
こ
と
で

高
品
質
の

卵
作
り
に
成
功

 

﹁
養
鶏
場
を
始
め
る
以
前
は
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
を
し
て
い
ま
し
た
︒
当
時
父
が
副
業
で

養
鶏
業
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑
結
婚

を
機
に
会
社
を
辞
め
て
夫
婦
2
人
で
江
田

養
鶏
場
を
始
め
ま
し
た
︒
今
年
で
50
年
が

経
ち
ま
す
︒﹂

　

も
と
も
と
芳
野
地
区
に
は
約
30
軒
の
養

鶏
場
が
あ
り
ま
し
た
が
︑
そ
の
数
は
年
々

減
少
し
︑
現
在
で
は
江
田
養
鶏
場
の
み
に
︒

﹁
養
鶏
業
を
始
め
て
か
ら
20
年
ほ
ど
経
っ

た
と
き
︑
何
百
万
羽
と
鶏
を
育
成
で
き
る

企
業
養
鶏
と
い
う
大
型
養
鶏
が
市
場
を
占

め
始
め
ま
し
た
︒
そ
の
と
き
に
︑
ど
う
し

た
ら
私
た
ち
の
よ
う
な
地
域
の
養
鶏
場
が

企
業
養
鶏
に
対
抗
で
き
る
か
と
考
え
︑
卸

で
は
な
く
自
分
た
ち
で
販
売
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
︒﹂
と
江
田
さ
ん
︒

　

し
か
し
︑
初
め
は
自
身
で
卵
を
販
売
す

る
に
当
た
り
︑
ど
う
す
れ
ば
よ
り
多
く
の

人
に
購
入
し
て
も
ら
え
る
の
か
︑
と
い
う

課
題
も
あ
り
ま
し
た
︒﹁
飼
料
か
ら
入
念

に
見
直
し
︑﹃
特
殊
卵
︵
特
定
の
栄
養
成

分
を
多
く
含
ん
だ
り
︑
飼
育
法
や
エ
サ
の

原
料
に
こ
だ
わ
る
な
ど
消
費
者
が
求
め
る

価
値
を
付
与
し
た
卵
の
こ
と
︶﹄
を
販
売

し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
︒
当
時
は
特
殊
卵

を
作
っ
て
い
る
養
鶏
場
は
な
く
︑
よ
り
多

く
の
卵
を
出
荷
す
る
こ
と
が
主
流
で
し
た
︒

し
か
し
私
は
卵
の
質
で
勝
負
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
︒﹂
江
田
養
鶏
場
に
は
こ
の
特

殊
卵
を
求
め
て
地
元
川
越
を
中
心
に
多
く

の
リ
ピ
ー
タ
ー
が
訪
れ
ま
す
︒
江
田
養
鶏

場
の
卵
は
黄
身
が
濃
く
︑
濃
厚
な
味
わ
い

で
︑
市
内
を
含
む
多
く
の
飲
食
店
か
ら
指

名
買
い
を
さ
れ
る
ほ
ど
︒
安
全
安
心
で
新

鮮
な
地
た
ま
ご
と
し
て
人
気
で
す
︒

　

現
在
は
息
子
さ
ん
を
中
心
に
養
鶏
業
を

営
ん
で
い
る
そ
う
で
︑﹁
現
状
を
維
持
し

な
が
ら
︑
卵
の
販
売
規
模
を
広
げ
て
い
き

た
い
で
す
ね
︒﹂
と
話
す
江
田
さ
ん
︒

 

﹁
後
継
者
が
増
え
て
︑
今
後
も
畜
産
農
家

が
残
っ
て
い
け
る
環
境
に
な
っ
て
ほ
し
い
﹂

と
農
業
従
事
者
と
し
て
未
来
の
川
越
に
も

大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
す
︒

目で見ても美味しいと思え
る卵をお届けします

独自配合した飼料を食べて育った鶏が産む「特殊卵」は、
その美味しさから多くの人に愛され、

すぐに売り切れてしまうほどの人気商品です。

江田勝男
江田養鶏場

k a t s u o  
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今、観光地として名を馳せる川越。
それは、この地で商工業にかかわる人々の大きな努力が

あったからこその賑わいです。

飛
躍
し
続
け
る

川
越
の
商
工
業川

越
の
商
工
業
の
歴
史

　
川
越
は
江
戸
時
代
か
ら
商
工
業
が
発
達

し
て
い
た
ま
ち
で
す
︒
江
戸
時
代
前
期
の

商
人
︑
榎
本
弥
左
衛
門
は
川
越
の
豪
商
と

し
て
知
ら
れ
︑
彼
が
記
し
た
﹁
榎
本
弥
左

衛
門
覚
書
﹂
に
よ
れ
ば
︑
塩
取
引
き
を
中

心
に
米
や
雑
穀
︑
煙
草
な
ど
を
商
っ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
︒
江
戸
時
代
も

後
期
に
な
る
と
︑
川
越
は
と
く
に
織
物
と

米
の
商
い
が
中
心
と
な
り
ま
し
た
︒
江
戸

や
近
隣
へ
の
米
穀
の
出
荷
に
よ
り
財
を
な

し
た
横
田
次
郎
吉
な
ど
が
有
名
で
す
︒
ま

た
︑﹁
川
越
平ひ

ら

﹂︑﹁
川
越
斜な

な

子こ

﹂
な
ど
の

絹
織
物
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
し
た
︒

　
明
治
初
期
の
川
越
の
商
工
業
で
は
︑
農

産
物
や
木
工
品
︵
川
越
簞
笥
や
木
桶
な
ど
︶

の
ほ
か
︑
綿
織
物
が
多
く
生
産
さ
れ
て
い

ま
し
た
︒
川
越
町
は
そ
れ
ら
の
製
品
の
流

通
の
市
場
と
し
て
の
役
割
を
担
い
︑
商
業

都
市
へ
の
発
展
に
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
︒

　
ま
た
︑
農
村
部
で
は
米
・
麦
︑
甘
薯
や

茶
の
栽
培
に
加
え
︑
そ
う
め
ん
や
餅
菓
子

な
ど
の
食
品
加
工
業
が
行
わ
れ
る
ほ
か
︑

蚕
卵
紙
︑
繭
︑
木
綿
︑
藍
葉
な
ど
衣
料
品

の
原
料
に
な
る
作
物
も
多
く
産
出
さ
れ
て

い
ま
し
た
︒

川
越
商
工
会
議
所
の

設
立
と
活
動

　

明
治
二
七
年
︵
一
八
九
四
︶
か
ら
二
八

年
︵
一
八
九
五
︶
の
日
清
戦
争
後
︑
日
本

経
済
の
発
展
は
川
越
に
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
し
た
︒
近
代
商
業
都
市
と
し
て
の
川

川越百万灯夏まつりの際の川越商工会議所（昭和57年）

現在の市民会館の場所にあった川越会館
（明治35年以降）

喜多町の荒井桶店（大正初年）
志義町の足

あ

立
だ

要
よう

（現原田家住宅）前
で行われた米穀市（明治34年以降）

越
で
商
工
業
者
の
代
表
機
関
と
な
っ
た
の

が
︑
川
越
商
業
会
議
所
で
す
︒
川
越
商
業

会
議
所
は
明
治
三
一
年
︵
一
八
九
八
︶
よ

り
設
立
の
機
運
が
高
ま
り
︑
明
治
三
三
年

︵
一
九
〇
〇
︶
二
月
一
三
日
に
設
立
し
︑
埼

玉
県
で
は
初
の
商
業
会
議
所
と
な
り
ま
し

た
︒
構
成
会
員
は
と
く
に
繊
維
や
穀
物
の

関
係
の
商
人
が
多
く
︑
こ
の
二
つ
の
業
種

が
川
越
の
経
済
構
造
で
は
有
力
な
位
置
に

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
ま
た
商
業

会
議
所
の
事
務
所
は
明
治
三
五
年
︵
一
九

〇
二
︶
二
月
に
︑
川
越
会
館
の
建
設
と
と

も
に
会
館
内
に
移
転
し
ま
し
た
︒

　
商
業
会
議
所
は
主
に
政
府
︑
県
当
局
な

ど
へ
の
建
議
︑
陳
情
︑
諮
問
答
申
︑
商
況

調
査
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
し
た
︒
こ
れ
ら

の
活
動
は
明
治
四
一
年
︵
一
九
〇
八
︶
の

特
設
電
話
開
設
や
明
治
四
三
年
︵
一
九
一

〇
︶
の
川
越
織
物
市
場
の
開
場
に
つ
な
が

り
ま
し
た
︒

　

本
市
で
は
明
治
三
七
年
︵
一
九
〇
四
︶

に
川
越
電
話
所
が
開
設
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
︑
電
話
交
換
所
の
開
設
が
実
現
し
て
お

ら
ず
︑
日
露
戦
争
の
戦
時
下
と
い
う
こ
と

も
あ
り
︑
な
か
な
か
特
設
電
話
開
設
の
許

可
が
下
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
明
治
四
〇
年

︵
一
九
〇
七
︶
に
よ
う
や
く
許
可
が
下
り
︑

翌
四
一
年
︵
一
九
〇
八
︶
電
話
交
換
業
務

が
開
始
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
の
時
︑
特
設
電

話
に
約
百
名
の
架
設
希
望
が
あ
り
ま
し
た
︒

　
ま
た
川
越
は
織
物
の
一
大
集
散
地
で
し

た
が
︑
周
辺
地
域
と
の
流
通
機
能
に
欠
け

て
い
ま
し
た
︒
そ
こ
で
明
治
三
二
年
︵
一

八
九
九
︶
頃
に
織
物
市
場
の
建
設
に
関
す

る
建
議
が
町
議
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
︒

明
治
四
三
年
︵
一
九
一
〇
︶
に
は
商
業
会

議
所
が
主
唱
者
と
な
っ
て
川
越
織
物
市
場

株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
︑
つ
い
に
鉄
砲
町

︵
現
松
江
町
︶
に
川
越
織
物
市
場
が
開
業
し

ま
し
た
︒
市
場
は
毎
月
六
回
開
市
し
て
い

ま
し
た
︒
さ
ら
に
商
業
会
議
所
で
は
流
通

機
能
の
整
備
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
川
越

染
織
学
校
か
ら
図
案
を
求
め
た
り
︑
繊
維

産
業
の
盛
ん
な
地
域
を
視
察
す
る
な
ど
︑

生
産
改
良
に
も
力
を
注
ぎ
ま
し
た
︒

　

そ
の
後
︑
大
正
三
年
︵
一
九
一
四
︶
か

ら
始
ま
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
は
︑
一
時

期
︑
川
越
の
商
業
に
不
安
と
混
乱
を
も
た

ら
し
ま
し
た
が
︑
翌
年
頃
か
ら
軍
需
品
の

輸
出
増
大
や
日
本
の
中
国
市
場
の
独
占
に

伴
い
︑
日
本
経
済
全
体
が
繁
栄
し
︑
川
越

町
の
商
業
も
盛
況
と
な
り
ま
し
た
︒
し
か

し
大
正
七
年
︵
一
九
一
八
︶
の
終
戦
以
降
︑

過
剰
生
産
が
原
因
で
恐
慌
に
陥
り
ま
し
た
︒

　
昭
和
三
年
︵
一
九
二
八
︶︑
川
越
商
業
会

議
所
は
川
越
商
工
会
議
所
と
名
称
を
変
更

し
ま
し
た
︒
昭
和
恐
慌
が
深
刻
化
す
る
中

で
︑
川
越
商
工
会
議
所
で
は
昭
和
一
〇
年

︵
一
九
三
五
︶
一
〇
月
に
三
日
間
に
わ
た
る

﹁
全
市
大
売
出
会
﹂
の
開
催
や
︑
昭
和
九

年
︵
一
九
三
四
︶
の
工
場
誘
致
に
よ
る
産

業
開
拓
に
関
す
る
建
議
︑
川
越
線
実
現
に

向
け
た
要
望
書
の
提
出
な
ど
を
行
い
ま
し

た
︒

　
第
二
次
世
界
大
戦
戦
時
下
の
昭
和
一
八

年
︵
一
九
四
三
︶
に
︑
商
工
会
議
所
は
解
散
︒

再
ス
タ
ー
ト
は
大
戦
後
の
昭
和
二
一
年︵
一

九
四
六
︶
八
月
に
な
り
ま
す
︒
昭
和
二
九

年
︵
一
九
五
四
︶
に
は
社
団
法
人
か
ら
特

殊
法
人
と
な
り
︑
新
商
工
会
議
所
と
し
て

発
足
︒
昭
和
三
〇
年
︵
一
九
五
五
︶
の
周

辺
九
か
村
と
の
合
併
に
関
す
る
意
見
書
の

提
出
や
川
越
狭
山
工
業
団
地
の
造
成
推
進

な
ど
︑
川
越
の
産
業
経
済
の
推
移
に
お
い

て
川
越
商
工
会
議
所
が
大
き
な
役
割
を
果

た
し
ま
し
た
︒

繊
維
業
の
発
展
と
衰
退

　
明
治
前
期
の
川
越
の
製
糸
業
は
︑
座ざ

繰ぐ
り

製せ
い

糸し

場
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
︒
座
繰

製
糸
と
は
繭
か
ら
糸
を
取
り
出
し
や
す
く

す
る
た
め
に
繭
を
釡
で
煮
た
後
︑
片
方
の

手
で
糸
を
繰
り
な
が
ら
も
う
片
方
の
手
で

糸
を
巻
き
取
る
手
作
業
に
よ
る
生
糸
の
生
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旧高階村の別珍工場の様子埼玉県蚕業取締所川越支所（大正２年以降）

やまぶき会館付近にあった石田撚糸工場の様子（大正７年頃）
撚
ねん

糸
し

は生糸など原糸を加工して丈夫にしたもの。ここでは主にマニラ麻が使われた

日清製粉川越工場。当時入間郡は良質な小麦粉の
産地であった（大正8年以降）

現在の東京電力パワーグリッド株式会社川越支
社にあった川越火力発電所（大正2年頃）

産
方
法
で
し
た
︒
そ
の
後
︑
明
治
中
・
後

期
に
な
る
と
器
械
製
糸
が
発
達
し
︑
明
治

四
一
年
︵
一
九
〇
八
︶︑
北
久
保
町
︵
現
三

久
保
町
︶
に
石
川
組
製
糸
︵
明
治
二
六
年
﹇
一

八
九
三
﹈︑
石
川
幾
太
郎
に
よ
り
操
業
開
始
︶
の

川
越
工
場
が
建
設
さ
れ
ま
す
︒
水
力
や
蒸

気
を
利
用
し
た
器
械
製
糸
に
い
ち
早
く
切

り
替
え
た
石
川
組
製
糸
は
︑
日
清
・
日
露

戦
争
の
景
気
で
経
営
の
規
模
を
拡
大
し
︑

各
地
に
複
数
の
工
場
を
も
つ
全
国
有
数
の

製
糸
会
社
と
な
り
ま
し
た
︒
さ
ら
に
大
正

一
二
年
︵
一
九
二
三
︶
に
は
︑
大
興
紡
績

も
川
越
で
操
業
を
開
始
し
ま
し
た
︒
そ
の

他
︑
県
立
川
越
染
織
学
校
︵
明
治
四
一
年
開

校
・
現
川
越
工
業
高
等
学
校
︶
や
県
立
川
越

蚕
業
学
校
︵
大
正
九
年
開
校
・
現
川
越
総
合
高

等
学
校
︶
が
開
校
し
て
染
織
や
図
案
を
提

案
す
る
な
ど
︑
教
育
面
か
ら
も
川
越
の
繊

維
業
に
は
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
し
た
︒

　
し
か
し
大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
や

そ
の
後
の
昭
和
恐
慌
︑
化
学
繊
維
の
登
場

で
石
川
組
製
糸
の
経
営
は
悪
化
︑
昭
和
一

二
年
︵
一
九
三
七
︶
に
解
散
と
な
り
ま
し
た
︒

ま
た
︑
大
興
紡
績
も
昭
和
元
年︵
一
九
二
六
︶

に
閉
鎖
さ
れ
︑
翌
年
に
日
清
紡
績
株
式
会

社
に
買
収
さ
れ
ま
し
た
︒

　
一
方
︑
旧
高
階
村
を
中
心
と
し
て
別
珍
︑

コ
ー
ル
天
︵
パ
イ
ル
で
縦
う
ね
を
表
し
た
織
物
︶

の
製
造
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
ま
で
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
︒
別
珍
と
は
ビ
ロ
ー
ド
様

の
綿
織
物
で
︑
下
駄
な
ど
の
鼻
緒
に
よ
く

使
わ
れ
る
も
の
で
す
︒
明
治
四
〇
年
︵
一

九
〇
七
︶
以
降
か
ら
生
産
が
盛
ん
に
な
っ

た
旧
高
階
村
は
﹁
別
珍
村
﹂
と
も
称
さ
れ

て
い
た
そ
う
で
す
︒
第
一
次
世
界
大
戦
時

の
需
要
増
加
に
よ
り
工
場
が
増
え
︑
昭
和

六
年
︵
一
九
三
一
︶
に
は
約
三
〇
の
工
場

が
稼
働
し
て
い
ま
し
た
が
︑
第
二
次
世
界

大
戦
中
に
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
︒

　
川
越
の
主
力
で
あ
っ
た
繊
維
業
自
体
は

戦
前
に
は
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑

現
在
で
は
唐
桟
柄
の
着
物
の
復
活
や
︑
レ

ン
タ
ル
着
物
の
流
行
︑
織
物
市
場
の
整
備

な
ど
で
再
び
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
︒

今
に
続
く
食
品
工
業

　
川
越
で
は
小
麦
が
多
く
栽
培
さ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
製
粉
業
も
盛
ん
で
し
た
︒
大

正
八
年
︵
一
九
一
九
︶
に
は
地
元
資
本
に

よ
り
武
蔵
製
粉
が
設
立
さ
れ
︑
材
料
や
製

品
の
輸
送
に
東
武
東
上
線
の
引
き
込
み
線

や
西
武
新
宿
線
の
側
線
を
利
用
す
る
な
ど
︑

関
東
内
陸
の
小
麦
産
地
に
立
地
す
る
工
場

と
し
て
関
東
大
震
災
後
の
被
災
地
供
給
に

一
役
買
っ
て
い
ま
し
た
︵
昭
和
一
二
年
﹇
一

九
三
七
﹈
に
は
現
日
清
製
粉
に
吸
収
合
併
︶︒

　
川
越
で
は
︑
駄
菓
子
の
製
造
も
盛
ん
で

し
た
︒
養
寿
院
門
前
に
あ
る
菓
子
屋
横
丁

は
関
東
大
震
災
後
に
大
き
な
被
害
を
受
け

た
東
京
に
代
わ
り
︑
駄
菓
子
が
製
造
さ
れ

て
い
ま
し
た
︒
昭
和
初
期
に
は
七
〇
軒
を

超
え
る
菓
子
製
造
業
者
が
軒
を
連
ね
て
い

た
と
い
い
ま
す
︒
現
在
で
は
約
二
〇
件
の

店
舗
が
あ
り
︑
昔
な
が
ら
の
雰
囲
気
を
求

め
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
ま
す
︒

　
そ
の
ほ
か
に
も
︑
明
治
三
七
年
︵
一
九

〇
四
︶
に
川
越
の
工
場
進
出
を
促
す
き
っ

か
け
に
も
な
っ
た
川
越
火
力
発
電
所
や
︑

小
仙
波
の
医
師
で
あ
っ
た
高
林
謙
三
が
発

明
し
た
高
林
式
製
茶
機
な
ど
︑
金
属
や
機

械
工
業
に
お
い
て
も
大
き
な
発
展
が
見
ら

れ
ま
し
た
︒

高
度
経
済
成
長
と
川
越
の
工
業

　
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
︑
川
越
の
工
業

で
最
も
多
く
生
産
さ
れ
て
い
た
の
は
農
機

具
で
し
た
が
︑
製
品
出
荷
額
も
昭
和
三
〇

年
代
中
頃
ま
で
は
低
調
で
し
た
︒
昭
和
二

七
年
︵
一
九
五
二
︶
に
埼
玉
県
の
工
場
誘

致
条
例
が
始
ま
り
︑
川
越
市
は
昭
和
三
〇

年
︵
一
九
五
五
︶
の
一
市
九
村
の
合
併
を

契
機
と
し
て
︑
工
業
都
市
へ
と
歩
み
を
進

め
ま
す
︒
市
内
で
は
大
規
模
な
工
業
団
地

の
建
設
が
進
め
ら
れ
︑
工
場
進
出
が
始
ま

り
ま
し
た
︒
ま
た
︑
人
口
の
一
極
集
中
に

よ
り
首
都
圏
の
交
通
渋
滞
な
ど
が
社
会
問

題
と
な
っ
た
こ
と
で
︑
昭
和
三
一
年
︵
一

九
五
六
︶
に
制
定
さ
れ
た
首
都
圏
整
備
法

︵
東
京
二
三
区
を
含
む
東
京
︑
埼
玉
︑
神
奈
川
県

内
の
市
を
既
成
市
街
地
と
定
め
︑
産
業
や
人
口

の
過
度
の
集
中
を
防
止
す
る
た
め
に
工
場
や
学

校
の
建
設
を
制
限
し
た
法
︶
に
よ
り
︑
郊
外

地
域
の
需
要
が
高
ま
り
ま
し
た
︒
こ
れ
を

受
け
︑
昭
和
四
一
年
︵
一
九
六
六
︶︑
日
本

住
宅
公
団
に
よ
り
﹁
川
越
狭
山
工
業
団

地
﹂
の
整
備
が
完
了
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑

昭
和
五
五
年
︵
一
九
八
〇
︶
に
埼
玉
県
企

業
局
に
よ
り
市
内
東
部
に
﹁
川
越
工
業
団

石川組製糸場。明治41年に川越工場が北久保町に
設けられた
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k a w a g o ei n d u s t r y

様々な体験が楽しめる川越

川越工業団地と川越第二産業団地

旧山吉デパートのプロジェクションマッピング
「川越 灯りと音と文化の祭典」（平成25年）

大正浪漫夢通りの春のイベント風景

サツマイモのスイーツ

クレアモール

川
越
の
観
光
と

新
し
い
人
流
の
創
出

　
現
在
︑
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
る

川
越
︒
令
和
元
年
︵
二
〇
一
九
︶
の
観
光

入
込
客
数
は
７
７
５
万
７
千
人
︑
そ
の
う

ち
外
国
人
観
光
入
込
客
数
は
31
万
３
千
人

と
︑
平
成
二
三
年
︵
二
〇
一
一
︶
の
外
国

人
観
光
入
込
客
数
の
２
万
５
千
人
か
ら
大

き
く
増
加
し
︑
国
外
で
も
認
知
度
が
高
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
︒

　
市
内
で
は
今
も
多
く
遺
る
神
社
仏
閣
︑

時
の
鐘
や
蔵
造
り
の
町
並
み
︑
本
丸
御
殿

な
ど
歴
史
的
な
建
築
物
や
通
り
を
見
て
歩

き
︑
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
さ
ら
に
︑

様
々
な
ス
イ
ー
ツ
や
グ
ル
メ
︑
体
験
を
楽

し
ん
だ
り
で
き
る
こ
と
も
大
き
な
魅
力
で

す
︒
平
成
二
二
年
︵
二
〇
一
〇
︶
に
は
︑

川
越
市
の
物
産
等
を
楽
し
む
名
所
と
し
て
︑

川
越
市
産
業
観
光
館
︵
小こ

江え

戸ど

蔵く
ら

里り

︶
が
オ

ー
プ
ン
し
ま
し
た
︒
こ
の
建
物
は
︑
明
治

八
年
︵
一
八
七
五
︶
創
業
の
旧
鏡
山
酒
造

の
建
物
を
改
修
し
た
施
設
で
す
︒

　
伊
佐
沼
や
川
越
水
上
公
園
︑
里
山
の
の

ど
か
な
風
景
が
広
が
る
郊
外
で
は
︑
季
節

ご
と
の
川
越
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

ま
た
︑
自
然
の
中
で
農
と
食
を
楽
し
む
た

め
の
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
︑
エ
コ
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
推
進
に
よ
り
︑
今
後
ま
す
ま
す

新
し
い
川
越
の
可
能
性
が
広
が
り
ま
す
︒

　
そ
の
他
に
川
越
市
で
は
新
た
な
取
り
組

み
と
し
て
︑
市
内
に
お
け
る
映
画
や
ド
ラ

マ
等
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
撮
影
の
支
援
︵
川

越
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
︶
や
︑
ウ
ェ
ス

タ
川
越
な
ど
施
設
を
利
用
し
た
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
誘
致
の
推
進
︵
国
内
外
の
人
が
集
う

大
会
や
イ
ベ
ン
ト
誘
致
︶︑
小
江
戸
川
越
ハ

ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
な
ど
全
国
的
な
ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
︒

　
ま
た
市
内
に
は
38
の
商
店
街
︵
会
︶
が

あ
り
︑
川
越
駅
か
ら
続
く
ク
レ
ア
モ
ー
ル

や
霞
ケ
関
の
角
栄
商
店
街
な
ど
で
は
︑
広

場
な
ど
を
利
用
し
た
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

事
業
︑
ま
ち
バ
ル
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
行

っ
て
商
店
街
の
活
性
化
を
図
っ
て
い
ま
す
︒

川
越
駅
周
辺
に
は
大
型
施
設
が
建
設
さ
れ

て
い
ま
す
︒
令
和
二
年
︵
二
〇
二
〇
︶
に

は
川
越
市
民
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や

ホ
テ
ル
︑
飲
食
店
が
入
っ
た
複
合
施
設

﹁U

ユ
ー
プ
レ
イ
ス

_PLA
CE

﹂
が
オ
ー
プ
ン
し
︑
ウ
ェ

ス
タ
川
越
と
と
も
に
新
た
な
人
流
の
創
出

を
担
っ
て
い
ま
す
︒

地
﹂︵
平
成
一
九
年
﹇
二
〇
〇
七
﹈
に
隣
接
し

て
﹁
川
越
第
二
産
業
団
地
﹂︶
が
整
備
さ
れ
︑

市
内
西
部
に
は
︑
川
越
市
・
坂
戸
市
・
鶴

ヶ
島
市
に
ま
た
が
る
﹁
富
士
見
工
業
団
地
﹂

が
整
備
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
今
後
新

た
に
﹁
川
越
増
形
地
区
産
業
団
地
﹂
が
整

備
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

　
こ
の
よ
う
に
川
越
市
は
工
業
の
集
約
に

よ
り
︑
令
和
元
年
︵
二
〇
一
九
︶
は
県
内

第
四
位
と
な
る
製
造
品
出
荷
額
等
を
有
し

て
い
ま
す
︒
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Interview

Interview

「若い方にもぜひ料亭の文化を体験してほしい」
と松山さん

川越東部工業会協同組合は地元地域との共存共栄を
掲げています

町
の
活
性
化
に

求
め
ら
れ
る
の
は
、

時
代
に
即
し
た
対
応
力

　

明
治
初
年
創
業
の
﹁
料
亭 

山
屋
﹂
は
︑

長
い
歴
史
の
中
で
何
度
も
危
機
を
乗
り
越

え
︑
ま
ち
と
と
も
に
営
業
し
て
き
ま
し
た
︒

松
山
さ
ん
は
五
代
目
当
主
と
し
て
︑
時
流

に
合
っ
た
お
も
て
な
し
で
川
越
を
盛
り
上

げ
て
い
ま
す
︒

 　
﹁
コ
ロ
ナ
禍
で
生
活
ス
タ
イ
ル
が
大
き

く
変
わ
り
︑
大
規
模
な
宴
会
は
少
な
く
な

り
︑
一
方
で
︑
寿
命
が
延
び
て
長
寿
の
お

祝
い
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
七

五
三
な
ど
ご
家
族
の
お
客
様
を
個
室
で
ご

案
内
で
き
る
こ
と
で
喜
ば
れ
て
い
ま
す
︒

料
亭
と
し
て
時
代
に
ど
う
対
応
し
て
い
く

か
が
重
要
だ
と
考
え
ま
す
︒﹂

　

15
年
ほ
ど
前
︑
こ
れ
ま
で
完
全
予
約
制

で
夜
の
会
席
料
理
中
心
だ
っ
た
営
業
ス
タ

イ
ル
を
︑
昼
間
に
予
約
な
し
の
フ
リ
ー
客

を
受
け
入
れ
る
体
制
に
し
た
と
こ
ろ
︑
観

光
客
の
来
店
が
増
加
︒
そ
の
歴
史
あ
る
建

物
と
本
物
の
料
亭
体
験
が
S
N
S
な
ど
で

発
信
さ
れ
︑
夜
の
来
訪
に
も
繫
が
り
ま
し

た
︒

　

ま
た
︑
少
人
数
で
の
ブ
ラ
イ
ダ
ル
事
業
︑

店
内
のW

i-Fi

設
置
な
ど
時
代
の
求
め
に

次
々
と
応
じ
︑
近
年
は
ド
ラ
マ
撮
影
の
ロ

ケ
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
き
ま
し
た
︒
多

く
の
ド
ラ
マ
フ
ァ
ン
が
全
国
か
ら
訪
れ
︑

川
越
全
体
の
観
光
に
も
繋
が
っ
て
い
ま
す
︒

 

﹁
町
自
体
が
飽
き
ら
れ
て
は
駄
目
︒
古
い

も
の
を
守
り
つ
つ
︑
時
代
の
流
れ
の
中
で

少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で

す
︒
古
さ
と
新
し
さ
の
共
存
こ
そ
が
川
越

の
色
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒﹂

　

コ
ロ
ナ
禍
に
ま
ち
が
一
丸
と
な
っ
て
発

信
し
た
﹁
越
え
て
い
こ
う
︑
川
越
﹂
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
た
松
山
さ
ん
︒
川

越
商
人
の
強
靭
な
精
神
と
地
域
へ
の
想
い

が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
︒

p
r

o
f

i
l

e

昭和39年（1964年）生、
川越市出身。立教大学
法学部卒。「有限会社
山屋」代表取締役社長。

（公社）小江戸川越観
光協会会長、川越青年
会議所OB会会長、川
越料理店組合副会長な
どを歴任。

p
r

o
f

i
l

e
工業用マイクロ波加
熱装置の専門メーカ
ー「ミクロ電子株式
会社」の代表取締役。
川越東部工業会協同
組合の4代目理事長。

川
越
に
お
け
る

工
業
の
発
展
そ
し
て

ま
ち
の
魅
力
を
聞
く

　

数
多
く
の
企
業
の
工
場
が
集
積
す
る
川

越
︒
市
制
１
０
０
周
年
を
迎
え
る
今
︑
こ

れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
し
て
発
展
し
て
き
た

の
か
︑
川
越
東
部
工
業
会
協
同
組
合
で
理

事
長
を
務
め
る
山
中
亨
さ
ん
に
お
伺
い
し

ま
し
た
︒

 

﹁
川
越
の
工
業
は
︑
工
業
団
地
の
整
備
に

よ
り
急
速
に
発
展
し
て
き
ま
し
た
︒
１
９

６
０
年
代
に
整
備
さ
れ
た
川
越
狭
山
工
業

団
地
は
︑
川
越
と
狭
山
に
ま
た
が
る
︑
当

時
日
本
一
の
敷
地
面
積
を
有
し
た
工
業
団

地
で
す
︒
そ
の
後
︑
坂
戸
︑
鶴
ヶ
島
︑
川

越
に
ま
た
が
る
富
士
見
工
業
団
地
が
︑
さ

ら
に
１
９
８
１
年
に
川
越
工
業
団
地
が
整

備
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
の
３
つ
の
工
業
団
地

が
中
心
と
な
っ
て
︑
川
越
の
工
業
は
発
展

し
て
き
ま
し
た
︒﹂

　

川
越
東
部
工
業
会
協
同
組
合
は
︑
川
越

工
業
団
地
及
び
２
０
０
９
年
に
拡
張
整
備

さ
れ
た
川
越
第
二
産
業
団
地
に
立
地
す
る

企
業
を
主
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
︒

１
１
４
社
︑
従
業
者
数
５
１
０
０
名
を
擁

し
︑
こ
の
一
帯
は
川
越
で
も
有
数
の
工
業

地
帯
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

　

多
く
の
人
が
訪
れ
る
観
光
地
で
あ
る
と

と
も
に
︑
広
大
な
工
業
地
帯
も
有
す
る
二

面
性
を
持
つ
川
越
︒﹁
小
江
戸
川
越
は
古

く
か
ら
の
歴
史
と
伝
統
が
息
づ
く
魅
力
あ

る
ま
ち
で
す
︒
同
時
に
工
業
に
関
し
て
も
︑

古
く
は
新
河
岸
川
の
舟
運
︑
現
在
で
は
高

速
道
路
や
鉄
道
の
発
達
に
よ
り
︑
交
通
の

要
衝
と
し
て
と
て
も
利
便
性
の
高
い
素
晴

ら
し
い
ま
ち
だ
と
思
い
ま
す
︒
観
光
・
工

業
と
も
に
栄
え
て
い
る
川
越
の
大
き
な
魅

力
で
す
ね
︒
ま
た
︑
埼
玉
県
内
で
初
め
て

市
制
施
行
１
０
０
周
年
を
迎
え
る
と
い
う

こ
と
を
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
す
︒﹂

と
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

老舗の「料亭 山屋」の5代目当主で
公益社団法人 小江戸川越観光協会会長でもある松山潤さん。

商業、観光業のまち、川越の活性化を牽引する一人です。

松山 潤
（公社）小江戸川越観光協会会長／料亭 山屋

j u n  

M A T S U Y A M A

川越東部工業会協同組合理事長を務め、組合員企業と協力して
地域社会の発展に取り組んでいる山中亨さん。

様 な々顔を持っていることがこのまちの魅力です。

山中 亨
川越東部工業会協同組合理事長

t o r u  

Y A M A N A K A
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k a w a g o e
A R T A R C H I V E川

越
アー

トア
ー

カ
イ

ブ

　

川
越
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
当
時
の

人
々
の
習
慣
や
風
俗
、
芸
能
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
文
化
財
や
、
そ
の
時

代
に
生
き
る
芸
術
家
が
飽
く
こ
と
な
く
追

求
し
表
現
す
る
作
品
は
、
地
域
に
お
け
る

文
化
の
継
承
や
未
来
の
暮
ら
し
に
と
っ
て
、

大
変
貴
重
な
財
産
で
す
。

　

そ
こ
に
は
伝
統
的
な
技
法
が
惜
し
み
な

く
使
わ
れ
、
あ
る
い
は
先
進
的
で
自
由
な

発
想
が
ほ
と
ば
し
り
、
私
た
ち
の
感
情
に

多
く
の
こ
と
を
語
り
か
け
て
き
ま
す
。

　

kawagoe ART ARCHIVE

で
は
、
数

あ
る
文
化
財
や
芸
術
作
品
の
中
か
ら
、
川

越
を
代
表
す
る
８
名
の
画
家
と
２
名
の
彫

刻
家
、
そ
し
て
代
表
的
な
９
つ
の
文
化
財

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

私
た
ち
に
語
り
か
け
る

地
域
の
文
化
と
芸
術

118119
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くぼ・ていと
久保提多（1885-1956）

青森県八戸柏崎新町に生まれる。明治35年
（1902）に旧制八戸中学校を卒業、八戸尋
常小学校の代用教員となり、奈須川藻光ら
と日本画の絵画研究会「野の花会」を結成。
翌36年に上京し東京美術学校予科に入学し、
下村観山の教室に学ぶ。大正７年（1918）
埼玉県立川越中学校教諭となって以後は川
越を本拠に活動。昭和26年（1951）川越市
に表彰される。山水画など優れた作品を多
く遺した。

　水墨でサンタクロース（聖尼格刺）を表現す
るという、ユニークな作品です。一見サンタク
ロースとは気づかないかもしれませんが、上着
とナイトキャップ姿、頰から顎を覆う長い白髭、
大きな白い袋を肩に背負い、片方の手を差し出
している姿がサンタクロースであることを証し
ています。面白いのがサンタクロースの背景。
円窓で囲まれた風景に、湧き立つ雲、吊るされ
た香炉、樅

もみ

の木が配されています。

大胆な筆致で表現された
水墨画としてのサンタクロース

はしもと・じろう
橋本次郎（1919-1997）

川越町に生まれる。昭和17年（1942）東京
美術学校卒業。同年、第５回文展に初入選。
以降、官展系の作家として活躍。昭和33年

（1958）日本彫塑会会員、昭和40年（1965）
日展会員、昭和53年（1978）日展評議員と
なる。平成３年（1991）勲三等瑞宝章受章。
平成９年（1997）川越市に作品・石膏原型
174点が寄贈される。

　左腕を上方に、右手を下方に広げ、右膝を軽
く屈伸させ、首を右下に傾けて立っている女性
像。閉じられた手指で、左手は手の甲を、右手
は掌を見せながら天を仰いでいるようです。上
方に挙げられた左腕の肘、下方に向けられた右
手指、曲げられた右膝が女性像を支える立脚点
となっています。この突き出された三点が、像
を静止させるとともに、今にも舞いを始める女
性の軽やかな動きを内に秘めています。

力強く立ち、軽やかに舞う
天を仰ぐ女性像

はしもと・がほう
橋本雅邦（1835-1908）

江戸木挽町に生まれる。弘化３年（1846）
狩野勝川院雅信に学ぶ。川越藩士を経て、
開国後は海軍省兵学校で図学を教える。フ
ェノロサ、岡倉天心と知遇を得て、明治17
年（1884）設立の鑑画会に参加。明治22年

（1889）東京美術学校開校に際し教諭に、
翌年教授となる。明治31年（1898）日本美
術院創設に参加。狩野派の技法に西洋画の
遠近法等の技法を取り入れ、日本画の革新
に寄与した。

　山水や故事人物など漢画系の画題を得意とす
る雅邦ならではの、雄大な山水世界を水墨で描
いた作品です。近景の樹林と聳

そび

える山の間を濃
霧がたゆたって截

せつ

然
ぜん

と分かち、山の立体感が際
立って、近景右手の山容は霧のせいで柔らかく
浮かび上がって見えます。曲線を連ねる山水画
由来の皴

しゅん

法
ぽう

や、画面を構成する線質には、雅邦作
品ならではの温雅な特徴がよくあらわれています。
制作時期は明治30年代と推定されています。

雅邦の「想」で描かれる
ダイナミックかつ温雅な山水世界

いわさき・かつひら
岩﨑勝平（1905-1964）

川越町（現・川越市幸町）に生まれる。本
名読みは「かつへい」。大正11年（1922）
頃から岡田三郎助に師事、大正14年（1925）
東京美術学校に入学、藤島武二教室に学ぶ。
卒業後は光風会に所属。人物画を得意とし、
官展画家として活躍した。戦後は貧困と孤
独にあえぐ中、「神様絵描き」と呼んだ川
端康成、河北倫明ら理解者に支えられ《東
京百景》など鉛筆画などを遺した。

　6H鉛筆で描かれた作品です。失敗すると一か
ら描き直す勝平のやり方で、消しゴムが一切使
われずに描かれています。文豪川端康成、美術
評論家の河北倫明の勧めで制作を始めていた、
同時期の《東京百景》と同じ描き方で制作され
ています。現在も残る《県立川越高等学校》、埼
玉りそな銀行旧川越支店として親しまれた洋風
建築が認められる《川越市鳥

ちょう

瞰
かん

》、《喜多院無
む

量
りょう

寿
じゅ

殿
でん

》や《東照宮》など名所十景が描かれています。

繊細な鉛筆のみで描かれた
今も息づく川越の名所十景

《川越十景》（1950-1961年頃）
川越市立美術館蔵

《谿
けい

山
ざん

雲
うん

霧
む

》（1897-1906年頃）
川越市立美術館蔵

《聖
サ ン タ ク ロ ー ス

尼格刺図》（1938年）
川越市立美術館蔵

《翔》（1982年）
川越市立美術館蔵
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小村雪岱（1887-1940）
こむら・せったい

川越町郭町（現・川越市郭町）に生まれる。
明治41年（1908）、東京美術学校日本画科選
科卒業。国華社に勤め、仏画、絵巻、浮世絵
模写の仕事で独自の筆法を培う。大正３年

（1914）、泉鏡花『日本橋』の清新な意匠の装
幀で時の人に。鏡花本や大衆作家の装幀の仕
事のほか、邦枝完二著「おせん」の連載挿絵
で好評を博し、挿絵画家としても活躍。舞台、
映画の美術考証や装置も手がけた。

　画面いっぱいの白い雪は、積雪や木造家屋の
薄暗さとは対照的で、朝まだきを伝える温かみ
のある障子灯りにも負けじと、しんしんと降っ
ています。この作品は、大正13年（1924）頃に
肉筆画として制作されました。没後、雪岱に師
事した山本武夫監修のもと、昭和16年（1941）
頃版画化されました。装幀家・雪岱の処女作、泉
鏡花『日本橋』の見返しに描かれる日本橋の冬
が発展した作品とも言われています。

小紋柄のように白い雪の降る
雪岱の愛した日本橋の面影が見える

《雪の朝》（1941年頃）
川越市立美術館蔵

おもだ・せいじゅ
小茂田青樹（1891-1933）

川越町（現・川越市幸町）に生まれる。川
越町立高等小学校（現・川越市立川越第一
小学校）卒業後、画家を志して上京。松本
楓湖主宰の安雅堂画塾に入門。大正３年

（1914）同門の今村紫紅らと赤曜会を結成、
「青樹」に改号。大正５年（1916）第２回
日本美術院習作展で《星雨》が入選。大正
10年（1921）日本美術院同人となり中心画
家として活躍。花鳥画、詩情豊かな風景画
を遺した。

　川越から荻窪に居を移し、青樹が門下生を集
めて「杉

さん

立
りつ

社
しゃ

」を組織した晩年に制作された作
品。自然や風景に静かに向き合い観照し続けた、
青樹の作風が本領発揮され、詩情、抒情あふれ
る風景画です。穂の垂れた金色の稲の緻密な描
写が美しく、実りの季節として、稲刈りが近く
なった稲田が明るい色彩で描かれています。画
の右下に小さく描かれた青い案

か か し

山子は画面構成
に変化を与えています。

静かな自然観照から浮かび上がる
抒情あふれる稲田の風景

《豊穣》（1928年頃）
川越市立美術館蔵

こいずみ・ともひで
小泉智英（1944-  ）

福島県石川郡石川町に生まれる。川越市在
住。多摩美術大学で加山又造、横山操に師事。
昭和41年（1966）新制作展日本画部に初出
品。昭和44年（1969）多摩美術大学大学院
修了、文化庁全県展選抜展において《僻歴》
で文部大臣賞を受賞。昭和53年（1978）グ
ループ野火の結成に参加、第１回・第２回
個展開催により美術界で一躍注目される。
平成14年（2002）川越市初雁文化章受章。

　竹林の四季を四曲一双の屏風に描いた現代的
な日本画です。右側の一隻には春夏が、左側の
一隻に秋冬が描かれています。春の竹は風にそ
よいで揺れていて、右端には霞が描かれていま
す。地面には筍がそこかしこに顔を出していま
す。夏の竹は緑色が深まりしっかりとし、秋の
竹林の間には紅葉した木が見え、秋の風情を湛
えています。冬の竹林は雪が降り、地面や竹の
葉、節に降雪が見られます。

日本画伝統の「竹」の主題を
現代的に描き出した作品

《竹林四季》（1990-1991年）
川越市立美術館蔵
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《里の春》（1960年頃）
川越市立美術館蔵

《時鳴鐘》（1960年頃）
川越市立美術館蔵

あいはら・きゅういちろう
相原求一朗（1918-1999）

川越町高沢町（現・川越市元町）に生まれ
る。川越商業学校に入学、商業美術の教
師・小原正夫に絵画指導を受ける。卒業後、
家業を継ぎながら独学で油彩画を始めた。
戦後、大國章夫の紹介で猪熊弦一郎に師事。
1950年代は画風模索を続けたが、昭和36年

（1961）の北海道旅行を機に、具象絵画へ
と転じ自己表現を確立。北海道風景の連作
はライフワークとなった。

《自転車のある風景》（1973年）
川越市立美術館蔵

モノクロームの異国の静かな街に
人影のようにある、一台の自転車

うちだ・しずま
内田静馬（1906-2000）

埼玉県北足立郡川田谷村（現・桶川市川田
谷）生まれる。旧制川越中学校を経て、昭
和２年（1927）東京高等工芸学校卒業。翌
年春陽会初入選、昭和７年（1932）日本版
画協会会員になる。昭和37年（1962）日版
会会員となり活動を本格的に再開。伝統的
な木版画にこだわり、力あふれる風景画の
制作を続けた。『木版画の制作技法』『日本
の民画』などの著述や教室開催など、版画
普及活動に努めた。

　この二作は、《川越八景》と総称される作品
です。《川越八景》の発案者は、静馬の友人で
剣道家の北村博学だと言われています。《時鳴
鐘》は川越の時の鐘を象徴的に描いた作品で「じ
めいしょう」、「ときのなるかね」と呼ばれます。
また、《里の春》は三芳野神社を描いています。

《川越八景》は、静馬の名を知らしめた戦後の
代表作とされており、掲載作はどちらも複数の
エディションがあります。

木版画で力強く表現された
静馬の名を地元に刻んだ《川越八景》

たなか・つよし
田中毅（1951-  ）

宮崎県青島に生まれる。昭和50年（1975）
東 京 藝 術 大 学 彫 刻 科 卒 業。 昭 和52年

（1977）東京藝術大学大学院美術研究科彫
刻専攻修了。昭和53年（1978）初個展。昭
和60年（1985）神戸具象彫刻大賞展で大賞
受賞。平成６年（1994）第６回現代日本具
象彫刻展で大賞受賞。以後も数多くの展覧
会、シンポジウムで入選、入賞を果たす。
川越市内に多くの作品が設置されている。
川越在住。

　黒御影石の彫刻は、台座の上に５体の生き物
が積み重ねられているように見えます。一番上
と真ん中の彫刻はふくろうのような生物の表情
を、一番下は亀のような姿を、鑑賞者に向けて
います。一見、かわいらしい、見ている者が癒
やされるような柔らかい彫刻の生き物のようで
すが、凝視し続けると、何か意味深いメッセー
ジを発しているように思えてきて不思議な心持
ちにさせられます。

ユーモラスで心が和む
別世界の生物のような彫刻

《集う》（2018年）
作家蔵

　正方形の画の中で、近景から中景にかけて空
間が広がり、遠景にはヨーロッパの歴史あふれ
る町並みが見えています。遠景の真ん中に位置
する、白い個性的な建物のファサードの左端に
は自転車が一台、立てかけるように配置されて
います。この作品は欧米諸国を巡回していた頃
に描かれ、異国風景の、とりわけ北フランスの
モノクロームの風景に引かれた、求一朗の創作
意欲が認められます。

「
か
わ
い
い
！
」
の

原
点
を
描
い
た
漫
画
家

少女漫画のパイオニア　花村えい子（1929-2020）

カラフルで可愛い
花村作品

『霧のなかの少女』（初版
1966年　週刊マーガレット　
集英社）P40-41

川越が舞台となった
『花影の女』（1978年　
女性セブン）

column

少
女
マ
ン
ガ
家
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
一
人
と
し

て
、
今
で
も
新
た
な
フ
ァ
ン
を
獲
得
し
続
け

て
い
ま
す
。

　

花
村
え
い
子
さ
ん
の
可
愛
い
少
女
イ
ラ
ス

ト
は
、
コ
ミ
ッ
ク
誌
の
付
録
や
文
房
具
に
も

使
わ
れ
、
少
女
た
ち
の
心
を
つ
か
み
ま
し
た
。

中
で
も
『
花
影
の
女ひ
と
』
は
川
越
が
舞
台
と
な

っ
て
お
り
、
儚
げ
な
女
性
の
表
情
が
美
し
い

作
品
で
す
。
平
成
元
年
（
１
９
８
９
）、
第

18
回
日
本
漫
画
家
協
会
賞
優
秀
賞
、
平
成
29

年
（
２
０
０
７
）、
フ
ラ
ン
ス
国
民
美
術
協

会
展
（
S
N
B
A
）
に
参
加
、
特
別
賞
を
受

賞
。
平
成
29
年
（
2
0
1
7
）
栄
誉
賞
受
賞

な
ど
数
多
く
の
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。
令

和
２
年
（
２
０
２
０
）
12
月
に
永
眠
す
る
ま

で
、
海
外
へ
の
作
品
出
品
や
川
越
氷
川
神
社

に
絵
を
奉
納
す
る
な
ど
、
精
力
的
に
活
動
を

行
い
ま
し
た
。

　

漫
画
家
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
花
村
え
い
子

さ
ん
は
、「
相
模
屋
庄
兵
衛
」
の
名
で
代
々

続
く
川
越
市
の
商
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
川

越
高
等
女
学
校
時
代
に
終
戦
を
迎
え
た
花
村

さ
ん
は
、
戦
後
、
女
性
誌
『
そ
れ
い
ゆ
』
を

発
行
し
た
画
家
の
中
原
淳
一
の
作
品
に
憧
れ
、

女
子
美
術
大
学
に
入
学
す
る
も
中
退
。
昭
和

34
年
（
１
９
５
９
）、
金
竜
社
の
貸
し
本
向

け
単
行
本
『
虹
』
に
『
紫
の
妖
精
』
を
描
い

て
作
家
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
す
。

　

昭
和
38
年
（
１
９
６
３
）
に
は
、『
な
か

よ
し
』（
講
談
社
）に
『
白
い
花
に
つ
づ
く
道
』

を
描
き
雑
誌
デ
ビ
ュ
ー
。
以
後
、『
少
女
フ

レ
ン
ド
』『
週
刊
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
』『
少
女
コ

ミ
ッ
ク
』
な
ど
の
少
女
誌
の
ほ
か
、
レ
デ
ィ

ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
の
作
品
を
発
表
、
ミ
ス
テ
リ

ー
コ
ミ
ッ
ク
分
野
の
確
立
に
も
貢
献
し
幅
広

い
読
者
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
作
品
を
発
表

し
て
い
き
ま
し
た
。

　

大
き
な
瞳
に
キ
ラ
キ
ラ
の
星
、
カ
ラ
フ
ル

な
髪
の
色
、
世
界
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
る
少

女
マ
ン
ガ
の
ス
タ
イ
ル
を
い
ち
早
く
描
き
、

後
の
女
性
マ
ン
ガ
家
誕
生
の
先
鞭
を
つ
け
る
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Interview

Interview

結婚して子どもが産まれ、川越にやってきました

「川越の春」で描いた田谷堰の水門前にて

まるで風景を切り取ったかのような「川越の春」

p
r

o
f

i
l

e

多摩美術大学日本画科で日
本画を学び、風景画や墨絵
など幅広い分野で活躍。
2001年には川越市初雁文化
章を受章しました。「しっ
とりとした絵を描きたい」
という思いが小泉先生のル
ーツで、竹林を題材とした
ものや川越の風景など、
様々な作品を描いています。

こ
れ
ま
で
描
い
た
川
越
の

風
景
は
日
常
の
中
に
あ
る

身
近
な
景
色
で
し
た

　

46
年
前
に
川
越
へ
移
り
住
ん
だ
小
泉
智

英
さ
ん
︒
当
時
と
今
と
で
は
川
越
の
風
景

は
大
き
く
変
わ
っ
た
よ
う
で
︑﹁
あ
の
頃

と
比
べ
る
と
今
の
川
越
の
活
気
に
は
驚
く

ば
か
り
で
す
︒
一
番
街
は
と
て
も
賑
わ
い

を
見
せ
て
い
て
︑
お
客
さ
ん
が
来
た
と
き

に
よ
く
案
内
を
し
て
い
ま
す
よ
︒﹂
と
小

泉
さ
ん
︒

　

小
泉
さ
ん
の
絵
の
中
に
は
川
越
の
風
景

を
題
材
と
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
︒
創
作

活
動
を
す
る
上
で
ど
の
よ
う
な
場
所
を
選

ぶ
の
か
お
伺
い
す
る
と
︑﹁
私
に
と
っ
て

身
近
な
場
所
を
選
ん
で
い
ま
す
︒
散
歩
を

し
て
い
る
と
き
に
﹃
い
い
な
﹄
と
思
っ
た

場
所
や
風
景
を
描
く
こ
と
が
多
い
で
す
ね
︒

﹃
川
越
の
春
﹄
で
は
田た

谷や

堰ぜ
き

の
水
門
を
背

景
に
桜
が
咲
く
新
河
岸
川
を
︑﹃
川
沿
い

の
道
﹄
で
は
近
所
を
流
れ
る
入
間
川
を
︒

見
た
風
景
を
自
由
に
描
い
て
い
ま
す
︒﹂

　

小
泉
さ
ん
は
今
の
住
環
境
が
と
て
も
気

に
入
っ
て
い
る
そ
う
で
︑﹁
住
め
ば
住
む

ほ
ど
好
き
に
な
っ
て
い
く
︒
こ
こ
で
暮
ら

し
て
い
る
こ
と
を
誇
ら
し
く
感
じ
ま
す
︒﹂

今
後
も
小
泉
さ
ん
の
表
現
す
る
川
越
の
風

景
に
期
待
が
高
ま
り
ま
す
︒

多摩美術大学大学院を修了後、画家活動を始めた小泉さん。
戸田から川越へ自宅兼アトリエを移し、創作活動に勤しんでいます。

46年間住んでいる川越についてお話を伺いました。

小泉智英
画家

t o m o h i d e  

K O I Z U M I

緑豊かな環境で創作活動を
行なっています

川越市内で見ることができる田中さんの作品は、
私たちを楽しい気持ちにさせてくれます

伊
佐
沼
の
自
然
に

囲
ま
れ
て
産
み
出
さ
れ
る

彫
刻
た
ち

　

1
9
7
7
年
に
川
越
に
移
り
住
み
︑
当

時
は
建
築
関
係
の
仕
事
を
し
な
が
ら
二
足

の
わ
ら
じ
で
創
作
活
動
に
い
そ
し
ん
で
︑

個
展
を
開
い
て
き
た
と
い
う
田
中
毅
さ
ん
︒

 

﹁
2
0
1
1
年
に
こ
の
伊
佐
沼
工
房
を
作

り
ま
し
た
︒
今
は
こ
こ
を
中
心
に
毎
年
地

元
で
あ
る
宮
崎
県
の
展
示
会
に
参
加
し
た

り
︑
他
県
を
訪
れ
て
現
地
で
彫
刻
を
制
作

す
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
︒﹂
と
︑
川
越

内
外
で
精
力
的
に
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

田
中
さ
ん
の
作
品
は
ど
れ
も
ち
ょ
っ
と

不
思
議
で
か
わ
い
い
表
情
︒
彼
ら
は
ど
の

よ
う
に
し
て
誕
生
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

 

﹁
1
9
7
8
年
に
神
田
で
開
い
た
最
初
の

個
展
で
︑
空
想
の
動
物
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

作
品
を
展
示
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で
す
︒

以
前
か
ら
毎
朝
デ
ッ
サ
ン
す
る
こ
と
を
日

課
と
し
て
い
て
︑﹃
こ
ん
な
生
き
物
が
い

た
ら
面
白
い
か
な
﹄
と
イ
メ
ー
ジ
し
た
も

の
を
絵
に
描
き
︑
そ
れ
を
も
と
に
彫
刻
を

制
作
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
ま
た
︑

川
越
に
は
宮
崎
で
は
見
か
け
た
こ
と
の
な

い
虫
も
生
息
し
て
い
る
の
で
︑
工
房
や
田

ん
ぼ
の
近
く
で
そ
の
姿
を
見
て
ひ
ら
め
く

こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
︒﹂
私
た
ち
の
心
を

楽
し
い
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
る
田
中
さ

ん
の
作
っ
た
不
思
議
な
生
き
物
た
ち
は
︑

川
越
の
町
中
に
も
︒
美
し
い
黒
御
影
石
の

彫
刻
は
川
越
の
町
並
み
に
も
し
っ
く
り
き

ま
す
︒

p
r

o
f

i
l

e

東京藝術大学大学院美術研
究科において彫刻専攻修了
後、日本各地の様々なコン
クールで賞を受賞。数々の
個展やグループ展などにも
参加し、幅広いシーンで活
躍されています。

川越を拠点に、各地で個展を開催しています

川越の至る所で見かける、動物をイメージした彫刻の数々。
制作するのは宮崎県に生まれ、現在は川越で創作活動をする田中さん。

数 の々かわいらしい作品は、どのようにして生まれたのでしょうか。

田中 毅
彫刻家

t s u y o s h i  

T A N A K A
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　銘文には「武蔵国河肥庄　新
い ま ひ え

日吉山王
宮　奉鋳椎鐘一口長三尺五寸　大檀那平
朝臣経重　大勧進阿闍梨円慶　文応元年
大歳庚申十一月廿二日　鋳師丹治久友　
大江真重」とあります。河肥庄（かわご
えのしょう）は平安末期から鎌倉時代に
かけて、この地方を支配した河越氏の荘
園でした。後白河法皇のとき、この荘園
が京都の新日吉山王社の社領として寄進
されたため、河越荘内にも日吉山王社が
祀られました。河越氏の最盛期は河越太
郎重頼の頃で、この鐘の寄進者経重はそ
の曾孫に当たります。

新日吉社の荘園として
寄進された川越の中世を伝える
河肥庄の歴史

　この絵額は再建された仙波東照宮に奉
献すべく岩

いわ

佐
さ

又
また

兵
べ

衛
え

勝
かつ

以
もち

が描いたもので
す。檜の柾

まさ

目
め

板
いた

に黒漆塗りの縁を、天地
左右に飾金具を施し、地は胡粉の上に金
泥塗りとし、36人の歌仙が１人ずつ極彩
色で描かれています。柿本人麿と中

なか

務
つかさ

の
図の裏面に朱漆で「寛永十七庚辰年六月
十七日　絵師土佐光信末流岩佐又兵衛尉
勝以図」と記されています。面長で豊か
な頰の肖像画は又兵衛の特徴で、下部の
波模様はそれぞれの歌仙の性格に合わせ
て変化を持たせたものです。

面長で豊かな頰が特徴の
岩佐又兵衛後期の代表的絵額

　様々な職人の働く姿を描いた《紙本著
色職

しょく

人
にん

尽
づくし

絵
え

》は、近世初期の代表的な風
俗画として極めて著名なもので、桃山時
代の京都あたりの職人を描いたものと言
われています。六曲一双の屏風の各扇に
２図ずつ貼られ、合わせて24図の紙本極
彩色となっています。作者は、壷型の朱
印があることから近世初期の画家で狩野
派の長老の一人であった狩野吉信とされ
ています。描かれた職種は25種類となっ
ています。

25種の職種が描かれた
近世初期の貴重な風俗画 　この木像は境内の慈眼堂内に安置され、

喜多院再興の傑僧天海僧正の像で檜材の
寄木造、極彩色で玉眼が嵌

かん

入
にゅう

されていま
す。袍

ほう

裳
も

をつけて袈裟をかけ、右手に払
ほっ

子
す

を持ち、左手をこれに添えて曲
きょく

彔
ろく

上に
趺
ふ

坐
ざ

した姿です。像底から出ている柄
ほぞ

の
背面には「寛永廿癸未歳八月吉□、大仏
師式部卿」という墨書銘があります。天
海僧正の没年は寛永20年（1643）10月２
日であることから、僧正入寂の２か月前
に寿

じゅ

像
ぞう

として造立されたことがわかりま
す。

喜多院を再興した天海僧正、
入寂前の寿像

《銅鐘》
1260年／養寿院

重要文化財

《木造天海僧正坐像》
1643年、式部卿／喜多院

県指定

《三十六歌仙額》
1640年、岩佐又兵衛／仙波東照宮

重要文化財

《紙本著色職人尽絵》
近世初期、狩野吉信／喜多院

重要文化財
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草創から寛永元年再建までの
経緯を伝える
県内に現存する本格的縁起絵巻
　三芳野天神の草創から、寛永元年

（1624）酒井忠勝（後の川越城主）が幕
命により同社を再建造営した際の遷宮式
にいたるまでの経緯を、伝説と史実を織
り交ぜて説き起こした絵巻です。極彩色
の大和絵と流麗な仮名交じりの詞書から
成立しています。『武蔵三芳野名勝図会』
によると本文は林道春（羅山）の撰、書
は本阿弥光悦、画は勝田沖之丞（竹翁）
とあります。慶安２年（1649）正月、時
の川越城主松平伊豆守信綱が奉納したも
ので、表紙の織地に松平家の家紋が織り
出されています。

元は江戸城内二の丸東照宮に
奉献された俊敏な鷹の性格が
写生された出色の絵額
　金砂子地に極彩色で、生き生きと描か
れた鷹（江戸時代に盛んに行われた鷹狩
りの鷹でしょう）が止まり木に乗り、紐
でつながれています。この絵額は12面あ
り、各面には「寛永十四丁丑暦九月十七
日阿部対馬守藤原朝臣重次」と記されて
います。この日付は江戸城内二の丸東照
宮創建日に当たることから、この鷹絵額
が初めは江戸城内にあったものが、その
後仙波東照宮に移されたと推測されます。

東照大権現として神格化された
徳川家康の御影

　豊臣秀吉の例に倣い、徳川家康も没後
に神格化が図られ、東照大権現としての
御影が多く描かれています。喜多院に縁
の深い天台僧の天海はその推進に大きな
役割を果たし、東照大権現像には賛を加
えていますが、本図もその一つで、かつ
ては茨城県守谷町の天台宗の古刹、西林
寺に伝えられてきたものです。本図の賛
は「東照大権現　帰命満月界　浄妙瑠璃
光　法楽救人天　因中十二願　三国伝灯　
山門探題　僧正天海書」と書かれていま
す。

　江戸初期の住吉派住吉具慶の作と言わ
れており、川越城主であった酒井重忠が
養寿院に寄進したものとされます。この
寄進についてはある逸話が伝えられてい
ます。川越城内で夜もふけ、皆が寝静ま
る頃、どこからともなく合戦の音が聞こ
えてきます。毎夜のことで不安になった
重忠が易者に占ってもらったところ、城
内に合戦の絵がありそれが災いしている
と聞き、調べてみると堀河夜討の戦屏風
が一双見つかりました。重忠が日頃から
信仰し帰依している養寿院へその半双を
寄進すると、その夜から合戦の音は聞こ
えなくなったと言われています（川越の
七不思議「城中蹄の音」）。

城主から養寿院へ寄進された
不思議な逸話をもつ屏風

《絹本着色東照権現像》
川越市立博物館

重要美術品

《堀河夜討図》
伝住吉具慶/養寿院

市指定

《鷹絵額》
1637年頃／仙波東照宮

県指定

《三芳野天神縁起》
1649年、勝田竹翁／三芳野神社

県指定
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文化勲章受章の印人　小林斗
と
盦
あん

（1916-2007）

column

書
の
美
の
一
つ
で
あ
る

「
印
」
を
追
究

　
　

戦
後
は
東
京
大
学
の
加か

藤と
う

常じ
ょ
う

賢け
ん

教
授
の

も
と
で
古
代
文
字
の
研
究
を
重
ね
、
現
在
国

宝
の
金
印
「
漢か
ん
の
わ
の
な
の
こ
く
お
う

委
奴
國
王
」
に
ま
つ
わ
る
偽

金
印
説
を
覆
す
な
ど
の
成
果
を
上
げ
て
い
ま

す
。

　

昭
和
22
年
（
１
９
４
７
）、
日
本
美
術
展

覧
会
に
「
書
」
部
門
が
新
設
さ
れ
る
と
、
そ

の
後
は
日
展
の
篆
刻
作
家
と
し
て
参
画
し
、

文
字
学
に
裏
打
ち
さ
れ
た
厳
整
な
作
風
で
、

日
本
は
も
と
よ
り
中
国
で
も
高
い
評
価
を
受

け
、
北
京
・
上
海
に
招
か
れ
、
た
び
た
び
個

展
を
開
催
し
ま
し
た
。
昭
和
54
年
（
１
９
７

９
）、
国
内
最
高
峰
の
書し
ょ

人じ
ん

に
よ
る
朝
日
新

聞
社
主
催
の
「
現
代
書
道
二
十
人
展
」
の
メ

ン
バ
ー
に
選
出
さ
れ
、
品
位
の
高
い
作
品
で

多
く
の
書
道
フ
ァ
ン
を
魅
了
し
続
け
ま
し
た
。

　

ま
た
篆
刻
制
作
上
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

「
中
ち
ゅ
う

国ご
く

古こ

銅ど
う

印い
ん

譜ぷ

」
の
集
収
に
努
め
、
そ
れ

は
や
が
て
「
中
ち
ゅ
う

國ご
く

篆て
ん

刻こ
く

叢そ
う

刊か
ん

」
全
四
十
巻
と

な
っ
て
実
を
結
び
、
中
国
に
も
な
い
巨
冊
と

し
て
国
内
外
に
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
ま

し
た
。

　

小
林
斗
盦
は
「
篆
刻
」
の
世
界
と
、
長
年

の
研
究
対
象
で
あ
る
「
文
字
学
」
の
蓄
積
と

い
う
〝
二
大
両
輪
〟
を
生
涯
に
亘
っ
て
押
し

続
け
な
が
ら
、
書
の
美
の
一
つ
で
あ
る
「
印
」

を
、
今
ま
で
に
な
い
高
い
水
準
に
昇
華
さ
せ
、

現
代
日
本
芸
術
の
深し
ん
遠え
ん
を
世
界
に
示
し
ま
し

た
。
そ
の
高
い
功
績
に
よ
り
、
平
成
16
年（
２

０
０
４
）
に
埼
玉
県
内
で
初
め
て
と
な
る
文

化
勲
章
を
受
章
し
ま
し
た
。

　

小
林
斗
盦
、
本
名
庸よ
う

浩こ
う

は
、
大
正
５
年（
１

９
１
６
）
川
越
の
南
町
（
現
元
町
二
丁
目
）

で
印
章
舗
の
三
代
目
と
し
て
生
れ
ま
し
た
。

10
歳
の
こ
ろ
、
父
よ
り
篆て
ん

刻こ
く

の
手
ほ
ど
き
を

受
け
、
初
め
て
印
刀
を
持
ち
ま
す
。

　

篆
刻
と
は
、
軟な
ん

石せ
き

に
楷
書
の
祖
形
で
あ
る

古
代
文
字
を
書
き
入
れ
、
印
刀
（
鉄
筆
）
を

用
い
て
刻
る
石
印
彫
刻
の
こ
と
で
、
印
文
に

は
中
国
の
戦
国
、
秦
漢
時
代
の
通
行
文
字
篆

書
を
使
う
こ
と
か
ら
篆
刻
と
称
さ
れ
ま
し
た
。

　

斗
盦
は
昭
和
６
年
（
１
９
３
１
）、
川
越

中
学
（
現
川
越
高
等
学
校
）
二
年
の
時
、
書

道
界
の
重
鎮
比ひ

田だ

井い

天て
ん

来ら
い

を
訪
問
、
持
参
の

臨
書
を
激
賞
さ
れ
浩
堂
の
号
を
与
え
ら
れ
ま

す
。
昭
和
８
年
（
１
９
３
３
）、
卒
業
後
篆

刻
家
石
井
雙そ
う

石せ
き

に
入
門
。
さ
ら
に
昭
和
14
年

（
１
９
３
９
）
に
東
方
書
道
会
展
に
出
品
し

た
篆
刻
作
品
が
、
斯
界
の
第
一
人
者
河
井
荃せ
ん

盧ろ

の
賞
揚
を
得
、
そ
の
縁
で
師
事
す
る
こ
と

に
な
り
、
号
を
斗
盦
に
改
め
ま
す
。
そ
の
後

荃
盧
が
戦
災
で
死
去
し
た
た
め
、
同
門
の
書

法
家
西に
し
か
わ川

寧や
す
しに

就
き
、
篆
刻
に
専
心
し
ま
し

た
。

川越の四季の風俗が描かれた
当時の生活風景がうかがえる
歴史的資料
　八曲一隻の《川越の四季屏風》は川越の四季
風俗を描いたものとして知られています。筆者
は高沢町(現川越市元町２丁目)の井上権兵衛

（安永８年[1779] 没）で、屏風第八扇に 「安永
六年丁酉夏日/梅暁堂盤雨行年六十八歳画」と
落款があります。春は花見と流鏑馬、夏は田植
えと石合戦、子ども相撲と囲碁・将棋の対局、
秋は寺子屋の風景と祭礼に大工・石工の作業場、
冬は謡

うたい

初
ぞめ

と画の揮
き

毫
ごう

、往来で遊ぶ子どもたちな
どです。

瓠
こはしつをこせばちんぎょいでてきく

巴鼓瑟而沈魚出聴

江
こう たく みん いん

澤民印

　現代建築におけるモダニズムが感じられるヤオコー川越
美術館は、ヤオコー創業120周年事業として、日本を代表
する建築家伊

い

東
とう

豊
とよ

雄
お

氏の設計により建設されました。エン
トランス、２つの展示室、カフェを兼ねたラウンジの４つ
で構成された館内には、現代リアリズムの巨匠と言われた
洋画家三

み

栖
す

右
ゆう

嗣
じ

（1927-2010）が制作した作品を展示。三
栖右嗣は比企郡ときがわ町にアトリエを構えて創作活動を
行なってきた人気作家で、風景を写し取るだけでなく、優
しい視点を反映した人間味のある描写の作品を生み出して
きました。ヤオコー川越美術館は三栖右嗣氏が描いた絵画
を通じて、川越の観光名所としても、市内外から訪れる多
くの人に愛されています。

川越市氷川町109-1　
049-223-9511
開館時間 10:00〜17:00（入館は16:30まで）
休館日 月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始
入館料 大人300円（200円）、大学生・高校生200円（100円）、中学生
以下無料
※（ ）内は20人以上の団体料金。障がいのある方（手帳をご提示）と、
その介助者の方お一人様まで無料。

ヤオコー川越美術館
絵画、建築を楽しむ美術館

　川越藩のお抱え絵師を務めた橋本晴園の子息で、日本画
革新の先覚者として明治時代に活躍した橋本雅邦の作品を
展示する山崎美術館。館内に展示される作品は、明治32年

（1899）に川越の有志が集まり結成された画宝会の幹事を
務めた、山崎家４代目山崎豊が橋本雅邦から譲り受けたも
ので、作品は大切に保管され代々受け継がれてきました。
その後社会公益のため、また一般の方に広く知れ渡ってほ
しいという考えのもと、山崎豊生誕150年となる昭和57年

（1982）文化の日に山崎美術館は開館しました。橋本雅邦
が描いた繊細かつ美しい日本画を中心に、山崎家に伝わる
美術工芸品を季節ごとに展示する山崎美術館は、川越の貴
重な伝統文化を現在に残す名所として多くの人に利用され
ています。

川越市仲町4-13　
049-224-7114
開館時間 9:30〜17:00（入館は16:30まで）
休館日 木曜日（休日の場合は開館）、年末年始、展示替期間
入館料 大人500円（400円）、大学生・高校生350円（250円）、中学生・
小学生200円（150円）※（ ）内は10人以上の団体料金。
障害者手帳などをお持ちの方 一般250円、大学生・高校生200円、
中学生・小学生100円

山崎美術館
代々受け継がれてきた貴重な日本画を展示

　蔵造りをイメージした切り妻の瓦屋根に漆喰風の白壁姿
の博物館は、旧川越城の二の丸跡に建っています。川越が
繁栄した江戸時代から明治時代を中心に、原始時代から
近・現代までの長い川越の歴史が総合的に理解できるよう
な展示となっています。特に、城下町全体が見られるジオ
ラマ模型や細部まで復元した蔵造りの町並み模型、また蔵
造りの建築工程を再現した実物大模型は迫力満点です。見
学した後に、市内を巡れば川越散策がさらに楽しめます。

川越市郭町2-30-1　
049-222-5399
開館時間 9:00〜17:00（入館は16:30まで）
休館日 月曜日（休日の場合は翌日）、第4金曜日（休日の場合は除く）、
年末年始、臨時休館日
入館料 一般200円（160円）、大学生・高校生100円（80円）、中学生以
下無料
※（ ）内は20人以上の団体料金。

川越市立博物館
小江戸川越の歴史がひと目でわかる

　川越市市制施行80周年を迎えた平成14年（2002）市民の
日に開館した川越市立美術館。常設展や定期的に開催され
る特別展では、川越にゆかりある画家や彫刻家の作品を鑑
賞することができます。これまで「郷土出身作家並びに郷
土にゆかりのある作家、及びその関連作家の美術品」を中
心に数多くの作品を収集し、内田静馬《時鳴鐘》、小茂田
青樹《豊穣》、小泉智英《川越の春》、橋本雅邦《渓山雲霧》
といった、2000点を超えるコレクションを所有。そのほか
館内には「相原求一朗記念室」を設けており、川越出身の
洋画家相原求一朗（1918-1999）が描いた風景画を、年４
回の展示替えを実施して公開。また、市民ギャラリーや創
作室を貸し出し、美術作品の制作を目的とした個人、団体
をサポートしています。

川越市郭町2-30-1　
049-228-8080
開館時間 9:00〜17:00（入場は16:30まで）
休館日 月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始、特別整理期間
観覧料「常設展」 一般200円（160円）、大学生・高校生100円（80円）
※（ ）内は20人以上の団体料金。※特別展は展覧会ごとに設定。

川越市立美術館
川越が誇る芸術家の作品を展示

《川越の四季屏風》
1777年、井上権兵衛／井上誠一郎

市指定

川越市の主な

博物館・美術館
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﹁
私
は
釣
り
が
好
き
で
︑
戦
争
で
空
襲
が

始
ま
っ
て
も
友
達
と
近
所
で
釣
り
ば
か
り

し
て
い
ま
し
た
︒
警
戒
警
報
の
サ
イ
レ
ン

が
鳴
る
と
普
通
は
み
ん
な
家
へ
帰
る
ん
で

す
が
︑
子
ど
も
だ
か
ら
す
ぐ
に
は
釣
り
を

や
め
ら
れ
な
い
ん
で
す
︒
次
の
警
報
が
鳴

る
と
も
う
そ
こ
に
飛
行
機
が
見
え
て
︑
操

縦
し
て
い
る
人
の
顔
ま
で
見
え
る
く
ら
い

近
く
に
来
る
︒
そ
し
て
︑
撃
っ
て
く
る
ん

で
す
︒
み
ん
な
慌
て
て
茶
畑
の
中
に
ダ
ー

ッ
と
も
ぐ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
︒
で

も
︑
不
思
議
と
撃
た
れ
た
奴
は
い
な
い
︒

み
ん
な
敏
し
ょ
う
で
大
し
た
も
ん
だ
と
思

っ
て
い
た
ん
で
す
が
︑
あ
れ
は
き
っ
と
飛

行
機
の
操
縦
士
が
︑
子
ど
も
だ
か
ら
と
わ

ざ
と
外
し
た
ん
だ
な
と
︒
そ
う
で
な
け
れ

ば
︑
一
人
や
二
人
撃
た
れ
て
も
お
か
し
く

な
い
で
す
よ
ね
︒
今
思
え
ば
︑
そ
ん
な
ふ

う
に
戦
争
中
で
も
何
と
な
く
の
ど
か
さ
を

感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒﹂

　

今
で
も
ま
ち
の
人
の
健
康
の
た
め
︑
精

力
的
に
働
く
帯
津
さ
ん
︒﹁
私
は
川
越
が

好
き
で
す
︒
落
ち
着
き
が
あ
っ
て
︑
何
よ

いつ
で
も

帰
っ
て
こ
ら
れ
る
ま
ち

安
心
で
き
る
私
の
故
郷

　

小
学
校
4
年
生
で
終
戦
を
経
験
し
︑
戦

後
少
し
ず
つ
活
気
を
取
り
戻
し
て
い
く
川

越
の
姿
を
知
る
帯
津
良
一
さ
ん
︒
そ
ん
な

町
へ
の
愛
情
か
ら
︑
1
9
8
2
年
︑
地
元

に
帯
津
三
敬
病
院
を
設
立
し
ま
し
た
︒
86

歳
に
な
っ
た
今
も
現
役
で
患
者
さ
ん
の
診

療
に
当
た
っ
て
い
ま
す
︒

 

﹁
実
家
は
お
も
ち
ゃ
屋
で
︑
本
来
な
ら
長

男
の
自
分
が
継
ぐ
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
︑

私
は
し
ゃ
べ
る
の
が
苦
手
で
商
売
に
は
向

か
な
い
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
︒
進
路
を

選
ぶ
時
期
に
︑
ふ
と
子
ど
も
の
頃
に
通
っ

て
い
た
近
所
の
耳
鼻
科
の
寡
黙
な
先
生
を

思
い
出
し
て
︑
医
者
も
い
い
な
と
思
い
ま

し
た
︒﹂

　

高
校
は
都
内
に
あ
る
小
石
川
高
校
へ
進

学
し
︑
東
大
理
科
二
類
︵
現
:
理
科
三
類
︶

を
受
験
︒
そ
れ
が
医
者
の
道
を
歩
み
始
め

る
一
歩
と
な
り
ま
し
た
︒

 

﹁
最
初
か
ら
︑
町
医
者
に
な
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
し
た
︒
町
医
者
に
な
る
に
は
何
で

も
で
き
た
ほ
う
が
い
い
か
ら
外
科
に
進
み
︑

様
々
な
分
野
で
仕
事
を
し
︑
地
元
の
川
越

で
開
業
し
ま
し
た
︒
も
と
も
と
他
所
で
や

る
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
で
す
ね
︒﹂

　

川
越
は
天
災
が
あ
ま
り
多
く
な
い
土
地

で
︑
こ
れ
ま
で
そ
の
心
配
や
苦
労
が
な
か

っ
た
と
こ
ろ
が
大
き
な
魅
力
だ
と
話
す
帯

津
さ
ん
︒
穏
や
か
で
の
ん
び
り
と
し
た
町

の
空
気
も
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
そ
う
で
す
︒

川越で生まれ育った人、
川越に移り住んだ人。

それぞれの川越に対する想いは十人十色。
次の100年に向けて、

まちへの想いとこれからの夢を伺いました。

おびつりょういち

帯津良一

p
r

o
f

i
l

e

帯津三敬病院名誉院長。
1936年川越市生まれ。医学
博士。東京都立小石川高等
学校を経て、1961年に東京
大学医学部医学科を卒業。
東京大学医学部第三外科、
東京都立駒込病院外科医長
などを経て1982年川越市に
帯津三敬病院を設立。人間
をまるごと捉えるホリスティ
ック医学の第一人者でもある。 元気な帯津さん、「毎晩の晩酌が楽しみ！」

お
め
で
と
う
︑川
越
市
！

ま
ち
の

こ
え

Interview

川越市の地域医療を担う総合病院、帯津三敬病院。
病院の創業者である帯津良一さんは川越で生まれ、

戦中戦後、そして現在に至るまでの
町の変遷を見てきた一人です。

長年暮らすこの町への思いを語っていただきました。

り
本
当
に
住
み
や
す
い
︒
こ
の
先
も
今
の

市
民
生
活
を
維
持
し
て
い
っ
て
も
ら
え
た

ら
い
い
で
す
ね
︒
い
つ
で
も
帰
っ
て
こ
ら

れ
る
ふ
る
さ
と
︑
と
い
う
安
心
感
も
あ
り

ま
す
︒
川
越
の
人
た
ち
は
そ
れ
を
一
つ
の

利
点
と
し
て
考
え
て
も
ら
い
た
い
で
す
︒

こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
み
ん
な
が
町
を
愛
し

て
く
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
︒﹂
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ま
ち
が
好
き
と
い
う

気
持
ち
が
、伝
統
を

つ
な
ぐ
原
動
力
に

　

井
上
家
十
三
代
目
当
主
︑
井
上
誠
一
郎

さ
ん
は
︑
江
戸
時
代
に
川
越
に
移
っ
て
き

た
初
代
か
ら
︑
ず
っ
と
川
越
の
歴
史
と
文

化
を
継
承
し
て
き
た
一
族
で
す
︒
市
の
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
﹁
川
越
の
四
季　

屏
風
﹂
も
井
上
さ
ん
の
ご
先
祖
が
描
い
た
も

の
︒
当
時
の
川
越
の
子
ど
も
た
ち
の
様
子

が
描
か
れ
て
い
る
︑
貴
重
な
資
料
で
す
︒　

　

井
上
さ
ん
は
︑
現
在
川
越
ま
つ
り
で
重

要
な
役
目
を
担
う
︑﹁
山
車
保
有
町
内
協

議
会
﹂
の
会
長
を
務
め
て
い
ま
す
︒

 

﹁
川
越
ま
つ
り
に
お
い
て
私
た
ち
町
方
の
最

も
重
要
な
役
目
は
︑
町
の
誇
り
で
あ
る
山
車

を
保
存
し
︑
祭
り
に
毎
年
参
加
す
る
こ
と
︒

準
備
は
町
中
総
出
で
行
い
ま
す
︒﹂

　

一
番
の
見
ど
こ
ろ
は
︑
豪
華
絢
爛
な
山

車
の
曳
き
回
し
︒
山
車
同
士
が
出
会
っ
た

と
き
の
﹁
曳
っ
か
わ
せ
﹂
や
お
囃
子
の
音

は
い
つ
の
時
代
も
川
越
っ
子
の
心
を
は
や

ら
せ
ま
す
︒

 

﹁
苦
労
は
あ
り
ま
す
が
︑
祭
り
が
始
ま
れ

ば
す
べ
て
吹
き
飛
ん
で
し
ま
い
ま
す
︒﹂

井
上
さ
ん
は
小
学
生
の
と
き
初
め
て
曳
き

若
い
世
代
を

応
援
し
た
く
な
る
！

活
気
あ
ふ
れ
る
地
元
が
好
き

　

大
正
浪
漫
夢
通
り
に
あ
る
吉
田
謙
受
堂

の
家
に
生
ま
れ
︑
川
越
女
子
高
等
学
校
を

出
て
家
業
を
手
伝
っ
た
後
︑
原
家
に
嫁
い

だ
原
肇
子
さ
ん
︒
ご
主
人
と
と
も
に
﹁
や

ま
わ 

新
富
町
店
﹂
を
長
く
任
さ
れ
て
い

ま
し
た
︒
生
ま
れ
な
が
ら
の
川
越
っ
子
で
︑

道
を
歩
け
ば
知
り
合
い
ば
か
り
と
い
う
川

越
の
ま
ち
の
有
名
人
で
す
︒
御
年
86
歳
︒

品
の
あ
る
凛
と
し
た
佇
ま
い
の
中
に
︑
驚

く
ほ
ど
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
一
面
が
顔
を
の
ぞ

か
せ
ま
す
︒

 

﹁
昔
は
一
年
中
朝
か
ら
晩
ま
で
着
物
︒
買

い
物
な
ど
の
行
き
帰
り
の
自
転
車
に
も
着

物
で
乗
っ
て
い
ま
し
た
︒
川
越
は
今
で
も

普
段
か
ら
着
物
を
着
て
い
る
人
を
多
く
見

か
け
ま
す
ね
︒﹂
時
代
と
と
も
に
川
越
の

ま
ち
が
変
わ
る
様
子
を
︑
住
人
と
し
て
も

商
売
人
と
し
て
も
見
て
き
ま
し
た
︒

 

﹁
銀
座
通
り
︵
現
大
正
浪
漫
夢
通
り
︶
は

昔
ア
ー
ケ
ー
ド
街
だ
っ
た
の
︒
あ
れ
は
祖

父
が
商
店
街
理
事
長
を
や
っ
て
い
る
と
き

に
作
っ
た
も
の
で
す
︒
昔
の
商
店
街
は
今

と
違
っ
て
地
元
の
人
の
店
ば
っ
か
り
だ
っ

た
︒
だ
か
ら
ど
の
商
店
街
も
︑
昔
か
ら
あ

る
お
店
が
だ
ん
だ
ん
と
減
っ
て
い
く
の
は

や
っ
ぱ
り
ち
ょ
っ
と
寂
し
い
ね
︒﹂

　

そ
れ
で
も
︑
ま
ち
に
新
し
い
風
が
吹
き

込
む
こ
と
は
う
れ
し
い
と
い
う
原
さ
ん
︒

若
い
世
代
が
︑
川
越
で
何
か
を
始
め
る
と

聞
く
と
応
援
し
た
い
気
持
ち
に
駆
ら
れ
る

そ
う
で
す
︒

 

﹁
若
い
人
と
お
話
し
す
る
の
は
と
っ
て
も

楽
し
い
︒
大
分
歳
は
離
れ
て
い
る
け
れ
ど

み
ん
な
と
っ
て
も
や
さ
し
く
て
ね
︒
私
を

気
に
し
て
よ
く
声
を
か
け
て
く
れ
ま
す
︒

近
所
の
﹁
弁
天
長
屋
﹂
も
最
近
活
性
化
さ

れ
て
お
店
も
増
え
︑
よ
く
遊
び
に
行
っ
て

い
ま
す
︒
や
っ
ぱ
り
私
は
川
越
が
一
番
だ

ね
︒
川
越
の
ま
ち
と
人
が
好
き
な
ん
で
す
︒﹂

国指定重要無形民俗文化財であり、2016年にはユネスコ無形文化遺産にも
登録された川越氷川祭の山車行事。その370年以上の

歴史と伝統を守り続ける町方の一人が、
川越市山車保有町内協議会の会長の井上誠一郎さんです。

川越の中心街で生まれ育った原肇子さん。
城下の面影を感じるこのまちが、観光地として

めざましい発展を遂げていく姿を間近で見てきました。

いのうえせいいちろう

井上誠一郎

p
r

o
f

i
l

e

1937年生まれ。川越
第二小学校、川越第
二中学校、県立川越
高等学校、日本大学
医学部卒業。井上医
院名誉院長。川越市
山車保有町内協議会
会長。

はらとしこ

原 肇子

p
r

o
f

i
l

e
1935年生まれ。川越
生まれ、川越育ち。
川越市遺族会女性部
長。

祭り衣装の井上さん

「季節に合わせて着物を選ぶのが好き」という原さん

回
し
に
参
加
︒
当
時
は
観
光
客
は
お
ら
ず
︑

未
舗
装
だ
っ
た
砂
利
道
の
道
路
を
元
町
二

丁
目
か
ら
烏
頭
坂
ま
で
ガ
ラ
ガ
ラ
と
山
車

を
曳
い
て
歩
い
た
と
言
い
ま
す
︒
山
車
に

ぶ
ら
下
が
っ
て
帰
っ
て
き
た
こ
と
は
︑
70

年
以
上
経
っ
た
今
で
も
井
上
さ
ん
に
と
っ

て
は
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
で
す
︒

 

﹁
保
存
︑
保
管
︑
維
持
︑
す
べ
て
に
お
い

て
伝
統
を
受
け
継
ぐ
こ
と
の
難
し
さ
は
身

を
も
っ
て
知
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
で
も
︑

私
た
ち
は
川
越
ま
つ
り
が
大
好
き
で
す
︒

一
年
中
お
囃
子
の
笛
や
太
鼓
の
音
色
が
耳

か
ら
離
れ
ま
せ
ん
︒
こ
の
想
い
こ
そ
が
伝

統
で
す
︒
こ
の
伝
統
を
生
涯
守
り
続
け
た

い
も
の
で
す
ね
︒﹂

Interview
まちのこ

え

Interview
まちのこ

え

139 138



大治さんが手がけた和モダンを感じさせる空間

古
い
町
並
み
が
残
り

独
自
の
文
化
が
息
づ
く

川
越
が
好
き

　

30
歳
の
と
き
に
地
元
広
島
か
ら
東
京
に

引
っ
越
し
︑
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
活
動
し

て
い
た
大
治
将
典
さ
ん
は
︑
あ
る
時
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
の
真
鍮
メ
ー
カ
ー
と
栓
抜
き
を

作
る
こ
と
に
な
り
︑﹁
栓
抜
き
ビ
ー
ル
バ
ー
﹂

と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
開
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
︒

 

﹁
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
に
当
た
り
栓
抜

き
は
完
成
し
ま
し
た
が
︑
栓
を
抜
く
た
め

の
ビ
ー
ル
は
ど
う
し
よ
う
か
？　

と
い
う

話
に
な
っ
た
ん
で
す
︒
せ
っ
か
く
な
ら
素

敵
な
ビ
ー
ル
が
い
い
な
と
調
べ
た
と
こ
ろ
︑

川
越
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
メ
ー
カ
ー
の
存

在
を
知
り
ま
し
た
︒
早
速
お
話
し
を
し
た

と
こ
ろ
快
諾
を
い
た
だ
き
︑
そ
れ
が
ご
縁

で
川
越
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒﹂

　

打
ち
合
わ
せ
で
川
越
を
訪
れ
た
際
に
古

い
町
並
み
が
残
る
素
敵
な
場
所
だ
と
感
じ

た
大
治
さ
ん
は
︑﹁
川
越
に
引
っ
越
し
た

い
ん
で
す
け
ど
︑
ど
ん
な
場
所
で
す
か
？
﹂

と
相
談
︒
じ
っ
く
り
と
川
越
の
ま
ち
を
め

ぐ
り
︑
移
り
住
む
こ
と
を
決
意
し
た
そ
う

で
す
︒

　

川
越
に
移
り
住
ん
で
み
た
感
想
を
聞
い

て
み
る
と
︑﹁
仕
事
で
北
陸
へ
行
く
機
会

が
多
く
︑
大
宮
駅
か
ら
北
陸
新
幹
線
で
仕

事
場
ま
で
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
と

て
も
便
利
に
感
じ
ま
し
た
︒
ま
た
︑
妻
が

子
ど
も
の
通
う
学
校
で
P
T
A
の
役
員

を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑
ご
近
所
さ
ん

と
の
付
き
合
い
も
楽
し
い
ま
ち
で
す
ね
︒﹂

と
︑
仕
事
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
も
と
て
も
充

実
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
︒

 

﹁
普
段
散
歩
す
る
だ
け
で
も
楽
し
い
ま
ち
︒

古
い
道
を
残
し
な
が
ら
散
策
を
楽
し
め
る

よ
う
な
地
域
に
発
展
し
て
い
っ
て
ほ
し
い

で
す
︒﹂
と
今
後
の
川
越
に
つ
い
て
話
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

おおじまさのり

大治将典

p
r

o
f

i
l

e

Oji&Design代表、手工業デ
ザイナー。日本の様々な手
工業品のデザインをし、そ
れら製品群のブランディン
グや付随するグラフィック
等も統合的に手がける。
2011年、ててて協働組合共
同設立・共同代表。ててて
商談会などを主催。

生まれ育った広島から東京、そして川越へと移り住み、
プロダクトデザイナーとして活躍する大治将典さん。

古き良き町での生活を楽しみながら、
さまざまなことにチャレンジしています。

位
に
加
え
︑
そ
の
内
の
一
つ
で
は
全
年
代

中
の
グ
ラ
ン
プ
リ
に
も
選
出
︒
ウ
ィ
ー
ン

へ
も
招
待
さ
れ
る
な
ど
輝
い
た
実
績
を
持

ち
ま
す
︒
幼
稚
園
の
年
中
か
ら
ピ
ア
ニ
ス

ト
の
お
父
さ
ん
の
も
と
で
ピ
ア
ノ
を
習
い

始
め
ま
し
た
︒﹁
お
父
さ
ん
が
ピ
ア
ノ
リ

サ
イ
タ
ル
で
シ
ョ
パ
ン
の
﹃
革
命
の
エ
チ

ュ
ー
ド
﹄
を
弾
く
姿
に
憧
れ
て
︑
僕
も
ピ

ア
ニ
ス
ト
を
目
指
し
ま
し
た
︒
練
習
は
楽

し
い
と
き
も
辛
い
と
き
も
あ
り
ま
す
が
︑

そ
れ
も
僕
の
一
部
に
な
っ
て
い
ま
す
︒﹂

練
習
は
厳
し
い
と
き
も
あ
る
そ
う
で
す
が
︑

﹁
そ
の
お
か
げ
で
成
長
で
き
ま
し
た
﹂
と

大
人
さ
な
が
ら
の
回
答
の
凛
仁
さ
ん
︒

　

今
後
の
目
標
は
シ
ョ
パ
ン
コ
ン
ク
ー
ル

へ
の
出
場
︒﹁
も
っ
と
大
勢
の
人
に
曲
を

聴
い
て
も
ら
い
た
い
で
す
︒﹂
と
意
欲
を

燃
や
し
て
い
ま
す
︒
現
在
は
親
子
共
演
の

コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
︒
コ
ン
サ
ー
ト
の
舞

台
の
裏
方
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
︑
プ

ロ
と
し
て
仕
事
を
受
け
た
と
き
に
請
求
書

は
ど
う
書
く
の
か
︑
と
い
っ
た
こ
と
も
勉

強
し
て
い
る
と
い
う
か
ら
驚
き
で
す
︒

　

川
越
が
１
０
０
周
年
を
迎
え
て
ど
う
思

い
ま
す
か
？　

と
尋
ね
る
と
︑﹁
通
っ
て
い

る
川
越
小
学
校
も
１
５
０
歳
︒
こ
れ
か
ら

も
川
越
は
昔
の
雰
囲
気
が
残
る
ま
ち
で
い

て
ほ
し
い
で
す
︒﹂
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
︒

お
父
さ
ん
に
憧
れ
て

ピ
ア
ノ
の
道
を
選
ん
だ

小
学
校
5
年
生
の
努
力
家

　

川
越
の
町
並
み
が
好
き
で
︑
お
父
さ
ん

と
よ
く
遊
び
に
出
か
け
る
と
い
う
凛
仁
さ

ん
︒
お
気
に
入
り
の
場
所
は
︑﹁
伊
勢
屋

の
お
団
子
と
︑
辛
味
噌
の
焼
き
鳥
が
好
き

で
す
︒
あ
と
は
︑
川
越
氷
川
神
社
は
い
つ

行
っ
て
も
楽
し
い
の
で
︑
お
気
に
入
り
の

場
所
で
す
︒﹂
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
︒

　

そ
ん
な
凛
仁
さ
ん
は
︑
２
０
２
２
年
に

開
催
さ
れ
た
国
際
ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー
ル
の

5
大
会
で
︑
弱
冠
11
歳
に
し
て
年
代
別
1 休日は10時間にわたってピアノを練習します

やまだりひと

山田凛仁

p
r

o
f
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l

e

2022年２月と３月に開催さ
れた国際コンクールで、ド
ビュッシーのピアノ独奏曲

「喜びの島」を演奏し、グ
ランプリを獲得するなど、
2022年には５冠を達成。ピ
アニストで作曲家の父・山
田隆広さん指導のもと練習
プログラムを毎日こなし、
コンクールに積極的に出場。

川越小学校に通いながら日々 ピアノの
練習に励み、プロのピアニストを

目指す凛仁さん。川越の好きな場所や、
今後の目標についてインタビューしました。

Interview
まちのこ

え

Interview
まちのこ

え
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自然が多く活気ある風景が、川越と北京の共通点です

食
や
催
し
を
通
じ
て

タ
イ
文
化
を

知
っ
て
も
ら
い
た
い

 

﹁
タ
イ
で
空
手
を
教
え
て
い
た
日
本
人
の

夫
と
1
9
9
2
年
に
結
婚
し
た
こ
と
を
き

っ
か
け
に
川
越
に
移
り
住
み
ま
し
た
︒﹂

と
話
す
ス
パ
タ
ラ
ー
さ
ん
は
︑
タ
イ
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
協
会
空
手
連
盟
の
秘
書
を
務

め
な
が
ら
︑
自
身
も
空
手
選
手
と
し
て
国

の
代
表
も
務
め
て
い
ま
し
た
︒

　

川
越
に
移
住
し
た
後
︑
市
の
依
頼
を
受

け
て
埼
玉
県
在
住
タ
イ
人
ク
ラ
ブ
を
開
設

し
︑
代
表
を
務
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒

ク
ラ
ブ
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
伺
う
と
︑

﹁
日
本
の
方
に
は
タ
イ
文
化
の
普
及
を
目

的
と
し
て
︑
国
際
的
な
活
動
や
イ
ベ
ン
ト

を
通
じ
て
タ
イ
語
や
食
文
化
な
ど
を
知
っ

て
も
ら
い
︑
反
対
に
タ
イ
か
ら
日
本
に
来

て
生
活
し
て
い
る
方
に
は
日
常
生
活
の
役

に
立
つ
よ
う
︑
日
本
語
や
法
律
に
つ
い
て

学
ん
で
い
た
だ
く
活
動
を
し
て
い
ま
す
︒﹂

と
︑
お
互
い
の
国
の
文
化
を
学
ん
で
も
ら

う
た
め
尽
力
し
て
い
ま
す
︒

　

タ
イ
を
代
表
す
る
正
月
行
事
﹃
水
か
け

ま
つ
り
﹄
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
市

内
で
行
な
っ
て
き
た
ス
パ
タ
ラ
ー
さ
ん
は

﹁
皆
さ
ん
が
笑
顔
で
楽
し
め
る
タ
イ
の
イ

ベ
ン
ト
を
た
く
さ
ん
開
催
し
た
い
で
す
︒﹂

と
話
し
ま
す
︒
よ
り
多
く
の
人
が
タ
イ
の

文
化
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
︑

日
々
活
動
し
て
い
ま
す
︒

　

川
越
と
タ
イ
の
似
て
い
る
と
こ
ろ
や
日
々

の
暮
ら
し
で
感
じ
る
こ
と
は
︑﹁
タ
イ
は
仏

教
の
国
な
の
で
川
越
と
同
じ
よ
う
に
た
く

さ
ん
の
寺
院
が
あ
り
︑
歴
史
を
知
る
こ
と

が
で
き
︑
勉
強
に
な
り
ま
す
︒
特
に
喜
多

院
は
私
の
お
気
に
入
り
の
寺
院
で
す
ね
︒

ま
た
︑
川
越
に
住
む
人
た
ち
は
思
い
や
り

が
あ
り
誰
に
対
し
て
も
と
て
も
親
切
で
︑

川
越
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
誇
ら
し
く

思
い
ま
す
︒﹂
と
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

の
よ
う
に
向
き
合
う
か
が
課
題
と
な
っ
て

お
り
︑
家
庭
や
福
祉
︑
教
育
な
ど
︑
多
く

の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
︒﹂
と
焦
さ
ん
︒

　

こ
れ
ま
で
多
く
の
施
策
が
実
現
さ
れ
︑

﹁
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
で
実
施
す
る
事
業
や

外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
向
け
の
教
育
ガ
イ

ド
の
発
行
︑
家
庭
ゴ
ミ
の
分
け
方
・
出
し

方
の
多
言
語
展
開
な
ど
︑
多
く
の
取
り
組

み
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
︒﹂
多
文
化
共

生
の
観
点
か
ら
︑
特
に
教
育
と
言
語
が
大

切
な
テ
ー
マ
と
考
え
る
焦
さ
ん
は
︑﹁︵
外

国
籍
市
民
の
皆
さ
ん
に
︶
身
近
な
地
域
の

活
動
に
参
加
す
る
こ
と
で
︑
日
本
の
言
葉

や
文
化
の
魅
力
に
も
っ
と
触
れ
て
い
た
だ

き
た
い
な
︒﹂
と
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
︒

外
国
籍
市
民
の
意
見
を
聞
き
、

市
と
協
力
し
な
が
ら

よ
り
良
い
生
活
を
実
現
す
る

　

中
国
・
北
京
市
出
身
の
焦
さ
ん
は
︑
川

越
で
生
活
し
て
30
年
に
な
り
ま
す
︒

 

﹁
１
９
９
０
年
に
経
営
工
学
の
研
究
員
と

し
て
来
日
し
ま
し
た
︒
当
時
︑
私
の
夫
は

日
本
の
大
学
院
に
留
学
し
て
お
り
︑
ま
た
︑

私
の
両
親
も
医
師
と
し
て
日
本
で
生
活
し

て
い
た
の
で
す
が
︑
家
族
み
ん
な
で
暮
ら

し
た
い
と
の
思
い
か
ら
︑
子
ど
も
と
一
緒

に
︑
日
本
に
移
り
住
む
こ
と
に
し
ま
し
た
︒

そ
の
後
︑
夫
の
就
職
を
機
に
川
越
で
の
生

活
が
始
ま
り
ま
し
た
︒﹂
日
本
の
大
学
院

を
卒
業
し
た
後
︑
現
在
は
川
越
市
外
国
籍

市
民
会
議
の
座
長
を
務
め
て
い
ま
す
︒

 

﹁
川
越
市
外
国
籍
市
民
会
議
は
１
９
９
９

年
に
発
足
し
︑﹃
川
越
に
住
む
外
国
籍
市

民
の
意
見
を
市
に
提
案
す
る
こ
と
﹄
と
﹃
行

政
か
ら
の
意
見
に
外
国
人
目
線
で
応
え
る

こ
と
﹄
を
目
的
と
し
て
様
々
な
国
・
地
域

出
身
の
メ
ン
バ
ー
︵
計
10
名
︶
で
活
動
し

て
い
ま
す
︒
川
越
で
生
活
す
る
外
国
籍
市

民
は
過
去
10
年
間
で
1
・
8
倍
増
加
し
て

お
り
︑
約
８
︑７
０
０
名
の
方
々
が
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
︒
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
と
ど

笑顔が素敵なクラブのみなさんと活動しています

川
越
市
外
国
籍
市
民
会
議
の
座
長
を
務
め
る
焦
さ
ん
は
、

川
越
で
暮
ら
す
外
国
籍
市
民
と
市
の
間
に
立
ち
、

お
互
い
に
と
っ
て
よ
り
良
い
多
文
化
共
生
の
あ
り
方
を

実
現
す
る
た
め
努
力
し
て
い
ま
す
。

結
婚
を
機
に
ご
主
人
の
地
元
川
越
に
移
住
し
た

ス
パ
タ
ラ
ー
さ
ん
は
、い
つ
も
笑
顔
を
忘
れ
ず
に
タ
イ
と
川
越
、

双
方
の
文
化
を
広
げ
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。今
後
も

イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、お
互
い
の
国
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

Interview
まちのこ

え

ラタナスツシー・
スパタラー

p
r

o
f

i
l

e

タイ王国出身。埼玉県在住
タイ人クラブ会長。元埼玉
県国際交流相談員。タイ人
に対する日本語習得に関す
る支援、生活相談等の多岐
にわたる事業を継続的に展
開。在日タイ王国大使館か
ら高く評価をされている。
タイ王国の言語、料理、ダ
ンスを紹介する活動も行っ
ている。

Interview
まちのこ

え

ショウ・エン

焦雁

p
r

o
f

i
l

e

中国・北京市出身。川越在
住30年。1990年に研究員と
して来日。現在、川越市外
国籍市民会議座長や外国籍
市民相談（中国語相談）の
相談員、埼玉県多文化共生
キーパーソンとして活動し
ている。その他、川越市国
際化基本計画策定委員会の
メンバーを務めた経験もあ
る。
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旅
行
を
き
っ
か
け
に

川
越
に
移
住
し

英
語
指
導
助
手
と
し
て
活
動

　

も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
・
コ
ロ
ラ
ド
州
で

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
関
係
の
仕
事
を
し
て
い

た
ブ
レ
イ
ロ
ッ
ク
さ
ん
は
︑
現
在
川
越
で

Ａ
E
Ｔ
︵
英
語
指
導
助
手
︶
と
し
て
活

動
し
て
い
ま
す
︒
川
越
で
働
く
こ
と
を
選

択
し
た
理
由
を
尋
ね
る
と
︑﹁
コ
ロ
ラ
ド

州
で
働
い
て
い
た
頃
に
日
本
人
の
友
人
が

で
き
ま
し
た
︒﹃
日
本
へ
旅
行
に
行
こ
う
﹄

と
い
う
話
に
な
り
︑
川
越
を
訪
れ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
す
︒
帰
国
後
︑
そ
の
友
人

と
日
本
で
塾
を
作
ろ
う
と
い
う
話
に
な
り
︑

１
年
間
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
経
た
後
︑
改

め
て
日
本
を
訪
れ
て
川
越
と
坂
戸
に
塾
を

開
校
し
ま
し
た
︒﹂

　

旅
行
で
川
越
を
訪
れ
た
際
に
風
情
あ
る

町
並
み
を
気
に
入
り
︑
移
住
し
た
い
と
考

え
て
い
た
ブ
レ
イ
ロ
ッ
ク
さ
ん
に
と
っ
て
︑

日
本
で
の
塾
の
開
校
は
と
て
も
楽
し
み
な

も
の
で
し
た
︒
そ
の
後
ブ
レ
イ
ロ
ッ
ク
さ

ん
は
教
育
委
員
会
に
勤
め
る
知
人
の
誘
い

を
受
け
︑
A
E
T
の
道
へ
進
み
ま
す
︒﹁
市

外
の
学
校
で
６
年
間
勤
務
し
た
後
︑

２
０
０
３
年
か
ら
川
越
に
勤
務
地
を
移
し

ま
し
た
︒
当
時
は
学
校
に
よ
っ
て
英
語
の

教
え
方
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
︑
共
通
し

て
英
語
を
教
え
る
こ
と
の
で
き
る
教
材
作

り
か
ら
始
め
ま
し
た
︒﹂
と
ブ
レ
イ
ロ
ッ

ク
さ
ん
︒

　

現
在
は
ウ
ェ
ブ
上
で
資
料
を
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
し
︑
学
年
ご
と
に
適
し
た
内
容
を
学

べ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
制
作
を
考
え
て
い
る
ほ

か
︑
先
生
た
ち
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
と
り
︑
よ
り
わ
か
り
や
す
く
英
語
を
教

え
ら
れ
る
環
境
作
り
に
注
力
し
て
い
ま
す
︒

 

﹁
看
板
や
道
路
案
内
標
識
に
も
っ
と
英
語

が
使
わ
れ
︑
国
際
化
が
進
ん
で
い
く
と
い

い
で
す
ね
︒﹂
と
︑
今
後
の
発
展
に
つ
な

が
る
川
越
へ
の
想
い
に
溢
れ
て
い
ま
す
︒国際交流を通じて英語を学ぶ場を設けています

日
本
で
の
塾
開
校
の
後
、A
E
T
講
師
と
し
て

活
動
を
始
め
た
ブ
レ
イ
ロ
ッ
ク
さ
ん
。

国
際
化
が
進
む
昨
今
に
お
い
て
、

川
越
を
拠
点
に
日
本
人
の
英
語
力
向
上
に
注
力
し
て
い
ま
す
。

Interview
まちのこ

え

グレゴリー・ブレイロック

Gregory Blaylock

p
r

o
f

i
l

e

アメリカ出身。英語指導助
手。米国コロラド州コロラ
ドスプリングスのフォー
ド・エアロスペース・コー
ポレーションでコンピュー
ター・エンジニアとして勤
務し、来日後は川島町で
AETを６年間勤務。川越市
と坂戸市で BEC スクール
のオーナー兼指導者として
活動。

　川越市では国内外の6都市
と姉妹友好都市の盟約を結び、
教育や文化、スポーツなど、
これまで様々な分野で都市間
交流活動を行ってきました。
　また、海外姉妹都市へ中学
生交流団を派遣することで青
少年間の交流を促進し、異な
る文化や言語への理解を深め
ることを目的とした活動を、
30年以上にわたり続けていま
す。

パリの南東300kmにあり、
2000年の歴史を持つ古都。
異なる価値観、文化を持
つ地域との交流によるま
ちづくりを進める同市か
らの申し出により提携。
平成14年10月18日姉妹都
市調印。

オータン市
［フランス共和国］

提携20周年
人口約14,000人　面積60㎢

提携20周年
人口約3,900人　面積292.69㎢

日高山脈の裾に広がる農
村地帯。村の西部は日高
山脈襟裳国定公園。川越
市の名誉市民・相原求一
郎さんの美術館が同村に
開館したつながりから提
携。平成14年11月30日友
好都市調印。

中札内村
［北海道］

福井県の南西部に位置し、
数多くの文化遺産が点在。
川越藩主が若狭小浜藩に
転封された際、ささら獅
子の演技者を召連れ、雲
浜獅子として伝承されて
いる縁から提携。昭和57
年11月30日姉妹都市調印。

小浜市
［福井県］

提携40周年
人口約28,000人　面積233.11㎢

提携36周年
人口約180,000人　面積120㎢

オレゴン州の州都。市内
の大学と同市にある大学
が姉妹校であることから
市民交流が重ねられ、提
携に至る。昭和61年8月1
日姉妹都市調印。

セーレム市
［アメリカ合衆国］

オッフェンバッハ市
（ドイツ連邦共和国）
オッフェンバッハ市
（ドイツ連邦共和国）

セーレム市
（アメリカ合衆国）
セーレム市
（アメリカ合衆国）オータン市

（フランス共和国）
オータン市
（フランス共和国）

川越市

ライン川の支流、マイン
川沿いに位置する工業都
市。ともに大都市圏に位
置し古い歴史があること、
川越市内の企業の工場が
同市にもあったことなど
から提携。昭和58年8月
24日姉妹都市調印。

オッフェンバッハ市
［ドイツ連邦共和国］

提携39周年
人口約142,000人　面積45㎢

提携50周年
人口約13,000人　面積159.93㎢

福島県南部に位置し、棚
倉城を頂く城下町。江戸
時代に川越藩・棚倉藩の
藩主に松平周防守康英を
頂き、両市町の歴史を作
ってきたことから提携。
昭和47年1月18日友好都
市調印。

棚倉町
［福島県］

北海道中札内村

福島県棚倉町
福井県小浜市 川越市

姉妹都市・友好都市
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令和4年は市制施行100周年を記念し、
川越市や多くの市民団体が様々な事業等を行い市内を盛り上げました。

川越市市制施行100周年

記念事業4月
1月

3月

100周年のオープニング事業として開催されたジャ
ーナリスト、池上彰さんの講演会。川越、日本、世
界の100年の歴史から得られる教訓を語っていただ
きました。コロナ禍の今、ウィズコロナ時代をどう
生きるか、まちづくりはどうあるべきかを考え、川
越の若者たちへエールをいただきました。
また、川越鳶組合による祝い木遣りも披露されました。

池上彰さん講演
いままでの100年、これからの100年
〜祝川越市100周年
令和4年1月22日　ウェスタ川越

ノーベル物理学賞受賞者・梶田隆章さんの講演会。
ニュートリノと重力波研究について述べられるとともに、
過去100年間の科学、特に物理学の歴史を振り返り、
今後予想される発展を語りました。また、科学技術に
よる今後の社会と地球のことを考え、川越の未来を担
う若者に期待することを語っていただきました。

梶田隆章さん講演
自然を不思議と思う心
〜次の100年を担う川越の若者たちへ〜
令和4年2月19日　ウェスタ川越

伝説のアナリスト、デービッド・アトキンソンさんの
講演会。生産年齢人口の減少による影響など社会実
態の鋭い分析がありました。また新型コロナウィル
スの収束が見えない中、いずれまた回復するインバ
ウンドの受け入れに備え、持続可能なまちであるた
めに、「国際観光都市・川越」がすべきことを語ってい
ただきました。

デービッド・アトキンソンさん講演
ウィズコロナ時代、魅力的な
国際観光都市であり続けるために
令和4年4月16日　ウェスタ川越

2月

位置情報アプリ「妖怪コレクション」を
使って、川越に現れた妖怪を探しながら
まち歩きを行う企画。イベント中は妖怪
たちが会場周辺をさまよい歩きました。
4月のほか7月と10月にも開催。ガイド
付きのまち歩きツアーも好評でした。

川越妖怪まち歩き
令和4年4月30日　中心市街地

「アクション」をキーワードに日本伝統
の武道、格闘技、ダンス、アーバンスポ
ーツなどのコンテンツが集合しました。

川越アクション
フェスティバル2022
令和4年5月3日・4日　ウェスタ川越

5月

本記念誌制作にあたり、市民の皆様に被写
体としてご登場いただき、ご協力をいただ
きました。

川越市市制施行100周年記念誌 
市民モデルの決定

里山の豊かな自然の中で、川越のお酒やグルメ、音
楽、ゲームなどを通して多くの方々に川越の魅力を
再発見してもらうイベント。野菜の収穫体験やワー
クショップ、ステージでは音楽演奏会やダンスも行
いました。

武蔵野里山マルシェ
令和4年5月4日　中福地内
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NHK「歴史探偵」などのテレビ番組への出演や数
多くの著書を持つ歴史作家・河合敦さんをお迎えし、
小江戸川越の歴史的魅力を語っていただきました。
後半は、“川越まつり”をテーマに、河合さんと祭
り関係者である、川越市山車保有町内協議会会長・
井上誠一郎さん、川越市囃子連合会会長・宇津木二
郎さん、川越鳶組合頭取・西村平雪さん、川越氷川
神社宮司・山田禎久さんがその魅力に迫りました。
中台囃子連中による囃子の実演で盛り上がりました。

河合敦さんシンポジウム
『小江戸川越の歴史的魅力と川越まつり』

令和4年7月16日　ウェスタ川越

市制施行100周年となる今年は夢灯ろう、
OH！ 通りゃんせKAWAGOE、川越ゆか
りの時代行列などが催されました。

川越市市制施行100周年記念
第41回川越百万灯夏まつり
令和4年7月30日～31日　川越市内

100周年記念バナーフラッグや木札、マ
ンホール蓋が制作されて、市内を飾り付
けました。

川越市100周年記念の飾付け

令和3年に開催された東京2020オリンピックでゴル
フ競技の舞台となった霞ヶ関カンツリー倶楽部を会
場に、所属プロによるデモンストレーション、大会
で使用されたコースの見学、写真展示など、感動の
名場面を振り返りました。また、大会組織委員会ス
タッフらによる報告会も行われました。

川越市市制施行100周年記念
ゴルフ事業
令和4年8月22日　霞ヶ関カンツリー倶楽部

7月

日本文学研究者ロバート キャンベルさんによる講
演会。川越市に今なお残る古き時代の町並みと情緒。
城下町・川越は一体どのようなまちだったのか。文
化財「川越の四季屏風」を展示し、屏風に描かれた
内容をテーマに文化的意義をお話しいただきました。

ロバート キャンベルさん講演
文学から知る川越のこと
-地域を知る楽しみ- 
令和4年8月13日　ウェスタ川越

川越市文化賞受賞団体「川越奏
和奏友会吹奏楽団」による演奏
会。第一部では100周年記念委
嘱作品交響詩『河越』など、川
越を題材にした楽曲で川越の魅
力を発信しました。第二部では、
誰もが親しみ聞き覚えのある楽
曲を揃えた企画ステージを開演
しました。

川越奏和奏友会
吹奏楽団特別演奏会
令和4年5月22日　ウェスタ川越

NHK『ブラタモリ』の案内人を務めた東京スリバ
チ学会会長・皆川典久さんを中心に、地形など従来
注目されてこなかった点に着目しながら、川越の新
たな魅力創出を考えました。古道研究家・荻窪圭さ
ん、路地連新潟代表・野内隆裕さん、埼玉スリバチ
学会会長・吉村忠さん、NPO 法人川越蔵の会副会
長・守山登さんといったまち歩きの達人が登壇！

令和4年5月21日　ウェスタ川越

長いコロナ禍からの夜明けを願
い、「SUNRISE（日の出）」とい
うテーマを掲げ、100周年会議
と川越青年会議所が共催した事
業。コスプレグランプリや気球
の搭乗、着物姿の100人文字ア
ート、巨大アート制作、キッチ
ンカーなど、市民とともに川越
市市制施行100周年を盛り上げ
る楽しい企画を行い、多くの来
場者で賑わいました。

KAWAGOE SUNRISE 
2022
令和4年5月14日　川越水上公園

皆川典久さんら“まち歩きの達人”とと
もに川越を歩くディープなイベント。11
月に秋冬編も開催され、重要伝統的建造
物群保存地区、川越城や喜多院周辺、新
河岸、霞ケ関などで様々な角度から川越
の魅力を探りました。

川越まち歩き（春夏編）
令和4年5月22日　市内

5月6月

8月
皆川典久さんシンポジウム
まち歩きで再発見！
〜川越の凸凹地形と新たな魅力
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川越市100周年謎解き周遊イベント川越市100周年特設WEBサイト

「川越浪漫財宝譚」
（伊佐沼、新河岸、霞ケ関）

川越市内を舞台に謎解きしながら宝探しをす
る周遊イベント。市内を巡りながら新たな川
越の魅力を発見してみませんか？

（一社）シェアリングエコノミー協会代
表理事の石山アンジュさん（デジタル庁
シェアリングエコノミー伝道師）が、シ
ェアリングエコノミーを通じて、社会が
どう変化していくのか、また私たちの働
き方や生き方、ライフスタイルの未来に
ついて語っていただきました。

石山アンジュさん講演
シェアライフ
 -新しい社会の新しい生き方-
令和4年10月29日　ウェスタ川越　

10月

11月

12月

３年ぶりに川越まつりが実施されました。27町29
台全ての山車が披露され、多くの市民が久しぶりの
祭りに酔いしれました。

川越市市制施行100周年川越まつり
令和4年10月15日・16日　市内

宇宙飛行士として活躍した毛利
衛さんの講演会。「宇宙からの
おくりもの」と題して講演して
いただきました。毛利さんと参
加された、宇宙に興味津々の小
学生との間で、活発な対話が繰
り広げられました。

毛利衛さん講演
宇宙からのおくりもの
令和4年10月9日　ウェスタ川越

緑豊かな伊佐沼にある「農業ふれ
あいセンター」を、バーベキュー
場、市民農園などを備えたグリー
ンツーリズム拠点として改修し、
リニューアルオープンしました。

グリーンツーリズム
整備推進
令和4年11月23日

初雁公園整備事業の第一段の整備として、
本丸御殿周辺が整備され令和4年11月30
日に完成披露されました。広場を設ける
とともに土塁を整備するなどし、往時の
趣を感じられるようになりました。

初雁公園整備
令和4年11月30日

川越市100周年ロゴ＆キャッチフレーズ
市制施行100周年を記念して、そのシンボルとなるロゴマークとキャッチフレーズが多くの応募の中から選ばれました。

「時をつなぐ」は川越のシンボル時の鐘を、「つ
むぐ」は川越の伝統織物である川越唐桟をイ
メージして考えられたキャッチフレーズ。こ
れまで川越のまちを築いてきた先人たちとの
時を大切にし、この先の未来につなげていく
という思いが込められています。

100周年記念キャッチフレーズ
増田梨奈さん（川越市）の作品

川越を象徴する時の鐘と、多様性を表すレイ
ンボーカラーをモチーフにしたロゴマーク。
過去から現代、そして未来へと悠久に鳴り響
く鐘の音のように、多種多様につながり、広
がり続ける、これからの川越をイメージして
います。

100周年記念ロゴマーク
西田正樹さん（東京都）の作品

「風
ふ

詩
し

吟
ぎ

堂
どう

のヒミツ」
（市内中心部）

令和4年12月1日、川越市は市制
施行100周年を迎えました。こ
れを記念する式典を開催しまし
た。

令和4年12月1日　ウェスタ川越

川越市市制施行100周年
記念式典

月刊『東京人』
特集川越散歩
令和4年9月2日発売

月刊『東京人』（都市出版株式会社）10
月号では、川越市市制施行100周年を記
念した川越特集が組まれました。川越の
今昔を様々な角度から深堀した内容が盛
りだくさん。市民の皆様が多く登場する
魅力の一冊となりました。

9月

川越市100周年に関するニュ
ース、イベント情報、PR パ
ートナー紹介（100周年関連
グッズの紹介）、お祝いのメ
ッセージなど、WEB サイト
やSNSを通じて発信しました。
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常
とこわか

若
笛木醤油株式会社

100周年記念 
スマートフォンスタンド

株式会社同志舎

100周年記念はつかり醤油
株式会社松本醤油商店

鏡山 さけ武蔵 純米大吟醸 越
えっちょう

誂
小江戸鏡山酒造株式会社

川越柄足袋
株式会社武蔵野ユニフォーム

@FARM小江戸セレクション
三共木工株式会社

ガラスペンセット 
「宙

そら

の文箱」
株式会社櫻井印刷所

セブン-イレブン 
川越市100周年記念商品

株式会社セブン ‐ イレブン・ジャパン

山車願
がん じ だま

字玉
そうび木のアトリエ

100周年記念絵ハガキ
株式会社アート・プランドゥ

100周年限定お守り
株式会社原一

西武川越パスで行く！ 
おトクに川越旅キャンペーン

西武鉄道株式会社

地元婚応援特典 
川越100周年記念「つなぐ」

川越プリンスホテル

お写ん歩ノート「川越♡愛」
お写ん歩書房

100周年記念 十万石まんじゅう
株式会社十万石ふくさや

川越いも焼酎 富
とめ

の紅赤
H30by 古酒720ml

株式会社釜屋

麦
むぎがらみべつあつらえ

絡別誂 朧
ろうろう

朧
株式会社協同商事コエドブルワリー

川越城・河越館御城印
手漉き和紙たにの

100周年記念 
Tシャツ・トートバッグ 他

サニープレイス

100周年記念手拭い
株式会社五幸堂

マンガで振り返る川越ヒストリー　 
川越百年裏道さんぽ

株式会社丸広百貨店

川越百
もも じゅ もち

寿餅
有限会社くらづくり本舗

ねこまんまポップコーン
株式会社長登屋

川越市市制施行100周年

PR パートナー
商品紹介

川越市市制施行１００周年に際し、多くの企業・団体が
PRパートナーとして川越の魅力を広く発信しました。

その一部をご紹介します。
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データでみる
川越市

川越市の市制施行から100年。編入合併によって
増大してきた人口や市域、また昨今の川越における

産業などの変遷をデータでみてみましょう。
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N

大正 11 年市制施行時大正 11 年市制施行時

川越市川越市

昭和 30年９か村合併時昭和 30年９か村合併時

川越の市域の変遷

植木村
昭和13年5月1日
芳野村、古谷村に分割合併される。

田面沢村
昭和14年12月1日
川越市に編入合併される。

大田村・日東村
昭和18年11月3日
合体合併により大東村となる。
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776
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入込観光客数については、令和2年は新型コ
ロナウィルス感染症の影響を受けて385万人
にとどまりましたが、平成23年からの8年間
で150万人以上増加して、令和元年には776
万人となっています。
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外国人観光客数は平成23年の25,000人から8
年間で12倍以上増加して、令和元年には
313,000人となっています。

外国人観光客数 入込観光客数
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1,159
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千万円

農業産出額は平成28年の1,193千万円をピー
クに減少し、令和元年には748千万円となっ
ています。

農業産出額
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平成 令和

4,000

2,000

6,000

8,000

12,000

8,408

10,975

10,000

億円

22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 年

製造品出荷額等は、平成27年の10,975億円
をピークに減少し、令和元年には8,408億円
となっています。

工業製造品の出荷額等

※昭和25年以前は国勢調査、昭和30年以後は住民登録人口の数値をもとにグラフ化しています。

　明治22年（1889）に6町村および野田村の一
部と小仙波村が合併し、川越町が誕生しました。
この時の戸数は2813戸、人口は16,150人でした。
　大正11年（1922）には川越町と仙波村が合併し、
県内初の市制が施行されました。この時の人口は
約30,000人でした。また昭和14年（1939）には
田面沢村を編入合併、昭和30年（1955）に隣接
する9か村を合併し、現在の市域となりました。

人口
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撮影協力
株式会社アミューズ
株式会社フリースター
株式会社ホリプロ
株式会社読売巨人軍
株式会社ワンミュージック
宝塚歌劇団

市民撮影協力
石森春陽
伊藤京子
伊藤高之
植村正宏
内田みのり
大内由美
岡田康
岡田柚葉
小川永以子
小川広美
小沢もえ
小林将大
佐野唯葉
菅原朱実
関口のどか
高橋茂子
高橋文哉
寺田万由子
根岸正信
根岸裕美
牧之内萌美
宮澤果奈
森舞妃
森田栄魅

制作協力
青柳達雄 
天達新一 
石川真 
イテル抄子 
宇津木二郎 
川股秀之 
桑原浩 
関根水絵 
長堀洋 
野村正 
山口日出美 
山田英次 
米原民子
ラタナスツシー・スパタラー
荒牧澄多
遠藤俊一
小林俊明
斉藤文夫
高尾善希
谷澤勇
松尾鉄城
松村信
宮岡圖南
森田正治
安島博幸
山野清二郎
川越八幡宮
川越氷川神社
神田明神
喜多院
仙波東照宮
中院
三芳野神社

養寿院
蓮馨寺
ウェスタ川越
霞ヶ関カンツリー倶楽部
川越市教育委員会
川越商工会議所
川越市立中央図書館
川越市立博物館
川越市立美術館
川越地区消防組合
川越東部工業会協同組合
公益社団法人小江戸川越観光協会
国立歴史民俗博物館
東北大学附属図書館
日本カメラ博物館
日高市教育委員会
ヤオコー川越美術館
山崎美術館
あぶり珈琲
NPO法人川越蔵の会
株式会社アトリエえい子
株式会社ピーアンドディコンサルティング
川越スカラ座
川越なるかわ農園
川越薪火料理 in the park
呉服笠間
呉服かんだ
大学いも・川越いわた
陶舗やまわ
マーケットテラス株式会社
松山商店
有限会社エフ・エム・ジー
料亭山屋

 編集 櫻井理恵
 執筆 中村健太郎
  鈴木はるか
  芦田玲
  櫻井理恵
 校閲 伏島恵美
 撮影 齊藤美春
  中村香奈子
  広川智基
  小松正樹
  中里楓
  株式会社ケノンソフト

 表紙題字 蜂城 河東純一
 表紙装画 宇江喜桜
 デザイン 熊谷昭典
  吉野博之
  井上唯
  上野有
 イラスト 上坂じゅりこ
  中榮康夫
ヘアメイク・スタイリスト 株式会社H

157 156



川越市百周年記念誌
令和4年12月1日　第１版発行
令和5年1月20日　第２版発行
令和5年3月20日　第３版発行
発　行　川越市市制施行100周年会議（事務局 川越市政策企画課）
　　　　川越市元町１丁目3番地１
　　　　TEL 049-224-8811
制　作　株式会社櫻井印刷所
本誌掲載写真・内容の複写及び転載を禁じます。

158



題字　蜂城 河東純一

絵　　宇江喜桜

川
越
市



題字　蜂城 河東純一

絵　　宇江喜桜

川
越
市




