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越谷市長　板 川 文 夫
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越
谷
市
は
、
本
年
、
市
制
施
行
50
周
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
ま
し
た
。

昭
和
29
年
11
月
に
越
谷
地
区
の
２
町
８
カ
村
が
合
併
し
越
谷
町
と
な
り
、
そ
の
３

年
後
の
昭
和
33
年
11
月
３
日
に
、
県
下
で
22
番
目
、
全
国
で
５
４
３
番
目
に
市
制
が

施
行
さ
れ
「
越
谷
市
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
の
郷
土
は
、
豊
か
な
水
と

緑
に
恵
ま
れ
、
古
く
か
ら
「
水
郷
こ
し
が
や
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
江

戸
時
代
に
は
日
光
街
道
第
三
の
宿
場
町
と
し
て
に
ぎ
わ
い
を
み
せ
、
今
も
そ
の
名
残

を
と
ど
め
る
な
ど
、
豊
か
な
自
然
と
歴
史
が
融
合
し
た
ま
ち
で
す
。

市
制
施
行
当
時
、
人
口
４
万
８
３
１
８
人
だ
っ
た
本
市
は
、
昭
和
40
年
代
以
降
人

口
が
急
増
し
、
首
都
近
郊
の
住
宅
都
市
へ
と
大
き
く
変
容
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
現

在
、
県
南
東
部
地
域
の
中
核
都
市
へ
と
発
展
し
た
の
も
、
先
人
た
ち
の
熱
意
と
努
力

の
た
ま
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
本
年
３
月
に
は
、
Ｊ
Ｒ
武

蔵
野
線
の
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
駅
が
開
業
し
、
広
大
な
調
節
池
を
中
心
に
良
好
な
住

宅
地
や
大
規
模
商
業
施
設
が
集
積
し
た
親
水
文
化
創
造
都
市
が
誕
生
し
ま
し
た
。

今
後
、
越
谷
市
が
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
32
万
市
民
の
皆
様
の
協

力
が
不
可
欠
で
す
。
現
在
、
そ
し
て
将
来
に
わ
た
っ
て
市
民
の
皆
様
が
、「
越
谷
に
暮

ら
し
て
よ
か
っ
た
」
と
実
感
で
き
る
ま
ち
を
築
く
た
め
、
今
後
も
市
民
と
の
協
働
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
の
た
び
、
先
人
の
築
き
上
げ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
中
心
に
記
念
誌
を
編

集
発
行
し
ま
し
た
。
編
集
委
員
の
皆
様
の
並
々
な
ら
ぬ
ご
尽
力
に
お
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
と
と
も
に
、
こ
の
記
念
誌
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
い
た
皆
様
が
、
ふ
る
さ
と
越

谷
に
一
層
理
解
を
深
め
、
愛
着
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

越
谷
市
制
施
行
50
周
年
を
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

越
谷
市
は
、
昭
和
33
年
11
月
に
人
口
４
万
８
３
１
８
人
の

ま
ち
と
し
て
産
声
を
上
げ
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
、
旧
日
光
街
道
沿
い
に
形
成
さ
れ
て
い
た
市
街

地
も
、
交
通
の
発
達
に
よ
り
大
き
く
変
貌
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。
特
に
、
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
へ
の
地
下
鉄
日
比
谷
線
の

相
互
乗
り
入
れ
を
契
機
に
人
口
が
急
増
し
、
旧
住
民
と
新
住

民
と
の
交
流
が
ま
ち
の
課
題
と
な
り
、
自
治
会
や
ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
通
じ
て
交
流
を
深
め
て
ま

い
り
ま
し
た
。

そ
の
後
も
、
市
民
と
行
政
が
連
携
を
図
り
な
が
ら
ま
ち
の

発
展
に
尽
力
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
越
谷
市
の

市
制
施
行
か
ら
の
50
年
は
ま
さ
し
く
市
民
と
と
も
に
歩
ん
で

き
た
歴
史
そ
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
市
制
施
行
50
周
年
を
市
民
全
員
で
お
祝

い
す
る
た
め
、
平
成
19
年
８
月
に
「
越
谷
市
制
施
行
50
周
年

記
念
事
業
推
進
市
民
委
員
会
」
を
組
織
い
た
し
ま
し
た
。
市

民
委
員
会
は
、
多
く
の
市
民
の
参
加
に
よ
り
、
行
政
お
よ
び

市
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
と
連
携
し
、
記
念
事
業
を
企
画
・

運
営
す
る
こ
と
を
目
的
に
設
置
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、
編
集
発
行
い
た
し
ま
し
た
こ
の
記
念
誌
も
市

民
委
員
会
の
記
念
誌
作
成
部
会
が
中
心
と
な
り
作
業
を
進
め

た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
編
集
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
市
民

の
皆
様
か
ら
昔
の
た
い
へ
ん
貴
重
な
写
真
や
市
内
の
小
学
生

か
ら
未
来
の
越
谷
を
描
い
た
絵
画
、
中
学
生
か
ら
作
文
を
提

供
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

結
び
に
、
越
谷
市
の
益
々
の
発
展
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
こ
の
記
念
誌
が
越
谷
市
を
理
解
す
る
一
助
と

な
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

市制施行50周年

市民との協働で新時代を築く

市民とともに歩んだ半世紀

市民全員で市制施行50周年を祝う

越谷市制施行50周年記念事業推進市民委員会委員長

青 木 並五郎

越
谷
市
制
施
行
50
周
年
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
記
念
す
べ
き
ご
慶
事
を
、
32
万
市
民
の
皆
様
と
と
も
に

お
祝
い
で
き
る
こ
と
を
大
変
喜
ば
し
く
思
い
ま
す
。

本
市
は
昭
和
33
年
11
月
に
市
制
を
施
行
し
、
今
年
で
半
世

紀
に
な
り
ま
す
が
、
古
く
か
ら
「
水
郷
こ
し
が
や
」
と
し
て

親
し
ま
れ
て
お
り
、
水
と
緑
豊
か
な
自
然
環
境
と
調
和
し
た

ま
ち
づ
く
り
が
着
実
に
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

こ
の
節
目
の
年
に
、
本
市
の
新
し
い
顔
と
な
る
越
谷
レ
イ
ク

タ
ウ
ン
も
誕
生
し
、
県
南
東
部
地
域
の
中
核
都
市
と
し
て
、

さ
ら
に
大
き
な
飛
躍
を
遂
げ
て
お
り
ま
す
。

今
日
の
発
展
の
陰
に
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
た
先
人
た

ち
の
た
ゆ
ま
な
い
努
力
と
情
熱
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
考
え

て
お
り
、
こ
こ
に
改
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、

今
後
と
も
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
越
谷
市
の
発
展
の
た

め
に
、
一
層
の
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
に
念
願
す
る
次
第

で
あ
り
ま
す
。

近
年
、
地
方
分
権
に
向
け
た
動
き
が
活
発
に
な
る
中
で
、

地
方
財
政
の
確
立
や
市
民
福
祉
の
充
実
を
図
る
た
め
に
も
地

方
議
会
の
果
た
す
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
市
議
会
も
今
年
50
周
年
を
迎
え
る
わ
け
で
す
が
、
市
民
の

負
託
に
応
え
る
べ
く
更
な
る
努
力
を
重
ね
て
ま
い
る
所
存
で

す
の
で
、
引
き
続
き
市
民
皆
様
の
ご
支
援
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
た
び
発
刊
さ
れ
ま
す
記
念
誌
は
、
50
周
年
を
機
に
、

今
日
の
越
谷
を
築
か
れ
た
先
人
た
ち
の
偉
業
に
思
い
を
馳
せ
、

将
来
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
決
意
を
新
た
に
す
る
う
え
で
大
変

意
義
深
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
編
集
委
員
の

皆
様
を
は
じ
め
、
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
者
の
皆
様

に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
、
お
祝
い
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

市制施行50周年を祝して

越谷市議会議長

小　林　　仰
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上
空
か
ら
見
た
越
谷
市
の
変
遷

開
設
当
初
は
、
越
ヶ
谷
停
車

場
の
駅
名
で
し
た
が
、
大
正
９

年
（
１
９
２
０
）
に
越
ヶ
谷
町

に
駅
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、「
武
州
大
沢
駅
」
に
改
称
さ

れ
ま
し
た
。
昭
和
31
年
（
１
９

５
６
）
に
は
武
州
大
沢
駅
か
ら

浅
草
行
き
の
折
り
返
し
運
転
が

開
始
さ
れ
「
北
越
谷
駅
」
に
改

称
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
37
年
５

月
の
地
下
鉄
日
比
谷
線
の
相
互

乗
り
入
れ
の
開
始
に
あ
わ
せ
、

東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
で
初
の
橋

上
駅
に
改
修
さ
れ
ま
し
た
。

昭和33・34年ごろ

現在

越谷今昔物語

越
谷
駅

東
武
鉄
道
開
通
当
初
は
、
停
車

場
誘
致
に
積
極
的
で
な
か
っ
た

越
ヶ
谷
町
も
、
そ
の
後
、
商
工
業

者
を
中
心
と
し
た
町
民
の
間
か

ら
、
産
業
の
振
興
や
町
の
発
展
に

は
、
交
通
運
輸
の
要
と
も
い
え
る

停
車
場
の
設
置
が
必
要
で
あ
る

と
の
要
望
が
高
ま
り
、
大
正
９
年

（
１
９
２
０
）
４
月
に
駅
が
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
33
年
（
１
９

５
８
）
に
は
、
市
制
が
施
行
さ
れ
、

人
口
の
急
激
な
増
加
と
と
も
に

乗
降
客
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

高
架
複
々
線
化
さ
れ
、
輸
送
力
の

増
強
が
図
ら
れ
、
駅
周
辺
の
整
備

も
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

武
州
大
沢
駅

（
現
在
の
北
越
谷
駅
）

昭和30年代初期

現在

昭和30年

現在

昭
和
33
年
（
１
９
５
８
）
の
市
制
施

行
当
時
、
市
の
人
口
は
４
万
８
３
１
８

人
で
し
た
。
空
か
ら
見
た
様
子
も
農
地

が
広
が
り
、
旧
日
光
街
道
沿
い
に
市
街

地
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
50
年

間
で
人
口
は
６
・
６
倍
に
な
っ
た
反
面
、

面
積
に
占
め
る
農
地
割
合
は
約
70
％
か

ら
約
30
％
に
減
少
し
て
い
ま
す
。

大沢小学校

天嶽寺

久伊豆神社

越ヶ谷高等学校

中央中学校
越ヶ谷小学校

越谷駅

平和橋

旧瓦曽根堰国
道
４
号
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慶
長
７
年
（
１
６
０
２
）、
江

戸
を
中
心
に
し
た
五
街
道
の
ひ

と
つ
と
し
て
奥
州
街
道
が
指
定

さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
、
日
光

街
道
と
呼
ば
れ
市
内
を
南
北
に

貫
通
し
、
重
要
な
幹
線
道
と
し

て
多
く
の
往
来
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
日
光
街
道
は
明
治
時
代
に

な
る
と
一
等
道
路
に
指
定
さ
れ
、

大
正
９
年
（
１
９
２
０
）
に
は
、

国
道
４
号
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
７
年
（
１
９
３
２
）
か
ら

拡
幅
整
備
が
進
め
ら
れ
、
拡
幅

の
難
し
い
市
街
地
は
避
け
て
新

道
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

新
越
谷
駅

昭
和
48
年
（
１
９
７
３
）
４
月
、

新
松
戸
駅
か
ら
府
中
本
町
駅
ま
で

国
鉄
（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
）
武
蔵
野
線
が

開
通
し
ま
し
た
。
南
北
鉄
道
ば
か
り

で
あ
っ
た
県
内
に
、
東
西
を
結
ぶ
大

動
脈
が
誕
生
し
ま
し
た
。
こ
の
武
蔵

野
線
の
開
通
後
の
昭
和
49
年
７
月

に
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
と
の
連
絡

駅
で
あ
る
新
越
谷
駅
が
誕
生
し
東

西
南
北
の
交
通
の
要
所
と
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
駅
周
辺
は
商
業

地
と
し
て
飛
躍
的
に
発
展
し
ま
し

た
。
平
成
19
年
度
に
は
、
新
越
谷
駅
、

南
越
谷
駅
と
も
１
日
６
万
人
を
越

え
る
乗
降
客
が
あ
り
ま
し
た
。

旧
日
光
街
道

大
正
15
年
（
１
９
２
６
）
10
月

に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
市
内
を
通

る
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
の
駅
で
西

口
に
改
札
口
の
な
い
唯
一
の
駅
で

す
が
、
大
袋
西
口
線
の
道
路
整
備

と
あ
わ
せ
て
平
成
22
年
度
に
西
口

ロ
ー
タ
リ
ー
が
整
備
さ
れ
、
改
札

口
が
で
き
る
予
定
で
す
。

蒲
生
駅

明
治
32
年
（
１
８
９
９
）
12
月

に
通
称
三
軒
家
（
現
在
の
南
越

谷
一
丁
目
辺
り
）
に
開
設
さ
れ

ま
し
た
が
、
の
ち
現
在
の
場
所
に

移
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
20
年
（
２

０
０
８
）
３
月
、
蒲
生
駅
東
口
線

の
開
通
に
よ
り
東
口
に
も
ロ
ー

タ
リ
ー
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

大
袋
駅

せ
ん
げ
ん
台
駅

昭
和
41
年
（
１
９
６
６
）
に
入

居
が
開
始
と
な
っ
た
春
日
部
市

の
武
里
団
地
６
２
０
０
戸
の
住

民
の
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、

昭
和
42
年
に
せ
ん
げ
ん
台
駅
が

上
間
久
里
地
内
に
橋
上
駅
と
し

て
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
駅
名
は
、

駅
の
近
く
を
流
れ
る
千
間
堀
に

ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

昭和30年ごろ

現在

昭和42年 現在

昭和37年

現在

昭和49年

現在

昭和33年ごろ 中町・越ヶ谷三丁目

現在

越谷今昔物語
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越
谷
市
で
は
、
第
22
回
と
第

59
回
の
国
民
体
育
大
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
42
年
（
１
９

６
７
）
に
開
催
さ
れ
た
第
22
回

大
会
で
は
、
秋
季
大
会
で
バ
ド

ミ
ン
ト
ン
競
技
が
行
わ
れ
、
昭

和
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
が
会
場

を
訪
れ
試
合
を
ご
観
戦
さ
れ
ま

し
た
。
平
成
16
年
（
２
０
０
４
）

に
開
催
さ
れ
た
第
59
回
大
会
で

は
、
夏
季
大
会
で
成
年
女
子
サ

ッ
カ
ー
、
秋
季
大
会
で
は
、
バ
レ

ー
ボ
ー
ル
（
成
年
男
子
６
人
制
）、

軟
式
野
球
（
成
年
）
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
こ
の
大
会
で
は

選
手
の
民
泊
が
行
わ
れ
市
民
と

の
協
働
に
よ
る
国
体
開
催
と
な

り
ま
し
た
。

市
役
所
わ
き
の
元
荒
川
に
架

か
る
新
平
和
橋
と

西
用
水
に

架
か
る
平
和
橋
は
、
つ
な
が
っ

て
い
て
一
つ
の
橋
の
よ
う
に
見

え
ま
す
。
昭
和
35
年（
１
９
６
０
）

か
ら
始
ま
っ
た
元
荒
川
と

西

用
水
の
用
排
水
分
離
工
事
に
よ

り
、
現
在
の
位
置
よ
り
下
流
に

架
か
っ
て
い
た
旧
平
和
橋
の
架

け
替
え
と
し
て
建
設
さ
れ
ま
し

た
。
ち
な
み
に
、
旧
平
和
橋
は

昭
和
20
年
代
の
前
半
に
架
け
ら

れ
た
木
製
の
橋
で
、
そ
れ
以
前

は
瓦
曽
根
橋
と
呼
ば
れ
た
木
橋

が
架
か
っ
て
い
ま
し
た
。

新
平
和
橋
と
平
和
橋

越
ヶ
谷
の
久
伊
豆
神
社
参
道

前
の
寺
橋
わ
き
の
水
練
場
（
水

泳
場
）
で
は
子
ど
も
た
ち
が
元

気
に
泳
ぐ
姿
が
夏
の
風
物
詩
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
水
練
場
は
、
プ
ー
ル
が

な
か
っ
た
時
代
に
子
ど
も
た
ち

に
水
泳
を
楽
し
ん
で
も
ら
お
う

と
青
年
団
が
設
け
た
も
の
で
、

話
を
聞
い
て
岩
槻
や
春
日
部
か

ら
も
子
ど
も
た
ち
が
訪
れ
て
い

ま
し
た
。

こ
の
水
練
場
は
昭
和
35
年

（
１
９
６
０
）
ま
で
続
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

国
道
４
号
（
現
在
の
県
道
足

立
越
谷
線
）
の
交
通
量
や
事
故

の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
、
当

時
の
建
設
省
は
昭
和
39
年
（
１

９
６
４
）
度
か
ら
総
工
費
約
50

億
円
の
予
算
で
草
加
バ
イ
パ
ス

の
建
設
に
着
手
し
、
昭
和
42
年

４
月
に
、
足
立
区
保
木
間
か
ら

市
内
上
間
久
里
ま
で
下
り
２
車

線
が
開
通
し
、
12
月
に
全
面
開

通
と
な
り
ま
し
た
。

国
道
４
号

草
加
バ
イ
パ
ス

の
開
通

寺
橋
わ
き
の
水
練
場

（
宮
前
橋
付
近
）

国
体
の
開
催

昭和42年　神明町二丁目・南荻島付近。後方は西中学校

現在

昭和42年

現在

昭和32年

現在

昭和42年

平成16年

越谷今昔物語
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人
口
の
増
加
に
よ
る
無
秩
序

な
開
発
を
防
ぎ
良
好
な
都
市
基

盤
を
整
備
す
る
た
め
、
積
極
的

に
土
地
区
画
整
理
事
業
が
施
行

さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
36
年

（
１
９
６
１
）
に
市
内
で
最
初
に

区
画
整
理
事
業
が
始
ま
っ
た
北

越
谷
地
区
で
は
、
道
路
や
公
園
、

北
越
谷
駅
西
口
駅
前
広
場
の
整

備
を
行
う
と
と
も
に
、
良
好
な

住
宅
地
の
整
備
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

見
田
方

遺
跡
公
園

（
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
地
区
）

平
成
20
年
（
２
０
０
８
）
３
月

に
開
設
し
た
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ

ン
駅
の
北
側
に
は
見
田
方
遺
跡

公
園
が
広
が
り
ま
す
。
昭
和
41

年
（
１
９
６
６
）
か
ら
42
年
に
か

け
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ

れ
、
住
居
跡
か
ら
土
器
や
勾
玉

な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の

地
区
で
は
、
新
た
な
ま
ち
づ
く

り
が
進
め
ら
れ
、
２
万
２
４
０

０
人
が
住
む
ま
ち
「
越
谷
レ
イ

ク
タ
ウ
ン
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。

区
画
整
理

越
ヶ
谷
の
久
伊
豆
神
社
の
創

建
さ
れ
た
年
代
は
不
明
で
す

が
、
「
吾
妻
鏡

あ
づ
ま
か
が
み

」
の
建
久
５
年

（
１
１
９
４
）
６
月
の
条
に
、

武
蔵
国
大
河
土
御
厨

む
さ
し
の
く
に
お
お

か
わ
ど
み
く
り
や

に
お
い
て

久
伊
豆
宮
神
人

じ

に

ん

と
喧
嘩
出
来
の

由
、
と
の
記
述
が
あ
り
、
こ
の

久
伊
豆
宮
と
は
当
社
を
指
し
て

い
る
と
の
説
も
あ
り
ま
す
。
こ

の
久
伊
豆
宮
に
つ
い
て
は
、
武む

蔵さ
し

七し
ち

党と
う

の
う
ち
私
市
党

き
さ
い
と
う

あ
る
い

は
野
与
党

の

よ

と

う

の
氏
神
と
も
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

越
ヶ
谷
秋
ま
つ
り

（
越
ヶ
谷
地
区
の
旧
日
光
街
道
周
辺
）

江
戸
時
代
中
期
か
ら
伝
わ
る

豊
年
を
祝
う
祭
り
で
、
お
お
む

ね
３
年
に
１
度
行
わ
れ
ま
す
。

古
い
伝
統
と
格
式
が
あ
り
、
江

戸
時
代
の
名
残
を
そ
の
ま
ま
伝

え
る
歴
史
絵
巻
を
見
る
よ
う
で

す
。
祭
り
は
久
伊
豆
神
社
か
ら

神
様
が
お
出
ま
し
に
な
る
神
輿

渡
御
で
始
ま
り
、
到
着
し
た
神

輿
は
各
町
内
の
山
車
８
台
に
迎

え
ら
れ
町
内
を
巡
回
し
ま
す
。

久
伊
豆
神
社
（
越
ヶ
谷
）

昭和33年

現在

昭和31年

現在

昭和41年

現在

昭和40年　北越谷駅西口

現在

越谷今昔物語
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第２章第２章第２章

市民の皆さんからお寄せいただいた写真は、越谷ならではの数々のエピソードが詰まって

います。そんな思い出の写真の中から名シーン、名場面をご紹介します。

元荒川の鉄橋を渡る蒸気機関車

蒸気機関車の通過を見物するために舟で待つ人々

越ヶ谷停車場（現在の北越谷駅）に停車する客車

越ヶ谷町の町並み

久伊豆神社の参道入口

2

2

1

3

4

5

4

3

1

［明治時代］

5



15 14

越ヶ谷古梅園

元荒川に架かる鉄橋

寺橋を渡る神輿渡御の行列

越ヶ谷停車場完成祝賀会（大正９年）

11

11

10

12

13

13

12

明治43年８月の大洪水

ゆかた地の天日干し

8

9

6 7 8
9

6

7

［明治時代］［明治～大正時代］
10



17 16

新方尋常高等小学校の授業風景（昭和10年代）

蒲生西一丁目の久伊豆神社付近（昭和20年代）

田植え風景（昭和20年代）

桜井村の火の見やぐら（昭和27年）

桜井村消防団第六分団（昭和27年）

19

19

18

20

21

22

2122

18

20
久伊豆神社のフジ

久伊豆神社の境内

国道４号瓦曽根交差点付近（昭和15年）

大袋村大道の水田に

着陸した飛行機（昭和８年）

15

15

14

16

17

17

14

16

［昭和初期］［昭和初期～20年代］
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平和橋下から見る福祉会館（昭和44年）

西用水ボート場（昭和47年）

にぎわう蒲生中央通商店街（昭和45年）

大相模地区での馬を利用した耕作（昭和42年）

越ヶ谷秋まつり（昭和46年）

29

29

28

30

31

32

3132

28

30

染物工場での反物の天日干し（昭和30年代）

元荒川で洗い物をする人たち（昭和30年代）

東小林の香取神社での紙芝居（昭和30年代）

テレビに見入る蒲生保育所の子どもたち（昭和37年）

元荒川に架かる鉄橋を通過する電車（昭和39年）

24

24

23

25

26

27

27 26

23

25

［昭和30年代］［昭和40年代］



2021

赤水門と呼ばれた旧瓦曽根堰（平成８年）

しらこばと橋と旧瓦曽根堰（平成８年）

蒲生駅（平成９年）

越谷駅付近（東柳田町付近）の稲掛け風景（平成３年）

東埼玉資源環境組合展望台からの風景（平成９年）

39

39

38

40

41

42

4142

38

40
越谷駅東口（昭和51年）

越谷駅東口（昭和61年）

南越谷駅南口（昭和54年）

越谷コミュニティセンターと

南越谷駅・新越谷周辺駅（昭和55年）

南越谷駅と新越谷駅を結ぶ通路（昭和61年）

34

34

33

35

36

37

37 36

33

35

［昭和50・60年代］［平成元年～現代］
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越谷50年の歩み

第３章第３章第３章

越谷市制施行記念式典〔昭和33年〕
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古代中世

今
か
ら
約
４
〜
５
０
０
０
年
前
、
縄
文
時
代
後
期
の

こ
ろ
、
越
谷
を
含
む
約
10
メ
ー
ト
ル
の
等
高
線
ま
で
の

地
は
海
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
や
が
て
今
か
ら
約
３
０

０
０
年
前
に
な
る
と
、
地
球
の
気
温
が
現
在
の
よ
う
な

温
度
に
下
が
り
、
海
が
後
退
し
河
川
に
よ
っ
て
運
ば
れ

た
土
砂
に
よ
っ
て
沖
積
地
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

人
々
は
丘
陵
地
や
台
地
か
ら
稲
作
に
適
し
た
沖
積
地

に
移
り
住
み
、
自
然
堤
防
に
集
落
を
構
え
農
業
を
始
め

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
越
谷
に

人
々
が
住
み
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
相
模
地
区

の
見
田
方
の
地
か
ら
竪
穴
式
住
居
跡
が
発
見
さ
れ
、
数

多
く
の
土
器
や
装
飾
具
、
モ
ミ
な
ど
が
出
土
し
た
こ
と

か
ら
、
古
墳
後
期
か
ら
古
代
に
か
け
て
と
推
定
さ
れ
ま

す
。そ

の
後
、
大
和
朝
廷
に
よ
り
国
や
郡
が
設
け
ら
れ
、

当
時
、
越
谷
は
元
荒
川
を
境
に
武
蔵
国
と
下
総
国
、
綾

瀬
川
を
境
に
武
蔵
国
埼
玉
郡
と
足
立
郡
に
分
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
大
相
模
郷
に
天
平
勝
宝
２
年

（
７
５
０
）
に
大
聖
寺
が
、
貞
観
２
年
（
８
６
０
）
に
野

島
の
浄
山
寺
が
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

6世紀７世紀８世紀9世紀10世紀11世紀12世紀13世紀14世紀15世紀16世紀

見
田
方
（
大
成
町
）
に
古
墳
時
代
後
期

の
集
落
が
つ
く
ら
れ
、
人
々
の
生
活
が

営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

大
化
の
改
新
が
始
ま
り
、
天
皇
を
中
心

と
し
た
律
令
制
に
よ
る
統
一
国
家
が
樹

立
さ
れ
て
い
く

大
相
模
不
動
坊
（
相
模
町
大
聖
寺
）
が

創
建
さ
れ
た
と
伝
え
る

武
蔵
国
は
東
山
道
よ
り
東
海
道
に
編
入

さ
れ
る
。
以
来
奥
州
海
道
、
甲
州
海
道

な
ど
海
道
と
称
さ
れ
た

野
島
に
天
台
宗
慈
福
寺
（
現
在
の
曹
洞

宗
浄
山
寺
）
が
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
る

平
将
門
、
王
城
を
建
設
、
新
皇
と
称
し
た

大
沢
（
現
在
の
北
越
谷
）
の
浅
間
社
が

勧
請
さ
れ
た
と
伝
え
る

野
与
党
の
一
族
古
志
賀
谷
二
郎
為
基
や
大

相
模
二
郎
能
高
が
越
谷
に
定
住
。
野
与
党

の
氏
神
久
伊
豆
宮
を
祀
っ
た
と
伝
え
る

源
頼
朝
、武
蔵
国
に
入
り
平
氏
を
攻
め
る

源
頼
朝
、
大
河
土
御
厨
を
豊
受
大
神
宮

（
伊
勢
神
宮
の
外
宮
）
に
寄
進
す
る

大
河
土
御
厨
（
越
谷
の
一
部
を
含
む
八

条
領
な
ど
）
と
越
ヶ
谷
久
伊
豆
宮
神
人

と
の
争
い
が
起
き
る

越
谷
最
大
最
古
の
板
碑
が
建
立
さ
れ
る

（
現
在
の
御
殿
町
）

金
沢
称
名
寺
文
書
新
方
検
見
帳
に
恩
間

の
地
名
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

鎌
倉
北
条
氏
滅
亡

足
利
尊
氏
、
大
泊
安
国
寺
に
利
生
塔
を

造
塔
し
た
と
伝
え
る

足
利
成
氏
、
上
杉
方
と
越
ヶ
谷
野
に
戦

い
古
河
に
敗
走
し
た
と
伝
え
る

越
ヶ
谷
天
嶽
寺
開
基
と
伝
え
る

北
条
氏
康
、

西
の
本
田
氏
に
越
谷
・

舎
人
（
足
立
区
）
の
両
郷
を
与
え
る
と

し
た
文
書
を
発
給

太
田
氏
資
、
平
林
寺
領
馬
籠
（
岩
槻
）

四
条
（
越
谷
）
の
領
地
を
安
堵
す
る

呑
龍
上
人
、
平
方
の
林
西
寺
に
入
り
剃

髪
す
る

岩
槻
城
代
北
条
氏
繁
、
大
相
模
不
動
院

に
掟
書
を
発
す

太
田
氏
房
、
大
相
模
不
動
院
に
禁
制
を

発
す

古
く
は
海
の
中
、
見
田
方
遺
跡
か
ら
土
器

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
武
士
が
登
場
し
ま

し
た
が
、
こ
の
武
士
を
中
心
に
新
田
開
発
が
進
め
ら
れ

て
い
き
ま
し
た
。
越
谷
に
は
武
蔵
七
党
の
う
ち
野
与
党

の
一
族
に
古
志
賀
谷
（
越
谷
）
二
郎
為
基
、
大
相
模
二

郎
な
ど
の
名
が
み
ら
れ
ま
す
。
武
蔵
七
党
野
与
党
の
氏

神
が
久
伊
豆
神
社
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
中
世
に
は
生
前
に
死
後
の
冥
福
を
願
っ
て
立

て
ら
れ
た
石
の
塔
婆
が
数
多
く
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
板
石
塔
婆
と
も
板
碑
と
も
い
い
ま
す
。
越
谷
に

は
こ
の
板
碑
は
建
長
元
年
（
１
２
４
９
）
銘
の
も
の
を

は
じ
め
２
０
０
基
以
上
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の

人
々
の
生
活
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

子
育
て
で
有
名
な
呑
龍
上
人
が
住
職
を
務
め
て
い
た
平

方
の
林
西
寺
を
は
じ
め
、
迎
摂
院
、
安
国
寺
、
天
獄
寺

な
ど
市
内
の
主
な
寺
院
は
、
中
世
の
開
山
を
伝
え
て
い

ま
す
。

鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
を
経
て
戦
国
時
代
を
迎
え
、
天

正
２
年
（
１
５
７
４
）
に
上
杉
謙
信
の
関
東
撤
退
後
は

北
条
氏
が
関
東
を
制
覇
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

17世紀18世紀

小
田
原
北
条
氏
滅
亡
。
代
わ
っ
て
徳
川

家
康
関
東
移
封
江
戸
城
を
本
城
と
す
る

よ
う
命
ぜ
ら
れ
る

伊
奈
忠
次
、
利
根
川
を
太
日
川
（
江
戸

川
筋
）
に
付
替
え
。
こ
れ
に
よ
り
鷲
宮

以
南
の
利
根
川
は
廃
川
と
な
り
古
利
根

川
と
称
さ
れ
る

関
ヶ
原
戦
の
勝
利
で
家
康
天
下
に
君
臨

奥
州
海
道
を
公
道
に
指
定
。
四
丁
野
村

の
一
部
に
越
ヶ
谷
宿
が
取
立
て
ら
れ
る

家
康
、
江
戸
に
幕
府
を
開
く

家
康
が
越
ヶ
谷
御
殿
を
造
成
す
る
（
現

在
の
御
殿
町
）

家
康
廟
を
日
光
山
に
改
葬
。
以
来
、
奥

州
海
道
の
千
住
〜
宇
都
宮
を
日
光
街
道

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る

三
野
宮
・
大
道
・
大
竹
・
恩
間
を
岩
槻

藩
領
と
す
る

荒
川
を
入
間
川
筋
に
瀬
替
。
熊
谷
か
ら

の
荒
川
は
元
荒
川
と
称
さ
れ
た

草
加
宿
成
立
。
日
光
街
道
は
ほ
ぼ
旧
４

号
国
道
筋
に
な
る

関
宿
よ
り
金
杉
間
の
新
江
戸
川
開
通

江
戸
城
焼
失
、
越
ヶ
谷
御
殿
が
江
戸
城

二
の
丸
に
移
さ
れ
る

幸
手
用
水
路
（

西
用
水
）
が
開
か
れ

る見
田
方
・
南
百
・
千
疋
・
四
条
・
麦
塚
・
柿

ノ
木
、
後
に
東
方
忍
藩
領
に
な
る

小
菅
村
か
ら
隅
田
村
ま
で
の
新
綾
瀬
川

開
通
。
綾
瀬
川
は
排
水
専
用
河
川
と
な

る越
ヶ
谷
地
域
な
ど
の
幕
府
領
総
検
地

越
ヶ
谷
宿
な
ど
日
光
街
道
に
助
郷
帳
が

交
付
さ
れ
る

砂
原
・
後
谷
は
米
倉
藩
領
に
、
荻
島
な

ど
は
旗
本
知
行
所
に
分
給
さ
れ
る

関
東
洪
水
。
越
谷
地
域
の
被
害
も
甚
大

富
士
山
大
噴
火
。
越
谷
地
域
に
も
灰
が

降
り
不
作

鷹
場
復
活
。
越
谷
地
域
も
鷹
場
と
な
る

関
東
洪
水
。
越
谷
地
域
の
被
害
も
甚
大

蒲
生
一
村
総
検
地
。
名
主
処
罰

大
松
屋
福
井
家
越
ヶ
谷
宿
本
陣
と
な
る

浅
間
山
噴
火
。
越
谷
地
域
も
大
凶
作

大
沢
町
大
火

中
世
の
動
乱
と
板
碑

６
世
紀
後
半

６
４
５
　
　
大
化
元

７
５
０
　

７
７
１
　
　
宝
亀
２

８
６
０
　
　
貞
観
２

９
３
９
　
　
天
慶
２

１
０
３
４
　
長
元
７

１
０
４
０
〜

長
久
・
寛
徳
年
間

１
１
８
０
　
治
承
４

１
１
８
４
　
寿
永
３

１
１
９
４
　
建
久
５

１
２
４
９
　
建
長
元

１
３
２
６
　
嘉
暦
元

１
３
３
３
　
元
弘
３

１
３
４
５
　
貞
和
元

１
４
６
１
　
寛
正
２

１
４
７
８
　
文
明
10

１
５
６
２
　
永
禄
５

１
５
６
７
　

10

１
５
６
９
　

12

１
５
７
２

元
亀
３

１
５
８
６

天
正
14

１
５
９
０

18

１
５
９
４
　
文
禄
３

１
６
０
０
　
慶
長
５

１
６
０
２
　

７

１
６
０
３
　

８

１
６
０
４
　

９

１
６
１
７
　
元
和
３

１
６
２
５
　
寛
永
２

１
６
２
９
　

６

１
６
３
０
　

７

１
６
４
１
　

18

１
６
５
７
　
明
暦
３

１
６
６
０
　
万
治
３

１
６
６
２
　
寛
文
２

１
６
８
０
　
延
宝
８

１
６
９
５
　
元
禄
８

１
６
９
６

９

１
６
９
８
　

11

１
７
０
４
　
宝
永
元

１
７
０
６
　

３

１
７
１
６
　
享
保
元

１
７
４
２
　
寛
保
２

１
７
６
２
　
宝
暦
12

１
７
８
０
　
安
永
９

１
７
８
３
　
天
明
３

天
平
勝
宝
２

▲浄山寺 ▲見田方遺跡から出土した土器▲林西寺 ▲建長元年板碑（御殿町）
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近世近代

天
正
18
年
（
１
５
９
０
）
７
月
、
豊
臣
秀
吉
の
関
東

攻
め
で
北
条
氏
は
滅
ぼ
さ
れ
、
か
わ
っ
て
徳
川
家
康
が

関
東
へ
入
国
し
ま
し
た
。
徳
川
氏
は
荒
川
や
利
根
川
の

流
路
の
大
改
修
を
行
う
ほ
か
、

西
用
水
の
開
発
な
ど

幾
多
の
用
排
水
路
を
整
備
し
ま
し
た
。

ま
た
、
慶
長
７
年
（
１
６
０
２
）
に
奥
州
街
道
（
後

の
日
光
街
道
）
に
も
伝
馬
制
が
敷
か
れ
、
越
ヶ
谷
宿
が

取
り
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
宿
場
は
公
用
荷
人
運
輸
の
中

継
所
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
街
道
沿
い
に
新

し
く
家
並
み
が
造
成
さ
れ
、
天
保
14
年
（
１
８
４
３
）

に
は
、
戸
数
１
０
０
５
軒
、
人
口
４
６
０
３
人
を
数
え
、

旅
籠
（
は
た
ご
）
屋
は
、
本
陣
、
脇
本
陣
を
含
め
57
軒

に
及
び
ま
す
。

徳
川
家
康
は
民
情
の
視
察
を
兼
ね
、
鷹
狩
り
を
し
な

が
ら
各
地
を
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
は
じ
め
寺
社
や
民
家

な
ど
で
休
ん
で
い
ま
し
た
が
、
し
だ
い
に
家
康
の
別
荘

で
あ
る
御
殿
が
設
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
増
林
に
も

御
茶
屋
御
殿
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
慶
長
９
年
（
１

６
０
４
）
に
越
ヶ
谷
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

18世紀19世紀明治

関
東
洪
水
。
越
谷
地
域
の
被
害
も
甚
大

関
東
郡
代
伊
奈
氏
滅
亡
。
家
臣
会
田
七

左
衛
門
家
な
ど
の
土
地
は
取
上
げ
ら
れ

る大
沢
町
大
火

越
ヶ
谷
町
山
崎
篤
利
・
小
泉
市
右
衛

門
・
町
山
善
兵
衛
、
平
田
篤
胤
の
門
人

と
な
る

広
域
行
政
に
よ
る
越
ヶ
谷
改
革
組
合
な

ど
が
結
成
さ
れ
る

ア
メ
リ
カ
の
軍
船
浦
賀
来
航
、
通
商
条

約
の
締
結
を
迫
る
。
越
谷
地
域
の
農
民

も
御
台
場
構
築
に
協
力
さ
せ
ら
れ
る

江
戸
大
地
震
。
越
谷
地
域
の
被
害
も
甚
大

水
戸
天
狗
党
挙
兵
。
倒
伐
隊
越
ヶ
谷
宿

に
止
宿

長
州
征
伐
・
御
用
金
を
課
せ
ら
れ
る

徳
川
幕
府
大
政
奉
還

（
明
治
元
年
）
薩
長
を
中
心
と
し
た
鎮

撫
隊
越
谷
に
往
復
。
幕
府
崩
壊
。
維
新

政
府
が
樹
立
さ
れ
る
。
江
戸
城
が
皇
居

と
な
る

越
谷
地
域
は
大
宮
県
（
同
年
浦
和
県
）

と
小
菅
県
の
管
轄
と
な
る

越
谷
な
ど
は
埼
玉
県
と
な
る

伝
馬
制
廃
止

大
沢
町
に
公
立
の
啓
明
学
校
が
設
立
さ

れ
る

越
ヶ
谷
町
大
火

郡
役
所
が
置
か
れ
る
　
県
議
会
・
町
村

議
会
が
開
か
れ
る

越
谷
な
ど
は
江
戸
川
筋
御
猟
場
に
指
定

さ
れ
る

越
谷
な
ど
は
連
合
戸
長
役
場
に
編
成
さ

れ
る

町
村
制
に
よ
り
大
相
模
村
な
ど
８
カ
村

お
よ
び
越
ヶ
谷
・
大
沢
町
組
合
成
立

日
光
街
道
、
千
住
〜
粕
壁
間
に
千
住
馬

車
鉄
道
が
開
通
（
後
、
草
加
馬
車
鉄
道

が
大
沢
ま
で
）。
草
加
警
察
越
ヶ
谷
分

署
が
越
ヶ
谷
警
察
署
に
昇
格

日
清
戦
争
が
始
ま
る
。
越
谷
の
出
征
兵

に
も
戦
没
者
が
出
る

越
ヶ
谷
町
大
火

東
武
鉄
道
千
住
〜
久
喜
間
が
開
通
。
越

ヶ
谷
（
大
沢
町
）
と
蒲
生
（
三
軒
家
）

に
駅
が
設
け
ら
れ
る

日
光
街
道
第
三
の
宿
場
町
の
誕
生

現
在
の
越
谷
市
域
は
明
治
元
年
（
１
８
６
８
）
武
蔵

知
県
事
、
同
４
年
に
は
埼
玉
県
、
同
12
年
に
は
南
埼
玉

郡
の
管
轄
と
な
り
、
同
22
年
に
は
市
制
・
町
村
制
で
２

町
８
カ
村
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
間
、
学
校
や
郵
便
所
、
町
村
役
場
が
整
備
さ
れ

ま
し
た
。
同
26
年
に
は
千
住
・
粕
壁
間
に
千
住
馬
車
鉄

道
が
、
同
32
年
に
は
千
住
・
久
喜
間
に
東
武
鉄
道
が
開

通
し
ま
し
た
。

当
時
の
停
車
場
は
北
千
住
、
西
新
井
、
越
ヶ
谷
（
現

在
の
北
越
谷
）、
粕
壁
（
現
在
の
春
日
部
）、
杉
戸
（
現

在
の
東
武
動
物
公
園
）、
久
喜
の
６
停
車
場
で
し
た
。

そ
の
こ
ろ
越
ヶ
谷
町
な
ど
の
貨
物
輸
送
は
、
綾
瀬
川

な
ど
か
ら
舟
で
運
ん
で
い
ま
し
た
が
、
大
正
９
年
（
１

９
２
０
）
４
月
に
越
ヶ
谷
町
に
停
車
場
が
開
設
さ
れ
て

か
ら
は
鉄
道
輸
送
に
切
り
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
大
正
２
年
（
１
９
１
３
）
に
は
越
ヶ
谷
町
・

大
沢
町
に
初
め
て
電
灯
が
と
も
り
ま
し
た
。

大正昭和

日
露
戦
争
が
始
ま
る
。
越
谷
の
出
征
兵

に
も
多
数
の
戦
没
者
が
出
る

宮
内
庁
埼
玉
鴨
場
が
開
設
さ
れ
る

関
東
洪
水
。
越
谷
地
域
の
被
害
も
甚
大

蒲
生
の
綾
瀬
川
に
武
陽
水
陸
運
輸
株
式

会
社
が
設
立
さ
れ
る

越
ヶ
谷
町
〜
大
沢
町
に
電
灯
線
が
引
か

れ
る

新
方
領
耕
地
整
理
事
業
完
成

東
武
鉄
道
越
ヶ
谷
駅
が
開
設
さ
れ
、
大

沢
の
旧
越
ヶ
谷
駅
は
武
州
大
沢
駅
と
改

称
さ
れ
る

古
利
根
川
大
吉
の
重
り
土
橋
が
改
築
さ

れ
古
利
根
堰
と
寿
橋
が
建
設
さ
れ
る

関
東
大
震
災
。
越
谷
の
被
害
も
甚
大
。

郡
制
廃
止

越
ヶ
谷
町
立
実
科
高
等
女
学
校
が
県
に

移
管
。
越
ヶ
谷
高
等
女
学
校
と
称
さ
れ

る
（
現
在
の
越
ヶ
谷
高
等
学
校
）

健
康
保
険
類
似
組
合
「
越
ヶ
谷
順
正
会
」

が
設
立

太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
。
越
谷
の
出
征

兵
に
も
多
数
の
戦
没
者
が
出
る

終
戦
。
連
合
軍
の
一
部
隊
が
荻
島
飛
行

場
跡
に
駐
屯

関
東
洪
水
。
越
谷
地
域
の
被
害
も
甚
大

六
・
三
制
義
務
教
育
制
に
よ
り
新
制
中

学
校
が
開
設

農
地
解
放
に
よ
り
大
地
主
姿
を
消
す

越
ヶ
谷
大
沢
自
治
体
警
察
が
発
足
（
26

年
廃
止
）

11
月
　
越
谷
地
区
２
町
８
ヵ
村
が
合
併

し
越
谷
町
と
な
る

合
併
後
初
の
町
議
会
が
越
ヶ
谷

高
等
学
校
講
堂
で
開
か
れ
る

青
年
団
が
設
立
さ
れ
る

12
月
　
町
長
選
挙
が
行
わ
れ
る
。
初
代

町
長
に
大
塚
伴
鹿
氏
が
当
選

新
警
察
法
施
行
（
自
治
体
警
察
廃
止
）。

電
気
掃
除
機
、
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
が
三

種
の
神
器
と
呼
ば
れ
る

近
代
化
と
交
通
の
変
革

１
７
８
６
　

６

１
７
９
２
　
寛
政
４

１
８
１
６
　
文
化
13

１
８
２
７
　
文
政
10

１
８
５
３
　
嘉
永
６

１
８
５
４
　
安
政
元

１
８
６
４
　
元
治
元

１
８
６
５
　
慶
応
元
〜

１
８
６
７
　

３

１
８
６
８
　

４

１
８
６
９
　
明
治
２

１
８
７
１
　

４

１
８
７
２
　

５

１
８
７
３
　

６

１
８
７
４
　

７

１
８
７
９
　

12

１
８
８
３
　

16

１
８
８
４
　

17

１
８
８
９
　

22

１
８
９
３
　

26

１
８
９
４
　

27

１
８
９
９
　

32

１
９
０
４
　

37

１
９
０
８
　

41

１
９
１
０
　

43

１
９
１
３
　
大
正
２

１
９
１
６
　

５

１
９
２
０
　

９

１
９
２
１
　

10

１
９
２
３
　

12

１
９
３
０
　
昭
和
５

１
９
３
６
　

11

１
９
４
１
　

16

１
９
４
５
　

20

１
９
４
７
　

22

１
９
４
８
　

23

１
９
５
４
　

29

▲旧日光街道沿いの古い家並

歌
川
広
重
の
「
武
蔵
越
か
や
在
」

▲高瀬舟 ▲元荒川の鉄橋を渡る蒸気機関車

▲

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
所
蔵
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昭
和
28
年
（
１
９
５
３
）、
町
村
合
併
促
進
法
が
施

行
さ
れ
、
町
村
合
併
の
気
運
が
高
ま
る
中
、
昭
和
29
年

11
月
に
越
谷
地
区
２
町
８
カ
村
が
合
併
し
て
、
越
谷
町

と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
30
年
９
月
に
は
、
町
役
場
新
庁

舎
が
越
ヶ
谷
一
丁
目
に
完
成
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
草

加
町
の
伊
原
、
麦
塚
、
上
谷

う

わ

や

の
越
谷
町
へ
の
編
入
を
経

て
、
昭
和
33
年
11
月
に
市
制
が
施
行
さ
れ
人
口
４
万
８

３
１
８
人
の
越
谷
市
が
誕
生
し
ま
し
た
。

当
事
の
暮
ら
し
に
目
を
向
け
る
と
、
昭
和
31
年
に
経

済
企
画
庁
（
現
在
の
内
閣
府
）
か
ら
発
表
さ
れ
た
経
済

白
書
の
副
題
に
は
「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
と
記
さ

れ
て
お
り
、
日
本
経
済
は
高
度
成
長
へ
と
進
み
出
し
ま

し
た
。
昭
和
35
年
に
は
、
人
口
が
５
万
人
を
突
破
し
ま

し
た
。
ま
た
、
人
口
の
増
加
に
合
わ
せ
て
地
下
鉄
日
比

谷
線
が
北
越
谷
駅
ま
で
相
互
乗
り
入
れ
、
首
都
圏
の
ベ

ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
、
そ
の
後
の
人
口
の
急
増
時
代
を

迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
東
京
五
輪
開
催
で
日
本
中

が
沸
い
た
昭
和
39
年
、
マ
イ
カ
ー
時
代
の
到
来
に
合
わ

せ
て
道
路
整
備
が
進
め
ら
れ
国
道
４
号
・
草
加
バ
イ
パ

ス
の
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

越
谷
市
誕
生
。

そ
し
て
人
口
急
増
へ

昭和30年代

昭和33年（1958年）昭和34年（1959年） 昭和30年（1955年）昭和31年（1956年）昭和32年（1957年）昭和32年

越谷50年の歩み

１
月
　
「
越
谷
町
」
の
町
章
が
決
定
さ
れ
る

３
月
　
商
工
会
が
設
立
さ
れ
る
。

４
月
　
消
防
団
（
10
分
団
）
が
結
成
さ
れ
る

体
育
協
会
が
発
足

社
会
福
祉
協
議
会
が
発
足

連
合
婦
人
会
が
発
足

９
月
　
町
役
場
新
庁
舎
が
越
ヶ
谷
一
丁
目
に
完
成
、
越

谷
町
合
併
・
役
場
庁
舎
竣
工
の
祝
賀
式
典
が
執

り
行
わ
れ
る

10
月
　
合
併
後
初
の
町
議
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、
議

員
30
人
が
選
出
さ
れ
る

11
月
　
草
加
町
の
伊
原
、麦
塚
、上
谷
を
越
谷
町
に
編
入

神
武
景
気
が
始
ま
る
。
初
の
ア
ル
ミ
貨
幣
と
な

る
１
円
硬
貨
が
発
行
さ
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

(

ス
イ
ス)

で
軍
縮
な
ど
を
め
ぐ
り
米
英
仏
ソ
の

４
カ
国
首
脳
が
会
談

１
月
　
越
谷
周
辺
に
生
息
す
る
「
シ
ラ
コ
バ
ト
」
が
国

の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
る

２
月
　
各
地
区
の
農
業
共
済
組
合
が
統
合
さ
れ
る

４
月
　
商
工
会
が
元
荒
川
堤
（
南
荻
島
〜
瓦
曽
根
堰
）

に
桜
の
苗
木
１
３
０
０
本
植
え
る

８
月
　
大
相
模
西
方
と
増
林
東
小
林
を
結
ぶ
不
動
橋
が

完
成

10
月
　
平
方
と
春
日
部
赤
沼
を
結
ぶ
古
利
根
橋
が
完
成

第
１
回
町
民
体
育
祭
が
開
催
さ
れ
る

12
月
　
武
州
大
沢
駅
が
北
越
谷
駅
と
改
称
さ
れ
る

第
１
回
町
内
一
周
駅
伝
競
走
が
行
わ
れ
る

新
方
向
畑
と
松
伏
を
結
ぶ
堂
面
橋
が
完
成

国
連
総
会
で
日
本
の
加
盟
を
可
決
。
日
ソ
国
交

回
復

４
月
　
出
羽
地
区
に
町
立
第
１
診
察
所
が
完
成

増
林
・
大
相
模
の
２
中
学
校
が
合
併
し
、
越
谷

町
初
の
統
合
中
学
と
し
て
東
中
学
校
が
開
校

７
月
　
大
袋
地
区
に
集
団
赤
痢
発
生
、
２
６
１
８
人
が

強
制
検
査
（
保
菌
者
１
０
２
人
）

８
月
　
町
初
の
舗
装
道
路
完
成
。
越
谷
駅
前
か
ら
赤
山

街
道
に
通
じ
る
町
道
（
弥
生
町
）
で
、
幅
５
・

85
ｍ
、
延
長
１
４
０
ｍ

大
袋
小
学
校
に
プ
ー
ル
第
１
号
が
完
成

９
月
　
建
設
省
か
ら
都
市
計
画
の
指
定
を
受
け
る

11
月
　
合
併
３
周
年
記
念
行
事
が
開
か
れ
、
越
谷
音
頭

を
発
表

12
月
　
上
水
道
工
事
に
着
手

ソ
連
が
世
界
初
の
人
工
衛
星
打
ち
上
げ
に
成

功
。
５
０
０
０
円
札
、
１
０
０
円
硬
貨
が
発
行

さ
れ
る
。
南
極
観
測
隊
が
上
陸
し
、
昭
和
基
地

を
建
設

３
月
　
定
例
町
議
会
で
町
税
条
例
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ
る

５
月
　
越
谷
上
水
道
が
通
水
さ
れ
る

６
月
　
三
野
宮
橋
が
完
成

大
沢
交
差
点
に
初
の
自
動
信
号
機
が
設
置

９
月
　
青
少
年
補
導
委
員
会
が
発
足

文
化
財
保
護
条
例
が
制
定
さ
れ
る

11
月
　
市
制
が
施
行
さ
れ
る
（
人
口
４
万
８
３
１
８
人
）

市
制
施
行
記
念
式
典
が
執
り
行
わ
れ
る

第
１
回
郷
土
物
産
大
品
評
会
を
開
催

福
祉
事
務
所
が
設
置
さ
れ
る

12
月
　
初
の
市
長
選
（
無
投
票
）
に
お
い
て
大
塚
伴
鹿

氏
が
当
選

市
制
施
行
後
初
の
市
議
会
が
庁
舎
会
議
室
で
開

か
れ
る

日
中
貿
易
全
面
停
止
。
１
万
円
札
が
発
行
さ
れ

る
。
東
京
タ
ワ
ー
、
国
立
競
技
場
が
完
成
。
岩

戸
景
気
が
始
ま
る

３
月
　
定
例
市
議
会
が
開
か
れ
る
。
昭
和
34
年
度
の
予

算
総
額
２
億
６
６
３
７
万
円
、
一
般
会
計
１
億

７
０
０
０
万
円

４
月
　
越
ヶ
谷
中
学
校
と
大
沢
中
学
校
を
統
合
、
中
央

中
学
校
が
開
校
す
る

５
月
　
宮
前
橋
が
完
成

８
月
　
国
際
興
業
バ
ス
、
越
谷
〜
大
宮
間
（
大
門
野
田

経
由
）
バ
ス
路
線
の
運
転
を
開
始

９
月
　
大
袋
地
区
の
簡
易
水
道
の
通
水
式
が
行
わ
れ
る

初
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
校
舎
が
中
央
中

学
校
に
完
成

10
月
　
市
制
施
行
後
初
の
市
議
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ

る

▲越谷町合併３周年記念式典〔昭和32年〕

▲越谷町役場庁舎（後の市役所庁舎）〔昭和30年〕▲第１回町内一周駅伝競走〔昭和31年〕

▲堂面橋が完成〔昭和31年〕



昭和37年 昭和37年（1962年）昭和38年（1963年）昭和39年（1964年）

昭和30年代

31

昭和34年昭和35年（1960年）昭和36年（1961年）

30

地
下
鉄
日
比
谷
線
が
北
越
谷
駅
ま
で
相
互
乗
り

入
れ

９
月
　
草
加
・
越
谷
ご
み
焼
却
場
が
完
成

11
月
　
市
長
選
（
無
投
票
）
に
お
い
て
大
塚
伴
鹿
氏
が

再
選

堀
江
謙
一
氏
が
小
型
ヨ
ッ
ト
で
単
独
太
平
洋
横

断
に
成
功
。
当
時
、
日
本
最
長
の
北
陸
ト
ン
ネ

ル
が
開
通
。
テ
レ
ビ
受
信
契
約
が
１
０
０
０
万

件
を
突
破

３
月
　
越
谷
電
報
電
話
局
庁
舎
が
完
成
し
、
市
内
の
電

話
が
ダ
イ
ヤ
ル
式
に
な
る

市
内
11
農
協
が
合
併
し
、
越
谷
市
農
業
協
同
組

合
が
発
足

４
月
　
農
業
振
興
特
別
指
導
事
項
が
実
施
さ
れ
る

出
羽
中
学
校
、
荻
島
中
学
校
を
統
合
し
、
西
中

学
校
が
開
校

定
使
野
橋
の
架
け
替
え
完
成

６
月
　
歯
科
医
師
の
山
崎
清
氏
が
初
の
名
誉
市
民
と
な

る蒲
生
地
区
の
一
部
を
除
き
商
店
の
週
休
制
が
実

施
さ
れ
る

７
月
　
青
少
年
問
題
協
議
会
が
発
足

８
月
　
稲
の
害
虫
防
除
と
し
て
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る

初
の
農
薬
散
布
が
行
わ
れ
る

ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領(

ア
メ
リ
カ)

が
暗
殺
さ
れ
る
。

名
神
高
速
道
路
（
尼
崎
Ｉ
Ｃ
〜
栗
東
Ｉ
Ｃ
）
が

開
通
。
黒
部
川
第
四
発
電
所(

黒
四
ダ
ム)

が
完

成

４
月
　
都
市
計
画
法
に
よ
り
市
内
の
用
途
地
域
を
指
定

自
治
会
連
合
会
が
発
足

６
月
　
市
営
火
葬
場
が
登
戸
町
に
完
成

８
月
　
地
下
鉄
日
比
谷
線
が
中
目
黒
ま
で
全
線
開
通

国
道
４
号
バ
イ
パ
ス
の
工
事
が
始
ま
る

30
カ
年
計
画
で
下
水
道
事
業
に
着
手

10
月
　
農
業
協
同
組
合
の
建
物
が
赤
山
町
に
完
成

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
が
開
催
。
東
海
道
新

幹
線(

東
京
駅
〜
新
大
阪
駅)

が
開
通
。
新
潟
地

震
が
発
生

10
月
　
市
消
防
署
が
新
築
開
署
、
消
防
車
を
購
入
す
る

都
市
計
画
の
基
本
計
画
が
策
定
さ
れ
る

皇
太
子
明
仁
親
王
が
正
田
美
智
子
さ
ん
と
ご
成

婚
。
伊
勢
湾
台
風
で
死
者
・
不
明
者
５
０
９
８

人
。
テ
レ
ビ
の
普
及
台
数
が
増
え
る

４
月
　
新
方
中
学
校
、
桜
井
中
学
校
、
大
袋
中
学
校
を

統
合
し
、
北
中
学
校
が
開
校

蒲
生
中
学
校
を
南
中
学
校
と
改
称
す
る

７
月
　
越
谷
松
伏
水
道
組
合
が
発
足

越
谷
郵
便
局
舎
が
越
ヶ
谷
に
完
成

園
芸
組
合
連
合
会
が
発
足

防
犯
協
会
が
発
足

８
月
　
越
ヶ
谷
小
学
校
に
プ
ー
ル
が
完
成

９
月
　
人
口
が
５
万
人
を
突
破

工
業
連
合
会
が
結
成
さ
れ
る

11
月
　
商
工
会
が
法
制
商
工
会
と
な
る

越
谷
郵
便
局
が
特
定
局
か
ら
普
通
局
に
昇
格

御
殿
町
か
ら
瓦
曽
根
溜
井
ま
で
、

西
用
水
と

元
荒
川
の
分
離
工
事
が
始
ま
る

安
保
条
約
改
定
反
対
デ
モ
激
化
。
池
田
内
閣
が

「
国
民
所
得
倍
増
計
画
」
を
策
定
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・

民
放
４
社
が
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
放
送
を
開
始

１
月
　
草
加
・
越
谷
清
掃
組
合
が
設
立
さ
れ
る

３
月
　
越
谷
で
全
国
初
の
胃
ガ
ン
集
団
検
診
始
ま
る

６
月
　
警
察
署
庁
舎
が
新
築
移
転
（
大
沢
）

９
月
　
第
１
体
育
館
が
完
成

11
月
　
増
林
浄
水
場
が
完
成

ソ
連
が
世
界
初
の
有
人
人
工
衛
星
の
打
ち
上
げ

に
成
功
。
大
鵬
と
柏
戸
が
横
綱
に
同
時
昇
進
し

柏
鵬
時
代
が
始
ま
る

１
月
　
開
発
公
社
が
設
立
さ
れ
る

全
国
初
の
子
宮
が
ん
集
団
検
診
が
行
わ
れ
る

北
越
谷
地
区
で
初
の
土
地
区
画
整
理
事
業
に
着

手

３
月
　
安
全
都
市
宣
言
を
す
る

４
月
　
東
武
ガ
ス
が
１
６
０
０
戸
に
都
市
ガ
ス
の
供
給

を
始
め
る

５
月
　
大
相
模
見
田
方
耕
地
で
古
墳
時
代
の
土
器
発
見

消
防
署
で
救
急
車
が
購
入
さ
れ
、救
急
活
動
開
始

▲国道４号バイパスの工事が開始〔昭和39年〕

▲越ヶ谷商店街（中町・越ヶ谷三丁目）〔昭和30年代〕

▲越谷市消防署が開署〔昭和34年〕

▲ 西用水と元荒川の分離工事〔昭和35年〕
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農
地
の
宅
地
化
や
地
下
鉄
日
比
谷
線
の
東
武
伊
勢

崎
線
へ
の
相
互
乗
り
入
れ
な
ど
に
伴
い
、
昭
和
42
年

（
１
９
６
７
）
に
は
、
人
口
が
10
万
人
を
突
破
し
ま
し

た
。
都
市
化
の
進
展
で
ま
ち
の
様
子
も
大
き
く
変
り
、

人
口
の
急
増
は
、
ま
ち
を
活
性
化
さ
せ
る
反
面
、
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
ま
し
た
。
農
地
の
埋
め
立
て

に
よ
る
無
秩
序
な
住
宅
地
の
拡
大
、
地
下
水
の
汲
み

上
げ
に
よ
る
地
盤
沈
下
、
排
水
不
良
に
よ
る
浸
水
被

害
、
汚
水
流
出
に
よ
る
河
川
の
汚
濁
、
交
通
事
故
や

防
災
上
の
問
題
、
学
校
や
医
療
施
設
な
ど
の
不
足
が

生
じ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
市
で

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
増

え
続
け
る
人
口
に
追
わ
れ
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
の

時
代
が
続
き
ま
し
た
。

一
方
、
昭
和
42
年
に
は
、
埼
玉
国
体
が
開
催
さ
れ
、

越
谷
市
で
は
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
競
技
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
年
、
草
加
バ
イ
パ
ス
が
開
通
し
、
高
度

経
済
成
長
に
伴
い
増
え
る
交
通
量
に
対
応
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
現
在
の
市
庁
舎
が
完
成
、
市
制
施
行
10
周

年
を
祝
う
式
典
と
と
も
に
新
築
落
成
記
念
式
典
が
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。

日
本
の
経
済
成
長
と
と
も
に

都
市
化
す
る
ま
ち

昭和40年代
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越谷50年の歩み

３
月
　
初
の
市
営
住
宅
が
大
袋
に
建
設
さ
れ
る

５
月
　
大
沢
・
大
房
の
一
部
で
市
内
初
の
新
住
居
表

示
が
施
行
さ
れ
る

９
月
　
福
祉
会
館
が
完
成
し
、
市
立
図
書
館
が
同
館

内
に
移
転

初
の
横
断
歩
道
橋
が
越
ヶ
谷
観
音
横
町
（
現

在
の
越
ヶ
谷
三
丁
目
）
に
完
成

10
月
　
埼
玉
県
東
部
清
掃
組
合
が
発
足
す
る

11
月
　
県
民
の
鳥
に
「
シ
ラ
コ
バ
ト
」
決
定

朝
永
振
一
郎
氏
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受

賞
。
日
韓
基
本
条
約
調
印
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

で
米
軍
に
よ
る
北
爆
が
開
始

１
月
　
南
部
浄
水
場
が
完
成
す
る

４
月
　
立
正
女
子
大
学
（
現
在
の
文
教
大
学
）
が
開
校

５
月
　
武
蔵
野
東
線
（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線
）
が

市
内
で
着
工

商
工
会
と
工
業
連
合
が
合
併
し
、
新
商
工
会

が
発
足

新
平
和
橋
が
完
成

出
津
橋
が
完
成

６
月
　
越
谷
駅
前
通
り
が
ほ
ぼ
完
成
す
る

10
月
　
平
和
橋
の
架
橋
工
事
が
始
ま
る

11
月
　
市
長
選（
無
投
票
）に
お
い
て
大
塚
伴
鹿
氏
が
３
選

国
道
４
号
バ
イ
パ
ス
の
舗
装
工
事
が
始
ま
る

12
月
　
大
相
模
見
田
方
遺
跡
の
発
掘
調
査
開
始

中
国
で
文
化
大
革
命
が
始
ま
る
。
い
ざ
な
ぎ

景
気
が
始
ま
る
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
来
日

４
月
　
せ
ん
げ
ん
台
駅
が
開
業

川
柳
小
学
校
が
開
校

越
谷
松
伏
水
道
組
合
が
越
谷
・
松
伏
水
道
企

業
団
に
名
称
を
変
更

東
部
清
掃
組
合
に
し
尿
処
理
場
が
完
成

不
動
橋
架
け
替
え
完
成

５
月
　
北
越
谷
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
の
記
念
会

館
（
後
の
北
越
谷
公
民
館
）
が
完
成

９
月
　
消
防
署
庁
舎
が
完
成

10
月
　
人
口
が
10
万
人
を
突
破

埼
玉
国
体
開
幕
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
競
技
が
第

１
・
第
２
体
育
館
で
行
わ
れ
る

12
月
　
国
道
４
号
バ
イ
パ
ス
（
足
立
区
保
木
間
〜
越

谷
市
下
間
久
里
）
が
全
線
開
通

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）
が
発
足
。
イ

タ
イ
イ
タ
イ
病
が
発
生

１
月
　
市
民
交
通
傷
害
保
険
制
度
が
発
足

２
月
　
東
部
清
掃
組
合
の
ご
み
焼
却
場
が
完
成

４
月
　
南
越
谷
小
学
校
が
開
校

市
独
自
の
宅
地
造
成
事
業
協
議
基
準
が
設
置

さ
れ
る

市
史
編
さ
ん
事
業
に
着
手

戸
籍
謄
本
、
抄
本
、
住
民
票
写
し
の
交
付
の

電
話
受
付
が
始
ま
る

５
月
　
市
役
所
に
交
通
事
故
相
談
所
を
開
設

蒲
生
、大
里
で
み
ど
り
の
箱
を
設
置
し
、県
内

初
の
機
械
化
に
よ
る
ご
み
収
集
が
行
わ
れ
る

８
月
　
東
小
林
汚
水
処
理
場
が
完
成

11
月
　
市
制
施
行
10
周
年
を
迎
え
る

社
会
福
祉
協
議
会
が
社
会
福
祉
法
人
と
な
る

12
月
　
国
民
健
康
保
険
施
行
30
周
年
を
迎
え
る
（
越

谷
は
国
保
発
祥
の
地
）

川
端
康
成
氏
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
。

三
億
円
強
奪
事
件
が
発
生
。
小
笠
原
諸
島
が

ア
メ
リ
カ
か
ら
返
還
さ
れ
る

３
月
　
瓦
曽
根
溜
井
埋
立
地
に
市
役
所
庁
舎
並
び
に

県
合
同
庁
舎
が
完
成

４
月
　
蒲
生
第
二
小
学
校
（
校
舎
は
蒲
生
小
学
校
）、

県
立
越
谷
北
高
等
学
校
が
開
校

越
谷
市
水
道
事
業
と
越
谷
・
松
伏
水
道
企
業

団
が
合
併
。越
谷
・
松
伏
水
道
企
業
団
と
な
る

５
月
　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
順
正
苑
」
が
開
設

県
越
谷
保
健
所
、
県
越
谷
土
木
事
務
所
が
開
所

６
月
　
市
制
施
行
10
周
年
・
市
庁
舎
新
築
落
成
記
念

式
典
が
執
り
行
わ
れ
る

９
月
　
給
食
セ
ン
タ
ー
が
完
成
、
市
内
５
中
学
校
、

５
小
学
校
に
給
食
の
配
送
を
開
始

元
助
役
の
池
ノ
谷
与
一
郎
氏
が
名
誉
市
民
に

な
る

10
月
　
市
役
所
に
市
民
相
談
室
を
開
設

11
月
　
北
部
浄
水
場
が
完
成

▲現在の市役所庁舎が完成〔昭和44年〕▲開通した国道４号バイパス（南荻島交差点付近）〔昭和42年〕

▲市制施行10周年並びに市庁舎新築落成記念式典〔昭和44年〕
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12
月
　
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
協
会
が
発
足

ア
ポ
ロ
11
号
が
人
類
初
の
月
面
着
陸
。
東
名

高
速
道
路
（
東
京
Ｉ
Ｃ
〜
小
牧
Ｉ
Ｃ
）
が
全

面
開
通
。
大
学
紛
争
が
激
化
し
、
東
大
安
田

講
堂
が
占
拠
さ
れ
機
動
隊
が
出
動

１
月
　
文
化
連
盟
が
発
足

３
月
　
堂
面
橋
の
架
け
替
え
完
成

４
月
　
南
中
学
校
が
移
転
、
東
越
谷
小
学
校
（
校
舎

は
越
ヶ
谷
小
学
校
と
増
林
小
学
校
）
が
開
校

８
月
　
新
都
市
計
画
法
に
よ
る
市
街
化
区
域
と
調
整

区
域
が
決
ま
る

図
書
館
で
図
書
の
巡
回
貸
し
出
し
始
ま
る

10
月
　
大
塚
伴
鹿
氏
が
市
長
退
任

ご
み
収
集
区
域
が
市
内
全
域
に
な
る

11
月
　
市
長
選
に
お
い
て
島
村
平
市
郎
氏
が
当
選

埼
玉
県
東
部
地
区
の
４
市
５
町
に
よ
る
埼
玉

県
東
部
広
域
行
政
協
議
会
が
発
足

12
月
　
神
明
橋
が
開
通

大
阪
で
日
本
万
国
博
覧
会
（
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
70)

が

開
催
。
日
航
機
よ
ど
号
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
。

三
島
由
紀
夫
が
割
腹
自
殺
。
人
口
が
初
め
て

１
億
人
を
超
え
る
（
第
11
回
国
勢
調
査
よ
り
）

２
月
　
消
防
署
谷
中
分
署
が
開
署

４
月
　
大
沢
北
小
学
校
が
開
校

精
神
薄
弱
児
（
現
在
の
知
的
障
害
児
）
通
園

施
設
「
み
の
り
学
園
」
が
開
設
さ
れ
る

６
月
　
県
立
越
谷
青
年
の
家
が
開
所

人
口
が
15
万
人
を
突
破

９
月
　
第
１
回
交
通
安
全
市
民
集
会
を
開
催

11
月
　
第
１
回
商
工
物
産
展
が
第
１
体
育
館
で
開
催

12
月
　
第
１
回
農
業
祭
が
第
１
体
育
館
で
開
催

環
境
庁
を
設
置
。
円
が
変
動
相
場
制
へ
移
行

４
月
　
大
袋
北
小
学
校
（
校
舎
は
大
袋
小
学
校
）、
富

士
中
学
校
が
開
校

５
月
　
三
野
宮
橋
の
架
け
替
え
完
成

６
月
　
越
谷
市
総
合
振
興
計
画
の
基
本
構
想
が
策
定

さ
れ
る

８
月
　
戦
後
初
の
花
火
大
会
が
元
荒
川
で
開
催

12
月
　
戸
籍
謄
・
抄
本
、
住
民
票
の
写
し
な
ど
の
取

り
次
ぎ
店
市
内
５
カ
所
に
設
置

冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
札
幌
大
会
が
開
催
。
連

合
赤
軍
浅
間
山
荘
事
件
。
沖
縄
が
本
土
に
復

帰
。
日
中
国
交
が
回
復

１
月
　
公
害
防
止
条
例
が
制
定
さ
れ
る

２
月
　
移
動
図
書
館
し
ら
こ
ば
と
号
の
巡
回
始
ま
る

３
月
　
消
防
署
蒲
生
分
署
が
開
署

４
月
　
蒲
生
南
小
学
校
、
北
越
谷
小
学
校
（
校
舎
は

大
沢
小
学
校
）
が
開
校

武
蔵
野
線
（
新
松
戸
〜
府
中
本
町
）
が
開
通

し
南
越
谷
駅
が
開
業

越
谷
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
が
開
業

准
看
護
学
校
が
開
校

県
立
児
童
相
談
所
が
開
設

10
月
　
島
村
平
市
郎
氏
が
市
長
退
任

11
月
　
市
長
選
に
お
い
て
黒
田
重
晴
氏
が
当
選

市
営
斎
場
が
東
町
に
完
成

12
月
　
市
役
所
に
緊
急
処
理
セ
ン
タ
ー
が
開
設

第
１
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
。
江
崎
玲
於
奈
氏

が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
。
70
歳
以
上

の
老
人
医
療
の
無
料
化
を
実
施

１
月
　
大
沢
・
大
袋
・
蒲
生
・
南
越
谷
の
４
小
学
校
に
市

内
で
初
め
て
学
童
保
育
室
が
開
設

４
月
　
大
袋
東
小
学
校
（
校
舎
は
大
袋
小
学
校
）、
北

陽
中
学
校
、
県
立
越
谷
南
高
等
学
校
が
開
校

５
月
　
北
越
谷
地
区
が
行
政
区
域
と
な
る

第
二
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
が
完
成

６
月
　
開
発
指
導
要
綱
が
施
行
さ
れ
る

７
月
　
新
越
谷
駅
が
開
業

９
月
　
寝
た
き
り
老
人
の
た
め
の
移
動
浴
そ
う
車

「
し
あ
わ
せ
号
」
が
ス
タ
ー
ト

11
月
　
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
都
市
宣
言

を
す
る

佐
藤
栄
作
氏
が
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
。

長
島
茂
雄
選
手
が
現
役
引
退
。
高
校
進
学
率

が
90
％
を
超
え
る

昭和47年

▲武蔵野線が開通〔昭和48年〕

▲スポーツ・レクリエーション都市宣言〔昭和49年〕

▲第１回商工物産展〔昭和46年〕

▲交通安全市民パレード〔昭和46年〕
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昭
和
50
年
代
に
入
る
と
、
住
民
の
医
療
や
福
祉
に
重

点
が
置
か
れ
、
重
度
心
身
障
が
い
者
の
医
療
費
の
無
料

化
や
看
護
専
門
学
校
の
開
校
、
市
立
病
院
の
開
院
が
あ

り
ま
し
た
。
人
口
は
年
々
増
加
し
、
昭
和
51
年
（
１
９

７
６
）
に
は
、
20
万
人
を
突
破
し
ま
し
た
。
ま
た
、
人

口
の
増
加
に
伴
い
小
・
中
学
校
が
各
地
域
で
相
次
い
で

開
校
さ
れ
ま
し
た
。
市
制
施
行
20
周
年
と
な
る
昭
和
53

年
に
は
、「
越
谷
市
民
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
と
責
任
を
持

ち
、
水
と
緑
と
太
陽
に
恵
ま
れ
た
豊
か
な
ま
ち
を
築
く

た
め
限
り
な
い
願
い
を
こ
め
て
」
と
い
う
市
民
憲
章
が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
54
年
に
は
、
市
民
の
ふ
れ
あ

い
を
目
的
に
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
た
越
谷
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
開
館
し
、
市
制
施
行
20
周
年
記
念
式

典
が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
昭
和
57
年
に
な
る

と
せ
ん
げ
ん
台
駅
南
陸
橋
が
開
通
し
、
東
西
の
往
来
が

便
利
に
な
り
ま
し
た
。

住
み
よ
い
環
境
と
し
て
、
生
活
の
利
便
性
だ
け
で
な

く
快
適
性
（
ア
メ
ニ
テ
ィ
）
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
越
谷
の
美
し
い
自
然
を
選
ん
だ
越
谷
ア
メ
ニ
テ
ィ

八
景
が
選
ば
れ
、
絵
は
が
き
も
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
昭

和
58
年
に
は
、
市
制
施
行
25
周
年
記
念
と
し
て
式
典
で

「
文
化
都
市
宣
言
」
が
多
数
の
市
民
を
前
に
宣
言
さ
れ
、

越
谷
市
の
一
層
の
発
展
を
祈
り
ま
し
た
。

福
祉
・
医
療
の
充
実
と

快
適
な
生
活
へ

昭和50年代

昭和53年（1978年）昭和54年（1979年）昭和55年（1980年） 昭和50年（1975年）昭和51年（1976年）昭和52年（1977年）

越谷50年の歩み

２
月
　
越
谷
市
総
合
振
興
計
画
中
期
計
画
策
定

３
月
　
初
代
市
長
の
大
塚
伴
鹿
氏
が
３
人
目
の
名
誉

市
民
に
な
る

４
月
　
平
方
小
学
校
、
弥
栄
小
学
校
、
大
間
野
小
学

校
が
開
校

蒲
生
第
二
小
学
校
に
障
が
い
児
学
級
を
設
置

市
立
高
等
看
護
学
院
（
後
の
看
護
専
門
学
校
）

が
開
校

10
月
　
老
人
農
園
が
開
園

重
度
心
身
障
が
い
者
の
医
療
費
が
無
料
に
な
る

11
月
　
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
が
結
成

第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
る
越
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

プ
ラ
ザ
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
る

東
海
道
・
山
陽
新
幹
線(

東
京
駅
〜
博
多
駅)

が
全
線
開
通
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
結
。
沖

縄
国
際
海
洋
博
覧
会
が
開
催

１
月
　
市
立
病
院
が
開
院

４
月
　
西
方
小
学
校
、
宮
本
小
学
校
、
栄
進
中
学
校

が
開
校

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
「
あ
け
ぼ
の
学
園
」

が
開
園

９
月
　
人
口
が
20
万
人
を
突
破

11
月
　
粗
大
ご
み
処
理
セ
ン
タ
ー
が
完
成

ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
が
発
生
。
鹿
児
島
市
立
病

院
で
日
本
初
の
五
つ
子
が
誕
生

３
月
　
消
防
署
間
久
里
分
署
が
開
署

東
部
清
掃
組
合
し
尿
処
理
場
の
総
合
脱
臭
装

置
が
完
成

４
月
　
国
道
４
号
バ
イ
パ
ス
越
谷
〜
春
日
部
が
開
通

光
陽
中
学
校
が
開
校

県
立
越
谷
養
護
学
校
が
開
校

８
月
　
第
１
回
ミ
ス
交
通
安
全
コ
ン
テ
ス
ト
を
開
催

11
月
　
市
長
選
に
お
い
て
島
村
慎
市
郎
氏
が
当
選

黒
田
重
晴
氏
が
市
長
退
任

王
貞
治
選
手
が
７
５
６
号
本
塁
打
を
打
ち
、

初
の
国
民
栄
誉
賞
を
受
賞
。
有
珠
山
（
北
海

道
）
が
爆
発
。
樋
口
久
子
選
手
が
全
米
女
子

プ
ロ
ゴ
ル
フ
選
手
権
で
初
優
勝

１
月
　
都
市
総
合
交
通
規
制
を
実
施

２
月
　
市
立
病
院
が
越
谷
市
医
師
会
に
加
盟

４
月
　
鷺
後
小
学
校
、
平
方
中
学
校
が
開
校

５
月
　
勤
労
者
住
宅
資
金
貸
付
制
度
を
開
始

６
月
　
流
通
セ
ン
タ
ー
内
に
流
通
公
園
サ
ッ
カ
ー
場

が
完
成

11
月
　
市
制
施
行
20
周
年
を
迎
え
市
民
憲
章
、
市
の

木
、
市
の
花
、
市
の
歌
が
制
定
さ
れ
る

越
谷
市
総
合
振
興
計
画
第
２
次
中
期
計
画
が

策
定
さ
れ
る

新
東
京
国
際
空
港
（
成
田
空
港
）
が
開
港
。

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
60
が
完
成
。
冒
険
家
の
植
村

直
巳
氏
が
世
界
初
の
単
独
北
極
点
到
達
に
成
功

３
月
　
下
間
久
里
の
獅
子
舞
が
県
指
定
文
化
財
に
な
る

４
月
　
明
正
小
学
校
、
武
蔵
野
中
学
校
、
県
立
越
谷

西
高
等
学
校
が
開
校

６
月
　
県
営
し
ら
こ
ば
と
水
上
公
園
が
オ
ー
プ
ン

７
月
　
越
谷
税
務
署
が
開
署

８
月
　
越
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
開
館
。
市

制
施
行
20
周
年
記
念
式
典
・
越
谷
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
落
成
記
念
式
典
が
執
り
行
わ

れ
る

９
月
　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
が
越
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
内
に
開
所
（
現
在
は
中
央
市
民
会

館
内
）

日
本
坂
ト
ン
ネ
ル
事
故
が
発
生
。
東
京
サ
ミ

ッ
ト
が
開
催
。
初
の
国
公
立
大
学
共
通
１
次

試
験
実
施
、
受
験
者
約
53
万
人

４
月
　
大
袋
中
学
校
が
開
校

市
役
所
別
館
が
完
成

私
立
獨
協
埼
玉
高
等
学
校
が
開
校

５
月
　
精
神
薄
弱
者
（
現
在
の
知
的
障
害
者
）
通
所
授
産

施
設
「
し
ら
こ
ば
と
職
業
セ
ン
タ
ー
」
が
開
所

７
月
　
水
道
管
理
セ
ン
タ
ー
（
現
在
の
越
谷
・
松
伏

水
道
企
業
団
庁
舎
）
が
完
成

12
月
　

西
用
水
土
手
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
が
植
え
ら

れ
、
平
和
橋
た
も
と
に
フ
ジ
棚
が
で
き
る

▲市立病院が開院〔昭和51年〕

▲市制施行20周年・越谷コミュニティセンター落成記念式典〔昭和54年〕

▲県営しらこばと水上公園がオープン〔昭和54年〕
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イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
が
始
ま
る
。
１
億
円

拾
得
事
件
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
モ
ス
ク
ワ
大
会

に
日
米
中
独
な
ど
が
不
参
加

１
月
　

西
下
流
地
区
地
盤
沈
下
対
策
事
業
と
し
て

古
利
根
堰
の
改
築
に
着
手
（
対
策
事
業
は
昭

和
54
年
６
月
に
ス
タ
ー
ト
）

２
月
　
見
田
方
遺
跡
公
園
に
郷
土
資
料
収
納
館
が
完

成

３
月
　
第
１
回
公
民
館
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
越
谷
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
開
催

鉄
道
高
架
化
促
進
期
成
同
盟
会
が
結
成
さ
れ
る

４
月
　
千
間
台
小
学
校
、
桜
井
南
小
学
校
、
新
栄
中

学
校
が
開
校

地
域
体
育
館
と
し
て
初
の
北
体
育
館
が
開
館

５
月
　
目
の
不
自
由
な
方
へ
の
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
が

始
ま
る

６
月
　
あ
だ
た
ら
高
原
少
年
自
然
の
家
が
福
島
県
二

本
松
市
に
開
館

７
月
　
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
補
助
制
度
を
開
始

東
部
清
掃
組
合
第
二
工
場
し
尿
処
理
施
設
が

完
成

10
月
　
台
風
24
号
に
よ
り
市
内
に
被
害
が
で
る

11
月
　
市
長
選
に
お
い
て
島
村
慎
市
郎
氏
が
再
選

福
井
謙
一
氏
が
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
。

夕
張
炭
鉱
（
北
海
道
）
で
事
故
が
発
生

３
月
　
せ
ん
げ
ん
台
駅
南
陸
橋
が
開
通

元
教
育
長
の
秋
山
長
作
氏
が
４
人
目
の
名
誉

市
民
に
な
る

４
月
　
南
体
育
館
が
開
館

県
立
越
谷
東
高
等
学
校
が
開
校

５
月
　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
る

６
月
　
福
祉
環
境
整
備
要
綱
が
実
施
さ
れ
る

越
谷
ア
メ
ニ
テ
ィ
八
景
が
市
民
投
票
で
決
定

８
月
　
都
市
提
携
委
員
会
が
発
足

９
月
　
台
風
18
号
に
よ
り
市
内
に
被
害
が
で
る

11
月
　
法
務
局
が
東
越
谷
に
開
設

12
月
　
越
谷
警
察
署
が
東
越
谷
に
新
築
・
移
転

新
方
川
改
修
が
河
川
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊

急
事
業
に
採
択
さ
れ
る

日
航
機
が
羽
田
沖
に
墜
落
。
新
し
く
５
０
０

円
硬
貨
が
発
行
さ
れ
る
。
東
北
新
幹
線
、
上

越
新
幹
線
が
開
通

３
月
　
環
境
管
理
計
画
が
策
定
さ
れ
る

４
月
　
公
共
下
水
道
が
蒲
生
の
一
部
で
供
用
開
始

大
相
模
中
学
校
が
開
校

市
立
図
書
館
が
東
越
谷
に
開
館
す
る

５
月
　
第
１
回
市
民
環
境
賞
が
決
定

６
月
　
蒲
生
電
話
局
が
開
局

７
月
　
移
動
図
書
館
し
ら
こ
ば
と
号
が
２
台
に
な
る

９
月
　
第
１
回
伝
統
的
地
場
産
業
合
同
展
示
会
を
開

催

11
月
　
市
制
施
行
25
周
年
・
文
化
都
市
宣
言
記
念
式

典
が
執
り
行
わ
れ
る

第
１
回
消
費
生
活
展
を
開
催

12
月
　
消
防
署
大
相
模
分
署
が
開
署

越
谷
ひ
な
人
形
が
県
伝
統
的
手
工
芸
品
に
指

定
さ
れ
る

大
韓
航
空
機
墜
落
事
件
。
三
宅
山
噴
火
。
東

京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
が
開
園

３
月
　
越
谷
総
合
食
品
地
方
卸
売
市
場
が
開
場

第
２
次
越
谷
市
総
合
振
興
計
画
基
本
構
想
が

策
定
さ
れ
る

４
月
　
千
間
台
中
学
校
が
開
校

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
け
や
き
荘
」
が
開
館

建
築
行
政
全
般
を
司
る
特
定
行
政
庁
と
な
る

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ニ
ュ
ー
・
サ
ウ
ス
・
ウ

ェ
ー
ル
ズ
州
キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
市
と
姉
妹

都
市
提
携
調
印

５
月
　
西
体
育
館
が
開
館

９
月
　
越
谷
張
り
子
だ
る
ま
が
県
伝
統
的
手
工
芸
品

に
指
定
さ
れ
る

グ
リ
コ
・
森
永
事
件
。
１
万
円
、
５
０
０
０

円
、
１
０
０
０
円
の
新
札
が
発
行
さ
れ
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
衛
星
テ
レ
ビ
放
送
開
始

昭和55年昭和57年

▲市立図書館が開館〔昭和58年〕

▲市制施行25周年・文化都市宣言記念式典〔昭和58年〕

▲あだたら高原少年自然の家が二本松市（福島県）にオープン〔昭和56年〕

▲台風18号による被害〔昭和57年〕



41 40

日
本
経
済
が
安
定
成
長
に
移
行
し
た
こ
ろ
か
ら
人
口

の
増
加
が
落
ち
着
き
は
じ
め
、
ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
活
動

な
ど
の
健
康
的
で
余
暇
を
楽
し
む
生
活
が
求
め
ら
れ
、

各
施
設
の
整
備
や
各
種
団
体
の
育
成
な
ど
の
施
策
が
進

め
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
60
年
（
１
９
８
５
）
に
は
、
人

口
が
25
万
人
を
突
破
し
ま
し
た
。
ま
た
、
快
適
で
便
利

な
生
活
が
営
め
る
よ
う
、
道
路
や
橋
、
公
園
、
公
共
下

水
道
、
鉄
道
の
高
架
複
々
線
化
事
業
な
ど
都
市
基
盤
の

整
備
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
62
年
に
は
、
児
童
館

「
コ
ス
モ
ス
」
の
開
館
や
県
民
健
康
福
祉
村
の
オ
ー
プ
ン

が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
63
年
に
は
、
市
制
施
行
30
周
年

を
記
念
し
て
「
シ
ラ
コ
バ
ト
」
が
市
の
鳥
に
制
定
さ
れ

ま
し
た
。

平
成
に
入
る
と
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
の
連
続
立
体
交

差
事
業
が
着
工
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
３
年
（
１
９
９
１
）

に
は
近
隣
公
園
と
し
て
、
全
国
初
の
本
格
的
日
本
庭
園

「
花
田
苑
」
が
、
平
成
５
年
に
は
「
こ
し
が
や
能
楽
堂
」

が
開
館
し
ま
し
た
。
平
成
６
年
に
は
、
一
部
高
架
が
開

通
し
、
元
荒
川
以
南
の
踏
切
８
カ
所
が
解
消
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
市
の
鳥
「
シ
ラ
コ
バ
ト
」
を
デ
ザ
イ
ン
し

た
し
ら
こ
ば
と
橋
が
開
通
し
、
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り

ま
し
た
。

快
適
で
便
利
な
生
活
の
た
め

都
市
基
盤
を
整
備

昭和60年～平成6年

平成2年（1990年） 平成元年（1989年） 昭和63年（1988年） 昭和60年（1985年）昭和61年（1986年）昭和62年（1987年）

越谷50年の歩み

１
月
　
地
盤
沈
下
対
策
事
業
と
し
て
逆
川
改
修
が
始

ま
る

３
月
　
ア
メ
ニ
テ
ィ
タ
ウ
ン
計
画
が
策
定
さ
れ
る

４
月
　
防
災
行
政
無
線
市
内
98
カ
所
に
設
置

東
部
清
掃
組
合
第
二
工
場
ご
み
処
理
施
設
が

稼
働
す
る

５
月
　
人
口
が
25
万
人
を
突
破

７
月
　
全
国
初
の
ふ
れ
あ
い
公
園
（
借
地
方
式
）
制

度
を
開
始

９
月
　
環
境
保
全
条
例
が
制
定
さ
れ
る

10
月
　
市
長
選
に
お
い
て
島
村
慎
市
郎
氏
が
３
選

11
月
　
市
立
病
院
で
世
界
初
の
卵
管
内
受
精
に
よ
る

赤
ち
ゃ
ん
が
誕
生

第
１
次
行
政
改
革
大
綱
が
策
定
さ
れ
る

日
航
機
が
御
巣
鷹
山
（
群
馬
県
）
に
墜
落
。

つ
く
ば
で
国
際
科
学
技
術
博
覧
会
が
開
催

１
月
　
環
境
保
全
条
例
が
施
行
さ
れ
る

４
月
　
越
谷
郵
便
局
の
新
局
舎
が
完
成

地
裁
家
裁
簡
易
裁
判
所
が
東
越
谷
に
移
転

県
立
越
谷
総
合
技
術
高
等
学
校
が
開
校

キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
市
か
ら
の
初
の
公
式
使

節
団
が
来
市

５
月
　
あ
だ
た
ら
高
原
「
ふ
れ
あ
い
の
森
」
の
植
樹

を
開
始

８
月
　
台
風
10
号
に
よ
り
市
内
に
被
害
が
で
る

10
月
　
越
谷
駅
前
通
り
の
電
線
埋
設
工
事
が
始
ま
る

新
方
川
・
綾
瀬
川
が
河
川
激
甚
災
害
対
策
特

別
緊
急
事
業
に
採
択
さ
れ
る

11
月
　
定
使
野
橋
が
開
通

ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
号
」

爆
発
。
大
島
三
原
山
大
噴
火
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
原
発
事
故
。
東
京
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催

３
月
　
越
ヶ
谷
久
伊
豆
神
社
周
辺
と
宮
内
庁
埼
玉
鴨

場
を
環
境
保
全
区
域
に
指
定

５
月
　
児
童
館
コ
ス
モ
ス
が
開
館

県
民
健
康
福
祉
村
が
オ
ー
プ
ン
す
る

６
月
　
せ
ん
げ
ん
台
駅
東
口
が
放
置
自
転
車
整
理
区

域
に
指
定
さ
れ
る

７
月
　
小
鹿
野
町
に
市
民
保
養
施
設
「
お
が
の
山
荘
」

を
開
設

９
月
　
総
合
体
育
館
が
完
成

11
月
　
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
連
続
立
体
交
差
事
業
が

計
画
決
定
さ
れ
る

利
根
川
進
氏
が
ノ
ー
ベ
ル
医
学
生
理
学
賞
を

受
賞
。
国
鉄
が
分
割
民
営
化
さ
れ
る

１
月
　
第
一
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
が
新
築

２
月
　
越
谷
梅
林
公
園
が
開
園

３
月
　
さ
い
た
ま
博
開
幕
、
越
谷
ブ
ー
ス
お
よ
び
伝

統
的
手
工
芸
品
コ
ー
ナ
ー
な
ど
を
設
置

４
月
　
県
立
越
谷
西
養
護
学
校
が
開
校

姉
妹
都
市
キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
市
に
茶
室

「
越
谷
亭
」
を
贈
呈

５
月
　
市
立
病
院
と
中
国
・
丹
東
市
第
一
医
院
と
友

好
病
院
提
携

６
月
　
保
健
セ
ン
タ
ー
が
開
館

越
谷
市
教
育
委
員
会
と
ハ
ワ
イ
州
教
育
局
の

教
師
相
互
派
遣
協
定
が
調
印
さ
れ
る

８
月
　
市
道
30
路
線
の
愛
称
が
決
定

10
月
　
あ
だ
た
ら
高
原
「
ふ
れ
あ
い
の
森
」
の
植
樹

が
完
了

11
月
　
市
制
施
行
30
周
年
、「
シ
ラ
コ
バ
ト
」
が
市
の

鳥
に
制
定
さ
れ
る

北
部
市
民
会
館
が
開
館

世
界
最
長
の
青
函
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
。
東
京

ド
ー
ム
が
完
成

１
月
　
建
設
省
か
ら
63
年
度
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
シ

テ
ィ
の
指
定
を
受
け
る

４
月
　
市
制
施
行
30
周
年
記
念
式
典
が
執
り
行
わ
れ
る

７
月
　
越
谷
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
東
武
鉄
道
伊

勢
崎
線
連
続
立
体
交
差
事
業
が
着
工
開
始

８
月
　
越
谷
駅
西
口
が
開
設

10
月
　
市
長
選
に
お
い
て
島
村
慎
市
郎
氏
が
４
選

11
月
　
初
代
越
谷
市
長
で
名
誉
市
民
の
大
塚
伴
鹿
氏

の
市
葬
が
行
わ
れ
る

昭
和
天
皇
崩
御
、「
平
成
」
と
改
元
。
消
費
税

が
導
入
さ
れ
る
（
３
％
）。
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩

壊
。
東
京
証
券
取
引
所
の
平
均
株
価
が
史
上

最
高
値
（
３
８
９
１
５
円
）
を
つ
け
る

２
月
　
「
越
谷
発
・
地
球
環
境
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を

開
催

３
月
　
吉
越
橋
が
開
通

４
月
　
花
田
小
学
校
が
開
校

７
月
　
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
・
シ
テ
ィ
整
備
基
本
計

画
が
承
認
さ
れ
る

▲市制施行30周年記念式典〔平成元年〕

▲児童館コスモスが開館〔昭和62年〕

▲あだたら高原「ふれあいの森」の植樹〔昭和61年〕
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こ
し
が
や
能
楽
ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業
を
開

始

８
月
　
花
田
第
六
公
園
に
宇
田
家
長
屋
門
が
復
元

10
月
　
環
境
庁
の
「
ア
メ
ニ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
優
良
地

方
公
共
団
体
表
彰
」
を
受
け
る

バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
。
東
西
ド
イ
ツ
が
統
一
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
誕
生
。
大
学
入
試
セ

ン
タ
ー
が
第
１
回
試
験
を
実
施

３
月
　
建
設
省
「
う
る
お
い
・
緑
・
景
観
モ
デ
ル
事

業
」
の
指
定
を
受
け
る

４
月
　
第
２
次
越
谷
市
総
合
振
興
計
画
後
期
基
本
計

画
が
ス
タ
ー
ト

５
月
　
県
東
南
部
都
市
連
絡
調
整
会
議
が
発
足

８
月
　
自
治
省
の
「
地
球
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備

構
想
」
の
指
定
を
受
け
る

９
月
　
台
風
18
号
に
よ
り
市
内
に
被
害
が
で
る

10
月
　
近
隣
公
園
と
し
て
全
国
初
の
本
格
的
日
本
庭

園
「
花
田
苑
」
が
開
園

大
杉
橋
が
開
通

第
１
回
建
築
景
観
賞
を
決
定

越
谷
市
で
初
の
国
際
会
議
「
第
７
回
日
仏
ア

メ
ニ
テ
ィ
会
議
」
を
開
催

11
月
　
全
国
か
ら
約
１
０
０
０
人
が
参
加
し
、「
地
域

づ
く
り
全
国
交
流
会
議
」
を
開
催

貯
水
量
40
万
ト
ン
の
大
吉
調
節
池
が
完
成

12
月
　
新
栄
橋
が
開
通

湾
岸
戦
争
が
始
ま
る
。
雲
仙
普
賢
岳
が
約
２

０
０
年
ぶ
り
に
噴
火
。
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
消

滅
し
、
11
の
共
和
国
へ

２
月
　
向
畑
橋
が
開
通

４
月
　
中
央
市
民
会
館
が
開
館

６
月
　
第
１
回
子
ど
も
環
境
サ
ミ
ッ
ト
を
開
催

７
月
　
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
こ
ば
と
館
」（
中
央

市
民
会
館
内
）
が
開
館

８
月
　
越
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
南
部
出
張

所
が
開
所

国
際
景
観
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
'92
こ
し
が
や
を
開

催

９
月
　
環
境
庁
の
地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
実
験
都

市
「
エ
コ
ト
ピ
ア
２
０
０
０
」
に
指
定
さ
れ
る

フ
ラ
ン
ス
・
デ
ィ
ジ
ョ
ン
市
で
越
谷
市
設
計

の
日
本
庭
園
起
工
式
が
行
わ
れ
る

日
本
人
宇
宙
飛
行
士
毛
利
衛
氏
が
ス
ペ
ー
ス

シ
ャ
ト
ル
「
エ
ン
デ
バ
ー
号
」
に
搭
乗
。
国

連
平
和
維
持
活
動
協
力
法
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
）
が

成
立

２
月
　
環
境
自
治
体
国
際
会
議
'93
こ
し
が
や
開
催

３
月
　
エ
コ
ト
ピ
ア
計
画
が
策
定
さ
れ
る

４
月
　
資
源
化
セ
ン
タ
ー
内
の
不
燃
物
処
理
・
資
源

化
施
設
稼
働

千
代
田
橋
が
開
通

５
月
　
日
本
文
化
伝
承
の
館
「
こ
し
が
や
能
楽
堂
」

が
開
館

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー「
く
す
の
き
荘
」が
開
館

６
月
　
資
源
化
セ
ン
タ
ー
に
全
国
初
の
フ
ロ
ン
回
収

装
置
を
導
入

10
月
　
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線（
下
り
）の
一
部
高
架
が

開
通

市
長
選
に
お
い
て
島
村
慎
市
郎
氏
が
５
選

皇
太
子
徳
仁
親
王
、
小
和
田
雅
子
さ
ん
と
ご

成
婚
。
日
本
初
の
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
「
Ｊ
リ
ー

グ
」
が
開
幕

２
月
　
救
急
救
命
士
（
１
月
誕
生
）
に
よ
る
高
規
格

救
急
車
が
稼
働

農
水
省
主
催
の
「
農
村
環
境
保
全
機
能
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
」
を
開
催

総
合
福
祉
計
画
が
策
定
さ
れ
る

４
月
　
資
源
化
セ
ン
タ
ー
に
、
不
燃
ご
み
の
最
終
残

渣
ゼ
ロ
を
目
指
し
、
比
重
差
選
別
機
導
入

８
月
　
架
け
替
え
た
不
動
橋
が
開
通

９
月
　
市
民
球
場
が
オ
ー
プ
ン

建
設
省
の
平
成
６
年
度
環
境
共
生
モ
デ
ル
都

市
（
エ
コ
シ
テ
ィ
）
に
指
定
さ
れ
る

10
月
　
図
書
館
に
野
口
冨
士
男
文
庫
を
開
設

11
月
　
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
（
上
り
）
の
一
部
高
架

が
開
通
し
、
元
荒
川
以
南
の
踏
切
８
ヵ
所
が

解
消

し
ら
こ
ば
と
橋
が
開
通

松
本
サ
リ
ン
事
件
が
発
生
。
大
江
健
三
郎
氏

が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
。
関
西
国
際
空

港
が
開
港

▲老人福祉センター「くすのき荘」が開館〔平成５年〕

▲一部（下り）が高架となった東武鉄道伊勢崎線〔平成５年〕

▲日本庭園花田苑が開園〔平成３年〕

▲中央市民会館が開館〔平成４年〕
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地
方
分
権
の
進
展
に
よ
り
個
性
的
で
魅
力
的
な
ま
ち

づ
く
り
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
人
口
の

増
加
も
緩
や
か
と
な
り
都
市
施
設
が
充
実
し
、
成
長
す

る
ま
ち
か
ら
成
熟
す
る
ま
ち
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
な

か
で
、
安
心
し
て
健
や
か
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
ま

ち
、
自
然
と
共
生
す
る
緑
豊
か
な
ま
ち
が
求
め
ら
れ
ま

し
た
。

平
成
７
年
（
１
９
９
５
）
に
は
、
県
立
越
谷
西
高
等

学
校
が
市
内
で
初
の
夏
の
甲
子
園
出
場
の
快
挙
を
成
し

遂
げ
ま
し
た
。
平
成
８
年
に
は
、
人
口
が
30
万
人
を
突

破
し
、
平
成
９
年
に
は
、
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
が
越
谷

駅
以
南
で
高
架
複
々
線
と
な
り
、
ま
す
ま
す
利
便
性
が

高
ま
り
ま
し
た
。
平
成
10
年
に
は
、
市
制
施
行
40
周
年

記
念
式
典
が
執
り
行
わ
れ
、
市
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
と

子
ど
も
憲
章
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
11
年
に
は
、

福
祉
の
ま
ち
の
実
現
を
目
指
し
て
「
福
祉
憲
章
」
を
制

定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
市
民
と
行
政
と
の
協
働
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
第
３
次
越
谷
市
総
合
振

興
計
画
が
平
成
12
年
に
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
16
年

に
は
、
彩
の
国
ま
ご
こ
ろ
国
体
の
開
催
、
国
道
４
号
線

東
埼
玉
道
路
が
開
通
し
ま
し
た
。
平
成
19
年
に
は
、
リ

サ
イ
ク
ル
の
拠
点
施
設
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
が
オ
ー
プ

ン
し
ま
し
た
。

そ
し
て
今
、
平
成
20
年
、
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
が
ま

ち
開
き
し
、
21
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
親
水
文
化
創
造
都

市
が
着
々
と
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

越
谷
ら
し
さ
を
前
面
に
打
ち
出
し
た

魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
へ

平成７年～平成20年

平成10年（1998年）平成12年（2000年） 平成11年（1999年） 平成７年（1995年）平成８年（1996年）平成９年 平成９年（1997年）

越谷50年の歩み

１
月
　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
へ
救
援
活
動

４
月
　
都
市
防
災
河
川
等
整
備
構
想
を
策
定

第
三
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
が
完
成

５
月
　
児
童
館
ヒ
マ
ワ
リ
が
開
館

赤
山
交
流
館
が
開
館

８
月
　
県
立
越
谷
西
高
等
学
校
が
市
内
の
高
校
と
し

て
初
の
甲
子
園
出
場

公
共
施
設
案
内
・
予
約
シ
ス
テ
ム
「
越
谷
コ

ミ
ネ
ッ
ト
」
が
ス
タ
ー
ト

９
月
　
「
キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
野
鳥
の
森
」
が
開
園

10
月
　
東
部
清
掃
組
合
第
一
工
場
発
電
所
が
本
格
稼
働

群
馬
県
高
崎
市
と
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応

援
に
関
す
る
協
定
を
締
結

阪
神
淡
路
大
震
災
が
発
生
。
地
下
鉄
サ
リ
ン

事
件
が
発
生
。
円
相
場
が
１
ド
ル
70
円
台
に

１
月
　
第
２
次
行
政
改
革
大
綱
が
策
定
さ
れ
る

４
月
　
消
防
署
大
袋
分
署
が
開
署

越
谷
甲
冑
が
県
伝
統
的
手
工
芸
品
に
指
定
さ

れ
る

市
立
病
院
に
院
内
学
級
「
お
お
ぞ
ら
学
級
」

が
開
設

５
月
　
大
沢
北
交
流
館
が
開
館

キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
野
鳥
の
森
で
公
立
動
物

園
で
は
全
国
初
と
な
る
ク
ル
マ
サ
カ
オ
ウ
ム

の
人
口
ふ
化
に
成
功

６
月
　
緑
の
森
公
園
越
谷
市
弓
道
場
が
オ
ー
プ
ン

都
市
防
災
河
川
等
整
備
構
想
に
基
づ
く
防
災
取

水
ピ
ッ
ト
と
マ
ン
ホ
ー
ル
の
第
１
号
が
完
成

７
月
　
福
島
県
二
本
松
市
と
災
害
時
に
お
け
る
相
互

応
援
に
関
す
る
協
定
を
締
結

10
月
　
南
部
図
書
室
（
越
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
内
）
が
開
設

12
月
　
人
口
が
30
万
人
を
突
破

日
米
が
普
天
間
飛
行
場
沖
縄
県
な
ど
の
返
還

に
合
意
。
病
原
性
大
腸
菌
「
Ｏ
１
５
７
」
に

よ
る
感
染
被
害
が
相
次
ぐ

３
月
　
越
谷
駅
以
南
の
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
が
高
架

複
々
線
と
な
り
、
新
越
谷
駅
に
も
準
急
停
車

４
月
　
保
育
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
新
越
谷
駅
前
に
開
設

５
月
　
相
生
陸
橋
が
開
通

10
月
　
市
長
選
に
お
い
て
板
川
文
夫
氏
が
当
選

11
月
　
島
村
慎
市
郎
氏
が
市
長
退
任

市
立
病
院
内
「
お
お
ぞ
ら
学
級
」
が
、
東
越

谷
小
学
校
、
東
中
学
校
と
双
方
向
の
通
信
シ

ス
テ
ム
で
結
ば
れ
る
。
院
内
学
級
と
学
校
間

で
は
全
国
初

東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
が
開
通
。
香
港
が
イ

ギ
リ
ス
か
ら
中
国
に
返
還
さ
れ
る
。
消
費
税

が
５
％
に
な
る

３
月
　
キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
野
鳥
の
森
に
ワ
ラ
ビ
ー

が
贈
ら
れ
る

市
立
病
院
の
増
改
築
工
事
が
完
了
し
４
８
１

床
に
な
る

４
月
　
県
東
南
部
５
市
１
町
で
公
共
施
設
の
相
互
利

用
（
公
共
施
設
の
一
部
を
同
一
申
込
み
時
期
、

同
一
料
金
で
利
用
可
能
）
が
開
始

５
月
　
蒲
生
公
民
館
（
パ
コ
ム
）
が
開
館

出
羽
公
園
越
谷
市
相
撲
場
が
オ
ー
プ
ン

獨
協
医
科
大
学
越
谷
病
院
内
に
救
命
救
急
セ

ン
タ
ー
が
開
設

６
月
　
障
害
者
福
祉
交
流
セ
ン
タ
ー
「
し
ん
め
い
」

が
開
設

７
月
　
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
が
開
設

蒲
生
交
流
館
、
南
部
交
流
館
が
開
館

11
月
　
市
制
施
行
40
周
年
記
念
式
典
が
執
り
行
わ
れ
る

子
ど
も
憲
章
、
市
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
が
制

定
さ
れ
る

冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
長
野
大
会
が
開
催
。
郵

便
番
号
が
５
桁
か
ら
７
桁
へ
変
更

１
月
　
越
谷
市
子
育
て
サ
ロ
ン
が
開
設

４
月
　
河
川
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
併
設
し
た
新
方

公
民
館
（
な
の
は
な
）
が
開
館

埼
玉
県
立
大
学
が
開
校

９
月
　
越
谷
市
福
祉
憲
章
を
制
定

12
月
　
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
特
定
土
地
区
画
整
理
事

業
に
着
手

地
域
振
興
券
が
発
行
さ
れ
る
。
脳
死
移
植
が

初
め
て
行
わ
れ
る

２
月
　
市
役
所
第
二
庁
舎
が
完
成

４
月
　
第
３
次
越
谷
市
総
合
振
興
計
画
が
ス
タ
ー
ト

11
月
　
桜
井
公
民
館
（
あ
す
ぱ
る
）
が
開
館

沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
。
三
宅
島
噴
火
で
全

島
民
避
難
。
白
川
英
樹
氏
が
ノ
ー
ベ
ル
化
学

賞
を
受
賞

▲市制施行40周年記念式典〔平成10年〕

▲県立越谷西高等学校が甲子園に初出場〔平成７年〕

▲埼玉県立大学が開校〔平成11年〕



平成7年～平成20年

47 46

平成13年（2001年）平成14年（2002年）平成15年（2003年）平成16年（2004年）平成17年（2005年） 平成17年平成19年（2007年） 平成18年（2006年）平成20年（2008年）

３
月
　
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
の
高
架
複
々
線
化
が
完
成

第
１
回
越
谷
市
美
術
展
を
開
催

５
月
　
科
学
技
術
体
験
セ
ン
タ
ー
（
ミ
ラ
ク
ル
）
が

開
館

７
月
　
男
女
共
同
参
画
支
援
セ
ン
タ
ー
（
ほ
っ
と
越

谷
）
が
オ
ー
プ
ン

10
月
　
市
長
選
に
お
い
て
板
川
文
夫
氏
が
再
選

ア
メ
リ
カ
で
同
時
多
発
テ
ロ
が
発
生
。
野
依

良
治
氏
が
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞

11
月
　
南
越
谷
公
民
館
（
パ
レ
ッ
ト
）
が
開
館

い
き
い
き
館
（
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
り

の
き
荘
」
と
市
民
プ
ー
ル
複
合
施
設
）
が
開
館

12
月
　
小
児
夜
間
急
患
診
療
所
が
開
所

福
祉
保
健
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
制
度
が
開
始

し
ら
こ
ば
と
運
動
公
園
競
技
場
が
オ
ー
プ
ン

Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ａ
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
韓
共
同
開
催
。

ノ
ー
ベ
ル
賞
W
受
賞
（
物
理
学
賞
・
小
柴
昌

俊
氏
、
化
学
賞
・
田
中
耕
一
氏
）

３
月
　
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
と
地
下
鉄
半
蔵
門
線
・

東
急
電
鉄
田
園
都
市
線
が
相
互
乗
り
入
れ
開
始

４
月
　
特
例
市
に
移
行

消
防
本
庁
舎
が
開
設

10
月
　
越
谷
市
ま
ち
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
施
行

新
型
肺
炎
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
が
ア
ジ
ア
で
流
行
。
米

ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
号
」
が

空
中
分
解
。
個
人
情
報
保
護
法
が
成
立
、
住

基
ネ
ッ
ト
が
本
格
稼
動

４
月
　
市
内
13
地
区
に
地
区
セ
ン
タ
ー
を
設
置

９
月
　
彩
の
国
ま
ご
こ
ろ
国
体
開
催
、
サ
ッ
カ
ー

（
成
年
女
子
）
が
行
わ
れ
る

10
月
　
彩
の
国
ま
ご
こ
ろ
国
体
開
催
、
軟
式
野
球

（
成
年
）、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
（
成
年
男
子
６
人

制
）
が
行
わ
れ
る

国
道
４
号
東
埼
玉
道
路
が
一
部
開
通

11
月
　
保
存
民
家
大
間
野
町
旧
中
村
家
住
宅
の
一
般

公
開
を
開
始

新
潟
県
中
越
地
震
が
発
生
。
台
風
が
相
次
ぎ
、

日
本
列
島
へ
の
上
陸
が
最
多
の
10
個
に
。
79

年
ぶ
り
に
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生

３
月
　
市
立
看
護
専
門
学
校
が
閉
校

４
月
　
産
業
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
（
ス
テ
ッ
プ
ワ
ー

ク
こ
し
が
や
）
が
オ
ー
プ
ン

７
月
　
越
谷
市
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
を
施
行

８
月
　
越
谷
市
斎
場
（
増
林
）
の
供
用
を
開
始

10
月
　
市
長
選
に
お
い
て
板
川
文
夫
氏
が
３
選

11
月
　
農
産
物
直
売
所
蒲
生
店
（
と
れ
と
れ
の
）
が

オ
ー
プ
ン

Ｊ
Ｒ
西
日
本
福
知
山
線
で
脱
線
事
故
。
愛
知

県
で
日
本
国
際
博
覧
会(

Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
２
０
０

５)

が
開
催
。
耐
震
強
度
の
偽
装
で
不
安
が
広

が
る

３
月
　
荻
島
地
区
セ
ン
タ
ー
・
公
民
館
（
た
ん
ぽ
ぽ
）

が
開
館

４
月
　
第
３
次
越
谷
市
総
合
振
興
計
画
後
期
基
本
計

画
が
ス
タ
ー
ト

中
学
校
の
学
校
選
択
制
を
導
入

ご
み
の
分
別
方
法
（
８
品
目
か
ら
15
品
目
へ
）

が
変
更

10
月
　
南
越
谷
公
民
館
が
文
部
科
学
大
臣
か
ら
優
良

公
民
館
表
彰
を
受
賞

11
月
　
病
後
児
保
育
室
が
開
設

ワ
ー
ル
ド
・
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
ク
ラ
シ
ッ
ク

（
Ｗ
Ｂ
Ｃ
）
で
王
ジ
ャ
パ
ン
が
初
代
王
者
に
。

人
口
動
態
統
計
で
初
の
自
然
減
、
人
口
減
社

会
に
突
入
。

４
月
　
増
林
地
区
セ
ン
タ
ー
・
公
民
館
、
教
育
セ
ン

タ
ー
が
開
館

市
民
課
で
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
の
申
請
・

発
給
業
務
を
開
始

８
月
　
最
高
気
温
40
・
４
度
を
記
録

10
月
　
越
谷
社
会
保
険
事
務
所
が
オ
ー
プ
ン

11
月
　
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
が
オ
ー
プ
ン

賞
味
期
限
改
ざ
ん
や
原
材
料
偽
装
な
ど
が
続

き
、「
食
」
の
安
全
・
信
頼
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
。

日
本
列
島
74
年
ぶ
り
猛
暑
、
熊
谷
市
（
埼
玉

県
）
・
多
治
見
市
（
岐
阜
県
）
で
40
・
９
度

３
月
　
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
駅
が
開
業

市
民
保
養
施
設
お
が
の
山
荘
を
廃
止

４
月
　
越
谷
市
安
全
で
安
心
な
防
犯
の
ま
ち
づ
く
り

条
例
、
越
谷
市
路
上
喫
煙
に
関
す
る
条
例
を

施
行
　
　

８
月
　
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
剣
道
大
会
を

開
催

11
月
　
市
制
施
行
50
周
年
記
念
式
典
を
開
催

北
海
道
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催

▲リサイクルプラザがオープン〔平成19年〕

▲越谷レイクタウンオープニングフェスタ〔平成20年〕

▲男女共同参画支援センター「ほっと越谷」がオープン〔平成13年〕

▲彩の国まごころ国体〔平成16年〕
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道路整備

市
内
を
南
北
に
貫
通
す
る
日
光
街
道
は
、
江
戸
時
代
の
五
街

道
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
、
国
道
４
号
と
な
っ
た
現
在
で
も
、

市
と
首
都
を
結
ぶ
主
要
な
幹
線
道
路
で
す
。
越
谷
市
も
こ
の
道

路
を
中
心
に
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

昭
和
33
年
（
１
９
５
８
）
の
市
制
施
行
当
時
の
人
口
は
４
万

８
３
１
８
人
、
市
内
に
自
動
車
は
わ
ず
か
９
３
９
台
、
51
人
に

１
台
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
市
で
は
、
昭
和
34
年
に
決
定

さ
れ
た
街
路
計
画
に
よ
り
都
市
計
画
道
路
の
整
備
を
順
次
進
め

て
き
ま
し
た
。
昭
和
37
年
に
は
、
東
武
鉄
道
と
地
下
鉄
日
比
谷

線
の
相
互
乗
り
入
れ
が
始
ま
り
人
口
が
急
増
、
草
加
バ
イ
パ
ス

の
建
設
や
新
し
い
都
市
計
画
法
が
施
行
さ
れ
て
、
都
市
計
画
道

路
は
度
々
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
市
内
に
あ
る
都
市
計
画

道
路
は
、
平
成
20
年
（
２
０
０
８
）
４
月
末
現
在
で
81
路
線
あ

り
総
延
長
１
１
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
計
画
決
定
さ
れ
、
整
備
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

道
路
は
、
古
く
か
ら
人
の
往
来
や
物
資
の
流
通
を
支
え
て
き

ま
し
た
。
近
年
で
は
、
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
を
収
容
す
る
空
間
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
災
害
時
に
は
避
難
経
路
と
な
り
、
救
援
・
救
急

活
動
を
支
え
る
と
共
に
、
延
焼
を
防
止
す
る
な
ど
都
市
の
貴
重

な
空
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

流
通
を
支
え
る
道
路
か
ら

都
市
機
能
の
中
の
重
要
な
役
割
へ東埼玉道路開通式

元荒川と 西用水に架かる
しらこばと橋

大相模地区と蒲生地区を結ぶ
相生陸橋

国道４号と国道463号

全線開通したころの
国道４号草加バイパス
（南荻島交差点付近）

電柱が地中化された
越谷レイクタウン地区内の道路
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鉄道整備

明
治
32
年
（
１
８
９
９
）
８
月
、
越
谷
に
初
め
て
蒸
気
機
関

車
が
走
り
ま
し
た
。
東
武
鉄
道
の
北
千
住
〜
久
喜
間
40
・
１
キ

ロ
が
開
通
し
、
越
ヶ
谷
停
車
場
（
現
在
の
北
越
谷
駅
）
が
大
沢
町

に
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
蒲
生
停
車
場
、
越
ヶ
谷
停
車
場

（
現
在
の
越
谷
駅
。
そ
れ
ま
で
の
越
ヶ
谷
停
車
場
は
武
州
大
沢
駅

に
改
称
）
が
設
置
さ
れ
た
ほ
か
、
複
線
化
、
電
化
が
進
み
蒸
気

機
関
車
は
次
第
に
電
車
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

昭
和
37
年
（
１
９
６
２
）
に
東
武
鉄
道
と
地
下
鉄
日
比
谷
線

が
相
互
乗
り
入
れ
、
昭
和
48
年
に
は
、
国
鉄
（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
）

武
蔵
野
線
が
開
通
、
昭
和
49
年
、
武
蔵
野
線
南
越
谷
駅
と
の
乗

換
駅
と
し
て
新
越
谷
駅
が
開
業
し
、
通
勤
・
通
学
が
ま
す
ま
す

便
利
に
な
り
ま
し
た
。

鉄
道
は
、
市
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
一
方
で
、
中
央
を

縦
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ち
を
東
西
に
分
断
す
る
ほ
か
、
踏

切
で
の
交
通
渋
滞
や
事
故
、
鉄
道
輸
送
力
の
限
界
な
ど
の
諸
問

題
を
抱
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
高
架
複
々
線
化

事
業
が
計
画
さ
れ
て
平
成
元
年
（
１
９
８
９
）
か
ら
事
業
が
始

ま
り
ま
し
た
。
平
成
13
年
に
は
、
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
の
高
架

複
々
線
が
完
成
し
、
踏
切
が
姿
を
消
し
て
交
通
渋
滞
は
解
消
さ

れ
、
市
の
東
西
の
隔
た
り
が
な
く
な
り
一
体
化
が
進
み
ま
し
た
。

平
成
15
年
に
は
、
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
と
地
下
鉄
半
蔵
門

線
・
東
急
電
鉄
田
園
都
市
線
が
相
互
乗
り
入
れ
を
開
始
、
平
成

20
年
３
月
に
は
、
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線
に
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
駅
が

開
業
す
る
な
ど
更
な
る
発
展
を
続
け
て
い
ま
す
。

鉄
道
高
架
で
市
内
東
西
の

往
来
が
ス
ム
ー
ズ
に

越谷レイクタウン駅

地下鉄日比谷線乗り入れを
祝う出発式

新越谷駅に停車する東武鉄道
伊勢崎線の準急電車

開業した南越谷駅に停車する
武蔵野線の電車

北越谷駅周辺の
鉄道高架の工事

鉄道高架になる前の越谷駅
南側の踏み切り
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治水対策

古
く
か
ら
「
水
郷
こ
し
が
や
」
と
呼
ば
れ
、
元
荒
川
、
大
落

古
利
根
川
、
中
川
、

西
用
水
な
ど
多
く
の
河
川
・
用
水
が
市

内
を
流
れ
て
い
ま
す
。
肥
沃
な
農
地
を
潤
す
豊
か
な
川
の
水
は
、

時
と
し
て
洪
水
を
も
た
ら
し
農
作
物
や
生
活
に
大
き
な
被
害
を

与
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
河
川
整
備
事
業
の
必
要
性
が

求
め
ら
れ
中
川
水
系
な
ど
抜
本
的
な
治
水
事
業
が
施
行
さ
れ
ま

し
た
。
こ
う
し
た
事
業
の
進
ち
ょ
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
急
激

な
都
市
化
は
水
田
の
宅
地
化
に
よ
り
保
水
機
能
を
低
下
さ
せ
、

集
中
豪
雨
に
よ
る
浸
水
被
害
が
た
び
た
び
起
こ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
都
市
型
水
害
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
そ

こ
で
一
級
河
川
の
整
備
と
あ
わ
せ
て
、
浸
水
被
害
の
大
き
い
箇

所
に
つ
い
て
は
排
水
機
場
や
ポ
ン
プ
場
が
建
設
さ
れ
て
い
き
ま

し
た
。
昭
和
57
年
（
１
９
８
２
）
と
昭
和
61
年
の
台
風
の
際
に

は
、
２
度
に
わ
た
り
国
の
河
川
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業

に
採
択
さ
れ
、
川
幅
の
拡
幅
や
橋
の
架
け
替
え
な
ど
が
進
め
ら

れ
ま
し
た
。
平
成
３
年
（
１
９
９
１
）
に
は
、
新
方
川
の
洪
水

を
防
ぐ
た
め
広
さ
10
・
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
貯
水
量
40
万
ト
ン
の

大
吉
調
節
池
が
完
成
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
平
成
11
年
に
は
、

水
防
の
た
め
の
監
視
室
や
ヘ
リ
ポ
ー
ト
を
備
え
、
水
防
活
動
の

拠
点
と
な
る
河
川
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
併
設
し
た
新
方
地
区

セ
ン
タ
ー
・
公
民
館
が
開
館
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
20
年

に
は
、
大
相
模
調
節
池
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
た
親
水
文
化
創
造
都

市
「
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
」
が
ま
ち
開
き
し
ま
し
た
。

浸
水
被
害
を
軽
減
　
　

河
川
・
用
水
を
整
備

大相模調節池

台風18号（平成３年）による浸水
被害

改修工事が進められていた
新方川

大吉調節池

越谷市洪水ハザードマップ

河川防災ステーションを併設した
新方地区センター・公民館
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環境

高
度
経
済
成
長
か
ら
安
定
成
長
に
移
行
し
、
そ
れ
ま
で
の
公

害
規
制
行
政
か
ら
、
環
境
破
壊
を
未
然
に
防
ぐ
総
合
環
境
行
政

へ
の
転
換
を
図
り
、
昭
和
58
年
（
１
９
８
３
）、
全
国
に
先
駆
け

て
環
境
管
理
計
画
が
策
定
さ
れ
、
昭
和
61
年
に
環
境
保
全
条
例

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
地
球
温
暖
化
な
ど
の
新
た
な
環

境
問
題
に
対
応
す
る
た
め
、
越
谷
市
エ
コ
ト
ピ
ア
計
画
や
越
谷

市
地
域
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
等
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
12
年
（
２
０
０
０
）
に
は
、
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い

持
続
可
能
な
循
環
型
社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
、
環
境
保
全
条

例
が
環
境
条
例
に
改
正
さ
れ
、
市
民
、
事
業
者
、
行
政
の
責
務

を
定
め
る
と
と
も
に
、
環
境
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
や
環
境

優
先
の
基
本
事
項
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
18
年
に
は
、
地
球
環
境
問
題
を
含
め
た
総
合
的
な
環
境

対
策
を
実
施
す
る
た
め
、
環
境
管
理
計
画
が
改
定
さ
れ
、
省
エ

ネ
や
省
資
源
、
地
球
温
暖
化
の
諸
施
策
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
ご
み
の
排
出
量
が
年
々
増
加
し
て
い
た
た
め
、
ご
み

を
燃
料
に
発
電
機
能
を
有
す
る
東
埼
玉
資
源
環
境
組
合
第
一
工

場
を
建
設
し
、
平
成
７
年
に
完
成
・
稼
働
し
ま
し
た
。
こ
の
工

場
は
、
１
日
最
大
８
０
０
ト
ン
の
ご
み
処
理
能
力
、
１
時
間
最

大
２
万
４
０
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
発
電
能
力
を
有
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
18
年
に
は
、
か
ん
・
び
ん
・
不
燃
ご
み
・
粗
大

ご
み
を
破
砕
・
選
別
・
再
生
す
る
資
源
化
施
設
「
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ
」
が
稼
働
し
、
平
成
19
年
に
は
同
施
設
内
に
、
ご
み
の

減
量
・
資
源
化
へ
の
啓
発
施
設
を
開
設
し
ま
し
た
。

快
適
で
住
み
よ
い

環
境
づ
く
り

東埼玉資源環境組合第一工場

修繕を施しリユース展に
出展される品々

越谷市ごみ収集カレンダー

リサイクルプラザ

環境保全区域となっている
宮内庁埼玉鴨場周辺

逆川緑道
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コミュニティ･市民参加

少
子
高
齢
化
の
進
展
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
の
希
薄
化
と
い

っ
た
時
代
背
景
の
な
か
、
市
民
の
主
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
を
さ
ら
に
進
め
る
た
め
、
従
来
か
ら
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え

た
活
動
を
推
進
し
て
き
た
自
治
会
、
婦
人
会
、
子
ど
も
会
育
成

連
絡
協
議
会
な
ど
の
各
種
団
体
で
構
成
す
る
「
越
谷
市
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会
」
が
平
成
３
年
（
１
９
９
１
）
に
設
立
さ

れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
５
年
か
ら
順
次
、
13
地
区
に
「
地
区
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会
」
が
設
立
さ
れ
、
市
民
の
自
主
的
、
主
体

的
な
取
り
組
み
を
重
視
し
た
地
区
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
が
展
開

さ
れ
て
い
ま
す
。

市
内
13
地
区
に
設
置
さ
れ
て
い
る
地
区
セ
ン
タ
ー
・
公
民
館

を
地
域
の
皆
さ
ん
と
行
政
が
協
働
で
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
拠

点
と
し
て
、「
自
ら
の
ま
ち
は
自
ら
の
手
で
つ
く
る
」
と
い
う
意

識
の
も
と
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
参
加
い
た
だ
き
、
自
立
で
き
る

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
ま
ち

づ
く
り
の
計
画
策
定
段
階
か
ら
わ
か
り
や
す
い
情
報
の
提
供
に

努
め
、
各
種
委
員
会
な
ど
へ
の
市
民
参
加
の
機
会
を
拡
充
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
今
後
、
市
民
と
行
政
が
協
働
し
て
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
く
た
め
の
考
え
方
や
ル
ー
ル
を
制
度
化
し
、
自

立
し
た
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、
自
治
の
基
本
原
則
や

行
政
運
営
の
原
則
、
市
民
の
権
利
・
責
務
な
ど
を
定
め
る
自
治

基
本
条
例
の
制
定
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

市
民
が
参
加
す
る

自
立
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

蒲生地区センター・公民館

越谷市民まつり

出羽チューリップ
コミュニティフェスタ

まちづくりフォーラム
～自治基本条例を
私たちでつくろう～

地区まちづくり会議

民泊協力会による国体の応援
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産業

古
く
か
ら
日
光
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
日
光
街
道
沿

い
に
多
く
の
商
店
が
建
ち
並
び
、
街
道
沿
い
が
商
業
の
中
心
地

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
鉄
道
の
開
通
に
よ
り
各
駅
周

辺
を
中
心
と
し
て
商
業
活
動
が
活
発
化
し
商
店
街
が
形
成
さ
れ

る
と
と
も
に
、
昭
和
35
年
（
１
９
６
０
）
に
は
、
商
工
会
が
組

織
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、
商
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
各
商
店

街
の
個
性
・
特
徴
を
生
か
し
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
対

応
し
た
商
店
街
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

工
業
に
つ
い
て
は
、
昭
和
30
年
代
以
前
の
市
内
の
主
な
産
業

は
伝
統
工
芸
が
中
心
で
し
た
が
、
昭
和
33
年
ご
ろ
か
ら
47
年
ご

ろ
に
か
け
て
工
場
が
進
出
し
、
工
業
連
合
会
も
組
織
さ
れ
、
発

展
し
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
、
変
化
す
る
産
業
構
造
に
対
応
す
る
た
め
、
既

存
産
業
の
高
度
化
と
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
新
し
い
産
業
の

育
成
・
支
援
、
商
業
・
業
務
核
の
形
成
と
雇
用
対
策
、
産
業
の

振
興
と
働
く
人
支
援
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

「
水
郷
こ
し
が
や
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
豊
な
自
然
に
恵
ま

れ
、
古
く
か
ら
稲
作
を
中
心
に
農
業
が
営
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

近
年
は
、
都
市
化
の
進
行
に
伴
い
周
辺
に
大
勢
の
消
費
者
を
抱

え
て
い
る
と
い
う
地
理
的
優
位
性
を
活
か
し
た
都
市
型
農
業
の

推
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。
特
に
生
産
者
の
顔
が
見
え
、
新
鮮
で

安
全
・
安
心
な
地
場
農
産
物
を
提
供
す
る
地
産
地
消
に
つ
い
て

は
農
産
物
直
売
所
を
整
備
す
る
な
ど
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
ま
た
、
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、
新
た
な
栽
培

技
術
の
研
究
や
各
種
研
修
事
業
な
ど
を
実
施
し
、
将
来
の
越
谷

の
農
業
を
担
う
農
業
後
継
者
の
育
成
や
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

産
業
と
働
く
人
を

支
援
す
る
ま
ち
づ
く
り

こしがや産業フェスタ

越谷レイクタウン地区内の
大型商業施設

チャレンジショップ夢空感

農業技術センター

地産地消の推進拠点としての
役割が期待される農産物直売所
（グリーン・マルシェ完成予想図）

越谷の農業特産物
（くわい、チューリップ、越谷ねぎ）
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医療･保健

越
谷
市
は
、
国
民
健
康
保
険
発
祥
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
と

と
も
に
、
昭
和
36
年
（
１
９
６
１
）
に
は
全
国
初
の
胃
が
ん
集

団
検
診
、
そ
し
て
翌
年
に
は
子
宮
が
ん
集
団
検
診
が
全
国
で
初

め
て
実
施
さ
れ
る
な
ど
常
に
母
子
保
健
や
成
人
病
検
診
な
ど
の

先
進
的
な
保
健
活
動
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

近
年
で
は
保
健
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
関
係
機
関
と
連
携
し
、

各
種
健
診
や
講
座
、
相
談
な
ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

医
療
に
つ
い
て
は
、
昭
和
40
年
代
の
急
激
な
人
口
増
加
に
よ

り
不
足
す
る
医
療
機
関
へ
の
対
応
と
し
て
、
地
域
の
基
幹
病
院

と
な
る
市
立
病
院
を
昭
和
51
年
に
開
院
し
、
平
成
10
年
（
１
９

９
８
）
に
は
増
改
築
も
完
了
し
ま
し
た
。
同
年
、
獨
協
医
科
大

学
越
谷
病
院
内
に
は
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
14
年
に
小
児
夜
間
急
患
診
療
所
が
開
設
さ
れ
、

小
児
の
急
病
患
者
に
対
応
す
る
た
め
３
６
５
日
診
療
を
行
っ
て

い
ま
す
。

近
年
、
各
医
療
機
関
の
医
師
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
ま
す
が
、

市
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
医
療
施
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

病
気
を
予
防
し
、

市
民
の
健
康
を
守
る

市 立 病 院

小児夜間急患診療所

歯科健康フェア

保健センター

全国初の胃がん集団検診

越ヶ谷順正会の功績をたたえた
相扶共済の碑
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福祉

近
年
、
少
子
・
高
齢
化
が
急
速
に
進
む
と
と
も
に
、
介
護
保

険
制
度
の
発
足
や
障
害
者
自
立
支
援
法
の
制
定
な
ど
、
福
祉
を

取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
中
、
市
で
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
「
生
き
が
い
を
も
っ
て
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め
る
た
め
、「
越
谷
市
地

域
福
祉
計
画
」
な
ど
を
策
定
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
が
推
進
さ

れ
て
い
ま
す
。

高
齢
者
福
祉
で
は
、
で
き
る
限
り
地
域
の
中
で
自
立
し
た
日

常
生
活
が
営
め
る
よ
う
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
け
や
き
荘
」

「
く
す
の
き
荘
」「
ゆ
り
の
き
荘
」
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
シ

ル
バ
ー
カ
レ
ッ
ジ
な
ど
の
生
き
が
い
対
策
事
業
お
よ
び
食
の
自

立
支
援
事
業
な
ど
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
実
施
し
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
高
齢

者
の
総
合
相
談
、
介
護
・
予
防
事
業
、
権
利
擁
護
に
も
努
め
て

い
ま
す
。

児
童
福
祉
で
は
、
平
成
９
年
（
１
９
９
７
）、
全
国
初
と
な
る

保
育
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
整
備
す
る
な
ど
子
育
て
の
た
め
の
環
境

整
備
を
積
極
的
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が

遊
び
な
が
ら
学
習
で
き
る
場
と
し
て
児
童
館
「
コ
ス
モ
ス
」「
ヒ

マ
ワ
リ
」
を
開
館
し
ま
し
た
。

障
が
い
者
福
祉
で
は
、
障
が
い
者
が
地
域
で
共
に
生
活
し
、

活
動
で
き
る
社
会
づ
く
り
を
目
指
し
て
、
就
労
支
援
事
業
や
バ

リ
ア
フ
リ
ー
マ
ッ
プ
の
作
成
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

生
き
が
い
を
持
ち

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

いきいき館

地域子育て支援センターを併設した
増林保育所

保育ステーション

児童館コスモス
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児童館ヒマワリ

城ノ上小学校の学童保育室

越谷市バリアフリーマップ
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消防

昭
和
34
年
（
１
９
５
９
）
に
市
民
の
生
命
お
よ
び
財
産
を
守

る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
消
防
本
部
・
消
防
署
は
、
消
火
活
動
や

火
災
予
防
活
動
を
開
始
し
、
昭
和
37
年
に
は
、
救
急
活
動
も
開

始
し
ま
し
た
。

現
在
で
は
、
平
成
15
年
（
２
０
０
３
）
４
月
に
開
設
し
た
防

災
体
験
コ
ー
ナ
ー
を
備
え
た
消
防
本
庁
舎
を
は
じ
め
１
署
５
分

署
を
拠
点
に
、
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
や
は
し
ご
付
き
消
防
ポ
ン

プ
自
動
車
な
ど
の
配
備
、
救
急
隊
７
隊
や
高
度
な
救
助
器
具
を

装
備
し
た
特
別
救
助
隊
を
配
置
し
ま
し
た
。
ま
た
、
１
１
９
番

通
報
の
よ
り
迅
速
な
処
理
を
行
う
た
め
、
高
機
能
消
防
指
令
装

置
を
設
置
し
、
市
民
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
に
消
防

活
動
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

近
年
、
社
会
環
境
の
変
化
や
高
齢
化
の
進
展
、
疾
病
構
造
の

変
化
等
に
よ
り
、
救
急
需
要
は
年
々
増
加
す
る
と
と
も
に
救
急

業
務
も
高
度
化
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
救
急

自
動
車
を
高
規
格
救
急
自
動
車
に
順
次
更
新
す
る
と
と
も
に
、

救
急
救
命
士
の
養
成
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
救
命
率
の
向
上
や

病
院
前
救
護
の
充
実
を
図
る
た
め
、
新
た
に
自
動
体
外
式
除
細

動
器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
を
市
内
の
公
共
施
設
（
１
４
４
カ
所
・
平
成

20
年
４
月
現
在
）
に
設
置
し
、
市
民
等
を
対
象
に
応
急
手
当
普

及
講
習
会
を
積
極
的
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
火
災
に
よ
る
負
傷
者
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
条
例
を

改
正
し
、
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
た
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
普

及
促
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。

市
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る

消
防
・
救
急
・
救
助
活
動

消 防 本 庁 舎

高規格救急自動車

消防本部指令室

大型商業施設での防災訓練

公共施設に設置された
自動体外式除細動器（AED）

AEDを使用した普通救命講習会
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教育･文化･スポーツ

公
民
館
や
図
書
館
な
ど
の
社
会
教
育
施
設
が
整
備
さ
れ
る
と

と
も
に
、
社
会
教
育
事
業
に
お
い
て
は
主
に
青
少
年
や
成
人
を

対
象
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
講
座
、
学
級
、
各
種
催
し
な
ど
が
開

催
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
公
民
館
で
は
、
家
庭
教
育
を
は
じ

め
、
青
少
年
教
育
、
成
人
教
育
、
高
齢
者
教
育
さ
ら
に
は
、
文

化
、
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
な
ど
広
範
に
わ
た

る
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
に
お
い
て
子
ど

も
た
ち
の
健
全
な
成
長
を
促
す
た
め
、
子
ど
も
会
を
中
心
と
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

学
校
教
育
で
は
、
近
年
の
児
童
・
生
徒
数
の
緩
や
か
な
増
減

に
よ
り
、
新
た
な
小
・
中
学
校
の
建
設
は
、
平
成
２
年
（
１
９

９
０
）、
花
田
小
学
校
開
校
後
、
し
ば
ら
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
平
成
19
年
に
は
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
等
の
新
し
い
施
設

設
備
を
有
し
た
城
ノ
上
小
学
校
が
市
内
30
校
目
の
小
学
校
と
し

て
誕
生
し
ま
し
た
。

教
育
活
動
に
お
い
て
は
、
学
力
の
向
上
を
図
り
、
子
ど
も
た

ち
が
心
豊
か
に
充
実
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

学
校
・
家
庭
・
地
域
と
連
携
・
協
力
を
強
化
し
、
公
教
育
の
理

念
で
あ
る
社
会
性
、
公
共
性
を
子
ど
も
た
ち
に
身
に
つ
け
さ
せ

る
よ
う
努
め
て
き
ま
し
た
。

平
成
19
年
に
は
、
地
域
に
根
ざ
し
た
教
育
を
推
進
し
、
幼
児

教
育
・
学
校
教
育
・
青
少
年
教
育
な
ど
、
教
育
の
充
実
発
展
を

図
る
た
め
、
教
育
セ
ン
タ
ー
が
増
林
地
区
セ
ン
タ
ー
・
公
民
館

と
併
設
し
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

生
涯
学
習
の
推
進
と

子
ど
も
た
ち
の
健
全
な
育
成

市民体育祭中央大会

市立図書館

こしがや薪能

教育センターが併設されている
増林地区センター・公民館

市内で30校目となる
城ノ上小学校

平成20年度全国高等学校総合
体育大会剣道大会
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国際交流（姉妹都市､姉妹校交流）

市
で
は
、
海
外
の
文
化
・
教
育
な
ど
に
触
れ
る
機
会
を
作
る

国
際
交
流
を
積
極
的
に
進
め
る
た
め
、
昭
和
59
年
（
１
９
８
４
）

４
月
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
に

あ
る
キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
市
と
姉
妹
都
市
提
携
を
結
び
ま
し
た
。

以
来
、
越
谷
市
か
ら
青
少
年
使
節
団
や
中
学
生
使
節
団
な
ど
を

派
遣
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
市
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
使
節
団
が

来
市
し
て
い
ま
す
。

姉
妹
都
市
提
携
の
記
念
に
、
鷺
高
第
五
公
園
を
「
キ
ャ
ン
ベ

ル
タ
ウ
ン
公
園
」
と
し
、
昭
和
61
年
４
月
に
記
念
植
樹
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
野
鳥
の
森
に
は
、

キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
市
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

野
鳥
が
飼
育
さ
れ
て
い
ま
す
。
姉
妹
都
市
交
流
の
ほ
か
に
も
、

市
内
の
小
・
中
学
校
と
海
外
の
学
校
の
姉
妹
校
交
流
も
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
市
内
の
学
校
を
は
じ
め
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
タ
イ
王
国
、
中
華
人
民
共
和
国
と
姉
妹
校

交
流
を
行
い
、
外
国
の
文
化
を
教
育
に
も
役
立
て
て
い
ま
す
。

世
界
に
視
野
を
広
げ
、

肌
で
文
化
を
感
じ
る

キャンベルタウン野鳥の森

キャンベルタウン市を訪れた
青少年使節団

青少年使節団と中学生の交流

越谷市・キャンベルタウン市
姉妹都市提携20周年記念式典

キャンベルタウン市にある
コシガヤパーク

越谷市民まつりでの
国際交流ひろば
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防災･防犯･危機管理

防
災
対
策
と
し
て
、
地
震
な
ど
の
自
然
災
害
か
ら
市
民
の
生

命
、
身
体
お
よ
び
財
産
を
守
り
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
た
め
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、
避
難
所
・
避
難
場
所

や
防
災
備
蓄
倉
庫
、
耐
震
性
飲
料
用
貯
水
槽
な
ど
を
整
備
し
ま

し
た
。
加
え
て
、
企
業
・
団
体
と
の
協
定
締
結
に
よ
る
物
資
調

達
体
制
や
防
災
行
政
無
線
の
整
備
、
地
域
の
自
主
防
災
組
織
の

育
成
を
図
っ
て
き
た
ほ
か
、
群
馬
県
高
崎
市
や
福
島
県
二
本
松

市
と
災
害
時
相
互
応
援
協
定
を
結
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
11
年
（
１
９
９
９
）
に
は
、
台
風
や
集
中
豪
雨

な
ど
に
よ
る
洪
水
被
害
に
対
処
す
る
た
め
、
監
視
室
や
ヘ
リ
ポ

ー
ト
を
備
え
た
水
防
活
動
の
拠
点
施
設
と
な
る
河
川
防
災
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
を
新
方
地
区
セ
ン
タ
ー
・
公
民
館
に
併
設
し
整
備
し

ま
し
た
。

防
犯
に
つ
い
て
は
、
市
民
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
防

犯
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
企
業
・
団
体
と
安
全
で

安
心
な
防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
ほ
か
、

住
み
よ
い
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
平
成
20
年
４
月
か
ら

「
越
谷
市
安
全
で
安
心
な
防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
施
行
し

ま
し
た
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
青

色
回
転
灯
を
装
備
し
た
車
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
で
不
審
者
情
報
を
配
信
す
る
な

ど
犯
罪
の
予
防
に
努
め
て
い
ま
す
。

危
機
管
理
に
つ
い
て
は
、「
市
民
の
生
命
、
身
体
お
よ
び
財
産

の
保
護
」
な
ら
び
に
「
市
民
の
生
活
又
は
市
の
産
業
、
経
済
の

安
定
」
を
図
り
、
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
、「
越
谷
市
危
機
管
理
計
画
」
を
策
定
し
、
さ
ら
に

国
民
保
護
法
に
基
づ
く
「
国
民
保
護
に
関
す
る
越
谷
市
計
画
」

の
策
定
を
し
ま
し
た
。

安
全
・
安
心
な
市
民
生
活
を

支
え
る
防
災
・
防
犯
対
策

河川防災ステーションのヘリポート

地域の自主防犯活動団体による
防犯パトロール

城ノ上小学校に設置された
防犯カメラ

地区合同総合防災訓練

高崎市から総合防災訓練に
駆けつけた応援物資輸送車

青色回転灯を装備した
防犯パトロール車
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第４章

せんげん台

大
袋

北
越
谷

越
谷

新
越
谷

蒲
生

南越谷 越谷レイクタウン

新
方
川

越
谷
八
潮
線

足
立
越
谷
線

国
道
４
号
（
草
加
バ
イ
パ
ス
）

元荒
川

大落
古利
根川

JR武蔵野線

東武鉄道伊勢崎線

（
東
埼
玉
道
路
）

 

国
道
４
号

国道46
3号

国道463号

県営しらこばと水上公園

キャンベルタウン野鳥の森

児童館コスモス

児童館ヒマワリ

科学技術体験センター「ミラクル」

日本庭園花田苑

保存民家大間野町旧中村家住宅

宮内庁埼玉鴨場

見田方遺跡公園

市民球場

蒲生の一里塚

しらこばと橋

東埼玉資源環境組合展望台

県民健康福祉村

日本文化伝承の館こしがや能楽堂 大相模調節池建長元年板碑

元荒川の桜堤

越谷梅林公園

久伊豆神社
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元荒川の桜堤
場所●北越谷第五公園から東武鉄道の鉄橋までの遊歩道

梅のシーズンが終わりを告げると、いよいよ桜の開花宣言です。
北越谷の元荒川堤の桜並木は、北越谷第五公園から東武鉄道の鉄
橋までの２キロメートルにわたって約350本のソメイヨシノが開花
し、桜並木には提灯が飾り付けられ明かりがともされます。

梅林公園の梅
場所●越谷梅林公園（大林）

約20,000平方メートルの敷地には、白加賀、梅郷、紅梅、晩白
加賀（おくしろかが）などの梅が、約250本植えられ、このほかに
梅の見本園として34種類67本の梅の木が可憐な花をつけます。豊
かな梅の香りに誘われて、多くの人でにぎわいます。

久伊豆神社のフジ
場所●久伊豆神社（越ヶ谷）

久伊豆神社の境内にあるフジは、樹齢200余年で、株回りが7.3
メートルあり地際から７本に分かれていて、埼玉県の天然記念物
に指定されています。毎年４月下旬には、藤まつりが行われ、た
くさんの人が訪れています。

葛西用水のチューリップ
場所●市役所わき 西用水

西用水のチューリップが春の風物詩として、中土手沿い約
500メートルにわたり、赤や黄色など色も鮮やかに咲き誇ります。
また、越谷のチューリップの切り花は県内生産量第２位の花き

園芸となっています。

南越谷阿波踊り
場所●南越谷駅・新越谷駅周辺

毎年８月下旬に、「南越谷阿波踊り」が開
催され、南越谷駅・新越谷駅周辺は阿波踊
り一色となります。踊り手たちは日ごろの
練習成果を観衆に披露、力強い男踊りやあ
でやかな女踊りで魅了します。

葛西用水のアジサイ
場所●市役所わき 西用水

西親水緑道の中央市民会館からしらこ
ばと橋の区間に、ニホンアジサイや西洋ア
ジサイなど約900株余りが植えられていま
す。６月下旬まで色とりどりのアジサイが
通る人の目を和ませています。

北川崎の虫追い
場所●川崎神社（北川崎）

虫追いは、川崎神社で毎年７月24日に行
われる、江戸時代から続いている農村行事
です。平成20年に県の無形民族文化財に指
定されました。たいまつに火を灯し、あぜ
道を行進しながら害虫を追い払い、豊作を
祈願するものです。

葛西用水のハナショウブ
場所●市役所わき 西用水

平和橋を中心に 西用水中土手には、濃
紫や薄紫、白、ぼかしなど色や形がさまざ
まなハナショウブが咲いています。中央市
民会館前の噴水などの水辺空間と一体とな
り“水郷こしがや”の景観に彩りを添えます。

下間久里の獅子舞
場所●香取神社（下間久里）

下間久里の獅子舞は、文禄３年（1594）
に京都から伝わったとされ、昭和54年に県
の無形民俗文化財に指定されました。毎年
７月15日に行われ、獅子舞が奉納された後、
家内安全、五穀豊穣を祈願し、夜遅くまで
町内の家々を回ります。

県営しらこばと
水上公園

所在地●小曽川729-1

越谷花火大会
場所●市役所わき 西用水

夏の風物詩としてすっかり定着した花火
大会、息つく暇なく打ち上げられる5,000発
の花火は迫力満点で越谷の夜空を彩ります。
会場周辺には、多くの見物客が訪れ、色鮮
やかな花火に酔いしれます。

県営しらこばと水上公園に
は、流水プール、スライダープ
ール、もぐりプール、幼児プー
ルなど、子どもから大人まで楽
しめるプールがたくさんあり、
多くの家族連れなどでにぎわい
ます。

出羽チューリップ
コミュニティフェスタ
場所●出羽公園（七左町）

出羽地区内の小・中学校や自
治会などで育てたチューリップ
を公園内に飾るほか、水耕栽培
で育てたチューリップも公園の
池に浮かべます。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
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菊花大会
場所●第1体育館（大沢）

市の花でもある菊。昭和初期から始まった市内の菊の栽培は有
名で、それだけに毎年開かれる菊花大会には、華麗で格調高い作
品が一同に集まります。愛好家が愛情を込めて育て上げた300鉢以
上の菊が優雅な香りを漂わせています。

コスモスフェスタ
場所●新方地区センター・公民館周辺（大吉）

市内大吉の休耕田および新方地区センター・公民館周辺で開催
されるコスモスフェスタは、秋風に揺れるピンクや白などのコス
モスの摘み取りが行われ、たくさんの人が訪れています。

オビシャ
場所●川崎神社（北川崎）

その年の豊作を祈る農村行事で、古くは「歩射（ぶしゃ）」と言
われていました。鶴亀と松竹梅が描かれた的を目がけて、弓で矢
を射り、その年の豊凶を占うもので川崎神社で行われます。うま
く的に命中するたびに大きな歓声があがります。

旧中村家住宅の雪景色
場所●保存民家大間野町旧中村家住宅

大間野町旧中村家住宅は江戸時代に旧大間野村（現在の大間野町
周辺）の名主を勤めた中村氏の旧宅で、平成９年に越谷市が寄贈
を受け、建築当初の姿に復元したものです。敷地内には主屋、長
屋門、石蔵、土蔵があり、各建物には昔の生活用具や中村家に関
する貴重な古文書などを展示しています。

花田苑の紅葉
場所●日本庭園花田苑（花田）

花田苑は、面積2.1ヘクタール。中央には約4,000平方メートル
の大きな池があり、周囲にせせらぎがある日本庭園です。正門に
は、市内宇田家の長屋門が復元されているほか、庭園内には茶室
もあります。

越ヶ谷秋まつり
場所●越ヶ谷、中町、越ヶ谷本町の旧日光街道周辺

江戸時代中期から伝わる豊年を祝うまつりでおおむね３年に１
度行われます。古い伝統と格式があり、江戸時代の名残をそのま
ま伝える歴史絵巻を見るようです。まつりは久伊豆神社（越ヶ谷）
から神様がお出ましになる神輿渡御で始まり、到着した神輿は、
各町内の山車８台に迎えられ町内を巡行します。

元旦マラソン
場所●市役所周辺

年が明けると、新年のスタートを告げる最大のイベント「元旦
マラソン大会」が市役所周辺で開催されます。毎年多くの人が参
加し、心地よい汗を流します。

こしがや産業フェスタ
場所●総合体育館周辺（増林）

越谷市の産業の発展のため、商工業者と農業者が一堂に会した
イベントで、越谷産農産物や市内に伝わる伝統的手工芸品の展
示・即売のほか近隣市町に事業所を置く製造業や建設業者による
製品の展示や情報交換などが行われます。

越谷市民まつり
場所●市役所周辺

毎年秋に開かれる越谷市民ま
つりは「安全・調和・明るい街
づくり」を基調に、華やかなオ
ープニング・パレードから始ま
り、盛りだくさんのアトラクシ
ョン、模擬店などが数多く出店
され、ふるさと恒例のイベント
としてすっかり定着し、20万人
に及ぶ人出でにぎわいます。

越谷市成人式
場所●市内11会場

正月が終わると、市内各地
区ごとに成人式が行われます。
各会場では、さまざまな催し
が行われ、新成人たちは同級
生や恩師たちと楽しいひとと
きを過ごします。

…………………………………………………………………………………………………………………………
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蒲生の一里塚
所在地●藤助河岸そば

蒲生愛宕町876

江戸時代の各道中に、旅人の行程の目安
として一里（約４km）毎に塚が築かれ、エ
ノキが植えられていた。この塚は日光街道
の蒲生の南端旧出羽堀の東にあり高さ２m、
東西5.7m、南北7.8mの長方形で塚の東およ
び南辺には石垣が施されている。現在では、
県内の日光街道に残る唯一の一里塚である。

廿一仏 板石塔婆
所在地●慈光庵境内

増森1775

板石塔婆のうち種子（梵字）二十一仏を
刻んだ板碑は、申待供養という民間信仰と
習合した神仏混こうの所産物で、全国で39
基が確認され、市内では９基が確認されて
いる。増森にある慈光庵（薬師堂）の廿一
仏板碑は天正３年（1575）８月銘の申待供
養塔、縦153cm、横46cmの完形である。

大聖寺の山門
所在地●大聖寺

相模町6－442

大相模不動尊は天平勝宝２年（750）の
創建と伝えられ、本尊は不動明王である。
中世には岩槻太田氏の祈願寺として、また、
江戸時代には関東三大不動の一つに数えら
れ、七堂伽藍を備える大寺として興隆をみ
た。現在の仁王門（山門）は文化元年
（1804）のものである。

鳥文斎栄之筆「瓦曽根溜井図」
所蔵●市立図書館

東越谷4－9－1

旗本細田家の嫡子で宝暦６年（1756）の
生まれ。鳥居清長や喜多川歌麿に師事し、
細田流として一派を興した。栄之は美人画
を得意とし、文化人との交流を深めていた。
瓦曽根村の世襲名主中村家を訪れたとき描
いたのが「瓦曽根溜井図」であったとみら
れる。

香取神社の彫刻
所在地●香取神社

大沢3－13－38

大沢香取神社の奥殿の板壁に、さまざま
な彫刻が施されている。彫刻師は浅草山谷
町の長谷川竹次郎で板壁の北面には紺屋の
労働作業の図柄が彫刻されている。江戸時
代、越ヶ谷・大沢は紺屋の盛んな所で、当
時を知る貴重な民俗資料である。

野島浄山寺の大鰐口
所在地●浄山寺

野島32

鰐口とは、社殿・仏堂前の軒下につるす
金属製の祈祷用の鳴物具。天保12年（1841）
に奉納された銅製で、直径６尺（176cm）
厚さ２尺（60cm）、重量200貫（750kg）と
いう全国でもまれな大きさである。当時浄
山寺では、多くの人々の信仰を集めていた
ことが奉納者銘から知ることができる。

建長元年板碑
所在地●元荒川橋そば

御殿町3－36

この板碑は建長元年（1249）銘のもので、
市内では最古で最大のものであり、弥陀一
尊の一仏板碑、高さ155cm、幅56cmでその
彫刻は深く雄大で鎌倉期の初発期板碑の特
徴がでている。

林泉寺 駒止のマキ
所在地●林泉寺

増林3818

山門から本堂に至る参道の右側にあり、
徳川家康が当地へ鷹狩りに来たとき、この
マキに馬をつないだといわれている。推定
樹齢は400年前後といわれ、その枝ぶりは
まれに見る美しい樹形をなしている。

見田方遺跡
所在地●越谷レイクタウン駅北側

大成町3・5・6丁目、東町４丁目

昭和42年（1967）、見田方耕地（現在の
大成町）で発掘調査が行われ、竪穴式住居
跡が確認され、数多くの土器や祭器が出土
した。出土品などから、この遺跡が古墳時
代後期（６～７世紀）の遺構であることが
わかり、かつて古代人が竪穴住居に住み、
生活をしていたことが推察される。

平田篤胤 奉納大絵馬
所蔵●久伊豆神社

越ヶ谷1700

平田篤胤は、江戸時代後期の国学者でし
ばしば越ヶ谷宿を訪れていた。この間篤胤
は久伊豆神社に「天之岩戸開」の大絵馬を
奉納。これには文政３年（1820）７月９日、
画工山里貞由、平田篤胤（花押）の銘がの
せられている。

呑龍上人 供養墓石
所在地●林西寺

平方249

呑龍上人は、弘治２年（1556）一ノ割村
生まれ。14歳のとき平方林西寺に入寺し僧
となり、のちに増上寺で修業に励んだ。生
来情深く、貧家の幼児を多数養育したこと
から「子育て呑龍」と称された。

越ヶ谷順正会 関連資料（順正会旗）
所蔵●市立図書館

東越谷4－9－1

越ヶ谷順正会は、昭和10年（1935）に疾
病者救済を目的とした保険制度の組織とし
て「順正会」の名で発足し翌年には「越ヶ
谷順正会」となる。法施行前より「相扶共
済」の精神で独自の組織を成立させていた
ことで国民健康保険制度発祥の地と称され
ている。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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こ
の
ほ
か
増
林
の
な
か
に「
定
使
野
」

と
い
う
所
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
土

豪
な
ど
の
使
用
人
で
あ
る
定
使
が
住
ん

で
い
た
所
、
神
明
下
に
あ
る
「
在
家
」

と
い
う
地
名
は
そ
こ
に
人
家
が
あ
っ
た

所
、
ま
た
、
西
新
井
に
「
堀
の
内
」
と

い
う
所
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
堀
を

巡
ら
せ
た
土
豪
の
屋
敷
内
で
あ
っ
た

所
、
大
相
模
の
「
西
方
」「
東
方
」
は

大
相
模
郷
の
う
ち
西
の
方
、
東
の
方
と

い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
新
田
を

開
発
し
た
人
の
名
前
を
と
っ
て
名
付
け

ら
れ
た
所
も
あ
り
ま
す
。
七
左
衛
門
村

や
弥
十
郎
村
な
ど
が
そ
れ
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
住
ん
で
い
る
土
地
の

名
前
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
や
由
来

が
あ
り
ま
す
。
人
々
が
こ
の
地
に
住
み

着
い
た
と
き
、
そ
の
場
所
の
自
然
の
様

子
や
そ
の
自
然
環
境
に
よ
っ
て
名
前
を

付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
数
多
く
あ
り
ま

す
。ま

た
、
古
い
時
代
、
条
里
制
と
い
っ

て
田
畑
や
住
ま
い
の
区
画
整
理
が
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
こ
の
条
里
に
ち
な
ん
で

名
付
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
所
も
あ
り

ま
す
。
越
谷
に
は
、
四
町
野

し
ち
ょ
う
の

（
現
在
の

宮
本
町
）
・
三
町
野

さ
ん
ち
ょ
う
の

（
増
林
）
・
四

条
・
別
府
（
現
在
の
東
町
）
・
大
里
な

ど
の
地
名
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
ら
は
、

は
た
し
て
条
里
に
ち
な
ん
だ
地
名
か
ど

う
か
確
か
で
な
い
も
の
の
、
条
里
の
遺

名
（
な
ご
り
）
で
は
な
い
か
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
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新方

増林

川柳

大相模

大袋

荻島 大沢

北越谷

南越谷

蒲生

越
ヶ
谷出羽

桜井

じ
ょ
う
つ
か
い
の

ざ

い

け
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て
ま
し
た
。
家
康
は
、
こ
の
越
ヶ
谷
御

殿
を
大
層
好
み
、
一
年
に
三
度
も
越
ヶ

谷
を
訪
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
耕
地
に
も
そ
れ
ぞ
れ
名
前
が

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
越
ヶ
谷
の
な

か
に
は
、
一
番
・
二
番
・
三
番
と
い
う

番
号
が
付
け
ら
れ
た
耕
地
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
検
地
（
江
戸
時
代
の
土
地

の
丈
量
調
べ
）
の
と
き
、
は
じ
め
に
検

査
し
た
順
か
ら
一
番
、
二
番
と
付
け
ら

れ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
堀
の
名
で
は
、
赤
山
街
道

（
県
道
越
谷
鳩
ヶ
谷
線
）
を
鳩
ヶ
谷
に

向
か
っ
て
ゆ
く
途
中
に
出
羽
堀
と
い
う

堀
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
堀
は
そ
の
昔
、

会
田
出
羽
が
、
出
羽
地
区
の
湿
地
を
干

拓
す
る
た
め
に
掘
り
割
っ
た
の
で
、
出

羽
の
名
を
と
っ
て
付
け
ら
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

＊
こ
の
ほ
か
越
ヶ
谷
地
区
に
は
、
弥
生

町
や
柳
町
、
宮
前
な
ど
の
地
名
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
新
し
い
町
名

で
す

大
沢
地
区

〈
大
沢
町
〉

大
沢
は
、
元
荒
川
（
荒
川
）
の
東
方

に
あ
た
り
、
古
く
は
下
総
国
下
河
辺
庄

新
方
庄
（
郷
）
の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
後
、
新
方
庄
は
武
蔵
国
に

編
入
さ
れ
ま
し
た
の
で
新
武
蔵
と
も
呼

ば
れ
ま
し
た
。
一
説
に
は
長
禄
年
間

（
一
四
五
七
〜
六
〇
）、
太
田
道
灌
が
岩

槻
を
支
配
し
た
こ
ろ
武
蔵
国
に
編
入
し

た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代

は
、
武
蔵
国
埼
玉
郡
新
方
領
の
中
に
あ

り
ま
し
た
。
そ
し
て
慶
長
七
年
（
一
六

〇
二
）、
宿
駅
制
度
が
整
備
さ
れ
た
と

き
、
街
道
筋
を
中
心
と
し
て
、
こ
こ
に

宿
場
町
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
は
じ
め

は
越
ヶ
谷
宿
の
助
け
合
い
宿
で
し
た

が
、
後
に
は
大
沢
町
の
行
政
組
織
の
う

ち
、
交
通
業
務
は
越
ヶ
谷
町
と
合
体
し

た
の
で
、
大
沢
町
を
含
め
て
越
ヶ
谷
宿

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
普
段
は
、

越
ヶ
谷
宿
の
う
ち
大
沢
町
、
越
ヶ
谷
宿

の
う
ち
越
ヶ
谷
町
と
使
い
分
け
ら
れ
ま

し
た
。

そ
の
後
、
明
治
時
代
に
な
り
、
宿
駅

制
度
が
な
く
な
り
、
両
町
は
完
全
に
分

離
し
ま
し
た
が
、
明
治
二
十
二
年
（
一

八
八
九
）
の
町
村
合
併
の
と
き
、
大
沢

町
は
越
ヶ
谷
町
と
組
合
町
を
つ
く
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
明
治
三
十
五
年
（
一

九
〇
二
）
に
再
び
分
離
し
、
昭
和
二
十

九
年
（
一
九
五
四
）、
越
ヶ
谷
町
は
じ

め
八
カ
村
と
合
併
し
越
谷
町
を
構
成
し

ま
し
た
。

〈
大
沢
の
地
名
〉

大
沢
と
い
う
地
名
は
、
も
と
も
と
こ

の
辺
り
が
一
面
の
沼
沢
地
（
湿
っ
た
土

地
）
で
、
大
小
十
七
カ
所
の
池
や
沼
が

あ
っ
た
の
で
、
大
き
な
沢
、
つ
ま
り
大

沢
と
呼
ば
れ
た
と
い
い
ま
す
。
町
の
中

は
上
宿
・
中
宿
・
下
宿
と
区
分
さ
れ
ま

し
た
が
、
こ
の
上
・
中
・
下
は
江
戸
を

中
心
と
し
た
も
の
で
な
く
、
日
光
か
ら

み
て
上
中
下
と
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
大
沢
に
は
鷺
後
・
高
畑
・
鷲

越
な
ど
と
い
う
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

う
ち
鷺
後
は
、
鷺
後
用
水
路
（
逆
川
）

に
沿
っ
た
林
の
茂
る
古
い
集
落
で
、
鷺

が
群
れ
を
な
し
て
集
ま
っ
た
こ
と
か

ら
、
は
じ
め
鷺
代
と
呼
び
ま
し
た
が
、

の
ち
鷺
後
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
い
ま
す
。

現
在
の
大
沢
の
鎮
守
で
あ
る
香
取
神

社
は
、
大
沢
の
元
村
で
あ
る
鷺
後
に
祭

ら
れ
て
い
た
香
取
神
社
を
移
し
た
も
の

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
耕
地
名
に
は
新
田
耕
地
・
外そ

と

河
原

が
わ
ら

耕
地
・
皿
沼

さ
ら
ぬ
ま

耕
地
な
ど
数
多
く
の

越
ヶ
谷
地
区

〈
越
ヶ
谷
郷
〉

江
戸
時
代
以
前
は
、
現
在
の
出
羽
地

区
や
荻
島
地
区
（
袋
山
を
含
む
）、
そ

れ
に
越
ヶ
谷
・
瓦
曽
根
・
花
田
・
さ
い

た
ま
市
岩
槻
区
釣
上

か
ぎ
あ
げ

な
ど
の
広
い
地
域

を
「
越
ヶ
谷
郷
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
の
越
ヶ
谷
の
地
名
に
関
し
て
は
、
関

東
の
武
士
団
で
あ
る
千
葉
氏
の
系
図
の

な
か
に
、
今
か
ら
お
よ
そ
九
〇
〇
年
ぐ

ら
い
前
の
人
と
み
ら
れ
る「
古
志
賀
谷
」

と
い
う
人
物
の
名
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
当
時
の
人
は
、
そ
こ
に
住
ん
で
い

る
土
地
の
名
を
苗
字
と
し
て
い
た
の

で
、
越
ヶ
谷
は
古
く
か
ら
の
地
名
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
の
後
、
徳
川
家
康
が
関
東
に
入
国

し
、
や
が
て
天
下
を
と
る
と
、
中
山
道

や
東
海
道
な
ど
、
江
戸
を
中
心
と
し
た

街
道
を
整
備
し
、
人
馬
の
中
継
ぎ
所
で

あ
る
宿
場
を
取
り
立
て
ま
し
た
。

こ
の
と
き
、
瓦
曽
根
か
ら
四
町
野
に

か
け
て
の
道
中
筋
（
日
光
街
道
）
に
新

た
な
家
並
が
つ
く
ら
れ
、
宿
場
が
設
け

ら
れ
ま
し
た
。
四
町
野
や
瓦
曽
根
な
ど

か
ら
、
新
た
に
独
立
し
た
町
が
こ
こ
に

つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
こ
こ

が
越
ヶ
谷
郷
の
中
心
で
あ
る
と
し
て
、

こ
の
地
の
名
を
郷
名
で
あ
る
越
ヶ
谷
の

名
を
と
っ
て
、
特
に
越
ヶ
谷
町
と
名
付

け
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
「
コ
シ
ガ
ヤ
」
の
地
名
は

い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、「
コ

シ
」
と
は
腰
と
も
書
か
れ
、
山
や
丘
な

ど
の
ふ
も
と
を
指
し
、「
ヤ
」
と
は
湿

地
な
ど
の
低
い
土
地
を
さ
す
そ
う
で

す
。
す
る
と
越
ヶ
谷
の
「
コ
シ
」
の
上

に
あ
た
る
場
所
は
、
赤
山
の
百
観
音
や

野
田
の
さ
ぎ
山
の
あ
る
武
蔵
野
台
地

（
赤
土
の
高
い
土
地
）
に
あ
た
り
ま
す
。

そ
し
て
「
ヤ
」
と
は
そ
の
台
地
の
ふ
も

と
「
コ
シ
」
に
あ
た
る
低
い
土
地
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
台
地
の

ふ
も
と
に
あ
た
る
低
い
地
域
が
「
コ
シ

ガ
ヤ
」
と
呼
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

〈
越
ヶ
谷
町
〉

越
ヶ
谷
町
は
、
江
戸
時
代
か
ら
独
立

し
た
町
で
し
た
が
、
明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
）
に
大
沢
町
と
組
合
町
を

つ
く
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
か
ら
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇

二
）
に
分
離
し
、
再
び
越
ヶ
谷
町
と
大

沢
町
に
分
か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和

二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
、
越
ヶ
谷

町
・
大
沢
町
を
は
じ
め
二
町
八
カ
村
が

合
併
し
、
越
ヶ
谷
の
「
ヶ
」
を
と
っ
て

越
谷
町
と
名
付
け
ま
し
た
。
現
在
も
と

の
越
ヶ
谷
町
は
、
越
ヶ
谷
地
区
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
越
ヶ
谷
町
は
奥
州
街
道
（
日

光
街
道
）
の
宿
場
と
し
て
新
た
に
誕
生

し
た
町
で
す
。
は
じ
め
町
内
は
本
町
と

新
町
と
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の

間
に
越
ヶ
谷
郷
の
も
と
の
土
豪
（
在
地

の
武
士
）
会
田
出
羽
が
所
有
し
た
土
地

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
を
特
に
中
町
と

名
付
け
、
三
町
に
区
分
さ
れ
た
と
い
わ

れ
ま
す
。
こ
の
ほ
か
越
ヶ
谷
に
は
袋

町
・
観
音
横
町
・
御
殿
・
新
道
な
ど
と

名
付
け
ら
れ
た
所
が
あ
り
ま
し
た
。

今
で
も
御
殿
と
い
う
地
名
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
徳
川
家
康
が
、

今
か
ら
お
よ
そ
四
〇
〇
年
前
の
慶
長
九

年
（
一
六
〇
四
）
に
、
将
軍
家
の
別
荘

で
あ
る
越
ヶ
谷
御
殿
を
建
て
た
所
だ
か

ら
で
す
。
も
と
も
と
、
こ
の
地
域
は
、

越
ヶ
谷
郷
の
土
豪
会
田
出
羽
家
の
屋
敷

地
の
一
部
で
あ
っ
た
所
で
す
。

な
お
、
関
東
に
入
国
し
た
家
康
は
、

鷹
狩
り
の
と
き
、
し
ば
し
ば
会
田
出
羽

の
屋
敷
に
立
ち
寄
っ
て
い
ま
し
た
が
、

こ
の
屋
敷
地
を
大
変
気
に
入
り
、
元
荒

川
べ
り
の
地
を
譲
り
受
け
て
御
殿
を
建

大正時代の越ヶ谷町昭和30年代の大沢町
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帝
神
社
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
平
方
の
南
端
、
会
野
川
の
川
跡

を
境
に
、
そ
の
隣
は
大
泊
の
地
と
な
り

ま
す
。
大
泊
の
地
名
は
、
浄
土
宗
安
国

寺
の
寺
伝
に
よ
る
と
、
紀
伊
国
（
現
在

の
三
重
県
）
熊
野
大
泊
村
の
安
国
寺
の

住
職
で
あ
っ
た
、
誠
誉
専
故
と
い
う
僧

が
、
今
か
ら
お
よ
そ
六
五
〇
年
前
の
康

安
元
年
（
一
三
六
一
）
に
、
こ
の
地
を

通
り
か
か
り
、
安
国
寺
を
再
建
し
て
住

職
に
な
り
、
そ
し
て
、
こ
の
僧
の
故
郷

で
あ
る
大
泊
の
地
名
を
、
こ
の
地
の
地

名
に
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
安
国
寺
は
足
利
尊
氏
が
、
貞

和
元
年
（
一
三
四
五
）
の
こ
ろ
、
全
国

六
十
六
カ
国
に
国
家
の
祈
願
寺
で
あ
る

安
国
寺
を
指
定
し
ま
し
た
が
、
大
泊
の

安
国
寺
が
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
も
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
安
国
寺

は
、
蓮
生
坊
と
称
し
た
、
熊
谷
直
実
の

草
庵
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、

詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
す
。

ま
た
、
大
泊
の
地
名
に
つ
い
て
は
、

一
説
に
よ
る
と
、
当
地
域
は
も
と
の
利

根
川
の
一
流
路
で
あ
っ
た
会
野
川
に
面

し
て
い
て
、
自
然
堤
防
が
大
変
発
達
し

て
い
る
所
で
あ
り
、
泊
と
は
、
川
や
海

に
沿
っ
て
設
け
ら
れ
た
港
と
い
う
意
味

が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
の
で
、
こ
こ
は

も
と
の
利
根
川
に
そ
っ
た
、
港
の
一
つ

で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

〈
間
久
里
と
大
里
〉

間
久
里
は
、
江
戸
時
代
か
ら
上
と
下

の
二
村
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
も
と

は
一
つ
の
村
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

間
久
里
の
地
名
は
人
家
の
あ
る
里
ま
で

遠
い
所
と
か
条
里
制
の
遺
名
と
も
み
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
ま
た
、
間
久
里
を
蒔
里
と
書
い

た
史
料
も
あ
り
ま
す
が
、
一
説
に
は
農

作
業
な
ど
を
共
同
で
行
う
所
、
つ
ま
り

「
ユ
イ
」
か
ら
起
こ
っ
た
地
名
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
間
久
里
は

ま
こ
も
の
生
い
茂
っ
た
里
（
村
）、
つ

ま
り
「
ま
こ
里
」
と
い
わ
れ
た
の
が

「
ま
く
り
」
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

こ
こ
は
も
と
、
大
袋
地
区
の
大
竹
辺

り
か
ら
曲
流
し
た
元
荒
川
が
間
久
里
・

大
里
を
通
っ
て
大
林
に
流
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
川
に
沿
っ
て
日
光

街
道
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
、
旧
道
を
中

心
に
集
落
を
つ
く
っ
て
い
た
上
間
久
里

の
人
々
の
な
か
に
は
、
日
光
街
道
沿
い

に
住
居
を
移
し
、
旅
人
を
相
手
と
し
た

お
茶
屋
を
開
き
ま
し
た
。
は
じ
め
八
軒

の
お
茶
屋
が
店
を
開
い
て
い
た
の
で
、

八
軒
茶
屋
と
呼
び
ま
し
た
。
こ
の
八
軒

の
お
茶
屋
の
う
ち
三
軒
が
、
元
荒
川
か

ら
と
れ
た
う
な
ぎ
の
料
理
を
食
べ
さ
せ

ま
し
た
が
、
こ
の
う
な
ぎ
は
、
た
い
へ

ん
お
い
し
く
「
間
久
里
の
う
な
ぎ
」
と

呼
ば
れ
評
判
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

な
お
、
上
間
久
里
は
、
越
ヶ
谷
宿
と

粕
壁
宿
の
中
ほ
ど
の
地
に
あ
た
り
、
旅

人
が
一
休
み
す
る
の
に
都
合
が
よ
い
よ

う
に
茶
店
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
所
を
「
立
場
」
と
い
い
ま
す
。

な
お
、
下
間
久
里
の
香
取
神
社
で
は

埼
玉
県
指
定
の
無
形
民
俗
文
化
財
で
あ

る
獅
子
舞
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
古
く
か
ら
の
し
き
た
り
通
り
に
行

わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
有
名
で
す
。

ま
た
、
大
里
の
名
は
、
大
き
な
里

（
村
）
と
い
わ
れ
、
間
久
里
と
同
じ
く

条
里
制
の
遺
名
と
も
み
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
す
。

新
方
地
区

〈
新
方
村
と
船
渡

大
松
・
大
杉
〉

新
方
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）
に
、
大
吉
・
向
畑
・
北
川
崎
・
大

杉
・
大
松
・
弥
十
郎
・
船
渡
の
七
カ
村

が
合
併
し
て
で
き
た
村
で
す
。
新
方
村

の
地
名
は
、
こ
の
地
域
が
古
い
こ
ろ
は

新
方
庄
、
江
戸
時
代
は
新
方
領
と
呼
ば

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も

の
で
す
が
、
こ
の
地
域
は
特
に
東
新
方

庄
と
も
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、

耕
地
名
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
飯

御
免
耕
地
と
い
う
所
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
こ
こ
で
と
れ
た
米
を
大
沢
の
香

取
神
社
に
お
供
え
し
た
の
で
、
は
じ
め

「
飯
御
供
免
耕
地
」
と
呼
び
ま
し
た
が
、

御
供
を
は
ず
し
て
飯
御
免

い
い
ご
め
ん

と
呼
ん
だ
と

い
い
ま
す
。

そ
の
昔
、
大
沢
に
は
十
二
の
池
が
あ

っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
う
ち
五
つ
の
池

が
元
禄
年
間（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）

に
埋
め
た
て
ら
れ
て
新
田
と
な
り
、
そ

れ
か
ら
は
大
沢
の
七
つ
池
と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
こ
の
池
は
内
池
・
外
池
・
浅
間

池
・
八
郎
兵
衛
池
・
嘉
右
衛
門
池
・
観

音
坊
池
・
し
じ
め
池
の
七
つ
で
す
。
こ

の
う
ち
、
内
池
は
大
沢
町
の
名
主
（
現

在
の
市
町
村
長
）
江
沢
家
の
屋
敷
内
に

あ
り
、
外
池
は
そ
の
外
側
に
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
池
は
、
現
在

で
は
す
べ
て
埋
め
立
て
ら
れ
て
あ
り
ま

せ
ん
。

桜
井
地
区

〈
新
方
庄
〉

桜
井
地
区
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一

八
八
九
）
に
平
方
・
大
泊
・
上
間
久

里
・
下
間
久
里
・
大
里
の
五
カ
村
が
合

併
し
て
で
き
た
旧
村
で
、
現
在
で
は
桜

井
地
区
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
合
併
の

と
き
桜
井
村
と
名
付
け
ら
れ
た
の
は
、

昔
こ
の
地
域
は
下
河
辺
庄
桜
井
郷
と
呼

ば
れ
て
い
た
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
桜
井
地
区

は
増
林
地
区
や
新
方
地
区
、大
袋
地
区
、

そ
れ
に
春
日
部
市
武
里
地
区
や
豊
春
地

区
、
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
川
通
り
地
区

な
ど
を
含
め
て
、
そ
の
昔
新
方
庄
（
郷

と
も
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
地
は
、
粕
壁
か
ら
西
方
に
曲
流
し

た
古
隅
田
川
（
古
い
こ
ろ
の
利
根
川
主

流
）
を
境
に
、
そ
の
下
方
は
元
荒
川
と

古
利
根
川
に
挟
ま
れ
た
広
い
地
域
で

す
。
こ
こ
は
も
と
も
と
下
総
国
に
属
し

て
い
ま
し
た
が
、
今
か
ら
五
二
〇
年
ほ

ど
前
、
太
田
道
灌
が
岩
槻
を
支
配
し
て

い
た
こ
ろ
武
蔵
国
に
編
入
さ
れ
た
の
で

新
し
い
方
、
つ
ま
り
新
方
と
い
う
地
名

が
付
け
ら
れ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
新
方
の
地
名
は
、
今
か

ら
お
よ
そ
六
七
〇
年
以
前
か
ら
金
沢
称

名
寺
の
記
録
な
ど
に
出
て
き
ま
す
の

で
、
お
そ
ら
く
新
し
い
干
潟
、
新
し
い

陸
地
、
つ
ま
り
新
潟
と
い
う
こ
と
か
ら

名
付
け
ら
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

〈
平
方
と
大
泊
〉

平
方
は
、
市
内
で
最
も
東
北
端
に
位

置
し
て
い
ま
す
。
そ
の
形
は
ち
ょ
う
ど

地
図
の
上
で
は
三
角
形
の
形
に
な
っ
て

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
東
の
方
が
古
利
根

川
、
西
の
方
は
平
方
の
林
西
寺
辺
り
を

頂
点
と
し
て
、
会
野
川

あ
い
の
か
わ

と
呼
ば
れ
た
古

い
こ
ろ
の
河
道
が
山
の
形
に
南
へ
下
が

り
、
そ
の
南
端
か
ら
底
辺
状
に
東
に
向

か
っ
て
古
利
根
川
へ
、
三
角
の
形
で
続

い
て
い
ま
す
。
こ
の
会
野
川
と
い
う
名

は
、
二
つ
の
流
れ
が
合
わ
さ
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
も
い
い
ま

す
。そ

し
て
、
こ
の
川
に
よ
っ
て
区
切
ら

れ
た
三
角
形
の
地
は
、
川
に
よ
っ
て
運

ば
れ
て
き
た
土
砂
に
よ
っ
て
陸
化
が
進

ん
だ
所
で
、
も
と
は
一
面
の
平
ら
な
畑

地
で
し
た
。
平
方
と
い
う
地
名
は
、
比

較
的
高
い
平
ら
な
土
地
と
い
う
こ
と
か

ら
名
付
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
平

方
に
は
子
育
て
呑
龍
と
し
て
有
名
な
高

僧
、
呑
龍
上
人
が
住
職
を
勤
め
て
い
た

浄
土
宗
の
林
西
寺
、
平
方
の
鎮
守
で
あ

る
浅
間
神
社
、
古
い
歴
史
を
も
っ
た
女

日光街道沿いに建っていたころの大沢小学校と内池
安国寺の円空仏

む
こ
う
ば
た
け
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た
い
字
と
い
わ
れ
ま
す
の
で
こ
れ
を
林

の
上
に
付
け
た
も
の
で
し
ょ
う
。「
増
」

を
「
マ
ス
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
江
戸
時
代
の
道
し
る
べ
に
は
「
ま

し
ば
や
し
」
と
あ
り
ま
す
の
で
「
マ
シ
」

が
正
し
い
よ
う
で
す
。

さ
て
、
大
字
（
江
戸
時
代
か
ら
の
村
）

に
あ
た
る
増
林
は
、
古
利
根
川
と
元
荒

川
に
渡
る
広
い
地
域
で
、
西
川
・
荒

川
・
土
手
岸
な
ど
数
多
く
の
小
字
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
う
ち
西
川
や
荒
川
は
元

荒
川
沿
い
の
地
の
小
字
で
す
。
こ
の
ほ

か
定
使
野
や
城
ノ
上

し
ろ
の
う
え

の
小
字
が
あ
り
ま

す
。
定
使
野
は
、
古
い
時
代
、
土
豪
な

ど
に
仕
え
る
使
用
人
が
住
ん
で
い
た

所
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
使
用
人
の
食

料
を
と
る
耕
地
を
指
し
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
城
ノ
上
は
、
昔
、
徳
川
家
康
の

御
殿
が
も
と
は
増
林
の
地
に
設
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の

で
し
ょ
う
。
一
説
に
よ
る
と
こ
の
御
殿

が
在
っ
た
所
は
、
林
泉
寺
と
い
う
寺
院

の
辺
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
地

元
の
人
々
は
こ
の
御
殿
を
「
お
城
」
と

呼
び
、こ
の
辺
り
一
帯
を
城
の
あ
る
所
、

つ
ま
り
城
ノ
上
と
呼
ん
だ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
現
在
、
千
間
堀
（
新
方
川
）

の
ほ
と
り
に
、
城
ノ
上
の
名
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、増
林
と
花
田
の
境
に
あ
た
る
、

千
間
堀
に
架
け
ら
れ
た
橋
を
鷹
匠
橋
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
江
戸
時
代
、
越
谷
地

域
は
お
鷹
場
で
し
た
。
こ
の
鷹
場
を
取

り
締
ま
る
役
人
の
う
ち
、
野
廻
り
と
い

う
役
人
が
い
ま
し
た
。
こ
の
一
人
に
増

林
村
の
榎
本
氏
が
任
じ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
鷹
匠
が
越
ヶ
谷
宿
か
ら

榎
本
家
へ
用
事
で
行
く
と
き
、
そ
の
道

筋
に
あ
た
る
千
間
堀
に
橋
が
か
け
ら
れ

ま
し
た
。
そ
れ
で
こ
の
橋
を
鷹
匠
橋
と

呼
ん
だ
よ
う
で
す
。

ま
た
、
花
田
は
、
も
と
も
と
越
ヶ
谷

と
地
続
き
で
武
蔵
国
埼
玉
郡
に
属
し
ま

し
た
が
、
今
か
ら
お
よ
そ
三
七
〇
年
前

の
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
〜
四
三
）、

天
嶽
寺
前
に
新
川
が
掘
ら
れ
た
た
め
、

越
ヶ
谷
の
天
嶽
寺
や
久
伊
豆
神
社
と
と

も
に
、
元
荒
川
の
対
岸
に
な
っ
た
の
で

す
。
花
田
と
い
う
地
名
は
、
荒
川
（
元

荒
川
）
が
天
狗
の
鼻
の
よ
う
に
曲
流
し

て
小
林
に
流
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
天

狗
の
鼻
の
形
を
し
た
耕
地
、
す
な
わ
ち

鼻
田
と
付
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
い
つ
し
か
花
田
と
書
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た

一
説
に
は
、
越
ヶ
谷
の
鼻
の
先
に
あ
た

る
地
か
ら
鼻
田
と
名
付
け
ら
れ
た
と
も

い
わ
れ
ま
す
。

〈
増
森
・
中
島
・
東
小
林
〉

増
森
の
「
モ
リ
」
は
、
神
社
を
指
し

た
と
い
わ
れ
「
マ
シ
」
は
め
で
た
い
字

と
い
わ
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
地
に
神
を

祭
っ
た
と
き
に
増
森
と
名
付
け
ら
れ
た

と
み
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
は
、
も
と
も
と

古
利
根
川
が
、
増
森
か
ら
中
島
に
か
け

て
、
大
き
く
曲
流
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
対
岸
は
吉
川
市
の
榎
戸
と
い
う
地
で

す
。
と
こ
ろ
が
大
正
十
二
年
（
一
九
二

三
）、
増
森
か
ら
榎
戸
を
分
断
し
て
新

川
が
掘
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
は
古

川
に
な
り
、
今
で
は
こ
の
古
川
も
埋
た

て
ら
れ
、
榎
戸
と
増
森
は
地
続
き
に
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
も
古
利
根
川
と
元
荒
川
に
挟
ま

れ
た
地
で
す
が
、
古
利
根
川
の
方
を
本

田
、
千
間
堀
か
ら
元
荒
川
に
か
け
て
の

地
を
新
田
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
で

こ
の
千
間
堀
か
ら
元
荒
川
に
か
け
て
の

地
は
新
し
く
開
発
さ
れ
た
所
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。増
森
の
小
字
に
は
、

外
河
原
・
内
河
原
・
荒
川
堤
外

て
い
が
い

な
ど
川

に
ち
な
ん
だ
名
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
三
町
野
・
鳥
垣

と
り
が
き

・
立
野

た
て
の

な
ど
の

小
字
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
三
町
野

は
条
里
制
の
遺
名
と
も
み
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
三
町
歩
ほ
ど
の
耕
地
か
ら
名
付

け
ら
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

中
島
の
地
名
は
、
中
島
の
「
シ
マ
」

が
耕
地
を
指
す
の
で
、
川
と
川
に
挟
ま

れ
た
中
の
耕
地
と
も
解
さ
れ
ま
す
。
こ

こ
は
、
そ
の
多
く
が
砂
地
で
ほ
と
ん
ど

が
畑
地
で
す
。
こ
の
ほ
か
籠
場

か
ご
ば

と
い
う

所
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
古
利
根
川
と

元
荒
川
が
合
わ
さ
っ
た
所
の
河
原
で

す
。
そ
の
昔
、
徳
川
家
康
が
増
林
の
御

殿
か
ら
江
戸
に
帰
る
と
き
、
こ
こ
か
ら

駕
籠
に
乗
っ
て
川
を
渡
っ
た
と
い
う
こ

と
で
、
籠
場
と
名
付
け
ら
れ
た
と
も
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

東
小
林
（
現
在
の
東
越
谷
）
は
明
治

十
二
年
（
一
八
七
九
）
の
郡
制
の
と
き
、

頭
に
東
の
字
が
付
け
ら
れ
た
も
の
で

す
。
そ
れ
ま
で
は
小
林
村
と
い
い
ま
し

た
。
小
林
の
地
名
は
、
林
が
あ
っ
た
地

か
ら
名
付
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
の

こ
の
旧
村
は
新
方
地
区
と
い
い
ま
す
。

こ
の
新
方
地
区
の
う
ち
船
渡
は
、
古

利
根
川
に
沿
っ
た
地
で
、
古
く
か
ら
船

の
渡
し
場
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
名
付
け

ら
れ
た
地
名
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
ほ
か
上
川
原
・
下
川
原
な
ど
川
に
ち

な
ん
だ
耕
地
名
も
み
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
大
松
の
地
名
は
、
松
の
木
が

茂
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た

と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
古
い

こ
ろ
、
六
カ
村
を
領
有
し
て
い
た
と
い

わ
れ
る
、
六
カ
村
栄
広
山
清
浄
院
と
い

う
浄
土
宗
の
古
い
寺
院
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
は
古
利
根
川
に
沿
っ
た
自
然
堤
防

の
発
達
し
た
所
で
、
境
内
に
は
開
山
塚

を
は
じ
め
、
新
方
庄
を
支
配
し
て
い
た

と
い
わ
れ
る
新
方
氏
の
言
い
伝
え
な
ど

が
残
さ
れ
て
い
て
、
伝
説
の
多
い
寺
院

で
す
。

大
杉
は
、
杉
の
木
が
茂
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、

詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
す
。

〈
弥
十
郎
・
向
畑

北
川
崎
・
大
吉
〉

弥
十
郎
は
、
江
戸
時
代
の
は
じ
め
大

房
村
の
住
民
で
あ
っ
た
弥
十
郎
が
新
田

と
し
て
開
発
し
た
地
な
の
で
、
弥
十
郎

と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
は
じ
め
は
、

沼
谷
新
田
と
も
呼
ば
れ
た
よ
う
で
す
。

も
と
も
と
沼
沢
地
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

表
沼
・
裏
沼
な
ど
沼
に
ち
な
ん
だ
名
が

多
く
み
ら
れ
ま
す
。

向
畑
は
、
も
と
も
と
大
吉
・
川
崎
・

大
杉
・
大
松
・
船
渡
の
五
カ
村
が
、
そ

れ
ぞ
れ
こ
の
地
を
所
有
し
て
い
た
こ
と

か
ら
向
か
い
の
畑
、
つ
ま
り
向
畑
と
呼

ば
れ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
が
向
畑
村

と
し
て
独
立
し
た
の
は
元
禄
年
間
（
一

六
八
八
〜
一
七
〇
三
）と
い
い
ま
す
が
、

大
松
の
清
浄
院
に
伝
わ
る
寛
永
四
年

（
一
六
二
七
）
の
寺
領
検
地
帳
に
は
、

向
畑
村
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
古
く

か
ら
の
村
で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
す
。

こ
こ
に
は
向
畑
の
陣
屋
と
い
っ
て
、
も

と
新
方
庄
の
支
配
者
で
あ
っ
た
新
方
氏

の
館
が
あ
っ
た
所
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
今
は
陣
屋
の
跡
で
あ
っ
た
山
は
崩

さ
れ
て
畑
地
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

陣
屋
の
面
影
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

北
川
崎
は
、
も
と
も
と
川
崎
村
と
い

い
ま
し
た
が
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七

九
）、
郡
制
が
し
か
れ
た
と
き
、
同
じ

郡
内
に
同
じ
村
名
の
村
が
あ
る
の
は
紛

ら
わ
し
い
と
の
理
由
か
ら
、
そ
の
村
名

の
頭
に
北
や
南
が
付
け
ら
れ
た
の
で

す
。
と
こ
ろ
で
川
崎
は
、
川
や
海
に
突

き
出
た
と
こ
ろ
を
い
う
よ
う
で
す
が
、

越
谷
の
川
崎
は
古
利
根
川
の
屈
曲
し
た

と
こ
ろ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
よ
う
で

す
。

大
吉
は
、
大
芦
と
も
書
か
れ
、
芦
の

茂
っ
た
地
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
の
よ
う

で
す
。
な
お
、
新
方
地
区
の
西
方
を
流

れ
る
川
は
現
在
で
は
新
方
川
と
称
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
も
と
は
千
間
堀
と
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
。
堀
の
長
さ
が
千
間
あ

っ
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
長
い
堀
を
千
と
い
う
数
で
表

現
し
た
よ
う
で
す
。

増
林
地
区

〈
増
林
村
と
増
林
・
花
田
〉

増
林
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）、
増
森
・
中
島
・
東
小
林
・
花

田
・
増
林
の
五
カ
村
が
合
併
し
て
で
き

た
旧
村
で
、
現
在
は
増
林
地
区
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
新
し
い
村
名
は
合

併
し
た
村
の
う
ち
増
林
が
一
番
大
き
な

村
で
、
し
か
も
中
心
的
な
村
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
増
林
村
と
名
付
け
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
増
林
の
地
名
は
林
が
多
い
地

か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

増
林
の
増
は
「
マ
シ
」
と
い
い
、
め
で

清 浄 院 の 開 山 塚

た
か
じ
ょ
う
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〈
大
房
と
大
林
〉

大
房
（
現
在
の
北
越
谷
周
辺
）
や
大

林
は
、
元
荒
川
が
曲
流
す
る
辺
り
に
位

置
し
て
い
る
地
で
、
袋
山
な
ど
と
と
も

に
自
然
堤
防
の
よ
く
発
達
し
た
地
域
で

す
。
そ
の
多
く
が
畑
地
で
し
た
が
、
特
に

桃
や
梅
の
名
所
と
し
て
有
名
な
所
で
、

歌
川
広
重
の
絵
に
も
描
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
う
ち
大
房
の
真
言
宗
浄
光
寺

の
境
内
に
は
、
古
梅
園
と
い
う
観
光
の

た
め
の
庭
園
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
は
、

俳
人
の
高
浜
虚
子
が
こ
こ
に
来
て
俳
句

を
詠
ん
で
い
ま
す
。
越
谷
梅
林
公
園
や

浄
光
寺
を
除
い
て
は
、
梅
は
す
っ
か
り

な
く
な
り
ま
し
た
が
、
元
荒
川
堤
に
は

桜
が
植
え
ら
れ
、
桜
の
名
所
に
な
っ
て

い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
大
房
の
地
名
で
す
が
、
大

房
の
「
フ
サ
」
は
笹
と
か
萱
が
た
く
さ

ん
生
え
て
い
る
場
所
を
指
す
と
い
わ
れ

ま
す
の
で
、
古
い
こ
ろ
こ
の
地
に
は
笹

や
萱
が
ふ
さ
ふ
さ
と
生
い
茂
っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
海
道

内う
ち

・
沼
田
・
沼
向
な
ど
の
小
字
が
み
ら

れ
ま
す
。
海
道
内
は
も
ち
ろ
ん
日
光
街

道
が
そ
こ
を
通
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
付

け
ら
れ
た
名
で
す
。

大
林
の
地
名
は
、
詳
し
い
こ
と
は
不

明
で
す
が
、
今
で
も
松
の
木
な
ど
の
樹

木
が
自
然
の
ま
ま
に
生
い
茂
っ
て
い
る

所
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
こ
こ
は
、
明

治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
開
設
し

た
宮
内
省
（
現
在
の
宮
内
庁
）
の
埼
玉

鴨
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
小
字
に
は
海

道
西
・
海
道
東
と
い
っ
た
名
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
日
光
街
道
を
中
心
に
そ

の
西
の
方
、
東
の
方
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
。

〈
大
竹
・
大
道
・
三
野
宮
〉

大
竹
・
大
道
・
三
野
宮
は
、
同
じ
く

元
荒
川
に
沿
っ
た
村
々
で
、
江
戸
時
代

は
岩
槻
藩
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

う
ち
大
竹
の
地
名
は
、
お
そ
ら
く
も
う

そ
う
竹
の
よ
う
な
大
竹
が
茂
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ

う
。
こ
こ
に
は
堀
内
な
ど
の
小
字
が
あ

り
ま
す
。
堀
内
は
、
古
い
時
代
、
構
堀

と
い
っ
て
堀
を
巡
ら
せ
た
豪
族
な
ど
の

屋
敷
内
を
、
堀
の
内
と
呼
び
ま
し
た
の

で
、
昔
こ
こ
に
豪
族
が
住
ん
で
い
た
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

大
竹
の
隣
は
大
道
で
す
。
こ
の
大
道

の
地
名
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が

古
い
こ
ろ
立
派
な
街
道
が
こ
こ
を
通
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

三
野
宮
の
地
名
も
は
っ
き
り
し
ま
せ

ん
。
古
い
時
代
、
武
蔵
国
と
か
下
総
国

な
ど
の
国
の
国
司
（
長
官
）
に
任
命
さ

れ
た
人
は
、
ま
ず
、
主
な
神
社
に
参
拝

す
る
の
が
し
き
た
り
で
し
た
。
こ
の
国

司
が
参
拝
す
る
順
序
で
一
の
宮
・
二
の

宮
と
呼
ば
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
は
国

司
が
参
拝
す
る
よ
う
な
大
き
な
神
社
は

見
当
た
り
ま
せ
ん
。
一
説
に
よ
る
と
元

仁
元
年
（
一
二
二
四
）、
源
頼
朝
の
妻

の
政
子
が
、
こ
の
地
に
稲
荷
山
一
乗
院

と
い
う
寺
を
建
て
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
後
、
応
永
十
一
年
（
一
四

〇
四
）
に
、
時
の
将
軍
足
利
義
満
の
三

男
で
あ
る
三
の
宮
が
な
く
な
り
ま
し

た
。
そ
の
と
き
三
の
宮
稲
荷
大
明
神
を

こ
こ
に
祭
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
を

三
の
宮
と
呼
ん
だ
と
い
わ
れ
て
ま
す
。

な
お
、
一
乗
院
に
は
、
徳
川
家
康
の

別
荘
で
あ
っ
た
神
奈
川
御
殿
の
建
具
の

一
部
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
地
か
ら
は
日
本
一

の
力
持
ち
と
い
わ
れ
た
三
ノ
宮
卯
之
助

と
い
う
人
物
が
輩
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
川
に
沿
っ
た
地
は
自
然
堤
防
が
著
し

く
発
達
し
た
所
で
す
。
こ
と
に
小
林
村

の
鎮
守
で
あ
る
香
取
神
社
か
ら
、
真
言

宗
東
福
寺
に
か
け
て
は
小
山
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
砂
丘
を
形
づ
く
っ
て
い
ま
し

た
。
今
は
区
画
整
理
で
山
が
平
に
な
ら

さ
れ
た
た
め
、
砂
丘
の
面
影
は
わ
ず
か

に
し
か
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

大
袋
地
区

〈
大
袋
村
〉

大
袋
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）、
恩
間
・
大
竹
・
大
道
・
三
野

宮
・
大
林
・
大
房
・
袋
山
そ
れ
に
恩
間

新
田
村
の
八
カ
村
が
合
併
し
て
で
き
た

旧
村
で
す
。
こ
の
村
名
は
大
竹
・
大

道
・
大
林
な
ど
の
「
大
」
と
袋
山
の

「
袋
」
を
重
ね
た
も
の
で
す
。
こ
の
う

ち
恩
間
新
田
は
、
江
戸
時
代
は
恩
間
村

の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治

四
年
（
一
八
七
一
）
に
恩
間
村
か
ら
分

離
し
て
独
立
し
た
村
で
す
。
ま
た
、
袋

山
は
、
も
と
も
と
荻
島
と
地
続
き
の
地

で
元
荒
川
の
西
岸
に
位
置
し
、
武
蔵
国

埼
玉
郡
越
ヶ
谷
領
の
中
の
一
村
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）

に
、
大
竹
地
先
か
ら
荻
島
を
分
断
し
て

つ
く
ら
れ
た
新
川
が
掘
ら
れ
た
た
め
、

元
荒
川
の
東
岸
に
位
置
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
恩
間
村
な
ど

は
、
昔
は
下
総
国

飾
郡
下
河
辺
庄

で
し
た
が
、
そ
の
後
武
蔵
国
埼
玉
郡
に

入
っ
た
所
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
元
荒
川

の
付
け
替
え
で
、
荻
島
村
の
一
部
が
川

の
東
岸
に
な
っ
た
所
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
新
川
に
よ
っ
て
荻
島
か
ら
孤
立
し
た

集
落
は
、
〆
切
り
の
地
と
も
呼
ば
れ
ま

し
た
。
本
村
と
の
交
通
上
、
新
川
に
架

け
ら
れ
た
橋
も
〆
切
り
橋
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
〆
切
り
と
は
川
の
付
け
替

え
で
、
も
と
も
と
流
れ
て
い
た
川
筋
が

〆
切
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
す
。

〈
袋
山
と
恩
間
〉

袋
山
の
地
名
は
、
元
荒
川
が
袋
の
よ

う
な
形
で
こ
の
地
を
囲
む
よ
う
に
流
れ

て
い
た
こ
と
と
こ
の
地
に
積
み
重
ね
ら

れ
た
川
砂
が
山
の
よ
う
に
高
く
な
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
袋
の
山
と
呼
ば
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
袋
山
は
、

新
田
に
開
発
さ
れ
た
元
荒
川
の
古
川
を

除
い
て
は
、
す
べ
て
畑
地
で
、
桃
や
梅

の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

恩
間
は
、
も
と
も
と
袋
山
と
は
元
荒

川
を
隔
て
た
対
岸
の
地
で
し
た
が
、
今

は
地
続
き
の
地
で
す
。
恩
間
は
、
古
く

は
「
忍
間
」
と
も
書
か
れ
「
お
ま
」
と

も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
地
名
は
、

荒
川
（
元
荒
川
）
が
押
し
回
し
て
い
る

地
と
い
う
こ
と
で
「
お
し
ま
」
と
い
わ

れ
ま
し
た
が
、
い
つ
か
「
お
ん
ま
」
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
地
は

古
く
か
ら
開
け
た
地
で
、
鎌
倉
時
代
の

金
沢
称
名
寺
文
書
の
中
に
「
新
方
の
う

ち
お
ま
」
の
名
が
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
地
に
は
、
江
戸
時
代
の
国
学
者

渡
辺
荒
陽
や
村
田
春
海
の
養
女
に
な
っ

た
歌
人
の
村
田
多
勢
子
な
ど
が
出
て
い

る
旧
家
渡
辺
家
が
あ
り
ま
す
。
恩
間
新

田
は
、
こ
の
渡
辺
家
の
祖
先
が
開
発
し

た
地
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
恩

間
は
江
戸
時
代
に
は
岩
槻
藩
に
属
し
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
村
の
中
ほ
ど
に
天

神
池
と
呼
ば
れ
る
八
反
歩
（
約
八
〇
ア

ー
ル
）
ほ
ど
の
池
が
あ
り
、
毎
年
領
主

か
ら
こ
の
池
の
魚
を
と
る
こ
と
を
命
じ

ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
池

も
今
は
埋
め
た
て
ら
れ
て
そ
の
面
影
は

残
し
て
い
ま
せ
ん
。

元荒川に架かる〆切橋（南荻島）

越 ヶ 谷 古 梅 園

か
い
ど
う

ぬ
ま
む
か
い
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あ
る
い
は
岸
を
指
す
言
葉
で
す
が
、
こ

こ
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
あ
た
っ
て
い
ま

せ
ん
。

西
新
井
は
、
荻
島
の
西
隣
に
あ
た
り

ま
す
。
西
新
井
の
「
ア
ラ
イ
」
は
新
し

い
開
発
地
の
集
落
を
指
す
と
い
わ
れ
ま

す
の
で
、
元
荒
川
の
西
に
あ
た
る
開
墾

地
の
里
と
い
う
こ
と
で
名
付
け
ら
れ
た

と
み
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は
堀
の
内
・

立
野
な
ど
の
小
字
が
あ
り
ま
す
。
堀
の

内
は
前
に
も
述
べ
た
通
り
豪
族
な
ど
の

屋
敷
が
あ
っ
た
所
を
指
し
ま
す
の
で
、

こ
こ
に
も
豪
族
の
よ
う
な
人
が
住
ん
で

い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

長
島
は
、
古
い
こ
ろ
の
綾
瀬
川
の
河

道
跡
に
沿
っ
た
所
で
、
細
長
い
集
落
を

な
し
て
い
た
こ
と
か
ら
細
長
い
耕
地
、

す
な
わ
ち
長
島
と
呼
ん
だ
の
で
し
ょ

う
。
こ
こ
は
も
と
西
新
井
村
の
新
田
地

で
、
西
新
井
新
田
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
が
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
、

西
新
井
村
か
ら
独
立
し
て
一
村
を
つ
く

っ
た
所
で
す
。
こ
こ
に
は
寺
浦
・
中
通

な
ど
の
小
字
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う

ち
寺
浦
の
「
ウ
ラ
」
は
、
北
東
の
方
角

を
指
す
言
葉
だ
と
い
わ
れ
、「
テ
ラ
」

は
平
な
地
と
も
い
わ
れ
ま
す
の
で
、
長

島
の
中
で
も
北
東
に
あ
た
る
平
な
所
と

も
み
ら
れ
ま
す
。

出
羽
地
区

〈
出
羽
村
〉

出
羽
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）
に
、
大
間
野
・
七
左
衛
門
・
越

巻
・
谷
中
・
神
明
下
・
四
町
野
の
六
カ

村
が
合
併
し
て
で
き
た
村
で
す
。
こ
の

村
名
は
、
そ
の
昔
、
越
ヶ
谷
郷
の
豪
族

会
田
出
羽
が
、
当
時
一
面
の
沼
沢
地
で

あ
っ
た
綾
瀬
川
べ
り
の
地
を
開
発
す
る

た
め
、
排
水
用
の
堀
を
掘
り
ま
し
た
。

人
々
は
、
こ
の
堀
を
出
羽
堀
と
呼
び
ま

し
た
。
そ
し
て
出
羽
堀
を
掘
っ
て
こ
の

地
域
の
開
発
の
も
と
を
つ
く
っ
た
会
田

出
羽
を
た
た
え
、
そ
の
名
を
と
っ
て
出

羽
村
と
し
た
も
の
で
す
。

江
戸
時
代
は
、
武
蔵
国
埼
玉
郡
越
ヶ

谷
郷
の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
う
ち
早
く
か
ら
開
け
て
い
た
元
荒
川

べ
り
の
四
町
野
や
神
明
下
を
除
い
て

は
、
元
和
か
ら
寛
永
年
間
（
一
六
一
五

〜
四
四
）
に
か
け
て
、
神
明
下
村
の
地

方
代
官
会
田
七
左
衛
門
政
重
に
よ
っ
て

開
発
さ
れ
た
所
で
す
。
当
時
は
槐
戸
新

田で
ん

、
あ
る
い
は
七
左
新
田
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
が
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）

に
、
谷
中
・
越
巻
・
七
左
衛
門
・
大
間

野
の
四
カ
村
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。
槐

戸
と
い
う
地
名
は
、
槐
の
木
が
自
生
し

て
い
る
川
の
ほ
と
り
の
地
と
い
う
こ
と

か
ら
付
け
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
な

お
、
こ
の
地
の
開
発
者
会
田
七
左
衛
門

政
重
は
、会
田
出
羽
の
養
子
と
い
わ
れ
、

の
ち
神
明
下
村
に
分
家
し
ま
し
た
が
、

関
東
代
官
伊
奈
半
十
郎
忠
治
の
家
臣
と

し
て
た
い
へ
ん
活
躍
し
た
人
物
で
す
。

〈
四
丁
野
・
神
明
下
・
谷
中
〉

四
丁
野
は
四
町
野
と
も
表
記
さ
れ
、

条
里
制
の
遺
名
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、

四
町
歩
ほ
ど
の
耕
地
で
あ
っ
た
か
ら
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
越
ヶ
谷
の
久
伊

豆
神
社
や
越
ヶ
谷
中
町
の
浅
間
神
社
な

ど
も
、
も
と
は
四
町
野
の
中
に
あ
っ
た

も
の
で
す
。
ま
た
、
越
ヶ
谷
本
町
の
市

神
（
市
場
の
神
様
）
神
明
社
も
、
江
戸

時
代
の
は
じ
め
四
町
野
の
神
明
社
を
移

し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
は
押
切
・
御
縄
先
・
神
明
な
ど
の
小

字
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
御
縄
先

の
御
縄
と
は
、
検
地
（
土
地
の
検
査
）

の
こ
と
を
指
し
た
も
の
で
、縄
先
と
は
、

は
じ
め
に
検
地
を
受
け
た
場
所
で
す
。

ま
た
、
押
切
は
、
元
荒
川
の
堤
防
が
大

水
で
切
れ
た
所
を
い
い
ま
し
た
。
神
明

は
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
神
明
社
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た
地
名
で
す
。

荻
島
地
区

〈
荻
島
村
〉

荻
島
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）
に
、
野
島
・
長
島
・
南
荻
島
・

北
後
谷
・
西
新
井
・
砂
原
・
小
曽
川
の

七
カ
村
が
合
併
し
て
で
き
た
旧
村
で

す
。
こ
の
と
き
の
村
名
は
、
合
併
村
の

う
ち
一
番
大
き
く
て
中
心
的
な
村
で
あ

っ
た
南
荻
島
の
南
を
除
い
て
付
け
ら
れ

た
も
の
で
す
。
こ
の
南
荻
島
や
北
後
谷

の
南
や
北
は
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七

九
）
の
郡
制
施
行
の
と
き
付
け
ら
れ
た

も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
村
の
う
ち
野

島
・
小
曽
川
・
砂
原
そ
れ
に
荻
島
の
一

部
は
元
荒
川
に
沿
っ
た
地
で
、
長
島
は

古
い
こ
ろ
の
綾
瀬
川
沿
い
の
地
、
西
新

井
や
後
谷
は
、
荒
川
（
元
荒
川
）
が
、

も
と
も
と
綾
瀬
川
に
乱
流
し
て
い
た
こ

ろ
の
河
道
沿
い
に
連
な
る
村
で
す
。
古

く
は
武
蔵
国
埼
玉
郡
越
ヶ
谷
郷
の
中
に

含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

〈
野
島
・
小
曽
川

砂
原
・
北
後
谷
〉

野
島
の
「
シ
マ
」
は
、
水
に
囲
ま
れ

た
島
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
耕
地
を
指

す
そ
う
で
す
の
で
、
野
の
中
の
耕
地
と

い
う
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
地
名
の
よ
う

で
す
。
こ
の
地
に
は
貞
観
二
年
（
八
六

〇
）
と
い
う
古
い
こ
ろ
の
創
立
を
伝
え

る
、
野
島
山
浄
山
寺
と
い
う
曹
洞
宗
の

寺
院
（
も
と
は
天
台
宗
）
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
「
野
島
の
地
蔵
さ
ま
」

と
し
て
有
名
で
、
た
く
さ
ん
の
参
拝
者

が
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
小
字
に
は
川
端

な
ど
の
名
が
あ
り
ま
す
。

野
島
の
隣
に
あ
た
る
小
曽
川
は
、
同

じ
く
元
荒
川
べ
り
の
地
で
す
。
小
曽
川

の
「
ソ
」
は
石
や
砂
と
い
う
意
味
が
あ

る
そ
う
で
す
。
ま
た
「
カ
ワ
」
は
側
、

す
な
わ
ち
そ
ば
と
も
解
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
砂
地
の
そ
ば
の
地
、
と
い
う
こ

と
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
と
み
ら
れ
ま

す
。
こ
こ
に
は
前
原
・
沖
田
な
ど
の
小

字
が
あ
り
ま
す
。

砂
原
も
小
曽
川
と
同
じ
く
砂
地
の
地

か
ら
砂
原
と
呼
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
こ
に
は
沼
ノ
方
と
い
う
小
字
も
あ
り

ま
す
の
で
沼
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い

ま
す
。

後
谷
は
、
元
荒
川
と
綾
瀬
川
の
中
間

に
あ
た
る
地
で
す
。
古
い
時
代
、
荒
川

（
元
荒
川
）
が
荻
島
か
ら
西
新
井
を
通

っ
て
綾
瀬
川
へ
流
れ
て
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
古
い
流
れ
に
沿
っ
た

自
然
堤
防
上
に
、
後
谷
や
西
新
井
の
集

落
が
連
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
前
後
は

水
田
に
適
し
た
一
面
の
湿
地
で
し
た
。

こ
と
に
後
谷
の
後
方
は
一
面
の
湿
地
、

つ
ま
り
「
谷
」
で
あ
っ
た
の
で
こ
の
地

名
が
付
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ

に
は
、
外
谷
・
内
谷
な
ど
谷
の
つ
く
耕

地
名
が
多
い
こ
と
か
ら
、
全
体
に
低
い

地
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
れ
ま
す
。

〈
南
荻
島
・
西
新
井
・
長
島
〉

荻
島
の
地
名
は
、
荻
島
の
「
シ
マ
」

が
耕
地
を
指
す
と
い
わ
れ
ま
す
の
で
、

元
荒
川
べ
り
の
荻
（
水
辺
に
生
え
る
芦

の
一
種
、
す
す
き
に
似
た
花
を
つ
け
ま

す
）
の
茂
っ
た
所
の
耕
地
と
も
解
さ
れ

ま
す
。

出
津
と
い
う
小
字
は
、
現
在
、
文
教

大
学
や
住
宅
地
に
な
っ
て
い
る
所
で

す
。こ
こ
は
元
荒
川
が
屈
曲
し
た
所
で
、

も
と
は
一
面
の
河
原
、
す
な
わ
ち
遊
水

池
で
し
た
。
遊
水
池
と
は
大
雨
な
ど
で

川
の
水
が
増
え
た
と
き
、
こ
こ
に
水
を

た
め
て
流
れ
を
緩
や
か
に
す
る
所
で

す
。
現
在
、
出
津
と
書
か
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
地
形
か
ら
み
て
川
洲
が
出
っ

張
っ
た
所
で
あ
り
、
出
洲
が
出
津
と
書

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
ま

す
。ち
な
み
に
津
と
は
渡
し
場
と
か
港
、

浄 　 山 　 寺

迎 摂 院（こうしょういん）

き
た
う
し
ろ
や

こ
し

ま
き

さ
い
か
ち
ど
し
ん
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〈
瓦
曽
根
・
登
戸
〉

瓦
曽
根
は
、川
原
曽
根
と
も
書
か
れ
、

元
荒
川
の
河
原
に
あ
た
る
砂
地
の
地
か

ら
起
こ
っ
た
名
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
い
つ
し
か
瓦
の
字
が
あ
て
ら
れ

た
よ
う
で
す
。
こ
の
瓦
曽
根
の
元
荒
川

に
は
堰
が
設
け
ら
れ
、
用
水
に
使
わ
れ

る
水
が
た
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
水

が
堰
止
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
溜
井
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
こ
の
瓦
曽
根
溜
井
か
ら

は
、
八
条
用
水
・
東
京

西
用
水
・
谷

古
田
用
水
・
四
ヶ
村

し

か

む

ら

用
水
、
そ
の
ほ
か

江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
に
は
本
所
上
水
と

い
っ
て
本
所
・
深
川
の
人
々
に
飲
料
水

を
送
る
水
道
が
引
か
れ
た
こ
と
も
あ
る

重
要
な
溜
井
で
し
た
。

登
戸
は
「
ノ
ボ
ッ
ト
」
と
も
呼
ば
れ
、

川
を
渡
る
所
を
指
す
と
も
い
わ
れ
ま
す

の
で
、
古
い
時
代
、
こ
こ
に
川
が
流
れ

て
い
た
か
、
大
き
な
池
や
沼
が
あ
っ
た

と
も
み
ら
れ
ま
す
。
一
説
に
よ
る
と
、

登
戸
は
越
ヶ
谷
か
ら
江
戸
へ
登
る
戸
口

か
ら
起
こ
っ
た
地
名
で
、
戸
は
里
の
こ

と
だ
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
は
街
道
・
塚
田
・
鎌
田
な
ど
の

小
字
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
街
道

は
日
光
街
道
の
通
じ
て
い
る
所
、
鎌
田

は
釜
の
底
の
よ
う
に
深
い
田
、
す
な
わ

ち
く
ぼ
ん
だ
田
、
塚
田
は
、
田
の
中
に

塚
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に

呼
ば
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

〈
蒲
生
〉

蒲
生
は
、
古
綾
瀬
川
（
も
と
の
綾
瀬

川
の
主
流
）
に
面
し
た
所
で
、
水
草
の

蒲
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る
地
と
い
う

こ
と
で
付
け
ら
れ
た
地
名
と
み
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
一
説
に
は
、
古
い
時
代

戸
塚
村
（
現
在
の
川
口
市
）
に
あ
っ
た

慈
輪
山
と
い
う
寺
の
領
地
が
美
濃
国

（
現
在
の
岐
阜
県
）
蒲
生
郡
の
な
か
に

あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
寺
の
領
地
が
、

こ
の
地
と
交
換
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と

き
慈
輪
山
で
は
、
も
と
の
領
地
の
名
を

と
っ
て
、
こ
の
地
を
蒲
生
と
名
付
け
た

と
も
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
ほ
か
蒲
生
は

加
茂
と
も
呼
ん
で
い
ま
し
た
。「
カ
モ
」

と
は
蒲
の
生
え
て
い
る
水
辺
の
こ
と
と

い
わ
れ
ま
す
の
で
、
加
茂
も
蒲
生
も
同

じ
意
味
で
あ
る
よ
う
で
す
。

こ
こ
に
は
八
幡
・
明
徳
・
打
分
・
下

茶
屋
・
上
茶
屋
・
奉
行
地
な
ど
の
小
字

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
八
幡
は
こ
こ

に
八
幡
神
社
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
起
こ

っ
た
名
と
み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
明
徳

は
現
在
「
め
い
と
く
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
が
、
お
そ
ら
く
、
も
と
は
「
ア
ケ
ト
」

と
呼
ん
で
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
ア
ケ

ト
と
は
「
ア
ク
ト
」、
つ
ま
り
土
砂
が

流
れ
こ
ん
で
で
き
た
土
地
と
も
い
い
ま

す
の
で
、
こ
の
地
は
も
と
低
い
所
で
、

周
囲
か
ら
土
砂
が
流
れ
込
ん
で
で
き
た

場
所
と
も
み
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
上
茶
屋
・
下
茶
屋
と
い
う
所

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
こ
こ
に
お
茶

屋
が
あ
っ
た
の
で
付
け
ら
れ
た
地
名
で

す
。
こ
こ
は
、
越
ヶ
谷
宿
と
草
加
宿
の

中
間
に
あ
た
る
日
光
街
道
沿
い
の
地

で
、
旅
人
が
一
休
み
す
る
た
め
の
お
茶

屋
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
所
を
「
立
場
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
奉
行
地
と
い
う
小
字
は
、
お
そ

ら
く
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
、

土
地
の
争
い
か
ら
一
村
検
地
（
一
つ
の

村
の
土
地
の
検
査
）
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
こ
の
と
き
検
地
奉
行
が
こ
こ
に
奉

行
の
出
張
所
を
置
い
た
の
で
、
そ
れ
か

ら
奉
行
地
と
呼
ば
れ
た
と
み
ら
れ
ま

す
。
打
分
も
そ
の
と
き
の
検
地
で
、
土

地
が
分
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
打
分
と
呼

ん
だ
の
で
し
ょ
う
。

大
相
模
地
区

〈
大
相
模
村
〉

大
相
模
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一

八
八
九
）、
西
方
、
東
方
、
見
田
方
・

南
百

な
ん
ど

・
別
府
・
四
条
・
千
疋

せ
ん
び
き

の
七
カ
村

が
合
併
し
て
で
き
た
村
で
す
。
新
村
名

は
、
古
い
時
代
、
西
方
・
東
方
・
見
田

方
な
ど
の
地
域
が
大
相
模
郷
と
呼
ば
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の

で
す
。
こ
の
大
相
模
の
地
名
は
、
西
方

（
現
在
の
相
模
町
）
の
大
聖
寺
（
大
相

模
の
不
動
尊
）
の
寺
伝
に
よ
る
と
、
天

平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
に
、
良
弁
と

い
う
高
僧
が
相
模
国
（
現
在
の
神
奈
川

県
）
の
大
山
で
、
一
本
の
欅
の
木
か
ら

二
体
の
不
動
尊
を
刻
み
ま
し
た
。
そ
の

う
ち
元
の
木
で
彫
ら
れ
た
不
動
尊
が
、

こ
の
地
に
祭
ら
れ
た
の
で
大
の
相
模
と

神
明
下
は
、
神
明
社
が
祭
ら
れ
て
い

る
そ
の
下
の
地
と
い
う
こ
と
か
ら
名
付

け
ら
れ
た
村
名
と
い
わ
れ
、
会
田
七
左

衛
門
家
代
々
の
墓
所
も
あ
り
ま
す
。

谷
中
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に

四
町
野
村
か
ら
分
村
し
た
村
で
、
こ
こ

も
会
田
七
左
衛
門
政
重
に
よ
る
開
発
地

で
す
。
こ
の
中
に
中
西
・
寅
沖
・
大
作

お
お
さ
く

な
ど
の
小
字
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち

寅
沖
の
「
オ
キ
」
は
こ
の
場
合
、
起
の

当
て
字
で
、
寅
の
年
に
開
発
さ
れ
た
所

と
み
ら
れ
ま
す
。

〈
七
左
衛
門
・
越
巻
・
大
間
野
〉

七
左
衛
門
（
現
在
の
七
左
町
）
は
、

こ
の
地
の
開
発
者
会
田
七
左
衛
門
政
重

の
名
を
と
っ
て
付
け
ら
れ
た
村
名
で

す
。
会
田
七
左
衛
門
政
重
は
、
七
左
衛

門
村
に
真
言
宗
の
観
照
院
な
ど
を
建
て

た
ほ
か
、
越
巻
村
（
現
在
の
新
川
町
）

に
真
言
宗
の
満
蔵
院
、
神
明
下
村
に
真

言
宗
政
重
院
な
ど
を
建
て
て
い
ま
す
。

さ
て
、
七
左
衛
門
に
は
上
・
中
・
下
・

屋
敷
前
・
屋
敷
裏
・
屋
敷
内
な
ど
と
い

う
小
字
が
あ
り
ま
す
。
屋
敷
前
と
か
屋

敷
裏
と
い
う
小
字
は
特
定
の
人
の
屋
敷

を
中
心
と
し
た
呼
び
方
で
す
。こ
こ
は
、

こ
の
地
域
を
開
発
す
る
と
き
設
け
ら
れ

た
陣
屋
（
役
所
の
出
張
所
）
の
あ
っ
た

所
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
の
ち
に
名
主
の

屋
敷
地
に
な
っ
た
の
で
、
屋
敷
と
呼
ば

れ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
七
左
衛
門

村
は
、
も
と
も
と
沼
沢
地
で
あ
っ
た
だ

け
に
内
沼
・
細
沼
・
大
沼
な
ど
沼
に
ち

な
ん
だ
小
字
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

七
左
衛
門
の
西
隣
が
綾
瀬
川
に
面
し

た
越
巻
（
現
在
の
新
川
町
）
の
地
で
す
。

地
名
は
、
越
巻
の
「
コ
シ
」
が
山
な
ど

の
ふ
も
と
と
か
そ
の
そ
ば
と
か
を
指

し
、「
マ
キ
」
は
人
家
の
集
ま
っ
た
所

と
い
わ
れ
ま
す
の
で
、綾
瀬
川
の
対
岸
、

鳩
ヶ
谷
か
ら
戸
塚
、
大
門
に
連
な
る
台

地
の
ふ
も
と
の
集
落
か
ら
付
け
ら
れ
た

名
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
現
在
、
越

巻
は
、
新
川
町
と
改
名
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
新
川
と
呼
ば
れ
る
末
田
大

用
水
路
が
こ
こ
を
流
れ
て
い
る
こ
と
で

付
け
ら
れ
た
名
で
す
。

大
間
野
は
、
綾
瀬
川
に
沿
っ
た
地
で

す
。
そ
の
地
名
は
、
大
き
な
耕
地
の
間

に
あ
る
集
落
と
い
う
こ
と
か
ら
付
け
ら

れ
た
名
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は

川
東
・
川
西
と
い
う
小
字
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
川
と
は
大
間
野
を
二
分
し
た

新
川
（
末
田
大
用
水
路
）
を
指
し
た
も

の
で
す
。

蒲
生
地
区

〈
蒲
生
村
〉

蒲
生
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）
に
、
蒲
生
・
登
戸
・
瓦
曽
根
の
三

カ
村
が
合
併
し
て
で
き
た
村
で
、
こ
の

村
名
は
、
旧
蒲
生
村
が
三
村
の
う
ち
で

も
っ
と
も
大
き
く
て
中
心
的
な
村
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
蒲
生
村
を
新
村
名
に
し

た
も
の
で
す
。
古
く
は
武
蔵
国
崎
西
郡

越
ヶ
谷
郷
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、

江
戸
時
代
に
は
武
蔵
国
埼
玉
郡
八
条
領

の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
地
域
は
、
市
内
で
も
南
西
に
あ
た

る
地
で
、
こ
の
中
ほ
ど
を
南
北
に
日
光

街
道
が
通
じ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
う
ち

瓦
曽
根
は
元
荒
川
沿
い
、
登
戸
は
谷
古

田
用
水
路
沿
い
、
蒲
生
は
綾
瀬
川
と
古

綾
瀬
川
沿
い
に
あ
た
っ
て
い
る
地
で

す
。
古
綾
瀬
川
と
は
、
蒲
生
の
南
端
の

藤
助
河
岸
か
ら
東
に
向
か
っ
て
流
れ
て

い
た
、
も
と
の
綾
瀬
川
の
流
路
で
す
。

今
は
川
柳
の
伊
原
新
田
に
、
そ
の
流
れ
の

面
影
を
少
し
と
ど
め
て
い
る
だ
け
で
す
。藤助河岸跡に復元された小屋

う
ち
わ
け

か
わ
と
う

か
わ
に
し
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呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま

す
。
古
い
こ
ろ
は
、
西
方
村
な
ど
が
武

蔵
国
崎
西
郡
（
埼
玉
郡
）
大
相
模
郷
、

そ
れ
に
千
疋
・
別
府
な
ど
が
崎
西
郡
八

条
郷
の
中
に
あ
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時

代
に
は
武
蔵
国
埼
玉
郡
八
条
領
に
属
し

て
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
地
も
元
荒
川

や
そ
の
下
流
中
川
に
沿
っ
た
地
域
に
あ

た
り
ま
す
。

〈
西
方
・
東
方
・
見
田
方
〉

西
方
は
、
大
相
模
郷
の
う
ち
西
の
方

に
あ
た
る
地
と
い
う
こ
と
で
、
西
方
と

名
付
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
地
に

は
古
い
創
建
を
伝
え
る
大
相
模
の
不
動

尊
や
大
き
な
勢
力
を
も
っ
て
い
た
と
い

わ
れ
る
山
王
社
（
現
在
の
日
枝
神
社
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
に
は

藤
塚
・
番
場
・
馬
場
野

ば

ば

の

な
ど
の
小
字
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
藤
塚
と
い
う
地

名
は
、
藤
塚
の
藤
が
「
ト
ウ
」
か
ら
き

た
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
ト

ウ
」は
湿
地
を
表
す
と
い
い
ま
す
の
で
、

湿
地
の
中
に
塚
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
藤

塚
と
呼
ば
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
馬
場
野
の
近
く
に
番
場
と
い

う
地
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
い
こ
ろ
こ

の
辺
り
に
、
土
豪
の
よ
う
な
武
士
が
住

ん
で
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

東
方
（
現
在
の
大
成
町
ほ
か
）
は
、

大
相
模
郷
の
東
に
あ
た
る
地
か
ら
名
付

け
ら
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
地
に

は
武
蔵
七
党
と
呼
ば
れ
た
、
七
つ
の
武

士
団
の
う
ち
、
野
与
党
に
属
し
た
大
相

模
次
郎
能
高
が
住
ん
で
い
た
と
い
わ

れ
、
古
く
か
ら
開
け
て
い
た
土
地
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
茨
田
な
ど

の
小
字
が
あ
り
ま
す
。
茨
田
の
「
イ
バ

ラ
」
は
荒
地
を
指
す
と
い
わ
れ
ま
す
の

で
、
あ
ま
り
よ
く
な
い
田
ん
ぼ
を
指
す

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

見
田
方
は
、「
ミ
タ
」
と
い
う
の
が

本
田
を
指
す
と
い
わ
れ
ま
す
の
で
大
相

模
郷
の
中
で
も
本
田
が
あ
っ
た
方
と
い

う
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
は
、

見
田
方
を
は
じ
め
東
方
・
南
百
・
別

府
・
四
条
・
千
疋
・
麦
塚
そ
れ
に
柿
ノ

木
（
現
在
の
草
加
市
）
の
八
カ
村
は
忍

藩
（
現
在
の
行
田
市
）
の
飛
地
で
、
柿

ノ
木
領
八
カ
村
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
柿
ノ
木
村
が
こ
の
う
ち
で
一
番
大

き
な
村
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
八

カ
村
を
取
り
締
ま
っ
た
割
役
名
主
は
、

代
々
見
田
方
村
の
宇
田
家
が
勤
め
て
い

ま
し
た
。

ま
た
、
見
田
方
の
地
か
ら
は
、
古
墳

時
代
後
期
の
集
落
と
み
ら
れ
る
住
居
跡

が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
見
田
方
の

地
に
は
、
内
輪
・
辻
・
土
腐

ど

ぶ

・
曽
根
な

ど
の
小
字
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち

土
腐
は
、
水
の
深
い
田
、
曽
根
は
砂
地

の
所
、
辻
は
十
字
路
の
所
、
内
輪
は
半

円
形
の
所
と
い
う
こ
と
か
ら
起
き
た
名

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

〈
南
百
・
四
条
別
府
・
千
疋
〉

南
百
は
、
難
渡
と
も
書
か
れ
、
川
を

渡
る
の
に
難
し
い
所
と
い
う
こ
と
か
ら

付
け
ら
れ
た
名
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
ま

た
、「
ナ
ン
ド
」
の
「
ド
」
は
川
の
合

流
点
を
表
す
と
い
わ
れ
、
大
相
模
の
南

の
方
の
川
の
合
流
し
た
場
所
と
い
う
こ

と
で
名
付
け
ら
れ
た
と
も
み
ら
れ
ま

す
。
事
実
、
こ
こ
は
元
荒
川
と
古
利
根

川
が
合
流
す
る
所
で
、
も
と
は
渡
船
場

で
あ
っ
た
所
で
す
。
こ
こ
に
は
深
田
・

曽
根
・
沖
な
ど
の
小
字
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
深
田
は
、
土
浮
や
土
腐
と
同

じ
く
水
の
深
い
田
の
こ
と
で
す
。

ま
た
、
南
百
か
ら
吉
川
に
通
じ
る
中

川
に
架
け
ら
れ
た
橋
は
、
現
在
、
吉
川

橋
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
も
と
は

「
ト
ク
エ
バ
シ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
明
治
時
代
の
終
わ
り
ご

ろ
、
吉
川
の
徳
江
と
い
う
人
が
木
橋
を

架
け
て
交
通
の
便
を
は
か
っ
た
の
で
、

こ
の
橋
の
名
を
「
徳
江
」
と
い
う
人
物

の
名
を
と
っ
て
付
け
た
も
の
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
当
時
、
こ
の
橋
を
渡
る
と

き
は
渡
し
賃
を
と
っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
の
後
、
昭
和
の
初
め
ご
ろ
こ
の
橋
を

埼
玉
県
が
買
い
取
り
ま
し
た
。
現
在
の

橋
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
架
け

替
え
ら
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

四
条
は
、
条
里
制
の
遺
名
で
は
な
い

か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
待

田
・
根
郷
・
長
島
な
ど
の
小
字
が
み
ら

れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
長
島
は
細
長
い
耕

地
、
根
郷
は
四
条
の
元
に
な
っ
た
集
落

の
地
、
待
田
は
町
田
と
い
っ
て
、
一
囲

い
の
田
か
ら
起
こ
っ
た
名
と
み
ら
れ
て

い
ま
す
。

別
府
は
別
符
と
も
書
か
れ
ま
す
。
古

い
時
代
、
時
の
政
府
か
ら
特
別
に
許
し

を
え
て
開
発
さ
れ
た
地
を
別
符
田
と
呼

び
ま
し
た
が
、
こ
の
別
府
の
地
が
そ
れ

で
あ
る
か
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
す
。

こ
こ
に
は
南
谷
・
北
谷
な
ど
の
小
字
が

あ
り
ま
す
。
市
内
で
も
最
も
南
は
ず
れ

の
千
疋
は
、
千
匹
と
も
書
か
れ
ま
す
。

「
セ
ン
」
は
川
で
「
ヒ
キ
」
は
低
い
と

も
解
さ
れ
、
川
に
沿
っ
た
低
い
土
地
か

ら
起
こ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
に
は
芦
田
・
三
枚
田
・
浮
沼
な
ど
の

小
字
が
み
ら
れ
ま
す
。
現
在
、
南
百
・

四
条
・
別
府
・
千
疋
の
地
は
、
東
町
何

丁
目
、
そ
れ
に
一
部
は
川
柳
町
何
丁
目

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

川
柳
地
区

〈
川
柳
村
〉

川
柳
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）
に
、
伊
原
・
麦
塚
・
柿
ノ
木
・

青
柳
の
四
カ
村
が
合
併
し
て
で
き
た
村

で
す
。
新
村
名
は
柿
ノ
木
の
「
カ
」
伊

原
の
「
ハ
」
青
柳
の
「
ヤ
」
麦
塚
の

「
ギ
」
を
と
っ
て
「
カ
ハ
ヤ
ギ
」
と
し

た
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
は
「
カ

ワ
ヤ
ナ
ギ
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
の

後
、
川
柳
村
は
、
昭
和
三
十
年
（
一
九

五
五
）
八
月
に
草
加
町
と
合
併
し
ま
し

た
が
、
こ
の
川
柳
村
の
う
ち
の
麦
塚
・

伊
原
・
上
谷

う
わ
や

が
同
年
十
一
月
境
界
を
変

更
し
て
越
谷
町
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
地
域
は
、
古
綾
瀬
川
や
東
京

西

用
水
・
八
条
用
水
に
沿
っ
た
所
で
す

が
、
そ
の
昔
、
利
根
川
な
ど
が
乱
流
し

て
い
た
地
で
、
砂
地
の
所
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

〈
麦
塚
・
伊
原
〉

麦
塚
（
現
在
の
川
柳
町
ほ
か
）
は
、

市
内
で
も
南
端
に
あ
り
ま
す
。
地
名
の

起
こ
り
は
砂
地
が
「
ム
キ
」
出
し
に
な

っ
て
い
る
所
に
塚
が
あ
っ
た
た
め
「
ム

キ
ヅ
カ
」
と
い
い
、
そ
れ
が
「
ム
ギ
ヅ

カ
」
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
に
は

樟
子
山
・
蔵
屋
敷
な
ど
の
小
字
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
う
ち
樟
子
山
の
「
シ
ョ
ウ
」

は
小
と
も
と
ら
れ
、
小
さ
い
丘
の
地
か

ら
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
と
み
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
蔵
屋
敷
は
、
こ
こ
に
米
を

貯
え
て
お
く
蔵
が
あ
っ
た
か
ら
と
み
ら

れ
て
い
ま
す
。

伊
原
は
、
伊
原
本
田
と
伊
原
新
田
と

に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
伊
原

新
田
は
古
綾
瀬
川
と
東
京

西
用
水
に

沿
っ
た
地
で
す
。
地
名
は
「
イ
バ
ル
」

す
な
わ
ち
「
威
を
張
る
」
と
い
っ
て
、

新
し
く
開
発
さ
れ
た
土
地
を
自
分
の
土

地
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
か
ら
起
こ

っ
た
名
と
も
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
は
鎌
田
・
大
角
屋
敷
な
ど
の
小
字
が

あ
り
ま
す
。

宇田家長屋門（現在はありません）

「
わ
た
し
た
ち
の
郷
土
こ
し
が
や
」
か
ら

だ
い
か
く
や
し
き
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いつまでも 残したい風景

鎮守のもり

どこの地区でも見られるお寺や鎮守のもり

は、信仰の場であると同時に木陰を作り、子

どもたちの遊び場ともなり、地域のコミュニ

ティの場となっています。

元荒川の桜堤

北越谷の元荒川堤に植えられた桜並木は、

延々２kmにわたり見事な花をつけ、広々とし

た河川敷と一体となり、市街地の中の行楽の

場となっています。

眺望が開け
富士山の見える風景
富士山が見えることは、開けた眺望のシン

ボルであり、以前に比べて少なくはなりまし

たが、富士山や日光連山を遠望できる場所は

市内にまだ残っています。

古利根川の
緑豊かな水辺

市の東べりを流れる古利根川の流域は、比

較的人の手が加わらず、自然堤防上の緑が広

い川面に映り、見る人の心を和ませます。

豊かな水をたたえた
田園風景

青々と広がる水田の間を縦横に流れる大小

の水路と、そこに植えられたハンノキ、点在

する農家などは市を代表する景観の一つです。

越谷アメニティ八景（画・大徳幸雄）昭和57年に市民投票で決定

元荒川と
葛西用水の開けた水辺
元荒川の宮前橋から市役所わきを経て瓦曽

根堰の水門にかけては、 西用水が隣接し、

川辺は釣りを楽しむ人、お弁当を広げる家族

連れなど市民の憩いの場となっています。

久伊豆神社の社叢

参道の長い松並木とフジの花、うっそうと茂

る樹木を背にした朱塗りの社殿、境内に残され

た越谷吾山や平田篤胤の遺跡など歴史的雰囲

気に緑がよく調和し、荘厳な趣があります。

古い家並・宿場の面影

旧日光街道沿いの越ヶ谷や大沢には数は少

なくなりましたが、蔵造りの家や千本格子の

家が見られ、古い宿場の面影を残しています。
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水
と
緑
に
恵
ま
れ
た
越
谷
で
は
身
近
な
と

こ
ろ
に
自
然
が
残
っ
て
い
ま
す
。
四
季
折
々

に
美
し
い
花
が
咲
き
、
訪
れ
る
人
を
優
し
く

迎
え
て
く
れ
ま
す
。目
に
つ
く
梅
や
菜
の
花
、

桜
、
藤
、
ボ
タ
ン
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、
ハ
ナ

シ
ョ
ウ
ブ
、
コ
ス
モ
ス
な
ど
だ
け
で
な
く
、

ひ
っ
そ
り
と
咲
い
て
い
る
花
た
ち
、
越
谷
の

地
名
が
付
い
た
コ
シ
ガ
ヤ
ホ
シ
ク
サ
や
キ
タ

ミ
ソ
ウ
な
ど
埼
玉
県
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ

ク
に
絶
滅
危
惧
種
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る

花
た
ち
も
精
い
っ
ぱ
い
花
を
咲
か
せ
て
い
ま

す
。

植
　
物

キタミソウ
埼玉県レッドデータ絶滅危惧IA類
北海道の北見地方で最初に発見されたのでこの名

がついたといわれています。
北方系の植物で日本で見られるのは、越谷市およ

びその周辺と熊本県熊本市だけという珍しい植物で
す。越谷市では、古利根川と元荒川流域で確認され
ていますが、最も多く群生して見られるのは、 西
用水瓦曽根溜井です。10月と3月ごろの2回、直径
2mmほどの白い可憐な花を咲かせます。

コシガヤホシクサ
埼玉県レッドデータ絶滅

越谷市と茨城県下妻市に自生していた小さくかわ

いい水草です。湿地に生育するホシクサ科ホシクサ

属植物で日本固有の単子葉植物です。越谷市では絶

滅危惧種のこの花について富士中学校科学部の生徒

たちが復活させようと栽培に取り組んでいます。

ノウルシ
埼玉県レッドデータ絶滅危惧Ⅱ類
河川敷の泥地などの湿地に生える高さ30cmほど

の多年草です。茎は直立し、葉は互生し、細長い楕
円形で長さ5～6cm、幅6～7mmです。4～5月に
茎の先端に5枚の葉を輪生し、そこから放射状に枝
を出して複数の花をつけます。葉や茎を傷つけると
ウルシに似た白い汁が出て、かぶれることからこの
名が付きました。

フジバカマホトケノザレンゲソウ

シロバナタンポポスミレセリ

ガガイモキクイモクコ

オオイヌノフグリオオジシバリカラスウリ

アキノノゲシイシミカワイモカタバミ
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市
内
の
緑
道
や
水
辺
を
散
策
す
る
と
た
く

さ
ん
の
生
き
も
の
が
生
息
し
て
い
ま
す
。

カ
ル
ガ
モ
や
サ
ギ
、
カ
ワ
ウ
、
セ
キ
レ
イ
、

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
な
ど
…

そ
の
ほ
か
埼
玉
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
シ
ラ
コ
バ
ト
や
ア
オ
バ

ズ
ク
、
カ
ワ
セ
ミ
な
ど
の
鳥
た
ち
と
す
て
き

な
出
会
い
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

生
き
も
の

シラコバト
埼玉県レッドデータ絶滅危惧Ⅱ類
埼玉県の「県民の鳥」、越谷市の「市の鳥」に指定

されています。一時は市内の宮内庁埼玉鴨場周辺に
20数羽しかいなくなり、絶滅寸前でしたが、現在で
は埼玉県の東部を中心に千葉県、茨城県、栃木県な
どの一部にも分布しています。昭和31年（1956）
1月14日天然記念物に指定されました。

アオバズク
埼玉県レッドデータ地帯別危惧
夏鳥として4月の終わりごろ日本全国に渡ってき

ます。県内では山地の森林や低地の市街地の神社な
どの大木で繁殖が確認されています。市内では、神
社の社叢林や宮内庁埼玉鴨場で確認されています。
巣となるうろのある大木や餌となる昆虫が減ってき
ていることから、子育ての場所が少なくなり、個体
数の減少が心配されています。

カワセミ
埼玉県レッドデータ絶滅のおそれのある地域個体群
全国の川、湖、沼などにすんでおり、ほとんどの

地域で一年中見ることができます。河川周辺の土の
崖に巣穴を掘って子育てをします。一時、水の汚れ
や、河川改修などにより低地ではほとんど見られな
くなりました。市内では、平方地区の古利根川や県
民健康福祉村、大吉調節池周辺で確認されています。

ユリカモメアオスジアゲハ
オイカワ

マガモギンヤンマ
トウヨシノボリ

ハクセキレイタヌキ
ゲンゴロウブナ

メジロクロアゲハ
カブトエビ

アオサギヘイケホタルキジ
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越
谷
の

匠
の
技
が

生
み
出
す
美

伝
統
工
芸

日
光
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
て
き
た
越
谷
に
は
、
流
通
の
利
便
性
、

豊
か
な
水
や
緑
と
い
う
特
徴
か
ら
江
戸
時
代
に
さ
ま
ざ
ま
な
手
工
芸
品
が
生

ま
れ
ま
し
た
。

当
時
、
日
本
の
中
心
で
あ
っ
た
江
戸
か
ら
近
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
越
谷

の
品
々
は
評
判
と
な
り
、
や
が
て
は
全
国
へ
と
名
を
広
め
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
多
く
は
姿
を
消
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、

越
谷
の
手
工
芸
品
は
そ
の
伝
統
を
脈
々
と
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

越
谷
ゆ
か
た

越
谷
は
、
藍
染
め
の
型
付
に
使
う
も
ち
米
の
産
地
で
あ
り
、
元
荒
川
、
綾
瀬
川

な
ど
の
清
流
で
染
め
上
げ
た
ゆ
か
た
を
洗
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
好
条
件
が

そ
ろ
い
、
藍
染
め
ゆ
か
た
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
30
年
代
ま

で
は
、
順
調
に
生
産
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
生
活
様
式
の
変
化
と
と
も
に
衰
退
し
、

現
在
、
市
内
に
残
る
藍
染
め
工
場
は
１
軒
の
み
と
な
り
ま
し
た
が
、
５
月
〜
６
月

の
晴
れ
た
日
に
は
、
昔
な
が
ら
の
ゆ
か
た
地
の
天
日
干
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

越
谷
に
お
い
て
ひ
な
人
形
が
作
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時

代
中
期
、
会
田
佐
右
衛
門
が
江
戸
の

十
軒
町
で
学
ん
だ
人
形
作
り
を
越
谷

に
伝
え
た
の
が
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
現
代
に
至
る

ま
で
の
２
３
０
年
間
、
伝
統
を
守
り
、

発
展
を
続
け
て
き
た
「
越
谷
び
な
」

は
、
今
で
は
国
内
で
有
数
の
ひ
な
人

形
の
産
地
と
し
て
名
を
知
ら
れ
る
ま

で
に
な
っ
て
い
ま
す
。

越
谷
ひ
な
人
形
は
俗
に
い
う
「
関

東
び
な
」
に
分
類
さ
れ
る
作
り
で
す
。

特
徴
と
し
て
気
品
あ
ふ
れ
た
優
雅
な

顔
立
ち
を
し
て
お
り
、
高
い
評
価
を

受
け
て
い
ま
す
。
ま
た
胴
柄
、
頭
、

手
足
な
ど
す
べ
て
の
部
品
を
市
内
で

製
作
し
て
い
ま
す
。

越
谷
ひ
な
人
形
気
品
あ
ふ
れ
る

優
雅
な
顔
立
ち

懐
か
し
の

藍
染
め
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越
谷
だ
る
ま

江
戸
時
代
中
期
ご
ろ
、
従
来
あ
っ
た
「
起
き
上
が
り
小
法
師
」
と
い
う
玩

具
に
座
禅
を
組
ん
だ
達
磨
大
師
を
描
い
た
の
が
越
谷
だ
る
ま
の
起
源
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
以
来
、
子
ど
も
の
ほ
う
そ
う
や
疫
病
除
け
、
開
運
や
厄
除
け

と
し
て
長
く
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

越
谷
だ
る
ま
は
、
ほ
か
の
地
方
の
も
の
に
比
べ
て
「
色
白
」「
鼻
高
」「
福

福
し
い
」
の
が
特
徴
で
、
越
谷
の
み
な
ら
ず
、
川
崎
大
師
を
は
じ
め
と
す
る

関
東
一
円
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
本
中
に
出
荷
さ
れ
て
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
手
作
業
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ
る
ま
の
命
で
あ
る

「
ひ
げ
」
も
も
ち
ろ
ん
手
描
き
で
、
製
作
し
た
職
人
ご
と
に
表
情
に
個
性
が

表
れ
て
い
る
の
も
特
徴
で
す
。

越
谷
手
焼
き
せ
ん
べ
い
の
発
祥
に
関
し
て
は
諸
説
あ
り
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
江
戸
時
代
に
奥
州
街
道
沿
い
の
茶
店
で
売
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
評

判
と
な
り
、
名
物
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
越
谷
は
古

く
か
ら
「
江
戸
の
米
蔵
」
と
い
わ
れ
、
良
質
な
米
の
産
地
と
し
て
有
名
だ
っ

た
こ
と
か
ら
、
越
谷
せ
ん
べ
い
が
生
ま
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

特
徴
と
し
て
、
す
べ
て
が
手
作
り
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
吟
味

さ
れ
た
米
を
丹
念
に
練
り
、
天
日
で
干
し
た
後
、
醤
油
を
塗
っ
て
一
枚
一
枚

焼
き
上
げ
ま
す
。
こ
の
時
に
用
い
ら
れ
る
醤
油
は
そ
れ
ぞ
れ
の
店
が
独
自
に

作
っ
て
い
る
た
め
、
店
ご
と
の
味
と
個
性
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

越
谷
手
焼
き
せ
ん
べ
い

伝
統
の
技
法
で
作
ら
れ
る

や
さ
し
い
顔
立
ち

お
米
の
風
味
と

昔
な
つ
か
し
い
味
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越
谷
桐
た
ん
す

越
谷
桐
た
ん
す
の
歴
史
は
江
戸
時
代
初
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
越
谷

は
、
当
時
か
ら
江
戸
た
ん
す
の
原
産
地
と
し
て
全
国
的
に
有
名
で
し
た
。
現

代
に
お
い
て
も
生
産
量
は
全
国
有
数
で
、
国
か
ら
伝
統
工
芸
品
の
指
定
を
受

け
て
い
ま
す
。

越
谷
桐
た
ん
す
は
品
質
の
高
さ
で
も
有
名
で
す
。
質
の
よ
い
会
津
桐
を
中

心
に
東
北
六
県
の
桐
の
み
を
使
用
し
、
選
別
か
ら
木
取
り
ま
で
一
切
の
妥
協

を
許
し
ま
せ
ん
。
こ
の
質
へ
の
こ
だ
わ
り
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
職
人
の
技

こ
そ
が
、
越
谷
桐
た
ん
す
の
高
品
質
の
証
し
で
す
。

越
谷
桐
箱
が
盛
ん
に
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
あ

る
出
来
事
を
経
て
か
ら
に
な
り
ま
す
。
文
化
年
間
、
当
時
の
流
行
作
家
で
あ

っ
た
式
亭
三
馬
が
「
江
戸
の
水
」
と
い
う
化
粧
水
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
が

空
前
の
売
り
上
げ
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
化
粧
水
の
入
っ
た
ガ
ラ
ス
び
ん

を
入
れ
て
い
た
桐
箱
の
ほ
と
ん
ど
を
製
作
し
て
い
た
の
が
越
谷
だ
っ
た
の
で

す
。
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
越
谷
桐
箱
は
そ
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、

独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。

越
谷
桐
箱
精
巧
な
技
法
が

生
き
て
い
ま
す 江

戸
の
技
術
を

今
な
お
受
け
継
ぐ
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昔
、
元
荒
川
は
、
花
田
を
ぐ
る
り
と
回
っ
て
東
小
林
（
現
在
の
東
越
谷
）
か
ら
瓦
曽
根
に
向

っ
て
流
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
は
川
の
交
通
が
盛
ん
で
、
大
き
な
荷
物
な
ど
は
、
み
ん
な

舟
で
運
ん
だ
も
の
で
す
。

あ
る
日
の
こ
と
、
一
隻
の
船
が
お
地
蔵
さ
ん
を
積
ん
で
花
田
ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
急

に
船
が
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
お
地
蔵
さ
ん
は
こ
こ
で
降
り
た
い
の
に
違
い
な
い
」
船
頭
さ
ん
は
こ
う
考
え
る
と
、
お
地

蔵
さ
ん
を
降
ろ
し
て
花
田
と
増
林
の
境
に
あ
た
る
千
間
堀
の
近
く
古
川
の
堤
に
お
ま
つ
り
し
ま

し
た
。

花
田
の
人
々
は
、
こ
れ
を
ス
マ
ッ
カ
ラ
の
お
地
蔵
さ
ん
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
ス
マ
ッ
カ
ラ

と
は
、
砂
河
原
（
ス
ナ
カ
ワ
ラ
）
が
な
ま
っ

た
も
の
と
い
わ
れ
、「
ス
ナ
ッ
カ
ラ
地
蔵
」

と
呼
ぶ
人
も
い
ま
す
。

こ
の
お
地
蔵
さ
ん
の
背
中
に
は
、「
源
海

の
三
十
三
回
忌
の
供
養
の
た
め
に
造
立
。
承

応
四
年
（
一
六
五
五
）
の
正
月
二
十
六
日
」

と
刻
ん
で
あ
り
、
今
か
ら
三
五
〇
年
も
前
の

こ
と
で
す
。

子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
、
男
の
子
は
二
十

一
日
目
、
女
の
子
は
三
十
三
日
目
に
お
宮
参

り
を
す
る
も
の
で
す
が
、
花
田
で
は
、
越
ヶ
谷
の
久
伊
豆
神
社
に
お
参
り
し
た
あ
と
、
必
ず
こ

の
ス
マ
ッ
カ
ラ
の
お
地
蔵
さ
ん
に
も
お
参
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

長
い
年
月
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
た
ス
マ
ッ
カ
ラ
の
お
地
蔵
さ
ん
は
、
今
で
は
花
田
の
住
宅
街
に

ま
つ
ら
れ
大
き
く
変
わ
り
ゆ
く
越
谷
の
姿
を
見
守
っ
て
い
ま
す
。

現
在
の
よ
う
に
、
上
流
に
ダ
ム
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
土
木
工
事
も
貧
弱
で
あ
っ
た
昔
の

こ
と
で
す
。
川
の
多
い
越
谷
付
近
で
は
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
、
大
き
な
水
害
を
た
び
た
び

受
け
た
も
の
で
し
た
。

約
二
二
〇
年
ほ
ど
前
の
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
七
月
の
大
水
も
、
そ
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

見
田
方
の
八
坂
神
社
わ
き
の
元
荒
川
堤
防
が
切
れ
て
、
大
相
模
の
人
家
や
田
畑
が
、
そ
れ
は
も

う
大
き
な
損
害
を
受
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

堤
防
の
切
れ
た
と
こ
ろ
が
、
川
底
の
よ
う
に
く
ぼ
ん
で
し
ま
っ
て
、
大
き
な
大
き
な
内
池
が

残
り
ま
し
た
。
今
で
も
そ
こ
は
、
ヨ
シ
や
雑
草
が
生
い
茂
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
の
こ
と
で
す
。
日
が
暮
れ
て
か
ら
こ
の
辺
り
を
通
る
と
、
池
の
中
か
ら
、「
オ
イ

テ
ケ
、
オ
イ
テ
ケ
」
と
悲
し
い
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
人
は
、
こ
こ
に
は
大
き

な
白
い
蛇
が
住
ん
で
い
て
、
池
の
は
た
を
通
る
人
を
水
の
中
に
引
き
ず
り
込
む
の
を
見
た
こ
と

が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
み
ん
な
は
こ
こ
を

”オ
イ
テ
ケ
堀
“
と
呼
ん
で
、
誰
も

近
寄
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、
一
人
の
巡
礼
者
が
オ
イ
テ
ケ
堀
の
そ
ば
を
通
り
か
か
る
と
、
い
つ
も
の
よ

う
に
、「
オ
イ
テ
ケ
、
オ
イ
テ
ケ
」
と
悲
し
い
声
が
聞
こ
え
て
き
て
、
何
も
知
ら
な
い
若
い
巡

礼
者
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
大
蛇
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
翌
日
、
こ
の
こ
と
を
知

っ
た
村
人
た
ち
は
、
か
わ
い
そ
う
な
巡
礼
者
の
た
め
に
早
速
こ
こ
に
水
神
宮
と
弁
天
宮
を
お
ま

つ
り
し
、
池
の
主
を
な
ぐ
さ
め
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は
白
い
蛇
も
姿
を
消
し
、

「
オ
イ
テ
ケ
、
オ
イ
テ
ケ
」
の
声
も
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

水
害
を
た
び
た
び
受
け
た
と
こ
ろ
で
は
、こ
う
し
た
言
い
伝
え
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。

当
時
の
人
々
が
大
水
を
ど
ん
な
に
恐
れ
、
恨
ん
で
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

越
ヶ
谷
の
久
伊
豆
神
社
に
は
、
石
で
刻
ま
れ
た
狛
犬
が
一
対
、
神
殿
の
番
人
の
よ
う
に
い
か

め
し
く
空
を
に
ら
ん
で
座
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
狛
犬
は
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
奉
納
さ
れ

た
も
の
と
い
い
ま
す
か
ら
、
今
か
ら
約
二
八
〇
年
余
り
前
に
な
り
ま
す
。

悪
い
と
こ
ろ
へ
遊
び
に
行
っ
て
ば
か
り
い
る
と
か
、

家
出
人
で
困
っ
て
い
る
家
族
が
、
こ
の
狛
犬
の
足
を

麻
ひ
も
で
結
び
、
家
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
願
を
か
け

る
と
、
不
思
議
に
悪
い
と
こ
ろ
へ
遊
び
に
い
か
な
く

な
っ
た
り
、
家
出
人
が
帰
っ
て
き
た
と
い
い
ま
す
。

そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
、
足
止
め
の
狛
犬
と
呼
ば
れ
、

大
そ
う
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

今
で
も
、
こ
の
よ
う
な
お
願
い
を
す
る
人
が
い
る

の
で
し
ょ
う
か
、
久
伊
豆
神
社
の
狛
犬
の
足
は
、
い

つ
で
も
麻
ひ
も
で
し
ば
ら
れ
て
い
ま
す
。

蒲
生
一
丁
目
の
も
と
の
日
光
街
道
の
傍
ら
に
、
鳥
の
よ
う
な
か
っ
ぱ
の
よ
う
な
、
な
ん
と
も

奇
妙
な
形
を
し
た
石
の
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
土
地
の
人
は
「
ぎ
ょ
う
だ
い
さ
ま
」
と
呼

ん
で
、
鷲
の
神
様
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
。

は
て
さ
て
、
な
ん
で
ま
た
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
も
の
が
建
て
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

塔
が
で
き
た
の
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
と
い
い
ま
す
か
ら
、
今
か
ら
二
五
〇
年
ほ
ど
前

の
こ
と
で
す
。

こ
れ
に
は
「
砂
利
道
供
養
」
と
刻
ま
れ
て
い
て
、
実
は
宝
暦
七
年
に
は
、
日
光
街
道
の
大
修

理
が
あ
り
、
街
道
の
修
理
完
成
を
記
念
し
て
蒲
生
の
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
建
て
た
も
の
で
し

た
。
そ
し
て
、
道
を
歩
く
村
人
や
旅
人
の
道
中
安
全
を
願
い
”
わ
ら
じ
“
を
備
え
て
お
祈
り
し

た
と
い
い
ま
す
。

道
中
安
全
を
願
う
心
が
、
な
に
か
人
間
に
は
な
い
大
き
な
力
を
秘
め
た
も
の
と
し
て
、「
ぎ

ょ
う
だ
い
さ
ま
」
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
ぎ
ょ
う
だ
い
さ
ま
」
は
今
日
も
、
道

ゆ
く
人
々
を
黙
っ
て
見
守
っ
て
い
ま
す
。

元
禄
年
間
と
い
う
か
ら
、
今
か
ら
約
三
〇
〇
年
前
の
こ
と
。
大
沢
の
農
家
与
兵
衛
さ
ん
の
家

に
、
次
々
と
太
っ
た
男
の
子
が
誕
生
し
た
そ
う
で
す
。

初
節
句
も
無
事
に
す
み
、
す
く
す
く
と
育
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
あ
る
日
の
こ
と
、
子
ど
も

た
ち
は
高
い
熱
を
出
す
と
、
そ
の
ま
ま
意
識
を
な
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
若
い
両
親
は
、
そ

れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
病
気
に
、
す
っ
か
り
気
が
動
転
し
、
た
だ
オ
ロ
オ
ロ
と
す
る
ば

か
り
で
す
。
医
者
よ
薬
よ
と
八
方
手
を
尽
く
し
て
手
当
て
を
し
ま
し
た
が
、
一
向
に
よ
く
な
り

ま
せ
ん
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
、
か
わ
い
い
孫
の
こ
と
、
気
が
き
で
は
な
く
、
あ
ち
こ
ち
の
神
や

仏
に
祈
り
ま
し
た
が
、
さ
っ
ぱ
り
治
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
近
所
の
人
が
こ
う
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。

「
大
沢
の
お
地
蔵
さ
ん
は
、
大
層
ご
利
益
が
あ
る
そ
う
じ
ゃ
」

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
さ
っ
そ
く
出
か
け
て
、

「
か
わ
い
い
孫
の
病
気
を
治
し
て
く
れ
る
な
ら
、
必
ず

”塩
断
ち
“
を
い
た
し
ま
す
」

と
願
か
け
し
ま
し
た
。
塩
の
な
い
生
活
を
す
る
の
は
、
大
層
辛
抱
の
い
る
こ
と
だ
っ
た
の
で

す
。

足
止
め
の
狛
犬

ぎ
ょ
う
だ
い
さ
ま

花
田
の
ス
マ
ッ
カ
ラ
地
蔵

オ
イ
テ
ケ
堀

│
船
か
ら
降
ろ
し
た
地
蔵
様

│
供
養
の
後
、
平
穏
に

│
品
行
方
正
に
役
立
っ
た
狛
犬

│
道
普
請
の
神
様

塩
か
け
地
蔵
│
子
ど
も
を
守
る
神
様

挿
絵
・
戸
井
田
　
煕
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に
出
て
い
ま
す
。
越
谷
の
金
剛
寺
と
い
う
の
は
、
も
し
か
す
る
と
末
田
（
岩
槻
）
の
金
剛
院
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
ろ
、
越
谷
に
は
金
剛
寺
と
い
う
お
寺
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た

戦
国
時
代
の
岩
槻
の
殿
様
が
戦
さ
の
た
め
特
別
に
訓
練
し
た
犬
を
飼
っ
て
い
た
と
い
う
話
も
残

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
か
し
こ
い
白
い
犬
は
そ
の
こ
ろ
の
犬
と
何
か
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。

昔
む
か
し
、
日
光
に
東
照
宮
を
建
て
る
と
い
う
将
軍
様
の
い
い
つ
け
で
、
飛
騨
の
国
の
工
匠

た
ち
が
大
勢
日
光
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

あ
る
日
の
夕
暮
、
蒲
生
の
清
蔵
院
と
い
う
お
寺
に
一
人
の
若
者
が
訪
れ
、

「
日
光
に
行
く
途
中
の
者
で
す
が
、
泊
ま
る
と
こ
ろ
が
な
く
て
困
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
今

晩
一
晩
泊
め
て
く
だ
さ
い
」

と
、
お
願
い
す
る
の
で
す
。
お
寺
の
お
坊
さ
ん
は
、
若
者
を
快
く
泊
め
て
や
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
若
者
は
、
大
層
う
れ
し
そ
う
に
し
て
、
何
べ
ん
も
お
礼
を
い
い
ま
し
た
。
そ
し
て
ど
う
し

た
こ
と
か
、
一
枚
の
板
を
貸
し
て
く
れ
と
い
う
の
で
す
。
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
お

坊
さ
ん
は
板
を
探
し
て
若
者
に
渡
す
と
、
そ
の
晩
は
そ
の
ま
ま
寝
て
し
ま
い
ま
し
た
。

次
の
朝
、
お
坊
さ
ん
が
起
き
て
み
る
と
、
も
う
若
者
は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
か
わ
り
、
竜
の
彫

り
も
の
を
し
た
昨
日
の
板
が
、
山
門
に
か
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
一
晩
泊
め
て
も
ら
っ
た
お
礼

に
と
、
若
者
が
一
夜
の
う
ち
に
彫
り
あ
げ
た
も
の
で
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
は
見
事
な
も
の
で
、

ま
る
で
竜
が
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

そ
れ
か
ら
い
く
日
か
し
て
の
こ
と
で
す
。
夜
に
な
る
と
決
ま
っ
て
、
村
の
田
ん
ぼ
や
畑
が
荒

ら
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
お
百
姓
さ
ん
に
と
っ
て
、
一
生
懸
命
耕
し
た
田
畑
が
メ
チ
ャ
メ
チ

ャ
に
さ
れ
て
は
た
ま
り
ま
せ
ん
。
村
人
は
相
談
し
て
、
一
晩
中
交
替
で
見
張
り
を
立
て
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
ど
う
で
し
ょ
う
。
毎
晩
田
畑
を
荒
ら
す
の
は
、
お
寺
の
門
の
額
か
ら
抜
け
出
し
た

竜
の
仕
業
だ
っ
た
の
で
す
。

次
の
日
、
早
速
村
人
た
ち
は
お
寺
に
詰
め
か
け
、
竜
が
抜
け
出
さ
な
い
よ
う
に
と
釘
を
打
ち

込
ん
で
両
方
の
眼
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
れ
で
も
う
安
心
し
て
眠
れ
る
と
思
っ
た
の
も
つ
か
の
間
の
こ
と
で
し
た
。
夜
に
な
る
と
今

度
は
、
田
ん
ぼ
に
大
き
な
穴
が
開
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
作
物
を
荒
ら
し
ま
わ
っ
た
あ
と
は
、

前
よ
り
も
ひ
ど
い
も
の
で
す
。
困
っ
て
し
ま
っ
た
村
人
た
ち
が
、
何
と
か
し
て
く
れ
と
お
坊
さ

ん
に
頼
み
こ
む
と
、
お
坊
さ
ん
は
、
竜
の
額
に
金
網
の
囲
い
を
し
て
、
両
眼
の
釘
を
抜
い
て
や

る
と
、

「
竜
よ
、
村
人
た
ち
が
困
っ
て
い
る
。
作
物
を
荒
ら
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
よ
」

と
、
優
し
く
語
り
か
け
て
や
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
竜
は
お
と
な
し
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
竜
を
彫
っ
た
若
者
は
左
甚
五
郎
と
い

う
人
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
左
甚

五
郎
の
彫
っ
た
竜
や
虎
が
、
夜
に
な
る
と
抜

け
出
し
て
、
田
畑
を
荒
ら
し
ま
わ
る
と
い
う

話
は
、
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
ど
う
し
て
左
甚
五
郎
の
竜
や
虎
は
村

人
た
ち
に
迷
惑
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
を
す

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

残
念
な
が
ら
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
夜
の
こ
と
、
お
地
蔵
さ
ん
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
夢
枕
に
立
っ
て
言
っ
た
そ
う
で
す
。

「
三
日
三
晩
の
の
ち
、
孫
の
病
は
治
る
ぞ
や
」

す
る
と
、
ど
う
で
し
ょ
う
。
お
告
げ
の
と
お
り
孫
は
み
る
み
る
元
気
に
な
り
ま
し
た
。
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
は
、
願
か
け
の
証
（
あ
か
し
）
と
し
て
三
日
分
の
塩
を
持
っ
て
お
礼
参
り
に
出
か
け

ま
し
た
。

大
沢
光
明
院
の
お
地
蔵
さ
ん
に
、
塩
を
振
り
か
け
る
の
が
習
わ
し
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
以

来
の
こ
と
だ
と
い
い
ま
す
。

今
で
は
、
お
地
蔵
さ
ん
は
、
長
い
間
に
塩
で
と
か
さ
れ
、
も
と
の
形
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で

す
が
、
そ
れ
で
も
子
ど
も
の
苦
し
み
や
悲
し
み
が
救
わ
れ
た
た
め
だ
と
、
醜
い
姿
で
も
満
足
し

て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。

む
か
し
古
利
根
川
が
増
森
の
方
を
大
き
く
う
回
し
て
流
れ
て
い
た
こ
ろ
の
話
で
す
。
こ
の
こ

ろ
は
川
を
利
用
し
た
船
の
交
通
が
盛
ん
で
、
増
森
に
は
荷
物
を
積
み
下
ろ
し
す
る
河
岸
場
も
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
セ
イ
ケ
渕
と
い
う
と
っ
て
も
水
の
深
い
場
所
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
セ

イ
ケ
渕
に
は
大
昔
か
ら
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
川
の
主
が
い
て
、
そ
れ
は
そ
れ
は
大
き
な
魚
で
あ

っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
魚
は
セ
イ
魚
と
い
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
長
い
間
に
は
川
の
様
子
も
だ
ん
だ
ん
と
変
わ
り
、
セ
イ
魚
が
住
ん
で
い
る
深
い
渕

も
年
々
浅
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
さ
す
が
の
主
も
浅
瀬
と
な
っ
て
は
、
住
む
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。「

わ
し
は
、
こ
の
増
森
が
大
好
き
な
ん
じ
ゃ
が
、
も
う
こ
こ
に
は
住
ん
で
は
お
ら
れ
ん
。
兄

弟
の
い
る
鐘
ヶ
渕
へ
い
く
」

こ
う
い
い
残
し
て
、
セ
イ
魚
は
と
う
と
う
古
利
根
川
下
流
の
鐘
ヶ
渕
へ
住
み
家
を
か
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
の
こ
と
で
す
。
古
利
根
川
を
利
用
し
て
江
戸
の
問
屋
へ
荷
を
運
ぶ
と
き
、
船
が
鐘

ヶ
渕
付
近
に
く
る
と
し
ば
し
ば
転
覆
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
困
っ
て
し
ま
っ
た
増
森
の
人

た
ち
は
、
額
を
集
め
て
み
ん
な
で
相
談
し
ま
し
た
。

「
な
ん
せ
転
覆
の
事
故
は
セ
イ
ケ
渕
に
い
た
セ
イ
魚
が
鐘
ヶ
渕
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

だ
。
き
っ
と
こ
れ
は
セ
イ
魚
の
仕
業
に
違
い
な
い
」

「
セ
イ
魚
が
悲
し
ん
で
い
る
の
だ
。
す
ま
な
い
こ
と
を
し
た
」

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
増
森
の
人
た
ち
は
、
船
で
鐘
ヶ
渕
を
通
る
と
き
セ
イ
魚
に
あ
い
さ
つ

し
て
通
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

「
お
れ
は
増
森
の
者
だ
よ
。
こ
れ
は
増
森
の
船
だ
よ
。
セ
イ
魚
よ
、
堪
忍
だ
よ
。
悪
さ
し
な

い
で
く
れ
」

こ
う
し
て
大
き
な
声
を
か
け
な
が
ら
進
む
と
、
そ
れ
か
ら
は
無
事
に
通
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
か
ら
不
思
議
で
す
。

そ
の
後
の
時
代
の
こ
と
で
す
が
、
古
利
根
川
に
は
新
し
い
川
筋
が
掘
ら
れ
、
セ
イ
ケ
渕
は
開

墾
さ
れ
て
田
ん
ぼ
に
な
り
ま
し
た
。今
で
は
こ
の
田
ん
ぼ
も
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

昔
、
越
谷
の
金
剛
寺
と
い
う
寺
に
二
匹
の
か
し
こ
い
犬
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

金
剛
寺
の
住
職
が
、
江
戸
の
本
所
（
現
在
の
墨
田
区
）
に
あ
る
本
寺
（
支
配
寺
）
に
手
紙
を

出
す
と
き
は
、
い
つ
も
二
匹
の
白
い
犬
に
行
か
せ
ま
し
た
。
一
匹
の
犬
の
首
に
手
紙
を
結
び
つ

け
、
も
う
一
匹
の
犬
に
二
〇
〇
文
の
銭
を
結
び
つ
け
て
使
い
に
出
し
て
や
る
と
、
足
の
早
い
犬

で
、
四
時
間
ほ
ど
で
用
を
た
し
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

ち
ゃ
ん
と
道
順
を
知
り
、
ち
ゃ
ん
と
用
た
し
を
し
て
帰
っ
て
く
る
の
で
す
か
ら
、
た
い
し
た

も
の
で
す
。
使
い
に
出
す
前
日
に
は
、
”
明
日
は
江
戸
へ
用
た
し
に
い
っ
て
く
る
ん
だ
よ
“
と
、

よ
く
い
い
聞
か
せ
、
当
日
は
二
升
の
ご
飯
を
与
え
ま
す
。
二
匹
の
犬
は
一
升
ず
つ
食
べ
終
え
る

と
、
ま
っ
す
ぐ
本
寺
へ
駆
け
つ
け
ま
し
た
。
本
寺
で
は
犬
が
到
着
す
る
と
、
早
速
ご
飯
を
炊
い

て
与
え
ま
す
。
そ
し
て
犬
が
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
間
に
返
事
を
書
き
、
犬
の
首
に
こ
れ
を
結
び

つ
け
て
帰
し
て
や
り
ま
す
。

　
犬
は
一
も
く
さ
ん
に
帰
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
途
中
一
度
だ
け
蒲
生
の
酒
屋
に
立
ち
寄
り
ま

す
。
酒
屋
の
主
人
は
、
犬
を
見
る
と
、
首
に
結
ん
で
あ
る
二
〇
〇
文
の
銭
を
受
け
取
り
、
そ
の

か
わ
り
に
二
升
の
ご
飯
を
炊
い
て
与
え
る
の
が
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。二
〇
〇
文
は
、

そ
の
た
め
の
代
金
で
し
た
。

　
こ
の
話
は
、「
潭
海
」（
た
ん
か
い
）
と
い
う
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
書
か
れ
た
本
の
中

セ
イ
ケ
渕

か
し
こ
い
犬

左
甚
五
郎
の
竜 │

増
森
の
セ
イ
魚

│
大
評
判
の
二
匹
の
白
い
犬

│
一
夜
の
う
ち
に
彫
り
あ
げ
た
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第５章第５章第５章

こしがやの歴史を支えた人物館

荒
川
（
現
在
の
元
荒
川
）
と
綾
瀬
川
に
挟
ま

れ
た
地
の
う
ち
釣
上
（
現
在
の
さ
い
た
ま
市
岩

槻
区
）
ま
で
を
越
ヶ
谷
郷
と
称
し
た
が
、
こ
の

地
の
会
田
出
羽
は
、
岩
槻
城
主
太
田
資
正
よ
り

資
の
一
字
を
授
け
ら
れ
た
有
力
な
開
発
領
主
で

し
た
。
出
羽
資
久
は
、
綾
瀬
川
の
氾
濫
で
荒
廃

し
て
い
た
沼
沢
地
の
干
拓
を
図
り
、
谷
中
よ
り

蒲
生
愛
宕
山
地
先
の
綾
瀬
川
ま
で
落
し
堀
を
掘

り
割
っ
た
。
こ
れ
を
出
羽
堀
と
称
さ
れ
る
。
折

し
も
関
東
に
入
国
し
た
徳
川
家
康
は
太
閤
検
地

を
実
施
し
て
、
百
姓
集
団
に
よ
る
行
政
村
を
成

立
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
で
家
康
は
、
荒

川
べ
り
の
要
衡
地
四
町
野
村
に
陣
屋
を
構
え
た

（
現
在
の
御
殿
町
）
会
田
出
羽
資
久
屋
敷
に
し
ば

し
ば
立
寄
り
、
新
政
策
実
施
に
つ
い
て
の
協
力

を
依
頼
、
出
羽
家
の
一
族
庄
七
郎
資
勝
を
家
康

の
近
習
衆
に
取
立
て
た
り
し
た
。
出
羽
資
久
は

こ
の
家
康
治
世
の
も
と
で
越
ヶ
谷
郷
を
解
体
し
、

数
多
く
の
行
政
村
成
立
に
尽
力
し
た
。

こ
の
な
か
で
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）、
関
ヶ

原
戦
の
勝
利
で
事
実
上
天
下
に
君
臨
し
た
家
康

は
、
翌
六
年
に
は
東
海
道
や
中
山
道
な
ど
、
江

戸
を
中
心
と
し
た
公
道
を
指
定
、
人
馬
徴
用
の

伝
馬
を
制
度
化
し
た
。
さ
ら
に
慶
長
七
年
に
は

奥
州
道
も
公
道
に
組
入
れ
、
人
馬
継
立
の
宿
場

を
造
成
さ
せ
た
。
こ
の
と
き
出
羽
資
久
は
自
己

の
所
有
地
で
あ
る
四
町
野
村
の
一
角
に
宿
場
を

造
成
、
越
ヶ
谷
郷
の
中
心
と
し
て
、
当
所
を
越

ヶ
谷
宿
と
称
し
た
。
道
中
や
宿
場
の
整
備
と
と

も
に
、
慶
長
九
年
、
家
康
の
求
め
に
応
じ
広
大

な
出
羽
資
久
屋
敷
を
提
供
、
家
康
は
こ
こ
に
壮

大
華
麗
な
越
ヶ
谷
御
殿
や
御
賄
屋
敷
を
建
立
、

鷹
狩
り
を
兼
ね
て
し
ば
し
ば
御
殿
を
訪
れ
て
逗

留
、
そ
の
つ
ど
出
羽
夫
妻
に
お
目
見
え
を
許
し
、

御
馬
驗
鍾
馗
の
御
旗
や
御
紋
付
団
扇
な
ど
数
々

の
品
物
が
与
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
慶
長
十
三
年
五
月
に
は
、
家
康
奉
行

衆
、
関
東
代
官
頭
伊
奈
備
前
守
忠
次
の
差
添
状

に
よ
り
、「
御
公
方
（
家
康
）
御
用
能
々
走
り
回

ら
せ
ら
れ
候
、
付
て
は
屋
敷
分
と
し
て
畑
一
町

歩
下
さ
れ
候
」
と
て
屋
敷
地
一
町
歩
が
給
与
さ

れ
た
。
こ
の
一
町
歩
の
実
坪
は
三
町
四
反
余
歩
、

つ
ま
り
越
ヶ
谷
中
町
全
域
が
会
田
出
羽
家
に
与

え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
も
家
康
は
し

ば
し
ば
越
ヶ
谷
御
殿
に
逗
留
し
て
い
る
が
、
慶

長
十
八
年
に
は
秋
か
ら
冬
に
か
け
、
三
度
も
越

ヶ
谷
御
殿
を
訪
れ
、
同
年
十
二
月
に
は
十
九
羽

の
鶴
を
捕
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
御
機
嫌
で
あ

っ
た
。
同
十
九
年
と
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）

は
大
坂
城
攻
め
で
京
都
に
詰
め
て
い
た
が
、
大

坂
夏
の
陣
で
豊
臣
氏
を
滅
亡
さ
せ
、
戦
後
処
理

の
後
十
一
月
江
戸
に
凱
旋
、
真
先
に
越
ヶ
谷
御

殿
に
入
っ
て
鷹
狩
り
を
し
よ
う
と
し
た
所
、
鷹

場
に
水
が
あ
ふ
れ
て
鷹
狩
り
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
こ
の
地
の
代
官
会
田
資
勝
は
改
易
に
処
せ

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
農
業
振
興
の
た
め
荒
川

を
堰
止
め
た
瓦
曽
根
溜
井
を
造
成
し
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
家
康
は
元
和
二
年
四
月
に
没
し
た

が
、
二
代
将
軍
秀
忠
も
数
回
に
わ
た
り
重
臣
を

引
き
連
れ
て
一
カ
月
に
わ
た
り
越
ヶ
谷
御
殿
に

逗
留
、
こ
の
間
、
会
田
出
羽
な
ら
び
に
そ
の
子

資
重
に
三
番
叟
の
掛
軸
な
ど
を
与
え
た
と
い
う
。

う
ち
出
羽
資
久
は
元
和
五
年
十
月
死
去
、
こ
の

出
羽
氏
や
五
〇
〇
石
の
旗
本
に
定
着
し
た
会
田

資
信
等
歴
代
の
供
養
墓
石
は
越
ヶ
谷
天
嶽
寺
墓

地
に
残
さ
れ
て
い
る
。

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
五
月
、
岩
槻
城

は
豊
臣
軍
に
攻
め
ら
れ
て
落
城
し
た
。
こ
の
と

き
岩
槻
城
主
太
田
氏
房
ゆ
か
り
の
子
息
が
、
城

中
よ
り
助
け
出
さ
れ
、
越
ヶ
谷
郷
の
領
主
会
田

出
羽
資
久
屋
敷
門
前
に
捨
子
と
し
て
放
逐
さ
れ

た
と
伝
え
ら
れ
て
る
。
会
田
出
羽
は
そ
の
ま
と

っ
て
い
る
衣
裳
は
じ
め
、
腰
に
差
し
た
短
刀
や

守
袋
な
ど
か
ら
岩
槻
城
の
落
人
と
覚
り
、
当
時

九
歳
の
そ
の
子
を
引
き
取
っ
て
養
育
、
会
田
家

の
一
族
と
し
て
会
田
七
左
衛
門
政
重
と
名
付
け

て
養
育
し
た
。
政
重
は
生
来
利
発
に
長
じ
剛
勇

な
人
物
で
あ
っ
た
の
で
、
資
久
は
成
長
の
後
、

関
東
代
官
頭
伊
奈
半
十
郎
忠
治
に
推
挙
、
伊
奈

忠
治
の
家
臣
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
よ
っ
て
政

重
は
荒
川
沿
い
の
神
明
下
村
に
別
家
を
創
設
し

た
。
忠
治
の
家
臣
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
政
重
は
、

追
々
そ
の
学
識
や
才
能
が
認
め
ら
れ
、
忠
治
重

臣
の
一
人
と
し
て
各
地
の
検
地
奉
行
を
勤
め
た

り
し
た
。
た
と
え
ば
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）

に
は
足
立
郡
鴻
巣
領
東
問
村
、
篠
津
村
（
現
在

の
白
岡
町
）
・
花
野
木
村
（
現
在
の
北
本
市
）、

寛
永
十
二
年
に
は
多
摩
郡
山
口
領
下
荻
窪
村
、

阿
佐
ヶ
谷
村
、
堀
之
内
村
な
ど
の
検
地
奉
行
を

勤
め
て
い
る
。
ま
た
、
国
回
衆
と
し
て
各
地
を

巡
察
、
寺
院
な
ど
の
訴
え
を
受
け
て
い
た
。

こ
の
間
、
政
重
は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）

よ
り
、
義
父
会
田
出
羽
と
綾
瀬
川
の
乱
流
で
荒

廃
し
て
い
た
沼
沢
地
に
排
水
堀
で
あ
る
出
羽
堀

を
開
削
、
沼
沢
地
を
干
拓
し
た
が
、
こ
の
地
の

新
田
開
発
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
新

田
開
発
に
あ
た
っ
て
は
、
神
明
下
会
田
七
左
衛

門
家
の
『
神
明
縁
起
書
』
を
意
訳
す
る
と
、
伊

奈
忠
治
に
仕
え
て
い
た
会
田
政
重
は
、
元
和
年

間
荒
廃
地
大
沼
の
沼
辺
を
検
視
、
こ
の
地
を
安

住
の
地
と
す
る
こ
と
を
願
い
、
縦
横
に
溝
を
掘

り
巡
ら
し
た
り
、
農
道
を
設
け
人
馬
道
行
の
橋

を
架
け
る
な
ど
、
力
を
尽
く
し
心
を
励
ま
せ
て

新
田
の
開
発
に
努
め
さ
せ
た
。
こ
の
間
去
る
者

は
引
留
め
ず
、
来
る
者
は
温
か
く
迎
え
て
新
田

開
発
に
あ
た
ら
せ
た
が
、
追
々
移
住
民
は
増
大

し
、
各
地
か
ら
鶏
犬
の
声
が
聞
こ
え
る
豊
か
な

集
落
と
な
っ
て
い
っ
た
。
よ
っ
て
そ
の
主
伊
奈

半
十
郎
は
こ
れ
を
賞
し
て
こ
の
新
田
地
を
管
領

に
組
入
れ
、
こ
の
地
を
七
左
新
田
と
称
さ
せ
た

な
ど
と
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
七
左
新
田
は
、

当
時
槐
戸
新
田
と
称
し
、
そ
の
開
発
石
高
は
一

〇
二
〇
石
六
斗
三
升
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
移
住
民
が
増
す
に
つ
れ
、
会
田
七

左
衛
門
は
居
住
地
神
明
下
村
に
政
重
院
、
七
左

衛
門
村
に
真
言
宗
観
照
院
、
越
巻
村
に
満
蔵
院
、

谷
中
村
に
妙
柳
院
を
開
基
、
そ
れ
に
七
左
衛
門

大
沼
に
武
主
大
明
神
社
を
勧
請
、
近
世
の
村
づ

く
り
に
多
大
な
功
績
を
残
し
た
。
こ
の
政
重
は

寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
十
一
月
、
六
十
二

歳
で
没
し
、
政
重
院
に
葬
ら
れ
た
。

そ
の
後
も
、
開
発
が
進
め
ら
れ
た
が
、
元
禄

八
年
（
一
六
九
五
）
の
武
蔵
国
幕
領
総
検
地
に

よ
る
と
七
左
衛
門
の
名
を
と
っ
た
七
左
衛
門
村
、

越
巻
村
（
現
在
の
新
川
町
）
・
大
間
野
村
・
谷

中
村
の
四
村
に
分
村
、
う
ち
七
左
右
衛
門
村
の

村
高
は
一
一
〇
二
石
と
な
っ
て
い
た
。

幕
府
の
高
官
や
高
家
・
公
家
・
格
式
あ
る
僧

侶
の
休
泊
に
あ
て
ら
れ
る
旅
篭
を
本
陣
と
称
し

た
。
当
初
よ
り
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
ま
で

は
、
越
ヶ
谷
宿
の
本
陣
は
越
ヶ
谷
本
町
会
田
八

右
衛
門
家
が
世
襲
で
勤
め
て
い
た
が
、
財
政
不

振
で
没
落
し
て
退
転
、
し
ば
ら
く
は
大
沢
町
の

照
光
院
が
仮
の
本
陣
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
こ

れ
が
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）、
宿
内
一
同
の
推

挙
に
よ
り
大
沢
の
旅
篭
屋
大
松
屋
権
右
衛
家
が

引
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
祖
父
の
猷
真

が
死
去
、
引
続
き
父
の
猷
政
が
病
没
し
た
た
め
、

十
七
歳
の
猷
貞
が
福
井
家
七
代
目
を
継
ぎ
、
本

陣
役
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
猷
貞
は
本
陣

経
営
に
専
念
し
、
宿
内
御
用
旅
篭
屋
を
統
率
す

る
確
固
た
る
地
位
を
固
め
、
厚
い
信
任
の
も
と
、

宿
内
旅
篭
の
休
泊
賄
い
を
差
配
し
た
。
も
と
よ

り
猷
貞
は
学
問
を
好
み
、
文
筆
に
も
長
じ
て
い

た
こ
と
で
、
幕
府
の
伝
馬
関
係
触
書
や
、
そ
の

つ
ど
の
達
し
書
を
丹
念
に
書
留
め
た
り
、
古
く

か
ら
の
記
録
を
収
録
、
こ
れ
を
も
と
に
し
た
交

通
史
料
五
編
を
編
集
、
さ
ら
に
越
ヶ
谷
宿
を
中

心
と
し
た
飯
盛
女
駈
落
一
件
、
無
宿
者
の
狼
藉

一
件
、
贋
金
づ
く
り
一
件
な
ど
、
当
時
の
世
相

を
反
映
し
た
奉
行
所
吟
味
書
を
収
録
し
た
「
御

用
書
留
書
」
な
ど
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
な
か

に
は
道
中
取
締
役
人
よ
り
の
「
御
内
々
御
尋
ね

に
付
、
諸
家
様
風
説
」
を
申
し
上
げ
た
書
付
な

ど
、
不
法
な
人
馬
使
用
の
数
々
を
書
立
て
た
書

越
ヶ
谷
郷
の
開
発
領
主

会
田

あ

い

だ

出で

羽わ

資
久

す
け
ひ
さ

出
羽
地
区
の
開
発
者

会
田

あ

い

だ

七
左
衛
門

し

ち

ざ

え

も

ん

政
重

ま
さ
し
げ

郷
土
史
家

福
井

ふ

く

い

猷
貞

ゆ
う
て
い

功績が記された伊奈備前差添書

木造会田七左衛門坐像
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な
ど
も
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
猷
貞
は
郷
土
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
大

沢
町
の
地
誌
「
大
沢
町
鑑
」
や
越
ヶ
谷
町
の
地

誌
「
越
ヶ
谷
町
鑑
」
な
ど
を
編
さ
ん
し
て
い
た
。

こ
と
に
大
沢
町
や
越
ヶ
谷
町
の
百
姓
家
を
軒
別

に
訪
ね
、
そ
の
故
事
来
歴
を
聞
き
取
り
調
査
し

た
「
大
沢
猫
の
爪
」、「
越
ヶ
谷
瓜
の
蔓
」
は
特

筆
さ
れ
る
郷
土
誌
で
あ
る
。
た
だ
し
、
猷
貞
は

「
越
ヶ
谷
瓜
の
蔓
」
調
査
草
稿
中
の
文
政
五
年

（
一
八
二
二
）
二
月
、
完
結
清
書
を
待
た
ず
に
五

十
四
歳
で
没
し
、
大
沢
照
光
院
に
葬
ら
れ
た
。

そ
の
辞
世
句
は
、

「
居
ご
こ
ろ
の
よ
き
　
学
の
瀬
戸
や
　
秋
の
風
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
福
井
猷
貞
の
書
残
さ
れ
た
記
録
に
よ

り
、
日
光
街
道
の
交
通
事
情
や
、
旅
篭
屋
公
私

宿
泊
者
の
行
為
の
実
態
、
こ
と
に
年
六
度
上
野

東
叡
山
寛
永
寺
と
日
光
東
照
宮
を
往
き
来
す
る

日
光
門
主
は
じ
め
、
大
名
や
幕
府
高
官
な
ど
、

本
陣
休
泊
者
の
送
迎
の
し
き
た
り
や
そ
の
賄
方

な
ど
細
部
に
わ
た
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
公
式
に
は
旅
人
の
乗
船
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
舟
運
と
、
日
光
街
道
宿
々
と
の
旅
人
を

巡
る
競
合
争
論
な
ど
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
な
い

事
柄
な
ど
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
福
井
猷
貞
の

こ
う
し
て
書
残
さ
れ
た
記
録
は
、
越
谷
の
歴
史

を
知
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
史
料
で
あ
る
の
み

で
な
く
、
日
光
街
道
に
お
け
る
宿
場
の
歴
史
、

い
や
日
本
の
街
道
歴
史
に
と
っ
て
も
欠
か
せ
な

い
文
献
と
い
え
る
。
現
在
こ
の
福
井
家
史
料
は
、

そ
の
散
逸
や
災
害
に
よ
る
損
失
を
恐
れ
埼
玉
県

立
文
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。

渡
辺
荒
陽
は
新
方
領
恩
間
村
の
名
主
渡
辺
佐

介
の
長
子
と
し
て
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
二

月
に
生
ま
れ
、
当
初
政
之
助
之
望
と
称
し
た
。

も
と
よ
り
渡
辺
家
は
中
世
来
の
土
豪
の
系
譜
を

引
い
た
旧
家
で
邸
内
の
稲
荷
社
に
は
文
保
元
年

（
一
三
一
七
）
八
月
銘
の
板
碑
が
建
立
さ
れ
て
い

る
。
江
戸
時
代
の
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
恩

間
村
は
大
竹
・
大
道
・
三
野
宮
と
と
も
に
、
岩

槻
藩
の
城
付
村
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
な

か
で
之
望
の
祖
父
佐
介
観
照
は
慶
安
元
年
（
一

六
四
八
）
よ
り
恩
間
新
田
二
〇
余
町
歩
を
開
発
、

岩
槻
城
主
よ
り
三
町
歩
の
免
税
地
を
与
え
ら
れ

た
。
さ
て
当
の
之
望
は
二
〇
歳
の
と
き
粕
壁
宿

名
主
関
根
治
郎
兵
衛
の
娘
”
と
え
“
を
妻
と
し

て
二
男
三
女
を
も
う
け
た
が
、
家
業
よ
り
む
し

ろ
儒
学
を
中
心
に
学
問
修
業
に
熱
中
、
寛
政
元

年
（
一
七
八
九
）
妻
”
と
え
“
が
三
十
五
歳
で
病

没
し
た
の
を
機
会
に
、
家
を
そ
の
子
太
●
に
譲

り
、
翌
二
年
次
男
弸
と
次
女
多
勢
子
・
三
女
里

都
子
を
と
も
な
っ
て
江
戸
に
転
居
、
日
本
橋
新

右
衛
門
町
に
塾
舎
「
時
習
堂
」
を
開
い
て
門
人

の
教
学
に
あ
た
っ
た
。
時
に
之
望
三
十
九
歳
、

以
来
荒
陽
と
称
し
た
。

寛
政
十
一
年
、
荒
陽
が
四
十
八
歳
の
と
き
越

後
高
田
城
主
榊
原
政
令
の
も
と
に
出
入
り
が
許

さ
れ
、
築
地
に
居
宅
を
賜
わ
り
、
藩
士
の
儒
学

教
授
に
携
わ
っ
た
。
し
か
し
、
文
化
九
年
（
一

八
一
二
）
荒
陽
は
榊
原
家
と
仲
た
が
い
と
な
り
、

築
地
の
榊
原
給
宅
か
ら
知
人
山
本
家
の
屋
敷
地

に
移
り
、
儒
学
か
ら
国
学
に
転
じ
た
。
こ
れ
は

娘
の
多
勢
子
が
国
学
者
村
田
春
海
の
養
女
と
な

り
、
春
海
や
橘
千
蔭
、
さ
ら
に
平
田
篤
胤
な
ど

の
交
友
関
係
に
あ
っ
た
影
響
に
よ
っ
た
と
み
ら

れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
荒
陽
は
文
化
十
一
年
に

は
、
平
田
篤
胤
の
門
人
に
名
を
つ
ら
ね
、
神
道

的
国
学
の
研
究
に
没
頭
、
篤
胤
の
利
根
川
伝
導

紀
行
に
は
篤
胤
に
随
行
「
か
く
島
日
記
」
の
歌

集
な
ど
を
著
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
荒
陽
は
金

銭
上
の
も
つ
れ
か
ら
篤
胤
と
絶
交
、
賀
茂
真
渕

の
親
友
と
称
し
て
、
な
お
国
学
に
精
進
し
た
。

こ
の
間
荒
陽
は
四
十
二
種
に
わ
た
る
書
冊
を

著
し
た
が
、
こ
の
う
ち
半
数
は
漢
文
の
儒
学
書
、

半
数
は
国
学
神
道
の
随
筆
書
、
こ
の
ほ
か
、
俳

諧
・
狂
歌
・
和
歌
な
ど
も
よ
く
た
し
な
ん
で
い

た
。
う
ち
和
歌
で
は
”
妹
と
わ
れ
　
う
え
し

撫
子
花
は
さ
け
ど
　
ひ
と
り
し
見
れ
ば
　
お
も

ひ
か
ね
つ
も
“”
わ
れ
も
は
や
　
う
き
ね
の
花
の

浮
ぬ
は
な
　
う
き
く
さ
な
が
ら
　
根
は
た
え
す

け
れ
“
な
ど
の
歌
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
荒

陽
の
い
や
い
と
こ
に
あ
た
る
浅
草
福
富
町
の
稲

垣
宗
輔
が
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
飢
饉

の
際
、
浅
草
猿
屋
町
御
貸
付
金
に
預
け
て
お
い

た
預
金
を
下
ろ
し
て
、
瓦
曽
根
村
の
窮
民
を
救

っ
た
こ
と
に
対
し
、
そ
の
顕
彰
文
と
歌
を
寄
せ

て
い
た
。
そ
の
歌
は
”
こ
が
ね
よ
り
　
し
ろ
が

ね
よ
り
も
な
さ
け
あ
る
　
ひ
と
こ
そ
は
世
の
た

か
ら
な
り
け
り
“
と
詠
ん
で
い
た
。
こ
の
荒
陽

は
天
保
九
年
二
月
、
八
十
九
歳
の
長
寿
を
保
っ

て
没
し
、
本
所
牛
島
の
長
命
寺
に
葬
ら
れ
た
。

な
お
そ
の
子
に
は
著
名
な
歌
人
村
田
多
勢
子
や

槍
術
師
範
渡
辺
弸
な
ど
が
い
る
。

越
谷
吾
山
は
定
か
で
な
い
が
、
享
保
二
年

（
一
七
一
七
）、
越
ヶ
谷
宿
草
創
の
旧
家
会
田
出

羽
の
一
族
で
越
ヶ
谷
新
町
の
西
名
主
会
田
四
郎

兵
衛
家
に
生
ま
れ
、
文
之
助
と
名
付
け
ら
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
幼
年
よ
り
学
問
を
好
ん

だ
が
、
成
長
後
は
特
に
松
尾
芭
蕉
の
蕉
風
復
活

運
動
に
共
鳴
、
吾
山
と
号
し
て
俳
諧
道
に
精
通
、

近
郷
近
在
の
著
名
な
俳
諧
師
と
交
流
し
て
親
交

を
重
ね
た
。
う
ち
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）、
吾

山
三
十
三
歳
の
秋
に
は
、
騎
西
の
俳
諧
師
桑
落

庵
主
人
一
同
を
招
い
て
も
て
な
し
、
新
町
の
鎮

守
八
幡
社
で
句
会
を
開
い
て
い
る
。
こ
の
と
き

の
吾
山
は

名
月
や
　
う
つ
む
く
物
は
　
稲
ば
か
り

初
汐
や
　
松
に
か
わ
う
そ
　
鶴
の
足

と
の
句
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
名
の
知
れ

た
俳
諧
師
を
吾
山
亭
に
招
い
て
句
会
を
催
す
と

と
も
に
、
各
地
の
大
句
会
に
進
ん
で
出
席
し
て

い
る
。
う
ち
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
の
深
川

長
慶
寺
で
の
芭
蕉
五
〇
回
忌
発
句
会
や
鎌
倉
光

明
寺
の
「
十
夜
会
」
に
参
加
し
て
そ
れ
ぞ
れ
句

を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
な
か
で
越
ヶ
谷
の
句
会

で
は
、

ひ
と
つ
る
べ
　
水
の
ひ
か
る
や
　
け
さ
の
秋

と
の
名
句
を
詠
ん
で
い
る
（
天
嶽
寺
境
内
に
こ

の
句
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
）。
寛
保
四
年
に
は

佐
久
間
柳
居
の
門
人
に
名
を
連
ね
、
俳
人
と
し

て
の
位
置
を
確
立
さ
せ
て
い
た
。
こ
う
し
て
吾

山
は
家
業
を
省
み
ず
、
俳
諧
や
学
問
に
熱
中
し

た
た
め
、
家
計
は
傾
き
、
家
を
破
産
さ
せ
る
に

至
っ
た
。
よ
っ
て
吾
山
は
明
和
七
年
（
一
七
七

〇
）
五
〇
歳
の
と
き
妻
子
を
と
も
な
っ
て
江
戸

深
川
に
転
居
し
た
。
こ
の
と
き
の
吾
山
は
、

出
る
日
の
　
旅
の
こ
ろ
も
や
　
は
つ
か
す
み

（
久
伊
豆
神
社
境
内
に
こ
の
句
碑
が
建
て
ら
れ

て
い
る
。
市
文
化
財
）
と
の
不
安
と
希
望
を
織

り
な
し
た
句
を
残
し
て
い
る
。
江
戸
に
出
た
吾

山
は
身
に
つ
け
た
俳
諧
の
道
を
一
層
発
揮
さ
せ
、

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
は
採
点
者
で
あ
る

判
者
と
な
り
、
芸
道
の
最
高
位
で
あ
る
法
橋
に

推
挙
さ
れ
、
師
竹
庵
法
橋
吾
山
と
称
し
た
。
こ

の
吾
山
の
も
と
に
は
数
多
く
の
門
人
が
馳
せ
参

じ
た
が
、
そ
の
一
人
に
「
南
総
里
見
八
犬
伝
」

を
著
し
た
滝
沢
馬
琴
な
ど
も
い
る
。
ま
た
、
江

戸
は
全
国
か
ら
人
び
と
が
集
ま
っ
た
大
都
会
で

あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
の
方
言
な
ど
が

吾
山
の
耳
に
入
っ
た
。
吾
山
は
こ
れ
に
興
味
を

い
だ
き
、
安
永
四
年
に
は
こ
れ
ら
お
国
言
葉
や

お
国
な
ま
り
を
書
留
め
、
こ
れ
を
天
体
・
地

質
・
四
季
・
人
倫
と
に
分
類
し
た
「
天
地
」、
各

地
の
動
物
や
魚
貝
類
・
爬
虫
類
を
記
し
た
「
動

物
」
、
各
地
の
五
穀
や
野
菜
・
草
木
を
記
し
た

「
生
殖
」、
各
地
の
家
具
や
器
具
・
道
具
・
生
活

用
品
を
記
し
た
「
器
用
」
、
各
地
の
言
語
や
文

法
・
語
義
を
記
し
た
「
言
語
」
の
五
冊
を
書
き

表
し
た
。
こ
れ
は
我
が
国
初
め
て
の
方
言
を
中

心
と
し
た
民
俗
学
の
著
で
、
世
人
は
、
方
言
学

の
祖
と
し
て
絶
賛
し
た
。
ま
た
滝
沢
馬
琴
著
の

「
耽
寿
漫
録
」
の
中
に
は
、
天
明
三
年
（
一
七
八

三
）
卯
元
日
銘
に
よ
る
吾
山
の

打
出
す
　
玉
か
こ
が
ね
か
　
初
日
影

と
の
句
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
俳
諧

や
方
言
研
究
で
名
を
馳
せ
た
吾
山
は
、
天
明
七

年
に
七
〇
歳
で
没
し
深
川
の
日
蓮
宗
霊
巌
寺
に

葬
ら
れ
た
。

し
か
し
、
霊
巌
寺
は
度
重
な
る
水
災
や
火
災
、

そ
れ
に
移
転
な
ど
で
散
逸
し
た
墓
石
も
多
く
、

吾
山
の
墓
石
も
失
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

吾
山
の
墓
石
は
越
ヶ
谷
天
嶽
寺
墓
所
の
吾
山
と

妻
女
の
戒
名
が
刻
ま
れ
た
供
養
墓
石
（
市
文
化

財
）
だ
け
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
法
橋
往
譽
吾

山
師
竹
居
士
と
あ
る
。

稲
垣
市
兵
衛
は
、
瓦
曽
根
村
の
世
襲
名
主
中

村
彦
左
衛
門
重
梁
の
第
三
子
で
明
和
五
年
（
一
七

六
八
）
の
生
ま
れ
、
幸
次
郎
と
称
さ
れ
た
。
寛
政

二
年
（
一
七
九
〇
）
二
十
三
歳
の
と
き
、
江
戸
浅

草
福
富
町
の
豪
商
二
代
目
池
田
屋
稲
垣
市
兵
衛

に
請
わ
れ
て
長
女
”
こ
ん
“
の
婿
養
子
に
入
っ

た
が
、
養
父
吉
兵
衛
は
翌
三
年
病
没
、
中
村
幸

次
郎
が
三
代
目
を
継
い
で
池
田
屋
市
兵
衛
を
襲

名
し
た
。
こ
の
池
田
屋
は
享
保
元
年（
一
七
一
六
）、

江
戸
浅
草
に
移
住
し
て
か
り
そ
め
の
店
を
開
い

た
が
、
追
々
繁
昌
を
き
わ
め
両
替
商
・
質
屋
・

酒
商
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
品
々
を
手
広
く
商
う

よ
う
に
な
り
、
江
戸
で
も
指
折
の
豪
商
と
し
て

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
池
田
屋

は
豪
商
と
は
言
え
、
江
戸
地
付
の
住
民
で
な
か

っ
た
の
で
、
身
分
上
は
地
借
身
分
で
あ
っ
た
。

池
田
屋
の
三
代
目
を
継
い
だ
市
兵
衛
は
、
先
代

以
来
の
念
願
で
あ
る
地
主
身
分
獲
得
を
目
ざ
し
、

文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
家
業
の
繁
昌
は
御
国

恩
に
よ
る
も
の
と
し
て
金
五
〇
〇
両
を
、
同
十

年
に
は
金
二
〇
〇
両
を
町
奉
行
小
田
切
土
佐
守

役
所
に
上
納
、
さ
ら
に
毎
年
金
五
〇
両
を
永
年

上
納
す
る
こ
と
を
願
い
で
た
。

　
そ
の
上
で
文
化
十
四
年
に
は
金
三
〇
〇
両
の

献
金
と
と
も
に
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
よ

り
所
有
し
た
浅
草
新
旅
篭
町
二
六
八
坪
余
の
屋

敷
地
を
献
納
す
る
の
で
、
福
富
町
三
〇
〇
余
坪

の
屋
敷
地
を
払
い
下
げ
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
。

こ
れ
に
対
し
町
年
寄
樽
屋
吉
五
郎
ら
も
「
市
兵

衛
儀
は
別
し
て
恩
奉
公
に
励
む
奇
特
な
者
で
あ

る
。
御
褒
美
と
し
特
別
な
計
ら
い
を
も
っ
て
、

福
富
町
の
屋
敷
地
を
払
い
下
げ
て
ほ
し
い
」
と

願
い
出
た
。
町
奉
行
も
理
解
を
示
し
た
が
、
市

兵
衛
の
屋
敷
地
は
浅
草
御
蔵
役
人
の
拝
領
地
の

一
つ
で
あ
っ
た
た
め
、
勘
定
奉
行
は
難
色
を
示

し
、
献
納
金
と
新
旅
篭
町
の
屋
敷
地
上
納
は
許

可
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
方

法
で
市
兵
衛
は
屋
敷
地
の
払
い
下
げ
を
働
き
か

け
た
が
、
無
駄
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
地
主

と
地
借
の
身
分
差
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
な
か
で
市
兵
衛
は
実
家
瓦
曽
根
村
の
中

村
重
梁
の
遺
志
を
受
継
ぎ
、
文
政
九
年
（
一
八

二
六
）
金
一
〇
〇
両
を
凶
年
の
備
金
と
し
て
浅

草
の
幕
府
御
貸
付
所
に
預
金
し
た
。
こ
の
預
金

は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
冷
害
に
よ
る
大

凶
作
の
と
き
、
市
兵
衛
は
中
村
彦
左
衛
門
と
相

談
の
上
、
九
十
二
両
を
払
い
下
げ
、
瓦
曽
根
村

の
窮
民
九
十
二
人
に
金
一
両
宛
を
施
金
し
て
こ

れ
を
救
っ
た
。
な
お
市
兵
衛
は
天
保
六
年
、
隠

居
し
て
成
斉
と
称
し
た
が
、
瓦
曽
根
照
蓮
院
の

地
続
き
慈
悲
山
最
勝
院
、
通
称
観
音
堂
境
内
地

内
二
九
坪
を
永
代
借
地
、
こ
こ
に
稲
垣
成
斉
●

歯
の
碑
を
建
立
、
天
保
八
年
、
六
十
八
歳
で
没

し
た
。
や
は
り
故
郷
の
地
は
忘
れ
ら
れ
な
か
っ

た
と
い
え
る
。

　
武
家
は
武
士
の
た
し
な
み
と
し
て
、
幼
時
よ

り
剣
道
に
心
掛
け
た
が
、
幕
末
期
に
な
る
と
、

勘
当
帳
外
で
戸
籍
か
ら
除
か
れ
た
無
宿
者
や
、

金
銭
を
強
奪
す
る
無
頼
漢
が
横
行
す
る
よ
う
に

な
り
、
治
安
の
乱
れ
が
進
ん
だ
。
そ
こ
で
百
姓

町
人
も
生
命
財
産
を
護
る
た
め
剣
術
道
場
に
通

っ
て
剣
道
を
身
に
つ
け
、
脇
差
を
さ
し
て
旅
に

出
た
り
、
村
や
町
を
出
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
と
に
尊
王
攘
夷
・
佐
幕
開
国
両
派
が
激
突
す

る
よ
う
に
な
る
と
、
百
姓
町
人
も
一
旗
あ
げ
よ

う
と
し
て
、
ど
こ
の
剣
術
道
場
も
門
前
市
を
な

す
盛
況
状
態
が
続
い
た
。

　
こ
の
な
か
で
剣
豪
と
し
て
そ
の
名
が
知
ら
れ

た
一
人
に
、
大
相
模
郷
東
方
村
（
現
在
の
大
成

町
）
の
中
村
万
五
郎
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
村
家
の
遠
祖
は
、
武
蔵
七
党
野
与
党
の
支
族
、

大
相
模
を
支
配
し
た
大
相
模
次
郎
能
高
と
伝
え

る
。
中
村
家
は
連
綿
と
し
て
そ
の
家
系
を
維
持

し
、
江
戸
期
に
は
世
襲
名
主
を
勤
め
た
家
柄
、

そ
の
館
跡
敷
地
内
は
約
六
千
坪
、
こ
の
敷
地
内

の
祠
か
ら
は
、
中
村
氏
祖
先
が
造
塔
し
た
と
い

う
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）
正
月
銘
の
六
字
名

俳
諧
師
で
方
言
学
の
祖
で
も
あ
る

越
谷

こ
し
が
や

吾
山

ご

ざ

ん

漢
学
者
兼
国
学
者

渡
辺

わ
た
な
べ

荒
陽

こ
う
よ
う

窮
民
救
恤
の

稲
垣
市
兵
衛

い

な

が

き

い

ち

べ

え

越
谷
の
剣
豪

中
村

な
か
む
ら

万
五
郎

ま

ん

ご

ろ

う

有
道
軒

う

ど

う

け

ん
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号
板
石
塔
婆
（
市
文
化
財
）、
応
永
二
十
年
（
一

四
一
三
）
九
月
銘
の
弥
陀
一
尊
板
碑
な
ど
、
数

基
の
板
碑
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
剣
豪
と
う
た
わ
れ
た
中
村
万
五
郎
は
、

政
敏
と
称
し
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
生
ま

れ
、
幼
時
よ
り
剣
道
を
志
し
、
成
人
後
上
清
久

村
（
現
在
の
久
喜
市
）
の
神
道
無
念
流
戸
賀
崎

知
道
軒
暉
芳
の
門
下
生
と
し
て
、
一
時
は
戸
賀

崎
道
場
に
住
込
み
剣
道
に
精
進
、
ま
た
た
く
間

に
頭
角
を
顕
わ
し
二
代
目
戸
賀
崎
有
道
軒
胤
芳

の
代
に
は
師
範
代
に
昇
格
、
上
清
久
と
江
戸
麹

町
戸
賀
崎
道
場
を
か
け
も
ち
で
子
弟
の
養
成
に

あ
た
っ
た
。
こ
の
な
か
で
文
化
十
五
年
（
一
八

一
八
）
そ
の
師
戸
賀
崎
有
道
軒
は
病
気
に
か
か

り
臨
終
を
迎
え
た
。
こ
の
と
き
有
道
軒
は
、
そ

の
子
芳
栄
が
若
年
の
身
と
し
て
、
万
五
郎
に
有

道
軒
の
称
号
を
負
わ
せ
て
、
戸
賀
崎
道
場
三
代

目
の
後
見
人
と
し
た
。
万
五
郎
は
、
上
清
久
と

江
戸
麹
町
の
道
場
経
営
に
専
念
し
て
い
た
が
、

芳
栄
が
免
許
皆
伝
に
上
達
し
た
の
を
機
会
に
、

戸
賀
崎
道
場
の
経
営
を
芳
栄
に
返
上
、
故
郷
東

方
村
に
、
道
場
を
開
く
べ
く
、
再
び
諸
国
武
者

修
業
に
旅
に
出
た
。
こ
の
諸
国
遍
歴
中
一
度
も

試
合
に
負
け
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
東
方
の
実
家
に
戻
り
、
屋
敷
内
に

道
場
を
設
け
た
と
こ
ろ
、
門
前
市
を
な
す
盛
況

で
、
そ
の
門
人
は
一
千
余
人
を
数
え
、
奥
伝
を

授
け
た
高
弟
は
数
十
人
に
達
し
た
。
こ
の
な
か

に
は
田
代
義
武
な
ど
著
名
な
剣
道
家
が
名
を
つ

ら
ね
て
お
り
、
有
道
軒
万
五
郎
の
名
は
広
く
知

れ
わ
た
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
万
五
郎
は
万
延

元
年
（
一
八
六
〇
）
三
月
、
七
十
七
歳
の
長
寿

を
保
っ
て
没
し
た
。
よ
っ
て
高
弟
一
四
七
名
は
、

西
方
大
聖
寺
境
内
に
、
大
槻
磐
渓
撰
文
に
よ
る
、

壮
大
な
「
有
道
軒
先
生
碑
」
を
建
立
し
て
そ
の

遺
徳
を
讃
え
た
。
こ
の
自
然
石
に
よ
る
碑
の
高

さ
は
二
メ
ー
ト
ル
、
幅
は
一
・
七
メ
ー
ト
ル
に

及
ん
で
い
る
。

な
お
六
千
坪
の
中
村
家
屋
敷
地
は
、
都
市
化

の
波
で
一
部
住
宅
地
に
開
放
さ
れ
た
が
、
構
堀

の
遺
跡
が
そ
の
規
模
を
偲
ば
せ
て
い
る
。
ま
た

館
跡
敷
地
内
の
祠
脇
に
祀
ら
れ
て
い
た
数
基
の

板
碑
は
、
中
村
家
の
墓
所
で
あ
る
桜
堂
墓
地
に

移
さ
れ
て
い
る
。

卯
之
助
は
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
三

野
宮
村
の
農
家
に
生
ま
れ
、
四
十
八
歳
で
亡
く

な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
後
に
「
日
本
一
の
力

持
ち
」
と
な
る
卯
之
助
だ
が
、
少
年
の
こ
ろ
は

虚
弱
体
質
で
村
の
相
撲
や
力
持
ち
大
会
で
は
、

「
力
な
し
」「
弱
虫
」
な
ど
と
馬
鹿
に
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
奮
起
し
て
夜
間
や
人
目
の
つ
か

な
い
と
こ
ろ
で
猛
練
習
に
励
み
、
十
五
歳
に
な

る
こ
ろ
に
は
、
村
一
番
の
力
持
ち
に
な
っ
て
い

た
。
あ
る
日
、
家
の
近
く
を
流
れ
る
元
荒
川
で

米
俵
を
積
ん
だ
舟
が
浅
瀬
に
乗
り
上
げ
、
船
頭

や
村
人
が
舟
を
押
し
て
も
引
い
て
も
動
か
な
い

と
き
に
卯
之
助
が
舟
の
下
に
潜
り
両
手
両
足
で

舟
を
持
ち
上
げ
て
少
し
ず
つ
深
み
へ
押
し
返
し
、

舟
を
浅
瀬
に
離
し
た
。
こ
の
一
件
が
元
荒
川
沿

い
一
帯
に
伝
わ
り
、
岩
槻
・
長
宮
の
力
持
ち
肥

田
文
八
の
弟
子
と
な
り
力
持
修
行
に
励
ん
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
。

越
ヶ
谷
の
久
伊
豆
神
社
で
は
、
本
殿
右
側
の

生
垣
の
中
の
台
座
上
に
卵
型
の
力
石
が
大
事
に

飾
ら
れ
、
注
連
縄
が
巻
か
れ
て
い
る
。
そ
の
石

に
は
「
奉
納
　
五
十
貫
目
　
天
保
二
辛
卯
年
四

月
吉
日
　
三
野
宮
卯
之
助
持
之
　
本
町
　
會
田

権
四
郎
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
卯
之
助
が
、
天

保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
、
こ
の
五
十
貫
（
一

八
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
石
を
持
ち
上
げ
、
越
ヶ

谷
本
町
の
會
田
権
四
郎
が
記
念
に
奉
納
し
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
日
の
催
し
は
、

江
戸
で
大
評
判
と
な
っ
た
卯
之
助
の
凱
旋
興
業

の
よ
う
な
も
の
で
、
多
く
の
観
衆
と
奉
納
金
が

集
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

天
保
三
年
に
は
、
粕
壁
東
八
幡
神
社
（
現
在

の
春
日
部
市
）
で
百
貫
（
三
七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

の
力
石
を
持
ち
上
げ
、
そ
の
後
、
卯
之
助
一
座

は
四
十
五
人
の
大
所
帯
と
な
り
、
江
戸
人
形
町

（
現
在
の
東
京
都
中
央
区
）
に
道
場
を
設
け
た
。

ま
た
、
天
保
四
年
に
は
、
深
川
八
幡
宮
（
現
在
の

東
京
都
江
東
区
）
の
境
内
で
行
わ
れ
た
第
十
一

代
将
軍
徳
川
家
斉
の
「
力
持
御
上
覧
」
は
、
卯

之
助
に
と
っ
て
、
特
に
晴
れ
が
ま
し
い
イ
ベ
ン

ト
だ
っ
た
。

力
持
ち
江
戸
番
付
に
お
い
て
、
卯
之
助
は
番

付
最
上
位
の
東
方
大
関
に
な
り
、
某
西
国
大
名

の
江
戸
屋
敷
で
大
阪
方
の
力
持
ち
と
東
西
決
戦

を
行
い
、
卯
之
助
が
勝
利
し
、
名
実
共
に
日
本

一
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
が
仇
に
な
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
夜
、
大
名
屋

敷
で
の
酒
宴
を
終
え
て
の
帰
路
、
苦
痛
を
訴
え

て
命
を
落
と
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

卯
之
助
が
持
ち
上
げ
た
と
さ
れ
る
力
石
は
、

県
内
で
は
、
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
、
春
日
部
市
、

川
口
市
な
ど
、
県
外
で
は
、
木
更
津
市
（
千
葉

県
）、
鎌
倉
市
（
神
奈
川
県
）、
大
阪
市
（
大
阪

府
）、
姫
路
市
（
兵
庫
県
）
な
ど
で
三
十
七
個
も

発
見
さ
れ
て
い
る
。
最
重
量
と
な
る
百
六
十
貫

（
六
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
石

は
桶
川
市
に
あ
る
。

明
治
十
三
年
（
一
八
六
八
）
に
当
時
の
大
相

模
村
大
字
西
方
に
生
ま
れ
る
。
生
家
は
、
天
保

九
年
（
一
八
三
八
）
創
業
の
醤
油
・
味
噌
醸
造

業
の
名
主
で
旧
家
。

明
治
二
十
三
年
三
月
、
大
相
模
尋
常
小
学
校

を
優
等
で
卒
業
し
た
豊
作
は
、
父
孫
兵
衛
の
二

歳
違
い
の
姉
ヨ
子
の
養
子
と
し
て
東
京
日
本
橋

區
亀
島
町
へ
転
住
し
、
旧
制
開
成
中
学
へ
入
学
。

明
治
三
〇
年
、
父
孫
兵
衛
が
死
去
し
た
が
、
明

治
三
十
二
年
東
京
美
術
学
校
（
現
在
の
東
京
芸

術
大
学
）
に
入
学
。
同
級
に
青
木
繁
な
ど
が
居

た
。卒

業
後
の
明
治
三
十
九
年
に
渡
仏
。
パ
リ
近

郊
に
居
り
、
冬
は
英
国
の
田
舎
で
制
作
。
晩
年

の
約
三
年
間
は
、
パ
リ
西
南
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ

で
過
ご
し
た
と
い
う
。

明
治
四
十
五
年
、
新
印
象
派
の
画
風
を
習
得
、

帰
国
後
は
東
京
小
石
川
區
小
日
向
台
町
に
居
を

構
え
、
第
一
回
光
風
会
展
に
滞
欧
作
「
初
冬
」

ほ
か
四
点
を
出
品
し
た
。
そ
の
秋
の
第
六
回
文

展
に
は
「
秋
の
色
」
を
初
出
品
、
大
正
二
年

（
一
九
一
三
）、
秋
の
第
七
回
文
展
に
「
落
葉
か

き
」
と
「
夕
映
の
流
れ
」
の
二
点
を
出
品
、
見

事
褒
状
を
受
賞
。「
夕
映
の
流
れ
」
は
豊
作
の
代

表
作
と
し
て
現
在
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
に

遺
さ
れ
て
い
る
。

以
後
、
大
正
三
年
、
文
展
洋
画
部
門
に
第
二

科
を
設
け
る
運
動
が
激
化
。
要
求
が
当
局
に
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
第
一
回
二
科

展
を
強
引
に
竹
之
台
陳
列
館
で
開
き
、
美
術
史

上
記
念
の
年
と
な
る
。
豊
作
は
石
井
柏
亭
、
梅

原
龍
三
郎
、
有
島
生
馬
ら
十
名
と
共
に
二
科
展

第
一
回
展
鑑
査
員
に
互
選
さ
れ
、
色
彩
豊
か
な

点
描
画
「
初
冬
の
朝
」
を
出
品
し
た
。

大
正
三
年
十
一
月
、
日
本
美
術
研
究
で
来
日

中
の
フ
ラ
ン
ス
女
流
画
家
カ
ミ
ー
ル
・
サ
ラ
ン

ソ
ン
と
恋
愛
結
婚
（
有
島
生
馬
媒
酌
）。
大
正
四

年
、
長
男
保
を
出
生
。
そ
の
後
、
大
正
八
年
、

第
六
回
二
科
展
に
「
雨
後
の
夕
」
な
ど
四
点
を

出
品
、
こ
れ
が
豊
作
の
日
本
で
の
作
品
発
表
の

最
後
と
な
る
。
こ
の
年
、
母
美
袮
を
喪
い
、
間

も
な
く
妻
子
を
連
れ
再
び
フ
ラ
ン
ス
へ
渡
り
、

以
後
一
度
も
日
本
に
帰
る
事
は
な
か
っ
た
。

渡
仏
後
、
パ
リ
に
居
住
し
、
後
に
サ
ル
ト
県

リ
ッ
シ
ュ
・
プ
ラ
ン
ジ
ュ
村
の
バ
ン
ベ
ル
の
古

城
と
呼
ば
れ
る
シ
ャ
ト
ー
を
買
い
求
め
、
そ
こ

に
生
活
し
た
。

大
正
十
三
年
、
次
男
光
が
出
生
、
一
カ
月
後

に
亡
く
な
り
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
長

女
ミ
ツ
を
も
う
け
、
昭
和
十
六
年
か
ら
の
第
二

次
世
界
大
戦
中
は
抑
留
生
活
を
送
っ
た
。

昭
和
二
十
六
年
十
月
七
日
、
自
邸
で
没
し
た

（
七
十
三
歳
）
が
、
点
描
風
の
超
大
作
と
多
く
の

パ
ス
テ
ル
画
は
岡
鹿
之
助
が
持
ち
帰
り
、
東
京

国
立
近
代
美
術
館
、
埼
玉
会
館
、
埼
玉
県
立
博

物
館
に
収
蔵
さ
れ
た
。

昭
和
四
十
四
年
、
埼
玉
会
館
で
回
顧
展
が
開
か

れ
、
豊
作
の
二
科
の
花
と
い
わ
れ
る
個
性
豊
か
な

画
風
は
、
多
く
の
美
術
愛
好
家
を
魅
了
し
た
。

越
谷
市
役
所
敷
地
内
に
、「
相
扶
共
済
」
の
碑

が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
碑
文
の
中
で
国
民

健
康
保
険
の
発
祥
の
地
な
り
と
讃
え
ら
れ
て
い

る
の
は
、
相
互
扶
助
を
目
的
と
し
て
成
立
し
た

「
越
ヶ
谷
順
正
会
」
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）、
日
本
の
農
村
部
に

大
打
撃
を
与
え
た
世
界
恐
慌
は
、
そ
の
ま
ま
都

市
部
の
不
況
に
つ
な
が
り
、
そ
し
て
商
業
都
市

越
ヶ
谷
町
で
も
商
家
の
倒
産
が
相
次
い
だ
。
越

ヶ
谷
町
で
は
税
収
の
落
ち
込
み
、
滞
納
者
の
急

増
な
ど
に
よ
り
、
財
政
は
極
度
に
ひ
っ
迫
し
て

い
た
。「
町
の
財
政
の
立
て
直
し
は
町
税
の
完
納

か
ら
」
と
考
え
た
町
有
志
は
納
税
組
合
を
結
成

し
滞
納
の
一
掃
を
図
っ
た
。

そ
の
後
、
納
税
組
合
員
は
「
至
誠
会
」
と
い

う
無
尽
講
を
設
立
し
、
こ
こ
で
得
ら
れ
た
流
動

資
金
を
利
用
し
、
生
活
困
窮
者
の
救
済
を
目
的

と
し
た
医
療
共
済
を
計
画
し
た
。
滞
納
の
原
因

が
疾
病
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
無
尽
講
が
で
き
て
三
年
目
に
あ
た
る
昭
和

十
年
に
は
、
至
誠
会
の
流
動
資
金
は
一
三
〇
〇

円
に
達
し
、
有
志
一
同
は
こ
の
資
金
を
罹
病
者

の
医
療
救
助
に
充
て
た
。
こ
れ
が
「
順
正
会
」

の
発
端
で
あ
る
。

こ
の
計
画
に
基
づ
き
役
員
は
、
町
有
診
療
所

を
共
済
医
療
機
関
に
あ
て
る
た
め
、
埼
玉
県
に

働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
地
元
高
橋
正
義
医
師

の
協
力
を
求
め
た
。
高
橋
医
師
は
、
日
本
医
師

会
の
了
解
を
求
め
、
さ
ら
に
地
元
医
師
会
に
了

解
を
求
め
、
以
後
の
援
助
を
懇
請
し
た
。

昭
和
十
年
四
月
、
町
有
の
旧
高
橋
診
療
所
の

建
物
を
譲
り
受
け
て
改
造
し
、
さ
ら
に
医
療
器

具
等
の
整
備
を
実
施
し
た
。
そ
し
て
、
県
の
正

式
な
認
可
を
得
る
た
め
に
、
納
税
組
合
を
母
体

と
し
て
の
順
正
会
の
仮
役
員
を
選
出
し
、
そ
の

事
業
計
画
書
と
目
論
見
書
を
提
出
し
た
が
法
人

組
織
に
な
っ
て
な
い
こ
と
、
資
金
が
不
安
定
な

こ
と
を
理
由
に
認
可
は
見
送
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、

資
金
確
保
の
た
め
に
会
員
制
を
採
用
し
、
会
員

の
募
集
に
着
手
し
た
が
、
警
察
は
こ
れ
を
治
安

維
持
法
に
触
れ
る
と
し
て
中
止
を
命
じ
た
。

県
や
警
察
の
反
対
に
よ
り
、
こ
の
順
正
会
の

活
動
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
頃
、
偶
然

高
橋
医
師
の
友
人
杉
本
氏
の
紹
介
に
よ
り
順
正

会
の
事
業
計
画
書
を
内
務
省
に
示
し
、
意
見
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
順
正
会
の
計
画

が
、
当
時
内
務
省
が
立
案
し
て
い
た
国
民
健
康

保
険
の
構
想
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

と
内
務
省
の
好
意
に
よ
り
参
考
資
料
や
規
則
書

雛
形
な
ど
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。

内
務
省
の
協
力
を
得
た
順
正
会
の
メ
ン
バ
ー

は
、
県
や
警
察
、
町
役
場
に
設
立
の
運
動
を
起

こ
す
が
、
同
意
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、

越
ヶ
谷
町
の
医
師
団
も
医
療
費
支
弁
の
保
証
や

日
本
一
の
力
持
ち

三
ノ
宮

さ

ん

の

み

や

卯
之
助

う

の

す

け

越
谷
が
世
界
に
誇
る
美
術
家

斎
藤
豊
作

さ
い
と
う
と
よ
さ
く

越
ヶ
谷
順
正
会
旗
揚
げ
に
尽
力

高
橋
正
義

た
か
は
し
ま
さ
よ
し

「相扶共済」の碑

「風　景」
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責
任
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
順
正
会
設
立
の
反
対

に
ま
わ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
高
橋
医
師
を
含
む

順
正
会
発
起
人
は
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
昭
和
十
年
十
二
月
、
医
師
団

の
強
固
な
る
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
発
起
人
九

一
名
で
越
ヶ
谷
教
会
で
発
会
式
が
挙
行
さ
れ
、

役
員
が
選
出
さ
れ
た
。
昭
和
十
一
年
四
月
、
内

務
省
技
官
ら
の
斡
旋
で
医
師
団
と
の
協
定
が
成

立
、
そ
の
名
を
「
越
ヶ
谷
順
正
会
」
と
改
め
、

高
橋
医
師
は
相
談
役
に
推
薦
さ
れ
る
。
同
年
十

一
月
、
事
務
所
を
開
設
し
た
時
に
は
加
入
会
員

は
四
八
八
世
帯
と
な
っ
て
お
り
、
会
員
は
増
大

の
一
途
を
辿
っ
た
。
こ
れ
が
国
民
健
康
保
険
発

祥
の
地
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。。

大
井
次
三
郎
は
、
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七

一
）
度
の
朝
日
賞
を
受
賞
し
た
。
理
由
は
「
日

本
植
物
誌
」
の
完
成
に
至
る
植
物
分
類
学
へ
の

貢
献
で
あ
る
。

越
谷
に
は
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
か

ら
二
十
七
年
ま
で
住
ん
で
い
た
。
大
沢
四
丁
目

の
現
在
の
越
谷
郵
便
局
の
斜
め
向
か
い
あ
た
り

で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
国
立
博
物
館
に
通
っ
て
い
た
。
そ

し
て
本
格
的
に
植
物
誌
作
り
に
取
り
組
ん
だ
の

だ
。植

物
の
研
究
は
京
都
大
学
で
イ
ネ
と
ス
ゲ
の

魅
力
に
取
り
つ
か
れ
て
深
入
り
す
る
こ
と
に
な

る
。
ス
ゲ
は
一
つ
の
属
で
二
百
余
種
も
あ
り
、

し
か
も
、
よ
く
似
て
い
る
の
で
分
類
が
難
し
い
。

こ
れ
も
見
事
に
や
っ
て
の
け
、
三
百
種
近
く
あ

る
イ
ネ
も
初
め
て
分
類
し
た
。

昭
和
十
八
年
、
陸
軍
軍
属
と
し
て
ジ
ャ
ワ
の

ボ
ゴ
ー
ル
植
物
園
に
送
ら
れ
た
。
こ
こ
は
当
時

の
オ
ラ
ン
ダ
が
誇
る
東
洋
一
の
植
物
園
で
、
日

本
に
は
な
い
膨
大
な
資
料
が
あ
っ
た
。

こ
の
ボ
ゴ
ー
ル
で
の
研
究
が
、
大
井
次
三
郎

に
日
本
の
植
物
分
類
学
大
成
へ
の
道
を
開
い
た
。

し
か
し
、
昭
和
二
十
年
の
終
戦
、
身
一
つ
で

日
本
へ
引
き
揚
げ
て
来
た
。
そ
し
て
、
兄
の
住

ん
で
い
た
越
谷
の
大
沢
に
身
を
落
ち
着
か
せ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ほ
ど
な
く
、
京
都

に
住
ん
で
い
た
家
族
も
越
谷
に
来
る
こ
と
と
な

り
、
や
っ
と
一
家
団
ら
ん
の
生
活
を
取
り
戻
し

た
。紙

も
満
足
に
な
い
時
代
だ
っ
た
の
で
、
標
本

ラ
ベ
ル
や
便
せ
ん
の
裏
側
を
原
稿
用
紙
代
わ
り

に
使
っ
た
り
大
変
な
苦
労
を
し
た
。
今
で
は
考

え
ら
れ
な
い
物
の
貴
重
な
戦
後
の
一
時
期
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ま
で
日
本
の
植
物
を
分
類
し
た
本
は
少

な
く
な
い
。
日
本
は
南
北
に
長
く
、
雨
が
多
い

の
で
、
植
物
の
種
類
は
豊
富
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
ど
れ
も
が
、
植
物
全
般
の
分
類
に
ま
で
は

い
た
ら
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
、
内
容
が
玉
石
混

交
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
四
千
二
百
種
を
ま
と
め
た
「
日

本
植
物
誌
」（
顕
花
植
物
編
）
の
初
版
が
出
た
の

が
、
昭
和
二
十
八
年
。
日
本
の
植
物
が
初
め
て

集
大
成
さ
れ
た
年
と
言
わ
れ
る
。

昭
和
三
十
二
年
に
は
四
百
種
余
り
に
わ
た
る

シ
ダ
編
を
出
し
、
昭
和
四
十
年
に
は
顕
花
植
物

編
を
書
き
直
し
て
改
訂
出
版
。
こ
れ
が
米
国
で

出
版
さ
れ
、
欧
米
で
も
日
本
植
物
の
決
定
版
と

な
っ
た
。

こ
う
し
て
一
人
で
書
き
上
げ
た
「
日
本
植
物

誌
」
は
、
厚
さ
十
セ
ン
チ
あ
ま
り
。
そ
の
量
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
質
の
高
さ
は
、
内
外
か
ら

惜
し
み
な
い
評
価
を
得
た
の
で
あ
る
。

昭
和
四
十
五
年
に
科
学
博
物
館
を
退
官
し
、

昭
和
五
十
二
年
に
没
し
た
。

関
根
直
孝
は
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）

に
蒲
生
村
登
戸
の
旧
家
に
生
ま
れ
た
。
十
八
歳

の
と
き
、
能
の
世
界
へ
入
り
、
大
正
、
昭
和
と

戦
乱
や
復
興
の
時
代
の
長
い
歳
月
を
、
能
楽
一

筋
に
歩
き
通
し
た
達
人
で
あ
る
。
関
根
直
孝
の

能
楽
は
、
観
世
流
で
あ
る
。
ひ
た
む
き
な
求
道

と
、
厳
し
い
修
行
に
よ
っ
て
体
得
し
た
関
根
直

孝
の
芸
域
は
、
夢
幻
的
・
神
秘
的
と
評
さ
れ
る

に
至
っ
た
。
越
谷
を
始
め
、
西
新
井
や
渋
谷
の

松
濤
の
仕
事
場
で
多
く
の
弟
子
を
育
て
た
。

晩
年
の
関
根
直
孝
の
芸
道
は
ま
さ
に
宗
教
的

な
領
域
に
達
し
て
い
て
、「
奴
僕
（
ぬ
ぼ
く
）
と

し
て
生
き
る
」
と
い
う
不
動
行
者
の
生
き
方
を

弟
子
た
ち
に
説
い
た
と
い
う
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
能
は
舞
や
謡
の
技
を
通
し
て
よ
り
内
面
的

な
抽
象
美
の
世
界
を
開
い
て
い
く
も
の
で
、
そ

の
こ
と
を
関
根
直
孝
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。

「
謡
を
研
究
し
な
い
で
、
舞
だ
け
を
研
究
し

て
も
だ
め
で
す
。
そ
の
謡
も
、
文
学
と
し
て
完

成
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
古
典
文
学
の
素
養
と

い
う
か
、
こ
れ
も
ま
た
勉
強
し
な
い
と
理
解
で

き
ま
せ
ん
。
謡
と
舞
の
両
方
に
立
っ
て
研
究
す

る
の
だ
か
ら
、
究
め
る
に
は
長
い
年
月
が
か
か

り
ま
す
。
そ
し
て
初
め
て
、
大
輪
の
花
を
咲
か

せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」

関
根
直
孝
の
芸
道
の
深
さ
を
よ
く
物
語
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。

「
要
す
る
に
、
絶
対
を
問
う
、
と
い
う
こ
と
な
ん

で
す
よ
。
道
に
は
い
ろ
い
ろ
な
道
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
究
め
て
い
け
ば
、
す
べ
て
ひ
と
つ
の

道
に
つ
な
が
る
ん
で
す
ね
」
能
を
舞
う
と
き
の

関
根
直
孝
は
無
我
の
境
地
に
立
ち
、
能
面
と
対

話
を
し
、
そ
の
緊
張
の
中
で
感
情
を
面
と
同
化

し
て
か
ら
演
ず
る
の
だ
と
い
う
。
そ
う
し
な
い

と
、
静
止
の
な
か
で
人
生
の
烈
し
い

藤
を
表

現
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

山
崎
清
は
特
に
晩
年
、
フ
ラ
ン
ス
仕
込
み
の

人
生
の
達
人
と
し
て
、
奔
放
・
闊
達
に
さ
ま
ざ

ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
し
た
。
ま
た
油
彩
の
腕

前
も
、
文
化
人
の
手
慰
め
の
域
を
遥
か
に
越
え

て
、
天
来
の
抽
象
画
家
で
あ
っ
た
。
越
ヶ
谷
の

国
定
教
科
書
販
売
店
「
協
立
舎
」
主
、
山
崎
恭

輔
氏
の
子
と
し
て
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）

に
生
ま
れ
、
旧
制
の
粕
壁
中
学
校
を
経
て
、
日

本
歯
科
医
学
専
門
学
校
に
学
び
、
卒
業
後
、
パ

リ
に
留
学
、
歯
科
の
学
校
で
研
鑽
を
積
ん
だ
。

当
時
の
パ
リ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
台
頭
を
前
に
し

た
新
し
い
思
潮
の
渦
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
こ

で
山
崎
清
は
絵
画
の
魅
力
に
心
奪
わ
れ
、
洋
画

家
児
島
善
三
郎
の
知
遇
を
得
て
腕
前
を
磨
い
た
。

パ
リ
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
ス
ザ
ン
ナ
さ
ん
と

結
婚
、
長
女
マ
ル
ト
さ
ん
が
生
ま
れ
る
。
こ
の

間
に
、
歯
科
の
学
校
を
卒
業
し
、
さ
ら
に
国
立

の
人
類
学
の
学
校
を
も
卒
業
し
て
い
る
。
山
崎

の
後
の
幅
広
い
教
養
は
、
こ
の
学
校
で
の
学
習

や
経
験
が
生
か
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
十
九
歳
の
と
き
帰
国
、
母
校
の
日
本
歯
科

医
学
専
門
学
校
の
教
壇
に
立
ち
、
昭
和
三
十
三

年
（
一
九
五
八
）、
口
腔
外
科
の
教
授
を
担
当
し

た
。
日
本
歯
科
医
学
専
門
学
校
を
退
職
後
は
、

鶴
見
大
学
歯
学
部
の
教
壇
に
立
っ
た
。
周
知
の

よ
う
に
、
山
崎
清
は
、
歯
の
治
療
学
の
ほ
か
に
、

顔
や
骨
相
の
研
究
に
、
存
分
な
学
識
を
示
し
た
。

好
著
「
顔
の
研
究
」
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
し
て

人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
。
最
晩
年
は
五
十
年
の

歯
科
の
生
活
を
終
え
、
絵
画
に
没
頭
し
た
が
、

昭
和
六
十
年
に
永
眠
し
た
。

越
谷
市
教
育
委
員
会
発
行
の
「
川
の
あ
る
ま

ち
」
の
創
刊
号
の
表
紙
は
、
山
崎
画
伯
の
「
宮

前
橋
の
夕
景
色
」
と
題
す
る
油
彩
で
飾
ら
れ
て

い
て
、
豊
か
な
色
彩
に
暮
れ
て
い
く
川
の
沈
黙

の
表
情
が
印
象
的
で
あ
る
。

付
記
と
し
て
、
越
谷
市
職
員
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
に
答
え
た
山
崎
清
の
懐
か
し
い
言
葉
を
紹
介

し
て
お
く
。「
越
谷
近
郊
を
歩
い
て
い
る
と
、
右

を
向
い
て
も
左
を
向
い
て
も
、
絵
に
な
る
風
景

ば
か
り
で
す
。
む
ろ
ん
越
谷
八
景
（
中
村
不
折
）

と
い
わ
れ
た
昔
の
面
影
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
緑
と
水
と
雑
木
林
、
土
手
や
畑
な

ど
、
懐
か
し
い
風
景
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。

私
は
、
こ
れ
ら
を
死
ぬ
ま
で
描
き
続
け
て
い
た

い
の
で
す
。
私
の
心
の
風
景
と
し
て
」

「
私
は
水
の
流
れ
を
見
て
い
る
の
が
好
き
で

す
。
そ
れ
は
川
べ
り
で
、
じ
っ
と
水
の
流
れ
を

見
て
い
る
の
が
、
故
郷
の
元
荒
川
や
古
利
根
の

よ
う
な
静
か
な
流
れ
が
い
い
の
で
す
。
メ
コ
ン

で
も
セ
ー
ヌ
の
橋
の
下
で
も
夜
中
の
水
の
流
れ

を
見
て
い
ま
し
た
」

大
正
期
（
一
九
一
二
〜
一
九
二
六
）
は
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
称
さ
れ
、
人
道
主
義
的
風
潮

の
昂
揚
期
で
、
都
会
を
中
心
に
民
主
的
、
進
歩

的
な
世
評
が
広
が
っ
て
い
た
。
一
方
、
農
村
で

は
定
着
し
た
地
主
制
の
も
と
で
実
際
に
農
事
に

携
わ
る
小
作
人
層
の
立
場
は
厳
し
い
も
の
で
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
困
窮
に
あ
え
ぐ
日
常
で
「
水

呑
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
こ
と
に
、
大
正
四
年

（
一
九
一
五
）
産
米
の
質
的
向
上
や
俵
装
に
お
け

る
二
重
俵
な
ど
を
義
務
づ
け
、
一
等
・
二
等
の

等
級
が
付
け
ら
れ
た
米
穀
検
査
制
度
の
実
施
に

よ
り
、
小
作
人
層
の
負
担
は
一
層
重
く
な
っ
た
。

し
か
も
当
時
の
農
村
経
済
は
慢
性
的
な
不
況
下

で
農
業
不
振
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
。

こ
の
中
で
大
正
七
年
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
端

を
発
し
た
米
価
暴
騰
に
米
の
廉
売
を
求
め
た
米

騒
動
が
発
生
、
社
会
問
題
と
も
な
っ
て
米
価
は

暴
落
、
小
作
人
層
の
困
窮
に
拍
車
が
か
け
ら
れ

た
。
よ
っ
て
小
作
人
層
は
生
活
防
衛
の
た
め
小

作
料
の
引
下
げ
を
求
め
て
地
主
と
抗
争
、
小
作

争
議
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
、
埼
玉
県
で
は
小
作
料
の
軽
減
、
奨
励
米
や

俵
装
料
の
増
額
、
金
融
上
の
便
宜
を
図
る
よ
う

通
達
し
た
が
、
地
主
層
の
反
感
が
強
く
、
実
現

を
見
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
小
作
争
議
は
一
層

激
化
し
た
。
越
谷
地
域
で
も
大
正
九
年
か
ら
十

年
に
か
け
て
の
争
議
件
数
は
増
大
の
一
途
を
た

ど
っ
た
。

こ
の
う
ち
南
埼
玉
郡
で
頻
発
す
る
小
作
争
議

に
つ
い
て
は
、
警
察
の
調
査
報
告
に
よ
る
と
、

東
京
市
（
当
時
）
で
開
業
の
弁
護
士
古
島
義
英

は
都
内
各
地
に
出
没
、
小
作
人
を
煽
動
し
て
組

合
を
作
ら
せ
る
な
ど
、
争
議
を
助
成
し
て
い
る

な
ど
と
書
き
立
て
て
い
た
。
こ
の
中
で
増
林
村

上
組
の
関
根
宗
輔
は
人
道
的
な
見
地
か
ら
、
大

正
十
一
年
、
小
作
地
四
十
余
町
歩
の
う
ち
、
田

畑
十
一
町
歩
を
自
発
的
に
小
作
者
へ
譲
渡
し
て

い
た
。
こ
れ
に
対
す
る
警
察
の
報
告
で
は
、
関

根
宗
輔
は
居
村
近
辺
の
名
望
家
で
数
十
万
財
の

資
産
家
だ
が
、
本
人
は
現
今
の
社
会
状
況
を
大

観
し
、
労
働
者
や
小
作
人
が
各
所
で
争
議
を
起

こ
し
て
い
る
の
は
労
使
所
得
の
不
公
平
か
ら
生

じ
る
も
の
に
し
て
、
こ
れ
を
憂
慮
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
譲
渡
価
格
は
時
価
よ
り
三
割
以

上
低
い
一
反
歩
当
た
り
平
均
七
百
円
、
畑
は
同

五
百
円
、
代
金
は
米
穀
収
穫
後
の
後
払
い
。
中

に
は
三
ヵ
年
賦
と
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
小

作
地
を
解
放
し
た
の
は
、
小
作
問
題
に
関
し
て

は
、
地
主
の
と
る
べ
き
対
策
と
し
て
小
作
地
を

譲
渡
す
る
の
が
、
も
っ
と
も
適
切
な
処
置
で
あ

る
と
熟
慮
し
た
結
果
な
ら
ん
、
こ
れ
に
対
す
る

世
評
は
、
小
作
人
は
も
ち
ろ
ん
自
作
農
と
て
も
、

関
根
宗
輔
は
自
覚
し
た
珍
し
い
地
主
で
あ
り
、

全
て
の
農
民
が
非
常
に
喜
ん
で
い
る
、
と
の
旨

が
そ
の
報
告
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
関
根
家
の
遠
祖
は
、
天
正

元
年
（
一
五
七
三
）、
織
田
信
長
に
滅
ぼ
さ
れ
た

越
前
国
の
領
主
、
浅
倉
義
景
の
一
族
で
増
林
に

逃
げ
の
び
、
新
田
を
開
発
し
て
、
こ
の
地
に
土

着
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
増
林
の
林
泉
寺

墓
所
に
は
巨
大
な
二
基
の
五
輪
塔
が
建
立
さ
れ
、

そ
の
銘
に
は
、
か
す
れ
て
判
読
し
が
た
い
が
、

浅
倉
に
関
す
る
由
緒
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

顔
研
究
の
文
化
人
・
画
家
（
歯
科
医
師
）

山
崎

や
ま
ざ
き

清
き
よ
し

絶
対
を
問
い
つ
づ
け
た
能
楽
師

関
根

せ

き

ね

直
孝

な
お
た
か

窮
民
を
救
っ
た
農
地
解
放

関
根

せ

き

ね

宗
輔

そ
う
す
け
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将
来
の
夢
に
向
か
っ
て

富
士
中
１
年
　
中
村
　
香
奈
子

私
に
は
、
将
来
の
夢
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
介
護

福
祉
士
に
な
る
こ
と
で
す
。
介
護
福
祉
士
と
は
、
老
人

ホ
ー
ム
や
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
、
お
年
寄
り

や
、
障
害
者
の
方
を
ケ
ア
す
る
人
の
こ
と
で
す
。

私
が
、
介
護
福
祉
士
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
の
は
、
だ

い
た
い
四
年
生
ぐ
ら
い
の
頃
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃

に
、
私
の
家
で
ひ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
預
か
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
ひ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
そ
の
と
き
は
、

全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
歩
け
ず
、
一
人
で
ご
は
ん
も

食
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
し
た
。
本
当
は
お
じ
さ
ん
と
お

ば
さ
ん
が
預
か
っ
て
い
て
、
老
人
ホ
ー
ム
に
入
れ
る
つ

も
り
だ
っ
た
け
れ
ど
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、

「
私
の
家
で
預
か
る
。」

と
、
い
っ
た
の
で
預
か
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま

た
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
私
の
夢
の
き
っ
か
け
に
な
っ

た
人
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
か
ら
、
私
に
と
っ
て
も
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
と

っ
て
も
大
変
な
日
々
が
始
ま
り
ま
し
た
。

ひ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
一
人
で
は
、
ト
イ
レ
に
も

い
け
な
い
し
、
何
も
で
き
な
い
状
態
で
し
た
。
だ
け
ど
、

必
死
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
介
護
し
て
、
な
ん
と
か
歩
け

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ひ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
か
げ
で
こ
ん
な
に
も
動
け
る
よ
う
に

な
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
ん
な
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
に
あ
こ
が
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
私
は
、
本
当
に
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

で
働
い
て
い
る
人
を
見
て
み
た
か
っ
た
の
で
、
ひ
い
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
通
っ
て
い
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

に
行
っ
て
み
た
い
と
思
い
、
頼
み
ま
し
た
。
そ
し
た
ら

来
て
も
い
い
よ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

数
日
後
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
、
行
き
ま
し

た
。
そ
こ
に
は
、
お
ば
あ
さ
ん
も
い
れ
ば
、
お
じ
い
さ

ん
も
い
る
、
障
害
者
も
い
る
と
い
っ
た
、
た
く
さ
ん
の

人
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
、
食
事
を
運

ん
だ
り
、
食
器
を
洗
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
、

や
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
一
人
一
人
に
気
づ
か
い
を

す
る
こ
と
や
、
た
く
さ
ん
の
人
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
、
学
び
ま

し
た
。

私
は
、
今
は
ま
だ
未
熟
だ
け
ど
、
い
つ
か
大
人
に
な

っ
た
ら
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
人
や
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
人
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
た
め
に
は
、
し
っ
か
り
勉
強
し
て
、
専
門
学
校
に

入
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

夢
を
、
叶
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
努
力
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
あ
き
ら
め
ず
、
し
っ
か
り
つ
き
進
ん

で
い
く
こ
と
も
大
切
で
す
。
そ
の
心
を
し
っ
か
り
持
っ

て
自
分
の
夢
が
叶
っ
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
ま
だ

ま
だ
さ
き
は
な
が
い
の
で
、
あ
せ
ら
ず
、
ゆ
っ
く
り
、

夢
へ
の
一
歩
一
歩
を
き
ざ
ん
で
い
き
た
い
で
す
。

将
来
の
夢

大
袋
中
２
年
　
岡
崎
　
茜

「
そ
の
シ
ャ
ベ
ル
あ
た
し
の
だ
よ
。
返
し
て
っ
。」

「
や
ぁ
だ
よ
ー
だ
。」

う
わ
ー
ん
。
あ
ぁ
、
ま
た
泣
き
出
し
ち
ゃ
っ
た
。

「
よ
し
、
じ
ゃ
あ
こ
っ
ち
で
遊
ぼ
う
ね
。」

私
の
夢
は
保
育
士
に
な
る
事
。
今
は
二
日
間
の
体
験
学

習
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
保
育

士
の
仕
事
は
大
変
だ
。
確
か
に
子
供
は
可
愛
い
け
ど
、

少
し
目
を
は
な
せ
ば
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
う
し
、
少

し
の
事
で
ケ
ン
カ
に
な
っ
た
あ
げ
く
泣
き
出
す
し
ま
つ
。

実
際
保
育
士
は
子
供
達
と
楽
し
く
接
し
て
い
れ
ば
よ
く

て
、
こ
ん
な
に
大
変
だ
と
思
わ
な
か
っ
た
。

「
せ
ん
せ
ー
こ
れ
み
て
ー
。」

で
も
や
っ
ぱ
り
子
供
は
可
愛
い
。
と
っ
て
も
正
直
だ
し
、

単
純
。

「
わ
ー
す
ご
い
ね
。
上
手
に
で
き
た
ね
。」

そ
う
言
う
と
嬉
し
そ
う
な
顔
で
今
度
は
も
っ
と
ス
ゴ
い

物
を
持
っ
て
来
て
く
れ
る
。

「
ど
ん
な
に
悪
い
事
を
す
る
人
で
も
小
さ
い
こ
ろ
は
こ
ん

な
に
可
愛
い
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
ぁ
。」

と
心
の
中
で
思
っ
て
い
た
。

そ
し
て
無
事
体
験
学
習
も
終
わ
り
、
す
ご
い
達
成
感

と
さ
び
し
さ
を
胸
に
家
に
帰
っ
た
。
す
る
と
母
が

「
お
つ
か
れ
様
ー
。
ど
う
だ
っ
た
？
」

と
言
い
な
が
ら
出
迎
え
て
く
れ
た
。
私
は
、

「
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
よ
。
で
も
つ
か
れ
た
ぁ
。」

と
答
え
、
ソ
フ
ァ
ー
へ
た
お
れ
こ
ん
だ
。

私
の
母
は
保
育
士
。
で
も
夕
方
は
私
達
に
ご
飯
を
作
る

た
め
ク
ラ
ス
は
持
っ
て
い
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
年
少

よ
り
下
の
子
が
来
る
ク
ラ
ス
で
朝
か
ら
夕
方
ま
で
働
い

て
い
る
。
そ
の
た
め
今
回
は
母
が
い
ろ
ん
な
ア
ド
バ
イ

ス
を
し
て
く
れ
た
。

今
回
母
と
同
じ
体
験
を
し
て
み
て
、
す
ご
く
楽
し
か

っ
た
け
ど
大
変
な
部
分
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
二
日
間

や
っ
た
だ
け
で
も
つ
か
れ
る
の
に
、
そ
れ
を
毎
日
や
っ

て
、
し
か
も
そ
の
後
に
家
事
ま
で
こ
な
せ
る
母
は
す
ご

い
と
思
っ
た
。

そ
し
て
母
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
私
が
行
っ
た
場
所
の
先

生
方
も
同
じ
。
や
っ
ぱ
り
保
育
士
と
い
う
仕
事
は
簡
単

そ
う
に
見
え
る
け
ど
実
際
は
す
ご
く
大
変
な
仕
事
だ
と

改
め
て
感
じ
た
。

で
も
や
っ
ぱ
り
私
は
保
育
士
に
な
り
た
い
。
理
由
は
、

大
変
な
事
も
あ
っ
た
け
ど
そ
れ
よ
り
も
、
楽
し
さ
や
嬉

し
さ
の
方
が
大
き
か
っ
た
か
ら
。

体
験
学
習
最
後
の
日
。
私
は
三
歳
児
を
担
当
し
て
い

た
。
そ
し
て
お
別
れ
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
あ
る
女
の
子
が
、

「
中
学
校
頑
張
っ
て
ね
。」

と
い
う
と
、
残
り
の
み
ん
な
も
口
々
に

「
頑
張
っ
て
ね
！
」

と
言
っ
て
く
れ
た
。
今
の
時
代
、
い
ろ
ん
な
悪
い
事
件

を
お
こ
す
大
人
達
が
い
る
中
で
こ
ん
な
に
無
邪
気
で
素

直
な
子
供
達
が
い
る
。
私
は
小
さ
な
子
供
達
に
大
き
な

元
気
を
も
ら
い
、
頑
張
ら
な
く
ち
ゃ
と
い
う
気
持
ち
に

な
れ
た
。

ど
ん
な
大
変
な
事
が
あ
っ
て
も
こ
ん
な
に
可
愛
い
く

て
素
直
な
子
供
達
と
一
緒
な
ら
頑
張
れ
る
と
思
う
事
が

で
き
た
。

ま
だ
ハ
ッ
キ
リ
と
決
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
ど
私

の
将
来
が
少
し
見
え
た
気
が
す
る
。
こ
れ
か
ら
保
育
士

を
目
指
し
て
頑
張
っ
て
い
き
た
い
。

この5作品は、青少年育成越谷市民会議と越谷市教育委員会で毎年発行している青少年健全

育成啓発詩・作文集「かがやき」の平成20年度応募作品から市制施行50周年特別賞として

選ばれた中学生の作品です。
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っ
と
私
は
途
中
で
逃
げ
出
し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
思
い

ま
す
。
支
え
て
く
れ
て
、
し
か
も
私
を
変
え
て
く
れ
た

の
は
友
達
で
す
。
本
当
に
感
謝
し
て
い
る
し
、
皆
が
大

好
き
で
す
。
信
じ
ら
れ
る
、
頼
り
に
な
る
存
在
が
近
く

に
い
る
と
い
う
の
は
幸
せ
す
ぎ
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

自
分
は
、
た
く
さ
ん
支
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
逆

に
私
は
、
友
達
に
と
っ
て
信
じ
ら
れ
る
、
頼
り
に
な
る

存
在
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
思
っ
て
く

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
て
く
れ
る
の
な
ら
ば
、

素
直
に
私
は
嬉
し
い
で
す
。
私
を
信
じ
て
く
れ
る
人
が

い
る
な
ら
ば
、
私
は
、
そ
の
人
達
の
こ
と
を
絶
対
裏
切

り
ま
せ
ん
。

中
学
生
の
今
、
出
逢
っ
た
友
達
、
そ
れ
は
私
の
人
生

の
中
で
と
て
も
大
き
な
財
産
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

同
じ
ク
ラ
ス
の
仲
間
、
同
じ
部
活
の
仲
間
、
同
じ
委
員

会
の
仲
間
、
人
生
の
中
で
出
逢
え
る
人
は
限
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
こ
の
仲
間
と
出
逢
え
た
の
は
奇

跡
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
奇
跡
だ
と
し
た
ら
、
す
ご

い
こ
と
で
す
。
出
逢
え
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
皆
が
い
る
か
ら
、
今
の
私
は
成
り
立
っ
て
い
る

の
で
す
。
今
の
私
だ
け
で
は
な
く
、
き
っ
と
十
年
後
に

な
っ
て
も
、
友
達
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
に
変
わ
り
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
い
つ
に
な
っ
て
も
私
に
は
友
達
が

必
要
で
す
。

十
年
後
、
二
十
年
後
の
未
来
の
私
へ

今
、
あ
な
た
は
友
達
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
か
。
友
達

に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
忘
れ
て
は
い
ま
せ

ん
か
。
昔
、
出
逢
っ
た
友
達
と
の
思
い
出
、
覚
え
て
は

い
ま
す
か
。
あ
な
た
は
、
今
日
ま
で
何
人
も
の
友
達
に

支
え
ら
れ
て
き
た
は
ず
で
す
。
そ
ん
な
皆
を
裏
切
る
な

ん
て
こ
と
は
絶
対
し
な
い
と
約
束
し
て
下
さ
い
。
そ
う

す
れ
ば
、
今
、
あ
な
た
の
近
く
に
い
る
友
達
も
き
っ
と

あ
な
た
を
裏
切
っ
た
り
な
ん
て
し
な
い
は
ず
で
す
。
そ

し
て
、
そ
の
友
達
を
信
じ
て
下
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

友
達
も
あ
な
た
を
信
じ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
、

未
来
の
自
分
が
、
友
達
を
愛
し
、
大
切
に
す
る
、
立
派

な
大
人
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
、
今
出
来
る
こ
と

を
、
未
来
に
向
か
っ
て
精
一
杯
や
っ
て
い
こ
う
と
思
い

ま
す
。

夢
を
追
い
求
め
る平

方
中
３
年
　
山
崎
　
達
哉

将
来
の
夢
を
聞
か
れ
て
あ
な
た
は
何
と
答
え
ま
す
か
。

ま
だ
決
ま
っ
て
な
い
と
答
え
る
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

で
す
が
、
夢
は
尊
い
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
糧
に
し
て
生

き
る
こ
と
の
気
力
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
夢
を
持
つ
こ
と
は
前
向
き
に
生
き
る
こ
と
だ

と
思
う
の
で
す
。

半
年
ぐ
ら
い
前
、
寒
い
冬
の
中
、
私
は
母
と
二
人
歩

い
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
段
差
が
上
れ
な
い
、
車
イ

ス
に
乗
っ
た
人
と
、
そ
れ
を
押
し
て
い
る
人
が
い
ま
し

た
。
母
は
そ
の
姿
を
見
た
と
同
時
に
、
す
ぐ
に
手
助
け

に
い
き
ま
し
た
。
私
が
手
助
け
し
よ
う
か
迷
っ
て
い
る

と
き
で
し
た
。
私
は
素
直
に
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
と
同
時
に
迷
っ
て
い
た
自
分
が
馬
鹿
ら
し
く
思
え

ま
し
た
。
自
分
が
少
し
の
力
を
割
く
だ
け
で
、
助
か
る

人
が
い
る
の
だ
か
ら
。

私
は
今
度
か
ら
同
じ
よ
う
な
場
面
に
出
く
わ
し
た
場

合
迷
わ
ず
手
助
け
し
よ
う
と
心
に
決
め
ま
し
た
。
そ
し

て
、
将
来
、
人
を
助
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思

い
ま
し
た
。
こ
れ
が
私
の
夢
で
す
。
私
は
こ
の
夢
を
叶

え
る
た
め
に
今
、
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
そ
う

し
て
、
そ
の
夢
は
私
に
希
望
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

将
来
の
夢
と
き
く
と
職
業
を
思
い
が
ち
で
す
が
、
別

に
、
職
業
に
限
っ
た
話
で
も
な
い
と
思
う
の
で
す
。
き

っ
と
、
将
来
の
自
分
に
重
ね
る
も
の
と
し
て
職
業
が
一

番
重
ね
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ

う
は
思
わ
な
い
の
で
す
が
。
野
球
選
手
と
か
は
夢
が
あ

っ
て
い
い
で
す
が
今
の
私
た
ち
の
年
で
は
、
そ
ん
な
こ

と
を
い
う
人
は
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
、
も
っ
と
小
さ
か
っ

た
こ
ろ
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
き
っ
と
心

身
と
も
に
成
長
し
て
大
人
に
な
り
現
実
的
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
少
し
さ
び
し
い
気
も
し
ま
す
。
正
義
の
味

方
な
ん
て
言
う
人
は
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
私
は
と
て

も
よ
い
夢
だ
と
思
い
ま
す
が
。
私
は
な
れ
る
も
ん
な
ら

正
義
の
味
方
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
正
義
の
味
方

は
人
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
。

最
後
に
、
将
来
の
夢
を
も
つ
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で

は
な
い
と
は
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
じ
っ
く
り
考

え
て
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
、
職
業
に
か
か
わ
ら
ず
、

胸
を
は
れ
る
よ
う
な
将
来
の
夢
を
み
ん
な
に
も
っ
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

祖
父
と
戦
争千

間
台
中
２
年
　
千
田
　
菜
の
子

戦
争
、
そ
れ
は
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
戦
い
。
何
千

万
以
上
の
罪
の
な
い
人
々
が
命
を
落
と
し
、
誰
な
の
か

わ
か
ら
な
い
ぐ
ら
い
に
体
や
心
を
ズ
タ
ズ
タ
に
引
き
裂

き
ま
す
。

私
の
祖
父
は
、
広
島
の
原
爆
を
、
体
験
し
て
い
ま
す
。

祖
父
は
、
私
の
母
と
母
の
姉
、
私
に
も
、
そ
の
時
の
話

を
し
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
私
達
の
方
か
ら
も
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
す
。
も
し
、
私
が
祖
父
に
戦
争
に
つ
い
て
聞
い
た

ら
、
ど
ん
な
顔
を
す
る
で
し
ょ
う
か
。
祖
父
の
話
す
顔

を
想
像
し
て
み
る
と
、
い
つ
も
私
は
怖
く
な
り
ま
す
。

目
の
前
に
映
る
赤
い
海
に
祖
父
は
何
を
思
っ
た
の
か
。

突
然
の
出
来
事
に
対
し
て
ど
う
考
え
た
の
か
。
沢
山
の

命
が
消
え
て
い
く
の
を
、
ど
ん
な
顔
を
し
て
見
て
い
た

の
か
。
ど
れ
も
私
は
、
そ
し
て
母
も
知
り
ま
せ
ん
。
た

だ
、
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
原
爆
が
お
き
た
時
、
祖
父

が
ど
う
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
。
祖
父
は
、
そ
の
時

友
人
の
家
へ
行
く
所
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
、
何

の
予
告
も
な
く
、
原
爆
が
落
と
さ
れ
た
の
で
す
。
祖
父

の
友
人
の
母
親
が
、
急
い
で
家
へ
と
入
れ
て
く
れ
た
お

か
げ
で
、
祖
父
は
無
傷
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、

こ
の
話
は
祖
父
か
ら
は
聞
い
て
い
ま
せ
ん
。
私
の
母
が

話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

戦
争
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
私
に

は
分
か
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
優
し
い
祖
父
が
戦
争
に

つ
い
て
話
さ
な
い
の
だ
か
ら
、
と
て
つ
も
な
く
恐
ろ
し

い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

何
も
体
験
し
て
い
な
い
私
達
は
、
た
だ
こ
の
先
の
平

和
を
願
う
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
私
に
は
、
過
去
へ

と
行
く
能
力
も
、
戦
争
を
止
め
る
力
も
あ
り
ま
せ
ん
。

黙
る
祖
父
の
姿
を
見
て
、
奥
歯
を
ギ
リ
と
咬
む
私
の
姿

が
、
た
ま
に
う
か
ん
で
き
ま
す
。
よ
く
考
え
れ
ば
、
私

自
身
も
、
祖
父
に
戦
争
と
い
う
も
の
を
聞
こ
う
と
し
た

こ
と
は
な
い
の
で
す
。
祖
父
に
戦
争
の
真
実
を
聞
こ
う

と
思
っ
た
こ
と
が
、
ま
っ
た
く
な
い
の
で
す
。

こ
ん
な
言
い
方
を
し
て
は
、
と
て
つ
も
な
く
失
礼
な

気
が
し
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
、
戦
争
は
、
さ
さ
い
な

食
い
違
い
で
、
沢
山
の
人
々
が
命
を
落
と
し
て
し
ま
う

と
い
う
、
無
責
任
で
、
自
己
中
心
的
な
戦
い
と
し
か
思

え
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
戦
い
で
、
何
の
罪
も
な
く
、
幸
せ

に
暮
ら
し
て
い
た
人
達
を
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
に
し
て
、
そ

ん
な
こ
と
で
良
い
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
大
切
な
人
を

守
れ
ず
、
犠
牲
ば
か
り
の
戦
い
な
ん
て
、
た
だ
虚
し
く
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

何
の
た
め
に
戦
っ
て
、
何
の
た
め
に
死
ぬ
の
か
。
私

の
考
え
で
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
こ
と
と
し

か
思
え
な
い
の
で
す
。
争
い
な
ん
て
、
本
当
に
く
だ
ら

な
い
こ
と
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
祖
父
が
、
今
、
こ
の
世
に
生
き

て
い
る
こ
と
が
、
私
に
笑
い
か
け
て
く
れ
る
こ
と
が
、

私
を
と
て
も
大
切
に
思
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ

う
い
う
一
つ
一
つ
の
こ
と
が
、
と
て
も
う
れ
し
い
の
で

す
。『
生
き
て
い
て
く
れ
て
、
あ
り
が
と
う
。』
そ
う
い

つ
も
思
い
ま
す
。
も
し
、
祖
父
が
こ
の
世
に
今
、
い
な

か
っ
た
ら
、
母
も
私
も
母
の
姉
も
こ
の
世
に
は
い
ま
せ

ん
。私

は
、
こ
の
世
界
に
生
き
る
全
て
の
人
達
が
、
心
か

ら
笑
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
が
、
本
当
の
意
味
で
の
平
和

な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
私
は
い
つ

の
日
か
、
こ
の
世
界
が
、
沢
山
の
笑
顔
で
あ
ふ
れ
る
こ

と
を
、
地
球
と
い
う
星
が
、
幸
せ
な
星
に
な
れ
る
よ
う

に
、
願
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

未
来
の
自
分
へ

中
央
中
３
年
　
本
田
　
杏
菜

十
年
後
の
私
は
、
ど
こ
で
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

と
、
最
近
よ
く
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

未
来
の
自
分
の
姿
は
、
今
の
自
分
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

で
も
、
未
来
の
自
分
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
は
、
今

の
自
分
次
第
だ
と
思
い
ま
す
。

今
の
私
は
、
と
て
も
充
実
し
た
中
学
校
生
活
を
送
っ

て
い
ま
す
。
学
校
生
活
に
は
楽
し
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、

悲
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
色
々
な
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
嬉
し
い
と
き
や
つ
ら
い
と
き
に
共
通
し
て
言
え
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
わ
り
で
支
え
て
く
れ

る
友
達
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
緒
に
笑
っ
た
り
、

一
緒
に
泣
い
た
り
、
一
緒
に
ふ
ざ
け
た
り
、
一
緒
に
悩

ん
だ
り
。
そ
ん
な
友
達
が
私
の
そ
ば
に
い
て
く
れ
て
い

ま
す
。
私
は
中
学
に
入
学
し
て
か
ら
、
中
央
委
員
と
い

う
、
ク
ラ
ス
や
学
年
を
ま
と
め
る
委
員
会
に
入
っ
て
い

ま
す
。
い
つ
も
い
つ
も
う
ま
く
い
か
ず
、
皆
を
ま
と
め

る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
大
変
な
こ
と
だ
と
改
め
て

感
じ
、
も
う
自
分
に
は
出
来
な
い
と
、
私
は
何
度
も
落

ち
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
今

ま
で
諦
め
ず
精
一
杯
や
っ
て
く
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

も
し
私
に
、
友
達
と
い
う
存
在
が
い
な
か
っ
た
ら
、
き

ち
　
だ
　
　

な

の

こ

ほ
ん
だ
　
　
あ
ん
な

や
ま
ざ
き
　

た
つ
や
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南越谷小 1年　山川
やまかわ

楓太
ふ う た

「未来の越谷も水と緑と太陽のまちに
なってほしいな」

蒲生小 2年　藤本　晴香
ふじも と 　 は る か

「魚や鳥などの生き物と楽しく暮らせ
るまちです」

川柳小 2年　本間　文音
ほ ん ま 　 あ や ね

「未来の越谷は、自分たちの家が大き
くなって、買い物ができるビルがあ
って便利で明るいまちです」

南越谷小 2年　山田　廉
やまだ　 れ ん

「いろいろな乗り物に乗ってどこでも
いけるといいな」

南越谷小 2年　深津　希望
ふ か つ の の

「未来の越谷はきれいな花がいっぱい
咲き、笑顔がいっぱいのまちです」

東越谷小 2年　 橋　璃央
た か は し り お

「未来のショッピングモール。虹の橋
をわたってショッピングモールにい
きます」

蒲生南小 2年　鈴木　諒祐
す ず き 　 りょうすけ

「人間と動物と恐竜が楽しく暮らせる
夢のまち越谷です」

西方小 2年 飯野
い い の

菜々実
な な み

「かわいい小鳥がたくさん飛んで、き
れいな花が咲いている越谷です」

明正小 2年　清水
し み ず

千夏
ち な つ

「みんなが仲良く楽しく暮らせて、空
を自由に飛べる楽しいまちです」

明正小 2年　井上
いのうえ

彩花
あ や か

「車が飛んで、山から水が流れ、マンシ
ョンやビルが虹色の楽しいまちです」

み
ん
な
が
仲
良
く
暮
ら
す
ま
ち
、

笑
顔
が
い
っ
ぱ
い
の
ま
ち
、
自
然

が
た
く
さ
ん
あ
る
ま
ち
、
交
通
が

発
達
し
た
ま
ち
。

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
、

「
未
来
の
越
谷
〜
こ
ん
な
ま
ち
に
な

っ
た
ら
い
い
な
〜
」
を
テ
ー
マ
に

絵
を
描
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

応
募
い
た
だ
い
た
作
品
は
３
３

１
点
。
こ
の
中
か
ら
、
越
谷
市
制

施
行
50
周
年
記
念
事
業
推
進
市
民

委
員
会
で
審
査
し
、
優
秀
作
品
30

点
を
選
び
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

が
描
い
た
作
品
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
順
不
同
・
敬
称
略
）
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越ヶ谷小 3年　三浦
み う ら

夏稀
な つ き

「未来のスーパーランド飛行機。飛行機の中に車
も電車、野球場、サッカー場、温泉、プールな
ど何でもありの飛行機が越谷にあったらいいな」

大沢北小 3年　工藤
く ど う

秀哉
しゅうや

「越谷市の道路は高くなります。僕たちは背中に
羽をつけて飛びながら遊びます」

越ヶ谷小 4年　小出
こ い で

梨紗
り さ

「わたしはピアノが大好き。
ピアノの中の花畑が好き
な場所です。大人になっ
てもこの花畑があってほ
しいな」

荻島小 4年　吉田
よ し だ

奈々
な な

「未来の越谷は自由に行けるトンネル
カプセルでつながっています。排気
ガスが減ってきれいになった空には
たくさんの星が輝いています」

大間野小 4年 田中
た な か

理香子
り か こ

「川がいっぱい網の目のように流れ
て、生き物がすんでいるので鳥が集
まります。水と水鳥のまちです」

出羽小 4年　平川
ひらかわ

秋胡
しゅうご

「子どもたちがアイデアを出してつくった地球と生き物に
やさしいまち。酸素を作り出す木や葉の形の家、うずま
き学校、地下のショッピングモールに続く木の根の道路」

増林小 4年　中村
なかむら

淳
じゅん

「人が遊ぶさわやかな木。未来の越谷がにぎやか
になるとうれしいな」

平方小 4年　大徳
だいとく

彩里
あ か り

「越谷に海ができて魚といっしょに遊びたいな。
クジラやサメの上に乗ってみたいな」

大間野小 4年　末永
すえなが

唯花
ゆ い か

「車でなくて自分の思った方法で移動
できればいいな。カラフルで虹のま
ち越谷」

弥栄小 4年　長谷川
は せ が わ

沙優
さ ゆ

「動物園などみんなが集まる場所がで
きればいいな」



蒲生小 5年　中島
なかじま

捺実
な つ み

「未来の越谷は空気もきれいで富士山
が毎日見られます。建物はドーム型
でシャボン玉の交通が登場します」

東越谷小 5年　皆川
みなかわ

健太
け ん た

「2108年の越谷。水素で走る車や空
を電気で走る電車があって、環境に
やさしくなっているといいな」

北越谷小 6年　山川
やまかわ

優希
ゆ う き

「人間もロボットも、そこに生活するすべてが楽しく暮らせるまち
にしたいな。地球環境のため建物の屋上にも緑を植えました」

増林小 6年　大川
おおかわ

菜名
な な

「大好きな動物が自由に暮らせるまち
になってほしいな」

出羽小 6年　大塚
おおつか

まりな

「緑の山、森、花、そしてきれいな川、
人々が仲良く福祉活動が盛んな安全
で住みよいまちになってほしいな」

南越谷小 6年　戸川
と が わ

優里
ゆ り

「緑あふれる住みよい環境になります
ように。動物たちにとってもやさし
いまちになるといいな」

大沢北小 6年　並木
な み き

慧介
けいすけ

「国際交流が盛んな明るいイメージを
持ったまちになったらいいな」

西方小 6年　野村
の む ら

彩華
あ や か

「未来の越谷は川にいろいろな魚がい
て、さまざまな生き物がすんでいる
まちです」

桜井南小 6年　高橋
たかはし

呼々
こ こ

「未来のレイクタウン。水と緑と太陽
に恵まれたまちです」

桜井南小 6年　竹下
たけした

佳織
か お り

「未来の越谷は不思議な乗り物でいっぱ
いです。自動で空き缶を拾うロボット
もいて環境もよくなります」

129 128
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第７章第７章第７章

Koshigaya City

Saitama

わたしたち越谷市民は、生涯にわたって、すこやかに、いきいきと、人間らしく、川の流れるこの豊かなまちに、
安心して暮らせることを願っています。
そのためには、個人、家庭、地域、企業、行政などが、しっかりと手をたずさえ、知恵をだしあい、それぞれの役割を自覚し、
責任を果たしていかなければなりません。
すべての市民が、ふるさとと実感でき、愛着のもてる福祉のまちをめざして、この憲章を定めます。

ともに生きよう　かけがえのない　あなたのいのち　明日に向けて　みんなでつくろう　やさしいまちを
ともにつなげよう　あなたのちから　わたしの経験　知恵をだしあい　みんなで築こう　住みよいまちを
ともにかけあおう　ほほえみと　思いやり　手をとりあって　みんなで育てよう　ふれあいのまちを
ともに高めよう　すこやかな　こころと体　明るい家庭　みんなで愛そう　ふるさとのまちを

平成11年9月15日制定

最近における産業、経済、文化の発展と交通量は極度に増加し、交通事故が頻発して大きな社
会問題となっている。また火災の発生も文化生活の向上、暖房用火器具類の発達普及に併行して
増加の傾向にある。よって全市民とともに安全都市造成の理想を達成するため「安全都市」とする
ことを宣言する。（抜粋）

水と緑と太陽に恵まれた私たちのまち、越谷市も急激な開発と人口増加により、美しい自然と
生活洋式様式に大きな変化がもたらされました。
私たちは、いつも美しい自然にあふれ、健康で明るく人間性豊かなまち越谷市でありたいと思い
ます。
私たちは、ひとりひとりが生活をとおしてスポーツ・レクリエーションを親しみ、健康でたくまし
い心とからだをつくるとともに、さらに市民の交流を深め、連帯感に支えられた明るく豊かな住み
よいまちを築くことを誓い、次の目標をかかげて越谷市を「スポーツ・レクリエーション都市」とす
ることをここに宣言します。

昭和49年9月26日制定

●すべての市民がスポーツ・レクリエーションを楽しみましょう。
●すべての市民が力を合わせてスポーツ・レクリエーションのできる場をつくりましょう。
●すべての市民がスポーツ・レクリエーションに進んで参加しましょう。
●すべての市民が身近かにスポーツ・レクリエーションのできる仲間をつくりましょう。

清らかな川の流れと豊かな緑、青い空。
昔から水郷こしがやとして親しまれてきた
わたしたちの郷土は、先人達が遺（のこ）してくれた
かけがえのないふるさとである。
わたしたちは、
先人から受け継いだ恵みを守り、はぐくみ、
さらに、人間愛に満ちた
ゆとりと潤いと安らぎのある文化のまちを創（つく）って
次の世代に引き継いでいこう。
みんなで心と力をあわせて、
わがまち越谷　と　だれもが誇れるまちづくりをすすめ、
生涯を心豊かに過ごせるような市民生活を築いていこう。
市制25周年にあたり、
越谷市を「文化都市」とすることを宣言する。

わがまちは、古くから「水郷こしがや」として親しまれてきた水
と緑と太陽に恵まれた美しいまちであります。
そして、このかけがえのない自然と明るく平和なくらしは、越谷
市民すべての願いであります。
わが国は、先の大戦による戦禍にみまわれ、世界で唯一の被爆国
として、尊い命や貴重な財産を失ってきました。この戦争の悲惨さ
や核兵器の恐ろしさを後世に伝えていかなければなりません。
わたしたちは、未来に向けて平和で豊かな社会を築き、美しい自
然環境を新しい世代に引き継ぐため、人類共通の願いである世界の
恒久平和実現を希求し、市制施行50周年を期して、ここに平和都市
宣言をいたします。

昭和58年11月3日制定

わたくしたちは、越谷市民であることに誇りと責任を持ち、
水と緑と太陽に恵まれた豊かなまちを築くため、
限りない願いをこめて、ここに市民憲章を定めます。

昭和53年11月3日制定

平成20年11月3日制定

1．教養を豊かにし、人間性あふれる文化のまちをつくります。
1．きまりを守り、信じあい心豊かな明るいまちをつくります。
1．自然を愛し、お互いに助けあい、きれいなまちをつくります。
1．健康で楽しく働き、明るいスポーツのまちをつくります

水と緑と太陽に恵まれた越谷市の未来を担うわたしたちは、、
夢と誇りを持ち、みんな仲良く助け合って生きていくことを誓い、
ここに「越谷市子ども憲章」を定めます。

平成10年11月3日制定

自立 わたしたちは、互いに認め励まし合い、自分の道を歩んでいきます。
責任 わたしたちは、礼儀正しく、きまりを守り、責任を持って行動します。
健康 わたしたちは、生命を大切にし、明るく、たくましく生きていきます。
感謝 わたしたちは、思いやりの心と、“ありがとう”の気持ちを持ち続けます。
環境 わたしたちは、自然や文化を大切にし、環境にやさしくします。

越谷市民憲章 越谷市子ども憲章

越谷市福祉憲章

安全都市宣言

スポーツ・レクリエーション都市宣言

文化都市宣言 平和都市宣言

市役所の位置
所在地●埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
経緯度●東経139度47分　北緯35度53分

人口・世帯
総人口●322,195人（男◎161,508人　女◎160,687人）
世帯数●131,723世帯（平成20年10月1日現在）

位置．地勢
越谷市は埼玉県の南東部に位置し、面積は60.31km（東西8.6km、南北11.5km）。
大宮台地と下総台地にはさまれた中川流域の沖積平野にあり、丘陵のない平坦な土地
です。

2

昭和37年3月制定
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土 地

人 口

人口の増加とともに農地割合が低下し、宅地割合
が上昇しています。この50年間で農地割合が72％

から27％になり、一方、宅地割合が4.6倍と高くな
り、平成20年4月現在で約36％を占めています。

越谷市は、平成8年12月に全国で66番目、県内6
番目の30万都市の仲間入りをしました。昭和37年
に地下鉄日比谷線が北越谷駅まで相互乗り入れを
開始後、人口が急激に上昇し、昭和42年には人口
増加率のピークを迎えました。その後、昭和48年

まで年間1万人の増加が続き、徐々に緩やかな増加
傾向となっています。人口を年齢3区分別にみると
昭和55年以降、年少人口（15歳未満）の割合が減
少するとともに、老年人口（65歳以上）の割合が
上昇しており高齢化が進んでいます。

昭和33年 昭和43年 昭和53年 昭和63年 平成10年 平成20年

人　口

（４月１日現在）
48,048人 105,492人 207,575人 271,964人 302,368人 320,802人

世　帯

（４月１日現在）
8,342世帯 26,803世帯 59,486世帯 85,258世帯 108,239世帯 130,392世帯

人口密度

（４月１日現在）
796人／K㎡ 1,766人／K㎡ 3,475人／K㎡ 4,553人／K㎡ 5,014人／K㎡ 5,319人／K㎡

１世帯当り人員

（４月１日現在）
5.8人 3.9人 3.5人 3.2人 2.8人 2.5人

１日当り

出生数
2.77人 8.85人 9.90人 7.85人 8.70人

7.98人

（19年中）

１日当り

死亡数
1.18人 1.34人 2.13人 2.98人 3.99人

5.72人

（19年中）

１日当り

婚姻数
0.98件 4.19件 3.72件 4.43件 5.29件

5.14件

（19年中）

１日当り

離婚数
0.06件 0.21件 0.68件 0.91件 1.64件

1.98件

（19年中）

１日当り

転入者数
4.90人 47.24人 46.43人 49.51人 46.16人

39.57人

（19年中）

１日当り

転出者数
4.58人 18.37人 40.19人 38.59人 42.71人

37.99人

（19年中）

１日当り

交通事故
0.44件 3.65件 5.23件 13.21件 21.42件

19.4件

（19年中）

１日当り

救急出動
－ 9件 10件 16件 22件

33件

（19年中）

１日当り

犯罪件数
1.9件 4.5件 5.3件 9.7件 17.5件

19.7件

（19年中）

１日当りごみ

排出量（家庭系）

市内駅１日

当り乗車人員

病　院

診療所

児童数

生徒数

－

9,126人

18カ所

10,023人

18.8t

49,391人

42カ所

13,421人

100.0t

112,094人

81カ所

37,410人

188.2t

182,603人

119カ所

39,405人

233.8t

216,506人

149カ所

27,428人

218t

（19年中）

225,290人

（19年度）

167カ所

（19年度）

27,868人

年代項目

データからみた

越谷市の推移
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産 業 産業別に事業所割合をみると、卸売・小売業、
飲食店及び製造業が低下したのに対し、サービス
業が伸びています。労働力人口の年齢別構成をみ
ると、40歳以上の中高年齢の労働力層が拡大して
います。また、農家数は昭和35年から3分の1に減

少し、特に専業農家は著しい減少となっています。
工場数は昭和40年から50年にかけて大幅に増えて
います。商店数、年間商品販売額は、平成3年をピ
ークに減少しています。

人 口 ピ ラ ミ ッ ド
昭和35年と平成20年の年齢別人口を重ねてみる

と、人口の著しい増加と年齢構成の変化の様子が
わかります。昭和35年では13歳を人口のピークと
した人口構成になっていましたが、平成20年では

35歳前後と60歳前後をピークとした「ひょうたん
型」になっており、終戦前後及びひのえうま年に
おける出生の減少や第1次・第2次ベビーブームの
状況がわかります。
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平成20年1月現在、65歳以上の人口割合が
17.1％となっており、昭和35年の5.2％と比較して
3倍以上も上昇し、急速に高齢化が進んでいます。
また、人口10万人対死亡率をみると、昭和35年に
おいては脳血管疾患が最も高い数値であったが、

徐々に低下し、平成18年では悪性新生物が210.3
と最も高い値となっています。小学校6年生の身
長・体重の平均を昭和33年当時と平成19年を比較
すると、男女とも身長で約10ｃｍ、体重で約8ｋｇ
増え、体位の変化がみられます。

135.0
136.3

143.0
145.1

144.9
146.6

29.9
31.0

36.4
37.7 38.5 38.8

保 ・ 祉健 福
昭和37年の地下鉄日比谷線と東武伊勢崎線の相

互乗り入れ以降、乗車人員が急増し、平成5年度を
境に鈍化傾向となっています。ごみの収集量は、平
成15年まで増加しておりましたが、それ以降は

徐々に減少しています。都市公園の供用面積は昭和
56年度から約2倍に増えています。公共下水道の普
及率は平成19年度において81.4％となっています。

市 生民 活
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地目別土地面積割合
(単位：％)

資料：昭和33年は「埼玉県統計年報」
昭和43年以降は資産税課

年 次 田 畑 宅 地 雑種地 その他

昭和33年
43
53
63

平成10年
20

55.8
50.8
41.8
32.3
23.7
19.6

16.7
15.7
17.7
11.4
8.5
7.3

7.8
13.9
24.9
31.5
33.8
35.9

…
…
2.2
2.7
6.8
8.4

19.7
19.6
13.4
22.1
27.2
28.8

人 　 口
各年4月1日(単位：人､％)

年　次 人　口 増加率 年　次 人　口 増加率 年　次

昭和33年
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

48,048
48,800
49,460
50,793
52,285
55,648
62,637
70,600
80,540
95,113
105,492
118,570
131,887
145,878
159,931
172,555
181,822

1.2
1.6
1.4
2.7
2.9
6.4
12.6
12.7
14.1
18.1
10.9
12.4
11.2
10.6
9.6
7.9
5.4

昭和50年
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

平成元年
2
3

190,079
197,087
202,857
207,575
212,977
218,817
223,687
229,656
236,406
243,328
248,435
256,486
264,487
271,964
277,144
281,623
284,836

4.5
3.7
2.9
2.3
2.6
2.7
2.2
2.7
2.9
2.9
2.1
3.2
3.1
2.8
1.9
1.6
1.1

平成 4 年
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

人　口

288,101
291,519
294,257
296,426
297,822
299,870
302,368
305,566
308,047
309,743
311,737
314,667
316,466
317,033
317,483
319,164
320,802

増加率

1.1
1.2
0.9
0.7
0.5
0.7
0.8
1.1
0.8
0.6
0.6
0.9
0.6
0.2
0.1
0.5
0.5

（注）昭和60年までは住民基本台帳人口であり、昭和61年からは総数（住民基本台帳人口＋外国人登録数）である。

年齢3区分人口
(単位：人､％)

年　次

昭和35年
40
45
50
55
60

平成 2 年
7 
12
17
20

総　数

49,585
76,571
139,368
195,917
223,241
253,479
285,259
298,253
308,307
315,792
320,802

割　合

5.2
4.2
3.5
3.7
4.6
5.3
6.3
7.9
10.8
15.1
17.4

15歳未満

実　数

16,817
21,738
40,389
60,982
64,984
62,394
53,529
47,639
45,756
45,423
45,868

33.9
28.4
29.0
31.1
29.1
24.6
18.9
16.0
14.9
14.4
14.3

15～64歳

30,201
51,641
94,049
127,538
147,804
177,440
212,014
226,087
228,204
221,669
219,003

60.9
67.4
67.5
65.1
66.3
70.0
74.8
76.0
74.3
70.4
68.3

65歳以上

割　合 実　数 割　合 実　数

2,567
3,192
4,930
7,300
10,233
13,534
17,756
23,581
33,353
47,559
55,931

資料：1.国勢調査（各年10月1日）
2.総数には「年齢不詳」を含む。従って3区分人口の合計とは一致しない。
3.平成20年は4月1日現在の総人口（住民基本台帳人口＋外国人登録数）

児童・生徒数は、第2次ベビーブー
ムの影響などにより小学校は昭和56
年、中学校は昭和61年をピークに、そ
の後は少子化により減少傾向が続いて
います。公民館（地区センター）の利

用については、市内13館となった昭和
54年以降、年間50万人以上の利用が
あります。図書館貸出冊数については、
平成19年度で143万冊を数えます。

教 ・ 化育 文

交通事故は、昭和43年から急激に増
加し平成15年頃をピークに徐々に減少
しています。救急車の出動件数につい
ては、昭和37年から比較してみると、

約77倍にも増加しており、平成19年
中では１日当り32.6件の出動で、今後
も徐々に増加傾向を示しています。

災 ・ 故害 事
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各駅別乗車人員
(単位：人)

年　度

昭和33年度
38
43
49
53
58
63

平成 5 年度
10
15
19

3,330,818
7,310,078
18,027,776
31,631,377
40,914,339
49,824,402
66,649,943
78,541,329
77,365,728
79,376,900
82,455,991

368,634
1,268,533
3,900,938
4,650,142
4,150,110
4,094,101
4,522,060
4,586,491
3,523,200
3,139,307
3,118,139

－
－
－

1,919,320
5,876,387
9,198,072
13,803,616
17,418,961
19,682,456
22,033,234
23,484,642

2,230,853
4,482,191
6,952,964
9,660,091
9,739,826
10,025,701
11,011,711
11,174,580
9,488,350
8,246,880
8,473,887

467,303
1,007,872
3,300,627
5,426,606
6,105,564
6,460,632
7,911,381
9,135,998
8,660,552
8,954,858
9,594,978

264,028
551,482
1,918,413
3,919,048
4,214,564
4,162,276
4,414,290
4,560,569
3,963,367
3,516,126
3,404,347

－
－

1,954,834
3,753,519
5,192,890
7,776,019
11,130,849
12,358,952
11,811,745
11,401,867
11,524,399

－
－
－

2,302,651
5,634,998
8,107,601
13,856,036
19,305,778
20,236,058
22,084,628
22,855,599

総　数
東武鉄道

蒲　生 新越谷 越　谷 北越谷 大　袋 せんげん台
JR東日本
南越谷

資料：昭和33年度から平成15年度は「埼玉県統計年鑑」
平成19年度は、市内各駅調べ

ごみ収集量(家庭系)
(単位：t)

年　度

昭和43年度
48
53
58
63

平成 5 年度
10
15
19

6,860
27,047
36,487
47,582
68,706
78,301
85,333
87,936
79,789

…
21,661
28,600
37,460
56,885
65,564
75,655
76,072
67,569

…
5,386
7,887
10,122
11,821
12,737
9,678
8,812
4,028

…
…
…
…
…
…
…

3,052
8,192

65.0
156.7
175.8
201.3
252.6
268.6
282.2
279.5
250.0

収集量

可燃物 不燃物 不燃物

市民一人当り
ごみの量
(kg)

資料：環境資源課
（注）1.昭和43年度から昭和62年度までの売却量は埋立量に含む。

2.昭和43年度は4月～12月分のみ。

公共下水道
各年度末

年　度

昭和58年度
61

平成元年度
5
10
15
19

94.00
211.60
1,072.00
1,848.18
2,259.07
2,499.16
2,610.34

243,328
264,487
281,623
294,257
305,566
316,466
320,802

6,453
19,297
96,382
180,105
224,585
248,297
261,178

1,942
6,285
32,463
64,344
83,669
98,299
107,965

2.65
7.30
34.22
61.21
73.50
78.46
81.41

35.43
68.17
69.92
76.85
85.08
88.96
92.20

4,167
6,142
28,996
41,703
33,503
27,403
20,374

供用開始面積
(ha)

行政人口
(人)

処理人口
(人)

処理世帯
(世帯)

普及率
(％)

水洗化率
(％)

未水洗化
（人口）

資料：下水道課
(注)公共下水道は昭和58年4月1日から供用開始。
普及率＝処理人口÷行政人口×100

都市公園
(単位：ha)

年　度 供用面積

昭和56年度
59
62

平成 2年度
5
8
11
14
17
20

36.24 
39.54 
42.48 
45.01 
57.65 
65.87 
66.75 
68.15 
76.89 
78.13 

資料：公園緑地課

産業別事業所割合
(単位：件、％)

産　　業

総数
卸売・小売業､飲食店
製造業
サービス業
建設業
その他

1,717
829
420
332
96
40

100.0
48.3
24.5
19.3
5.6
2.3

7,832
3,828
1,328
1,505
633
538

100.0
48.9
17.0
19.2
8.1
6.8

11,444
4,477
1,377
3,412
1,049
1,129

100.0
39.1
12.0
29.8
9.2
9.9

昭和35年

件数 割合 件数 割合 件数 割合

昭和56年 平成18年

農家数・農家人口
各年2月1日(単位：戸、人)

年　　次

昭和35年
40
45
50
55
60

平成 2 年
7
12
17

4,123
3,803
3,416
3,013
2,661
2,461
2,272
1,970
1,694
1,414

1,644
962
597
424
345
238
267
206
196
203

2,479
2,841
2,819
2,589
2,316
2,223
2,005
1,764
1,077
884

1,481
1,652
1,226
888
716
500
166
269
153
96

998
1,189
1,593
1,701
1,600
1,723
1,839
1,495
924
788

27,571
25,052
21,307
17,781
15,072
13,460
12,009
9,794
8,179
6,360

13,569
12,383
10,473
8,757
7,439
6,663
5,946
4,872
4,108
3,179

14,002
12,669
10,834
9,024
7,633
6,797
6,063
4,922
4,071
3,181

農家数 農家人口

総　数 専　業 兼　業 女男計第１種
兼　業

第２種
兼　業

資料：農林業センサス
（注）平成12年調査から販売農家にのみ専業・兼業別を調査している。従って専業と兼業の合計は総数とは一致しない。

工 場 数
(単位：件、人)

年　　次

昭和33年
40
50
60

平成 7 年
17

252
622
1,290
1,286
1,428
1,056

1,498
9,165
14,341
15,034
12,389
10,719

工場数 従業者数

資料：工業統計調査（各年12月31日）

労働力人口年齢別構成
(単位：人)

年　　齢

総数
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65歳以上

66,675
4,501
10,828
11,479
11,896
9,138
6,112
4,024
3,086
2,587
1,730
1,294

166,018
3,010
13,163
17,467
21,252
19,215
16,274
14,356
16,527
19,872
13,806
11,076

昭和45年 平成17年

資料：国勢調査（各年10月1日）

商店数・年間商品販売額と従業者数
(単位：件数、人、億円)

年　　次

昭和33年
41
45
49
54
60

平成 3 年
9
14
19

749
1,194
1,633
2,072
2,611
2,929
3,376
3,104
2,824
2,562

…
179
173
220
317
464
794
675
650
578

…
1,015
1,460
1,852
2,294
2,465
2,582
2,429
2,174
1,984

1,864
3,595
5,304
7,293
10,029
13,178
23,288
21,003
21,811
21,915

24
201
369
886
2,007
3,727
8,305
8,036
7,049
7,418

従業者数 年間商品販売額総　数 卸売業 小売業

資料：商業統計調査

資料：事業所・企業統計調査
（注）昭和35年は7月1日、昭和56年、平成18年は10月1日
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交通事故

救急車の出動

(単位：件、人)

昭和33年
38
43
48
53
58
63

平成 5 年
10
15
19

年　次 総事故件数
件数

人身事故

死者 傷者数
物損事故

160
615
1,332
1,830
1,909
3,155
4,882
6,756
7,819
8,448
7,073

…
…
777
937
766
957
1,049
1,100
1,778
2,103
2,210

19
15
34
23
15
13
27
17
12
13
12

164
365
1,049
1,237
967
1,184
1,310
1,447
2,285
2,614
2,635

…
…
555
893
1,143
2,198
3,833
5,656
6,041
6,345
4,863

(単位：件)

昭和37年
40
45
50
55
60

平成 2 年
7 
12
17
19

年　次 総　数
急　病

内　　　　　訳

交通事故 一般負傷 その他

154
820
2,333
3,451
4,095
5,234
6,141
7,103
9,192
11,692
11,908

23
351
1,180
1,743
1,953
2,226
2,884
3,486
4,710
6,781
6,989

111
317
698
641
901
1,344
1,642
1,686
1,879
1,834
1,727

13
68
241
392
487
503
553
658
1,007
1,357
1,449

7
84
214
675
754
1,161
1,062
1,273
1,596
1,720
1,743

資料：1.昭和44年以前については市勢要覧｢こしがや1970｣
2.昭和45年～63年については｢越谷市消防史 -30周年記念- ｣
3.平成2年以降は消防本部

図　書　館
(単位：冊)

年　度

昭和33年度
43
53
63

平成10年度
19

4,400
19,308
55,857
240,558
436,784
536,875

13,222
19,871
191,996
588,853
1,503,036
1,434,917

蔵書冊数 貸出冊数

資料：図書館要覧
（注）1.昭和33年度については、4月1日から11月3日まで。

2.北部市民会館図書室、南部図書室、移動図書館を含む。

公民館（地区センター）利用者数
(単位：人)

年　度

昭和45年度
50
55
60

平成 2 年度
7
12
17
19

26,044
261,680
516,558
509,731
502,992
540,563
582,211
688,295
690,718

利用者数

資料：生涯学習課

全人口に占める65歳以上人口の割合
(単位：人、％)

年　次

昭和35年
40
45
50
55
60

平成 2 年
7
12
17
20

9,430
9,921
10,467
11,194
11,706
12,105
12,361
12,557
12,693
12,777
12,774

2,430,871
3,014,983
3,866,472
4,821,340
5,420,480
5,863,678
6,405,319
6,759,311
6,938,006
7,054,243
7,179,565

540
624
739
887
1,065
1,247
1,489
1,826
2,200
2,567
2,761

133,006
157,685
198,589
256,014
333,874
420,099
530,539
681,172
889,243
1,157,006
1,287,191

5.7
6.3
7.1
7.9
9.1
10.3
12.0
14.5
17.3
20.1
21.6

5.5
5.2
5.1
5.3
6.2
7.2
8.3
10.1
12.8
16.4
17.9

全　国 埼玉県

総　数 総　数
65歳以上人口 65歳以上人口

実　数 実　数割合 割合

49,585
76,571
139,368
195,917
223,241
253,479
285,259
298,253
308,307
315,792
320,332

2,567
3,192
4,930
7,300
10,233
13,534
17,756
23,581
33,353
47,559
54,873

5.2
4.2
3.5
3.7
4.6
5.3
6.2
7.9
10.8
15.1
17.1

越谷市

総　数
65歳以上人口

実　数 割合

資料：平成17年以前は国勢調査（各年10月1日）
平成20年の埼玉県・越谷市については「埼玉県町丁字別人口調査人口」（1月1日）
平成20年の全国については「人口推計月報」（1月1日）
（注）全国の総数、実数は、単位が万人。

主な死因別人口10万対死亡率
死　因

悪性新生物
心　疾　患
脳血管疾患
老　　　衰
不慮の事故

86.7
82.7
223.8
52.4
40.3

92.1
55.0
64.5
6.6
19.4

210.3
96.0
57.8
5.1
19.3

昭和35年 昭和58年 平成18年

資料：越谷保健所

児童の平均身長・体重
（単位：cm、kg）

年　次

昭和33年
58

平成19年

135.0
143.0
144.9

29.9
36.4
38.5

136.3
145.1
146.6

31.0
37.7
38.8

小学６年生　男

身　長 体　重 身　長 体　重

小学６年生　女

資料：昭和33年は学校基本調査における県平均
昭和58年、平成19年は学校課

小学校・中学校
(単位：校､人)

年　次

昭和33年
43
53
63

平成10年
20

10
12
25
28
29
30

7,413
9,414
27,513
24,313
17,918
18,816

9
5
10
15
15
16

2,610
4,007
9,897
15,092
9,510
9,052

小学校

学校数 児童数 学校数 生徒数

中学校

資料：学校基本調査（各年5月1日）

資料：越谷警察署
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◆
主
な
参
考
資
料

越
谷
市
史

市
制
施
行
40
年
の
足
跡
「
と
き
を
超
え
て
」

越
谷
市
勢
要
覧

広
報
こ
し
が
や

越
谷
の
歴
史
物
語

わ
た
し
た
ち
の
郷
土
こ
し
が
や

川
の
あ
る
ま
ち
　
越
谷
文
化

＊
こ
の
ほ
か
、
市
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
各
種
団
体
発
行

の
記
念
誌
な
ど
を
参
考
に
し
ま
し
た

◆
記
念
誌
作
成
部
会
（
敬
称
略
）

部

会

長
　
戸
井
田
　
煕

副
部
会
長
　
大
森
　
修
一

山
崎
　
昭
二

部

会

員
　
鴨
川
　
繁
夫

坂
巻

次

大
徳
　
幸
雄

高
崎
　
力

中
野
　
鉄
雄

安
井
　
晃

事
務
局
　
秘
書
室
広
報
広
聴
課

◆
記
念
誌
に
掲
載
し
た
写
真
を

提
供
い
た
だ
い
た
方
（
敬
称
略
・
50
音
順
）

大
野
　
光
政
　
　
　
坂
巻
　

次

鈴
木
　
知
亥
　
　
　
高
崎
　
　
力

高
橋
　
　
恒
　
　
　
竹
永
　
啓
太
郎
　

戸
井
田
　
煕
　
　
　
中
村
　
朝
之
助

中
村
　
豊
次
　
　
　
中
村
　
ゆ
き

福
田
　
美
代
子
　
　
谷
塚
　
藍
造

山
崎
　
軍
司
郎

「
越
谷
市
制
施
行
50
周
年
記
念
誌
」

・
発
行
日
　
　
　
平
成
20
年
11
月

・
企
画
・
編
集
　
越
谷
市
制
施
行
50
周
年
記
念
事
業
推
進

市
民
委
員
会
　
記
念
誌
作
成
部
会

・
発
　
行
　
　
　
越
谷
市

〒
343
│
８
５
０
１

埼
玉
県
越
谷
市
越
ケ
谷
四
丁
目
２
番
１
号

０
４
８
（
９
６
４
）
２
１
１
１
（
代
表
）

・
印
　
刷
　
　
　
中
央
印
刷
株
式
会
社

＊
掲
載
し
た
写
真
の
複
写
・
転
載
を
禁
じ
ま
す

編
集
を
終
え
て

こ
こ
に
本
市
の
市
制
施
行
50
周
年
記
念
誌
を
企
画
編
集
し
、
皆

様
に
お
届
け
で
き
ま
す
こ
と
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
記

念
誌
発
刊
に
あ
た
り
多
く
の
方
々
か
ら
、
貴
重
な
ご
意
見
や
資
料

の
提
供
を
賜
り
ま
し
た
結
果
、
今
日
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

市
制
施
行
50
周
年
記
念
事
業
推
進
市
民
委
員
会
記
念
誌
作
成
部

会
長
と
い
う
重
責
に
逡
巡
い
た
し
ま
し
た
が
、
部
会
員
に
支
え
ら

れ
ま
す
こ
と
を
頼
り
に
お
引
受
け
い
た
し
ま
し
た
。

本
市
の
礎
を
築
か
れ
ま
し
た
「
先
人
各
位
の
50
年
の
実
績
と
県

南
東
部
地
域
の
32
万
中
核
都
市
の
発
展
と
推
移
」
を
伝
え
る
こ
と
、

そ
し
て
イ
メ
ー
ジ
の
伝
達
は
大
切
な
責
務
と
認
識
し
た
次
第
で
す
。

幸
い
な
こ
と
に
編
集
に
携
わ
る
歴
史
・
教
育
・
文
化
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
産
業
経
済
・
福
祉
医
療
・
情
報
・
写
真
・
デ
ザ
イ
ン

等
々
各
部
門
の
部
会
員
に
よ
る
印
刷
監
理
や
監
修
・
校
正
作
業
に

は
、
充
分
な
力
の
発
揮
が
あ
り
ま
し
た
。

編
集
に
要
し
た
時
間
が
約
一
年
余
り
と
短
期
間
で
の
調
査
不
足

等
も
あ
ろ
う
か
と
は
思
い
ま
す
が
何
卒
、
ご
理
解
と
ご
賢
察
を
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

末
尾
に
あ
た
り
温
か
い
ご
協
賛
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
各
方

面
の
方
々
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
、
後
記
と
い
た
し
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

越
谷
市
制
施
行
50
周
年
記
念
事
業

推
進
市
民
委
員
会
　
副
委
員
長

記
念
誌
作
成
部
会
　
部
会
長
　
　

戸
井
田
　
煕

「水郷こしがや」と
親子のシラコバトが未
来にはばたく様子を表
現しています。市民の
皆さんとともに暮らし
やすいまちづくりを進
めるためのシンボルと
して､全国公募の中か
ら市民投票によって選
ばれました。

平成10年11月3日選定

10個の外輪は､合
併した2町8カ村を表
し､中央にカタカナ
の「コ」の字を4つ
集めて「越」の意
味､中心は「谷」の
文字を図案化しまし
た。この図案は町村
合併後に､町章とし
て町民の皆さんから

募集したもので､昭和30年1月10日に制定しまし
た。その後､市制施行とともに市章となりました。

市章

市制施行50周年記念

シンボルマーク

市の木　ケヤキ
昭和53年11月3日制定

市の歌

昭和53年11月3日制定

一、流れ　幾すじ　波おどり

空へ舞い立つ　しらこばと

歌おう　望みを　よろこびを

水と　みどりと　太陽の

わが市　わが町　越谷よ

二、花のいのちに　飾られて

愛が　かおるよ　人の輪に

生きる日　励む日　夢みる日

共に　根を張り　幸を生む

わが市　わが町　越谷よ

三、昇る朝日の　ほほえみは

今日と　明日を　むすぶ虹

ひかりを集めて　さわやかに

老いも　若きも　肩を組む

わが市　わが町　越谷よ

椎木一男 作詞 ／ 宮沢章二 補作 ／ 奥村　一 作曲

市の花　キク
昭和53年11月3日制定

市の鳥　シラコバト
昭和63年11月3日制定

ロゴマーク

キャッチフレーズ

「50」と「シラコバト」をモチーフにして、
越谷市が100周年に向け、さらなる飛躍する
姿を描きつつロゴマークにしました。


