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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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