
　
お
よ
そ
３
０
０
年
の
歴
史
を
持

つ
越
谷
だ
る
ま
。
江
戸
時
代
に
、

「
だ
る
吉
」
と
い
う
人
形
師
が
、

だ
る
ま
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
「
達

磨
大
師
」
の
姿
を
起
き
上
が
り
小

法
師
に
描
い
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
魔
よ
け
と

し
て
、
や
が
て
は
縁
起
物
と
し
て
、

全
国
へ
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
越
谷
だ
る
ま
は
年
間

40
万
体
ほ
ど
作
ら
れ
て
お
り
、
川

崎
大
師
や
柴
又
帝
釈
天
な
ど
、
関

東
を
中
心
に
全
国
各
地
へ
届
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

鼻
が
高
く
、

�
色
白
で
優
美
な
顔
立
ち

　
ど
こ
と
な
く
上
品
な
雰
囲
気
を

感
じ
る
越
谷
だ
る
ま
。
そ
の
理
由

は
横
か
ら
見
る
と
よ
く
分
か
り
ま

す
。
鼻
が
す
っ
と
高
い
の
で
す
。

こ
れ
は
越
谷
の
「
地
の
利
」
の

お
か
げ
。
出
荷
先
で
あ
る
江
戸
ま

で
距
離
が
あ
る
と
、
道
中
で
だ
る

越
谷
の
産
業
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塗
っ
て
は
乾
か
し
、
描
い
て
は
乾
か
し
…
。

時
間
を
か
け
て
だ
る
ま
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
同
士
が
ぶ
つ
か
っ
て
欠
け
る
お

そ
れ
が
あ
る
た
め
、
形
を
平
べ
っ

た
く
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
点
、
越
谷
は
江
戸
に
近

か
っ
た
た
め
、
越
谷
だ
る
ま
は
鼻

を
高
く
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

す
。
や
や
色
白
な
の
も
越
谷
だ
る

ま
の
特
徴
で
、“
美
男
子
”
と
呼

ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

二
つ
と
し
て

　
　
　

同
じ
顔
は
な
い

　
現
在
、
越
谷
だ
る
ま
を
作
っ
て

い
る
工
房
は
市
内
に
数
カ
所
。
お

お
よ
そ
の
描
き
方
は
統
一
さ
れ
て

い
ま
す
が
、眉
に
「
寿
」
と
入
っ

て
い
た
り
、
鼻
の
輪
郭
が
描
か
れ

て
い
る
な
ど
、
表
情
は
工
房
ご
と

に
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
同
じ
工
房
で
作
ら
れ
た

だ
る
ま
で
あ
っ
て
も
、
代
替
わ
り

や
時
代
の
変
遷
に
合
わ
せ
て
少
し

ず
つ
顔
は
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
一

体
一
体
手
で
描
か
れ
る
た
め
、
同

じ
だ
る
ま
は
世
界
に
二
つ
と
あ
り

ま
せ
ん
。

越谷だるま
世の中を丸くおさめる、福だるま

全体的に丸みを帯び、球のようにまん丸の越谷だるま。世の中が丸く収まり、
皆が幸福であるようにと願うだるまたちの顔は、一つひとつ手で描かれています。

〝願いを伝える＂

①下地塗り
顔料とに・・・かわを混
ぜた下地を塗り、
真っ白なだるまが
出来上がります

②上塗り
下地が乾いたら、
今度は全体を真っ
赤に塗っていきま
す

④顔描き（２）
最後に眉、ひげを
描き入れ、墨が乾
いたら完成です

③顔描き（１）
顔は白、目の周
りはオレンジ色に
塗っていきます

伝
統
工
芸
越
谷
の
匠
の
技
が
生
み
出
す
美
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越
谷
手
焼
き
せ
ん
べ
い
の
起
源

は
、
江
戸
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り

ま
す
。
越
谷
は
、
か
つ
て
「
江
戸

の
米
蔵
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ほ
ど

の
米
ど
こ
ろ
。
米
農
家
が
、
余
っ

た
米
を
団
子
状
に
丸
め
て
か
ら
つ

ぶ
し
て
焼
き
、
「
焼
米
」
と
い
う

お
や
つ
に
し
て
食
べ
て
い
た
の
が

①乾燥
焼く前の生地は、
焼き器の上部に置
いて温めておきま
す

②焼き（１）
均等に火が入るよ
う、こまめにひっ
くり返します

④仕上げ
しょうゆを塗ると
途端に香ばしい匂
いが立ち上ります

③焼き（２）
膨らんできたら、
「押し瓦」で平らに
なるよう押さえなが
ら焼いていきます

越
谷
手
焼
き
せ
ん
べ
い
の
始
ま
り

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
ょ
う
ゆ
の
ま
ち
と
し
て
知
ら

れ
る
千
葉
県
野
田
市
が
近
い
こ
と

も
あ
っ
て
、
焼
米
に
し
ょ
う
ゆ
を

塗
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
今
の

せ
ん
べ
い
の
形
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
越
谷
市
内
の
せ
ん
べ

い
屋
は
、
も
と
も
と
は
団
子
屋

だ
っ
た
と
い
う
お
店
が
少
な
く
な

い
の
で
す
。

天
候
を
見
な
が
ら
行
う

�

生
地
作
り

　
せ
ん
べ
い
の
味
を
決
め
る
の
は
、

な
ん
と
い
っ
て
も
生
地
で
す
。

　
越
谷
で
は
米
１
０
０
％
で
作
ら

れ
て
い
る
せ
ん
べ
い
が
多
く
、
そ

の
生
地
は
天
候
の
影
響
を
大
き

く
受
け
ま
す
。
そ
の
た
め
、
天
気

や
気
温
、
湿
度
や
風
の
有
無
を

チ
ェ
ッ
ク
し
、
最
適
と
思
わ
れ
る

日
を
選
ん
で
生
地
作
り
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
生
地
が
出
来
上
が
っ
た
後
も
、

天
日
干
し
で
２
日
、
陰
干
し
で
１

日
ほ
ど
と
、
時
間
を
か
け
て
水
分

を
飛
ば
し
て
い
き
ま
す
。

１
枚
ず
つ
、
炭
火
で
手
焼
き

　
出
来
上
が
っ
た
生
地
は
、
炭
火

で
１
枚
ず
つ
焼
き
上
げ
て
い
き
ま

す
。
生
地
が
乾
燥
し
て
し
ま
う
の

で
、
夏
場
で
も
エ
ア
コ
ン
や
扇
風

機
は
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

時
に
過
酷
な
状
況
で
も
、
た
だ
た

だ
丁
寧
に
。
き
れ
い
な
円
に
な
る

よ
う
に
こ
ま
め
に
裏
返
し
、
し
ょ

う
ゆ
を
さ
っ
と
塗
り
、
さ
ら
に
乾

燥
さ
せ
て
よ
う
や
く
出
来
上
が
り

で
す
。

　
パ
リ
ッ
と
い
う
音
と
と
も
に
、

米
の
お
い
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
の

で
き
る
越
谷
手
焼
き
せ
ん
べ
い

は
、
手
間
暇
と
心
を
込
め
て
作
ら

れ
て
い
ま
す
。

乾
燥
の
時
間
を
た
び
た
び
取
り
な
が
ら
、

手
間
暇
を
か
け
て
丁
寧
に
焼
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

越谷手焼きせんべい
米の味わいを噛みしめる手焼きせんべい
口に入れると、米の味をしっかりと感じることのできる越谷手焼きせんべい。
パリッとした食感としょうゆの風味を堪能できるよう、手焼きにこだわっています。

〝食文化を伝える＂

77 越 谷 市 制 施 行 6 0 周 年 記 念 誌

第
4
章

越

谷

の

産

業

802740　越谷市60周年誌_(P76-87_伝統工芸/農産物)　再念校.indd   77 2018/10/05   11:14



　
京
都
で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
ひ

な
人
形
。
江
戸
へ
伝
わ
る
と
、
現

在
の
日
本
橋
付
近
に
多
く
の
人

形
師
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
越
谷
ひ
な
人
形
は
、
会
田

佐さ

右う

衛え

門も
ん

と
い
う
人
が
江
戸
で

人
形
作
り
を
学
び
、
故
郷
で
あ
る

越
谷
に
技
術
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と

が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

京
都
と
も
江
戸
と
も
少
し
違
う
、

優
雅
な
顔
立
ち
が
評
判
と
な
り

ま
し
た
。

　
今
で
も
た
く
さ
ん
の
人
形
師

が
、
会
田
氏
の
技
を
受
け
継
い
で

い
ま
す
。

多
く
の
職
人
の
技
が

�

一
体
の
人
形
に

　
ひ
な
人
形
が
完
成
す
る
ま
で
に

は
、
何
人
も
の
職
人
が
関
わ
っ
て

い
ま
す
。
髪
付
師
、
頭
師
、
手
足

師
、
小
道
具
師
、
着
付
師
…
。
彼

ら
が
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
一

体
の
ひ
な
人
形
が
出
来
上
が
る
の

で
す
。

　
絹
糸
で
作
ら
れ
た
髪
、
一
筆
ず

つ
描
か
れ
た
表
情
、
何
枚
も
の

布
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
着
物
。
見

つ
め
る
ほ
ど
に
引
き
込
ま
れ
て
い

く
、
芸
術
品
と
も
い
え
る
美
し
さ

は
、
職
人
た
ち
の
高
い
技
術
の
結

晶
で
す
。

離
れ
た
家
族
へ
の
思
い
を

�

人
形
に
込
め
て

　
女
の
子
の
成
長
を
願
っ
て
飾
ら

れ
る
ひ
な
人
形
。
子
ど
も
や
孫
と

離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
人
が
、も
っ

と
子
ど
も
を
身
近
に
感
じ
た
い
と

ひ
な
人
形
を
購
入
す
る
こ
と
も
珍

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
着
物
の
柄
は

時
代
や
流
行
に
合
わ
せ
て
変
わ
っ

て
い
く
も
の
な
の
で
、
最
近
で
は

大
人
で
も
ひ
な
人
形
を
飾
り
や
す

い
よ
う
、モ
ノ
ト
ー
ン
な
ど
の
シ
ッ

ク
な
デ
ザ
イ
ン
の
着
物
も
。

　
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
て
も
、
ど

う
か
健
や
か
に
育
っ
て
ほ
し
い
。

ひ
な
人
形
は
、
そ
ん
な
願
い
を
小

さ
な
体
で
そ
っ
と
受
け
止
め
て
い

ま
す
。

越谷ひな人形
人の手で積み重ねられてゆく繊細な美しさ
気品にあふれた優雅な顔立ちの越谷ひな人形。
その美しさは、たくさんの職人たちの、丁寧な仕事の積み重ねによって生まれています。

繊
細
な
人
形
作
り
は
、

た
く
さ
ん
の
職
人
の
手
を
経
て
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①胴体作り
束ねたわらを削り、紙を
巻きつけて胴体にします

②手足作り
胴体に手足を取り付ける
と、少しずつ人形の輪郭
が見えてきます

④頭付け
出来上がった胴に頭を差
し込み、小道具を取り付
けて完成です

③着付け
何枚もの布を実際に重ね
ることで、重厚感が出て
きます

〝子どもへの思いを伝える＂
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な
ぜ
越
谷
で
甲か

っ
ち
ゅ
う冑が

作
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り

し
た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

か
つ
て
防
具
と
し
て
使
わ
れ
て
い

た
甲
冑
は
、
平
安
時
代
に
は
勝
利

祈
願
の
た
め
に
奉
納
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、

子
ど
も
の
た
め
に
端
午
の
節
句
に

飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
い
つ
し
か
越
谷
に

①金具作り
金属を叩き、金具を形作
ります

②小
こ

札
ざね

作り
専用の工具を使い、紐を
通すための穴を空けてい
きます

③組み立て
少しずつ鎧が組み上がっ
ていきます

④仕上げ
出来上がった部品を縫い
合わせ、鎧が出来上がり
ます

は
、
甲
冑
を
作
る
工
房
が
増
え
て

い
き
ま
し
た
。

大
き
な
甲
冑
を
支
え
る

�

小
さ
な
手
仕
事
の
数
々

　
甲
冑
の
製
作
工
程
を
見
学
す
る

人
が
必
ず
驚
く
と
い
う
の
が
、
細

か
な
手
仕
事
で
す
。
絹
や
組
み
紐

や
金
細
工
な
ど
、
大
き
な
甲
冑
は

た
く
さ
ん
の
小
さ
な
部
品
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
ほ
と
ん
ど
が
人
の
手
で
作
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。

　
ど
ん
な
細
工
品
を
使
う
の
か
、

紐
を
ど
こ
ま
で
細
か
く
編
み
込
む

の
か
、
細
部
に
各
工
房
の
特
徴
が

表
れ
ま
す
。
使
わ
れ
て
い
る
部
品

は
、
す
べ
て
が
伝
統
工
芸
品
だ
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
。
全

国
各
地
の
伝
統
工
芸
品
を
身
に
ま

と
っ
て
い
る
の
が
甲
冑
な
の
で
す
。

子
ど
も
の
健
や
か
な

�

成
長
を
願
っ
て

　
甲
冑
に
は
、「
大
願
」
「
武
勇
」

な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が
あ
り
ま

す
。
祝
い
の
言
葉
や
、
子
ど
も
へ

の
願
い
な
ど
を
込
め
て
付
け
ら
れ

る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
甲
冑
の
色
合
い
は
時
代

や
流
行
に
合
わ
せ
て
変
わ
っ
て
い

き
ま
す
が
、
色
に
よ
っ
て
願
い
ご
と

も
変
わ
り
ま
す
。
子
ど
も
の
成
長

を
心
か
ら
願
い
、
人
々
は
昔
か
ら

甲
冑
を
飾
っ
て
き
ま
し
た
。
数
百

人
に
も
の
ぼ
る
職
人
が
思
い
を
込

め
て
作
り
上
げ
た
甲
冑
を
、
親
が

子
を
思
い
な
が
ら
選
び
、
手
渡
す
。

一
体
の
甲
冑
に
は
、
た
く
さ
ん
の
人

の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

越
谷
甲
冑

匠
が
生
み
出
す
伝
統
技
術
の
結
晶

皮
革
、漆
工
芸
、金
工
、組
み
紐
…
。甲
冑
を
形
作
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、職
人
の
手
仕
事
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

甲
冑
に
は
、日
本
全
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
技
術
が
結
集
し
て
い
る
の
で
す
。

一
体
の
甲
冑
に
は
、

何
百
と
い
う
小
さ
な
部
品
が

集
ま
っ
て
い
ま
す
。

〝
子
ど
も
への
思
い
を
伝
え
る
＂
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江
戸
時
代
、
流
行
作
家
の
式

亭
三
馬
が
「
江
戸
の
水
」
と
い

う
化
粧
水
で
大
成
功
を
収
め
ま
し

た
。
化
粧
水
が
入
っ
た
ガ
ラ
ス
瓶

は
桐
箱
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
越
谷
産
だ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
以
来
、
越
谷
に
は
桐
材
の
加
工

技
術
が
根
付
き
ま
し
た
。
細
か
な

加
工
や
接
着
は
今
も
す
べ
て
手
仕

事
で
、
機
械
化
さ
れ
た
切
り
出
し

の
工
程
も
、
作
業
自
体
は
昔
か
ら

変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
２
０
０
年
以
上
も
前
か
ら
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
職
人
の
技

術
が
、
今
も
越
谷
の
桐
箱
に
生
き

て
い
ま
す
。

ど
ん
な
も
の
で
も

�

最
適
な
保
存
状
態
に

　
桐
箱
に
は
焼
物
や
掛
け
軸
、
最

近
で
は
メ
ロ
ン
な
ど
の
果
物
が
入

れ
ら
れ
る
こ
と
も
。
昔
か
ら
「
大

切
な
も
の
は
桐
箱
へ
」
と
言
わ
れ

て
き
た
の
に
は
ち
ゃ
ん
と
理
由
が

あ
り
ま
す
。

　
桐
の
年
輪
に
は
目
に
見
え
な
い

細
か
い
穴
が
無
数
に
空
い
て
い
ま

す
。
外
の
湿
度
が
高
い
と
き
に
は

穴
を
ふ
さ
ぎ
、
乾
燥
し
て
い
る
と

き
に
は
通
気
を
良
く
し
、
常
に
中

の
も
の
を
ベ
ス
ト
の
状
態
に
保
つ

性
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
湿

気
が
こ
も
る
こ
と
も
、
乾
燥
す
る

こ
と
も
な
い
の
で
、
保
存
剤
の
な

い
時
代
か
ら
と
て
も
重
宝
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

子
ど
も
へ
、
孫
へ
伝
え
ら
れ
る

�

品
質
の
良
さ

　
か
つ
て
、
桐
材
で
作
ら
れ
た
箱

は
、
代
々
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
、

親
子
３
代
で
使
う
こ
と
も
珍
し
く

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
職
人
た
ち

は
、
木
材
の
裏
表
や
年
輪
の
様
子

を
見
て
、
自
然
の
道
理
に
沿
う
よ

う
、
最
適
な
箇
所
に
最
適
な
木
材

を
使
っ
て
い
ま
す
。

　
桐
に
決
し
て
無
理
を
さ
せ
な
い

そ
の
丁
寧
な
仕
事
が
、
10
年
後
、

20
年
後
も
、
中
に
収
め
ら
れ
て
い

る
宝
物
を
守
っ
て
い
る
の
で
す
。

②切りまわし
箱の大きさにぴったり合うよう、
桐を切っていきます

③組み立て
接着剤で桐材を貼り合わせたあ
と、ゴムを巻いて圧をかけ、しっ
かり接着します

④仕上げ
かんなで角に丸みをつけ、紙やす
りで表面をなめらかにします

桐
材
加
工
の
工
程
は
、
江
戸
時
代
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

越谷桐箱
美しい桐が宝物をそっと包み込む
焼物や掛け軸など、とっておきのものを保存しておくために使われてい
るのが桐箱です。桐自体の輝くような美しさに加え、親子３代で使うこと
もできるという品質の高さも自慢です。

①木取り
たくさんの桐材の中から最適なも
のを選び出し、厚みが均一にな
るように切り揃えていきます

〝品質を伝える＂
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越
谷
に
は
、
ほ
か
に
も
日
本
の
文
化
と
も
い
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
を

現
代
に
受
け
継
い
で
い
る
事
業
所
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

越
谷
に
伝
わ
る
工
芸
品
た
ち

昔ながらの鍛冶仕事で、彫刻に関する刃
物を製造しています

彫刻刃物
国内産の桐材を使用し、一人の職人が精
魂込めて最後まで仕上げています

桐たんす

浴衣地の表と裏に異なる柄を同時に染め
られる「籠染め」の技法。現在は休止中の
ため、染色に使われる型（籠）は灯籠とし
て活用しています

ゆかた染色
伝統と技術を守り、三味線や琴の製造、
修理、調整などを行っています

三味線

江戸切子の技法を現代に受け継ぎ、現代
風の柄にも力を入れています

切子ガラス
関東では唯一、真竹と上質和紙を使い、
独特の形状のうちわをすべて手作業で
作っています

都うちわ
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越谷には、古くから受け継がれてきた技術を生かし、全国そして海外へと進出した新たな
製品があります。いずれも、伝統工芸のよさをさらに引き出した逸品です。

伝統を受け継ぎ、新たなステージへ

　
平
成
27
年
、
経
済
産

業
省
の
日
本
が
世
界
に

誇
る
べ
き
優
れ
た
商
品
を

発
掘
す
る
事
業
「T

he 

W
onder 500™

」
に
、

越
谷
の
「
籠か
ご
ぞ
め
と
う
ろ
う

染
灯
籠
」
が
選
ば
れ

ま
し
た
。

　
大
正
時
代
か
ら
、
真し
ん

鍮ち
ゅ
う

製
の
筒
状

の
型
で
あ
る
「
籠
」
に
柄
を
施
し
、

ゆ
か
た
の
生
地
を
染
め
る
「
籠
染

め
」
が
国
内
に
広
ま
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
近
年
そ
の
数
を
減
ら
し
、
市

内
の
中
野
形
染
工
場
が
国
内
最
後
の

　
古
く
か
ら
漆
な
ど
「
塗
り
」
の

技
術
が
身
近
に
あ
っ
た
日
本
人
。
鏡

の
よ
う
に
も
の
が
映
る
塗
装
は
、
そ

の
品
を
一
段
と
美
し
く
見
せ
、
人
々

の
目
を
楽
し
ま
せ
て
き
ま
し
た
。「
鏡

面
塗
装
」
と
も
言
わ
れ
る

塗
り
の
技
術
を
独
自
に
発

展
さ
せ
、
一
点
の
曇
り
も

無
い
「
か
つ
て
な
い
鏡
面

塗
装
」
（
商
標
登
録
済
）

と
し
て
確
立
さ
せ
た
の
が
、

㈲
栗
原
木
工
所
で
す
。

１
軒
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
技

法
と
籠
を
後
世
に
残
し
、
新
た
に
活

用
す
る
方
法
を
模
索
し
て
い
た
の
が
、

市
内
で
創
業
し
た
デ
ザ
イ
ン
企
業
、

ハ
ナ
ブ
サ
デ
ザ
イ
ン
で
す
。

　
２
社
の
協
力
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

籠
染
灯
籠
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、

籠
の
中
に
照
明
を
取
り
付
け
た
も
の

で
す
。
明
か
り
を
灯
す
と
、
籠
の
き

め
細
か
で
美
し
い
模
様
が
浮
か
び
上

が
り
、
周
囲
を
照
ら
し
ま
す
。
伝
統

的
な
技
術
と
斬
新
な
ア
イ
デ
ア
が
組

み
合
わ
さ
っ
た
逸
品
で
す
。

　
そ
の
高
い
技
術
と
新
た
な
分
野
に

も
果
敢
に
挑
戦
す
る
姿
勢
は
、
海
外

の
高
級
ブ
ラ
ン
ド
店
の
目
に
も
留
ま

り
、
店
舗
の
内
装
を
依
頼
さ
れ
る
ほ

ど
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
栗
原
木

工
所
で
は
「K ケ
ー.T

ト
ゥ
ー
ラ

U
R

A

」
と
い
う

オ
リ
ジ
ナ
ル
ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
、

鏡
面
塗
装
を
施
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
ケ
ー
ス
や
イ
ン
テ
リ
ア
を
発
表
す

る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
技

術
を
存
分
に
生
か
し
た
新
た
な
製
品

の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

失われかけた籠染め技法から生まれた
優しい光を放つ照明器具

独自の塗装技術を開発。その美しい「塗り」は
海外からも注目される
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人
形・甲
冑
作
り
の
技
術
を
最
大
限
に
生
か
し
た
現
代
風
の
製
品
［ 

木
目
込
み
技
法
を
活
用
し
た
新
製
品
の
開
発 

］

　
木き

め

こ
目
込
み
は
、ひ
な
人
形
や
五
月
人
形
な
ど
の
技
術
の
１
つ
で
、

型
か
ら
抜
き
出
し
た
人
形
に
、
着
物
の
し
わ
や
模
様
な
ど
の
ラ
イ

ン
を
彫
り
、
そ
こ
に
布
の
端
を
押
し
込
ん
で
い
く
技
法
で
す
。

　
㈱
柿
沼
人
形
で
は
、
こ
の
技
法
を
取
り
入
れ
た
、
通
年
販
売

で
き
る
商
品
を
開
発
で
き
な
い
か
と
、
伝
統
的
な
縁
起
物
で
あ
る

「
招
き
猫
」
に
着
目
。
木
目
込
み
技
法
と
招
き
猫
と
い
う
こ
れ

ま
で
に
な
い
組
み
合
わ
せ
や
、
パ
ワ
ー
ス
ト
ー
ン
や
革
な
ど
従
来

に
な
い
素
材
を
取
り
入
れ
た
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
、平
成
28
年
、

経
済
産
業
省
の
「T

he W
onder 500™

」
に
選
ば
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
小
物
入
れ
に
も
な
る
ト
レ
イ
な
ど
も
開
発
し
、
招
き

猫
と
あ
わ
せ
国
内
外
か
ら
注
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

［ 
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
戦
国
武
将
の
装
い
に 

］

　
５
月
５
日
の
こ
ど
も
の
日
に
飾
る
五
月
人
形
。
古
く
か
ら
越
谷

で
も
作
ら
れ
、
「
越
谷
甲
冑
」
と
し
て
現
代
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
甲
冑
に
施
さ
れ
た
多
く
の
技
法
の
一
つ
が
「
威お
ど

し
」
で
す
。

威
し
と
は
、
甲
冑
を
形
作
る
板
を
、
色
鮮
や
か
な
糸
で
結
び
合
わ

せ
組
み
上
げ
て
い
く
技
法
で
、
使
用
す
る
糸
の
色
や
編
み
方
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
柄
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
㈲
朝
比
奈
で
は
、
こ
の
「
威
し
」
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ケ
ー

ス
と
組
み
合
わ
せ
た
、
新
た
な
製
品
の
開
発
に
成
功
し
ま
し
た
。

甲
冑
を
作
る
と
き
と
同
じ
く
、
職
人
が
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
作
る

こ
の
製
品
は
「
サ
ム
ラ
イ
　
フ
ォ
ン
　
カ
バ
ー
」
と
名
付
け
ら
れ
、

平
成
28
年
に
「IM

P
A

C
T

 SA
IT

A
M

A

」
で
最
優
秀
賞
に

輝
き
ま
し
た
。

［ 

戦
国
武
将
の
象
徴
が
生
活
空
間
と
一
体
化 

］

　
織
田
信
長
や
徳
川
家
康
、
伊
達
政
宗
…
。
名
だ
た
る
戦
国
武

将
を
特
徴
付
け
る
も
の
の
一
つ
が
、
「
兜
」
で
す
。
鮮
や
か
な
色

彩
や
特
徴
的
な
形
状
の
前
立
て
な
ど
で
、
甲
冑
の
中
で
も
特
に
人

気
を
集
め
る
部
位
で
す
。

　
㈱
忠
保
で
は
、
甲
冑
作
り
の
技
術
を
生
か
し
、
兜
を
ボ
ト
ル

キ
ャ
ッ
プ
に
し
た
「
サ
ム
ラ
イ
　
ボ
ト
ル
　
兜
」
を
開
発
し
ま

し
た
。
平
成
28
年
に
埼
玉
県
伝
統
工
芸
品
等
新
製
品
開
発
コ
ン
テ

ス
ト
「IM

P
A

C
T

 SA
IT

A
M

A

」
で
優
秀
賞
を
獲
得
し
た

こ
の
製
品
は
、
サ
イ
ズ
こ
そ
ボ
ト
ル
用
に
小
さ
く
作
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
素
材
や
製
法
、
戦
国
武
将
ご
と
に
異
な
る
デ
ザ
イ
ン
な
ど

は
、
本
物
の
兜
そ
の
ま
ま
。
作
り
手
の
こ
だ
わ
り
が
あ
ち
ら
こ
ち

ら
に
感
じ
ら
れ
る
逸
品
で
す
。
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越
谷
ね
ぎ

　
越
谷
ね
ぎ
は
、
白
身
が
し
っ
か
り
と
締

ま
り
、
料
理
に
使
っ
て
も
煮
く
ず
れ
せ
ず
、

辛
味
と
甘
み
が
絶
妙
な
越
谷
特
産
の
ネ
ギ

で
す
。
煮
て
、
焼
い
て
、
揚
げ
て
、
薬
味
で
、

ど
ん
な
食
べ
方
で
も
お
い
し
さ
を
発
揮
し
ま

す
。
そ
の
品
質
の
高
さ
か
ら
、
東
京
の
有

名
料
亭
、
高
級
料
理
店
や
そ
ば
屋
な
ど
で

も
使
わ
れ
て
い
る
、
高
級
食
材
と
し
て
名

高
い
ネ
ギ
で
す
。

ク
ワ
イ

　
ク
ワ
イ
は
、
冬
に
収
穫
さ
れ
る
水
生
植

物
で
、
越
谷
で
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
、

水
田
の
裏
作
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
き
な
芽
が

で
る
こ
と
か
ら
「
め
で
た
い
」
と
正
月
料

理
な
ど
に
用
い
ら
れ
、
越
谷
は
全
国
で
も

有
数
の
生
産
量
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

　
越
谷
の
ネ
ギ
栽
培
が
始
ま
っ
た
時
期
は

は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
は

良
質
な
ネ
ギ
が
栽
培
さ
れ
、
広
く
愛
さ
れ

て
い
た
と
す
る
古
い
資
料
も
あ
り
ま
す
。

　
現
在
は
、
主
に
増
林
地
区
や
新
方
地
区

な
ど
で
作
付
け
さ
れ
て
お
り
、
出
荷
量
は

年
間
約
２
０
０
０
ト
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
は
、
荻
島
・
出
羽
地
区
で
栽
培
さ

れ
て
お
り
、
大
玉
は
京
浜
、
小
玉
は
関
西

方
面
に
出
荷
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ク
ワ

イ
の
消
費
拡
大
を
目
指
し
、
ク
ワ
イ
を
使
っ

た
お
菓
子
も
商
品
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

ク
ワ
イ
を
使
っ
た
お
菓
子

　
市
内
の
事
業
所
で
、大
福
や
饅
頭
、パ
イ
、

サ
ブ
レ
な
ど
多
種
多
様
な
お
菓
子
が
販
売

さ
れ
て
い
ま
す
。
ク
ワ
イ
の
風
味
や
ほ
の
か

な
苦
味
が
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
が

特
徴
で
す
。

農
産
物

　

越
谷
は
、
古
く
か
ら
豊
か
な
水
源
を
生
か
し
て
稲
作
が
営
ま
れ
て
き
た
農
業
の
ま
ち
で
す
。
し
か
し
、
農
地
の
宅
地

化
の
進
行
に
よ
る
農
地
の
減
少
や
農
業
者
の
高
齢
化
な
ど
の
問
題
も
抱
え
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
首
都
近
郊
と
い
う
地
理
的
特
性
を
生
か
し
、
野
菜
の
生
産
や
観
光
農
園
の
経
営
に
取
り
組
む
農
家
が
現
れ

る
な
ど
、
多
彩
な
農
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

越谷くわい銘菓 慈姑サブレ

慈姑パイ
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山さ
ん
と
う
さ
い

東
菜

　
山
東
菜
は
、
中
国
山
東
省
原
産
の
白
菜

の
一
種
で
す
。
越
谷
で
は
昭
和
40
年
代
に

栽
培
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
「
さ
ん
と
う
な
」
と
呼
ば
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
越
谷
で
は
「
さ
ん
と

う
さ
い
」
が
一
般
的
で
す
。

　
大
き
さ
は
白
菜
よ
り
も
一
回
り
大
き
く
、

白
菜
と
違
っ
て
葉
の
先
が
丸
く
な
ら
ず
、

先
端
の
内
側
の
葉
が
黄
色
味
を
帯
び
て
い

る
の
が
特
徴
で
す
。

　
12
月
～
１
月
に
収
穫
さ
れ
、
栄
養
価
が

米
　
越
谷
は
、
か
つ
て
「
江
戸
の
米
蔵
」
と

呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
稲
作
が
栄
え
て
い
ま
し

た
。
現
在
で
も
、
市
の
農
地
面
積
の
約
７

割
が
水
田
で
、
豊
か
な
水
源
を
生
か
し
た

稲
作
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
主
な
栽
培
品

種
は
、
「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
や
「
キ
ヌ
ヒ
カ

リ
」
の
ほ
か
、
埼
玉
県
の
推
奨
品
種
「
彩

の
か
が
や
き
」
な
ど
で
す
。

　
ま
た
、
越
谷
は
４
０
０
年
以
上
前
の
慶

長
年
間
か
ら
続
く
も
ち
米
「
太
郎
兵
衛
も

ち
」
の
原
産
地
で
も
あ
り
ま
す
。
戦
時
中

に
栽
培
農
家
が
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
市
や
市

内
農
家
な
ど
が
保
存
に
向
け
協
力
し
た
こ

と
で
、
現
在
は
作
付
面
積
が
４
ヘ
ク
タ
ー

ル
を
越
え
る
ま
で
広
が
っ
て
い
ま
す
。

高
く
漬
物
な
ど
で
楽
し
め
る
こ
と
か
ら
、

越
谷
の
冬
の
代
表
的
な
野
菜
の
一
つ
と
な
っ

て
い
ま
す
。

越
谷
の
米
か
ら
作
ら
れ
た
酒

　
市
制
50
周
年
を
記
念
し
て
、
市
内
の

酒
販
組
合
が
、
県
内
の
酒
造
業
者
と
日

本
酒
「
越
ヶ
谷
宿
」
を
制
作
し
ま
し
た
。

市
内
産
の
米
を
原
料
と
す
る
こ
と
に
こ
だ

わ
り
つ
つ
、
風
味
や
口
当
た
り
に
も
妥
協

し
な
い
逸
品
で
す
。

昔
な
が
ら
の
味
を
現
代
に
伝
え
る
餅

　
原
料
と
同
じ
名
前
の
「
太
郎
兵
衛
も
ち
」

は
、
コ
シ
が
強
く
粘
り
が
あ
り
、
独
特
の

風
味
が
特
徴
の
餅
で
す
。
保
存
料
な
ど
は

使
わ
ず
、
丁
寧
に
手
づ
く
り
さ
れ
て
い
ま

す
。
天
皇
家
へ
の
献
上
品
と
し
て
用
い
ら

れ
た
ほ
か
、
徳

川
家
康
も
食
し

た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

山東菜漬
　山東菜のよく知られる食べ方が漬物です。越
谷市の特産品として親しまれています。
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イ
チ
ゴ

　
越
谷
の
新
た
な
特
産
物
と
し
て
市
内
外

か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
イ
チ
ゴ
。
首
都
近

郊
と
い
う
越
谷
の
地
理
的
条
件
を
生
か
し
、

市
内
で
は
、
越
谷
い
ち
ご
タ
ウ
ン
を
含
む

９
軒
で
観
光
農
園
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。

シ
ー
ズ
ン
と
な
る
冬
か
ら
春
に
か
け
て
、
多

く
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。

小
松
菜

　
温
室
栽
培
の
小
松
菜
は
、
１
年
を
通
し

て
栽
培
さ
れ
、
夏
は
30
日
、
冬
は
60
日
ほ

ど
で
出
荷
さ
れ
ま
す
。
年
間
5
回
～
8
回

栽
培
で
き
る
効
率
の
よ
い
野
菜
で
、
カ
ル
シ

ウ
ム
は
、
野
菜
の
な
か
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の

量
を
含
ん
で
い
ま
す
。

　
東
京
の
小
松
川
（
江
戸
川
区
）
が
原
産

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
埼
玉
県
の
小
松

菜
の
生
産
量
は
全
国
１
位
（
平
成
22
年
度
）

で
、
越
谷
市
で
も
小
松
菜
の
専
業
農
家
が

あ
る
な
ど
生
産
が
盛
ん
で
す
。

　
ま
た
、
各
観
光
農
園
や
飲
食
店
な
ど
で

越
谷
産
イ
チ
ゴ
の
加
工
品
を
製
造
・
販
売

し
て
い
ま
す
。

お
菓
子
に
も
使
わ
れ
る
イ
チ
ゴ

　
市
内
の
洋
菓
子
店
な
ど
で
、
イ
チ
ゴ
を

そ
の
ま
ま
使
っ
た
り
、
ジ
ャ
ム
な
ど
に
加
工

し
た
り
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
幅
広

い
世
代
に
喜
ば
れ
る
イ
チ
ゴ
の
お
菓
子
は
、

土
産
物
に
も
最
適
で
す
。

市内産野菜を使ったこんな商品も
自家栽培のトマト 100％を使ったジュース

越谷を全国に発信する新たなご当地グルメ

市内のトマト農家が栽
培・製造・販売まです
べてを行っているこだわ
りのトマトジュース。
甘くさっぱりとした
味わいで高い人気
を誇っています。

越谷ねぎと市内の宮内
庁埼玉鴨場がモチーフの
「こしがや鴨ネギ鍋」を
商品化。冬季には、
市内の複数の飲
食店でも食する
ことができるメ
ニューです。

こしがや苺いち笑苺のかけジャム

越谷いちごの森

いちご雪
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〈 新たな農業の担い手を育てる取り組み 〉

　越谷市が抱えている農業問題の 1 つが、農業従事者

の高齢化と農業後継者・担い手の不足です。

　市では、これからの越谷の農業を支えていく若者を

育成するため、生産だけでなく、流通・販売などのノ

ウハウも習得できる研修事業を行っています。

　これまで、イチゴ（平成 22 年度～ 26 年度／２期）、

ネギ（平成 27 年度～／２期）、クワイ（平成 30 年度

～／１期）の研修を行いました。

〈 イチゴに続く高収益農業の実現に向けて 〉

　農業を今後も継続・発展させていくためには、人材

の育成とともに、収益性の高い農業経営を支援する必

要があります。

　越谷市では、平成 30 年度からメロンの試験栽培を

新たに始めました。メロンを水耕栽培し、1 株から 20

個以上収穫することができるシステムで、省力化で高

収益農業が期待できます。

　市内でにぎわいを見せているイチゴに続く新しい特

産品にするため、生産技術の向上や販路の検討を重ね

ています。

〈 優良農地の保全・有効活用 〉

　農地は、食料生産だけでなく、気温の上昇の抑制

や洪水の防止、生態系の保全など多くの機能を有して

います。首都近郊に位置する越谷市においては、環境

を保つ役割を果たしている農地は大変貴重な資源であ

り、財産です。

　このような考えから、市内に残された優良な農地を

計画的に保全・活用し、農作業の効率化、農業経営の

安定化を目的として、農地の集積・集約化に取り組ん

でいます。
農地の集積・集約化のイメージ

越谷の農業を未来へつなぐ
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