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会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
日

頃
よ
り
当
協
会
に
対
し
ご
理
解
、
ご
協
力

を
賜
り
、
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
新
年
を
迎
え
、
今
年
こ
そ
は
社
会
の
情

勢
も
改
善
活
況
し
、
再
び
光
輝
溢
れ
る
年

と
な
る
こ
と
を
、
皆
様
と
共
に
心
か
ら
願

っ
て
お
り
ま
す
。

　
一
昨
年
、
川
越
は
7
7
0
万
人
以
上
の

来
訪
者
を
数
え
、
国
際
的
に
も
31
万
人
も

の
お
客
様
を
迎
え
、
首
都
圏
の
観
光
地
と

し
て
全
国
レ
ベ
ル
で
注
目
さ
れ
る
存
在
と

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
令
和
2
年
早
春

よ
り
拡
大
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

蔓
延
に
よ
っ
て
観
光
振
興
の
勢
い
が
突
如

削
が
れ
、
来
訪
者
も
激
減
、
特
に
4
月
以

後
は
当
市
・
霞
ヶ
関
カ
ン
ツ
リ
ー
ク
ラ
ブ

で
の
ゴ
ル
フ
競
技
の
延
期
を
は
じ
め
、
春

ま
つ
り
、
川
越
百
万
灯
夏
ま
つ
り
、
秋
の

川
越
ま
つ
り
、
小
江
戸
川
越
ハ
ー
フ
マ
ラ

ソ
ン
等
、
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
が
悉
く
中
止

と
な
り
、
市
民
の
皆
様
、
経
済
界
、
観
光

関
連
の
方
々
は
、
耐
え
難
い
重
圧
の
中
に

置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
中
、
当
観
光
協
会
で
は
、
市
民

の
皆
様
、
経
済
界
、
商
店
街
の
す
べ
て
の

方
々
が
、
少
し
で
も
そ
の
心
を
癒
し
、
励

ま
し
合
い
、
力
強
く
復
活
復
興
へ
の
意
欲

を
堅
持
し
て
い
た
だ
く
べ
く
、「
越
え
て

い
こ
う
、
川
越
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施

い
た
し
ま
し
た
。
商
店
の
皆
様
、
各
企
業

や
団
体
各
位
が
独
自
の
個
性
あ
ふ
れ
る
ポ

ス
タ
ー
や
ア
ピ
ー
ル
を
一
斉
に
掲
げ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
心
を
一
つ
に
し
て
こ
の
コ

ロ
ナ
禍
と
い
う
困
難
な
状
況
を
「
越
え
」、

復
興
へ
の
足
が
か
り
に
し
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
す
。
既
に
各
方
面
か

ら
多
大
な
ご
支
持
と
賛
意
を
賜
り
、
予
想

を
上
ま
わ
る
意
識
の
高
揚
と
な
っ
て
、
効

果
を
発
揮
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
川

越
精
神
と
皆
様
の
心
を
結
ぶ
「
絆
」
に
よ

る
一
致
団
結
に
よ
っ
て
、
必
ず
や
こ
の
難

状
を
越
え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
確
信

し
て
お
り
ま
す
。

　
当
協
会
は
こ
れ
ま
で
通
り
、
市
当
局
、

商
工
会
議
所
、
商
店
街
連
合
会
様
、
市
民

の
皆
様
と
手
を
携
え
、
地
域
の
輪
を
広
め

つ
つ
、
県
内
各
地
の
観
光
協
会
、
関
係
各

団
体
と
密
に
連
繋
し
、
品
格
あ
る
国
際
観

光
都
市
・
川
越
を
目
指
し
て
、
共
に
邁
進

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
再
開
予
定
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ゴ
ル
フ
競

技
や
、
や
が
て
来
る
市
制
百
年
の
慶
事
祝

祭
等
を
も
観
光
振
興
の
糧
と
し
つ
つ
、
皆

様
の
ご
協
力
の
も
と
に
、
観
光
再
活
性
に

向
け
、
さ
ら
な
る
努
力
を
重
ね
て
ま
い
り

た
い
と
存
じ
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
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越
え
て
い
こ
う
、
川
越

2
0
2
0
年
、
世
界
が
未
曾
有
の
事
態
に
陥
り
、
一
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

川
越
市
内
も
観
光
産
業
の
み
な
ら
ず
、
大
き
な
打
撃
を
受
け
、
今
に
至
り
ま
す
。

今
号
の
「
お
も
て
な
し
」
で
は
、
様
々
な
角
度
か
ら

川
越
が
乗
り
越
え
て
き
た
苦
難
の
歴
史
な
ど
を
振
り
返
り
ま
す
。

一
丸
と
な
っ
て
復
興
へ
の
第
一
歩
へ
、
未
来
へ
と
歩
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
越
え
て
い
こ
う
、
川
越
」
と
い
う
短
い
フ

レ
ー
ズ
に
、
私
た
ち
は
ふ
た
つ
の
想
い
を
込

め
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
、
か
つ
て
こ
の
地
に

生
き
た
先
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
今
日
の

私
た
ち
も
こ
の
苦
難
を
「
越
え
て
」
い
け
る

は
ず
だ
、
と
い
う
確
信
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
た
暁
に
は
、
ふ
た
た
び

「
川
を
越
え
て
」
こ
の
街
を
訪
れ
て
い
た
だ

き
た
い
、
と
い
う
願
い
で
す
。
先
の
見
え
な

い
不
安
に
包
ま
れ
る
時
勢
の
な
か
、
市
内
外

に
向
け
て
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
た

い
、
と
い
う
取
り
組
み
に
多
く
の
皆
様
が
お

力
を
添
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
困
難
を
越
え
た
と
き
、
川
越
は
よ
り
強
く
、

魅
力
的
な
街
に
な
る
は
ず
で
す
。
活
気
を
取

り
戻
し
た
街
に
、
多
く
の
方
が
電
車
で
、
車

で
「
川
を
越
え
て
」
訪
れ
て
く
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
の
日
を
心
待
ち
に
し
つ
つ
、
街

全
体
で
こ
の
試
練
を
「
越
え
て
」
い
け
る
こ

と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

越
え
て
い
こ
う

「
川
を
越
え
て
、
た
ど
り
着
く
」

川
越
と
い
う
地
名
は
そ
の
地
形
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
、

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

周
囲
を
川
に
囲
ま
れ
た
特
徴
を
活
か
し
、

こ
の
町
の
経
済
や
文
化
は
大
い
に
発
展
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
私
た
ち
の
先
祖
が
「
越
え
」
た
の
は
、

川
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

長
い
歴
史
の
中
で
、
い
く
つ
も
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
、

そ
の
度
に
、
力
強
く
乗
り
「
越
え
」
て
き
た
の
で
す
。

蔵
造
り
の
町
並
み
・
時
の
鐘
・
川
越
ま
つ
り
。

ど
れ
も
大
火
な
ど
の
苦
難
を
越
え
て
、
復
興
の
証
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
は
思
う
の
で
す
。

か
つ
て
こ
の
地
に
生
き
た
先
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、

か
な
ら
ず
、
今
の
困
難
を
克
服
で
き
る
は
ず
、
と
。

「
越
え
る
」
を
地
名
に
持
つ
「
川
越
」
で
す
か
ら
。

越
え
て
い
こ
う
、
川
越
。

【
主
催
】
小
江
戸
川
越
観
光
協
会

【
共
催
】
川
越
市
、
川
越
商
工
会
議
所
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兵
火
で
焼
け
る

　
平
安
時
代
の
天
長
７
年
（
８
３
０
）、
慈
覚

大
師
円
仁
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
と
伝
わ
る
古

刹
、
喜
多
院
。

　
第
59
世
喜
多
院
住
職
の
塩
入
秀
知
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
喜
多
院
は
何
度
も
荒
廃
し
て
き
た

と
い
う
。

「
記
録
に
残
る
最
も
古
い
焼
失
は
、
鎌
倉
時

代
の
元
久
２
年
（
１
２
０
５
）
の
こ
と
で
す
。

兵
乱
で
焼
失
し
、
よ
う
や
く
永
仁
４
年
（
１

２
９
６
）、
伏
見
天
皇
の
命
で
再
興
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
時
、
慈
恵
大
師
（
元
三
大
師
）
を
お

祀
り
し
、関
東
天
台
の
中
心
と
な
り
ま
し
た
」

　
喜
多
院
が
「
川
越
大
師
」
と
よ
ば
れ
る
の

は
、
慈
恵
大
師
を
お
祀
り
し
て
い
る
か
ら
。

日
本
の
製
茶
産
業
を
変
革

「
川
越
の
人
達
は
、
何
度
も
逆
境
を
乗
り
越

え
て
き
ま
し
た
」

　
川
越
の
歴
史
に
も
詳
し
い
山
田
英
次
さ
ん

（
サ
ツ
マ
イ
モ
ま
ん
が
資
料
館
長
）
は
、
そ
の
代

表
と
し
て
明
治
期
の
二
人
の
偉
人
を
あ
げ
る
。

ひ
と
り
は
、
製
茶
機
械
を
発
明
し
た
高
林
謙

三
（
１
８
３
２
〜
１
９
０
１
）
だ
。

「
お
茶
は
、
摘
む
、
蒸
す
、
揉
む
、
乾
燥
さ

せ
る
と
い
う
過
程
を
経
ま
す
が
、
明
治
の
頃

は
す
べ
て
手
揉
み
作
業
で
、
お
茶
作
り
は
重

労
働
で
し
た
。
開
国
し
た
ば
か
り
の
日
本
に

と
っ
て
、
お
茶
は
主
力
輸
出
品
。
生
産
性
向

上
の
た
め
に
機
械
化
が
急
務
で
あ
っ
た
国
家

の
た
め
、
何
よ
り
強
い
志
を
抱
い
た
の
が
高

慈
恵
大
師
の
夜
叉
の
形
相
を
か
た
ど
っ
た
と

い
う
「
角
大
師
」
は
、
魔
よ
け
・
疫
病
よ
け

の
護
符
と
し
て
知
ら
れ
る
。

「
戦
国
時
代
の
天
文
６
年
（
１
５
３
７
）。
北

条
氏
綱
、
上
杉
朝
定
の
合
戦
で
川
越
城
が
陥

落
し
、
こ
の
と
き
の
兵
火
で
堂
宇
お
よ
び
典

籍
は
こ
と
ご
と
く
焼
失
し
た
と
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。
慶
長
４
年
（
１
５
９
９
）
に
第
27
世
住

職
と
な
っ
た
天
海
僧
正
は
、
慶
長
16
年
（
１

６
１
１
）、
徳
川
家
康
公
と
接
見
し
ま
す
。
喜

多
院
は
家
康
公
の
庇
護
を
得
、
関
東
天
台
宗

大
本
山
と
し
て
、
寺
勢
を
盛
り
返
し
て
い
き

ま
す
」

　
堂
塔
伽
藍
が
再
建
さ
れ
、
喜
多
院
は
か
つ

て
の
賑
わ
い
を
取
り
戻
す
。

林
謙
三
で
し
た
」

　
農
家
出
身
の
謙
三
は
、
苦
学
の
末
、
医
師

に
な
り
、
川
越
に
医
院
を
開
く
に
い
た
っ
た
。

川
越
藩
主
・
松
平
大
和
守
の
抱
え
医
と
な
り

医
業
は
大
盛
況
。
明
治
に
な
る
と
茶
園
を
開

き
、
茶
業
も
兼
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
手
揉
み
製
茶
以
上
の
品
質
を
維
持
す
る
よ

う
な
茶
作
り
の
機
械
化
を
高
林
は
決
意
し
ま

す
。
53
歳
の
時
に
特
許
2
号
を
取
っ
た
の
を

皮
切
り
に
、
次
々
と
各
種
の
製
茶
機
を
発
明
。

そ
の
後
、
医
業
を
廃
業
し
、
発
明
に
専
念
し

ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
ら
機
械
の
購
入
者
か

ら
、
自
ら
の
操
作
の
不
慣
れ
で
う
ま
く
い
か

ず
、
不
良
品
だ
と
し
て
返
品
が
相
次
ぎ
ま
す
。

さ
ら
に
、
火
災
で
自
宅
全
焼
の
憂
き
目
に
遭

い
、
生
活
は
極
貧
と
な
り
ま
す
」

窮
地
は
好
機
に

　
と
こ
ろ
が
寛
永
15
年
（
１
６
３
８
）
１
月
、

「
寛
永
大
火
」
に
よ
り
、現
存
す
る
山
門
（
寛

永
９
年
建
立
）
を
除
き
、
堂
宇
の
す
べ
て
が

焼
失
し
て
し
ま
う
。

「
堂
宇
の
焼
失
は
、
こ
れ
で
３
度
目
で
す
。

し
か
も
川
越
大
火
の
時
は
、
造
っ
て
20
数
年

で
す
。落
胆
は
大
き
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
」

　
３
代
徳
川
家
光
は
、
す
ぐ
に
川
越
藩
主
の

堀
田
正
盛
に
命
じ
復
興
に
取
り
か
か
る
。
こ

の
時
、
江
戸
城
紅
葉
山
別
殿
を
移
築
し
た
の

が
、
国
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
客
殿
と

書
院
だ
。

「
こ
の
時
の
資
材
を
江
戸
か
ら
運
び
込
ん
だ

の
が
、
新
河
岸
川
の
舟
運
の
は
じ
ま
り
だ
と

　
ど
ん
底
で
あ
る
。

「
高
林
は
諦
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
66
歳
で
、

素
人
の
誰
も
が
操
作
し
て
も
高
品
質
な
茶
が

作
れ
る
茶
葉
粗
揉
機
を
完
成
さ
せ
、
静
岡
の

工
場
で
製
造
を
始
め
ま
す
。
現
在
の
日
本
の

製
茶
機
は
、
高
林
式
の
原
理
が
土
台
と
な
っ

て
い
ま
す
。
彼
が
日
本
の
お
茶
産
業
に
変
革

を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
」

サ
ツ
マ
イ
モ
増
収
法
で
成
功

　
も
う
ひ
と
り
の
偉
人
が
、
川
越
の
今
福
生

ま
れ
の
赤
沢
仁
兵
衛（
１
８
３
７
〜
１
９
２
０
）だ
。

「
赤
沢
家
は
、
松
平
信
綱
の
新
田
開
発
時
に

入
植
し
た
古
い
農
家
で
す
が
、
仁
兵
衛
が
結

婚
し
た
当
時
は
借
金
ま
み
れ
。
仁
兵
衛
は
一

念
発
起
し
、
甘
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
作
り
で
借

金
を
返
済
し
よ
う
と
決
意
し
ま
す
。
赤
沢
家

の
畑
で
は
、
他
に
お
金
に
な
る
主
力
作
物
が

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
河
川
の
整

備
も
進
み
、
後
の
川
越
の
発
展
を
大
い
に
助

け
ま
し
た
。
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
か
っ

た
の
で
す
」

　
明
治
に
な
る
と
廃
仏
毀
釈
の
波
を
か
ぶ
る
。

各
地
の
寺
院
は
こ
の
時
期
、
追
い
込
ま
れ
て

い
く
。
喜
多
院
で
は
五
百
羅
漢
の
首
が
落
と

さ
れ
た
。

「
困
っ
た
僧
侶
た
ち
は
、
大
師
信
仰
を
周
囲

に
広
め
る
べ
く
、
行
脚
を
始
め
ま
す
。
こ
れ

が
、『
川
越
大
師
』
の
名
を
広
め
る
契
機
に

な
り
ま
し
た
」

　
正
月
恒
例
の
だ
る
ま
市
も
新
型
コ
ロ
ナ
で

中
止
と
な
っ
た
。

「
こ
れ
を
機
に
、
新
た
な
工
夫
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」

な
か
っ
た
の
で
す
」

　
苗
床
の
作
り
方
、
種
芋
の
選
び
方
、
畝
の

立
て
方
…
…
と
栽
培
に
関
す
る
全
て
を
、
昼

夜
を
問
わ
ず
徹
底
的
に
研
究
し
た
。
そ
の
結

果
、
数
年
後
に
は
従
来
の
栽
培
法
に
比
べ
2

倍
以
上
も
収
穫
で
き
る
増
収
法
を
確
立
し
た
。

「
収
穫
の
多
さ
を
妬
ん
だ
者
が
、〝
他
人
の

畑
か
ら
盗
ん
だ
に
違
い
な
い
〞
と
役
所
に
訴

え
、
取
り
調
べ
を
う
け
た
こ
と
も
あ
る
ん
で

す
」

　
そ
の
増
収
栽
培
法
に
、
さ
ら
に
磨
き
を
か

け
、
借
金
ま
み
れ
の
貧
農
か
ら
、
豪
農
へ
と

転
じ
た
仁
兵
衛
だ
が
、
そ
の
栽
培
法
を
ひ
と

り
占
め
し
な
か
っ
た
。

「
請
わ
れ
れ
ば
誰
に
で
も
教
え
、
後
年
に
は
、

農
書
『
赤
沢
式
甘
藷
実
験
栽
培
法
』
も
出
版
。

多
く
の
農
家
の
た
め
に
尽
く
し
ま
し
た
。
逆

境
か
ら
の
大
逆
転
劇
で
し
た
」

近代製茶機の祖、高林
謙三（1832～1901）

高林式茶葉粗揉機
(高麗郷民俗資料館）

川越地方の「サツマイ
モ先生」赤沢仁兵衛
（1837～1920）

　
平
安
時
代
に
創
建
さ
れ
た
古
刹
・
喜
多
院

は
、
堂
宇
を
三
度
、
延
焼
し
て
い
る
と
い
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
直
面
し
な
が
ら
、
そ
の

都
度
、
甦
っ
て
き
た
歴
史
を
喜
多
院
・
塩
入

秀
知
住
職
に
う
か
が
う
。

江
戸
時
代
の

苦
難
と
復
興

塩入秀知（しおいり・しゅうち）
第59世喜多院住職。平成13年より同職。ほ
か公益社団法人小江戸川越観光協会理事、川
越市文化財保護協会顧問、川越市仏教会副会
長、天台宗祖師先徳讃仰大法会事務局顧問、
天台宗海外事業団評議員、天台宗埼玉教区布
教師会副会長などを務める。

山田英次（やまだ・えいじ）
サツマイモまんが資料館長、サン文化企画研
究所代表、イラストライター。1982年より
川越のサツマイモ文化保存の市民運動に関わ
る。川越いも友の会事務局長、川越サツマイ
モ商品振興会事務局などを務める。著書に『イ
ラスト赤沢仁兵衛物語』など。

喜多院で領布されてい
る護符「角大師」。

寛永16年（1639）に
いちはやく再建された
「慈恵堂」。

　
製
茶
機
械
の
発
明
家
・
高
林
謙
三
に
、
サ

ツ
マ
イ
モ
の
増
収
栽
培
法
を
広
め
た
赤
沢
仁

兵
衛
。
明
治
時
代
の
川
越
に
生
き
た
二
人
は
、

逆
境
の
ど
ん
底
か
ら
も
立
ち
上
が
り
、
世
の

た
め
に
尽
く
し
た
偉
人
だ
っ
た
。

逆
境
に
も

負
け
な
か
っ
た

川
越
の
偉
人
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時
の
鐘
再
建

　
明
治
26
年
３
月
17
日
午
後
８
時
半
頃
、
養

寿
院
門
前
近
く
よ
り
出
火
し
た
火
は
、
折
か

ら
の
か
ら
っ
風
に
あ
お
ら
れ
、
翌
18
日
午
前

５
時
に
鎮
火
す
る
ま
で
、
１
３
０
２
戸
を
消

失
し
た
。
街
全
体
の
４
割
が
焼
け
る
甚
大
な

被
害
だ
っ
た
。
こ
れ
が
世
に
い
う
「
川
越
大

火
」
で
あ
る
。

「
川
越
の
シ
ン
ボ
ル
の
時
の
鐘
で
す
が
、
実

は
、
川
越
大
火
で
全
焼
し
て
い
る
ん
で
す
」

　
川
越
の
暮
ら
し
を
聞
き
書
き
す
る
町
雑
誌

「
小
江
戸
も
の
が
た
り
」
編
集
発
行
人
で
あ

る
藤
井
美
登
利
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、

再
建
に
尽
力
し
た
の
が
、
川
越
の
生
糸
商
人

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

明
治
天
皇
の
鐘

「
川
越
大
火
」
の
後
日
談
に
、
も
う
ひ
と
つ
、

面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

　
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
元
川
越
市
立
博
物

館
学
芸
員
の
宮
原
一
郎
さ
ん
だ
。

「
戦
時
中
、
全
国
各
地
の
お
寺
の
鐘
や
銅
像

が
、
武
器
を
作
る
た
め
、
軍
か
ら
供
出
命
令

を
受
け
ま
し
た
。
当
然
、
時
の
鐘
に
も
そ
の

命
令
が
下
っ
た
の
で
す
が
、
難
を
逃
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
川
越
大
火
に
対
す
る
特
賜
金

と
し
て
、
明
治
天
皇
よ
り
金
一
千
五
百
円
が

下
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
時
の
鐘
再
建
の
資
金

に
使
わ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
し
た
た
め
で
し

た
。
川
越
の
人
た
ち
が
、
時
の
鐘
を
大
事
に

し
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
」

い
う
。

「
川
越
商
業
銀
行
を
創
設
し
た
竹
谷
兼
吉
ら

川
越
商
人
や
渋
沢
栄
一
・
高
田
早
苗
ら
が
寄

付
を
集
め
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
、
大
口
の

寄
付
を
し
た
の
が
、
横
浜
の
生
糸
商
人
た
ち

で
し
た
。
原
善
三
郎
、
平
沼
専
蔵
（
専
三
）、

茂
木
惣
兵
衛
ら
で
す
。
当
時
、
茂
木
商
店
の

番
頭
だ
っ
た
の
が
川
越
南
町
出
身
の
安
斎
羊

造
で
し
た
。
安
斎
家
も
全
焼
し
て
い
ま
す
。

ご
子
孫
と
お
話
し
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で

す
が
、
安
齋
さ
ん
が
横
浜
で
寄
付
集
め
に
奔

走
し
た
ら
し
い
と
い
う
の
で
す
」

　
当
時
の
横
浜
港
か
ら
の
輸
出
品
は
、
生
糸

が
占
め
て
い
た
。

「
明
治
時
代
の
川
越
は
、
物
資
の
集
積
地
で

し
た
。
横
浜
開
港
資
料
館
所
蔵
資
料
に
は
、

　
こ
の
時
の
再
建
の
手
本
に
な
っ
た
の
は
、

東
京
・
日
本
橋
の
蔵
屋
敷
街
だ
と
い
う
。

「『
熈
代
勝
覧
』（
１
８
０
５
）
と
い
う
江
戸
・

日
本
橋
を
描
い
た
絵
巻
が
あ
る
の
で
す
が
、

今
の
川
越
の
町
並
み
は
、
こ
の
絵
巻
に
非
常

に
よ
く
似
て
い
ま
す
。

　
川
越
の
人
々
は
、
大
火
後
の
町
の
復
興
に

あ
た
り
、
焼
け
残
っ
た
大
沢
家
住
宅
（
１
７

９
２
年
建
造
）
の
よ
う
な
、
火
事
に
強
い
建
物

と
し
て
蔵
造
り
を
選
び
ま
し
た
」

災
害
か
ら
み
る
歴
史

　
江
戸
時
代
を
専
門
と
す
る
宮
原
さ
ん
に
よ

れ
ば
、
川
越
は
何
度
も
災
害
に
あ
い
な
が
ら
、

そ
の
た
び
、
見
事
に
復
活
を
遂
げ
て
き
た
の

『
武
蔵
川
越
大
東
商
會
』
と
印
刷
さ
れ
た
生

糸
商
標
が
あ
り
ま
す
の
で
、
川
越
か
ら
も
多

く
の
生
糸
が
横
浜
に
送
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

横
浜
の
生
糸
商
と
川
越
の
生
糸
商
人
と
の
繋

が
り
が
、
こ
こ
か
ら
も
見
え
て
き
ま
す
」

大
火
と
蔵
造
り

「
誇
ら
し
い
の
は
、
集
ま
っ
た
寄
付
金
の
３

分
の
１
を
町
の
警
備
費
、
３
分
の
１
を
消
防

機
械
費
、
残
り
を
時
の
鐘
の
再
建
に
あ
て
た

こ
と
で
す
。
川
越
の
人
た
ち
が
、
ま
ず
時
の

鐘
、と
い
う
の
が
嬉
し
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」

　
川
越
の
大
火
は
、
被
害
が
大
き
か
っ
た
反

面
、
副
産
物
も
生
み
出
し
た
。

「
当
時
の
川
越
は
織
物
業
が
盛
ん
で
、
英
国

製
の
紡
績
糸
で
織
ら
せ
た
川
越
唐
桟
は
江
戸

だ
と
い
う
。

「
８
代
将
軍
吉
宗
の
代
、
寛
保
２
年
（
１
７

４
２
）に
関
東
甲
信
越
地
方
全
域
を
『
寛
保
の

大
洪
水
』
が
襲
い
ま
し
た
。
埼
玉
県
内
に
限

っ
て
言
え
ば
、
荒
川
と
利
根
川
が
決
壊
。
川

越
藩
領
内
で
も
被
害
は
28
村
に
及
び
、
96
カ

所
の
堤
防
が
切
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
」

　
未
曾
有
の
洪
水
で
あ
る
。

「
こ
の
時
、
立
ち
上
が
っ
た
の
が
武
蔵
国
久

下
戸
村
（
川
越
市
大
字
久
下
戸
）
の
名
主
、
奥

貫
友
山
（
１
７
０
８
〜
１
７
８
７
）
で
す
。
友

山
は
私
財
を
な
げ
う
っ
て
、
周
辺
48
カ
村
の

お
よ
そ
10
万
人
の
人
を
救
っ
た
と
言
わ
れ
、

1
年
間
に
わ
た
り
被
災
者
を
救
済
し
続
け
ま

で
人
気
を
博
し
て
い
ま
し
た
。
川
越
の
街
は

呉
服
店
や
織
物
商
が
多
く
軒
を
並
べ
て
お
り
、

こ
の
大
火
で
、
呉
服
太
物
商
・
近
江
屋
（
現

在
の
大
沢
家
住
宅
）
な
ど
、
数
件
の
蔵
造
り
が

焼
失
を
免
れ
ま
す
。
川
越
の
商
人
は
こ
れ
を

見
て
、
こ
ぞ
っ
て
火
事
に
強
い
土
蔵
作
り
の

店
舗
を
建
て
ま
し
た
。
火
災
保
険
の
な
い
時

代
の
火
事
の
怖
さ
は
、
豪
商
ほ
ど
切
実
だ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
川
越
大
火
か

ら
の
復
興
が
、
今
の
蔵
造
り
の
町
並
み
を
作

っ
て
い
た
の
で
す
。」

　
藤
井
さ
ん
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
川
越
き
も
の
散
歩

の
代
表
も
務
め
る
。

「
川
越
の
大
火
か
ら
の
復
活
に
思
い
を
馳
せ

な
が
ら
、
蔵
造
り
の
町
並
み
を
着
物
で
歩
き
、

川
越
の
歴
史
を
体
感
し
て
も
ら
え
た
ら
」

し
た
」

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
川
越
災
害
な
ど
を
記
録

し
た
覚
え
書
き
も
存
在
し
て
い
る
。

「
榎
本
弥
左
衛
門
（
１
６
２
５
〜
８
６
）
と
い

う
江
戸
前
期
の
川
越
の
商
人
が
い
ま
す
。
彼

は
い
わ
ゆ
る
『
榎
本
弥
左
衛
門
覚
書
』
と
い

う
、
当
時
の
川
越
や
江
戸
の
様
子
を
記
し
た

記
録
を
残
し
て
い
ま
す
。
こ
の
記
録
で
は
塩

商
人
と
し
て
の
弥
左
衛
門
の
活
動
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
彼
が
江
戸
で
い
わ
ゆ
る
明
暦
の

大
火
で
被
災
し
た
こ
と
や
、
川
越
で
の
水

害
・
大
風
な
ど
、
様
々
な
災
害
に
見
舞
わ
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
」

　
災
害
の
影
に
川
越
の
復
活
あ
り
。

　
水
害
、
火
事
、
地
震
、
大
風
…
…
。
何
度

も
災
害
に
遭
い
、
逆
境
に
突
き
落
と
さ
れ
な

が
ら
も
、
そ
の
た
び
復
活
を
と
げ
て
き
た
川

越
と
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
。
そ
の
歴
史
の
一

端
を
垣
間
見
る
。

藤井美登利（ふじい・みどり）
NPO川越きもの散歩代表。川越の暮らしを
聞き書きする町雑誌「小江戸ものがたり」編
集発行人。東京国際大学非常勤講師。さいた
ま絹文化研究会（秩父神社・高麗神社・川越
氷川神社）会報発行。『前橋・川越・横浜絹
のものがたり』https://silk-story.jimdofree.
com/

宮原一郎（みやはら・いちろう）
川越市教育委員会文化財保護課職員。

　
時
の
鐘
も
焼
き
尽
く
し
た
明
治
の
「
川
越

大
火
」。
こ
の
復
興
の
裏
側
に
は
、
奔
走
し

た
川
越
商
人
た
ち
の
姿
が
あ
っ
た
と
い
う
。

川
越
の
町
の
人
々
の
心
意
気
を
、
時
の
鐘
の

再
興
に
み
る
。

明
治
の
生
糸
と

時
の
鐘

今なお残る幸町の蔵造
り。

「川越町焼失之図」
川越市立博物館蔵

「武蔵三芳野名勝図
絵」（川越市指定文化
財）中島孝昌　享保元
年（1801）個人蔵

川越で代々町名主を務
めた榎本家四代目・弥
左衛門忠重の肖像。榎
本隆一氏個人蔵

川
越
・

歴
史
諸
想
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寛
永
大
火

　
埼
玉
県
神
社
庁
学
芸
員
の
髙
橋
寛
司
さ
ん

に
よ
れ
ば
、
今
の
川
越
を
作
っ
た
の
は
、
寛

永
大
火
と
川
越
ま
つ
り
（
川
越
氷
川
祭
）
だ
と

い
う
。

　
そ
の
主
役
は
「
知
恵
伊
豆
」
と
呼
ば
れ
た

川
越
藩
主
・
松
平
信
綱
だ
。

「
信
綱
は
９
歳
で
竹
千
代
（
の
ち
の
３
代
将
軍

家
光
）
の
小
姓
と
な
り
ま
す
。
家
光
が
将
軍

に
な
る
の
に
あ
わ
せ
て
幕
府
で
出
世
し
て
い

く
の
で
す
が
、
そ
の
時
、
幕
府
の
や
り
か
た

を
信
綱
は
つ
ぶ
さ
に
見
て
い
ま
し
た
。
そ
の

ひ
と
つ
が
祭
で
す
。
幕
府
は
江
戸
の
拡
大
に

併
せ
て
神
田
祭
や
山
王
祭
を
天
下
祭
と
し
ま

す
が
、
祭
に
は
古
い
住
民
と
新
し
い
住
民
を

融
合
し
、
町
を
組
織
化
す
る
効
用
が
あ
り
ま

す
。
祭
＝
ま
ち
づ
く
り
な
の
で
す
」

　
寛
永
15
年
（
１
６
３
８
）、
川
越
城
や
喜
多

院
を
は
じ
め
、
城
下
の
大
半
が
焼
失
す
る
。

寛
永
大
火
だ
。

「
老
中
首
座
と
な
っ
て
い
た
信
綱
は
、
寛
永

大
火
の
翌
年
に
川
越
城
主
と
な
り
ま
す
。
し

か
し
す
ぐ
に
目
立
っ
た
動
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。

頻
繁
に
国
替
え
が
あ
る
の
で
、
腰
を
据
え
ら

れ
な
い
の
で
す
」

　
髙
橋
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
正
保
４
年
（
１
６

４
７
）
の
加
増
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
。

「
加
増
は
、
こ
の
地
で
確
定
し
た
と
い
う
サ

イ
ン
で
す
。
信
綱
は
こ
の
時
、
祭
の
準
備
を

開
始
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
翌
年
の

慶
安
元
年
（
１
６
４
８
）
に
、
氷
川
神
社
に
神

輿
や
祭
礼
道
具
を
寄
進
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

製
作
時
間
を
考
え
れ
ば
、
正
保
４
年
か
ら
動

き
始
め
た
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。
川
越

藩
主
に
な
っ
て
真
っ
先
に
取
り
組
ん
だ
こ
と

は
、
祭
の
準
備
だ
っ
た
の
で
す
」

祭
の
効
用

　
と
こ
ろ
が
災
難
が
続
く
。
信
綱
が
神
輿
を

寄
進
し
た
年
に
養
父
が
死
去
。
翌
慶
安
２
年

（
１
６
４
９
）
は
、
慶
安
川
越
地
震
が
起
こ
り
、

町
屋
７
０
０
軒
が
大
破
。
江
戸
で
も
江
戸
城

の
石
垣
が
壊
れ
る
な
ど
、
老
中
の
信
綱
は
対

応
に
追
わ
れ
る
。

「
祭
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
慶
安
３
年

に
よ
う
や
く
川
越
城
築
造
が
始
ま
り
、
町
割

り
も
固
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
慶
安

４
年
（
１
６
５
１
）
4
月
、
家
光
が
病
没
す
る

の
で
す
。
ま
た
も
祭
を
延
期
す
べ
き
、
と
い

う
状
況
で
し
た
が
、
信
綱
は
服
喪
明
け
を
待

っ
て
、
9
月
25
日
に
ず
れ
て
も
氷
川
神
社
の

神
幸
祭
を
強
行
し
ま
す
」

　
信
綱
は
な
ぜ
祭
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。

「
町
の
復
興
と
再
出
発
の
た
め
に
、
祭
は
必

要
で
し
た
。
祭
と
な
れ
ば
新
生
十
ヶ
町
の
組

織
化
も
早
ま
り
、
江
戸
か
ら
商
人
と
見
物
人

が
集
ま
る
の
で
、
経
済
効
果
が
大
き
か
っ
た

の
で
す
。
最
初
の
頃
は
町
ご
と
の
仮
装
行
列

だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
が
町
内
を
ひ
と

つ
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
川
越
城
下

が
一
体
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
」

　
寛
永
大
火
後
の
信
綱
に
よ
る
町
割
と
祭
が
、

今
の
川
越
を
造
っ
た
の
で
あ
る
。

髙橋寛司（たかはし・ひろし）
埼玉県神社庁学芸員。専門は民俗学。2000
年4月から2003年3月まで川越市教育委員会
川越氷川祭り調査委員会調査員として調査お
よび『川越氷川祭りの山車行事 調査報告書・
本文編』「第２章 川越氷川神社の歴史」「第
４章 組織と行事」を執筆。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

参
加
し
た
皆
様
の
声

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
多
く
の
企
業
・
団
体
・
個
人
の
み
な
さ
ま
に
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
制
作
し
ま
し
た
ポ
ス
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
は
7
0
0
種
、

延
べ
1
6
0
0
枚
超
に
な
り
ま
し
た
。
ご
賛
同
賜
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

苦しい状況から『守る』ことで精一
杯でしたが、参画し『越える』とい
う言葉を意識することで、今だから
こそ出来ること、すべきことが見え
てきました。

ウニクス川越

「越えていこう、川越」プロジェク
トに参加し改めて皆さんの川越愛に
触れ、今後も世界の垣根を越えて
人々の心に残る作品を上映し続けて
いきたいと強く思いました。

川越スカラ座

市内全域での取り組みに参加する事
ができ多種多様な市内各地でガンバ
ル仲間達の存在を知る事ができて嬉
しかったです！

寿庵  蔵のまち店

一斉休校で貴重な時間を奪われたの
みならず、学校再開後も、思うに任
せない学校生活を送る生徒たちを励
まし、輝ける未来に目を向けてもら
うために、応募しました。

川越市立高階中学校 PTA
このプロジェクトの趣旨に非常に感
銘を受け、ぜひ協力したいと思い参
加させていただきました。宣伝もで
き、とても有意義なものだと思って
います。

芋掘り観光  山田園
文政9年（1826年）に描か
れた「川越氷川祭礼絵巻」。

山車の構造は二層の鉾
と人形から成る江戸型
が発展したもの。その
優美で機能的なたたず
まいは、まさに「絢爛
豪華」。

　
３
代
将
軍
徳
川
家
光
、
４
代
家
綱
に
仕
え
、

「
知
恵
伊
豆
」
と
称
さ
れ
た
幕
閣
・
松
平
信

綱
。
寛
永
大
火
と
い
う
惨
事
を
も
の
と
も
せ

ず
、
町
割
と
祭
に
よ
っ
て
、
信
綱
は
川
越
の

礎
を
築
い
て
い
く
。

寛
永
の
大
火
と

氷
川
祭
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「越えていこう、川越」
多くの皆様にご覧いただきました。

約700の
デザインの

ポスターを作成！

Concept movie
「
越
え
て
い
こ
う
、川
越
」

コ
ン
セ
プ
ト
ム
ー
ビ
ー

公
開
中
！

場所 「川越市立中央図書館 3階」
期間 令和2年9月23日（水）～

場所 「川越氷川神社」
期間 令和2年10月14日（水）～11月30日（月）

場所 「まるまるひがしにほん 東日本連携センター 2階」
期間 令和2年10月16日（金）～10月18日（日）

場所 「川越駅自由通路」
期間 令和2年9月4日（金）～11月13日（金）

川越市内を中心に、埼玉県庁など関連の施設でも、「越えていこう、川越」の
ポスター掲示などを行いました。ご協力いただき、ありがとうございました。

「
川
を
越
え
て
、
た
ど
り
つ
く
―
―
」

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
テ

ー
マ
に
、
川
越
市
内
を
撮
影
し
た
動
画

をYouTube

に
て
公
開
し
て
い
ま
す
。

　
中
心
部
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ー
マ
で

あ
る
地
域
に
流
れ
る
川
の
風
景
や
、
住

む
人
の
た
め
の
商
店
街
な
ど
を
ド
ロ
ー

ン
な
ど
も
使
用
し
、
撮
影
し
ま
し
た
。

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新入会員紹介

「安心・安全と最上の
サービスで、期待を超
える感動を創造しま
す。ぜひ当社にお声が
けください」

川越市脇田本町13-5
川越第一生命ビル5F
電話 049-257-4365
営業時間 9時30分-17時30分
定休日 土曜日・日曜日・祝日

「
人
」
を
主
人
公
・
財
産
と
し
、

「W
arm
 H
eart

〜
あ
り
が
と
う
の

連
鎖
を
〜
」
を
経
営
理
念
に
掲
げ
る

「
東
武
ト
ッ
プ
ツ
ア
ー
ズ
」。「
Ｉ
Ｃ

Ｔ
で
社
会
の
利
便
性
は
向
上
し
ま
し

た
が
、
人
が
幸
せ
を
感
じ
る
社
会
を

実
現
す
る
カ
ギ
は
、
や
は
り
人
と
人

と
が
交
錯
し
、
新
た
な
出
会
い
を
生

み
だ
す
旅
行
・
観
光
産
業
に
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
川
越
か
ら
、

旅
を
通
し
て
日
本
を
元
気
に
し
た
い

で
す
ね
」
と
、
埼
玉
西
支
店
長
の
関

根
さ
ん
。
川
越
駅
西
口
か
ら
徒
歩
５

分
の
東
武
ト
ッ
プ
ツ
ア
ー
ズ
で
素
敵

な
旅
を
探
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。

　
江
戸
か
ら
令
和
へ
、
移
り
ゆ
く
時

代
を
表
現
す
る
小
江
戸
川
越
に
、
２

０
２
０
年
7
月
「
旅
籠
小
江
戸
や

〜H
atago C

O
ED
O
YA

〜
」
が
オ
ー

プ
ン
。「
本
川
越
駅
か
ら
徒
歩
8
分
、

川
越
観
光
の
中
心
地
に
も
隣
接
と
い

う
ビ
ジ
ネ
ス
に
も
散
策
に
も
最
適
な

立
地
で
、
国
内
外
の
お
客
様
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
」
と
、
総
支
配
人
の

藤
原
さ
ん
。
お
土
産
な
ど
を
扱
う
売

店
の
ほ
か
、
1
階
に
は
6
店
舗
の
飲

食
店
が
立
ち
並
ぶ
フ
ー
ド
コ
ー
ト

「
縁
結
び
横
丁
」
も
併
設
。
宿
泊
外

で
カ
フ
ェ
や
ラ
ン
チ
の
利
用
も
可
能

で
す
。
旅
籠
小
江
戸
や
を
起
点
に
、

川
越
散
策
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

2
0
2
0
年
9
月
に
オ
ー
プ
ン
し

た
、
鮮
度
に
こ
だ
わ
っ
た
焼
き
鳥
と

市
場
直
送
の
鮮
魚
・
お
刺
身
を
楽
し

め
る
お
店
「
や
き
と
り
お
い
ち
ゃ

ん
」。

　
活
気
の
あ
る
店
内
で
は
、
店
主
の

「
お
い
ち
ゃ
ん
」
こ
と
及
川
さ
ん
は

じ
め
ス
タ
ッ
フ
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
て

い
ま
す
。「
品
質
・
鮮
度
に
こ
だ
わ

っ
た
お
肉
の
お
い
し
さ
を
ご
堪
能
く

だ
さ
い
」
と
及
川
さ
ん
。
本
川
越
か

ら
約
8
分
、
小
江
戸
川
越
の
蔵
造
り

の
町
並
み
に
も
ほ
ど
近
く
、
焼
き
鳥

は
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
も
可
能
で
す
。
川

越
散
策
帰
り
や
仕
事
帰
り
に
立
ち
寄

っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

東武トップツアーズ

「お一人様からカップ
ル、ファミリーや6名
～10名といった団体
様にもご利用いただけ
る和モダンを基調とし
た６つの部屋タイプを
完備しております」

川越市連雀町8-1
電話 049-277-4901
チェックイン……16時-23時
チェックアウト…10時
HP hatago-coedoya.com
Instagram hatago_coedoya

旅籠 小江戸や ～Hatago COEDOYA～

「やきとり約20種類、
お酒は100種類以上、
一品料理も多数と、種
類豊富にご用意してお
ります」

川越市連雀町8-3
電話 049-203-1234
営業時間 11時-22時
定休日 火曜日、第2水曜日
Instagram yakitori_oichan

やきとり おいちゃん

入会金及び年会費

■■入会金免除
■■年会費 10,000円以上
（2,000円／１口を５口以上）

より良い街づくり、観光振興のために
小江戸川越観光協会は新規会員を募集
しております。会員の皆様からも積極
的にご紹介いただけますと幸いです。

新規会員募集中！
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◉
お
客
様
に
マ
ス
ク
の
着
用
の
お
願
い

◉
案
内
所
内
で
の
密
集
防
止

（
長
期
滞
在
、
混
雑
時
の
入
所
、
大
勢
で
の
入
所
は
避
け
て
頂
く
）

◉
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
徹
底

◉
換
気
の
徹
底

◉
消
毒
の
徹
底

◉
手
指
消
毒
液
の
設
置

◉
応
対
場
所
に
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
設
置

◉
金
銭
授
受
は
コ
イ
ン
ト
レ
ー
を
使
用

◉
ス
タ
ッ
フ
の
マ
ス
ク
着
用

◉
体
調
が
悪
い
ス
タ
ッ
フ
の
出
勤
制
限

川
越
市
内
の
各
案
内
所
（
川
越
駅
・
本
川
越
駅
・
札
の
辻
・
仲
町
）
で
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
対
策
を
徹
底
し
て
お
り
ま
す
。

ご
協
力
を
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

観
光
案
内
所
の

感
染
予
防
対
策
に
つ
い
て

川越駅観光案内所札の辻観光案内所仲町観光案内所 本川越駅観光案内所

発行 公益社団法人　小江戸川越観光協会
 〒350-0062　埼玉県川越市元町1-15-8 
 TEL： 049-227-8233
印刷 株式会社 櫻井印刷所

撮影 中里楓
デザイン 吉野博之
執筆 角山祥道　羽鳥幸子
編集 櫻井理恵
表紙およびP2-3写真提供　川越市広報課

本誌は著作権法の保護を受けています。
内容を無断で転写、複製、転載することは禁じられています。

小江戸川越

おもてなし
令和3年1月15日　発行

　予想も出来なかったまさかのコロナ禍に見舞われた昨年、
国内の飲食業や観光全般が大きな打撃を受けました。市内の
さまざまな行事やイベントの中止も続いています。
　これほど大きな感染症の拡大は私たちにとって初めての経
験でしたが、歴史を紐とけば今に活かせる多くの教訓が残っ
ているはずです。そこで今号では、川越の先人たちが乗り越
えた困難についての特集を組みました。インタビューにご協
力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。
　「越えていこう、川越」のキャッチコピーに込めた想いが
表わすように、川越は試練を克服するたびに強くなってきた
街です。まだまだウィズコロナが続くことも予想されますが、
会員皆さまとともに安全・安心なまち「川越」を構築し、以
前のような活気が一日でも早く戻ってくることを期待してお
ります。

（公社）小江戸川越観光協会　専務理事
根岸督好

《
編
集
後
記
》

川
越
城
下
か
さ
ね
地
図

江戸時代末期の川越の城下図と、現
代地図を重ねました。
原図は町名・武家名などが記載され
た、狩野文庫「川越城下圖」。
風情のある和綴の地図を片手に、古
の街の姿に想いを馳せながら小江戸
散策をお楽しみください。

【内容】

第一図　川越城周辺
第二図　一番街周辺
第三図　喜多院周辺
※全域の掲載はありません。

【発売元】

文星舎（株式会社櫻井印刷所）
川越市元町2-4 -5
049 -222 -0935
bunseisha@sakurai-p.co.jp

定価 3,300円（税込）
B4判（364×257㎜）
28P・オールカラー・和綴製本

櫻井印刷所本社にてご購入いただけます。
（平日10：00-16：00 土日祝休）
※郵送をご希望の場合は、
ECサイト「文星舎」をご利用ください。

https://sakuraip.offi cial.ec
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