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　「いくさ」を仕
し

事
ごと

とする武
ぶ し

士たちは、住
す

まい
（館
やかた

）のまわりに「堀」を掘
ほ

って、敵
てき

に攻
せ

め込
こ

ま
れないよう、工

く

夫
ふう

しました。館はやがて城
しろ

とな
り、大

おお

きく、より攻め込まれないような堀が造
つく

られるようになりました。

　上
う わ

戸
ど

小
しょう

学
が っ

校
こ う

の西
に し

側
が わ

にある国
く に

指
し

定
て い

史
し

跡
せ き

河
か わ

越
ご え

館
やかた

跡
あ と

には、鎌
か ま く ら

倉時
じ

代
だ い

に活
か つ や く

躍した武士河
か わ

越
ご え

氏
し

の
館がありました。発

は っ く つ

掘調
ちょう

査
さ

では、そのころに
造られた堀

ほ り

跡
あ と

が見
み

つかっています。上
う わ は ば

幅が6
～8ｍで、深

ふ か

さは2ｍ程
て い

度
ど

。堀
ほ り そ こ

底が狭
せ ま

くVの
字
じ け い

形の断
だ ん め ん

面をしています。堀の脇
わ き

には掘った
土
つ ち

を盛
も

り上げた「土
ど

塁
る い

」と呼
よ

ばれる土
ど て

手があっ
たと考

かんが

えられ、実
じ っ し つ て き

質的には底から４ｍ程
ほ ど

の斜
し ゃ

面
め ん

を登
の ぼ

らなければ、敵
て き

は中
な か

に入
は い

れなかったこ
とでしょう。

　江
え ど

戸時
じ

代
だ い

になると、いくさがない世
よ

の中に
なったので、城は戦

せ ん そ う

争のためでなく、そこに
住む大

だ い

名
みょう

の格
か く

を示
し め

すためのシンボルになりま
した。堀は敵を防

ふ せ

ぐための急
きゅう

斜面ではなく、
緩
ゆ る

やかな崩
く ず

れにくい斜面で造られるようにな
りました。
　武士の住まいを守

ま も

るための堀は、時
じ

代
だ い

に
よって形

かたち

を変
か

えていきました。整
せ い

備
び

された堀
跡は、河越館跡史

し

跡
せ き

公
こ う

園
え ん

や川越城中
な か

ノ
の

門
も ん

堀
ぼ り

跡
あ と

で見ることができます。

　川
か わ

越
ご え

城
じょう

は室
む ろ ま ち

町時
じ

代
だ い

中
な か ご ろ

頃に上
う え す ぎ

杉持
も ち と も

朝の命
め い

によ
り太

お お

田
た

道
ど う

真
し ん

・道
ど う

灌
か ん

父
ふ

子
し

らによって造られまし
たが、戦

せ ん ご く

国時
じ だ い

代に北
ほうじょう

条氏
し

が奪
う ば

い取
と

ると、川越
城はよりいくさ向

む

きの城に造り替
か

えられまし
た。堀の一

い ち ぶ

部には堀底に四
し か く

角い穴
あ な

を並
な ら

べて
掘った「障

しょう

子
じ

堀
ぼ り

」と呼ばれる変
か

わった堀が設
も う

けられました。田
た

んぼのように畔
あ ぜ み ち

道が残
の こ

った
様
よ う

子
す

が障子のように見
み

えるため、この名
な

がつ
けられましたが、畔を踏

ふ

み外
は ず

すとすり鉢
ば ち

のよ
うな穴の中に落

お

ちるので、敵は一
い ち

列
れ つ

に並んで
歩
あ る

くしかありません。

知って
ちょっと
得意になれる！ 「堀

ほ り

」のはなし

第36回

　このコーナーでは、子どもたちにわがまち川越のことを知って
ほしいとの思いから、川越の文化財をわかりやすく紹介します。

戦国時代の障子堀（川越城跡）…堀底に四角い穴が掘られている。

鎌倉時代の堀跡（河越館跡）…斜面が急で、堀底が狭い。

江戸時代の堀（整備前の「中ノ門堀」）…鎌倉時代に比べて斜面が
緩やか。
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【
Ｑ
】小
学
５
年
生
の
娘
を
持
つ
親
で
す
。

　

娘
は
毎
日
し
っ
か
り
と
宿
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

宿
題
が
終
わ
る
と
、そ
れ
以
上
勉
強
を
し
よ
う
と
せ
ず
、自

分
で
考
え
て
学
習
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

で
す
。
娘
に
理
由
を
聞
く
と
、「
な
に
を
ど
の
よ
う
に
学
習

し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
。」と
答
え
ま
す
。
こ
の
ま
ま
だ

と
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
難
し
く
な
る
学
習
に
つ
い
て
い
け

る
か
心
配
で
す
。
親
と
し
て
ど
の
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
を

し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
】小
学
校
で
は
高
学
年
に
な
る
と
学
習
の
難
易
度
が
大

き
く
上
が
り
、こ
の
時
期
を
境
に
学
習
に
対
す
る
苦
手
意
識

を
も
つ
お
子
さ
ん
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
宿
題
に
加
え
、自
分
で
考
え
コ
ツ
コ
ツ
と
主
体
的
に
家
庭

学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
学
力
向
上
に
つ
な
が
り
ま
す
。そ

こ
で
、お
子
さ
ん
に
次
の
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

①
ま
ず
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
を
「
復
習
」
し
ま
し
ょ
う
。

　
学
習
の
基
本
は
学
校
で
の
授
業
で
す
。
学
校
で
の
学
び
を

大
切
に
し
、
そ
の
日
に
学
ん
だ
こ
と
を
す
ぐ
に
復
習
す
る
こ

と
で
、
内
容
が
し
っ
か
り
と
定
着
し
て
い
き
ま
す
。
少
し
時

間
を
空
け
て
、
週
末
に
そ
の
週
に
学
ん
だ
こ
と
を
再
度
ふ
り

か
え
る
と
よ
り
効
果
的
で
す
。

　

具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
そ
の
日
学
校
で
受
け
た
授

業
の
内
容
を
１
時
間
目
か
ら
順
番
に
ノ
ー
ト
に
整
理
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
際
、
誰
か
に
教
え
る
こ
と
を
意
識
し
、

そ
れ
を
も
と
に
実
際
に
お
家
の
方
に
伝
え
る
と
親
子
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
お
子
さ
ん
の
学
力
の
把
握
に
も
つ

な
が
り
、
よ
り
一
層
の
理
解
と
定
着
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
教
科
書
の
練
習
問
題
な
ど
、
特
に
で
き
な
か
っ
た
問
題
に

絞
っ
て
、
再
度
解
い
て
み
る
、
５
分
以
上
考
え
て
わ
か
ら
な

い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
翌
日
担
任
の
先
生
に
質
問
を
す
る
と
い

う
取
組
も
効
果
的
で
す
。

② 

余
裕
が
あ
れ
ば
予
習
に
も
取
り
組
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　
予
習
を
行
う
と
、翌
日
の
授
業
で
自
分
が
わ
か
ら
な
い
と

こ
ろ
が
は
っ
き
り
と
し
、明
確
な
目
的
意
識
を
も
っ
て
学
習

に
臨
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。手
順
と
し
て
、ま
ず
教
科
書
を

読
み
、大
切
だ
と
思
う
と
こ
ろ
、特
に
わ
か
ら
な
か
っ
た
と

こ
ろ
に
印
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。そ
の
際
、言
葉
や
単
語
な
ど
、

辞
書
を
引
い
て
自
分
で
答
え
が
わ
か
る
も
の
は
進
ん
で
意

味
を
調
べ
ま
し
ょ
う
。学
校
の
先
生
に
よ
っ
て
は
授
業
の
進

め
方
に
よ
っ
て
予
習
の
や
り
方
が
変
わ
っ
て
く
る
場
合
が

あ
る
の
で
、１
度
相
談
を
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

③
計
画
表
を
つ
く
り
計
画
的
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

　
自
主
学
習
で
行
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
ら
、め
あ
て
と
見
通

し
を
も
っ
て
計
画
的
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。そ
の
際
、漠

然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、計
画
表
を
つ
く
る
と
効
果
的
で

す
。１
日
の
学
習
時
間
は
、小
学
校
で
、「
学
年
×
10
分
」を

目
安
に
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。毎
日
、学
習
を
行
う
時
間

を
決
め
、習
慣
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

　
最
初
の
数
日
間
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
、習
慣
が
身
に
つ

き
ま
す
。御
家
庭
で
の
温
か
い
言
葉
が
お
子
さ
ん
の
や
る
気

に
つ
な
が
り
ま
す
。

※写真は一例です

教
育
相
談
Ｑ
＆
Ａ

◆ 

家
庭
学
習
の
や
り
方
が
わ
か
ら
な
い
小
学
生

給食で使用する自慢の川越産!!給食で使用する自慢の川越産!!

チンゲン菜チンゲン菜
～川越産野菜の紹介～

川越市マスコットキャラクター
ときも

　川越市内では、主に福原地区で栽培さ
れています。「チンゲン」は「茎が緑色」と
いう意味があり、風邪などを予防するビ
タミンＡやＣを多く含みます。給食では、
スープ、炒めもの、クリーム系の煮物な
どさまざまな料理として登場します。

チンゲン菜を使った給食 青菜の
五目炒めなど

チンゲン菜のミルク煮やチンゲン菜の
クリームスープなどホワイトソースで
煮てもおいしい★

給食用に届けられた
新鮮なチンゲン菜
この日は30ケース
届きました
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