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し
、
隣
の
村
と
の
境
で
引
き
継
ぎ
を
し
ま

し
た
。

脇
街
道
と
し
て
の
川
越
街
道

川
越
街
道
は
、
中な

か

山せ
ん

道ど
う

や
秩ち

ち

父ぶ

に
通
じ

る
脇
街
道
と
し
て
の
役
割
も
あ
り
ま
し

た
。
五
街
道
の
一
つ
で
あ
る
中
山
道
は
、

通
過
す
る
旅
人
に
加
え
、
参
勤
交
代
で
利

用
す
る
大
名
が
多
く
い
た
た
め
に
混
雑
し

て
い
ま
し
た
。
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
熊

谷
宿
（
熊く

ま

谷が
や

市
）
か
ら
現
在
の
東

ひ
が
し

松ま
つ

山や
ま

市
を
経
て
、
川
越
か
ら
川
越
街
道
を
経
由

し
て
江
戸
に
向
か
う
旅
人
も
い
ま
し
た
。

ま
た
、
同
様
に
児こ

玉だ
ま

（
現
在
の
本ほ

ん

庄
じ
ょ
う

市
）
か
ら
川
越
に
通
じ
る
道
も
あ
り
、
こ

の
道
を
使
う
旅
人
も
い
ま
し
た
。

秩
父
へ
向
か
う
道
は
、
現
在
の
小お

川が
わ

町ま
ち

ま
で
は
児
玉
に
向
か
う
道

を
使
い
、
そ
こ
か
ら
山
を

越
え
て
秩
父
を
目
指
し
て

い
ま
し
た
（
左
下
図
参

照
）。

助
郷
と
し
て
の
負
担

大
名
や
そ
の
家
臣
な
ど

は
、
宿
場
に
用
意
さ
れ
た

人
や
馬
を
優
先
し
て
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
各
宿
に
用
意
さ
れ
る

人
馬
の
数
は
、
街
道
に
よ

り
決
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
例
え
ば
、
東
海
道
で

は
、
人
百
人
・
馬
百
頭
、
中
山
道
で
は
人

五
十
人
・
馬
五
十
頭
で
し
た
。
川
越
街
道

で
は
、
中
山
道
の
五
分
の
一
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。そ
の
数
で
足
り
な
い
と
き
に
は
、

助
郷
と
い
っ
て
宿
場
周
辺
の
農
村
か
ら
人

馬
が
駆
り
出
さ
れ
ま
し
た
。

川
越
の
次
の
宿
で
あ
る
大
井
宿
の
助
郷

に
は
、
現
在
の
寺て

ら

尾お

・
藤ふ

じ

間ま

が
含
ま
れ
て

い
ま
し
た
。
大
名
行
列
の
場
合
、
助
郷
だ

け
で
は
足
り
な
く
な
る
た
め
、
加
助
郷
が

置
か
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
加
助
郷
に
は
、

現
在
の
高た

か

階し
な

・
福
原
・
大
東
地
区
に
あ
た

る
村
々
が
含
ま
れ
、
大
名
行
列
を
支
え
て

い
ま
し
た
。

川
越
街
道
と
新
河
岸
川
舟
運

川
越
街
道
に
沿
っ
て
、
江
戸
へ
流
れ
て

い
た
新
河
岸
川
。
寛か

ん

永え
い

一
五
年

（
一
六
三
八
）
の
川
越
大
火
以

後
に
、
舟
運
が
整
備
さ
れ
ま
し

た
。舟

運
開
設
当
時
、
物
資
は
主

に
新
河
岸
川
、
人
は
川
越
街
道

を
利
用
す
る
の
が
、
江
戸
へ
の

交
通
手
段
で
し
た
。

し
か
し
、
幕
末
の
文ぶ

ん

化か

・
文ぶ

ん

政せ
い

の
時
代
に
、
外
国
船
が
日
本

沿
岸
に
現
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
警
備
に
当
た
る
た

め
、
川
越
藩
の
武
士
が
頻
繁
に
江
戸
へ
向

か
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
武
士
が
優
先
的

に
川
越
街
道
を
利
用
す
る
た
め
、
一
般
の

旅
人
の
利
用
が
少
な
く
な
る
原
因
の
一
つ

に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
天て

ん

保ぽ
う

年
間
に
な
る
と
、
交
通

手
段
の
秩
序
が
崩
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
新
河
岸
川
の
舟
運
に
今
ま
で

よ
り
速
い
舟
が
登
場
し
、
旅
人
を
乗
せ
る

よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
す
。こ
れ
に
よ
り
、

川
越
街
道
の
宿
場
を
通
行
す
る
人
が
さ
ら

に
減
り
、打
撃
を
受
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
大
井
宿
を
中
心
に
各
宿
が
、
新

河
岸
川
舟
運
を
行
っ
て
い
た
市
内
の
五
河

岸
を
相
手
取
り
、
道
中
奉
行
に
訴
訟
を
起

こ
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、「
舟
に
乗
れ
る
の
は
荷
主

の
み
」
と
い
う
裁
決
が
下
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
後
も
舟
に
乗
る
人
が
い
て
、

宿
場
の
河
岸
に
対
す
る
訴
訟
は
続
き
ま
し

た
。宿

場
に
と
っ
て
、
大
名
や
家
臣
の
通
過

で
は
、
人
馬
を
提
供
す
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
収
入
を
得
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
各
宿
場
に
と
っ
て
は
、
一
般
の
旅
人

が
休
憩
す
る
と
き
、
荷
物
を
運
ぶ
と
き
な

ど
の
収
入
が
頼
り
で
し
た
。
し
か
し
、
武

士
の
通
過
が
増
え
、
一
般
の
旅
人
の
利
用

が
減
る
と
、
宿
場
の
収
入
が
少
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
舟
運
に
旅

人
が
流
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
訴
訟

が
繰
り
返
し
起
き
た
と
い
う
背
景
が
あ
り

ま
し
た
。

ま
た
、
運
賃
が
必
要
で
し
た
が
、
座
っ

た
ま
ま
で
江
戸
ま
で
行
け
る
舟
が
旅
人
に

と
っ
て
は
魅
力
的
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
初
め
は
、
舟
問
屋
が
旅
人
を
取
り

込
ん
で
い
ま
し
た
。
し
だ
い
に
旅
人
み
ず

か
ら
が
、
舟
に
よ
る
旅
客
輸
送
を
望
む
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

新河岸駅近くの地下道にあるモザイク画。並木
道を行く馬と人が描かれています。昔の川越街
道でこのような光景が見られたのでしょう

＝中山道と川越につながる
　江戸時代の主な街道

川越から先の交通図（略図）
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うちでバスの切符を売っていました
新
あら

井
い

與
よ

一
いち

さん（83歳・藤
ふじ

間
ま

・左）

新道は新宿町へ抜ける予定だったそうです
新井庄

しょう

之
の

介
すけ

さん（80歳・藤間・右）

藤間に住む２人に、川越街道に関する話を伺いまし

た。

新井（與）さんは「うちの先祖は、元
げん

禄
ろく

のころにこ

こに移ってきました。その前は、高階南公民館の辺り

にいたようです。街道沿いでは古い方になります。旧

道に成増行きのバスが走っていた当時、うちの前にバ

ス停があって、切符を売っていました。バスに乗る人

を呼びに、その人の家まで行っていましたよ。はじめ

はガソリン車でしたが、戦争が始まってしばらくして

から、木炭車に変わりました。バスは２時間に１本く

らい来たと思います。旧道沿いには橋があって、南側

から一の橋・二の橋・三の橋と呼んでいました。よく、

その川で遊んでいました」

「戦前、今の国道は砂
すな

新
しん

田
でん

を通って、新
あら

宿
じゅく

町
まち

の方に

抜けると工事をしている人に聞きました。今は烏
う

頭
とう

坂
ざか

の方に行きました

が。戦争があって、

戦後はしばらくの

間、新道は未完成

のまま使われてい

ませんでした。旧

道は今の高階中学

校のあたりに、杉並木が500ｍくらいあったと思い

ます。戦後、自動車が普及するまでは、牛車や馬車で

野菜を川越の市場に運んでいました。練馬大根も、旧

道を通って川越に運ばれていましたよ」と新井（庄）

さん。

旧道も国道も、出来た当時から道の幅は変わらない

そうです。旧道沿いの雰囲気は、新道と比べると昔か

らの家が多いため、さほど変わりがないそうです。

杉並木があったという高階杉並木があったという高階杉並木があったという高階
中学校付近。道の幅も昔か中学校付近。道の幅も昔か中学校付近。道の幅も昔か
ら変わりはありませんら変わりはありませんら変わりはありません

明
治
か
ら
現
代
へ

時
代
は
明
治
に
入
り
、
明
治
六
年
（
一

八
七
三
）
に
政
府
は
「
河
港
道
路
修
築
規

則
」
を
施
行
し
ま
し
た
。
こ
の
中
で
、
全

国
の
主
要
道
路
を
一
等
か
ら
三
等
に
区
分

し
ま
し
た
。
川
越
街
道
は
二
等
道
路
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。
川
越
街
道
の
名
前
が
公

に
出
て
き
た
の
は
、
こ
の
時
か
ら
で
す
。

そ
し
て
こ
の
時
代
に
は
、
人
力
車
や
馬

車
が
登
場
し
ま
す
。
明
治
十
三
年
（
一
八

八
〇
）
に
白
子
・
浅
草
（
現
在
の
台た

い

東と
う

区
）

間
の
乗
合
馬
車
が
走
り
始
め
、
同
二
十
二

年
（
一
八
九
二
）
に
は
、
川
越
か
ら
万
世

橋
（
現
在
の
千ち

代よ

田だ

区
）
へ
の
乗
合
馬
車

も
登
場
し
ま
し
た
。
ま
た
、
川
越
か
ら
大

井
宿
へ
の
乗
合
馬
車
も
あ
っ
た
そ
う
で

す
。昭

和
十
六
年
ご
ろ
、
現
在
の
国
道
２
５

４
号
に
あ
た
る
道
路
の
工
事
が
始
ま
り
ま

す
。
同
年
に
発
行
さ
れ
た
川
越
市
の
市
勢

要
覧
を
見
る
と
、
成な

り

増ま
す

（
板い

た

橋ば
し

区く

）
ま
で

の
路
線
バ
ス
が
運
行
さ
れ
て
い
る
の
が
わ

か
り
ま
す
。

こ
の
道
が
舗
装
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十

年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
同
三
十
二
年

の
市
勢
要
覧
に
あ
る
地
図
を
見
る
と
、
現

在
の
国
道
２
５
４
号
と
旧
道
は
県
道
と
し

て
載
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け

て
は
自
動
車
の
所
有
台
数
が
増
え
、
交
通

量
が
増
加
し
て
い
ま
し
た
。
同
三
十
七
年

の
交
通
量
調
査
で
は
、
市
内
に
お
け
る
川

越
街
道
の
自
動
車
通
過
台
数
が
お
よ
そ
一

万
一
千
台
、
翌
三
十
八
年
に
は
お
よ
そ
一

万
四
千
台
、
同
四
十
年
に
は
一
万
六
千
台

を
超
え
ま
し
た
。
交
通
量
の
増
加
は
、
川

越
だ
け
で
は
な
く
、
川
越
街
道
沿
線
の
問

題
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
現
在
の
国
道
２
５
４
号
の

成
増
・
新
座
間
や
富
士
見
川
越
有
料
道
路

な
ど
が
造
ら
れ
ま
し
た
。

国
道
２
５
４
号
に
な
っ
た
高た

か

階し
な

地
区
の

新
道
部
分
は
、
か
つ
て
畑
が
広
が
っ
て
い

ま
し
た
。
今
で
は
、
宅
地
や
レ
ス
ト
ラ

ン
・
量
販
店
・
自
動
車
販
売
店
な
ど
が
あ

り
、
店
の
前
に
は
大
き
な
駐
車
場
が
用
意

さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
と
川
越
を
つ
な
ぐ
た
め
に
生
ま
れ

た
川
越
街
道
。
現
在
、
東
京
と
川
越
だ
け

で
は
な
く
、
周
辺
の
自
治
体
を
つ
な
ぐ
道

で
あ
り
、
物
資
が
輸
送
さ
れ
、
店
舗
が
連

な
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
生
活
を
支
え
る

道
路
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
川

越
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
交
通
路
の
一
つ

と
し
て
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ

と
で
し
ょ
う
。


