
歴
史
を
知
る
こ
と

古
い
物
に
興
味
を
持
っ
た
の

は
、
自
宅
に
あ
っ
た
古
い
刀
が
き

っ
か
け
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
昭

和
二
十
九
年
に
奈
良
の
国
宝
展
を

見
て
か
ら
、
よ
り
歴
史
に
強
く
引

か
れ
、
い
ろ
い
ろ
と
調
べ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

三
十
年
か
ら
四
十
年
く
ら
い
前

に
、
自
分
の
先
祖
が
ど
の
よ
う
な

人
だ
っ
た
の
か
と
思
い
、
自
分
の

家
に
あ
っ
た
文
献
や
墓
碑
を
参
考

に
調
べ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の

結
果
、
江
戸
時
代

の
天て

ん

和な

年
間
（
一

六
八
一
〜
一
六
八

四
）
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
家
の
位

置
の
変
遷
や
屋
号

が
変
わ
っ
て
い
た

こ
と
な
ど
、
発
見

が
あ
り
ま
し
た
。
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い
ま
し
た
。

思
え
ば
、
当
時
の
人
た
ち
は
今

よ
り
も
ゆ
っ
た
り
と
し
た
生
活
を

送
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

一
年
間
の
連
載
で
紹
介
で
き
な

か
っ
た
話
に
、
大
掃
除
の
話
が
あ

り
ま
す
。

毎
年
春
と
秋
の
二
回
、
決
ま
っ

た
日
に
す
べ
て
の
家
が
掃
除
を
し

ま
し
た
。
朝
四
時
く
ら
い
か
ら
始

ま
り
、
畳
を
す
べ
て
通
り
に
出
し

昨
年
四
月
か
ら
こ
と
し
三
月
ま
で
、
毎
月
十
日
発
行
の
広
報
川

越
で
、
川
越
な
ら
で
は
の
礼
儀
作
法
な
ど
を
「
小
江
戸
の
な
ら
わ

し
」
と
し
て
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

十
二
回
に
わ
た
り
、
お
話
を
伺
っ
て
き
た
の
は
市
文
化
財
保
護

協
会
顧
問
の
宮み

や

岡お
か

正し
ょ
う

一い
ち

郎ろ
う

さ
ん
（
80
歳
・
幸

さ
い
わ
い

町ち
ょ
う

）。
今
回
は
、

宮
岡
さ
ん
の
話
の
原
風
景
を
番
外
編
と
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

て
干
し
、
室
内
を
く
ま
な
く
、
ぞ

う
き
ん
な
ど
で
ふ
き
ま
し
た
。
通

り
は
畳
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
人

が
や
っ
と
一
人
通
れ
る
く
ら
い
の

幅
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
は
、
車

が
ほ
と
ん
ど
通
ら
な
か
っ
た
の

で
、
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
掃
除

が
終
わ
る
と
、
お
そ
ら
く
市
役
所

か
ら
も
ら
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す

が
、
掃
除
済
み
の
札
が
そ
れ
ぞ
れ

の
家
の
玄
関
先
に
は
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

先祖を調べたときに参考にした、天保年間のま
ちの記録を広げ、説明をする宮岡さん

川
越
は
歴
史
が
あ
る
ま
ち
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
歴
史
が
あ

る
た
め
、
ま
ち
の
中
に
い
る
と
、

古
い
物
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
興
味
を
持
つ
と
、
お
も
し
ろ

い
発
見
が
あ
り
ま
す
。

時
の
流
れ
で
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
物
も
あ
り
ま
す
が
、
川
越
は

比
較
的
古
い
物
が
残
っ
て
い
る
ま

ち
で
す
。
古
い
物
を
残
し
て
き
た

積
み
重
ね
が
、
今
の
川
越
の
雰
囲

気
を
つ
く
り
出
し
て
き
ま
し
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
も
残
っ
て

い
る
物
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
し
て
、
こ
の
川
越
の
雰
囲

気
を
ず
っ
と
残
し
て
い
っ
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 明治26年の川越大火以後に作られた、蔵造りの壁の破

片。左が表側で右が内側です。表側は特殊な加工を施
した黒しっくいを塗り、きれいに磨いてありました。
「鏡のようになっていたので、壁を見て、髪を整える
ことができました」と宮岡さん

小
江
戸
の
な
ら
わ
し
の
光
景

「
小
江
戸
の
な
ら
わ
し
」
で
ご

紹
介
し
た
内
容
は
、
昭
和
十
五
年

く
ら
い
ま
で
、
ご
く
普
通
に
川
越

で
見
ら
れ
た
光
景
で
す
。

当
時
の
一
番
街
は
、
今
よ
り
閑

散
と
し
て
い
て
、
静
か
で
し
た
。

自
動
車
で
は
な
く
、
牛
車
が
通
っ

て
い
ま
し
た
。
今
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
通
り
に
は
共
同
の
井
戸
が
あ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
で
使
っ
て

広報川越に掲載していた「小江戸のならわし」。
イラストの原案も宮岡さんが考えました

表
通
り
裏
通
り
　

小
江
戸
の
な
ら
わ
し
番
外
編

後
世
に
伝
え
た
い
川
越
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高
階
16
ミ
リ
ク
ラ
ブ
は
、
お
よ

そ
三
十
年
前
に
結
成
。
中
央
図
書

館
で
行
っ
て
い
る
、
16
ミ
リ
映
写

機
操
作
技
術
講
習
会
を
受
講
し
た

高
階
地
区
の
皆
さ
ん
が
メ
ン
バ
ー

で
す
。
年
に
十
回
ほ
ど
、
公
民
館

な
ど
で
上
映
を
行
っ
て
い
ま
す
。

三
月
二
十
二
日
、
高
階
南
公
民
館
の
土
曜
こ
ど
も
映
画

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
日
は
同
ク
ラ
ブ
の
会
員
三
人

が
担
当
。
上
映
一
時
間
ほ
ど
前
か
ら
、
映
画
館
で
見
て
い

る
雰
囲
気
を
感
じ
て
も
ら
お
う
と
、
ス
ク
リ
ー
ン
や
音
響

に
気
を
配
っ
て
い
ま
し
た
。
二
十
人
ほ
ど
が
集
り
、
四
作

品
が
上
映
さ
れ
た
こ
の
日
。
フ
ィ
ル
ム
交
換
し
て
い
る
間

も
、
次
の
作
品
は
何
だ
ろ
う
か
と
期
待
を
寄
せ
、
映
写
室

の
ほ
う
を
見
る
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

「
作
品
は
、
見
に
来
る
皆
さ

ん
に
合
わ
せ
て
考
え
て
い
ま

す
。
見
た
方
が
思
い
出
に
残
る

よ
う
な
上
映
を
、
続
け
て
い
き

た
い
で
す
ね
」
と
会
長
の
大お

お

河
内

こ

う

ち

啓け
い

一い
ち

さ
ん
（
71
歳
・
上か

み

新し
ん

河が

岸し

）。
そ
の
思
い
を
引
き
継

ぐ
後
継
者
の
育
成
に
も
力
を
注

い
で
い
き
た
い
と
、
同
ク
ラ
ブ

の
皆
さ
ん
は
考
え
て
い
ま
す
。

高た
か

階し
な

16
ミ
リ
ク
ラ
ブ

人

川

越

44
作品１本が終わるとフィルムを交換

高階南公民館の子ども映画会で、上映作高階南公民館の子ども映画会で、上映作高階南公民館の子ども映画会で、上映作
品を説明する大河内会長（左）品を説明する大河内会長（左）品を説明する大河内会長（左）

川越市の面積は109.16椙

まちのできごと 109
ト ー ク

パレット
新しいふれあいの場誕生

３月29日、新しい文化・コミュニティー活動の場と

なる、東部地域ふれあいセンターの竣工式が行われまし

た。完成を祝ってのテープカット・式典の後、南古谷ウ

ィンド・オーケストラの皆さんによる演奏が行われまし

た。中学生から成人まで、およそ120人の皆さんが交代

で５曲を披露し、同センターの完成に花を添えました。

小江戸に春がやってきた！
川越に春の訪れを告げる「第19回小江戸川越春まつり」のオープニングイベントが、３月29日に

一番街周辺で行われました。開催式典のあと、民踊流し、マーチングバンド、木遣り・はしご乗り、

和太鼓の演奏、川越地区消防組合消防音楽隊による演

奏、川越藩火縄銃鉄砲隊の演武などが行われました。

桜の花が見ごろを迎える中、会場周辺は多くの人たち

でにぎわっていました。４月29日積の川越れんげま

つり2008や、５月３日積・４日積の小江戸川越縁日

大会など、５月８日斥までの期間中、市内各所でさま

ざまな催しが行われます。 和太鼓の音に合わせて民踊流しの列が進みます和太鼓の音に合わせて民踊流しの列が進みます和太鼓の音に合わせて民踊流しの列が進みます

竣工式でのテープカット
最後の曲では、
会場全体で盛り
上がりました


