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中
山
道
に

　
残
る
足
跡

北
本
の
歴
史
を
探
る 

②

北本駅付近〈東口ほぼ中央〉（左：昭和30年 右：現在）

多聞寺交差点付近（左：昭和42年 右：現在）：昭和42年５月14日に大宮から
鴻巣までの中山道で、国民体育大会秋季大会のリハーサルが行われました。

初期の中山道（昭和35年頃）

いまむかし

江戸初期の中山道は、現在の中山道筋とは多少異なっていました。
現在の中山道の西隣に平行して走る細い一本の道（写真中央）が江戸時代初期の中山道といわれています。
写真は、北本農協中丸支所（当時）付近から鴻巣方面を望んだものです。右の白い建物は、現在の埼玉りそな銀行です。
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特集 ●中山道に残る足跡

北本駅付近（昭和30年）

中山道に
　残る足跡

北本の歴史を探る ②

　北
本
市
を
南
北
に
貫
く
よ
う
に
通

る「
中
山
道
」は
古
い
歴
史
を
持
っ
て

い
ま
す
。
国
の
幹
線
道
路
と
し
て
本

格
的
に
整
備
さ
れ
た
の
は
今
か
ら
約

４
０
０
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
す
。

以
来
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、人
々
の
往

来
が
盛
ん
で
あ
り
、歴
史
上
著
名
な
人

物
も
数
多
く
通
って
い
ま
し
た
。

　例
え
ば「
石
戸
蒲
ザ
ク
ラ
」の
見
事

な
ス
ケ
ッ
チ
を
描
い
た
渡
辺
崋
山
は
、

板
橋
宿
か
ら
中
山
道
を
通
っ
て
東
光

寺
へ
来
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、幕
末
で

い
え
ば
新
撰
組
の
前
身
で
あ
る
浪
士

組
が
、中
山
道
を
北
上
し
て
京
都
へ
向

か
い
ま
し
た
。
ま
た
、逆
に
徳
川
家
茂

に
嫁
ぐ
た
め
に
京
都
を
出
発
し
た
皇

女
和
宮
は
、今
の
岐
阜
や
長
野
と
い
っ

た
山
岳
地
帯
か
ら
関
東
平
野
へ
入
り
、

中
山
道
を
南
下
し
て
江
戸
へ
向
か
い
ま

し
た
。

　こ
う
し
た
歴
史
の
名
残
を
求
め
て
、

街
道
を
実
際
に
歩
く
人
た
ち
が
た
く

さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。

　現
代
に
な
っ
て
近
代
的
な
建
物
が

立
ち
な
ら
び
、自
動
車
が
通
る
街
並
み

に
な
っ
て
も
、そ
の
地
を
物
語
る
も
の

は
よ
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　今
回
は
北
本
市
に
残
る
江
戸
の
道

を
改
め
て
訪
ね
、私
た
ち
の
街
の
歴
史

を
探
り
ま
す
。

② ①2016年9月１日発行 広報きたもと No.943
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　埼
玉
県
内
の
中
山
道
は
、ほ
ぼ
現
在
の
Ｊ
Ｒ
高
崎
線
に
沿
って
い
ま
す
。
道
筋
は
土
地
の

高
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
造
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、北
本
市
内
の
約
5.3
㎞
部
分
は
、馬
の
背
の

よ
う
な
台
地
の
上
を
通
って
い
ま
す
。

　南
に
は
桶
川
宿
が
あ
り
、北
へ
向
か
う
と
鴻
巣
宿
へ
到
達
し
ま
す
。
北
本
市
域
は
こ
れ
ら

の
宿
場
に
挟
ま
れ
た「
間
の
宿（
あ
い
の
し
ゅ
く
）」と
し
て
あ
り
ま
し
た
。

　江
戸
時
代
で
は
、中
山
道
は
南
か
ら
下
石
戸
下
村
、下
中
丸
村
、本
宿
村
、東
間
村
、深
井

村
を
貫
い
て
い
ま
し
た
。

中
山
道
を
彩
る
文
化
財

　多
聞
寺
境
内
に
あ
る
ム
ク
ロ
ジ
は
樹
齢

約
２
０
０
年
の
古
木
で
、埼
玉
県
指
定
天
然

記
念
物
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。「
無
患
子
」と

も
書
く
の
で
、子
ど
も
が
病
気
に
か
か
ら

な
い
と
も
読
め
、縁
起
の
い
い
木
と
し
て
も

有
名
で
す
。

　ム
ク
ロ
ジ
の
開
花
は
５
〜
６
月
で
、散
っ

た
花
び
ら
が
白
い
絨
毯
の
よ
う
に
地
面
を

覆
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　羽
根
突
き
の
羽
根
の
先
に
つ
い
て
い
る

玉
は
こ
の
ム
ク
ロ
ジ
の
種
で
、他
に
は
数
珠

に
も
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　江
戸
時
代
、中
山
道
を
往
来
す
る

人
々
の
疲
れ
を
癒
す
憩
い
の
場
と
し
て
機

能
し
た
場
所
が「
立
場
」と
呼
ば
れ
る
休

憩
所
で
す
。立
場
内
に
は
茶
屋
や
売
店
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、旅
の
情
報

交
換
な
ど
も
行
わ
れ
、旅
人
に
と
っ
て
は

未
知
の
道
中
を
行
く
た
め
に
、た
い
へ
ん

役
に
立
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

　市
内
に
は
本
宿
の
交
差
点
付
近
と
三

軒
茶
屋
の
交
差
点
付
近
に
立
場
が
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　立
場
は
宿
場
の
な
い「
間
の
宿
」に
置

か
れ
ま
し
た
。

　江
戸
時
代
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
地
誌『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』に「
勝

林
寺
は
浄
土
宗
で
鴻
巣
宿
、勝
願
寺
の
末
寺
で
あ
る
。本
尊
は
阿
弥
陀
如

来
を
安
置
す
る
。寺
を
開
い
た
の
は
日
誉（
に
ち
よ
）で
承
応
元（
１
６
５

２
）年
に
亡
く
な
っ
た
。日
誉
は
伊
奈
熊
蔵
の
弟
で
あ
る
が
、髪
を
落
と
し

勝
願
寺
で
僧
と
な
っ
た
。後
に

勝
林
寺
を
開
い
た
。」と
あ
り
ま

す
。　日

誉
は
、初
代
関
東
代
官
で

荒
川
の
瀬
替
え
な
ど
も
行
っ
た

伊
奈
忠
次
の
息
子
で
す
。幼
少

か
ら
仏
門
に
入
り
、兄
の
依
頼

で
伊
奈
氏
の
菩
提
寺
と
し
て
源

長
寺（
川
口
市
）の
再
興
な
ど
を

行
い
ま
し
た
。勝
林
寺
に
は
日

誉
の
墓
が
現
存
し
ま
す
。

　本
宿
天
神
社
に
は
、明
治
24（
１
８
９
１
）年

に
奉
納
さ
れ
た
市
指
定
文
化
財
の「
算
額
」が

あ
り
ま
す
。
算
額
は
和
算
と
い
う
日
本
独
自

の
数
学
の
問
題
が
記
さ
れ
て
い
て
、そ
の
解
法

が
あ
わ
せ
て
添
え
ら
れ
、絵
馬
の
一
種
と
し
て

奉
納
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　ま
た
、神
社
の
祭
礼
で
飾
ら
れ
る
幟
は
、江

戸
を
中
心
と
し
て
活
躍
し
た
越
後
出
身
の
書

家
、中
沢
雪
城
の
書
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
れ

は
、江
戸
時
代
末
期
の
書
家
の
筆
跡
を
今
に
伝

え
る
資
料
と
し
て
、同
じ
く
江
戸
時
代
に
書
か

れ
た
石
戸
宿
天
神
社
の
幟
と
あ
わ
せ
て
今
年

新
た
に
市
指
定
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

　本宿天神社に奉納された算額の問題を現代
語訳して一つ紹介します。
　「図のように長方形の中に斜線を引き、これを隔
ててX円を1つ、Y円を４つ入れ、X円の直径を
55mmとすれば、Y円の直径は？」
　これは本宿村の清水良蔵が解いた問題です。
実際は三角関数を駆使しなければ解けない難問
で、和算の水準の高さに驚かされます。

本宿天神社の
「算額」・「幟」

おしゃもじ様
二ツ家１丁目

ムクロジ

立場（たてば）

算額に記された問題コラム Column

勝林寺　中
山
道
に
は
距
離
の
目
安
の
た
め
一
里（
約
４
㎞
）毎
に
塚
が
整
備
さ

れ
ま
し
た
。塚
の
上
は
榎
が
植
え
ら
れ
、旅
人
達
が
木
陰
で
休
め
る
よ
う

配
慮
さ
れ
ま
し
た
。

　初
期
の
中
山
道
沿
い
に
は
、慶
長
17（
１
６
１
２
）年
に
一
里
塚
が
整
備

さ
れ
ま
し
た
。本
来
は
東
塚（
旧
中
丸
村
）・
西
塚（
旧
馬
室
村
）の
２
基
が

存
在
し
ま
し
た
が
、東
塚
が
明
治
16（
１
８
８
３
）年
、高
崎
線
の
敷
設
の

際
に
半
分
が
取
り
壊
さ

れ
、さ
ら
に
昭
和
３（
１

９
２
８
）年
の
高
崎
線
複

線
化
に
伴
っ
て
消
滅
し
、

現
在
は
鴻
巣
市
域
に
西

塚
が
残
る
の
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　一
里
塚
の
存
在
は
、

中
山
道
の
道
筋
の
変
化

を
類
推
す
る
上
で
貴
重

な
資
料
と
い
え
ま
す
。

一里塚

　東
間
の
浅
間
神
社
が
鎮
座
す
る
山

を「
富
士
塚
」と
い
い
、社
殿
に
は
コ
ノ

ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
腹
に
立
つ
石
造
物
か
ら
、享
保
８

（
１
７
２
３
）年
に
は
す

で
に
塚
が
築
か
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　一
般
的
に
富
士
塚

と
は
、安
永
８（
１
７

７
９
）年
、江
戸
高
田

の
水
稲
荷
境
内（
現
・
早
稲
田
大
学
構
内
）

に
高
田
藤
四
郎
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
塚
を

最
古
の
例
と
し
て
、富
士
山
を
信
仰
す
る

富
士
講
と
呼
ば
れ
る
集
団
が
造
っ
た
も
の

を
い
い
ま
す
。し
か
し「
東
間
の
富
士
塚
」に

は
、築
造
に
あ
た
っ
て
富
士
講
が
関
与
し
た

形
跡
が
あ
り
ま
せ
ん
。実
は
こ
の
富
士
塚

は
、江
戸
時
代
後
期
に
富
士
講
が
流
行
す
る
以
前

の
、修
験
道
な
ど
の
古
い
富
士
信
仰
に
基
づ
く
遺

構
と
考
え
ら
れ
ま
す
。貴
重
な
文
化
遺
産
と
し
て
、

荒
井
に
所
在
す
る
竹
の
子
浅
間
神
社
の
富
士
塚

と
と
も
に
市
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　ま
た
、富
士
山
の
山
開
き
に
あ
わ
せ
た
６
月
30

日
・７
月
１
日
に
は
、そ
の
年
に
産
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん

を
連
れ
て
参
拝
し
、健
や
か
な
成
長
を
祈
る「
初
山

参
り
」が
行
わ
れ

ま
す
。参
拝
し
た

赤
ち
ゃ
ん
は
額
に
ハ
ン
コ

を
押
さ
れ
、う
ち
わ
や
お

札
を
も
ら
っ
て
帰
り
ま

す
。
毎
年
多
く
の
参
拝

者
が
訪
れ
る
祭
礼
は
北

本
の
初
夏
を
彩
る
風
物

詩
と
な
っ
て
い
ま
す
。

東間・浅間神社の
富士塚と初山

二ツ家
（地図外）

一

四

五

六

二

二

四五

六

三
三

一里塚

東間・浅間神社

勝林寺

本宿天神社

多聞寺

立場

発掘調査地点

一

昭和25（1950）年頃

ま
つ

④ ③2016年9月１日発行 広報きたもと No.943

　二
ツ
家
で
祀
ら
れ
て
い
る「
お
し
ゃ
も
じ
様
」

は
、病
気
平
癒
に
ご
利
益
の
あ
る
神
様
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
奉
納
さ
れ
て
い
る「
し
ゃ
も

じ
」を
借
り
て
き
て
ご
飯
を
盛
っ
て
食
べ
、治
っ

た
ら
新
し
い「
し
ゃ
も
じ
」を
返
す
慣
わ
し
が

現
在
で
も
続
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、足
の
病
気

を
治
し
て
く
れ
る
神
様
で
も
あ
り
、か
つ
て
は

「
わ
ら
じ
」を
奉
納
し
て
祈
願
し
ま
し
た
が
、

現
在
で
は
ス
ニ
ー
カ
ー
や
サ
ン
ダ
ル
な
ど
が
供

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
つ
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は
５
〜
６
月
で
、散
っ

た
花
び
ら
が
白
い
絨
毯
の
よ
う
に
地
面
を

覆
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　羽
根
突
き
の
羽
根
の
先
に
つ
い
て
い
る

玉
は
こ
の
ム
ク
ロ
ジ
の
種
で
、他
に
は
数
珠

に
も
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　江
戸
時
代
、中
山
道
を
往
来
す
る

人
々
の
疲
れ
を
癒
す
憩
い
の
場
と
し
て
機

能
し
た
場
所
が「
立
場
」と
呼
ば
れ
る
休

憩
所
で
す
。立
場
内
に
は
茶
屋
や
売
店
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、旅
の
情
報

交
換
な
ど
も
行
わ
れ
、旅
人
に
と
っ
て
は

未
知
の
道
中
を
行
く
た
め
に
、た
い
へ
ん

役
に
立
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

　市
内
に
は
本
宿
の
交
差
点
付
近
と
三

軒
茶
屋
の
交
差
点
付
近
に
立
場
が
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　立
場
は
宿
場
の
な
い「
間
の
宿
」に
置

か
れ
ま
し
た
。

　江
戸
時
代
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
地
誌『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』に「
勝

林
寺
は
浄
土
宗
で
鴻
巣
宿
、勝
願
寺
の
末
寺
で
あ
る
。本
尊
は
阿
弥
陀
如

来
を
安
置
す
る
。寺
を
開
い
た
の
は
日
誉（
に
ち
よ
）で
承
応
元（
１
６
５

２
）年
に
亡
く
な
っ
た
。日
誉
は
伊
奈
熊
蔵
の
弟
で
あ
る
が
、髪
を
落
と
し

勝
願
寺
で
僧
と
な
っ
た
。後
に

勝
林
寺
を
開
い
た
。」と
あ
り
ま

す
。　日

誉
は
、初
代
関
東
代
官
で

荒
川
の
瀬
替
え
な
ど
も
行
っ
た

伊
奈
忠
次
の
息
子
で
す
。幼
少

か
ら
仏
門
に
入
り
、兄
の
依
頼

で
伊
奈
氏
の
菩
提
寺
と
し
て
源

長
寺（
川
口
市
）の
再
興
な
ど
を

行
い
ま
し
た
。勝
林
寺
に
は
日

誉
の
墓
が
現
存
し
ま
す
。

　本
宿
天
神
社
に
は
、明
治
24（
１
８
９
１
）年

に
奉
納
さ
れ
た
市
指
定
文
化
財
の「
算
額
」が

あ
り
ま
す
。
算
額
は
和
算
と
い
う
日
本
独
自

の
数
学
の
問
題
が
記
さ
れ
て
い
て
、そ
の
解
法

が
あ
わ
せ
て
添
え
ら
れ
、絵
馬
の
一
種
と
し
て

奉
納
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　ま
た
、神
社
の
祭
礼
で
飾
ら
れ
る
幟
は
、江

戸
を
中
心
と
し
て
活
躍
し
た
越
後
出
身
の
書

家
、中
沢
雪
城
の
書
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
れ

は
、江
戸
時
代
末
期
の
書
家
の
筆
跡
を
今
に
伝

え
る
資
料
と
し
て
、同
じ
く
江
戸
時
代
に
書
か

れ
た
石
戸
宿
天
神
社
の
幟
と
あ
わ
せ
て
今
年

新
た
に
市
指
定
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

　本宿天神社に奉納された算額の問題を現代
語訳して一つ紹介します。
　「図のように長方形の中に斜線を引き、これを隔
ててX円を1つ、Y円を４つ入れ、X円の直径を
55mmとすれば、Y円の直径は？」
　これは本宿村の清水良蔵が解いた問題です。
実際は三角関数を駆使しなければ解けない難問
で、和算の水準の高さに驚かされます。

本宿天神社の
「算額」・「幟」

おしゃもじ様
二ツ家１丁目

ムクロジ

立場（たてば）

算額に記された問題コラム Column

勝林寺　中
山
道
に
は
距
離
の
目
安
の
た
め
一
里（
約
４
㎞
）毎
に
塚
が
整
備
さ

れ
ま
し
た
。塚
の
上
は
榎
が
植
え
ら
れ
、旅
人
達
が
木
陰
で
休
め
る
よ
う

配
慮
さ
れ
ま
し
た
。

　初
期
の
中
山
道
沿
い
に
は
、慶
長
17（
１
６
１
２
）年
に
一
里
塚
が
整
備

さ
れ
ま
し
た
。本
来
は
東
塚（
旧
中
丸
村
）・
西
塚（
旧
馬
室
村
）の
２
基
が

存
在
し
ま
し
た
が
、東
塚
が
明
治
16（
１
８
８
３
）年
、高
崎
線
の
敷
設
の

際
に
半
分
が
取
り
壊
さ

れ
、さ
ら
に
昭
和
３（
１

９
２
８
）年
の
高
崎
線
複

線
化
に
伴
っ
て
消
滅
し
、

現
在
は
鴻
巣
市
域
に
西

塚
が
残
る
の
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　一
里
塚
の
存
在
は
、

中
山
道
の
道
筋
の
変
化

を
類
推
す
る
上
で
貴
重

な
資
料
と
い
え
ま
す
。

一里塚

　東
間
の
浅
間
神
社
が
鎮
座
す
る
山

を「
富
士
塚
」と
い
い
、社
殿
に
は
コ
ノ

ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
腹
に
立
つ
石
造
物
か
ら
、享
保
８

（
１
７
２
３
）年
に
は
す

で
に
塚
が
築
か
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　一
般
的
に
富
士
塚

と
は
、安
永
８（
１
７

７
９
）年
、江
戸
高
田

の
水
稲
荷
境
内（
現
・
早
稲
田
大
学
構
内
）

に
高
田
藤
四
郎
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
塚
を

最
古
の
例
と
し
て
、富
士
山
を
信
仰
す
る

富
士
講
と
呼
ば
れ
る
集
団
が
造
っ
た
も
の

を
い
い
ま
す
。し
か
し「
東
間
の
富
士
塚
」に

は
、築
造
に
あ
た
っ
て
富
士
講
が
関
与
し
た

形
跡
が
あ
り
ま
せ
ん
。実
は
こ
の
富
士
塚

は
、江
戸
時
代
後
期
に
富
士
講
が
流
行
す
る
以
前

の
、修
験
道
な
ど
の
古
い
富
士
信
仰
に
基
づ
く
遺

構
と
考
え
ら
れ
ま
す
。貴
重
な
文
化
遺
産
と
し
て
、

荒
井
に
所
在
す
る
竹
の
子
浅
間
神
社
の
富
士
塚

と
と
も
に
市
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　ま
た
、富
士
山
の
山
開
き
に
あ
わ
せ
た
６
月
30

日
・７
月
１
日
に
は
、そ
の
年
に
産
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん

を
連
れ
て
参
拝
し
、健
や
か
な
成
長
を
祈
る「
初
山

参
り
」が
行
わ
れ

ま
す
。参
拝
し
た

赤
ち
ゃ
ん
は
額
に
ハ
ン
コ

を
押
さ
れ
、う
ち
わ
や
お

札
を
も
ら
っ
て
帰
り
ま

す
。
毎
年
多
く
の
参
拝

者
が
訪
れ
る
祭
礼
は
北

本
の
初
夏
を
彩
る
風
物

詩
と
な
っ
て
い
ま
す
。

東間・浅間神社の
富士塚と初山

二ツ家
（地図外）

一

四

五

六

二

二

四五

六

三
三

一里塚

東間・浅間神社

勝林寺

本宿天神社

多聞寺

立場

発掘調査地点

一

昭和25（1950）年頃

ま
つ

④ ③2016年9月１日発行 広報きたもと No.943

　二
ツ
家
で
祀
ら
れ
て
い
る「
お
し
ゃ
も
じ
様
」

は
、病
気
平
癒
に
ご
利
益
の
あ
る
神
様
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
奉
納
さ
れ
て
い
る「
し
ゃ
も

じ
」を
借
り
て
き
て
ご
飯
を
盛
っ
て
食
べ
、治
っ

た
ら
新
し
い「
し
ゃ
も
じ
」を
返
す
慣
わ
し
が

現
在
で
も
続
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、足
の
病
気

を
治
し
て
く
れ
る
神
様
で
も
あ
り
、か
つ
て
は

「
わ
ら
じ
」を
奉
納
し
て
祈
願
し
ま
し
た
が
、

現
在
で
は
ス
ニ
ー
カ
ー
や
サ
ン
ダ
ル
な
ど
が
供

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
つ
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１人で悩まないで！
ひきこもり・不登校・非行 親の会

時 ９月11日(日)13:30～15:30
場 コミュニティセンター
費 100円(参加費)
問 ひきこもり・不登校・非行 親の会
（跡部 090-8021-9518）

……………………………………………

古い自分を新しい自分に
変えてみませんか

時 10月２日（日）13:30～15:00
場 コミュニティセンター
内 NPO法人さいたまユースサポート
　ネット青

あお
砥
と

恭
やすし

さんの講演会
費 100円（参加費）
問 ひきこもり・不登校・非行 親の会
（跡部 090-8021-9518）

……………………………………………

ファミリーバドミントン
初心者教室＋練習会

時 ９月11日（日）17:00～20:00
場 体育センター
対 小学校高学年以上の男女
定 20人
費 １人500円
持 動きやすい服、体育館シューズ
他 ラケット、シャトル貸与
◦ 第１回北本市ファミリーバドミントン

協会大会
時 10月23日（日）
場 西部公民館
申 ９月25日（日）までに下記へ
問 北本市ファミリーバドミントン協会
（畠中 090-2019-0030）

……………………………………………

鹿児島県人会
バーベキュー大会

時 10月１日（土）11:00～14:00
場 野外活動センター
費 1,000円（参加費）
申 事前にお申し込みください
問 北本・桶川鹿児島県人会
　「彩の国おはら会」
　（久保 090-8502-9687）
……………………………………………

アコースティックライヴ＠Kitamoto#29
ゲスト：チェリーレーン

時 ９月18日(日)13:00開演
　 約２時間の演奏会
費 入場無料
場 深井６丁目「ヘイワールド施設内」
問 アコースティックライヴ＠Kitamoto
　(奥田 090-3503-7776）
……………………………………………

北本中央緑地観察会
昆虫や草花の秋を観察しよう！

時 ９月24日（土）10:00～12:00
場 北本中央緑地南端踏切の西側
　（車の通れない踏切）
費 無料
問 NPO法人北本雑木林の会
　(白川 090-3526-2017)
……………………………………………

市民ハイキング
浅間黒斑山（長野県）

時 10月18日（火）6:00市役所集合
費 9,000円（参加費）
他 旅行企画・実施：蒲桜観光
問 NPO法人さいたま山に親しむ会
　（上野 080-5061-6201）
……………………………………………

行政書士会鴻巣支部
無料相談会

時 10月15日（土）10:00～15:00
場 鴻巣駅自由通路　 費 無料
問 行政書士会鴻巣支部
　（中野☎541-1459）
……………………………………………

募 集

ジュニアオープンステージ
inきたもとの参加者

時 平成29年２月12日（日）
場 文化センター
内 ダンス、バレエ、空手、新体操、
　 合唱など
対 市内を中心に活動している幼児～
　 高校生
費 3,000円（舞台参加費）
　 200円（展示参加費１パネル）
申 ９月25日（日）までに下記へ
問 北本市青少年育成市民会議
　（樋

とよ
田
だ

☎543-5355）
……………………………………………

きたもと

開 催

アメリカン３－D
デコパージュ展

時 ９月12日（月）15:00～
　 17日（土）16:00
場 市役所庁舎ホールA
内 南部公民館で20年以上活動してい
　るサークルです。
　進化しているシャドーボックスを中
　心に展示します。　
費 無料
問 カサブランカ（海老原☎591-4681）
……………………………………………

環境にやさしい廃油EM
石けん作り

時 ９月９日（金）13:30～
場 文化センター
定 30人
費 無料
持 空の牛乳パック１ℓ１本
問 ごみ減量市民会議リサイクル委員会
（髙橋☎592-0723）

……………………………………………

第12回光彩写真展
時 ９月29日（木）～10月２日（日）
　 9:00～17:00（最終日は16:00まで）
場 文化センター
費 無料
問 光彩写真クラブ
　（島貫☎592-0702）
……………………………………………

大人のためのおはなし会
時 10月７日（金）10:30～12:00
場 文化センター
内 日本や世界の昔話の語りを聞いて

みませんか　
費 無料
申 開催日１週間前までに下記へ
問 北本子どもの本を楽しむ会
　（西川☎593-0985）
……………………………………………

若さと健康を保つために社交
ダンスを始めましょう（無料体験）

時 ９月９日(金)・23日（金）
　 10:00～11:30
場 中丸公民館　 費 無料
持 運動靴またはダンスシューズと　

飲み物
他 初心者も歓迎
問 彩玉ダンス愛好会
　（田畑 090-1669-4167）
……………………………………………

時 10月18日（火）6:00市役所集合
費 9.000円（参加費）
他 旅行企画・実施：蒲桜観光
問 NPO法人さいたま山に親しむ会
　（上野 080-5061-6201）
……………………………………………

行政書士会鴻巣支部
無料相談会

時 10月15日（土）10:00～15:00
場 鴻巣駅自由通路 費 無料
問 行政書士会鴻巣支部
　（中野☎541-1459）
……………………………………………

募 集

ジュニアオープンステージ
inきたもとの参加者

時 平成29年２月12日（日）
場 文化センター
内 ダンス、バレエ、空手、新体操、
　合奏など
費 3,000円（舞台参加費）
　200円（展示参加費１パネル）
申 ９月25日（日）までに下記へ
問 北本市青少年育成市民会議
　（樋田☎543-5355）
……………………………………………

市民ハイキング
浅間黒斑山（長野県）

きたもと掲示板への掲載について

　掲載を希望する広報きたもとの発
行前々月の25日までに、所定の用紙
にて企画課へお申し込みください。
問 企画課広報広聴担当
　（☎594-5505）掲

示
板

注
目
情
報

お
知
ら
せ

募
　集

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

保
健
・
子
育
て

安
心
・
安
全

ま
ち
の
話
題
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鴻
巣
御
殿
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　鴻
巣
に
宿
場
が
移
っ
て
以
降
は
、最
初

に
宿
場
が
設
け
ら
れ
た
本
宿
周
辺
は｢

元

の
鴻
巣｣

と
い
う
意
味
で
元
鴻
巣
村
と
呼

ば
れ
ま
し
た
。そ
れ
が
元
禄
期（
１
６
８

８
〜
１
７
０
４
）か
ら
は
も
と
も
と
の
宿

場
と
い
う
こ
と
か
ら
本
宿
村
と
変
化
し

ま
し
た
。

「
間
の
宿
」と
し
て
の
北
本
市
域

　間
の
宿
と
は
文
字
通
り
宿
場
と
宿
場

に
挟
ま
れ
た
地
域
で
、旅
人
の
休
憩
所
を

提
供
し
た
場
所
を
い
い
ま
す
。宿
場
以
外

に
旅
人
の
宿
泊
を
許
さ
な
か
っ
た
江
戸

時
代
に
あ
っ
て
は
、間
の
宿
は
単
な
る
通

中
山
道
の
成
立

　中
山
道
は
徳
川
家
康
の
関
東
入
国
後

に
幕
府
が
整
備
し
た
五
街
道
の
ひ
と
つ
で

す
。そ
の
ル
ー
ト
は
江
戸
日
本
橋
を
基
点

と
し
て
埼
玉
県
域
を
通
過
し
内
陸
山
岳

地
帯
を
通
り
、滋
賀
県
の
草
津
で
東
海

道
と
合
流
し
て
京
都
三
条
大
橋
で
終
点

と
な
り
ま
し
た
。

　街
道
筋
に
は
宿
場（
宿
駅
）が
設
置
さ

れ
、江
戸
時
代
中
ご
ろ
ま
で
に
69
か
所
が

整
備
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
う
ち
県
内
に
は

蕨
、浦
和
、大
宮
、上
尾
、桶
川
、鴻
巣
、

熊
谷
、深
谷
、本
庄
の
宿
駅
が
設
け
ら
れ
、

旅
人
の
宿
泊
、物
流
、通
信
を
扱
う
地
域

の
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
し
た
。

宿
場
の
移
転
と
本
宿
村

　も
と
も
と
は
市
域
の
本
宿
付
近
に
宿

場
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ

が
こ
の
宿
場
は
文
禄
年
間（
１
５
９
２
〜

９
６
）に
現
在
の
鴻
巣
市
域
に
移
さ
れ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
理
由
は
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、熊
谷
、桶
川
間
の
中

間
地
点
が
鴻
巣
で
あ
っ
た
こ
と
や
、文
禄

２（
１
５
９
３
）年
に
徳
川
家
康
の
宿
泊

施
設
と
し
て
、今
の
Ｊ
Ｒ
鴻
巣
駅
付
近
に

中山道に残る足跡

コラム Column
過
地
点
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

　し
か
し
、人
々
の
往
来
が
多
く
な
る
に

つ
れ
、宿
場
だ
け
で
は
さ
ば
き
切
れ
な
く

な
っ
た
役
割
を
、補
助
的
に
支
え
る
地
域

と
も
な
って
い
き
ま
し
た
。

発
掘
調
査
で
現
れ
た
中
山
道
の
姿

　平
成
22
年
８
月
、東
保
育
所
の
建
設

工
事
に
先
立
っ
て
、遺
跡
の
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
ま
し
た
。下
原
遺
跡
と
呼
ば
れ
る

そ
の
遺
跡
は
、中
山
道
に
面
し
て
い
た
た

め
、そ
れ
に
関
わ
る
遺
構
の
発
見
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　４
か
月
に
も
及
ぶ
調
査
の
結
果
、現
道

の
直
下
か
ら
中
山
道
と
並
行
す
る
よ
う

に
溝
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。溝
跡
は
幅

80
㎝
、深
さ
50
㎝
程
で
、最
初
の
溝
が
埋

ま
っ
た
後
も
繰
り
返
し
掘
り
直
し
て
使

用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　寛
政
12（
１
８
０
０
）年
か
ら
幕
府
の

命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た『
中
山
道
分
間

延
絵
図（
な
か
せ
ん
ど
う
ぶ
ん
け
ん
の
べ
え
ず
）』

に
よ
る
と
、「
悪
水
堀
」と
呼
ば
れ
る
排

水
の
た
め
の
側
溝
が
描
か
れ
て
い
ま
す

が
、見
つ
か
っ
た
溝
は
こ
れ
に
あ
た
り
、か

つ
て
の
中
山
道
の
形
態
が
窺
え
る
発
見

と
な
り
ま
し
た
。

 江戸時代の初め、歴代将軍は中山道沿
いに造られた「鴻巣御殿」を拠点に、鷹狩
りと称して天領内の視察を行っていました。
　たびたび北本市域の石戸宿方面にも
来ていたようで、休息所としていた場所が
今でも「お茶屋跡」として子供公園の西側
にあります。お茶屋は正保年間（1644～
48）頃まであったといわれています。

　「中仙道」と書かれた刊行物などを見か
けたことはありませんか。実は、享保元

（1716）年に江戸幕府（道中奉行）は「仙」
を「山」に統一するように指示を出しており、
正解は「中山道」となります。しかし、庶民ま
でその使い分けは徹底されていなかったよう
で、御触書が出て以降も変わらず「中仙道」
の文字は使われ続けていたのでした。

北
本
と
中
山
道

中山道？ 中仙道？

鴻巣御殿とお茶屋跡

⑤広報きたもと No.943
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