
　あっLOOK は、寄居町が発行するまちなか情報誌
です。寄居を歩き、町を見て、皆さんのお気に入り
を見つけてください。

TAKE FREE
Spring2025YORII TOWN FREE PAPER

虎朱印に刻まれている祿壽應穩（禄寿応穏）には「禄（財産）と寿（生命）
が応（まさ）に穏やかであるように」と、人々が平和で暮らすという願
いが込められているといわれ、北条家の家印として使われていました。
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お
う
か

ら
ん
ま
ん

春
の
訪
れ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
桜
。

寄
居
町
は
、
桜
の
名
所
と
し
て
親
し
ま
れ
、

3
月
下
旬
ご
ろ
か
ら
、
桜
花
爛
漫
な
ま
ち
並
み
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
面
に
咲
き
乱
れ
る
鮮
や
か
な

ピ
ン
ク
色
を
つ
け
る
桜
は
、

見
る
人
の
心
を
惹
き
つ
け
ま
す
。

寄
居
の
春
を
探
し
に
、

散
策
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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　町の北部に位置する鐘撞堂山は、標高約330ｍの日帰り登山が楽
しめる山として、ハイカーたちに人気のスポットです。鐘撞堂山は、
戦国時代に、鉢形城の見張りの山として、敵が襲ってきたときに鐘
を鳴らして知らせたことからこの名が付いたといわれています。頂
上まで登ると、満開の桜がハイカーたちを出迎えます。頂上には東
屋があり、ハイカーの憩いの場となっています。関東平野を一望で
きる景色と美しい桜の競演は、登山した人のみ味わうことができる
特別な風景です。

　折原地区にある寺山さくら農園は、「一年中さくらに出会える町
よりい実行委員会」や地域の方々によって整備されています。のど
かな風景が広がる農園には、400本以上の大輪の花をつける陽光桜
などが植樹され、一面に広がる風景はまさに桃源郷。鮮やかな白や
ピンクの桜が頭上にまで広がり、来園者を優しく包み込みます。

　
町
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て

い
る
鉢
形
城
の
桜
・
エ
ド
ヒ
ガ
ン
は
、

鉢
形
城
公
園
内
の
堀
の
斜
面
に
力
強

く
自
生
し
て
お
り
、
樹
齢
は
1
5
0
年

を
超
え
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
エ
ド

ヒ
ガ
ン
の
愛
称
は
、
こ
の
地
を
治
め
て

い
た
鉢
形
城
主
・
北
条
氏
邦
に
ち
な
ん

で「
氏
邦
桜
」と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

氏
邦
桜
の
開
花
時
期
は
、
3
月
下
旬
ご

ろ
で
、
日
本
の
代
表
的
な
桜
、
ソ
メ
イ

ヨ
シ
ノ
よ
り
一
足
先
に
開
花
し
ま
す
。

一
重
咲
き
の
淡
い
紅
色
が
特
徴
で
、

笠
鉾
状
に
咲
き
誇
り
、
桜
の
樹
高
は
約

18
ｍ
、
枝
張
り
は
東
西
約
23
．5
ｍ
、

南
北
約
21
．8
ｍ
と
非
常
に
迫
力
が
あ

り
、
時
が
経
つ
の
を
忘
れ
て
し
ま
う
ほ

ど
凛
々
し
い
佇
ま
い
に
見
入
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
ま
た
、
周
辺
に
は
、
町
の

花
で
あ
る「
カ
タ
ク
リ
」も
自
生
し
て

お
り
、
ピ
ン
ク
や
赤
紫
色
を
し
た
可
憐

な
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
周
辺
の
散
策
と

あ
わ
せ
て
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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寄居町大字 桜沢 地内

　広大な園内に約1,500 本の桜が植樹されている男衾自然公園。中
でも、淡紅色の花をつける「アーコレード」という品種は、「男衾桜」
とも呼ばれています。二季咲きの男衾桜は、春と秋の両方楽しむこ
とができるのも魅力です。山の標高は171ｍと低く、体力づくりや
散歩にもおすすめです。頂上からは、赤城山や筑波山など、北関東
にある日本百名山を眺めることができます。また、山一面を彩る桜
に加え、カタクリや萩など、さまざまな草木も自生し、自然を満喫
することができる公園です。

ひひ

た
た
ず

り
り

か
れ
ん

寄居町大字 富田 地内

　三ケ山緑地公園は、埼玉県環境整備センターの敷地内にある公園
で、防災調節池の周辺には桜並木が続いており、ウォーキングをし
ながら桜を満喫することができます。道路を覆うように咲く桜は、
まるで桜のトンネル。空を映す池の青色と満開の桜のピンク色のコ
ントラストが美しい景観を演出し、池の周辺に設置されている水辺
テラスでは、優しい風で舞い踊る桜並木を鑑賞することができます。

寄居町大字 三ケ山 地内

　寄居町の中心部を流れる荒川のかわせみ河原は、キャンプやバー
ベキューなどのアウトドアが一年中楽しめるアクティビティスポッ
トです。かわせみ河原周辺も花見におすすめのスポットで、道路沿
いの桜が開花し、訪れた人を温かく出迎えます。川遊びときれいに
咲く桜の風景が広がるかわせみ河原の付近には、埼玉県立川の博物
館があり、グループや家族連れで賑わいます。

寄居町大字 保田原321番先
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まちなかを巡るコース
寄居町の中でも中心市街地エリアは、見どころがたくさん詰まった場所です。また、
歩道が整備され、周辺には案内看板が点在しているなど、散策しやすくなっています。
そこで、今回は、中心市街地の春のまちなかを巡るコースをご紹介します。

1 寄居駅鉄道3線が交わる

東武東上線、秩父鉄道、JR八高線が乗り入れる寄居駅。
コースは、南口からスタートです。

3 荒川埼玉の母なる川

秩父山地の甲武信ケ岳を源とし、東京湾まで流れる荒川。
正喜橋からは、雄大な景色を眺めることができます。

2 寄居駅南口駅前拠点施設Yotteco寄居のランドマーク

観光案内所やカフェ、物販コーナー、多目的スペースなど
を有し、まちなかの回遊拠点となる複合施設。ウォーキン
グの前に、観光案内所でパンフレットやチラシを入手し
ましょう。入手後は、中央通り線を南へまっすぐ進みます。

5 雀宮公園七代目松本幸四郎の別邸跡地

秋の紅葉とは違った景色を楽しむことができる雀宮公園。
市街地にありながらも自然を満喫することができるス
ポットとして地域の憩いの場となっています。

7 玉淀駅旅の終着

まち歩きの終着は落ち着きのある外観が特徴の玉淀駅へ。
下りは寄居駅、上りは小川町、池袋方面へと続きます。

4 鉢形城の桜・エドヒガン樹齢150年を超える

笠鉾状いっぱいに広がるエドヒガン桜の姿に、思わず目を
奪われる美しさ。シーズンになると大勢の観光客が訪れます。

6 宮沢賢治の歌碑ふるさと文学碑歩道

盛岡高等農林学校2年生の宮沢賢治が秩父地方の地質に関する
調査・見学旅行の際に詠んだ歌碑。この地一帯は、古くから多
くの文化人が訪れており、周辺には数々の文化碑もありますの
で、先人たちの歌に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。
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僕
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
の
主
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、次

の
３
つ
が
柱
に
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
移
住
促
進

▼
創
業
促
進

▼
空
き
家・空
き
店
舗
利
活
用
促
進

そ
の
中
で
も
空
き
家
・
空
き
店
舗
利
活
用
促
進
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

人口減少や少子高齢化などのさまざまな課題を抱える自治体において、

都市部から人材を受け入れ、その地域の活性化と将来的な移住を図る地域おこし協力隊。

総務省によると令和５年度の地域おこし協力隊の隊員数は、7,200人とのことです。

着任から2年が経過し、それぞれのミッションの実現に向けて、精力的に活動している地域おこし協力隊のお２人に、

これまでの活動内容と将来像についてお話を伺いました。

地
域
お
こ
し

協
力
隊

Pick
Up！

地域おこし協力隊
Instagram

「空き家・空き店舗Re活用！！プロジェクト」チラシ

松本隊員 (左)と
内川隊員 (右)

項目
①家賃

②給湯器等、重要設備の故障等

③雨漏り、床抜け、白アリ等

④残置物

⑤仏壇・神棚

⑥借主によるリフォーム

近隣の相場などを基準に決める

大家が対応

大家が対応

大家が処分しておく

大家が移設などの対応

原則NG

固定資産税等が賄える金額に抑える

借主が対応

借主が対応

残置物の処分等は借主が対応することも可能

借主に日常的な管理を依頼することも可能

借主が比較的自由にリフォームできる

一般的な対応 利活用希望者への貸し方の例

せ
ん
て
い

松本　哲明 Matsumoto Tetsuaki
1975年、神奈川県鎌倉市生まれ。令和5年4月から寄居町地域おこし協力隊に着任。
ミッションは移住促進、創業促進、空き家・空き店舗利活用促進。地元・北鎌倉との２拠点で活動をしている。
☎ 090-3140-4944　　matsumoto.yorii.lvc@gmail.com

空
き
家
問
題
。こ
れ
が
社
会
的
な
課
題

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。あ
る
統

計
に
よ
る
と
、お
よ
そ
10
年
以
内
に
は
３
軒

に
１
軒
が
空
き
家
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。残
念
な
が
ら
、寄
居
町
は
空

き
家
率
が
埼
玉
県
で
も
非
常
に
高
い
水
準

に
あ
り
、利
活
用
を
積
極
的
に
考
え
る
必
要

に
迫
ら
れ
て
い
る
地
域
に
な
っ
て
い
ま
す
。

空
き
家
を
活
用
せ
ず
に
、ご
自
身
で
管
理

し
た
り
、あ
る
い
は
放
置
し
た
り
す
る
こ
と

に
よ
る
主
な
課
題
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

１
．維
持
管
理
の
負
担

空
き
家
を
適
切
に
維
持
す
る
に
は
、定
期
的
な
清
掃
や
点
検
、

修
繕
が
必
要
で
す
。放
置
す
れ
ば
劣
化
が
進
み
、修
繕
費
用
が
さ

ら
に
膨
ら
む
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。維
持
管
理
を
業
者
に
依
頼

し
た
場
合
、年
間
数
10
万
円
の
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

２
．固
定
資
産
税
や
維
持
費
用

住
ん
で
い
な
い
家
で
も
固
定
資
産
税
が
発
生
し
ま
す
。ま
た
、

庭
木
の
剪
定
や
除
草
な
ど
の
維
持
費
用
も
か
か
る
た
め
、長
期

的
に
大
き
な
金
銭
的
負
担
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

３
．近
隣
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生

空
き
家
は
、ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
や
不
審
者
の
侵
入
を
招
く
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。結
果
と
し
て
、近
隣
住
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。寄
居
町
で
も
、空
き
家
と
な
っ
て
い
る
お

宅
に
空
き
巣
が
入
っ
た
と
い
う
話
を
何
度
か
耳
に
し
て
い
ま
す
。

４
．活
用
の
難
し
さ

売
却
を
考
え
る
場
合
や
、賃
貸
や
活
用
を
検
討
す
る
際
に
も
、

修
繕
や
リ
フ
ォ
ー
ム
が
必
要
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、初
期
費
用

の
捻
出
が
課
題
と
な
り
ま
す
。こ
れ
は
、無
管
理
の
状
態
が
長
引

く
ほ
ど
、課
題
が
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
た
課
題
を
解
決
す
る
に
は
、ま
ず
家
族
や
共
同
所
有
者

と
の
話
し
合
い
が
第
一
歩
で
す
。将
来
の
方
向
性
に
つ
い
て
意
見
を

共
有
す
る
こ
と
で
、次
の
ス
テ
ッ
プ
が
見
え
て
き
ま
す
。ご
自
身
の

年
齢
や
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
、家
族
の
人
数
な
ど
を
整
理
し
、〔
い
つ

／
誰
が
／
ど
う
す
る
の
か
／
そ
の
た
め
に
や
る
こ
と
は
？
〕と

い
っ
た
よ
う
に
、ま
と
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

も
し
、あ
な
た
が
空
き
家
を
所
有
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、そ
の

管
理
や
活
用
に
つ
い
て
悩
ん
で
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。僕
の

活
動
は
、主
に
、そ
の
課
題
を
、第
三
者
と
し
て
状
況
を
整
理
し
た

り
、必
要
に
応
じ
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
、専
門
家
に
お
つ
な
ぎ
し

た
り
し
て
い
ま
す
。右
下
の
図
は
、空
き
家
の
発
生
か
ら
、売
却
ま

た
は
賃
貸
に
す
る
と
い
う
意
思
決
定
に
至
る
ま
で
を
、時
系
列
で

図
式
化
し
た
も
の
で
す
。ピ
ン
ク
色
で
示
し
た
範
囲
が
僕
の
得
意
な

領
域
に
な
り
ま
す
。

不
動
産
屋
さ
ん
は
大
家
さ
ん
の
意
思
決
定
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

に
丁
寧
に
寄
り
添
う
こ
と
は
難
し
い
の
だ
そ
う
で
す
。不
動
産
屋

さ
ん
の
事
業
構
造
に
よ
る
部
分
が

大
き
い
よ
う
で
す
。

意
思
決
定
す
る
と
い
う
の
は
、

意
外
と
心
理
的
な
負
担
が
大
き
い

も
の
で
す
。空
き
家
問
題
と
な
る

と
、事
も
大
き
い
の
で
な
お
さ
ら
で

す
。時
間
も
か
か
り
ま
す
。し
か

も
、方
針
が
決
ま
る
ま
で
の
期
間

に
も
固
定
資
産
税
な
ど
の
支
出
は

発
生
し
、草
刈
り
な
ど
の
管
理
も

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。こ
の

心
理
的
な
負
担
の
大
き
い
期
間

に
、困
っ
た
ら
い
つ
で
も
相
談
で
き

る
人
が
い
る
、と
感
じ
て
い
た
だ
け

る
存
在
を
目
指
し
て
い
ま
す（
ご

相
談
は
無
料
で
す
）。

こ
の
２
年
ほ
ど
で
10
数
件
の
ご

相
談
を
い
た
だ
き
、早
い
ケ
ー
ス
で
は
数
カ
月
で
活
用
方
法
が
決

ま
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

最
後
に
空
き
家
活
用
第
三
の

道
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。こ

こ
が一
番
の
得
意
分
野
で
す
。不

動
産
屋
さ
ん
を
経
由
し
て
、賃

貸
に
出
し
た
り
売
却
し
た
り
す

る
、と
い
う
方
法
と
は
違
っ
た
方

法
で
す
。

そ
れ
は
、移
住
者
や
地
域
で

新
た
な
活
動
を
し
た
い
方
に

使
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。こ
の

場
合
、一
般
的
な
賃
貸
な
ど
と
は

考
え
方
が
違
っ
て
き
ま
す
。下
記

の
表
は
、一
般
的
な
賃
貸
と
比
較

を
し
な
が
ら
、簡
潔
に
ま
と
め
た

も
の
に
な
り
ま
す
。基
本
的
な

管
理
は
借
主
に一
任
し
ま
す
。そ

の
分
、家
賃
な
ど
は
一
般
的
な
金

額
よ
り
低
く
設
定
し
ま
す
。不

動
産
屋
さ
ん
を
介
さ
ず
に
直

接
、貸
す
こ
と
も
可
能
で
す
。

経
済
的
利
益
は
小
さ
く
な
り

ま
す
が
、固
定
資
産
税
を
払
っ

て
、さ
ら
に
管
理
も
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、と
い
っ
た
状
況
が

止
め
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

ま
す
。実
際
に
寄
居
町
で
も
、借

主
が
空
き
家
を
リ
フ
ォ
ー
ム
し

て
一
棟
貸
し
の
宿
に
し
た
ケ
ー

ス
、シ
ェ
ア
キ
ッ
チ
ン
や
カ
フ
ェ
と
し
て
活
用
し
た
り
す
る
例
な
ど
も

あ
り
ま
す
。大
家
さ
ん
の
負
担
が
減
る
だ
け
で
な
く
、地
域
の
活
性

化
に
も一
役
買
う
こ
と
も
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、僕
自
身
が
移
住
者
で
も
あ
る
の
で
、空
き
家
を
求
め
て
い
る

移
住
者
な
ど
の
ニ
ー
ズ
も
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
れ
を
お

伝
え
す
る
と
、空
き
家
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
か
ら
、「
気
持
ち
が
楽

に
な
っ
た
」と
い
っ
た
お
言
葉
を
多
く
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
の
活
動
の
内
、今
回
は
空
き
家・空

き
店
舗
の
利
活
用
促
進
の
活
動
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

本
文
中
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、「
空
き
家
・
空
き
店
舗
R
e
活

用
！！
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」と
銘
打
ち
、空
き
家
、空
き
店
舗
で
お
困
り

の
皆
さ
ん
の
お
悩
み
解
決
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
ま
す
。

10年以内には、3軒に1軒が空き家に

両隣のどちらかは空き家という計算に

EMPTY

移住者等
に貸す

不動産屋

手放す

継続
所有

意思
決定

自己管理

賃貸

売却

考える期間
空
き
家
問
題
発
生

■
得
意
と
す
る
領
域
に
つ
い
て

■
空
き
家
活
用
第
三
の
道

■
最
後
に

■
空
き
家
を
所
有
す
る
こ
と
で
直
面
す
る
課
題

課
題
と
対
応
の
第
一
歩
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

こ
の
１
月
、寄
居
町
の
空
き
家
率
の
こ
と
が
日
本
経
済
新
聞
で

取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。寄
居
町
の
空
き
家
率
が
、埼
玉
県
内
で
最

も
高
い
水
準
に
あ
り
ま
し
た
が
、令
和
５
年
ま
で
の
５
年
間
の
調
査

で
、空
き
家
率
の
低
下
幅
が
８
都
県
で
最
も
大
き
く
な
っ
た
と
い
う

も
の
で
し
た
。こ
の
流
れ
に
乗
っ
て
、今
後
は
、「
空
き
家・空
き
店
舗

R
e
活
用
！！
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。様
々
な
立
場
の
方
々
と
チ
ー
ム
を
作
り
、寄
居
町
の
空
き

家・空
き
店
舗
の
利
活
用
の
促
進
を
進
め
て
い
く
方
針
で
す
。

寄
居
町
で
紡
が
れ
た
歴
史
を
見
守
っ
て
き
た
建
物
の
再
生
や
価

値
の
再
発
見
を
通
じ
て
、新
旧
が
調
和
し
た
街
並
み
を
生
み
出
し

て
い
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

僕
自
身
が
寄
居
町
の
町
内
に

住
ん
で
い
ま
す
。何
か
あ
れ
ば
、

す
ぐ
に
お
伺
い
で
き
る
と
い
う

距
離
感
も
強
み
で
す
。空
き
家

や
空
き
店
舗
で
お
困
り
の
方
か

ら「
不
安
が
軽
く
な
っ
た
」と

い
っ
た
お
言
葉
を
い
た
だ
く
の

が
励
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ご
相
談
は
無
料
で
す
の
で
、

気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、

気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

最
後
ま
で
お
読
み
く
だ
さ
り

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

空
き
地
所
有
者
の
皆
様
へ
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寄
居
町
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
内
川
で
す
。私
は
協
力
隊
着
任
時
か

ら
、地
域
に
根
差
し
た
ア
ー
ト
教
育
を
推
し
て
き
ま
し
た
。そ
れ
は
着
任

か
ら
一
年
半
が
経
と
う
と
し
て
い
る
今
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。む
し
ろ
こ

の
方
向
性
は
町
に
馴
染
む
だ
ろ
う
と
さ
え
感
じ
て
い
ま
す
。理
由
と
し
て

は
、作
家
が
住
み
つ
き
活
動
し
や
す
い
気
候
風
土
で
あ
る
こ
と
、そ
し
て
ゆ

る
っ
と
の
ん
び
り
し
た
気
質
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
活
動
に
つ
い
て
の
お
話
に
入
る
前
に
、生
い
立
ち
を
少
し
だ
け
。私
は
、

東
京
都
板
橋
区
の
書
道
教
室
を
営
む
家
に
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。祖
母
の

代
か
ら
母
が
継
ぎ
、55
年
余
り
続
く
教
室
で
す
。特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
、

生
徒
一
人
一
人
が
自
身
の
個
性
と
表
現
に
向
き
合
え
る
よ
う
に
長
年
母
が

指
導
し
て
い
る
こ
と
で
す
。そ
し
て
私
は
、書
で
独
自
の
作
風
を
編
み
出
し

活
動
の
幅
を
広
げ
て
い
ま
す
。

　
話
を
戻
し
ま
す
。非
日
常
を
味
わ
え
る
イ
ベ
ン
ト
や
お
祭
り
だ
け
で
な

く
、日
常
的
に
長
く
地
域
に
根
付
く
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
く
こ
と

も
必
要
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。そ
の
た
め
に
私
が
積
極
的
に
で
き
る
分

野
と
し
て
ア
ー
ト
教
育
を
、と
考
え
ま
し
た
。そ
し
て
ま
ず
初
め
に
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。ま
た
、手
軽
さ
や
コ
ン
セ
プ
ト

を
変
え
て
企
画
し
ま
し
た
。

■
今
後
の
活
動
に
つ
い
て

■
協
力
隊
活
動
と
ア
ー
ト
教
育
に
よ
る
魅
力
発
信

2001年、東京都板橋区生まれ。令和5年8月から寄居町地域おこし協力隊に着任。
ミッションは魅力向上・集客促進。書家三代目、現代書道家として活動している。

内川　雄生 Uchikawa Yuuki

●『
て
の
ひ
ら
に
ア
ー
ト
を
』

　
協
力
隊
着
任
後
、初
め
て
実
施
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。和
紙
と
木

材
を
使
っ
た
最
も
シ
ン
プ
ル
な
ス
タ
イ
ル
の
も
の
で
し
た
。短
時
間
で
も
の

づ
く
り
に
触
れ
ら
れ
る
場
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。ま
た
、

こ
こ
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
機
に
町
内
に
心
強
い
仲
間
が
で
き
た
こ
と

も
大
き
な
収
穫
で
し
た
。ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
特
に
シ
ン
プ
ル
な
企
画
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、時
と
場
所
を
選
ば
ず
に
開
催
で
き
る
こ
と
も
大
き
な
メ

リ
ッ
ト
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。出
張
形
式
で
の
町
の
魅
力
発
信
も

可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
案
し
て
い
ま
す
。

■
こ
れ
ま
で
に
開
催
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

●『
音
を
、書
く
』

　
過
去
3
回
開
催
し
、計
70
名
と
多
く
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
い
て
い
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。こ
ち
ら
は
書
作
品
を
作
る
も
の
で
、日
常
で
見
聞

き
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
画
面
構
成
や
筆
具
選
び
ま
で
含
め
参
加
者
の
方
に

考
え
て
い
た
だ
き
、オ
リ
ジ
ナ
ル
の
作
品
を
お
作
り
い
た
だ
け
る
も
の
に

な
っ
て
い
ま
す
。特
に
企
画
段
階
で
注
力
し
た
こ
と
は
、作
家
が
常
日
頃
行

う「
イ
ン
プ
ッ
ト
↓
思
考
↓
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
」と
い
う
脳
内
で
の
流
れ
を
自
然

と
体
験
で
き
る
仕
組
み
を
組
み
込
む
こ
と
で
す
。脳
の
使
い
方
が
わ
か
ら
な

い
と
、作
品
を
作
る
こ
と
自
体
が
難
し
い
で
す
か
ら
ね
。書
道
に
対
し
て
少

し
で
も
親
し
み
を
持
っ
て
く
れ
た
な
ら
う
れ
し
い
で
す
。

●『
ア
ー
ト
の
行
為
学
』

　
こ
ち
ら
は
ま
た
少
し
、ア
プ
ロ
ー
チ
の
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
複
数
の
技
法
を
一
度
で
体
験
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

ア
ー
ト
の
制
作
手
法
を
分
化
し
た
際
に
最
小
の
も
の
、今
回
は「
塗
る
」

「
彫
る
」「
書
く
」「
組
む
」と
い
う
表
現
を
体
験
で
き
る
場
に
し
ま
し
た
。各

ス
タ
イ
ル
の
作
家
を
招
き
直
接
教
わ
り
、参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
が
没
頭
で
き

る
表
現
に
出
会
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
企
画
し
ま
し
た
。

　
従
来
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
主
催
者
が
作
家
に
依
頼
す
る
形
の
も
の
が

多
く
、一
歩
踏
み
込
ん
だ
よ
う
な
企
画
や
作
家
間
で
の
合
同
の
企
画
は
難

し
い
の
で
は
と
、一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
取
り
組
め
た
こ
と
は
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
運
営
側
と
し
て
も
貴
重
な
経
験
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
は
寄
居
駅
南
口
駅
前
拠
点
施
設「
Y
o
t
t
e
c
o
」を
活
用

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
す
が
、寄
居
町
は
居
住
エ
リ
ア

が
分
散
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、ほ
か
の
地
区
で
も
開
催
し
て
い
け
た
ら

と
思
い
ま
す
。

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、よ
り
多
く
の
方
に
ア
ー
ト
に
触
れ
る
機
会
を
増

や
す
た
め
に
取
り
組
ん
で
お
り
、今
後
も
引
き
続
き
行
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。ま
た
、参
加
さ
れ
る
方
の
中
に
は
お
稽
古
場
を
望
ま
れ
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、ア
ー
ト
も
広
く
学
べ
る
書
道
教
室
と
し
て
開
塾

を
検
討
中
で
す
。

　
ま
た
、そ
の
一
環
と
し
て
町
内
外
の
作
家
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の
場
に

し
た
い
で
す
。特
に
、地
方
で
の
人
の
流
動
性
を
促
す
こ
と
は
大
切
で
、集

客
の
形
が
必
ず
し
も
観
光
客
で
あ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
た
め
、

都
市
部
か
ら
の
人
の
流
れ
を
生
み
出
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
寄
居
町
に
移
住
し
約
1
年
半
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
っ
て
集
客
を
試

み
る
と
と
も
に
身
近
な
情
景
に
触
れ
ら
れ
る
魅
力
発
信
に
も
心
が
け
て

き
ま
し
た
。当
た
り
前
に
潜
在
化
し
た
魅
力
は
案
外
、外
か
ら
来
た
人
に

と
っ
て
最
も
魅
力
に
感
じ
て
い
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。ま

た
、風
布
に
て
昨
年
11
月
に
行
っ
た
ラ
イ
ブ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
は
、町
や

商
工
会
の
協
力
の
も
と
、町
内
の
事
業
所
と
コ
ラ
ボ
を
す
る
こ
と
で
、よ

り
実
践
的
な
魅
力
発
信
が
で
き
ま
し
た
。イ
ベ
ン
ト
以
外
で
は
、ま
だ
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
モ
ノ
や
コ
ト
に
焦
点
を
当
て
、S
N
S
で
発

信
し
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
協
力
隊
や
個
人
の
活
動
を
経
て
、多
く
の
出

会
い
が
あ
り
ま
し
た
。町
の
方
と
接
す
る
た
び
に
、温
か
く
見
守
っ
て
い
た

だ
け
て
い
る
こ
と
を
肌
で
感
じ
て
お
り
ま
す
。今
後
も
ア
ー
ト
を
通
し
て

没
頭
で
き
る
、楽
し
い
環
境
づ
く
り
を
し
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

「てのひらにアートを」チラシ

「アートの行為学」チラシ

「音を、書く」チラシ

Yottecoでの観光案内
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■
鉢
形
城
の
家
臣
団
が
結
成  

鉢
形
城
三
鱗
会

　
「
お
祭
り
は
楽
し
く
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
」

　
そ
う
話
す
の
は
、
鉢
形
城
三
鱗
会
の
祭
事
企
画

部
長
の
北
原
さ
ん
。
群
馬
県
高
崎
市
出
身
で
、
父

の
影
響
か
ら
、
お
よ
そ
35
年
以
上
前
に
鉢
形
城
三

鱗
会
の
会
員
と
し
て
活
動
し
は
じ
め
、
長
年
に
わ

た
り
、
祭
事
企
画
部
長
と
し
て
会
を
取
り
ま
と
め

て
い
ま
す
。

　
「
鉢
形
城
三
鱗
会
は
、
も
と
も
と
、
鉢
形
城
に

い
わ
れ
の
あ
る
家
臣
団
の
方
た
ち
が
発
足
し
た

会
で
あ
り
、
当
初
は
鉢
形
城
の
家
臣
の
供
養
を
目

的
に『
供
養
祭
』が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

時
代
と
と
も
に『
鉢
形
城
ま
つ
り
』や『
北
條
ま

つ
り
』
と
名
称
が
変
わ
り
、
現
在
の『
寄
居
北
條

ま
つ
り
』に
な
り
ま
し
た
」

　
鉢
形
城
は
、
戦
国
時
代
に
関
東
一
帯
を
広
く
支

配
し
た
北
条
氏
が
治
め
た
城
で
、
鉢
形
城
三
鱗
会

の
名
前
の
由
来
は
、
そ
の
北
条
氏
の
家
紋
「
三
つ

鱗
」
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
場
所
は
、
鉢
形
地
内
に
あ
る

鉢
形
城
三
鱗
会
の
事
務
所
。
辺
り
を
見
回
す
と
、

大
将
鎧
や
足
軽
鎧
な
ど
、
細
工
が
施
さ
れ
た
甲
冑

が
ず
ら
り
と
並
び
、
こ
の
甲
冑
に
ほ
れ
込
ん
だ
方

が
、
注
文
を
依
頼
し
て
く
る
ほ
ど
精
巧
に
仕
上
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
、の
ぼ
り
旗
や
刀
、槍
、

衣
装
、
ひ
い
て
は
大
砲
ま
で
も
手
作
り
と
い
う
の

は
驚
き
で
す
。「
材
料
一
つ
に
し
て
も
ほ
と
ん
ど

が
手
作
り
で
す
。
北
条
軍
は
黒
い
甲
冑
で
あ
る
と

言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
な
る
べ
く
当
時
の

鎧
に
似
た
も
の
を
作
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
長
時
間
着
ら
れ
る
よ
う
軽
量
化
に
も
取
り

組
み
、
攻
防
戦
で
も
割
れ
な
い
よ
う
な
甲
冑
を
作

る
と
い
う
の
も
こ
だ
わ
り
の
一
つ
で
す
」と
語
り

ま
す
。甲
冑
や
衣
装
な
ど
が
破
損
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
都
度
修
復
を
行
い
、
新
た
に
製
作
も
し
ま
す
。

「
甲
冑
一
つ
当
た
り
の
製
作
時
間
は
約
20
日
か
か

り
ま
す
が
、
そ
れ
が
や
り
が
い
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
」と
語
り
ま
す
。

　
寄
居
北
條
ま
つ
り
に
お
け
る
鉢
形
城
三
鱗
会

は
、
主
に
大
将
鎧
や
足
軽
鎧
、
子
ど
も
忍
者
の
衣

装
な
ど
約
4
５
０
着
以
上
を
管
理
、
修
理
、
製
作
、

貸
し
出
し
を
行
う
ほ
か
、
河
原
の
舞
台
ス
テ
ー
ジ

の
設
営
や
河
原
の
整
地
、
町
内
に
の
ぼ
り
旗
や

看
板
の
設
置
を
行
う
な
ど
、
幅
広
く
活
動
し
て

い
ま
す
。

　
「
細
か
い
作
業
や
重
労
働
も
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
会
員
の
得
意
不
得
意
を
見
極
め
、
役
割

分
担
を
行
っ
て
い
ま
す
。
大
変
な
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
楽
し
い
こ
と
だ
ら
け
で
す
」

　
鉢
形
城
三
鱗
会
に
は
、市
街
地
支
部
、六
供
区・

風
布
支
部
、
金
尾
支
部
、
立
原
区
・
保
田
原
支
部
、

折
原
支
部
、
東
京
支
部
な
ど
、
そ
の
地
区
ご
と
に

支
部
が
存
在
し
ま
す
。
昔
と
比
べ
る
と
支
部
数
や

会
員
数
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
約
80

人
の
会
員
が
在
籍
し
、
祭
り
の
開
催
が
近
く
な
る

休
日
に
は
約
40
人
以
上
が
集
ま
り
、
活
動
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
会
を
取
り
ま
と
め
る

う
え
で
大
事
な
こ
と
を
伺
う
と「
会
の
中
で
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

年
々
、
会
員
の
平
均
年
齢
も
上
が
り
つ
つ
あ
り
ま

す
が
、
和
気
あ
い
あ
い
と
活
動
し
て
い
ま
す
」と

語
り
ま
す
。
今
後
の
こ
と
を
考
え
、
次
期
後
継
者

の
話
も
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

　
「
50
代
〜
60
代
の
方
が
大
勢
活
躍
し
て
い
ま
す
。

興
味
の
あ
る
方
は
大
歓
迎
で
す
」

町
を
代
表
す
る「
寄
居
北
條
ま
つ
り
」は
、
戦

国
時
代
の
豊
臣
軍
と
北
条
軍
の
合
戦
を
再
現

し
た
も
の
で
、
毎
年
5
月
中
旬
に
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。
祭
り
の
当
日
は
、
甲
冑
を
着
た

武
者
が
市
街
地
を
パ
レ
ー
ド
し
た
後
、
玉
淀

河
原
で
攻
防
戦
や
一
騎
打
ち
を
繰
り
広
げ
ま

す
。
そ
の
様
子
は
、
戦
国
時
代
さ
な
が
ら
の

迫
力
で
す
。
鉢
形
城
三
鱗
会
は
、寄
居
北
條

ま
つ
り
を
運
営
す
る
団
体
の
一
つ
で
あ
り
、

主
要
な
団
体
と
し
て
長
年
携
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
鉢
形
城
三
鱗
会
の
祭

事
企
画
部
長
で
あ
る
北
原
定
行
さ
ん
に
お
話

を
伺
っ
て
み
ま
し
た
。

■
毎
年
進
化
し
続
け
る
寄
居
北
條
ま
つ
り

　
寄
居
北
條
ま
つ
り
は
、
鉢
形
城
三
鱗
会
や
寄
居

町
、
寄
居
町
商
工
会
、
町
内
金
融
機
関
な
ど
で
構

成
す
る「
寄
居
北
條
ま
つ
り
実
行
委
員
会
」が
運

営
し
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
令
和
2
、
３
年
は
中
止
と
な
り

ま
し
た
が
、
令
和
4
年
は
、
規
模
を
縮
小
し
て
11

月
に
延
期
開
催
し
、
令
和
５
年
は
、
5
月
中
旬
に

戻
し
、
規
模
を
縮
小
し
て
開
催
。
令
和
6
年
の
開

催
で
は
、
第
63
回
を
迎
え
、
大
勢
の
観
客
が
来
場

し
ま
し
た
。
昨
年
の
開
催
内
容
を
振
り
返
る
と
、

お
祭
り
は
、
武
者
隊
パ
レ
ー
ド
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。
総
勢
約
５
０
０
人
も
の
甲
冑
を
身
に
纏
っ
た

武
者
が
駅
前
中
央
通
り
線
に
集
結
。参
加
団
体
は
、

町
内
企
業
や
団
体
の
ほ
か
、
町
内
小
学
校
の
3
、

4
年
生
が
参
加
す
る
子
ど
も
忍
者
隊
、
町
内
中
学

校
の
剣
道
部
員
が
構
成
す
る
剣
道
連
盟
1
・
２
番

隊
、
ほ
か
に
も
、
北
条
氏
ゆ
か
り
の
地
の
小
田
原

市
や
八
王
子
市
、
沼
田
市
、
所
沢
市
、
上
田
市
、

と
き
が
わ
町
な
ど
20
団
体
を
超
え
ま
し
た
。
勇
壮

な
武
者
が
隊
列
を
組
み
、
市
街
地
を
練
り
歩
き
な

が
ら
玉
淀
河
原
ま
で
着
く
と
、
信
号
雷
の
合
図
と

と
も
に
セ
レ
モ
ニ
ー
が
開
催
さ
れ
、
舞
台
ス
テ
ー

ジ
で
は
、
武
士
が
出
陣
す
る
際
の
儀
式
で
総
大
将

が「
打
ち
あ
わ
び
、
勝
ち
栗
、
昆
布
」の
3
品
と

酒
を
飲
み
干
し
、
必
勝
を
祈
願
す
る
三
献
の
儀
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
、

攻
防
戦
や
一
騎
打
ち
の
開
始
。
白
煙
が
立
ち
上
る

中
、太
鼓
の
音
や
爆
竹
、大
砲
の
轟
音
が
地
を
這
っ

て
響
き
渡
り
ま
し
た
。
豊
臣
軍
と
北
条
軍
に
分
か

れ
た
参
加
団
体
が
、
指
揮
官
や
講
談
師
に
よ
る
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
合
図
と
と
も
に
幾
度
と
な
く
攻

防
戦
を
繰
り
広
げ
ま
し
た
。
武
将
同
士
の
一
騎
打

ち
も
迫
力
満
点
。
両
軍
は
一
進
一
退
の
攻
防
を
繰

り
広
げ
、
盛
り
上
が
り
が
最
高
潮
に
達
し
た
後
、

鉢
形
城
の
開
城
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も
に
お
祭

り
は
終
了
と
な
り
ま
す
。
お
祭
り
全
体
の
中
で
北

原
さ
ん
に
一
番
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
何
か
と

尋
ね
る
と「
事
故
や
ケ
ガ
も
な
く
、
無
事
終
わ
っ

た
と
き
で
す
」と
笑
顔
で
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
現
在
で
は
、
5
月
中
旬
開
催
が
慣
例
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
過
去
の
開
催
を
振
り
返
る
と
、
11
月

に
開
催
し
た
こ
と
や
鉢
形
城
公
園
内
に
お
け
る

流
鏑
馬
の
実
施
、
玉
淀
河
原
の
対
岸
か
ら
舟
を
出

し
、
攻
防
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
、
構

成
団
体
や
参
加
団
体
、開
催
日
、開
催
場
所
、パ
レ
ー

ド
コ
ー
ス
な
ど
、
数
々
の
変
化
を
遂
げ
て
き
た
現

在
の
寄
居
北
條
ま
つ
り
の
在
り
方
に
つ
い
て「
毎

年
同
じ
こ
と
を
や
る
こ
と
は
簡
単
。
同
じ
も
の
だ

と
つ
ま
ら
な
い
ん
で
す
。
見
に
来
る
方
が
飽
き
な

い
よ
う
に
、
毎
年
１
つ
や
２
つ
工
夫
し
て
い
ま
す
」

と
語
り
ま
す
。
実
際
、
昨
年
は
本
祭
に
先
立
ち
、

前
日
の
5
月
11
日
に「
鉢
形
城
跡
北
条
氏
邦
公
入

陣
行
列
」を
開
催
。
入
陣
行
列
が
市
街
地
を
練
り

歩
き
、本
祭
に
向
け
て
町
内
を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

　
「
寄
居
北
條
ま
つ
り
は
、
神
社
や
お
寺
な
ど
神

事
が
絡
む
イ
ベ
ン
ト
と
は
違
い
、
任
意
の
団
体
が

始
め
た
イ
ベ
ン
ト
な
の
で
主
催
者
が
し
っ
か
り

継
続
し
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で

63
年
も
の
歴
史
が
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
、
み
な
さ

ん
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
祭
り
に
な
っ
て
い
ま

せ
ん
」

　
現
状
の
も
の
に
満
足
せ
ず
、
観
客
に
飽
き
さ
せ

な
い
工
夫
と
、
進
化
し
続
け
る
こ
と
の
楽
し
さ
を

追
求
し
続
け
る
北
原
さ
ん
。
こ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
こ
そ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
積
極
的
に
実
施

す
る
鉢
形
城
三
鱗
会
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
続
け
ら
れ
る
だ

け
、
精
一
杯
、
頑
張
り
ま
す
よ
」と
力
強
く
答
え

て
く
れ
ま
し
た
。

■
他
市
町
村
と
幅
広
く
交
流　

　
鉢
形
城
三
鱗
会
は
、
一
年
を
通
し
て
ほ
か
の
自

治
体
の
お
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
い
る

と
語
り
ま
す
。
3
月
の
津
久
井
城
ま
つ
り（
相
模

原
市
）の
参
加
か
ら
始
ま
り
、
5
月
小
田
原
北
條

五
代
祭
り（
小
田
原
市
）、
滝
の
城
ま
つ
り（
所
沢

市
）、
8
月
八
王
子
氏
照
祭
り（
八
王
子
市
）、
10

月
上
州
沼
田
真
田
ま
つ
り（
沼
田
市
）、
北
条
氏

照
ま
つ
り（
八
王
子
市
）、 11
月
嵐
山
ま
つ
り（
嵐

山
町
）、
八
王
子
い
ち
ょ
う
祭
り
（
八
王
子
市
）

な
ど
、
数
多
く
の
お
祭
り
へ
出
向
き「
寄
居
町
に

あ
る
鉢
形
城
の
P
R
を
行
う
ほ
か
、
甲
冑
を
着
用

し
て
火
縄
銃
の
演
武
や
居
合
切
り
の
披
露
を
行

い
、他
団
体
と
親
睦
を
深
め
る
な
ど
、交
流
を
行
っ

て
い
ま
す
」
と
、
広
く
活
動
し
て
い
ま
す
。
火
縄

銃
や
大
砲
な
ど
の
火
薬
を
使
用
す
る
際
は
、
当
然

の
こ
と
、
日
本
煙
火
協
会
の
資
格
を
有
し
た
会
員

が
取
り
扱
っ
て
お
り
、
よ
り
よ
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
た
め
、
定
期
的
な
射
撃
場
で
の
練
習
も
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
居
合
切
り
に
お
い
て
は
、
本

物
の
日
本
刀
、
い
わ
ゆ
る「
真
剣
」
を
使
用
し
、

巻
き
藁
を
３
度
に
わ
た
っ
て
切
り
つ
け
ま
す
。
ス

パ
ッ
と
切
り
落
と
さ
れ
る
シ
ー
ン
は
、
切
れ
味
が

鋭
い
日
本
刀
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▲1970年代の写真

は
ち
が
た
じ
ょ
う
み
つ
う
ろ
こ
か
い

よ
ろ
い

や
り

■
駅
前
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

　
町
で
は
、
中
心
市
街
地
の
賑
わ
い
創
出
に
つ
な

が
る
イ
ベ
ン
ト
等
の
取
り
組
み
に
対
し
、
1
団
体

に
つ
き
、
最
大
20
万
円
を
補
助
す
る「
寄
居
町
中

心
市
街
地
賑
わ
い
創
出
事
業
補
助
金
」を
実
施
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
団
体
に
活
用
さ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
鉢
形
城
三
鱗
会
も
そ
の
補
助
金

を
活
用
し
た
団
体
の
一
つ
で
す
。
令
和
5
年
9
月

か
ら
令
和
6
年
3
月
に
計
6
回
実
施
し
た「
駅
前

フ
リ
マ
」で
は
、
賑
わ
い
創
出
交
流
広
場
Ｙ
Ｏ
Ｒ

Ｉ
Ｂ
Ａ
に
お
い
て
、
甲
冑
を
着
た
武
者
に
よ
る
に

ぎ
や
か
し
や
新
鮮
野
菜
、
惣
菜
パ
ン
、
古
着
な
ど

を
出
品
し
、
多
く
の
人
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
ま
た
、

令
和
6
年
6
月
と
9
月
に
、
甲
冑
を
着
て
町
内
を

散
策
す
る「
古
城
の
町
よ
り
い 

甲
冑
ウ
ォ
ー
ク
」

を
開
催
。
参
加
者
を
募
集
し
、
甲
冑
を
着
な
が
ら

正
龍
寺
や
鉢
形
城
公
園
な
ど
を
練
り
歩
く
な
ど

し
て
、
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
ま
し
た
。
ほ
か
に
も
、

令
和
6
年
12
月
に
は「
参
弐
六
五
市 

甲
冑
と
も

ち
つ
き
」を
実
施
し
、
甲
冑
武
者
と
の
じ
ゃ
ん
け

ん
大
会
や
も
ち
、
骨
董
品
の
販
売
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
お
祭
り
に
携
わ
る
だ
け
で
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
、
実
施
す

る
北
原
さ
ん
。「
お
祭
り
を
行
っ
て
い
な
い
時
期

に
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
こ
と
で
、
鉢
形
城
三
鱗

会
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
や
る
こ

と
に
意
味
が
あ
る
ん
で
す
」と
熱
い
想
い
を
語
り

ま
す
。

　
鉢
形
城
三
鱗
会
の
“本
丸
”と
も
い
え
る
事
務

所
の
中
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
質
問
に
対
し
、

時
折
、
冗
談
交
じ
り
に
応
じ
る
北
原
さ
ん
。
事
務

所
の
周
辺
を
見
回
す
と
、
今
年
の
祭
り
で
必
要
な
道

具
の
準
備
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
お
り
、
開
催
に
向

け
た
士
気
が
高
ま
っ
て
い
る
の
を
感
じ
ま
し
た
。
第

64
回
寄
居
北
條
ま
つ
り
に
向
け
、
甲
冑
武
者
の
勇
ま

し
い
足
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

第 回64 5
月

11
日
日

開
催
!!
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■
鉢
形
城
の
家
臣
団
が
結
成  

鉢
形
城
三
鱗
会

　
「
お
祭
り
は
楽
し
く
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
」

　
そ
う
話
す
の
は
、
鉢
形
城
三
鱗
会
の
祭
事
企
画

部
長
の
北
原
さ
ん
。
群
馬
県
高
崎
市
出
身
で
、
父

の
影
響
か
ら
、
お
よ
そ
35
年
以
上
前
に
鉢
形
城
三

鱗
会
の
会
員
と
し
て
活
動
し
は
じ
め
、
長
年
に
わ

た
り
、
祭
事
企
画
部
長
と
し
て
会
を
取
り
ま
と
め

て
い
ま
す
。

　
「
鉢
形
城
三
鱗
会
は
、
も
と
も
と
、
鉢
形
城
に

い
わ
れ
の
あ
る
家
臣
団
の
方
た
ち
が
発
足
し
た

会
で
あ
り
、
当
初
は
鉢
形
城
の
家
臣
の
供
養
を
目

的
に『
供
養
祭
』が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

時
代
と
と
も
に『
鉢
形
城
ま
つ
り
』や『
北
條
ま

つ
り
』
と
名
称
が
変
わ
り
、
現
在
の『
寄
居
北
條

ま
つ
り
』に
な
り
ま
し
た
」

　
鉢
形
城
は
、
戦
国
時
代
に
関
東
一
帯
を
広
く
支

配
し
た
北
条
氏
が
治
め
た
城
で
、
鉢
形
城
三
鱗
会

の
名
前
の
由
来
は
、
そ
の
北
条
氏
の
家
紋
「
三
つ

鱗
」
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
場
所
は
、
鉢
形
地
内
に
あ
る

鉢
形
城
三
鱗
会
の
事
務
所
。
辺
り
を
見
回
す
と
、

大
将
鎧
や
足
軽
鎧
な
ど
、
細
工
が
施
さ
れ
た
甲
冑

が
ず
ら
り
と
並
び
、
こ
の
甲
冑
に
ほ
れ
込
ん
だ
方

が
、
注
文
を
依
頼
し
て
く
る
ほ
ど
精
巧
に
仕
上
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
、の
ぼ
り
旗
や
刀
、槍
、

衣
装
、
ひ
い
て
は
大
砲
ま
で
も
手
作
り
と
い
う
の

は
驚
き
で
す
。「
材
料
一
つ
に
し
て
も
ほ
と
ん
ど

が
手
作
り
で
す
。
北
条
軍
は
黒
い
甲
冑
で
あ
る
と

言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
な
る
べ
く
当
時
の

鎧
に
似
た
も
の
を
作
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
長
時
間
着
ら
れ
る
よ
う
軽
量
化
に
も
取
り

組
み
、
攻
防
戦
で
も
割
れ
な
い
よ
う
な
甲
冑
を
作

る
と
い
う
の
も
こ
だ
わ
り
の
一
つ
で
す
」と
語
り

ま
す
。甲
冑
や
衣
装
な
ど
が
破
損
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
都
度
修
復
を
行
い
、
新
た
に
製
作
も
し
ま
す
。

「
甲
冑
一
つ
当
た
り
の
製
作
時
間
は
約
20
日
か
か

り
ま
す
が
、
そ
れ
が
や
り
が
い
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
」と
語
り
ま
す
。

　
寄
居
北
條
ま
つ
り
に
お
け
る
鉢
形
城
三
鱗
会

は
、
主
に
大
将
鎧
や
足
軽
鎧
、
子
ど
も
忍
者
の
衣

装
な
ど
約
4
５
０
着
以
上
を
管
理
、
修
理
、
製
作
、

貸
し
出
し
を
行
う
ほ
か
、
河
原
の
舞
台
ス
テ
ー
ジ

の
設
営
や
河
原
の
整
地
、
町
内
に
の
ぼ
り
旗
や

看
板
の
設
置
を
行
う
な
ど
、
幅
広
く
活
動
し
て

い
ま
す
。

　
「
細
か
い
作
業
や
重
労
働
も
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
会
員
の
得
意
不
得
意
を
見
極
め
、
役
割

分
担
を
行
っ
て
い
ま
す
。
大
変
な
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
楽
し
い
こ
と
だ
ら
け
で
す
」

　
鉢
形
城
三
鱗
会
に
は
、市
街
地
支
部
、六
供
区・

風
布
支
部
、
金
尾
支
部
、
立
原
区
・
保
田
原
支
部
、

折
原
支
部
、
東
京
支
部
な
ど
、
そ
の
地
区
ご
と
に

支
部
が
存
在
し
ま
す
。
昔
と
比
べ
る
と
支
部
数
や

会
員
数
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
約
80

人
の
会
員
が
在
籍
し
、
祭
り
の
開
催
が
近
く
な
る

休
日
に
は
約
40
人
以
上
が
集
ま
り
、
活
動
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
会
を
取
り
ま
と
め
る

う
え
で
大
事
な
こ
と
を
伺
う
と「
会
の
中
で
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

年
々
、
会
員
の
平
均
年
齢
も
上
が
り
つ
つ
あ
り
ま

す
が
、
和
気
あ
い
あ
い
と
活
動
し
て
い
ま
す
」と

語
り
ま
す
。
今
後
の
こ
と
を
考
え
、
次
期
後
継
者

の
話
も
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

　
「
50
代
〜
60
代
の
方
が
大
勢
活
躍
し
て
い
ま
す
。

興
味
の
あ
る
方
は
大
歓
迎
で
す
」

■
毎
年
進
化
し
続
け
る
寄
居
北
條
ま
つ
り

　
寄
居
北
條
ま
つ
り
は
、
鉢
形
城
三
鱗
会
や
寄
居

町
、
寄
居
町
商
工
会
、
町
内
金
融
機
関
な
ど
で
構

成
す
る「
寄
居
北
條
ま
つ
り
実
行
委
員
会
」が
運

営
し
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
令
和
2
、
３
年
は
中
止
と
な
り

ま
し
た
が
、
令
和
4
年
は
、
規
模
を
縮
小
し
て
11

月
に
延
期
開
催
し
、
令
和
５
年
は
、
5
月
中
旬
に

戻
し
、
規
模
を
縮
小
し
て
開
催
。
令
和
6
年
の
開

催
で
は
、
第
63
回
を
迎
え
、
大
勢
の
観
客
が
来
場

し
ま
し
た
。
昨
年
の
開
催
内
容
を
振
り
返
る
と
、

お
祭
り
は
、
武
者
隊
パ
レ
ー
ド
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。
総
勢
約
５
０
０
人
も
の
甲
冑
を
身
に
纏
っ
た

武
者
が
駅
前
中
央
通
り
線
に
集
結
。参
加
団
体
は
、

町
内
企
業
や
団
体
の
ほ
か
、
町
内
小
学
校
の
3
、

4
年
生
が
参
加
す
る
子
ど
も
忍
者
隊
、
町
内
中
学

校
の
剣
道
部
員
が
構
成
す
る
剣
道
連
盟
1
・
２
番

隊
、
ほ
か
に
も
、
北
条
氏
ゆ
か
り
の
地
の
小
田
原

市
や
八
王
子
市
、
沼
田
市
、
所
沢
市
、
上
田
市
、

と
き
が
わ
町
な
ど
20
団
体
を
超
え
ま
し
た
。
勇
壮

な
武
者
が
隊
列
を
組
み
、
市
街
地
を
練
り
歩
き
な

が
ら
玉
淀
河
原
ま
で
着
く
と
、
信
号
雷
の
合
図
と

と
も
に
セ
レ
モ
ニ
ー
が
開
催
さ
れ
、
舞
台
ス
テ
ー

ジ
で
は
、
武
士
が
出
陣
す
る
際
の
儀
式
で
総
大
将

が「
打
ち
あ
わ
び
、
勝
ち
栗
、
昆
布
」の
3
品
と

酒
を
飲
み
干
し
、
必
勝
を
祈
願
す
る
三
献
の
儀
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
、

攻
防
戦
や
一
騎
打
ち
の
開
始
。
白
煙
が
立
ち
上
る

中
、太
鼓
の
音
や
爆
竹
、大
砲
の
轟
音
が
地
を
這
っ

て
響
き
渡
り
ま
し
た
。
豊
臣
軍
と
北
条
軍
に
分
か

れ
た
参
加
団
体
が
、
指
揮
官
や
講
談
師
に
よ
る
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
合
図
と
と
も
に
幾
度
と
な
く
攻

防
戦
を
繰
り
広
げ
ま
し
た
。
武
将
同
士
の
一
騎
打

ち
も
迫
力
満
点
。
両
軍
は
一
進
一
退
の
攻
防
を
繰

り
広
げ
、
盛
り
上
が
り
が
最
高
潮
に
達
し
た
後
、

鉢
形
城
の
開
城
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も
に
お
祭

り
は
終
了
と
な
り
ま
す
。
お
祭
り
全
体
の
中
で
北

原
さ
ん
に
一
番
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
何
か
と

尋
ね
る
と「
事
故
や
ケ
ガ
も
な
く
、
無
事
終
わ
っ

た
と
き
で
す
」と
笑
顔
で
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
現
在
で
は
、
5
月
中
旬
開
催
が
慣
例
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
過
去
の
開
催
を
振
り
返
る
と
、
11
月

に
開
催
し
た
こ
と
や
鉢
形
城
公
園
内
に
お
け
る

流
鏑
馬
の
実
施
、
玉
淀
河
原
の
対
岸
か
ら
舟
を
出

し
、
攻
防
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
、
構

成
団
体
や
参
加
団
体
、開
催
日
、開
催
場
所
、パ
レ
ー

ド
コ
ー
ス
な
ど
、
数
々
の
変
化
を
遂
げ
て
き
た
現

在
の
寄
居
北
條
ま
つ
り
の
在
り
方
に
つ
い
て「
毎

年
同
じ
こ
と
を
や
る
こ
と
は
簡
単
。
同
じ
も
の
だ

と
つ
ま
ら
な
い
ん
で
す
。
見
に
来
る
方
が
飽
き
な

い
よ
う
に
、
毎
年
１
つ
や
２
つ
工
夫
し
て
い
ま
す
」

と
語
り
ま
す
。
実
際
、
昨
年
は
本
祭
に
先
立
ち
、

前
日
の
5
月
11
日
に「
鉢
形
城
跡
北
条
氏
邦
公
入

陣
行
列
」を
開
催
。
入
陣
行
列
が
市
街
地
を
練
り

歩
き
、本
祭
に
向
け
て
町
内
を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

　
「
寄
居
北
條
ま
つ
り
は
、
神
社
や
お
寺
な
ど
神

事
が
絡
む
イ
ベ
ン
ト
と
は
違
い
、
任
意
の
団
体
が

始
め
た
イ
ベ
ン
ト
な
の
で
主
催
者
が
し
っ
か
り

継
続
し
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で

63
年
も
の
歴
史
が
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
、
み
な
さ

ん
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
祭
り
に
な
っ
て
い
ま

せ
ん
」

　
現
状
の
も
の
に
満
足
せ
ず
、
観
客
に
飽
き
さ
せ

な
い
工
夫
と
、
進
化
し
続
け
る
こ
と
の
楽
し
さ
を

追
求
し
続
け
る
北
原
さ
ん
。
こ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
こ
そ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
積
極
的
に
実
施

す
る
鉢
形
城
三
鱗
会
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
続
け
ら
れ
る
だ

け
、
精
一
杯
、
頑
張
り
ま
す
よ
」と
力
強
く
答
え

て
く
れ
ま
し
た
。

■
他
市
町
村
と
幅
広
く
交
流　

　
鉢
形
城
三
鱗
会
は
、
一
年
を
通
し
て
ほ
か
の
自

治
体
の
お
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
い
る

と
語
り
ま
す
。
3
月
の
津
久
井
城
ま
つ
り（
相
模

原
市
）の
参
加
か
ら
始
ま
り
、
5
月
小
田
原
北
條

五
代
祭
り（
小
田
原
市
）、
滝
の
城
ま
つ
り（
所
沢

市
）、
8
月
八
王
子
氏
照
祭
り（
八
王
子
市
）、
10

月
上
州
沼
田
真
田
ま
つ
り（
沼
田
市
）、
北
条
氏

照
ま
つ
り（
八
王
子
市
）、 11
月
嵐
山
ま
つ
り（
嵐

山
町
）、
八
王
子
い
ち
ょ
う
祭
り
（
八
王
子
市
）

な
ど
、
数
多
く
の
お
祭
り
へ
出
向
き「
寄
居
町
に

あ
る
鉢
形
城
の
P
R
を
行
う
ほ
か
、
甲
冑
を
着
用

し
て
火
縄
銃
の
演
武
や
居
合
切
り
の
披
露
を
行

い
、他
団
体
と
親
睦
を
深
め
る
な
ど
、交
流
を
行
っ

て
い
ま
す
」
と
、
広
く
活
動
し
て
い
ま
す
。
火
縄

銃
や
大
砲
な
ど
の
火
薬
を
使
用
す
る
際
は
、
当
然

の
こ
と
、
日
本
煙
火
協
会
の
資
格
を
有
し
た
会
員

が
取
り
扱
っ
て
お
り
、
よ
り
よ
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
た
め
、
定
期
的
な
射
撃
場
で
の
練
習
も
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
居
合
切
り
に
お
い
て
は
、
本

物
の
日
本
刀
、
い
わ
ゆ
る「
真
剣
」
を
使
用
し
、

巻
き
藁
を
３
度
に
わ
た
っ
て
切
り
つ
け
ま
す
。
ス

パ
ッ
と
切
り
落
と
さ
れ
る
シ
ー
ン
は
、
切
れ
味
が

鋭
い
日
本
刀
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

北条氏の家紋

　荒川と深沢川に囲まれた断崖に位置する「鉢形城」は、文明 8 年（1476）、山内上杉氏の家臣であった長尾景春が築城したと伝えられています。その後、
北条家の３代・北条氏康の５男として生まれた北条氏邦が、当時の武蔵の豪族・藤田氏の婿養子として迎えられ、この地を治めることとなりました。氏邦は、
藤田氏から譲り受けた地と鉢形城を関東支配の重要な拠点としてとらえ、大幅に拡充し、その後、群馬県南部まで勢力を拡大したといわれています。また、
真田昌幸との争いの地点であった名胡桃城の城主に偽りの書状を送り、その隙に落城させ
るなど、策略家としての一面もありました。
　ところが、豊臣秀吉による天下統一が進む天正18年（1590）、名胡桃城の事件を機に、
前田利家・上杉景勝らが率いる豊臣方の大軍勢が、鉢形城を目指して進軍しました。迎え
撃つ氏邦を筆頭とした鉢形衆の兵力はわずか3,500人。その中には、百姓や町民まで含ま
れていたといわれています。しかしながら、北条軍の戦意は高く、自然の要害を活かした
鉢形城は容易に落城しなかったため、業を煮やした豊臣秀吉は、度々増援を向かわせ、豊
臣軍は総勢約50,000人余りに達することとなりました。北条軍はわずかな兵力で奮戦し、
戦は1カ月余りに及びましたが、城兵の命を守ることを条件に、開城することとなりました。
　鉢形城は、平成18年に「日本100名城」に選定され、現在では、鉢形城公園として、四
脚門や堀、土塁などが整備されています。

関東屈指の名城  鉢形城

や
ぶ
さ
め

わ
ら

ヨ

リ

バ

やまのうち

ほうじょううじくに

ながお かげはる

なぐるみじょう

まえだとしいえ うえすぎかげかつ

ま
と

は

■
駅
前
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

　
町
で
は
、
中
心
市
街
地
の
賑
わ
い
創
出
に
つ
な

が
る
イ
ベ
ン
ト
等
の
取
り
組
み
に
対
し
、
1
団
体

に
つ
き
、
最
大
20
万
円
を
補
助
す
る「
寄
居
町
中

心
市
街
地
賑
わ
い
創
出
事
業
補
助
金
」を
実
施
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
団
体
に
活
用
さ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
鉢
形
城
三
鱗
会
も
そ
の
補
助
金

を
活
用
し
た
団
体
の
一
つ
で
す
。
令
和
5
年
9
月

か
ら
令
和
6
年
3
月
に
計
6
回
実
施
し
た「
駅
前

フ
リ
マ
」で
は
、
賑
わ
い
創
出
交
流
広
場
Ｙ
Ｏ
Ｒ

Ｉ
Ｂ
Ａ
に
お
い
て
、
甲
冑
を
着
た
武
者
に
よ
る
に

ぎ
や
か
し
や
新
鮮
野
菜
、
惣
菜
パ
ン
、
古
着
な
ど

を
出
品
し
、
多
く
の
人
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
ま
た
、

令
和
6
年
6
月
と
9
月
に
、
甲
冑
を
着
て
町
内
を

散
策
す
る「
古
城
の
町
よ
り
い 

甲
冑
ウ
ォ
ー
ク
」

を
開
催
。
参
加
者
を
募
集
し
、
甲
冑
を
着
な
が
ら

正
龍
寺
や
鉢
形
城
公
園
な
ど
を
練
り
歩
く
な
ど

し
て
、
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
ま
し
た
。
ほ
か
に
も
、

令
和
6
年
12
月
に
は「
参
弐
六
五
市 

甲
冑
と
も

ち
つ
き
」を
実
施
し
、
甲
冑
武
者
と
の
じ
ゃ
ん
け

ん
大
会
や
も
ち
、
骨
董
品
の
販
売
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
お
祭
り
に
携
わ
る
だ
け
で
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
、
実
施
す

る
北
原
さ
ん
。「
お
祭
り
を
行
っ
て
い
な
い
時
期

に
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
こ
と
で
、
鉢
形
城
三
鱗

会
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
や
る
こ

と
に
意
味
が
あ
る
ん
で
す
」と
熱
い
想
い
を
語
り

ま
す
。

　
鉢
形
城
三
鱗
会
の
“本
丸
”と
も
い
え
る
事
務

所
の
中
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
質
問
に
対
し
、

時
折
、
冗
談
交
じ
り
に
応
じ
る
北
原
さ
ん
。
事
務

所
の
周
辺
を
見
回
す
と
、
今
年
の
祭
り
で
必
要
な
道

具
の
準
備
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
お
り
、
開
催
に
向

け
た
士
気
が
高
ま
っ
て
い
る
の
を
感
じ
ま
し
た
。
第

64
回
寄
居
北
條
ま
つ
り
に
向
け
、
甲
冑
武
者
の
勇
ま

し
い
足
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
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秩父
小川町

高崎

羽生羽生

前橋

東
北
・
山
形
・
秋
田
新
幹
線

秩
父
鉄
道 圏央

道

北陸・上越新幹線

北陸・上越新幹線

東武伊勢崎線

上信越自動車道

常
磐
自
動
車
道

関
越
自
動
車
道

圏
央
道

外環道

東
北
自
動
車
道

中央自動車道 東京

大宮

川越川越

東
武
東
上
線

東
武
東
上
線

池袋池袋
新宿新宿八王子

上野上野
大泉JCT

八王子JCT

久喜白岡JCT

川口JCT川口JCT
三郷JCT

羽生I.C

岩舟JCT高崎JCT

本庄児玉I.C本庄児玉I.C

花園I.C

東松山I.C東松山I.C

鶴
ヶ
島
J
C
T

鶴
ヶ
島
J
C
T

加須I.C加須I.C

本庄早稲田

J
R
八
高
線 浦和浦和東京都心まで

車で
約50分

寄居町

藤岡JCT

国道140号

　まちなか情報誌『あっLOOK』第7号を手に取っていただきありがとうございます。こちらの情報誌の作成を通して、寄居
町には、美しい観光資源や熱い思いを胸に活動している方たちなど、たくさんの魅力を内包していることを再認識しました。
　特に今回の取材で、寄居北條まつりやプロジェクションマッピングなど、さまざまな方法で精力的に活動する方とお話しして、
仕事や活動に対する情熱を感じるなど、私自身も学ぶものが多い取材となりました。
　発行にあたり、取材にご協力いただいた皆さまをはじめ、たくさんの方にご協力いただきました。この場を借りてお礼申し
上げます。引き続き、町の魅力発信に尽力してまいりますので、今後ともよろしくお願いします。

編集後記

発行　寄居町プロモーション戦略課　埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1　☎048-581-2121

MAP

聴かせて！

匠の技
昨年の11月下旬、紅葉が見頃を迎えた雀宮公園ライトアップイベントの新たな取り組みとして、
プロジェクションマッピングが行われ、多くの方から大変にご好評をいただきました。
今回、そのプロジェクションマッピングに携わり、幅広い技術を活用し、
ものづくりやサービスを提供するＳａｎｄＲｏｏｍの西沢直樹さんにお話を伺いました。

SandRoom（旧：ミツバチ鉄工所）の代表。現在は、町内在住。
プログラミング、金属加工、溶接、木工など幅広く行う。

西沢 直樹さん Nishizawa NaokiPROFILE

　SandRooｍの代表である西沢さんは長野県長野市出身で、以前はプログ
ラミングなどのI T系の仕事をしていましたが、寄居町の自然が自分の故郷の
風景と重なるものがあり、とても魅力的に感じたことがきっかけで、3年ほど前
に寄居町に移住しました。現在は、映像体験などのプログラミングのほか、
金属加工、溶接、木工など、ものづくりに関する取り組みの傍ら、大学の非常
勤講師を務め、知識や技術だけでなく、創ることへの熱意や想いの大切さを教
えています。

　昨年の11月下旬、モミジやイチョウなどが紅葉し、見頃を迎えた時期に合
わせて行われた雀宮公園のライトアップ。西沢さんは期間中に「プロジェクショ
ンマッピング」を手掛け、大勢の観客を魅了しました。
　「雀宮公園のプロジェクションマッピングでは、最初、園内の大きな岩の壁
面に投影しようと思いましたが、地面を照らす方がはっきりと反射して、色が
鮮明に映し出せたので、もみじ橋の上から投影することに決めました」と語る
西沢さん。屋外での投影は今回が初めての試みで、上手く映るポイントを探す
ために何度もテストを繰り返し、位置を決めました。地面に写し出された映像は、
風に乗って舞い散る桜の花びらや鮮やかな紅葉など四季を感じる水面。その
中を優雅に泳ぐ金魚、時折水面に映し出される葛飾北斎やフェルメールなど
の名画は、まるで水面の美術館のようでした。「プロジェクション（投影、映写）は、
自由度がとても高いものなのですが、映像を全体的に明るくしすぎると見せた
いものが見えにくくなったり、スピードを早く動かしすぎるとストーリーがお客
様に伝わらなくなったりします。そのため、何度も調整を繰り返さないと良い
映像を作ることが難しいです」とプロジェクションの制作について説明してく
れました。また、西沢さんのプロジェクションは映像とあわせて、音楽が見事
に調和し、非日常的な空間を演出しました。音楽についても「見る人により臨
場感を感じてもらえるよう、プロジェクションに合う音楽を生成AIで作り込み

ました」とこだわりが詰まっています。繊細に躍動する大迫力の映像に惹きつ
けられた大勢の観客は、鮮明に映し出される映像に「おおーっ」と歓声を上げ
るなど、大いに盛り上がりました。
　関係者と協議を重ね、完成まで1カ月以上かけて納得する作品を作り上げた
西沢さんは「保育園での思い出づくりに、園児たちにプロジェクションマッピン
グを見せないか」と、知人からもらったその一言がプロジェクションマッピング
をはじめるきっかけとなったとのこと。「コロナ禍で、園児たちが気軽に遊びに
行けない時、何とか思い出づくりに貢献したいと思いました」と当時を思い出
します。プロジェクションマッピングといえば、単に映像を対象物に投影する
イメージがありますが、「ただ映像を見るだけではなく、一緒に遊んで体験して
もらいたい」との想いから、固定的な映像ではなく、園児たちの動きに反応し
て映像が変わるものを製作しようと考えました。これまでの経験を基に、試行
錯誤を重ねた結果、大きさの違うカラーのボールが跳ね上がる “バウンシング
ボール” や上部からボールがランダムに落ちてくる “ボールプール”、園児た
ちが描いた絵が生き生きと泳ぎだす“スイミング”などを考案しました。また、
音の演出では、ピアノの演奏や劇のナレーションを織り交ぜるなど、園児たち
が聞いて親しみのある曲を取り入れました。その結果、園児たちの反応は、大
大大満足。「みんなの笑顔を見ることができて、とてもうれしかったです」と、
満面の笑みで話してくれました。
　現在も、“映像体験”の分野でクリエイティブに活動する西沢さんに、今後や
りたいことを伺うと「機材が整っているので、いろんな場所でプロジェクション
を投影することが可能です。普段見ることができない人にもプロジェクション
による映像を体験してもらいたいです。また、仕事を通して、クリエイティブ
な人を増やしていきたいです。SandRoomでは、ものづくりや映像に関連し
た技術や知識を教えるワークショップの開催も行っていきたいです」と、意気
込みを語ってくれました。プロジェクションは、アイデア次第で可能性は無限大。
見る人々を魅了し、多くの感動と
驚きを与えてくれる夢のある表現
です。これからも、素敵な空間を
演出する西沢さんの活動を楽しみ
にしています。

ひ

西沢さんの作品「SandRoom」
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