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深谷市長

小島　進

公
共
施
設
の
適
正
配
置

　

深
谷
市
で
は
こ
れ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
住
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
各

種
施
設
の
整
備
を
進
め
、
そ
し
て
今
そ

の
多
く
が
老
朽
化
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

平
成
23
年
度
以
降
、
い
ろ
い
ろ
な
公

共
施
設
の
耐
震
診
断
を
行
い
ま
し
た

が
、
耐
震
性
能
を
示
す
値
は
軒
並
み
基

準
以
下
と
い
う
状
況
で
す
。

　

中
で
も
産
業
会
館
は
、
官
公
庁
施
設

の
総
合
耐
震
計
画
基
準
が
０
．
75
以
上

必
要
な
と
こ
ろ
、
０
．
03
し
か
な
く
、

さ
ら
に
０
．
３
未
満
で
『
大
地
震
の
振

動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
倒
壊
又
は
崩
壊

す
る
危
険
性
が
高
い
』
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
か
な
り
耐
震
性
能
が
低
い

と
い
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
産
業

会
館
は
６
月
議
会
に
お
い
て
『
深
谷
市

産
業
会
館
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
』
が

可
決
さ
れ
、
産
業
会
館
の
利
用
が
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。
施
設
の
廃
止
に
伴

い
、
皆
さ
ま
に
は
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し

ま
す
が
、
今
後
の
財
政
状
況
を
考
え
る

と
全
て
の
施
設
に
対
し
、
耐
震
対
策
を

施
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
う
か

と
い
っ
て
、
危
険
な
状
態
で
使
用
し
続

け
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

老
朽
化
へ
の
対
応
は
、
多
額
の
改
修

費
や
建
て
替
え
費
が
必
要
と
な
り
、
そ

の
費
用
が
今
後
の
市
の
財
政
運
営
に

と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
る
こ
と
が
確

実
視
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
こ
で
市
で
は
、

公
共
施
設
の
適
正
配
置
を
最
重
要
課
題

の
一
つ
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

公
共
施
設
の
利
用
状
況
や
今
後
の
人
口

の
動
き
な
ど
を
考
え
て
適
正
配
置
計
画

を
作
る
予
定
で
す
が
、
今
回
の
産
業
会

館
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
た
の
安
全
面

を
最
優
先
に
考
え
、
計
画
策
定
と
並
行

し
て
個
別
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
施
設
も
あ
り
ま
す
。
併
せ
て
、
廃
止

し
た
施
設
跡
の
利
用
に
つ
い
て
も
十
分

検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

次
の
世
代
に
負
担
を
先
送
り
す
る
こ

と
が
な
い
よ
う
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
こ

の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

6月から自転車運転のルールが変
わったようですが、内容を教えて
ください。

自転車運転時の傘さし運転、一
時不停止など14の危険行為を行
い、3年以内に2回以上摘発され

ると、有料講習を受講しなければなり
ません。受講命令に従わなかった場合
は、5万円以下の罰
金となります。

　詳しくは、市ホー

ムページをご覧くだ

さい。

問い合わせ　道路管
理課（う574‐8861）

　

天
保
六（
一
八
三
五
）年
三
月
十
二

日
、秋あ

き

元も
と

家
家
臣
、館
林
藩
士
岡お

か

谷の
や

繁し
げ

正ま
さ

の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。通
称

は
鈕ち

ゅ
う

吾ご

、別
名
を
斯し

波ば

純じ
ゅ
ん

一い
ち

郎ろ
う

ま
た
は

弾だ
ん

正じ
ょ
う

、号
は
寒か

ん

香こ
う

園え
ん

と
い
い
ま
す
。幕

末
維
新
期
の
館
林
藩
の
出
身
で
、同
郷

の
作
家
で
あ
る
田た

山や
ま

花か

袋た
い

と
肩
を
並
べ

る
唯
一
の
人
物
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

繁
実
は
非
常
に
多
難
な
年
少
期
を
過

ご
し
ま
し
た
。三
歳
の
時
に
天て

ん

然ね
ん

痘と
う

を

患
っ
た
こ
と
で
生
涯
眼
病
に
悩
ま
さ

れ
、弘
化
四（
一
八
四
七
）年
に
は
父
繁

正
が
急
逝
、わ
ず
か
十
三
歳
で
家
督

三
百
石
を
相
続
し
ま
す
。そ
し
て
、十
六

歳
の
時
に
は
勉
学
に
励
む
も
体
を
壊

し
、失
明
の
危
機
を
経
験
し
ま
し
た
。

　

嘉
永
五（
一
八
五
二
）年
、江
戸
に
遊

学
し
て
西
洋
砲
術
を
学
び
、藩
か
ら
大

砲
の
鋳
造
を
命
じ
ら
れ
、藩
主
秋あ

き

元も
と

志ゆ
き

朝と
も

の
御
前
で
大
砲
の
試
射
を
行
い
ま
し

た
。安
政
三（
一
八
五
六
）年
に
江
戸
勤

務
を
終
え
て
帰
藩
、独ど

く

礼れ
い

席せ
き

の
待
遇
を

与
え
ら
れ
ま
す
。翌
年
、藩
の
大お

お

目め

付つ
け

を

辞
し
て
、水
戸
や
江
戸
の
昌し

ょ
う

平へ
い

坂ざ
か

学が
く

問も
ん

所じ
ょ

で
学
び
、帰
藩
後
は
取と

り

次つ
ぎ

役や
く

に
昇
進

し
ま
す
。そ
の
後
、尊
王
志
士
と
し
て
活

動
し
、高た

か

杉す
ぎ

晋し
ん

作さ
く

や
吉よ

し

田だ

松し
ょ
う

陰い
ん

と
も
交

流
を
持
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

繁
実
は
、対
立
が
深
刻
化
し
て
い
た

幕
府
と
長
州
藩
の
衝
突
を
回
避
す
る
た

め
に
動
き
ま
す
が
、長
州
藩
と
共
謀
し

た
と
い
う
嫌
疑
で
慶
応
元（
一
八
六
五
）

年
、幕
府
か
ら
家か

禄ろ
く

没
収
と
永な

が

之の

暇い
と
ま

が

命
じ
ら
れ
、翌
年
深
谷
の
地
へ
移
住
し

ま
し
た
。こ
こ
は
、先
祖
の
岡お

か
の
や谷
香こ

う

丹た
ん

が

延
徳
三（
一
四
九
一
）年
に
城
を
築
き
、皎こ

う

心し
ん

寺じ

（
谷
之
地
内
）を
建
て
た
ゆ
か
り
の

あ
る
地
で
し
た
。し
か
し
、度
重
な
る
干

渉
に
遭
い
、江
戸
浅
草
に
移
り
ま
し
た
。

　

繁
実
は
明
治
維
新
後
、明
治
政
府
の

官
僚
と
し
て
、退
官
後
は
修
史
家
と
し

て
活
躍
し
ま
す
。度
々
の
苦
難
に
遭
っ

て
も
屈
す
る
こ
と
な
く
、足
利
学
校
の

保
存
や
金
沢
文
庫
の
再
興
な
ど
多
方
面

に
わ
た
る
業
績
と
、数
多
く
の
著
作
を

残
し
ま
し
た
。名
著『
名め

い

将し
ょ
う

言げ
ん

行こ
う

録ろ
く

』は

多
く
の
読
者
を
得
て
、今
も
出
版
さ
れ

続
け
て
い
ま
す
。

　

栄
光
と
挫
折
の
軌
跡
を
描
き
、波
乱

の
生
涯
を
送
っ
た
繁
実
は
、大
正
八

（
一
九
一
九
）年
十
二
月
九
日
、八
十
六

歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。墓
は
、先
祖
ゆ

か
り
の
人
々
が
温
か
く
接
し
て
く
れ
た

深
谷
の
清せ

い

心し
ん

寺じ

（
萱
場
地
内
）に
あ
り
ま

す
。

尊王志士・修史家【深谷市萱
かや

場
ば

・谷
や

之
の

】

岡谷繁実 おかのや しげざね
        （天保６年～大正８年）

『独礼席』
　藩主に単独でお目見えすることがで
きる資格のこと。お目見え以上の藩士
の中で最も高い待遇
『永之暇』
　仕えていた主人の家との絶縁。場合
によっては城下、領国内への立ち入り
を禁ずる場合も含む

『修史家』
　歴史書を編修する人
『名将言行録』
　安政元（1854）年から明治2（1869）
年までの歳月をかけて完成させた代表
的著作。戦国時代から江戸時代中期ま
での歴史上有名な人物の逸話を収録し
た人物列伝

▲岡谷繁実肖像写真（館林市
教育委員会提供）

※本コーナーの全編を通じて、登場する人物については、歴史上の人物としてその敬称を略します。また、年齢につ
いては、当時の通例に従い数え年の表記とします。

榛沢新田　真
ま

下
し も

洋
よ う

子
こ

 さん

通りすがりの野球少年達へ

最優秀賞
一般の部

　向こうから、二人組の野球少年がやって来た。部活

を終え疲れている様子で自転車をこいでくる。

　へとへとなんだなと思っていると「こんにちは」元

気な声が響いた。慌てて私も挨拶を返す。もう一人の

少年もしっかり目を合わせて、すがすがしい挨拶が返っ

てきた。その瞬間、自分の背筋が伸び、身体が軽くなっ

たようだった。

　まだまだ大人が頑張らなくちゃ。少年達には、負け

られないぞ。素敵な瞬間をありがとう。

▲寒香園碑。東京にあっ
た屋敷から皎心寺に移設
されたもの


