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通学合宿で、輦台越を
体験する児童と指導す
る白井さん（左端）

川
越
文
化
を
伝
承
し
、次
世
代
に

誇
り
を
持
っ
て
ほ
し
い

　「
箱
根
八
里
は
馬
で
も
越
す
が
、

越
す
に
越
さ
れ
ぬ
大
井
川
」
と
唄う

た

わ
れ
る
ほ
ど
、東
海
道
最
大
の
難

所
だ
っ
た
大
井
川
。
川
越
し
の
た

め
に
、さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
発
展

し
ま
し
た
。
大
井
川
輦れ

ん
だ
い台
越
保
存

会
の
会
長
を
務
め
る
白
井
さ
ん

は
、そ
の
文
化
を
次
世
代
に
伝
え

る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

【
川
越
文
化
と
共
に
】

　
河
原
町
で
生
ま
れ
育
っ
た
白
井

さ
ん
。
川か

わ
ご
し越

文
化
は
、子
ど
も
の

頃
か
ら
身
近
な
存
在
で
し
た
。

　
「
戦
後
、川
越
し
ま
つ
り
が
復
活

し
た
時
は
、町
民
総
出
で
輦
台
を

担
い
だ
も
の
で
し
た
よ
。
こ
の
地

域
で
育
っ
た
か
ら
、そ
う
い
う
文

化
を
残
す
の
が
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
け
ど
、担

ぎ
手
は
次
第
に
減
少
。
危
機
感
を

抱
い
た
我
々
は
、昭
和
60
年
に
大

井
川
輦
台
越
保
存
会
を
設
立
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、河
原
町
だ

け
で
は
な
く
、他
の

町
内
か
ら
も
有
志

の
人
た
ち
に
参
加
し

て
も
ら
っ
て
、今
は
約

50
人
の
会
員
が
い
ま
す
」

【
次
世
代
に
伝
え
る
た
め
に
】

　

残
念
な
が
ら
、大
井
川
で
の
輦

台
越
し
は
、平
成
17
年
を
最
後
に

実
現
し
て
い
ま
せ
ん
。
保
存
会
の

会
員
の
減
少
や
高
齢
化
、資
金
不

足
や
大
井
川
の
流
量
が
減
少
し
た

こ
と
な
ど
が
原
因
で
す
。

　
「
今
の
子
ど
も
た
ち
は
、本
当

に
大
井
川
を
輦
台
で
渡
っ
て
い
る

と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
が
な
い
で

し
ょ
。
昔
は
そ
ん
な
文
化
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
も
、知
ら
な
い
子

が
多
い
。
だ
か
ら
、少
し
で
も
多

く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
や
学
校
の
通
学

合
宿
で
、子
ど
も
た
ち
に
体
験
し

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。男
の
子
は
、

フ
ン
ド
シ
を
つ
け
て
ミ
ニ
輦
台
を

担
ぐ
と『
重
い
！
』と
驚
き
ま
す
。

意
外
と
面
白
が
っ
て
、み
ん
な
や

り
た
が
り
ま
す
よ
」

【
古
里
の
文
化
に
誇
り
を
】

　

川
越
文
化
や
遺
跡
は
、他
の
地

域
に
は
な
い
も
の
だ
と
、白
井
さ

ん
は
胸
を
張
り
ま
す
。

　
「
川
越
文
化
は
、架か

き
ょ
う橋
を
禁
止
さ

れ
た
大
井
川
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ

た
も
の
。
日
本
全
国
探
し
て
も
、

同
じ
よ
う
な
文
化
は
あ
り
ま
せ

ん
。
輦
台
や
肩か

た
く
ま車
の
担
ぎ
方
ひ
と

つ
取
っ
て
も
、文
章
や
写
真
だ
け

で
は
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
、た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
が
失
わ

れ
な
い
よ
う
に
、今
で
き
る
こ
と

を
し
て
い
る
ん
で
す
」

　

輦
台
の
担
ぎ
手
だ
け
で
な
く
、

文
化
継
承
の
担
い
手
を
も
失
う

こ
と
が
、何
よ
り
も
寂
し
い
と
白

井
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　
「
ぜ
ひ
、皆
さ
ん
に
は
『
自
分
の

古
里
に
は
、こ
ん
な
に
珍
し
い
文

化
が
あ
る
』
と
い
う
誇
り
を
持
っ

て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
近
頃

は
、川
越
人に

ん
そ
く足
が
履
い
て
い
た

『
権ご

ん
ぞ
う三
わ
ら
じ
』
の
復
活
に
取
り

組
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
。
今
は

製
作
で
き
る
人
が
い
な
い
の
で
、

残
っ
て
い
る
わ
ら
じ
を
手
掛
か

り
に
、作
り
方
を
研
究
し
て
い
ま

す
。
こ
の
わ
ら
じ
も
、大
井
川
で

し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
。
将

来
的
に
は
、観
光
客
向
け
の
体
験

イ
ベ
ン
ト
や
土
産
物
と
し
て
販

売
し
た
い
で
す
ね
」

　

４
０
０
年
前
か
ら
、大
井
川
と

人
々
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

き
た
川
越
し
の
歴
史
。
白
井
さ
ん

は
古
里
の
誇
り
を
次
世
代
に
受

け
継
ぐ
た
め
に
、一
歩
先
の
未
来

を
見
据
え
て
い
ま
す
。

大井川輦台越保存会 会長

白
し ら い

井倖
こ う へ い

平さん（河原二丁目）


