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朝
霞
市
×
越
生
町

朝
霞
市
と
越お

ご
生せ

町ま
ち

　

　

平
成
29
年
４
月
26
日
、「
朝
霞
市

と
越
生
町
と
の
相
互
交
流
に
係
る

覚
書
」
が
取
り
交
わ
さ
れ
、
朝
霞

市
と
越
生
町
の
交
流
が
始
ま
り
ま

し
た
。
現
在
で
は
、
彩
夏
祭
や
農

業
祭
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、

交
流
を
深
め
て
い
ま
す
。

豊
か
な
自
然
と
観
光
資
源

　

埼
玉
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、

面
積
の
約
70
％
が
山
地
と
な
っ
て

い
る
越
生
町
。

　

関
東
三
大
梅
林
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
る
「
越お

ご
せ生

梅ば
い

林り
ん

」
を
は
じ
め
、

日
本
観
光
百
選
に
選
ば
れ
た
「
黒く

ろ

山や
ま

三さ
ん

滝た
き

」、
関
東
屈
指
の
つ
つ
じ
の

名
所
「
五ご

大だ
い

尊そ
ん

つ
つ
じ
公
園
」、
太お

お

田た

道ど
う

灌か
ん

ゆ
か
り
の
「
山や

ま

吹ぶ
き

の
里
歴

史
公
園
」
な
ど
の
歴
史
と
自
然
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
特
産
品
で
あ
る
美
味
し

い
梅
や
ゆ
ず
、
関
連
イ
ベ
ン
ト
も

多
数
あ
り
、
何
度
訪
れ
て
も
新
た

な
発
見
が
あ
り
ま
す
。

「
ハ
イ
キ
ン
グ
の
ま
ち
」宣
言

　

越
生
町
は
、
ま
さ
に
ハ
イ
キ
ン

グ
の
聖
地
!!
平
成
28
年
４
月
29
日

に
全
国
で
初
め
て
「
ハ
イ
キ
ン
グ

の
ま
ち
」
宣
言
を
し
ま
し
た
。
多

種
多
様
な
見
ど
こ
ろ
と
、
町
が
誇

る
色
と
り
ど
り
の
花
木
。
こ
れ
ら

の
環
境
を
活
か
し
、
お
す
す
め
観

光
コ
ー
ス
と
月
ご
と
の
お
す
す
め

コ
ー
ス
の
全
15
コ
ー
ス
が
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
２
月
の
お
す
す
め

は
「
文
学
散
歩
コ
ー
ス
」
で
す
。
古

く
か
ら
、
こ
の
地
方
の
文
化
の
中

心
地
で
も
あ
っ
た
越
生
町
。
多
く

の
文
人
墨
客
が
「
越
生
梅
林
」
や

「
山
吹
の
里
歴
史
公
園
」
を
訪
れ
作

品
を
残
し
ま
し
た
。
コ
ー
ス
内
に
は
、

詩
人
・
野の

口ぐ
ち

雨う

情じ
ょ
う

の
詩
碑
を
は
じ

め
と
す
る
多
く
の
文
学
碑
が
立
て

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ハ
イ
キ
ン
グ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に

は
、
コ
ー
ス
内
で
立
ち
寄
る
こ
と

の
で
き
る
お
食
事
処
や
お
土
産
物

屋
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

朝
霞
市
と
越
生
町
が
主
催
す
る

「
梅
香
る
お
ご
せ
ハ
イ
キ
ン
グ
大
会
」

に
は
、
例
年
多
く
の
朝
霞
市
民
が

参
加
し
、
梅
の
香
り
を
感
じ
な
が
ら
、

ハ
イ
キ
ン
グ
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　

季
節
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を

見
せ
て
く
れ
る
越
生
町
。
皆
さ
ん

も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
落
ち

着
い
た
際
に
は
、
越
生
町
で
ハ
イ

キ
ン
グ
を
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

魅
力
あ
ふ
れ
る「
ハ
イ
キ
ン
グ
の
ま
ち
」

越生町のマスコット
「うめりん」

◀越生観光ナビ

ハイキング▶
ガイドブック

◀越生梅林

山吹の里▶
歴史公園

▶
朝
霞
市
農
業
祭

▶
黒
山
三
滝
　「
滝
開
き
」

▶
ハ
イ
キ
ン
グ
大
会
の
様
子
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