
【読み物
もの

資
し

料
りょう

】

越谷の偉
い じ ん

人・日
にほんいち

本一

会
あ い だ し ち

田七左
ざ

衛
え も ん

門政
まさ

重
しげ

（１５８０－１６４２）

江戸時代の関
か ん と う

東代
だいかんかしら

官頭であった伊
い な

奈半
は ん じ ゅ う ろ う

十郎忠
た だ

治
は る

の重
じゅうしん

臣の一人

で、出羽地区の新
しんでんかいはつ

田開発に力をつくしました。また、多くの村々

にお寺をつくり、村づくりに大きな功
こ う せ き

績を残しました。七左衛

門村（現在の七左町）の村名は、昔は沼地であった土地を開発

した会
あ い だ し ち

田七左
ざ

衛
え も ん

門政
まさ

重
しげ

の名をとってつけられたものです。

越
こしがや

谷吾
ご ざ ん

山（１７１７－１７８７）

江戸時代の８代将
しょうぐん

軍、徳
と く が わ

川吉
よ し む ね

宗が活
か つ や く

躍した享
き ょ う ほ

保２年に越谷の新

町（現在の越谷１～３丁目付近）で生まれました。本名は会
あ い だ

田

秀
ひ で

真
ざ ね

。俳人（俳句を作る作者）であり、方言研究家として知ら

れています。日本で初めて方言の研究書である「物
ぶ つ る い

類称
し ょ う こ

呼」を

書きました。「南総里見八犬伝」で知られる滝
た き ざ わ

沢馬
ば

琴
き ん

は俳句作

りにおける弟子の一人です。

越谷の偉人

会
あ い

田
だ

七
し ち

左
ざ

衛
え

門
も ん

政
ま さ

重
し げ

（1580～1642）

出
で

羽
わ

地
ち

区
く

の新
しん

田
でん

開
かい

発
はつ

に力

をつくした。今の七
しち

左
ざ

町
ちょう

の

ゆらいになる人物である。

越
こ し

谷
が や

吾
ご

山
ざ ん

（1717～1787）

日本ではじめて方言の研
けん

究
きゅう

をした。物
ぶつ

類
るい

称
しょう

呼
こ

という

方言の辞
じ

典
てん

をつくった。越

谷新町（今の越谷１丁目～

３丁目あたり）の出
しゅっ

身
しん

。

1

三
さん

ノ
の み や

宮卯
う の

之助
すけ

（１８０７？－１８５４）

越谷の三
さ ん

野
の み や

宮で生まれました。江戸時代を代表する日本一の

力持です。２２歳の時、瓦
か わ ら ぞ ね

曽根村
む ら

最
さ い し ょ う い ん

勝院で７０貫
かん

（約２６３

㎏）の力石を持ち上げました。得
と く い

意な芸
げ い

は、馬に騎
き じ ょ う

乗した人を

乗せた舟ごと足で持ち上げる「人馬舟持ち上げ」でした。日本

中を周り、見せて歩いていました。天
て ん ぽ う

保４年（１８３３年）に

は、将軍徳
とくがわ

川家
いえなり

斉の前で力持ち芸を見せ、この時の「御
ご じ ょ う ら ん

上覧

力
ちからもち

持番
ばんづけひょう

付表」によると大関となっています。卯
う の

之助
すけ

が持ち上げ

たといわれる力石は、地元の三
さ ん

野
の み や

宮香
か と り

取神社、越ヶ谷久
ひ さ

伊
い ず

豆神

社をはじめ、富
と み お か

岡八
は ち ま ん ぐ う

幡宮（東京都深川）、鶴
つるがおか

岡八
は ち ま ん ぐ う

幡宮（神奈川

県鎌
か ま く ら

倉）、諏
す わ

訪大社（長野県諏訪）、桶
お け が わ

川宿・稲
い な り

荷神社（埼玉県

桶川）、川
か わ さ き

崎大師（神奈川県川崎）、江
え の し ま

ノ島、魚
う お ふ き

吹八
は ち ま ん

幡神社（岡

山県姫
ひ め じ

路）、大
お お さ か

坂天
て ん ま ん ぐ う

満宮（大阪）などに残されています。特に、

桶川の大
お お ば ん せ き

盤石は、大きな力石で推定６１０kg、重量としては

日本一です。「嘉
か

永
え い

５年２月」と刻
き ざ

まれているので、卯
う の

之助
すけ

が

４３歳の時のものです。

三
さ ん

ノ
の

宮
み や

卯
う

之
の

助
す け

（1807？～1854）

重
おも

い物
もの

を持
も

ち上げる見せものをしながら

全
ぜん

国
こく

を回っていた。日本一の力持ちと言わ

れた。卯之助が持ち上

げたという「力石」が

各
かく

地
ち

にのこされている。

三
さん

野
の

宮
みや

村出身。
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呑
どん

龍
りゅう

上
しょうにん

人（江戸時代初めの人）

呑
どん

龍
りゅう

上
しょうにん

人は、一
いち

ノ
の

割
わり

村（現在の春日部市）に生まれ、越谷の

林
りんさい

西寺（現在も越谷市平方にあり、呑
どん

龍
りゅう

上
しょうにん

人の寺として知

られています）の岌
きゅうべん

弁の下で勉強して出家し、その後江
え ど

戸芝
しば

増
ぞうじょうじ

上寺（東京の増
ぞうじょうじ

上寺）で学びました。やがて、現在の東京の

八王子にある大
だ い ぜ ん じ

善寺の３世となり浄
じ ょ う ど し ゅ う

土宗檀
だ ん

林
り ん

（浄
じ ょ う ど し ゅ う

土宗僧
そ う り ょ

侶の学

校）の基
き そ

礎をつくりました。その後、徳川家康の命により呑龍

が開山した上
こうずけのくに

野国太
お お た

田（群馬県太田市）の大
だ い こ う い ん

光院で、捨て子の

悪習をなくしてお米を与え、生活に困った人の子供を弟子とし

て寺に招き、たくさんの尊
とうと

い命を救
す く

ったことから、「子育て呑
どん

龍
りゅう

」として、みんなからあがめられる人となりました。

会
あ い だ

田太
た ろ

郎兵
べ え

衛（江戸時代初めの人）

慶
けいちょう

長年間（１５９６～１６１５）に、現在の宮本町　四
し ち ょ う

丁野
の む ら

村

の名
な ぬ し

主だった会
あ い だ

田太
た ろ

郎兵
べ え

衛がもち米の改良に取り組み、作り出

したのが「太郎兵衛もち」と呼ばれるもち米です。「コシが強く、

ねばりがあり、独特の風味がある」このもち米は、明治から昭

和初期にかけて大人気となり、天
て ん の う け

皇家献
けんじょうひん

上品となり、宮
く な い し ょ う

内省の

ご用もつとめました。日本一のもち米として、昭和初期には東

京の和菓子屋が争
あらそ

って、太郎兵衛もちを買い求めたと言われま

す。しかし、１９４２年に食
しょくりょうかん

糧管理
り ほ う

法が制定され、高級だが「面

積当たりのとれる量が少なく倒れやすい」弱
じゃくてん

点があることから、

すべてのもち米が同じ価格で買い取られる法律の下では、栽
さ い ば い

培

する農家が激
げ き げ ん

減しました。近年、復活し、現在は「越谷ブラン

ド」に認定されています。

3

斎
さいとう

藤豊
とよさく

作（１８８０－１９５１）

斎藤豊作は、明治１３年（１８８０年）、大相模村で生まれま

した。家は江戸時代から続いた名
な ぬ し

主で、「味
み そ や

噌屋」と呼ばれる

醸
じょうぞうぎょう

造業を営
いとな

んでいました。大
お お さ が み

相模尋
じんじょう

常小学校（現在の大相模小

学校）、越ヶ谷高等小学校を卒業し、１９歳で東
とうきょうびじゅつがっこう

京美術学校（現

在の東京藝
げいじゅつ

術大学）に入学すると、黒
く ろ だ

田清
きよてる

輝らに西洋画を学び

ます。東京美術学校を卒業した後の明治３９年（１９０６年）

に、２６歳でフランスのパリを訪れ、あざやかな色づかいで知

られる画家のアンリ・マルタンの点
てんびょう

描表
ひょうげん

現に大きな影
えいきょう

響を受け、

日本で初めて点
てんびょう

描による絵画を描き、強い色
しきさい

彩と華
か れ い

麗な点描表

現は、帰国後に出品した文
も ん ぶ

部省
しょう

美術展覧会（文展）などで注目

を集めました。その後、日本で点描を解
かいせつ

説し紹介しました。大

正３年（１９１４年）に画家仲間と二
に か か い

科会（現在も二科展など

で知られる美術団体）を設立し、そのはなやかな色
しきさい

彩の点描画

法で「二
に か か い

科会の花」と賞
しょうさん

賛されていました。その後フランスに

わたり、フランスで没
ぼっ

しています。

齋
さ い

藤
と う

豊
と よ

作
さ く

（1880～1951）

画家。強い色さいと、点びょう風のタッチが注
ちゅう

目
もく

されていた。西
にし

方
かた

村
むら

の出身。
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藤
ふじなみ

波与
よ

兵
へ え

衛（１８２９－１９０６）初代

越谷の千
せんび き

疋（東町）に生まれました。江戸へ出て歌
か ぶ き

舞伎の

市
い ち む ら ざ

村座に勤
つ と

めました。そのかたわら、俳
は い ゆ う

優に扇
せ ん す

子を貸
か

す商
しょうばい

売を

手始めに、小道具の収
しゅうしゅう

集と賃
ち ん が

貸しを始め、明治時代になってか

らは、小
こ ど う ぐ し ょ う

道具商として独
どくりつ

立し、明治中期の写
し ゃ じ つ げ き

実劇の流
りゅうこう

行にあわ

せて多くの小道具を新
しんちょう

調し、その地
ち い

位を築
き ず

きました。

２代は、仕
し か け も の

掛物にすぐれ、舞台効果を考えた小道具の改
かいりょう

良に努

力し、馬と鎧
よろい

の製
せ い さ く

作にすぐれていました。３代は、実物にそっ

くりの鎧
よろい

を製作し、歌
か ぶ き

舞伎以外の演
え ん げ き

劇小
こ ど う ぐ

道具にも手を広げまし

た。

千
せ ん び き や

疋屋弁
べんぞう

蔵（江戸時代後半の人）

東京日本橋にある千
せ ん び き や

疋屋といえば、総
そ う ご う

合果
く だ も の て ん

物店として日本一

になった高級フルーツブランドの代名詞ですが、その初代が、

千
せ ん び き や

疋屋弁
べ ん ぞ う

蔵、本名、大
おおしまべんぞう

島弁蔵です。現在も越谷には千疋の地名

が残っています。彼は、江戸時代に越谷で大
お お し ま り ゅ う

島流槍
そうじゅつ

術を教えて

いましたが、その後、当時の越谷の特産品であった桃を中心に、

柿やすいか、ぶどう、まくわうりなどを、船に積
つ

み、今でいう

産
さ ん ち

地直
ちょくばい

売で江
え ど

戸三
さ ん ざ

座と呼ばれた歌
か ぶ き

舞伎小
ご や

屋のあった日本橋で

販
は ん ば い

売したのが始まりです。千
せ ん び き や

疋屋は越谷出身の人が開いた店で

した。

5

２.越谷発
はっしょう

祥の地

国
こくみん

民健
けんこう

康保
ほ け ん

険制
せ い ど

度発
はっしょう

祥の地

病院にかかっても約３割の負担で受
じ ゅ し ん

診のできるこの制度は、世

界のどの国にでもある制度ではありません。この制度の日本で

のスタートは、１９３５年（昭和１０年）に発
ほっそく

足した当時の越

ヶ谷町の「越
こ し が や

ヶ谷順
じゅん

正
せ い か い

会」にあります。当時、税金を納
おさ

められ

ないのは家族の病気が大きな原
げんいん

因であることがわかり、病院に

かかることを助けることを目的とした共済組合「順
じゅん

正
せ い か い

会」をつ

くりました。さまざまな困
こ ん な ん

難を乗り越
こ

え、日本で初めての組
そ し き

織

ができました。その後、国でも、１９３８年（昭和１３年）に

は、国
こ く み ん

民健
け ん こ う

康保
ほ け ん ほ う

険法が制定され、日本全国にこの制度がいきわ

たることとなります。今も、越谷市役所には、このことを記念

して昭和２３年に建立された「相
そ う ふ

扶共
きょうさい

済の石碑 (せきひ )」が

あります。

6

../../index-t.html#Unit4


3. 越谷の地名

地区 地名（字名） 由来 出典

越

ヶ

谷

越ヶ谷

「越ヶ谷」という名は、奥
おうしゅう

州道を上って（江戸に向

かって南下して）来る際に、大沢の川原から見ると

山のような御
ご て ん

殿地が見え、元
もとあらかわ

荒川の谷を越えた村と

いうことからである。その後、小名に分かれたが、

御
ごこうさつ

高札元の本村という意味で「本町」と言うように

なった。

瓜

一番～四番 御
ご け ん ち

検地打ち立ての番付。 瓜

大作 大耕
こ う ち

地の意味。 瓜

柳田 堀沿いの景
け し き

色による。 瓜

井戸田 水深い場所の意味。 瓜

谷古方
低地が多い方の意。その中でも野

や ち

地を開いて家を建
た

てた所を谷
や こ う

古宇と言う。
瓜

蒲

生

登
のぼりと

戸
蒲
がもうむら

生村と越ヶ谷村の境で、江戸への登
のぼ

り際
ぎわ

の村とい

う意味。「戸」は「郷
ごう

」、または「村」の意味。
瓜

瓦
かわら

曽
ぞ ね

根

元荒川溜
た め い

井際の川原にある村なので「川
かわはら

原曽
そ ね

根」と

いうべきところを「瓦
かわら

」を用いてきた。「曽
そ ね

根」の「根」

は山のこと。「曽」は「水辺に面した所」の意味。（「曽

根」は微
び こ う ち

高地）

瓜

増

林
花
は な た

田

元荒川が曲
きょくりゅう

流して押
お

し出して天
て ん ぐ

狗の鼻
はな

のようになっ

ているので「鼻田」というところを「花田」と書き

かえている。

瓜

荻

島
荻
おぎしま

嶋
元荒川で荻

はぎ

や葭
あし

（葦【あし、よし】）の野が多い所

の意味。
瓜

大

袋

恩
お ん ま

間 元荒川が曲
きょくりゅう

流して「押
お

し回
まわ

し」の所の意味。 瓜

袋
ふくろやま

山 元荒川が曲
きょくりゅう

流して「袋
ふくろ

の底
そこ

」の所の意味。 瓜

出典は、「越ヶ谷瓜
うり

の蔓
つる

」（瓜）、「大沢猫
ねこ

の爪
つめ

」（猫）、「大沢町

古馬
ば

筥
きょ

」（馬）となります。

7

地区 地名（字名） 由来
出典

大

沢

大沢

徳川家康が関東にくる以前は谷地川原が多く、池は

１７か所もある村なので大沢と名付けられた。
猫

昔は大きな沼だったことから大沢と言った。 馬

槐戸

（さいかちど）
槐（さいかち　えんじゅ）が生えている所の意味。 瓜

飯御免

（いごめん）

上宿の鎮
ちんじゅ

守へ初穂奉納の耕地なので飯御供免を略し

た。
猫

宮後耕地 鎮
ちんじゅ

守の後ろの通りにある耕
こ う ち

地の意味。 猫

外河原
元荒川堀

ほ り か

替え後に元の堤上、葛
かさいようすい

西用水外
そとがわ

側に付けた

名。
猫

鷺
さぎしろ

後

古来、田が多くて鷺が多く集まる耕地というので「代

（田）」を用いていたが、検地の際、宮の後ろという

ことから「鷺後」と書くようになった。

猫

馬

内野
葛
か さ い

西用
ようすい

水内側ということから、外河原に対してこの

ように言う。
猫

鷲越

（わしこし）

以前、この辺りには林があって死
し ば

馬捨て場だったの

で、筑
つ く ば

波の方から鷲
わし

がたびたび飛来して死馬を餌
えさ

に

した場所ということから「鷲
わししろ

代」という所を「鷲
わしこし

越」

に書き改めた。

猫

辻
つじ 大房道と耕地道、その他の小道が多い所なのでこの

名が付いた。
猫

皿
さらぬま

沼
元荒川大

おおづつみわき

堤脇で上手の耕
こ う ち

地から流れる水が溜
た

まる

窪
く ぼ ち

地なので、この名が付いた。
猫

堤
ていがい

外 皿沼大堤の外側なのでこのように言う。 猫

古川
外河原新田大堤通りの下を通る。越ヶ谷・花田両村

境の耕地を古川新田という。
猫

川
かわたな

棚
川沿いの田畑で刈り取った稲を棚

たなじょう

状にして乾
かわ

かした

のでこの名が付いた。
猫

出

羽
七左衛門 会田七左衛門政重が開発した土地の意味。 瓜

神明下 神明宮の下を通る耕地なので、この名になった。 瓜

四町野
元は耕地の名称で谷中村であったが、元

げんろくおんけんち

禄御検地の

時には別の村のようになった。町歩の大略による。
瓜

谷中 高所から低所へ下がった所の意味。 瓜

8
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江
え ど

戸時代になると、道路の整
せ い び

備が進みました。奥州道中、日光

道中が整
せ い び

備され、越ヶ谷宿・大沢町は宿
しゅくば

場町で、旅人が宿
しゅくはく

泊・ 

休
きゅうけい

憩する本
ほんじん

陣、脇
わき

本陣、旅
は た ご

籠や問
とい

屋
や

場
ば

（荷物運
うんそう

送の施
し せ つ

設）があ

りました。参
さんきん

勤交
こうたい

代途中の大
だいみょう

名、俳人の松
ま つ お

尾芭
ばしょう

蕉、学者であり

画家であった渡
わたなべ

辺崋
か ざ ん

山（三
みかわのくに

河国田
た は ら は ん

原藩家
か ろ う

老）、近
こんどう

藤勇
いさみ

（新
しんせんぐみ

撰組

局
きょくちょう

長）なども越ヶ谷を通りました。

水
すいうん

運（舟
しゅううん

運）も整
せ い び

備されました。市域
いき

を流れる何本もの河
か せ ん

川は

重要な水路となり、多くの物
ぶ っ し

資が運ばれました。川
かわすじ

筋の所々に

は「河
か し

岸」と呼ばれる港町の機
き の う

能を持った場所がありました。

特に、藤
ふじすけ

助河
か し

岸や瓦曽根河
か し

岸は日光道中と接
せっ

していることもあ

り、とりわけ重要な場所で活気がありました。

当時、江
え ど

戸からは、以下のような物
ぶ っ し

資が運
うんぱん

搬されました。

主なもの

➡干
ほ し か

鰯、下
し も ご え

肥、灰、魚
ぎ ょ ゆ

油、種
た ね か す

粕、鰹
かつおぶし

節、塩
し お

、酒
さ け

、味
み そ

噌、わかめ、

藍
あ い だ ま

玉、竹
た け か わ

皮、薬
や く し ゅ

種など

江
え ど

戸には、次のような物資が運
うんぱん

搬されました。

主なもの

米、ごま油、菜
な た ね

種油、酒、酒
さけかす

粕、根
こんさい

菜類
るい

、桐
きり

、杉
すぎかわ

皮、炭
すみ

、柿な

ど

明治時代になり、今のタクシーのような役
やくわり

割を果たしたのが人

力車でした。大正初期の運
うんちん

賃は、越ヶ谷駅（今の北越谷駅）と

久
ひ さ い ず

伊豆神社間で１５銭、同駅と大
だいしょうじ

聖寺間で２５銭でした。

越谷の交通の歴
れ き し

史

9

明治２６（１８９３）年には、千
せんじゅ

住と粕
かすかべ

壁（春日部）間に

千
せんじゅ

住馬車鉄道が開通しました。日光道中にレールをしき、そ

の上を２頭立ての馬に車体を引かせたものです。４年後には、

大
おおさわ

澤―粕
かすかべ

壁間が廃
は い し

止され、翌
よくねん

年草
そ う か

加馬車鉄道として、千住と大

澤間での営業が開始されましたが、明治３３（１９００）年に

廃
はいぎょう

業しました。

明治３２（１８９９）年に、蒸
じょうき

気機
きかんしゃ

関車による鉄
てつどう

道運
うんこう

行が始

まりました。同年８月、市域では最初の駅である越ヶ谷駅（今

の北越谷駅）ができました。その後、同年１２月に蒲生駅がで

きました。大正９（１９２０）年に現在の越谷駅が「越ヶ谷駅」

として開設されたのに伴
ともな

い、現在の北越谷駅は「越ヶ谷駅」か

ら「武州大沢駅」と改
かいしょう

称されました。昭和２年には電
で ん か

化されま

した。

今の路線バスの役
やくわり

割を果たしたのが乗
のりあいばしゃ

合馬車で、東
と う ぶ

武鉄
てつどう

道が

開通すると間もなく営業が始まりました。越ヶ谷駅（今の北越

谷駅）からは吉
よしかわ

川や野田、浦
う ら わ

和方面に運行されました。大正９

年には、越ヶ谷駅（今の越谷駅）と吉川の間で乗合自動車（バ

ス）の運行が始まりました。

第二次世界大
たいせん

戦末期には、戦
せんとうき

闘機用滑
かっそうろ

走路（荻島飛行場）が

建
けんせつ

設されましたが、未完成に終わりました。

戦後、越谷は、東京近
きんこう

郊のベットタウンとして人口の急
きゅうぞう

増が

始まりました。昭和３７（１９６２）年には、地下鉄日比谷線

の北越谷駅までの直
ちょくつう

通運転が始まりました。また、昭和４０

（１９６５）年には武
む さ し の

蔵野線が着工し、昭和４８（１９７３）

年には、府中本町と新松戸間で開業し、南越谷駅ができました。
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道路では、昭和４２（１９６７）年に国道４号バイパスが

開通し、昭和４７（１９７２）年には、東北自動車道の岩
いわつき

槻・

宇
うつのみや

都宮間が開通しました。さらに、昭和６３（１９８８）年には、

東埼玉道路の都市計画道路として決定し、現在の国道４号（草

加バイパス）のバイパス（一
いっぱん

般道路４号国道のバイパス）がつ

くられてきています。

主な駅の開業年

〇北越谷駅　明治３２（１８９９）年　越ヶ谷駅として開業

　　　　　　大正８（１９１９）年　武州大沢駅に改称

　　　　　　昭和３１（１９５６）年　北越谷駅に改称

〇蒲生駅　　明治３２（１８９９）年開業

〇越谷駅　　大正９年　越ヶ谷駅として開業

　　昭和３１（１９５６）年　越谷駅に改称

〇大袋駅　　大正１５（１９２６）年開業

〇せんげん台駅　昭和４２（１９６７）年開業

〇南越谷駅　武蔵野線の駅として

　　　　　　昭和４８（１９７３）年に開業

〇越谷貨物ターミナル駅　武蔵野線の貨物輸送用駅として

　　　　　　　　　　　　昭和４８（１９７３）年に開業

〇新越谷駅　武蔵野線への乗換駅として

　　　　　　昭和４９（１９７４）年に開業

〇レイクタウン駅　武蔵野線の駅として

　　　　　　　　　平成２０（２００８）年に開業
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