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花
か
お
り
　
緑
あ
ふ
れ
　
人
輝
く
ま
ち

〜
こ
う
の
す
〜

個
性
的
で
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
」、「
河
川
や

田
園
な
ど
豊
か
で
美
し
い『
緑
』を
守
り
育
て
る

ま
ち
づ
く
り
」を
基
本
理
念
に
掲
げ
て
将
来
都

市
像
を
描
い
て
い
る
。

将
来
都
市
像
の
実
現
の
た
め
、「
鴻
巣
」と
い

う
地
名
の
由
来
と
も
い
わ
れ
、
市
民
に
な
じ
み

深
い
存
在
で
あ
る「
コ
ウ
ノ
ト
リ
」を
シ
ン
ボ
ル

に
、人
と
コ
ウ
ノ
ト
リ
を
は
じ
め
と
し
た
多
様
な

生
き
も
の
が
共
生
す
る「
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
里
」の

実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

ま
た
、観
光
客
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、市

の
認
知
度
が
高
ま
り
地
域
経
済
が
活
性
化
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
、「
鴻
巣
び
っ
く
り
ひ
な
祭
り
」

「
こ
う
の
す
花
ま
つ
り
」「
こ
う
の
す
花
火
大
会
」

な
ど
の
各
種
観
光
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
主
体
と

し
た
観
光
客
誘
致
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。

魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て

鴻
巣
市
は
、
都
心
か
ら
50
㎞
と
い
う
地
理
的

条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
鉄
道
交
通
で
は
、
平

成
13
年
の「
湘
南
新
宿
ラ
イ
ン
」に
続
き
、
平
成

27
年
３
月
に
は「
上
野
東
京
ラ
イ
ン
」が
開
業
し

た
こ
と
で
、東
京
圏
へ
の
乗
り
入
れ
が
さ
ら
に
向

上
し
た
。
道
路
交
通
で
は
、
平
成
27
年
10
月
に

首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道（
圏
央
道
）の
埼

玉
県
内
区
間
が
全
線
開
通
し
た
。
こ
の
よ
う
な

交
通
の
整
備
に
よ
り
、
地
域
交
通
の
要
衝
と
し

て
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
生
か
し
た
都
心
へ
の
ベ
ッ

ド
タ
ウ
ン
と
し
て
、
ま
た
、
県
央
部
の
中
核
都

市
と
し
て
発
展
を
続
け
て
い
る
。

発
展
を
続
け
る
状
況
下
で
あ
っ
て
も
、
人
口

減
少
社
会
の
突
入
や
社
会
情
勢
の
変
化
へ
の
対

応
は
必
要
で
あ
り
、「
す
べ
て
の『
人
』が
文
化
に

親
し
み
、
安
全
・
安
心
、
そ
し

て
快
適
な
暮
ら
し
を
守
る
ま
ち

づ
く
り
」、「『
花
』を
生
か
し
た

埼
玉
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
秩
父
山
地
を
源
流
と
す
る
荒
川
が
流
れ
、
関
東
ロ
ー
ム
層

や
荒
川
沖
積
層
か
ら
な
る
肥ひ

よ
く沃

な
土
地
で
、
気
候
に
も
恵
ま
れ
、
花
き
な
ど
の
栽
培
が
盛
ん
な

ま
ち
。
古
く
は
中
山
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、３
８
０
年
余
り
の
伝
統
を
誇
る「
ひ
な
人
形
の

ま
ち
」と
し
て
、
ま
た
近
年
で
は「
花
の
ま
ち
」と
し
て
も
全
国
に
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。

鴻巣市役所に展示されている「コウノトリ」の剥
はくせい
製

シリーズ探
訪・探求

訪れたいまち
第43回

埼玉県鴻巣
市

こ う の す し
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人
と
自
然
の
共
生
の
確
保
を

目
指
す

「
コ
ウ
ノ
ト
リ
も
棲す

め
る
自
然
環
境
は
、
ヒ

ト
に
も
や
さ
し
く
健
康
に
生
き
ら
れ
る
」を
合

言
葉
に「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
鴻
巣
こ
う
の
と
り
を
育
む

会
」が
環
境
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

活
動
の
き
っ
か
け
を
伊
藤
鋳か

ね
義よ
し

代
表
理
事
に

伺
っ
た
。「
平
成
19
年
か
ら
、
市
民
に
愛
着
の
あ

る
コ
ウ
ノ
ト
リ
を
飼
育・放
鳥
し
よ
う
と
活
動
を

は
じ
め
ま
し
た
。コ
ウ
ノ
ト
リ
は
水
辺
の
生
態
系

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
に
立
つ
生
き
物
で
す
。肉
食

で
バ
ッ
タ
、
蛙
、
ド
ジ
ョ
ウ
な
ど
を
食
べ
、
一
日

に
多
く
の
餌
が
必
要
で
す
。コ
ウ
ノ
ト
リ
が
生
き

て
い
く
た
め
に
は
、多
く
の
生
き
物
が
い
る
豊
か

な
自
然
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
コ
ウ
ノ
ト
リ
も

棲
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
も
安
心

し
て
生
活
が
で
き
る
環
境
の
証
で
す
。そ
の
よ
う

な
環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
、コ
ウ
ノ
ト
リ
を
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
環
境
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
」。

主
な
活
動
と
し
て
、
荒

川
の
河
川
敷
に
コ
ウ
ノ
ト

リ
の
生
息
環
境
を
つ
く
る

「
湿
地
ビ
オ
ト
ー
プ（
野
生

生
物
の
生
息
す
る
空
間
）の

整
備
」や
、
地
域
の
農
家
や

環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
連
携
し
て

無
農
薬
や
有
機
栽
培
に
よ
る

「
県
内
初
の
コ
ウ
ノ
ト
リ
を
育
む
モ
デ
ル
水
田
」

を
拠
点
と
し
た「
ふ
ゆ
み
ず
田
ん
ぼ（
稲
刈
り
後

の
冬
の
水
田
に
水
を
は
っ
た
も
の
）」、「
魚
道
設

置
」な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
子
ど
も

た
ち
や
父
母
を
対
象
と
し
た「
い
き
も
の
観
察

会
」や
外
来
種
駆
除
を
兼
ね
た「
自
然
体
験
」な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
も
行
っ
て
お
り
、
環
境
学
習
に
も

役
立
っ
て
い
る
。

当
初
は
９
名
で
発
足
し
た
が
、
活
動
が
理
解

さ
れ
、
現
在
会
員
は
１
６
８
名
に
増
え
た
。
埼

玉
県
が
モ
デ
ル
水
田
や
湿
地
で
実
施
し
た
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
調
査
で
は
、
動
物
20
種
、
植
物
77

種
が
確
認
さ
れ
る
な
ど
着
実
に
自
然
が
よ
み
が

え
っ
て
い
る
。
ま
た
、
冬
に
は「
ふ
ゆ
み
ず
田
ん

ぼ
」に
オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
が
渡
来
す
る
な
ど
地
道

な
活
動
が
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
活
動
は
、
国
土
交
通
省
の「
地
域
の
魅

力
や
個
性
を
生
み
出
し
て
い
る
良
質
な
社
会
資

本
及
び
そ
れ
と
関
わ
り
を
持
つ
優
れ
た
地
域
活

動
を
一
体
の
成
果
」と
し
て
表
彰
す
る「
手
づ
く

り
郷ふ

る
さ
と土
賞
」を
平
成
28
年
度
に
受
賞
し
て
い
る
。

今
後
の
活
動
に
つ
い
て 

服
部
栄
一
理
事
は
、

「
さ
ら
に
多
く
の
市
民
の
理
解
を
得
て
、
未
来

の
子
ど
も
た
ち
へ
よ
り
良
い
自
然
環
境
を
引
き

継
い
で
い
き
た
い
で
す
。
今
後
も
、コ
ウ
ノ
ト
リ

も
棲
め
る
環
境
の
整
備
や
将
来
的
な
野
生
復
帰

に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
た
い
で
す
」

と
語
っ
た
。

観
光
客
増
加
に
よ
る

地
域
活
性
化
を
目
指
し
て

鴻
巣
市
の
４
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る「
鴻
巣
び
っ

く
り
ひ
な
祭
り
」「
こ
う
の
す
花
ま
つ
り
」「
こ
う
の

す
花
火
大
会
」「
コ
ス
モ
ス
フェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」を
は

じ
め
多
く
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、観
光
客
数

は
年
々
増
加
し
て
い
る
。
平
成
27
年
は
平
成
23

年
と
比
較
し
て
２
倍
近
く
の
約
１
５
６
万
人
が

訪
れ
た
。

各
種
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
、
関
東
十
八
檀だ

ん
林り
ん（
僧

の
養
成
機
関
・
学
問
所
）の
一
つ
で
、
徳
川
家
康

ゆ
か
り
の
寺
院「
勝し

ょ
う
が
ん
じ

願
寺
」や
、
鴻
巣
の
地
名
の

由
来
の
一
つ
と
も
い
わ
れ「
こ
う
の
と
り
伝
説
」を

今
に
伝
え
る
神
社「
鴻こ

う
神じ
ん

社じ
ゃ

」な
ど
の
歴
史
に
触

れ
る
見
所
も
多
数
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、江
戸

時
代
中
頃
か
ら
始
め
ら
れ
、
高
度
な
技
術
と
優

れ
た
品
質
で
全
国
的
に
知
れ
渡
る「
鴻
巣
雛
」や
、

そ
の
製
作
技
術
が
平
成
23
年
３
月
に
国
の
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た「
赤
物
」な
ど

の
貴
重
な
伝
統
工
芸
も
現
代
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
。気

候
風
土
に
適
し
た
パ
ン
ジ
ー
の
生
産
か
ら

始
ま
っ
た「
花
き
生
産
」は
、近
年
、生
産
品
種
の

増
加
や
生
産
効
率
の
向
上
に
よ
り
発
展
・
拡
大

が
図
ら
れ
、「
プ
リ
ム
ラ
」「
サ
ル
ビ
ア
」「
マ
リ
ー

ゴ
ー
ル
ド
」は
日
本
一
の
出
荷
量
を
誇
り
、東
日

本
最
大
級
の
花
き
市
場「
鴻
巣
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン

タ
ー
」も
整
備
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
地
域
の
資
源
を
観
光
客
誘
致
に

生
か
そ
う
と「
一
般
財
団
法
人
鴻
巣
市
観
光
協

会
」が
平
成
24
年
に
発
足
し
、観
光
推
進
体
制
が

確
立
す
る
と
と
も
に
官
民
一
体
と
な
っ
た
観
光

資
源
の
Ｐ
Ｒ
や
掘
り
起
こ
し
を
推
進
し
て
い
る
。

ＮＰＯ法人 鴻巣こうのとりを育む会 
代表理事 伊藤 鋳義さん（右）、理事 服部 栄一さん（左）

整備された湿地ビオトープ

子どもたちを対象とした「ザリガニ釣り」

「ふゆみず田んぼ」に渡来したオオハクチョウ

ＮＰＯ法人  鴻巣こうのとりを育む会の活動
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観
光
協
会
事
務
局
の
長
谷

川
達
也
さ
ん
に
鴻
巣
市
の
魅
力

に
つ
い
て
伺
っ
た
。

「
歴
史
的
な
見
所
や
、現
代
ま

で
継
承
さ
れ
て
い
る
伝
統
文
化

な
ど
が
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
奥

秩
父
か
ら
県
内
を
横
断
し
東
京

湾
に
注
ぐ
荒
川
は
、
河
口
か
ら

62
㎞
地
点（
鴻
巣
市
、
吉
見
町

間
）の
川
幅
が
２
５
３
７ｍ
も
あ

り
日
本
一
と
な
って
い
ま
す
。
こ

れ
に
ち
な
ん
で
誕
生
し
た『
こ
う

の
す
川
幅
う
ど
ん
』は
、
平
成

27
年
３
月
に
開
催
さ

れ
た『
第
12
回
埼
玉
Ｂ
級
ご
当
地
グ
ル

メ
王
決
定
戦
』で
優
勝
す
る
な
ど
埼
玉

を
代
表
す
る
ご
当
地
グ
ル
メ
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
ほ
か
に
も
ギ
ネ
ス
世

界
記
録
に
認
定
さ
れ
た『
世
界
一
の
四

尺
玉
を
あ
げ
る 

こ
う
の
す
花
火
大
会
』

や『
日
本
一
高
い
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
ひ
な
壇
』、

『
日
本
一
長
い
水
管
橋
』な
ど
多
く
の

魅
力
が
あ
り
ま
す
」

「
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
鴻
巣
ガ
イ
ド

会
」は
、
訪
れ
た
方
に
お
も
て
な
し
の
心

を
も
って
、余
す
と
こ
ろ
な
く
多
く
の
魅

力
を
紹
介
し
よ
う
と
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を

作
って
観
光
ガ
イ
ド
を
行
って
い
る
。
ま

た
、
観
光
協
会
で
は
、
初
め
て
訪
れ
た

方
も
気
軽
に
ま
ち
歩
き
で
き
る
よ
う「
中
山
道
歴

史
散
策
コ
ー
ス
」や「
川
幅
日
本
一
体
感
コ
ー
ス
」

な
ど
の
観
光
ル
ー
ト
を
作
成
し
て
観
光
客
の
増

加
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

「
鴻
巣
市
は
、
都
心
か
ら
近
い
こ
と
や
イ
ベ
ン

ト
観
光
が
主
体
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
訪
れ
る

方
は
ほ
と
ん
ど
が
日
帰
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今

後
は
リ
ピ
ー
タ
ー
を
増
や
す
と
と
も
に
多
く
の

方
に
宿
泊
し
て
も
ら
い
、
ゆ
っ
く
り
と
滞
在
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
な
仕
組
み
を
検
討
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
観
光
情
報
も
Ｈ
Ｐ
な
ど

で
分
か
り
や
す
く
発
信
し
て
、積
極
的
な
Ｐ
Ｒ
を

行
って
い
き
た
い
で
す
」（
長
谷
川
さ
ん
）。

鴻
巣
市
の
観
光
拠
点
と
な
って
い
る「
鴻
巣
市

産
業
観
光
館 

ひ
な
の
里
」で
は
、享き
ょ
う
ほ
び
な

保
雛
や
古こ

今き
ん

雛び
な

な
ど
歴
史
あ
る
も
の
か
ら
現
代
の
コ
ン
パ
ク

ト
タ
イ
プ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
ひ
な
人
形

や
、全
国
的
に
残
存
数
の
少
な
い
約
２
０
０
年
前

の
貴
重
な「
鴻
巣
雛
」が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
施

設
の
運
営
母
体
で
あ
る
観
光
協
会
で
は
、「
鴻
巣

び
っ
く
り
ひ
な
祭
り
」や「
こ
う
の
す
花
ま
つ
り
」な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
、勝
願
寺
や
鴻
神
社
な
ど

の
歴
史
探
訪
な
ど
鴻
巣
の
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
し

て
い
る
。

も
う
一
つ
の
観
光
拠
点
で
あ
る「
花
と
音
楽

の
館
か
わ
さ
と 

花か
き
ゅ
う久
の
里
」は
、
母
屋
、
長
屋

門
、茶
室
な
ど
旧
家
の

た
た
ず
ま
い
を
生
か

し
た
観
光
施
設
で
あ

る
。 

岡
田
明
館
長
に

施
設
の
特
徴
を
伺
っ

た
。「
庭
園
で
は
バ
ラ

を
中
心
に
四
季
折
々

の
草
花
が
咲
い
て
い

ま
す
。
サ
ロ
ン
で
は
コ

ン
サ
ー
ト
が
で
き
、
素

人
か
ら
プ
ロ
ま
で
幅

広
い
方
に
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
春
と
秋
に

は
バ
ラ
祭
り
が
開
催

さ
れ
多
く
の
方
が
訪

れ
ま
す
が
、
訪
れ
る

方
々
に
安
ら
ぎ
と
懐
か
し
さ
を
感
じ
て
い
た
だ

け
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。
ま
た
、館
内
の
食
事
処

で
は
、
地
元
産
の
小
麦『
あ
や
ひ
か
り
』を
使
用

し
た
手
打
ち
う
ど
ん
が
楽
し
め
ま
す
の
で
ぜ
ひ

お
越
し
く
だ
さ
い
」

　
　
●　
　
　
●　
　
　
●　
　
　
●　
　
　
●

将
来
の
都
市
像
を
明
確
に
し
、
未
来
の
子
ど

も
た
ち
へ
よ
り
良
い
自
然
環
境
を
引
き
継
ご
う

と
し
て
い
る「
鴻
巣
」。

こ
れ
か
ら
も
、
歴
史
や
伝
統
文
化
、
そ
し
て

多
く
の
ま
ち
の
魅
力
を
発
信
し
、「
花
か
お
り 

緑

あ
ふ
れ 

人
輝
く
ま
ち
」と
し
て
発
展
し
て
い
く

こ
と
だ
ろ
う
。

鴻巣市観光協会 
事務局 長谷川 達也さん

「観光ボランティア鴻巣ガイド会」
による名所・旧跡案内

館長 岡田 明さん

人形産業の中心地である人形町にある。
敷地内にある蔵は、平成25年10月に
埼玉県の景観重要建造物に指定された。

鴻巣の赤物
製作技術は国の重要無形民俗文化財に
指定された。

鴻巣の特産であるひな人形を中心に、
江戸時代から伝わる貴重な資料が展示
されている

館内では、伝統民芸品の「赤物」や鴻巣
の特産品の数々を紹介・販売している。
川幅うどん、川幅せんべいなどを詰め合
わせた観光協会オリジナル“川幅グルメ
セット”がオススメ。

母屋や長屋門など旧家のたたずまいを活
かした観光施設。庭園ではバラを中心に四
季折々の草花が咲き、サロンでのコンサー
トをはじめ、庭園祭りやバラ祭りが催される。

鴻巣市産業観光館「ひなの里」

花と音楽の館かわさと「花久の里」



鴻巣市の地名の由来の1つである「こうのとり伝説」のこうのとりのヒナをモチーフにした
メインキャラクター「ひなちゃん」

鴻巣市ホームページ http://www.city.kounosu.saitama.jp/
鴻巣市観光協会ホームページ http://www.konosu-kanko.jp/

２つの世界一と８つの日本一に
出会えるまち

鴻巣駅東口に模型が設置されている四尺玉

高さ7m、31段もある
ピラミッドひな壇。２月
中旬から3月上旬に開
催される「鴻巣びっくり
ひな祭り」は、人形のま
ちならではのビッグイ
ベント。

ポピー畑は広さ12.5ヘクタール。春には
「こうのす花まつり」が開催される。

「プリムラ」の栽培。
他にも「サルビア」

「マリーゴールド」
が出荷量日本一。

鴻巣市⇔吉見町間の川幅は2,537m。御
成橋の両岸には高さ5m の標柱が立つ。

橋 長1,100.95m を誇る赤 い 水
管橋。 秋には水管橋をバックに
1,200万本のコスモスが咲き「コス
モスフェスティバル」が開催される。

勝
しょうがん
願寺

じ

関東十八檀林の1つで、
徳川家康ゆかりの寺院。
本堂などでは葵の紋を見
ることができる。4月には
仁王門を彩る桜、5月上
旬には雪をかぶったよう
に白い花を咲かせる「な
んじゃもんじゃ」の木が見
頃となる。

鴻
こう
神
じん
社
じゃ

樹齢500年以上と伝わる
2本のイチョウの木があ
り、「夫婦銀杏」として親
しまれている。明治時代
に造られた総銅造りの小
さなお宮「三狐稲荷神社」
なども見所。 毎年12月4
日には酉の市が行われる。

鴻巣フラワーセンター
自動せりシステムなど最新鋭の機器などを導入した東
日本最大級の花き市場。施設内には見学コース（要予
約）も併設されている。

川幅グルメ
川幅日本一にちなみ誕生した麺の
幅5センチを超える「川幅うどん」と

「川幅せんべい」。他にも幅が広
い餃子やスイーツなどもある。

いがまんじゅう
おまんじゅうを赤飯でまるまる包
んでいることが特徴。栗のイガに
似ていることからこの名前がつい
た。祝い事やおやつなどで親しま
れてきた郷土料理。

鴻巣夏まつり
中山道の3㎞もの区間を歩行
者天国にして実施される。神
輿は12基と関東でも屈指の
数を誇る。

吹上夏まつり
「上組」と「下組」にわかれ、それぞれの
神輿と山

だ し
車が街中を練り歩く

こうのす花火大会
全国的にも有数の規模。
今年は、10月7日（土）
に行われる。

● ギネス世界記録に認定された世界一の四尺玉
● 同時にブーケ（花束）を贈り受け取ったペア数世界一
● 日本一高いピラミッドひな壇　● 川幅日本一
● 日本一長い水管橋　　　　　● 日本一広いポピー畑
● 「プリムラ」「サルビア」「マリーゴールド」の出荷量日本一
● １分あたりの尺玉以上の打ち上げ花火数日本一

見どころ

グルメ

イベント
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