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川間駅

七光台駅

清水公園駅

愛宕駅

東武野田線

境大橋

関宿橋

関
宿
藩
は
河
川
の
分
岐
点
に
あ
り
、

江
戸
に
近
く
河
川
交
通
の
要
衝
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
江
戸
幕
府
に
と
っ
て
は
重

要
な
藩
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

河
川
に
よ
っ
て
関
宿
は
栄
え
ま
し
た
が
、

関
宿
城
下
は
土
地
の
低
い
と
こ
ろ
が
多

く
、
内
水
に
よ
る
稲
作
の
被
害
も
甚
大
で

し
た
。
こ
の
た
め
、
関
宿
藩
主
の
久
世
広

周
が
老
中
で
あ
っ
た
と
き
に
幕
府
に
申

し
出
て
、
用
排
水
工
事
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
当
時
、
関
宿

藩
の
中
老
で
あ
っ
た
船
橋
随
庵
は
、
嘉
永

元（
1
8
4
8
）年
か
ら
、
掘
割
の
治
水

工
事
を
始
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

関
宿
の
地
で
は
農
耕
地
や
民
家
だ
け

で
な
く
関
宿
城
も
た
び
た
び
水
害
に
見

舞
わ
れ
て
い
た
た
め
、
関
宿
城
か
ら
水

を
落
と
す
排
水
路
が
設
置
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
随
庵
は
こ
の
排
水
路
や
地
形
を

巧
み
に
利
用
し
た
、
掘
割
流
路
を
計
画

し
苦
労
の
末
に
嘉
永
３（
1
8
5
0
）年

10
月
に
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
水
路
は
、

現
在
の
関
宿
江
戸
町
か
ら
関
宿
台
町
、

桐
ケ
作
、
古
布
内
、
木
間
ケ
瀬
、
小
山
、

船
形
を
通
り
、
莚
打
で
利
根
川
に
繋
げ

る
も
の
で
、
総
延
長
は
、
約
20
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
も
及
ん
で
い
ま
す
。
随
庵
は
、
治

水
工
事
の
基
礎
を
伊
奈
家
の
関
東
流
、

伊
沢
為
永
の
紀
州
流
を
学
ん
だ
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
水
路
の
完
成
に

よ
り
、
水
害
か
ら

村
々
を
守
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
荒
地
と

な
っ
た
土
地
に

再
び
米
や
作

物
が
生
産
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

水
路
は「
随
庵
堀
」の
名
で
親
し
ま
れ
、

改
修
を
重
ね
な
が
ら
、
現
在
も
重
要
な

水
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

随
庵
は「
関
宿
落
堀
」完
成
後
も
、
新

田
開
発
を
手
が
け
、
整
備
さ
れ
た
土
地

や
新
た
に
開
墾
さ
れ
た
土
地
を
整
理
し

直
し
、
農
民
に
分
配
す
る
な
ど
、
偉
大

な
人
物
と
し
て
藩
内
の
農
民
に
慕
わ
れ

ま
し
た
。

晩
年
に
は
、
随
庵
の
才
能
を
惜
し
み
、

明
治
政
府
か
ら
参
画
の
勧
め
が
あ
り
ま

し
た
が
、
高
齢
を
理
由
に
固
辞
し
続
け

た
と
い
い
、
明
治
５（
1
8
7
2
）年
に
78

歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

随
庵
の
功
績
を
称
え
て
、
顕
彰
碑
が

明
治
28（
1
8
9
5
）年
に
建
て
ら
れ
、

今
も
「
関
宿
落
堀
」
を
見
守
り
続
け
て

い
ま
す
。

現在も
利用されている

関宿落堀

船橋随庵先生
水土功績の碑1

木間ケ瀬
上納谷橋付近2

▲ 昭和50年代の風景

▲ 現在の風景
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