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川
辺
の
梅
林
も

川
辺
の
梅
林
も

咲
き
初
め
て
、

咲
き
初
め
て
、

う
ら
ら
か
な
早
春
の
似
合
う
街

う
ら
ら
か
な
早
春
の
似
合
う
街 　

昔
は
〝
水
郷
こ
し
が
や
〞
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
、
豊
か
な
水
に
恵
ま
れ
た
越
谷

市
の
「
北
越
谷
」。
も
ち
ろ
ん
現
在
は
、
東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン
が
走
る

近
代
的
に
発
展
し
た
街
で
す
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
元
荒
川
が
中
央
を
縫
う
よ

う
に
流
れ
、
広
々
と
開
け
た
自
然
風
景
や
史
跡
の
数
々
に
出
会
え
ま
す
。
特
に

今
、
そ
の
河
畔
で
は
「
越
谷
梅
林
公
園
」
の
梅
が
鮮
や
か
に
咲
き
そ
ろ
い
ま
す
。

清
々
し
い
花
の
色
や
香
り
に
誘
わ
れ
て
、街
並
み
全
体
が
う
ら
ら
か
に
明
る
い
。

久
し
ぶ
り
に
還
っ
て
き
た
春
の
き
ざ
し
が
、
私
た
ち
を
迎
え
ま
す
。

北
越
谷
（
き
た
こ
し
が
や
）
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ま
ず
「
北
越
谷
駅
」
西
口
を
出
て
、
元
荒
川
の
堤
に
向

か
い
ま
す
。
広
々
と
開
け
る
土
手
の
景
観
は
、〝
桜
堤
通
り
〞

と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
桜
並
木
で
有
名
な
の
で
す
が
、

そ
れ
は
ま
た
次
の
機
会
の
お
楽
し
み
。
今
回
は
、
そ
の
先

に
あ
る
「
越
谷
梅
林
公
園
」
ま
で
、
梅
の
花
を
愛
で
に
行

き
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
越
谷
梅
林
の
あ
る
一
帯
は
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
た

梅
の
名
所
。
そ
の
名
残
り
を
今
に
残
す
た
め
、
越
谷
市
が

整
備
し
た
も
の
で
す
。敷
地
は
広
く
約
２
万
平
方
メ
ー
ト
ル
。

園
内
に
は
白
、
紅
、
薄
紅
、
一
重
、
八
重
…
と
約
２
４
０

本
の
梅
の
木
が
植
え
ら
れ
、
見
事
に
咲
き
誇
り
ま
す
。
こ

れ
に
近
く
の
「
北
越
谷
第
五
公
園
」
や
、
ご
近
所
の
庭
を

彩
る
梅
の
木
を
加
え
る
と
、
そ
の
数
は
お
よ
そ
６
０
０
本

に
の
ぼ
る
と
か
。
凛
と
し
た
優
美
な
花
々
に
包
ま
れ
て
、

ま
る
で
別
世
界
に
遊
ぶ
よ
う
な
気
さ
え
し
て
き
ま
す
。
し

か
も
「
宮
内
庁
埼
玉
鴨か

も

場ば

」（
非
公
開
）
と
隣
接
し
ま
す
か

ら
、
あ
た
り
は
緑
深
く
閑
静
。
自
生
す
る
草
木
の
表
情
や

鳥
の
声
な
ど
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
河
畔
の
風
景
に
癒
さ

れ
ま
す
。
な
る
ほ
ど
こ
こ
は
〝
水
の
郷
・
花
と
自
然
の
郷
〞

な
の
で
す
。

　

も
と
も
と
北
越
谷
一
帯
は
〝
武
蔵
こ
し
が
や
〞
時
代
の

面
影
を
色
濃
く
残
す
土
地
柄
。
な
だ
ら
か
な
平
野
は
、「
新に

い

方が
た

川
」「
逆

さ
か
さ

川
」
な
ど
、
豊
か
な
水
源
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
な
か
で
も
「
元
荒
川
」
は
大
き
な
存
在
で
す
。
か
つ

て
荒
川
の
本
流
だ
っ
た
そ
の
流
れ
は
、
今
も
い
わ
ば
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
。
町
中
を
大
き
く
カ
ー
ブ
し
て
、
梅
林
の
よ
う

な
自
然
環
境
を
潤
し
、
市
街
に
も
趣
を
そ
え
て
い
き
ま
す

か
ら
、
散
策
の
道
案
内
役
に
も
な
っ
て
く
れ
ま
す
。

風
流
に
桜
堤
を
た
ど
っ
て

ふ
く
い
く
と
花
咲
き
乱
れ
る
梅
林
へ
。

10
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元
荒
川
堤
が
東
武
鉄
道
の
鉄
橋
を
く
ぐ
る
あ
た
り
か
ら

は
、
同
じ
北
越
谷
駅
で
も
東
口
界
隈
。
商
店
や
住
宅
が
続

く
街
並
み
に
は
、
社
寺
が
点
在
し
始
め
ま
す
。

　

駅
の
近
く
に
あ
る
「
大
沢
香
取
神
社
」
は
、
古
く
か
ら

町
内
の
人
々
を
見
守
り
続
け
て
き
た
鎮
守
様
。
拝
殿
の
背

後
に
あ
る
本
殿
に
施
さ
れ
た
見
事
な
彫
刻
は
、
江
戸
浅
草

の
名
匠
の
作
で
す
か
ら
必
見
で
す
。

　

一
方
、
越
谷
の
総
鎮
守
と
な
れ
ば
、
や
は
り
「
久ひ

さ

伊い

豆ず

神
社
」
の
名
が
あ
が
り
ま
す
。
創
建
は
平
安
中
期
と
さ
れ

ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
徳
川
将
軍
家
が
参
拝
し
た
こ
と

で
も
知
ら
れ
ま
す
。
元
荒
川
前
か
ら
始
ま
る
参
道
は
長
く

深
く
、
樹
々
の
繁
る
境
内
は
広
く
大
き
く
、
池
に
姿
を
映

す
樹
齢
２
５
０
年
の
大
藤
と
も
出
会
え
ま
す
。
面
白
い
の

は
、
ワ
ラ
で
足
を
巻
か
れ
た
狛
犬
が
あ
る
こ
と
。
こ
こ
に

は
、
家
出
し
た
り
家
に
寄
り
つ
か
な
い
者
へ
の
家
族
の
祈

願
が
込
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ

の
界
隈
は
大
き
な
杜も

り

の
よ
う
で
圧
巻
で
す
。
他
に
も
由
緒

あ
る
「
天て

ん

嶽が
く

寺
」
や
、
貴
重
な
越
谷
の
自
然
と
触
れ
合
え

る
「
越
谷
ア
リ
タ
キ
植
物
園
」
な
ど
が
共
生
す
る
よ
う
に

集
ま
っ
て
い
て
、
興
味
は
尽
き
ま
せ
ん
。

　

自
然
を
人
の
美
意
識
で
洗
練
さ
せ
た
日
本
庭
園
「
花は

な

田た

苑え
ん

」
も
、
ぜ
ひ
訪
れ
た
い
所
。
造
園
技
術
を
駆
使
し
た
美

し
さ
に
は
心
を
動
か
さ
れ
ま
す
。
隣
接
す
る
「
こ
し
が
や

能
楽
堂
」
の
佇た

た
ずま
い
と
合
わ
せ
見
る
と
、
自
然
と
文
化
は

切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

　

さ
て
、
歩
き
疲
れ
た
ら
ひ
と
休
み
。
す
て
き
な
カ
フ
ェ

も
見
つ
け
ま
し
た
。
お
い
し
い
コ
ー
ヒ
ー
や
ラ
ン
チ
と
、

陶
芸
工
房
や
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
ま
で
あ
る
小
空
間
。
自
由
な

発
想
に
は
、
こ
の
街
の
新
し
い
楽
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

時
を
超
え
、
歴
史
の
杜
を
歩
い
た
り
…

す
て
き
な
カ
フ
ェ
を
見
つ
け
た
り
…
。
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北越谷データファイル
〈梅林公園梅まつり〉・・●交通＝北越谷駅西口
徒歩20分　＊開催期間中は北越谷駅西口から
無料シャトルバス運行　●開催日＝３月9日(土)・
10日(日)　●開園時間＝10：00 ～ 15：00　
●入園料＝無料　☎梅林公園梅まつり実行委員会
（大袋地区センター） 048-975-3952
〈越谷アリタキ植物園〉・・●交通＝北越谷駅東口
徒歩20分　●開園時間＝９：00～ 16：00（4/1

～ 9/30は～ 17：00）＊入園は閉園時間の30
分前まで　●休園日＝月曜（祝日の場合は、翌
日）、年末年始（12/29 ～ 1/4）　●入園料＝
大人（高校生以上）100円／子ども（小・中学
生）30円／未就学児無料　☎越谷市都市整備
部公園緑地課 048-963-9225
〈花田苑〉・・●交通＝北越谷駅東口徒歩30分、
越谷駅西口から「花田循環」または「市立図書
館」行きバスで「花田苑入口」下車徒歩３分　

●開園時間＝9：00 ～ 16：00（4/1 ～ 9/30
の平日は～ 17：00、土日祝日は～ 19：00）　
●入園料＝100円（未就学児無料）　●休園
日＝年末年始（12/28 ～ 1/3）　☎財団法人越
谷市施設管理公社 048-962-6999
〈カフェ kousha〉・・●交通＝北越谷駅東口徒
歩10分　●営業時間＝11：30 ～ 18：00　
●定休日＝日曜・月曜　☎048-945-4910
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