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「
ぼ
た
ん
寺
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て

い
る
正
蓮
寺
の
周
辺
に
は
、
渋
川
（
寄

居
）城
の
堀
の
跡
な
ど
、
当
時
を
し
の

ぶ
風
景
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

渋
川
城
は
、
子
持
地
区
に
あ
る
白

井
城
（
現
在
は
城
址
跡
が
残
る
の
み
）

の
出
城
で
す
。
出
城
と
は
、
本
城
の

ほ
か
に
国
境
な
ど
の
要
害
の
地
に
築

い
た
城
の
こ
と
で
、
別
名
寄
居
城
と

も
い
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、こ
の
地

域
は
寄
居
町
と
い
う
町
名
が
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

正
蓮
寺
と
そ
の
西
側
に
隣
接
す
る

地
が
本
郭
で
、
元
亀
三
年
（
１
５
７
２

年
）、
真
田
幸
隆
ら
の
武
田
勢
が
白
井

を
攻
略
し
た
際
に
築
城
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
寺
が
建
っ
て
い
る
場

所
は
高
台
で
、周
辺
に
建
物
が
な
か
っ

た
昔
は
白
井
城
が
よ
く
見
え
た
の
で

し
ょ
う
ね
。
何
か
あ
っ
た
と
き
に
は
、

狼の
ろ
し煙
を
上
げ
て
白
井
城
に
急
を
伝
え

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

周
辺
の
、
か
つ
て
の
堀
跡
に
は
今

も
湧
き
水
が
小
川
と
な
っ
て
流
れ
て

い
ま
す
。
春
と
夏
の
２
回
、地
域
の
住

民
が
清
掃
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
水

が
き
れ
い
な
た
め
、今
で
も
沢
ガ
ニ
が

生
息
し
て
い
ま
す
。
正
蓮
寺
の
西
隣

渋川旅先案内人　新井光雄さん

「
渋
川
城
の
堀
跡
に
は
今
も
静
か
に

湧
き
水
が
流
れ
て
い
ま
す
。」

の
民
家
の
前
に
は
、
鍵
形
の
土
塁
と

堀
、
堀
切
内
の
井
戸
も
残
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
水
を
利
用
し
て
、
昔
は
こ
こ

に
紺こ
ん
や屋
が
あ
り
、
染
物
を
洗
っ
た
水

槽
跡
も
あ
り
ま
す
。

　

正
蓮
寺
に
は
、
50
種
類
、
１
、

５
０
０
株
の
ボ
タ
ン
が
植
え
ら
れ
て

い
る
ボ
タ
ン
園
が
あ
り
、
花
が
咲
く

５
月
の
連
休
の
頃
に
は
、
多
く
の
見

学
者
が
訪
れ
ま
す
。

　

正
蓮
寺
周
辺
か
ら
、「
絵
馬
の
寺
」

と
し
て
知
ら
れ
る
遍
照
寺
に
立
ち
寄

り
、
ア
ジ
サ
イ
で
有
名
な
真
光
寺
ま

で
歩
く
道
は
、ま
ち
な
か
に
あ
っ
て
自

然
と
歴
史
を
感
じ
ら
れ
る
お
勧
め
の

コ
ー
ス
で
す
。

を訪ねる散策コース

渋川（寄居）城の堀の跡。沢ガニも生息しています。1

正蓮寺は、通称「ぼたん寺」として親しまれています。2

遍照寺は、受験シーズンになると多くの合格祈願の
絵馬が奉納され、「絵馬の寺」と呼ばれています。3

真光寺は、平安時代に開山された名刹で「あじさい
寺」としても親しまれています。 4

花 歴史と

今でも沢ガニが生息している堀の跡

鍵形の土塁と堀、堀切内の井戸も残っている（私有地のため無断での立ち入りはできません）

正
蓮
寺
周
辺
の
昔
を
し
の
ぶ
風
景

渋
川
地
区

正蓮寺

真光寺

わがまち自慢

　

伊
香
保
温
泉
に
は
、
8
カ
所
の
源

泉
が
あ
り
、
毎
分
約
４
、５
０
０
㍑
の

温
泉
が
湧
き
出
し
て
い
ま
す
。
石
段

街
を
上
が
っ
た
先
、
伊
香
保
温
泉
の
一

番
奥
に
あ
る
2
号
源
泉
で
は
、
ド
ー

ム
型
の
透
明
な
ガ
ラ
ス
越
し
に
源
泉

が
吹
き
出
す
様
子
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
湧
き
出
し
た
ば
か
り
の
源

泉
は
透
明
で
す
が
、
鉄
分
が
多
く
含

ま
れ
て
い
る
た
め
、
空
気
に
触
れ
る

と
だ
ん
だ
ん
茶
褐
色
に
変
化
し
ま
す
。

そ
の
た
め
源
泉
近
く
を
流
れ
る
湯
川

は
、川
底
が
赤
く
染
ま
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
。

　

源
泉
を
集
め
て
石
段
街
に
流
し
、

各
旅
館
に
引
湯
す
る
小
間
口
制
度
は

伊
香
保
温
泉
独
自
の
も
の
で
す
。
今

か
ら
３
５
０
年
前
、
第
３
代
将
軍
徳

川
家
光
の
時
代
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

源
泉
か
ら
伊
香
保
神
社
の
下
ま
で
木

製
の
導
管
で
温
泉
を
引
き
、
そ
こ
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
の
温
泉
所
有
権
者
で
あ

る
大
屋
に
配
分
さ
れ
ま
し
た
。
当
時

は
大
屋
が
あ
り
十
二
支
で
表
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
石
段
に
は
、
当
時
の
大

屋
の
屋
敷
跡
に
十
二
支
の
プ
レ
ー
ト

が
埋
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

小
間
口
は
、
今
で
も
温
泉
の
取
入

伊香保温泉観光ガイドの会（遊友）
富永精司さん

「
ガ
ラ
ス
越
し
に
源
泉
が
吹
き
出
す

様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。」

口
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
石

段
街
に
は
小
間
口
観
覧
所
が
４
カ
所

あ
り
、
温
泉
が
流
れ
る
様
子
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
伊
香
保
温
泉
の
各
旅
館
で

は
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
ま
で

料
理
を
作
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
は
、石
段
街
な
の
で
ひ
と
た
び
火

事
を
出
す
と
消
火
が
で
き
ず
、
大
変

な
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
石
段

街
の
下
の
ほ
う
に
仕
出
し
屋
が
あ
っ

て
、そ
こ
か
ら
料
理
を
取
っ
て
い
ま
し

た
。
今
の
よ
う
に
各
旅
館
で
料
理
を

作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、大
正
時
代

の
末
く
ら
い
か
ら
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
ん
な
歴
史
を
思
い
浮
か
べ
な
が

ら
石
段
街
を
歩
い
て
、
新
た
な
発
見

を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

を感じる散策コース温泉 歴史の

当時の大屋の屋敷跡に埋め込まれて
いるプレート

ガラスのドームに覆われた２号源泉

源
泉
が
湧
き
出
す
2
号
源
泉

伊
香
保
地
区

２号源泉では、源泉がこんこんと吹き出す様子が見
られます。1

伊香保露天風呂には、２号源泉で吹き出している温
泉が直接注ぎ込まれています。2

紅葉の名所の河鹿橋。朱塗りの太鼓橋が紅葉シーズ
ンにはライトアップされ、幻想的な光景が楽しめます。3

伊香保のシンボル石段街と、勢いよく流れる源泉が
見える小間口観覧所。4

伊香保露天風呂

河鹿橋

わがまち自慢
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江戸時代の家並み江戸時代の家並み

白井上宿

白井下宿

利根川

吾妻川
1
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2

4 百庚申

353

35

作間神社

小野上温泉駅

小野上温泉センター
さちのゆ

作間神社

古城台の双神

樋田農園

棚田の里

平形農園

353

吾妻川

1

3

2

4

3

散策コースをつくった皆さん
右から、今井陽一さん・野村紀子さん
新井春代さん・小林三郎さん

を感じる散策コース素朴 田園風景な

小
野
上
地
区

白井宿観交（光）案内人の会
金井好彌さん

をしのぶ散策コース往年 面影の

白井宿八重ざくら祭りの武者行列

子
持
地
区

　

こ
の
エ
リ
ア
の
魅
力
は
、
温
泉
と

美
し
い
山
里
風
景
と
素
朴
な
野
仏
、

そ
し
て
マ
イ
タ
ケ
や
梅
な
ど
の
地
場

産
の
農
産
物
で
す
。
美
人
の
湯
で
知

ら
れ
る
小
野
上
温
泉
に
は
、
気
軽
に

立
ち
寄
れ
る
日
帰
り
温
泉
セ
ン
タ
ー

と
４
軒
の
温
泉
宿
が
あ
り
ま
す
。
県

内
で
は
珍
し
い
棚
田
の
あ
る
山
里
風

景
や
、
昔
か
ら
あ
る
野
仏
の
姿
。
そ

ん
な
小
野
上
の
魅
力
を
た
っ
ぷ
り
と

味
わ
っ
て
も
ら
お
う
と
、私
た
ち
で
野

仏
・
棚
田
・
農
園
め
ぐ
り
の
散
策
コ
ー

ス
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　

Ｊ
Ｒ
小
野
上
温
泉
駅
を
ス
タ
ー
ト

し
て
、
国
道
３
５
３
号
を
わ
た
り
急

な
坂
道
を
上
が
る
と
、
そ
こ
か
ら
は

野
仏
の
里
。
道
端
の
７
カ
所
に
神
様

や
仏
様
が
た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。
こ

う
し
た
野
仏
の
多
く
は
江
戸
時
代
に

「
野
仏
・
棚
田
・
農
園
め
ぐ
り
の

散
策
コ
ー
ス
を
つ
く
り
ま
し
た
。」

作
ら
れ
、
地
域
の
守
り
神
と
し
て
村

人
や
旅
人
を
見
守
っ
て
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
歩
い
て
い
く
と
、棚
田
の
里

が
広
が
り
ま
す
。
小
野
上
地
区
は
平

野
部
が
少
な
い
山
間
地
な
の
で
、
小

さ
な
棚
田
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
初

夏
か
ら
夏
に
は
み
ず
み
ず
し
い
青
穂
、

秋
に
は
黄
金
色
の
稲
穂
の
美
し
い
風

景
が
広
が
り
ま
す
。
そ
こ
で
の
田
植

え
体
験
や
収
穫
体
験
も
楽
し
い
と
思

い
ま
す
よ
。

　

途
中
に
あ
る
農
園
で
は
、
キ
ノ
コ

狩
り
や
リ
ン
ゴ
狩
り
を
楽
し
ん
だ
り
、

そ
こ
で
採
れ
る
農
産
物
で
つ
く
っ
た

郷
土
料
理
を
味
わ
っ
て
も
ら
う
プ
ラ

ン
も
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

歩
い
た
後
は
、
温
泉
で
ゆ
っ
く
り

汗
を
流
し
て
く
だ
さ
い
。
柔
ら
か
な

感
触
の
温
泉
は
、
肌
が
す
べ
す
べ
に

な
る
〝
美
人
の
湯
〟。
塩
分
を
含
ん
で

い
る
小
野
上
の
湯
は
、
体
の
芯
か
ら

温
ま
り
ま
す
。小
野
上
温
泉
セ
ン
タ
ー

「
さ
ち
の
ゆ
」
に
は
、
広
い
内
風
呂
と
、

自
然
石
を
配
し
た
露
天
風
呂
、
高
温

サ
ウ
ナ
が
あ
り
ま
す
。
Sサ
ン
U
N
お
の

が
み
、
花
山
、
き
く
む
ら
、
古
城
台
の

温
泉
宿
で
は
地
産
地
消
の
ヘ
ル
シ
ー

な
料
理
と
美
人
の
湯
が
楽
し
め
ま
す
。

野仏めぐり。道沿いに７体の野仏が点在しています。1

棚田の里には、小さな水田が段状に広がる風景が見
られます。2

２つの農園で、郷土の味を楽しんでください。3

リニューアルした小野上温泉センター「さちのゆ」
で、ゆっくり温泉に浸ってください。4

ほのぼのとした野仏の姿

どこか懐かしい棚田の風景

温
泉
施
設
の「
S
U
N
お
の
が
み
」「
花
山
」「
き
く
む
ら
」「
古
城
台
」「
さ
ち
の
ゆ
」
が
提
案

小野上温泉センター「さちのゆ」

農園で一休み

わがまち自慢

　

白
井
宿
は
、
15
世
紀
中
頃
に
築
か

れ
た
白
井
城
の
城
下
町
で
し
た
。
そ

の
後
は
市
場
町
と
し
て
栄
え
、「
六

斎
市
」
と
呼
ば
れ
る
市
も
開
か
れ
て

い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
南
北

９
０
０
㍍
を
超
え
る
町
割
り
が
続
き
、

宿
屋
や
店
が
軒
を
連
ね
て
い
ま
し
た
。

現
在
、
白
井
堰ぜ
き

と
い
わ
れ
る
水
路
、つ

る
べ
井
戸
、
鐘
楼
な
ど
が
整
備
さ
れ
、

当
時
の
町
並
み
を
今
に
残
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
ま
ち
並
み
が
残
る

の
は
県
内
で
は
こ
こ
だ
け
で
、ま
る
で

江
戸
時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た

よ
う
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
は
利
根
川
に
近
い
の
に
、地
質

学
上
水
が
出
な
い
土
地
で
、
昔
か
ら

水
に
は
苦
労
し
た
よ
う
で
す
。
江
戸

時
代
に
は
、
３
つ
の
井
戸
が
掘
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
か
ら
昭
和

に
か
け
て
、
地
域
の
人
た
ち
が
お
金

を
積
み
立
て
て
５
つ
の
井
戸
を
掘
り

ま
し
た
。
現
在
も
８
つ
の
つ
る
べ
井

戸
が
残
り
、そ
の
中
の
い
く
つ
か
の
井

戸
の
底
に
は
地
下
水
が
溜
ま
っ
て
い

ま
す
。

　

白
井
宿
か
ら
20
分
ほ
ど
歩
い
た
高

台
に
は
、
白
井
城
址
が
あ
り
ま
す
。

15
世
紀
中
頃
に
、
関
東
管
領
山
内
上

「
八
重
ざ
く
ら
の
咲
く
季
節
が

お
す
す
め
で
す
。」

杉
家
の
重
臣
で
あ
っ
た
長
尾
景
仲
に

よ
っ
て
築
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
城
で
、

景
仲
は
、
月
江
正
文
禅
師
を
開
山
と

す
る
雙
林
寺
（
曹
洞
宗
）や「
白
井
の

聖
堂
」
と
呼
ば
れ
る
学
問
所
を
開
い

た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
後
、
次
々
と
城
主
が
変
わ
り
、
寛
永

元
年
（
１
６
２
４
年
）に
廃
城
と
な
り

ま
し
た
。
現
在
は
、
本
丸
周
辺
の
土

塁
や
堀
、虎
口
の
石
垣
な
ど
が
残
っ
て

い
ま
す
。

　

白
井
宿
で
は
、
八
重
桜
が
咲
く
4

月
下
旬
に「
白
井
宿
八
重
ざ
く
ら
祭

り
」
が
開
催
さ
れ
、
戦
国
武
将
な
ど
の

衣
装
を
身
に
ま
と
っ
た
武
者
行
列
が

行
わ
れ
ま
す
。
近
く
に
あ
る
地
元
の

野
菜
や
特
産
物
が
並
ぶ「
道
の
駅
こ

も
ち
」
に
も
ぜ
ひ
寄
っ
て
く
だ
さ
い
。

八重ざくらが咲きほこる春の白井宿

白
井
城
の
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
白
井
宿

豊嶋屋や薬種屋など、江戸時代の土蔵造りの家並み
が残っています。1

井戸が江戸時代のまち並みを感じさせます。2

白井城址には、本丸周辺の土塁や堀、虎口の石垣な
どが残っています。3

道の駅こもちでは、地元産の野菜や特産物が売られ
ています。4

道の駅こもち

白井城址

わがまち自慢
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渋
川

八崎北町17

34

利
根
川

関
越
自
動
車
道

八幡宮
雙玄寺

八崎宿 東円山
観音堂

角谷戸薬師堂

案内板

大正橋
5

4

3

1

2
敷
島
駅

17

70

70

255

157

上
越
線

関
越
自
動
車
道

桜森の八幡宮

赤城神社

福増寺
赤城IC

西原

津久田

伊能

利
根
川

3

2

1

の
石
に
六
体
の
地
蔵
を
刻
ん
だ
六
地

蔵
と
呼
ば
れ
る
石
仏
が
あ
り
ま
す
。

像
は
浮
き
彫
り
で
、
後
背
の
円
や
錫

杖
、宝
珠
が
わ
か
り
ま
す
。背
面
に「
勢

多
郡
拝
志
庄
八
崎
村
■
■
天
文
十
三

年
（
１
５
４
４
年
）」
と
あ
り
、
地
区
内

で
は
最
も
古
い
貴
重
な
も
の
で
す
。

　

八
崎
宿
の
東
側
の
小
高
い
丘
の
上

に
は
、
八
崎
城
を
守
る
よ
う
に
八
幡

宮
が
建
っ
て
い
ま
す
。
第
15
代
応
神

天
皇
を
祀
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
い
わ

れ
、
武
運
長
久
の
神
と
し
て
崇
敬
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
も
無
病
息
災
、

五
穀
豊
穣
、
交
通
安
全
な
ど
を
祈
願

す
る
地
元
の
人
々
か
ら
信
仰
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
、利
根
川
の
向

こ
う
に
榛
名
山
な
ど
の
山
々
や
、
渋

川
の
市
街
地
が
広
が
る
風
景
が
見
渡

せ
ま
す
。
桜
の
名
所
と
し
て
も
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

近
く
に
は
、
千
手
観

世
音
が
祀
ら
れ
て
い
る

東
円
山
観
音
堂
、
間
引

絵
の
天
井
絵
が
あ
る
角

谷
戸
薬
師
堂
な
ど
も
あ

り
、
１
～
２
時
間
で
散

策
で
き
る
お
勧
め
コ
ー

ス
で
す
。

角谷戸薬師堂には、全国的にも珍しい間引絵の天井
絵があります。

　

分
郷
八
崎
に
は
、
沼
田
街
道
と
利

根
川
の
間
を
北
上
し
、
前
橋
か
ら
沼

田
へ
抜
け
る
沼
田
街
道
西
通
り
が

通
っ
て
い
ま
し
た
。
八
崎
城
の
城
下

町
と
し
て
発
展
し
た
街
道
沿
い
に
は
、

八
崎
宿
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

八
崎
宿
は
、
戦
国
時
代
に
は
城
下

町
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
は
宿
場
と

し
て
栄
え
ま
し
た
。
大
名
な
ど
身
分

の
高
い
人
で
は
な
く
、
飛
脚
や
旅
人

な
ど
比
較
的
身
分
の
低
い
人
が
宿
泊

し
た
よ
う
で
す
。
現
在
は
埋
め
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
道
の
真
ん
中
に
は
堀

が
流
れ
、
商
店
や
宿
屋
な
ど
が
並
ん

で
い
ま
し
た
。
今
で
も
小
字
に
当
時

の
屋
号
な
ど
が
残
っ
て
い
て
、
当
時
を

し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

八
崎
宿
の
中
ほ
ど
に
あ
る
雙
玄
寺

に
は
、
高
さ
42
・
５
㌢
㍍
、
幅
34
㌢
㍍

赤城ふるさとガイドの会
田尚士さん

を巡る散策コース文化財

赤
城
地
区

北たちばなふるさとガイドの会
須田幸子さん

を る散策コース八崎城 面影の

地区内では最も古い六地蔵

北
橘
地
区

立派な山門

　

敷
島
駅
近
く
に
あ
る
福
増
寺
に
は

多
く
の
見
所
が
あ
り
、
ぜ
ひ
一
度
訪
れ

て
ほ
し
い
お
寺
で
す
。

　

亀
甲
模
様
の
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ

た
参
道
か
ら
山
門
を
く
ぐ
る
と
、
高

遠
石
工
が
彫
っ
た
石
仏
像
、
数
珠
つ

な
ぎ
の
カ
ヤ
、百
所
観
音
な
ど
が
次
々

と
現
れ
ま
す
。

　

本
堂
の
前
に
は
、
有
名
な
日
本
庭

園
の
庭
師
・
北
山
安
夫
氏
が
作
庭
し

た「
埋ま
い
ゆ
う
て
い

優
庭
」
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

赤
城
山
に
か
か
る
明
月
を
模
し
た
円

相
石
を
は
じ
め
多
く
の
鑑
賞
ポ
イ
ン

ト
が
あ
り
、
特
に
鐘
撞
き
堂
と
し
だ

れ
桜
が
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
春
に

「
し
だ
れ
桜
が
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
春
、

カ
エ
デ
や
イ
チ
ョ
ウ
が
紅
葉
す
る
秋
が
お
勧
め
。」

は
、
多
く
の
見
物
客
で
に
ぎ
わ
い
ま

す
。

　

東
国
花
の
寺
１
０
０
選
に
も
選
ば

れ
て
い
て
、ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
し

だ
れ
桜
が
有
名
で
す
が
、
カ
エ
デ
や

イ
チ
ョ
ウ
が
紅
葉
す
る
秋
の
風
景
も

お
勧
め
で
す
。

　

本
堂
北
に
は
、
子
持
山
を
借
景
に

し
た
枯
山
水
の
石
庭「
非
思
量
庭
」
が

あ
り
ま
す
。
説
明
板
に「
え
も
い
わ
れ

ぬ
□
□
□
の
お
庭　

え
も
い
わ
れ
ぬ

･･･

何
か
が
漂
っ
て
い
ま
す　

各
自
の

感
じ
る
言
葉
を
入
れ
て
鑑
賞
し
て
い

た
だ
く
お
庭
で
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、

静
け
さ
に
包
ま
れ
た
思
索
の
庭
で
す
。

　

赤
城
地
区
は
文
化
財
の
宝
庫
で
、

４
カ
所
の
国
指
定
、
６
カ
所
の
県
指

定
、
15
カ
所
の
市
指
定
の
文
化
財
や

天
然
記
念
物
が
あ
り
、
す
べ
て
廻
れ

ば
２
、3
日
は
か
か
る
ほ
ど
で
す
。
散

策
コ
ー
ス
と
し
て
お
勧
め
し
た
い
の

は
、
福
増
寺
か
ら
、
極
彩
色
の
彫
刻
が

あ
る
赤
城
神
社
、
国
指
定
天
然
記
念

物
キ
ン
メ
イ
チ
ク
を
は
じ
め
、多
く
の

文
化
財
が
あ
る
桜
森
の
八
幡
宮
で
す
。

時
間
が
あ
れ
ば
赤
城
歴
史
資
料
館
も

訪
れ
、遺
跡
か
ら
の
出
土
物
や
考
古
・

民
俗
展
示
物
を
見
学
し
て
く
だ
さ
い
。

見所いっぱいの福増寺。1

赤城神社の本殿には、江戸後期の彫刻師である関口
文治郎の彫刻が施されています。2

桜森の八幡宮には、濃い紅色と枝垂れしない姿が貴
重なベニタチヒガンザクラと、黄金色の縦縞が美し
いキンメイチク、津久田の人形舞台があります。

3

ライトアップされたしだれ桜

曹
洞
宗
の
古
刹
・
福
増
寺

桜森の八幡宮

赤城神社の彫刻

わがまち自慢
「
小
字
に
当
時
の
屋
号
な
ど
が
残
っ
て
い
て
、

当
時
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。」

八幡宮からは榛名山や渋川の市街地が見渡せる

江
戸
時
代
の
八
崎
城
を
し
の
ぶ
道

榛名山を望むように建つ、戦いの神様が祀られてい
る八幡宮。1

東円山観音堂には、行基僧正作と伝わる八崎千手観
世音が祀られています。2

八崎宿の面影を探しながら歩くのも楽しいです。

雙玄寺には、六体の地蔵を刻んだ六地蔵があります。

角谷戸薬師堂

雙玄寺

わがまち自慢

5

3

4
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