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環境にやさしい
植物油インキ

今月の表紙

市報ぎょうだは
再生紙を

使用しています

■市報ぎょうだに掲載されているあなたの写真を差し上げます。
　ご希望の方は、広報広聴課広報広聴担当（内線 318）まで。
■市民の皆さんの市政に対するご意見をお待ちしています。
■市報をカセットテープに録音したものを希望者宅にお届けします。
　ご希望の方は、広報広聴課広報
　広聴担当（内線 318）までご
　連絡ください。
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行田に住もうよ
特集

P.2

平成25年度当初予算編成 P.8

行田に住もうよ
特集

P.2

平成25年度当初予算編成 P.8

足袋蔵まちづくりミュージアム足袋蔵まちづくりミュージアム
た び ぐらた び ぐら

　このコーナーでは、行田の歴史や名所、名物などを行田ゼリー
フライキャラクターのこぜにちゃんが分かりやすく紹介します。

　眠
ね む

っていた足
た

袋
び

蔵
ぐ ら

をまちづくりに生
い

かそうと、NPO法
ほ う

人
じ ん

ぎょうだ足
た

袋
び

蔵
ぐ ら

ネットーワークの皆
み な

さんが中
ちゅう

心
し ん

となって、埼
さ い

玉
た ま

りそな銀
ぎ ん

行
こ う

行
ぎょう

田
だ

支
し

店
て ん

北
き た

側
が わ

にある栗
く り

代
だ い

蔵
ぐ ら

を改
か い

修
しゅう

。平
へ い

成
せ い

21年
ね ん

2
月
が つ

に「足
た

袋
び

蔵
ぐ ら

まちづくりミュージアム」として生
う

まれ変
か

わった
んだ。1階

か い

は足
た

袋
び

の販
は ん

売
ば い

や足
た

袋
び

蔵
ぐ ら

の紹
しょう

介
か い

、市
し

内
な い

の観
か ん

光
こ う

案
あ ん

内
な い

な
どをしていて、2階

か い

は栗
く り

代
だ い

蔵
ぐ ら

の歴
れ き

史
し

を感
か ん

じることができるギャ
ラリーになっているよ。

　市
し

内
な い

には、まだまだ個
こ

性
せ い

溢
あ ふ

れる足
た

袋
び

蔵
ぐ ら

がたくさんあるから、
お気

き

に入
い

りの蔵
く ら

を見
み

つけてくださいね。

　　　　　　　 2月22日、男女共同参画推進センターＶＩＶＡぎ
ょうだで「国際交流イベント～行田から世界へ、世界から行田へ
～」が開催されました。このイベントでは、本市出身の青年海外
協力隊帰国隊員による体験談などの講演や、世界の料理を通じて
外国人の方との会話を楽しむ交流会が行われました。62人の参
加者は各国の料理に舌鼓を打ち、会場は大いににぎわいました。

　

今
月
か
ら
、
行
田
の
古
代
史
を
テ
ー
マ
に
市

内
に
残
る
古
代
の
遺
跡
や
史
跡
を
紹
介
し
て
い

き
ま
す
。

　

最
初
の
テ
ー
マ
は
“
稲
作
伝
来
”
で
す
。
行

田
で
は
い
つ
か
ら
米
づ
く
り
が
始
ま
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

 

水
田
稲
作
は
紀
元
前
10
世
紀
ご
ろ
九
州
北
部

に
伝
来
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か

ら
瀬
戸
内
海
沿
い
に
東
に
伝
わ
り
、
紀
元
前

5
0
0
年
ご
ろ
に
は
名
古
屋
周
辺
で
も
水
田
稲

作
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
海
沿
い

に
東
北
地
方
へ
と
伝
わ
り
、
青
森
県
で
も
水
田

稲
作
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
か
関
東
地
方
で
は
水

田
稲
作
が
行
わ
れ
ず
、
紀
元
前
1
0
0
年
ご
ろ

（
弥
生
時
代
中
期
）
に
な
っ
て
、
や
っ
と
神
奈
川

県
小
田
原
市
の
中
里
遺
跡
で
関
東
地
方
最
初
の

水
田
稲
作
が
始
ま
り
ま

し
た
。
少
し
遅
れ
て
行

田
で
も
、
現
在
の
星
宮

地
区
（
小
敷
田
）
で
水

田
稲
作
が
始
ま
り
ま
し

た
。

　

行
田
で
稲
作
を
し
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
集

落
遺
跡
「
小
敷
田
遺
跡
」

は
、
国
道
17
号
バ
イ
パ

い
に
し
え
の
行
田
を
探
る

稲
作
伝
来
〜
埼
玉
の
米
づ
く
り
は
行
田
か
ら
？
〜

行田

歴
史
系
譜

1

229

ス
付
近
に
あ
り
ま
す
。
国
道
建
設
工
事
に
伴
う

発
掘
調
査
で
、
弥
生
時
代
中
期
の
竪
穴
住
居
跡

17
軒
、
方ほ

う

形け
い

周し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

5
基
、
河
川
跡
な
ど
が
発

見
さ
れ
、
米
を
蒸
す
甑こ

し
き

な
ど
の
弥
生
土
器
、
炭

化
米
、
稲
の
穂
を
刈
る
石
包
丁
、
石い

し

鍬ぐ
わ

、
木
製

農
耕
具
な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。
な
お
、
水
田

跡
は
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
米
づ
く
り
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

小
田
原
市
の
中
里
遺
跡
は
、
瀬
戸
内
地
方
か

ら
水
田
稲
作
が
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、
小

敷
田
遺
跡
で
は
北
陸
地
方
や
長
野
県
地
域
と
同

じ
よ
う
な
土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

長
野
県
方
面
か
ら
水
田
稲
作
が
伝
え
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

小
敷
田
遺
跡
が
営
ま
れ
た
荒
川
扇
状
地
の
は

ず
れ
は
、
荒
川
の
伏
流
水
が
豊
富
に
流
れ
出
る

水
田
稲
作
に
適
し
た
地
域
で
す
。
長
野
県

方
面
か
ら
北
関
東
に
水
田
稲
作
を
伝
え
た

人
々
は
、
き
っ
と
こ
の
豊
か
な
水
の
恵
み

に
魅
せ
ら
れ
て
、
行
田
で
米
づ
く
り
を
始

め
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

小
敷
田
遺
跡
は
現
在
発
見
さ
れ
て
い
る
、

北
関
東
で
最
も
古
い
農
耕
集
落
で
す
。
も

し
か
し
た
ら
埼
玉
の
米
づ
く
り
は
行
田
か

ら
始
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
（
文
化
財
保
護
課　

中
島　

洋
一
）

現在の小敷田遺跡




