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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CDーR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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「まちづくり重点戦略」の
取り組み状況をお知らせします
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「まちづくり重点戦略」の
取り組み状況をお知らせします

川のまるごと再生プロジェクトが　　
本年度からスタートします

川のまるごと再生プロジェクトが　　
本年度からスタートします

さきたま緑道さきたま緑道
りょく どうりょく どう

　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。

　さきたま緑
りょく

道
ど う

は、さきたま古
こ

墳
ふ ん

公
こ う

園
え ん

から武
む さ し

蔵水
す い

路
ろ

に沿
そ

って
鴻
こ う の す

巣市
し

まで続
つ づ

く、遊
ゆ う

歩
ほ

道
ど う

と自
じ

転
て ん

車
し ゃ

道
ど う

がある緑
りょく

道
ど う

です。緑
りょく

道
ど う

に
はいろいろな花

は な

や木
き

が植
う

えられていて、四
し

季
き

折
お り

々
お り

の変
へ ん

化
か

が楽
た の

しめることから、たくさんの人
ひ と

が散
さ ん

歩
ぽ

やジョギングをしたり、
サイクリングをしたりしているよ。

　また、さきたま緑
りょく

道
ど う

には、平
へ い

成
せ い

元
が ん

年
ね ん

に開
か い

催
さ い

された「第
だ い

4回
か い

国
こ く

民
み ん

文
ぶ ん

化
か

祭
さ い

さいたま'89」に伴
ともな

い製
せ い

作
さ く

された彫
ちょう

刻
こ く

50点
て ん

が展
て ん

示
じ

されているから、散
さ ん

歩
ぽ

をしながらお気
き

に入
い

りの彫
ちょう

刻
こ く

を見
み

つけ
るのもいいかもね。5月

が つ

は新
し ん

緑
りょく

の季
き

節
せ つ

。家
か

族
ぞ く

や友
ゆ う

人
じ ん

と緑
みどり

溢
あ ふ

れ
る緑

りょく

道
ど う

を歩
あ る

いて、爽
さ わ

やかな風
か ぜ

を感
か ん

じてくださいね。

　 4月6日、水城公園市民広場で水城公園桜ボンボリまつりが開
催されました。
　この催しで行われた行田大茶会は、目の前でたてたお茶を味わ
うことができるとあって、毎年大人気。来場者は、桜吹雪が舞う
中で日常とは一味違ったお茶を楽しむことができたようです。

 

行
田
市
は
、
北
に
利
根
川
、
南
に
荒
川
が
流

れ
る
起
伏
の
な
い
平
野
が
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
な
地
形
と
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
以

降
で
、
い
に
し
え
の
行
田
の
風
景
は
現
在
と
か

な
り
異
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

地
質
的
に
行
田
市
は
、
大
宮
台
地
北
端
の
加

須
低
地
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
大
宮
台
地
は
縄

文
時
代
前
期
（
約
5
～
6
千
年
前
）
ご
ろ
は
北

側
の
館
林
台
地
と
一
続
き
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
の
行
田
市
は
、
南
北
に
台
地
が
貫
き
、

か
な
り
起
伏
の
あ
る
地
形
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
利
根
川
も
そ
の
台
地
に
遮
ら
れ
て
、
大

宮
台
地
の
西
側
（
現
在
の
元
荒
川
側
）
を
流
れ

て
い
ま
し
た
。

 

そ
れ
が
ど
う
し
て
現
在
の
姿
に
変
わ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
行
田
市
が
位
置
す
る
加
須
低
地

は
、
関
東
造ぞ

う

盆ぼ
ん

地ち

運
動

で
低
地
化
し
て
い
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
低
地
化
に
よ
り
、

妻
沼
か
ら
加
須
周
辺
地

域
の
土
地
が
す
り
鉢
状

に
地
盤
沈
下
し
、
そ
こ

に
利
根
川
な
ど
が
運
ん

で
き
た
土
砂
が
堆
積
。

や
が
て
台
地
が
埋
没

し
、
平
ら
な
土
地
と
な

い
に
し
え
の
行
田
を
探
る

利
根
川
と
古
代
の
行
田

行田

歴
史
系
譜

2

230

り
現
在
の
地
形
に
な
っ
た
の
で
す
。

 

そ
の
過
程
に
お
い
て
、
利
根
川
や
荒
川
の
流

れ
は
幾
度
と
な
く
変
わ
り
、
行
田
市
域
の
景
観

は
大
き
く
変
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
利

根
川
が
大
宮
台
地
の
東
側
に
流
れ
を
変
え
た
時

期
に
つ
い
て
は
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
前

期
（
約
1
千
6
0
0
年
前
～
2
千
年
前
）
ご
ろ

と
す
る
説
と
、
奈
良
時
代
（
8
世
紀
）
以
降
と

す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
後
者
の
説
で
は
、

古
墳
時
代
後
期
（
6
～
7
世
紀
）
に
は
、
酒
巻

地
区
の
「
や
す
ら
ぎ
の
里
」
付
近
か
ら
下
忍
小

学
校
付
近
へ
と
大
宮
台
地
の
西
側
を
利
根
川
が

流
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

 

行
田
市
に
は
弥
生
時
代
後
期
の
遺
跡
が
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
台
地
が

沈
下
し
、
利
根
川
の
流
れ
が
東
側
に
寄
り
始
め
、

市
内
全
域
が
利
根
川
の
氾
濫
区
域
に

な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
こ
の
氾
濫
で
堆
積
し
た
肥ひ

沃よ
く

な
土
砂
が
古
墳
時
代
以
降
の
行
田
の

農
業
を
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

現
在
ま
で
続
い
て
い
る
「
水
の
恵

み
」
と
「
災
害
」
と
の
深
い
関
わ
り

が
、
利
根
川
流
路
の
東
側
へ
の
変
遷

と
共
に
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　
（
文
化
財
保
護
課　

中
島　

洋
一
）

利根大堰


