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八
ケ
上
編

を

ふり返る

ハ
ケ
上

こ
ぼ
れ
ば
な
し

ハ
ケ
上
周
辺
は
ど
ん
な
所
か
な
と
散
歩
が

て
ら
昔
か
ら
の
道
を
歩
い
て
み
ま
し
た
。

東
上
線
の
東
側
20
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
所
に

大
き
な
「
楢
の
木
」
の
切
り
株
が
あ
り
ま
し

た
。
年
輪
を
数
え
た
と
こ
ろ
85
〜
86
ほ
ど
あ

り
ま
し
た
。
昭
和
の
初
期
に
芽
生
え
た
木
で

す
。そ

の
こ
ろ
は
志
木
方
面
か
ら
き
て
、
今
の

鶴
馬
関
沢
集
会
所
の
信
号
を
斜
め
右
方
向
に

入
っ
た
道
が
、
川
越
方
面
へ
の
主
要
な
「
街

道
」
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
先
に
は
急
な
昇
り
坂
が
あ
り
、
こ
の

道
が
ハ
ケ
上
の
東
側
で
、
鶴
馬
や
関
沢
と
の

境
界
だ
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
し
た
。

地
元
の
方
が
農
作
業
の
手
を
や
す
め
て
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。
昔
は
こ
の
崖
下
の
街
道

に
「
ま
ん
じ
ゅ
う
や
」
や
「
だ
ん
ご
や
」
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
ぶ
ん
そ
こ
は
旅
人
の

休
憩
す
る
場
所
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。

ま
た
、
太
平
洋
戦
争
中
、
お
父
さ
ん
の
生

家
で
あ
る
街
道
脇
の
「
ま
ん
じ
ゅ
う
や
」
へ

疎
開
し
て
い
た
と
い
う
、
鶴
瀬
駅
東
口
前
の

写
真
館
の
奥
さ
ん
の
話
に
よ
り
ま
す
と
、
こ

の
地
域
は
、
昭
和
20
年
４
月
の
米
軍
機
の
爆

撃
で
は
大
変
な
被
害
を
受
け
た
そ
う
で
す
。

大
正
３
年
に
東
上
線
が
開
通
し
、
昭
和
40

年
ご
ろ
に
は
新
し
く
県
道
が
出
来
、
そ
れ
ま

で
主
要
だ
っ
た
道
路
は
市
道
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

鉄
道
と
道
路
で
地
域
が
分
断
さ
れ
、
ハ
ケ

上
は
鉄
道
の
西
側
だ
け
み
た
い
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
東
側
の
崖
下
に
市
の
看
板

が
あ
り
、
そ
こ
に
は
ハ
ケ
上
東
緑
地
公
園
と

表
示
が
あ
り
確
か
に
崖
上
と
崖
下
が
一
体
だ
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

昔
は
丸
池
か
ら
流
れ
出
た
清
流
の
江
川
に
、

上
の
車
屋
（
か
み
の
く
る
ま
や
）
、
中
の
車

屋
（
な
か
の
く
る
ま
や
）
、
下
の
車
屋
（
し

も
の
く
る
ま
や
）
と
、
水
車
を
使
っ
た
穀
物

加
工
の
事
業
所
が
三
つ
も
あ
り
ま
し
た
。

あ
の
楢
の
木
は
ず
っ
と
地
域
の
変
化
を
見

て
き
た
の
で
す
が
、
２
〜
３
年
前
に
伐
採
さ

れ
、
今
で
は
か
す
れ
た
年
輪
だ
け
が
変
遷
を

物
語
っ
て
い
ま
す
。

西地区は、下図のように、丸池、権平、八ケ上、富士

山、名志久保、下郷、本目、節沢などの小字割がされて

いたときがありました。

今は公園等の名称に使用され残っているくらいで、あ

まり耳にしなくなりました。

どうしてその名前がつけられたのか、どんな風景が拡

がっていたのかと、郷土のむかしに興味がわいて、2018

年12月号で丸池を、2019年３月号で権平山を、今回第

３段として、ハケ上を取り上げることにしました。

「
ハ
ケ
」
は
、
広
辞
苑
に
は
丘

陵
の
片
岸
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
ハ

ケ
上
」
と
は
、
崖
地
形
の
上
の
部

分
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
今
は

東
上
線
の
敷
設
で
東
西
に
分
断
さ

れ
て
い
る
が
、
ハ
ケ
上
東
緑
地
公

園
、
ハ
ケ
上
西
緑
地
公
園
あ
た
り

か
ら
鶴
瀬
駅
に
向
か
っ
て
坂
を
登

り
き
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
か
。

崖
下
に
は
清
き
水
が
湧
き
川
が

流
れ
て
い
る
台
地
の
上
で
、
住
み

よ
い
土
地
と
し
て
人
々
の
生
活
が

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
場
所

で
あ
る
よ
う
だ
。
ハ
ケ
上
遺
跡
と

し
て
発
掘
が
さ
れ
て
い
る
。

水
子
貝
塚
資
料
館
学
芸
員
に
お
聞

き
す
る
と
、
「
旧
石
器
時
代
（
３
万

５
０
０
０
～
１
万
６
０
０
０
年
前
）

の
遺
物
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
縄
文

時
代
（
１
万
５
０
０
０
～
２
３
０
０

年
前
）
草
創
期
の
遺
物
は
、
た
く
さ

ん
発
掘
さ
れ
て
い
て
、
埼
玉
県
内
で

も
貴
重
な
遺
跡
に
な
る
。
縄
文
時
代

中
期
に
は
、
10
軒
余
の
集
落
跡
も
発

見
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
資
料
館

に
石
器
・
土
器
の
展
示
も
さ
れ
て
い

る
。

遺跡でわかる大昔の生活
古代の八ケ上

昭和20年ごろの八ケ上 イラスト／萩原編集委員

草創期の土器と石鏃など
せ き ぞ く

（ハケ上遺跡）

は

け

う

え

現在のハケ上西側にはハケ上西緑地公園があります

①庚申塔

②楢の切り株

庚申塔 楢の切り株
中央の白い丸は１円玉です！
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〈西地区の旧小字割〉

① ②

ハケ上は線路を

挟んで《西》と

《東》に分かれ

ているんだね！

線路の西側から見たハケ上東緑地公園

出典：「鶴瀬西地区のあゆみ」より


