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第
１
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「
い
の
ち
の
尊
重
」
を

　

テ
ー
マ
と
し
た　
　
　

  

　

３
人
の
事
業

◎
菜
の
花
を
す
き
込
ん
で
米

を
育
て
た
「
菜
の
花
米
」　

減
農
薬
・
無
化
学
肥
料
を

目
指
す　
　
　
　
　
　
　

田
中
洋
史
氏

　　
「
菜
の
花
米
」
と
、「
ラ
ン
チ
ョ
ン

ミ
ー
ト
」
と
、「
う
な
ぎ
ス
ナ
ッ
ク
」。

　

今
回
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
事
業
成
功
者
と
し
て
発
表
し
た
３

人
の
方
は
、
い
ず
れ
も
私
た
ち
が
日

常
食
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
て
い
る

か
わ
ら
版 
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米
・
豚
肉
・
う
な
ぎ
の
生
産
者
及
び

問
屋
で
あ
る
。
各
事
業
に
共
通
し
て

い
る
の
は
「
い
の
ち
の
尊
重
」
だ
。

い
た
だ
く
い
の
ち
を
、
お
い
し
く
、

無
駄
な
く
、
食
べ
き
る
こ
と
を
テ
ー

マ
と
し
て
取
り
組
み
、
支
援
者
の
賛

同
を
得
た
。

　

ま
ず
、
田
中
氏
の
お
米
に
つ
い
て

で
あ
る
。

　

無
農
薬
、
減
農
薬
、
そ
し
て
無
化

学
肥
料
で
育
て
て
い
る
。
名
付
け
て

I
い ぶ し ぎ ん
BUSHIGIN
セミナーに
町田屋旅館・
町田美喜雄氏が
パネリストとして登場
ときがわ町の
未来図を披露

　2023 年 12 月 1 日（金）、埼玉県さいたま市の武蔵野銀行本店 2階にて、
クラウドファンディングサイト「I

い ぶ し ぎ ん

BUSHIGIN」主催のパネルディスカッショ
ンが行われた。むさしの未来パートナーズ株式会社が支援するクラウドファ
ンディングで成功を収めた事業主 4人を招いて、その体験を報告してもら
うことで、埼玉県内の事業主の参考にすることを目的としている。
　「IBUSHIGIN」のコンセプトは「事業者の熱い意志をぶぎん（武蔵野銀行）
グループが一丸となって支援する」というものである。パネリストとして
招かれたのは4人。川越市で減農薬・無化学肥料の米を栽培する田中洋史氏、
羽生市の畜産農家で六次産業を実践する齋藤伊織氏、さいたま市のうなぎ
問屋で廃棄うなぎゼロを目指す清水亮佑氏、そして比企郡ときがわ町で 800
年前の慈光茶復活による町おこしを画策する町田美喜雄氏である。
　「ときがわきまぐれかわら版 3号」では、米と畜産、そしてうなぎの新事
業に取り組む 3人を簡単にご紹介した後、町田氏が発表した、ときがわ町
の未来を切り開く壮大な事業計画を詳しくご報告する。それは、すでに胎
動を始めているのである。 セミナーの会場からの鋭い質問にも丁寧に対応するパネリストの方々

パネリストの意図を真摯に聞き取ろうとする熱気につつまれたセ
ミナー会場

田中洋史氏 「減農薬で米はできま
す」と田中氏は断言
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「
菜
の
花
米
」。
文
字
通
り
、
菜
の
花

を
肥
料
と
し
て
育
て
た
米
だ
。
菜
の

花
を
田
ん
ぼ
に
す
き
込
む
こ
と
で
、

化
学
肥
料
な
し
、
減
農
薬
で
米
が
作

れ
る
の
だ
と
い
う
。
菜
の
花
に
は
、

腐
敗
す
る
と
き
に
有
酸
素
を
放
出
す

る
性
質
が
あ
り
、
そ
の
有
酸
素
に
は

除
草
効
果
が
あ
る
。
だ
か
ら
除
草
剤

を
使
わ
な
く
て
済
む
。
余
談
だ
が
、

以
前
３
反
の
田
ん
ぼ
を
作
っ
て
い
る

人
か
ら
、「
除
草
剤
を
３
つ
、
田
ん
ぼ

に
放
り
込
ん
で
お
け
ば
草
は
生
え
な

い
よ
。
米
な
ん
て
簡
単
だ
よ
」
と
い

う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　

私
た
ち
が
通
常
食
べ
て
い
る
米
に
、

ど
の
程
度
の
除
草
剤
が
使
わ
れ
て
い

る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
田
中
氏
の

方
法
を
皆
が
取
り
入
れ
れ
ば
、
手
間

の
か
か
る
除
草
作
業
を
軽
減
で
き
、

米
の
質
は
確
実
に
よ
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

実
は
田
中
氏
は
、
明
治
時
代
か
ら

続
く
農
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
家
業

を
継
が
な
か
っ
た
人
だ
。
就
職
し
た

の
は
消
防
署
。
父
親
も
農
家
も
継
が

ず
、
祖
父
の
代
で
農
業
は
途
切
れ
る
。

そ
ん
な
状
態
で
あ
っ
た
。

　

30
代
の
と
き
「
農
業
を
し
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
が
抑
え
き
れ
な
く
な

り
、
消
防
署
を
退
職
、
米
専
業
の
農

家
「Tom

ozy's Farm

」
を
起
ち
上
げ

た
。
２
０
２
０
年
４
月
の
こ
と
で
あ

る
。
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に

応
募
し
た
の
は
、
こ
の
方
法
を
広
げ

て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
だ
っ

た
。
達
成
率
は
１
２
８
％
、
購
入
し

て
く
れ
た
人
か
ら
の
ナ
マ
の
声
が
届

く
こ
と
は
大
き
な
励
み
に
な
っ
た
と

い
う
。

　

現
在
は
個
人
事
業
主
だ
が
、
い
ず

れ
は
法
人
化
し
て
、
菜
の
花
米
の
製

法
を
広
げ
て
い
き
た
い
、
菜
の
花
だ

け
で
な
く
、
他
の
植
物
と
の
マ
ッ
チ

ン
グ
も
す
で
に
始
め
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。

　
◎
養
豚
農
家
か
ら　
　
　
　
　

六
次
産
業
化
へ
育
て　
　
　

豚
の
加
工
・
販
売
ま
で
を

プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た　
　

齋
藤
伊
織
氏

　

　

羽
生
市
の
養
豚
農
家
・
齋
藤
伊
織

氏
は
、育
て
る
豚
た
ち
を「
豚
ち
ゃ
ん
」

と
呼
び
、「
豚
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
は
よ

く
わ
か
る
ん
で
す
」
と
言
う
。

　

清
潔
好
き
な
豚
の
た
め
に
毎
日
丁

寧
に
畜
舎
を
掃
除
、
エ
サ
は
廃
棄
で

出
る
お
菓
子
ク
ズ
や
ラ
ー
メ
ン
ク
ズ

を
混
ぜ
込
ん
だ
た
ん
ぱ
く
質
重
視
の

も
の
を
与
え
て
い
る
。
豚
糞
は
同
じ

羽
生
市
で
農
業
を
営
む
仲
間
に
堆
肥

と
し
て
使
っ
て
も
ら
う
。
と
に
か
く
、

「
い
の
ち
を
無
駄
に
し
な
い
で
使
い
切

る
」
が
根
底
に
あ
る
運
営
で
あ
る
。

家
族
経
営
で
、
す
で
に
40
年
の
実
績

が
あ
る
。

　

か
わ
い
が
っ
て
育
て
た
豚
を
加
工

す
る
工
場
や
販
売
方
法
も
、
自
分
た

ち
で
企
画
・
管
理
す
る
六
次
産
業
化

を
実
践
し
て
い
る
。「
国
産
ポ
ー
ク

ラ
ン
チ
ョ
ン
ミ
ー
ト
」
は
、
そ
の
最

初
の
作
品
と
し
て
完
成
し
た
も
の
だ
。

六
次
産
業
と
は
、
一
次
産
業
の
農
林

漁
業
、
二
次
産
業
の
製
造
業
、
三
次

産
業
の
小
売
業
を
一
体
化
し
て
行
う

事
業
形
態
を
指
す
。

　

新
し
い
事
業
と
し
て
養
鶏
業
も
開

始
し
た
。
ケ
ー
ジ
で
は
な
く
、
放
し

飼
い
で
鶏
を
飼
う「
平
飼
い
」で
あ
る
。

鶏
は
自
由
に
動
き
回
り
、
穴
を
掘
っ

た
り
昆
虫
を
探
し
た
り
と
遊
ん
で
過

ご
す
。
天
敵
に
襲
わ
れ
る
心
配
の
な

い
安
全
な
場
所
で
の
ス
ト
レ
ス
の
な

い
生
活
だ
。
そ
ん
な
鶏
が
産
ん
だ
卵

は
味
が
濃
い
の
だ
と
い
う
。
六
次
産

業
の
新
た
な
素
材
と
し
て
ど
う
展
開

さ
せ
る
か
、
平
飼
い
卵
な
ら
で
は
の

加
工
品
を
作
り
た
い
と
ア
イ
デ
ア
を

練
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

　
◎
う
な
ぎ
を
一
本
ま
る
ご
と

使
い
切
る
の
は　
　
　
　

問
屋
の
責
任　
　
　
　
　

頭
も
骨
も
捨
て
な
い
で
フ

リ
ー
ズ
ド
ラ
イ
で
「
う
な

ぎ
ス
ナ
ッ
ク
」
を
作
っ
た

清
水
亮
佑
氏

　　
「
う
な
ぎ
ス
ナ
ッ
ク
」
は
、
さ
い
た

ま
市
の
老
舗
川
魚
問
屋
「
鯉
平
」
が

開
発
し
た
フ
リ
ー
ズ
ド
ラ
イ
の
う
な

ぎ
の
ス
ナ
ッ
ク
で
あ
る
。

　

う
な
ぎ
は
調
理
す
る
と
き
頭
や
骨

な
ど
廃
棄
す
る
部
分
が
で
る
。
そ
ん

な
廃
棄
う
な
ぎ
を
減
ら
す
た
め
に
開

発
し
た
の
が
、
フ
リ
ー
ズ
ド
ラ
イ
と

い
う
加
工
方
法
だ
。
ち
ょ
っ
と
つ
ま

め
る
ス
ナ
ッ
ク
に
す
る
こ
と
で
、
廃

棄
う
な
ぎ
を
大
幅
に
減
ら
し
た
。
年

間
７
５
０
ト
ン
の
う
な
ぎ
を
扱
う
問

屋
と
し
て
、
一
本
一
本
の
う
な
ぎ
の

い
の
ち
を
使
い
切
る
こ
と
は
企
業
の

責
任
だ
と
、
清
水
氏
は
言
う
。

　

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
始

め
た
ら
募
集
開
始
後
３
日
で
目
標
額

を
達
成
し
、
廃
棄
う
な
ぎ
の
ス
ナ
ッ

ク
化
と
い
う
ア
イ
デ
ア
へ
の
多
数
の

賛
同
者
を
喜
ん
だ
。
メ
デ
ィ
ア
の
取

材
も
あ
り
、
そ
れ
が
呼
び
水
と
な
っ

て
、
次
の
取
材
に
つ
な
が
っ
た
。
反

響
は
大
き
か
っ
た
。

　

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
は
、

新
し
く
起
業
し
た
事
業
者
が
応
募
す

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
し
か

し
、「
鯉
平
」
は
、
１
８
９
７
年
（
明

治
30
年
）
の
創
業
で
あ
る
。
す
で
に

１
２
６
年
も
続
い
て
い
る
老
舗
だ
。

そ
ん
な
伝
統
あ
る
店
が
、
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
応
募
し
て
、
新

し
い
試
み
を
消
費
者
に
向
け
て
披
露

す
る
。
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

の
こ
ん
な
使
い
方
も
あ
る
。

　

埼
玉
を
中
心
に
展
開
し
て

い
る
店
だ
が
、ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
で
は
関
西
や
九
州
か
ら
の
支
援

も
あ
り
、「
う
な
ぎ
ス
ナ
ッ
ク
」
の
商

品
と
し
て
の
質
の
高
さ
の
自
信
に
つ

な
が
っ
た
。
反
響
に
よ
っ
て
社
員
の

意
識
が
高
ま
り
、
士
気
も
上
が
っ
た

そ
う
だ
。

齋藤伊織氏 畜産から販売までの六次産業化を実現

清水亮佑氏 「いのちの尊重が問屋の使命」がポリシー
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第
２
部 

―
―
―
―

　

と
き
が
わ
町
の

 　

未
来
を
切
り
開
く

　
「
茶
の
文
化
」

　
◎
商
品
を
販
売
す
る
の
で
は

な
く　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
と
き
が
わ
町
の
歴
史
を
伝

え
て
い
き
た
い
」
が
動
機

８
０
０
年
の
時
を
経
て
よ

み
が
え
っ
た　
　
　
　
　

慈
光
茶
の
文
化　
　
　
　

町
田
美
喜
雄
氏

　　

さ
て
、
以
上
３
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト

と
と
も
に
登
壇
し
た
町
田
屋
旅
館
当

主
・
町
田
美
喜
雄
氏
の
報
告
は
、
か

な
り
異
色
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

何
し
ろ
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
に
応
募
し
た
の
は
自
分
の
ア
イ

デ
ア
で
は
な
く
、
埼
玉
県
庁
観
光
課

の
勧
め
だ
っ
た
と
い
う
し
、
支
援
者

に
対
し
て
返
礼
品
を
送
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
も
、
応
募
し
た
後
に

知
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
慌
て

て
慈
光
茶
の
商
品
化
を
画
策
し
た
。

ま
る
で
、自
転
車
操
業
の
よ
う
な
日
々

だ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
に
応
募
し
た
目
的
が
、
商
品

を
売
る
こ
と
で
は
な
く
、
と
き
が
わ

　
◎
と
き
が
わ
町
は
東
日
本
の

お
茶
の
発
祥
地

　　

私
の
場
合
は
、
町
の
歴
史
を
伝
え

て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
根
底
に
あ

り
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
い
ち
ば
ん
大
き
な
動
機
で

す
。
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、

そ
の
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
出
て
き

た
も
の
で
す
。

　

と
き
が
わ
町
に
は
関
東
初
の
禅
寺

と
し
て
鎌
倉
時
代
、
後
鳥
羽
上
皇
の

勅
命
を
受
け
た
栄
朝
禅
師
が
開
山
し

た
霊
山
院
（
臨
済
宗
）
が
あ
り
ま
す
。

　

栄
朝
禅
師
は
１
２
１
１
年
日
本
初

の
お
茶
に
関
す
る
書
籍
「
喫
茶
養
生

記
」
を
著
わ
し
た
栄よ
う
さ
い西
の
弟
子
で
あ

り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
東
日
本
の
お
茶
の
歴
史

は
日
本
茶
の
始
祖
「
栄
西
」
→
栄
西

弟
子
「
栄
朝
」（
慈
光
茶
）
→
栄
朝
弟

子
「
円
爾
」（
静
岡
茶
の
始
祖
）
と
伝

播
す
る
の
で
す
。

　

室
町
時
代
に
は
書
籍
「
旅
宿
問
答
」

に
武
蔵
国
の
銘
茶
「
慈
光
茶
」
の
記

述
が
あ
る
よ
う
に
、
と
き
が
わ
町
周

辺
の
小
川
町
、
嵐
山
町
、
東
松
山
市
、

越
生
町
、
横
瀬
町
等
々
広
く
お
茶
が

栽
培
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ

ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
こ
の
茶
文
化
が
狭

山
丘
陵
に
花
開
き
「
狭
山
茶
」
と
な

り
ま
す
。　

　

こ
の
東
日
本
の
お
茶
の
発
祥
地
で

あ
る
茶
の
歴
史
を
残
し
た
い
、
そ
れ

が
私
の
強
い
思
い
で
し
た
。　

　

　

講
演
を
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
お

話
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う

も
の
は
聞
い
た
ら
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
五
感
を
使
っ
て
、
い
ろ
ん

な
人
を
巻
き
込
ん
で
、
何
か
や
り
た

い
。そ
れ
で
思
い
つ
い
た
の
が「
茶
園
」

で
し
た
。

　

町
の
山
林
の
な
か
に
、
８
０
０
年

前
に
遣
唐
使
が
持
っ
て
き
た
茶
木
が

雑
木
の
よ
う
に
生
え
て
い
ま
す
。
こ

ち
ら
の
在
来
種
と
交
配
さ
れ
て
い
な

い
茶
木
が
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
た

く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
る
。
自
生
し
て

い
る
。

　

そ
れ
を
使
っ
て
茶
園
を
造
り
、
子

ど
も
た
ち
に
苗
を
植
え
て
も
ら
っ
た

り
、
草
む
し
り
を
し
た
り
、
茶
の
収

穫
を
し
た
り
、
も
ち
ろ
ん
、
い
れ
て

飲
ん
で
も
ら
う
。
茶
に
親
し
ん
で
も

ら
う
。
そ
う
い
う
活
動
が
し
た
か
っ

た
の
で
す
。

　

で
も
そ
の
た
め
に
は
、
資
金
が
必

要
で
す
し
、
協
力
し
て
く
だ
さ
る
方

も
た
く
さ
ん
必
要
で
す
。

　

思
い
余
っ
て
埼
玉
県
庁
に
相
談
し

た
と
こ
ろ
、
そ
の
企
画
を
紙
媒
体
で

提
出
す
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

一
気
に
、
私
の
思
い
を
パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
50
枚
に
ま
と
め
て
提
出
し
ま
し

た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
県
庁
の
ほ

う
か
ら
、
武
蔵
野
銀
行
の
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
応
募
し
て
は
ど

う
か
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ

い
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
の
場

合
は
商
品
が
先
に
あ
っ
た
の
で
は
な

く
、
思
い
の
ほ
う
が
先
に
あ
っ
た
。

　　

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
支

援
者
様
を
募
集
し
ま
し
た
ら
、
あ
っ

と
い
う
間
に
50
人
く
ら
い
の
方
が
集

ま
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
と
き
が
わ
町

の
方
、
町
外
の
方
、
そ
し
て
あ
ま
り

知
ら
な
い
方
も
、
い
ろ
ん
な
方
が
集

ま
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、

返
礼
品
と
し
て
「
慈
光
茶
」
と
い
う

も
の
が
作
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

お
茶
の
入
っ
た
羊
羹
も
作
り
ま
し

て
、
お
茶
と
羊
羹
を
返
礼
品
と
し
て

支
援
者
様
に
お
送
り
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

た
だ
、
重
量
が
重
い
羊
羹
と
軽
い

お
茶
を
一
緒
に
箱
詰
め
に
し
ま
し
た

の
で
、
第
一
便
で
お
送
り
し
た
も
の

は
、
箱
の
中
で
お
茶
と
羊
羹
が
交

ざ
り
合
っ
て
、
見
た
目
が
グ
チ
ャ
グ

チ
ャ
に
な
る
と
い
う
失
敗
も
あ
り
ま

し
た
。
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
て
、
梱

包
の
専
門
業
者
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス

で
箱
を
作
り
直
し
、
送
り
直
し
た
の

で
す
。

お茶の葉の揉み具合が見えるパッケージ

町田美喜雄氏 800 年前の茶木からお茶をつくる

町
の
歴
史
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
の

出
発
点
が
違
う
の
だ
。
町
田
氏
の
熱

い
語
り
を
採
録
す
る
。
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◎
耕
作
放
棄
さ
れ
た
山
間
地

の
活
用
で
町
起
こ
し

　　

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
出

会
っ
た
支
援
者
様
の
協
力
が
、
現
在

の
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

今
、
や
っ
て
い
る
こ
と
は
二
つ
あ

り
ま
し
て
、
一
つ
は
中
世
の
古
い
茶

木
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
、
も
う
一

つ
は
、
お
茶
を
埼
玉
の
特
産
品
に
育

て
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

一
つ
目
に
つ
い
て
で
す
が
、
中
世

の
古
い
茶
木
は
種
を
ま
い
て
増
や
す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
種
を
ま
き
ま

す
と
、
ど
う
し
て
も
雄
し
べ
と
雌
し

べ
が
交
ざ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
す
る

と
別
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

の
ま
ま
の
ク
ロ
ー
ン
を
作
ら
な
い
と

増
や
す
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。

　

そ
こ
で
、
古
い
茶
木
の
枝
を
伐
り

ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
苗
を
作
る
と
い

う
試
み
を
し
て
み
ま
し
た
。
茶
木
が

生
育
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
地
主
様
の

許
可
を
い
た
だ
い
て
、
枝
を
伐
ら
せ

て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
う
ま
く

い
き
ま
し
て
、
１
２
０
本
く
ら
い
の

苗
木
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

来
年
は
１
０
０
０
本
ま
で
増
や
し
た

い
。
１
０
０
０
本
の
茶
木
が
あ
れ
ば
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　　

と
き
が
わ
町
も
高
齢
化
率
が
高
く

て
、
山
間
地
が
耕
作
さ
れ
な
い
で
荒

れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
と

き
が
わ
町
に
、
農
業
が
し
た
く
て
移

住
し
て
く
る
若
い
方
も
多
い
。
手
入

れ
が
で
き
な
い
山
間
地
を
、
若
い
農

業
志
望
の
方
に
提
供
し
て
い
た
だ
い

て
、
消
毒
し
な
い
、
肥
料
も
な
し
で
、

お
茶
を
育
て
る
。
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
な

慈
光
茶
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
新
た
な

と
き
が
わ
町
の
産
業
に
で
き
れ
ば
と

い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

　　
◎
埼
玉
県
の
お
茶
文
化
の
危

機
か
ら
出
て
き
た
ア
イ
デ

ア
　　

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す

が
、
埼
玉
県
の
狭
山
茶
は
古
い
歴
史

を
持
ち
、
製
茶
技
術
は
全
国
レ
ベ
ル

で
見
て
も
き
わ
め
て
高
い
。

　

お
茶
の
生
産
量
の
ト
ッ
プ
は
鹿
児

島
と
静
岡
で
す
。
狭
山
茶
は
、
全
国

の
量
の
22
分
の
１
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
埼
玉
県
の
位
置
が
関
係
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

い
つ
も
新
芽
は
南
の
暖
か
い
ほ
う

か
ら
出
て
き
ま
す
。
鹿
児
島
か
ら
始

ま
る
の
で
す
ね
。と
こ
ろ
が
、狭
山
は
、

一
番
茶
が
出
終
わ
っ
た
こ
ろ
に
、
新

芽
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
時
期
を
逸
し
て
し
ま
い
、
製

茶
技
術
は
日
本
一
な
の
に
、
売
れ
な

い
の
で
す
。
製
茶
工
場
は
毎
年
毎
年
、

ど
ん
ど
ん
廃
業
し
て
い
ま
す
。
埼
玉

の
大
切
な
文
化
が
こ
の
10
年
20
年
で

な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
状
態
で
す

　

そ
れ
で
、
私
の
よ
う
な
シ
ロ
ウ
ト

が
口
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
シ

ロ
ウ
ト
な
の
で
、
何
で
も
言
え
ま
す
。

お
茶
の
ペ
ー
ス
ト
と
い
う
も
の
を
提

案
し
て
み
ま
し
た
。
粉
末
の
お
茶
と

い
う
の
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

料
理
に
使
う
と
、
ダ
マ
に
な
っ
た
り
、

マ
ー
ブ
ル
に
な
っ
た
り
し
て
、
混
ぜ

る
の
が
け
っ
こ
う
難
し
い
。
ペ
ー
ス

ト
状
に
す
る
と
、
サ
ッ
と
き
れ
い
に

混
ざ
る
。
パ
ン
に
使
う
と
グ
リ
ー
ン

の
き
れ
い
な
パ
ン
が
あ
っ
と
い
う
間

に
で
き
る
。
乾
麺
を
製
造
す
る
と
き

に
入
れ
る
と
か
、フ
ル
ー
ツ
や
ス
イ
ー

ツ
に
も
使
え
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
茶
の
し
ぼ
り
汁
と
い
う

の
も
、
使
え
る
ん
で
す
。
一
種
の
廃

液
と
し
て
出
る
わ
け
で
す
け
ど
、
カ

テ
キ
ン
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
て
、

栄
養
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
使
っ
て

ジ
ュ
ー
ス
や
ビ
ー
ル
が
で
き
な
い
か

な
、
と
か
。
ど
ん
ど
ん
ア
イ
デ
ア
が

出
ま
す
。

　

支
援
者
様
も
年
を
追
う
ご
と
に
増

え
、
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
だ
さ
る
方

も
い
ま
す
。
例
え
ば
、
販
売
用
の
お

茶
を
入
れ
る
袋
を
透
明
に
し
て
、
お

茶
の
葉
の
揉
み
具
合
が
見
え
る
よ
う

に
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
好
評
で
、

実
用
新
案
特
許
を
取
っ
た
ほ
う
が
い

い
と
か
、
商
標
の
ロ
ゴ
を
登
録
し
た

り
も
し
ま
し
た
。
緑
茶
だ
け
で
な
く

紅
茶
も
作
っ
て
く
れ
と
言
わ
れ
て「
慈

光
紅
茶
」
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
も

商
標
登
録
し
た
ほ
う
が
い
い
と
言
わ

れ
て
、
今
、
申
請
し
て
お
り
ま
す
。

　

　
◎
２
０
２
４
年
１
月
に
は
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
事
業
の
モ
ニ

タ
ー
ツ
ア
ー
実
施

　　

こ
う
い
っ
た
取
り
組
み
を
町
全
体

で
で
き
な
い
か
と
考
え
ま
し
て
、
観

光
庁
に
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
事
業
と
し
て

申
し
込
み
ま
し
た
。
そ
れ
が
通
り
ま

し
て
、来
年
１
月
に
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー

を
や
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
埼

玉
県
庁
の
観
光
課
と
地
元
の
観
光
協

会
、
そ
れ
に
Ｊ
Ｔ
Ｂ
と
私
た
ち
で
、

外
国
人
旅
行
者
に
向
け
て
、
茶
園
を

使
っ
て
の
体
験
型
メ
ニ
ュ
ー
を
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

例
え
ば
、
茶
園
で
作
業
を
し
て
も

ら
う
、
臨
済
宗
の
寺
院
が
あ
る
の
で

そ
こ
で
座
禅
を
し
て
も
ら
う
、
お
抹

茶
の
お
点
前
を
体
験
し
て
も
ら
う
、

お
茶
を
使
っ
た
デ
ザ
ー
ト
や
料
理
を

食
べ
て
も
ら
う
…
。
五
感
を
使
う
体

験
は
心
に
残
り
ま
す
か
ら
、
ぜ
ひ
実

現
し
た
い
。

　

そ
ん
な
ふ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
き
た

い
。
お
土
産
の
ア
イ
デ
ア
も
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
と
き
が
わ
町
で
実
践
す
る

こ
と
で
、
町
起
こ
し
に
な
る
し
、
外

国
の
方
た
ち
が
来
て
く
れ
る
と
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
で
世
界
中
に
発
信
し
て
く
れ
て
、

こ
の
町
が
に
ぎ
や
か
に
な
る
と
私
は

考
え
て
い
る
の
で
す
。

　
（
文
責
：
編
集
部
）

◎ IBUSHIGIN の 3 つの特長

　武蔵野銀行のウェブサイトを基に、次
のようにまとめました（文責：編集部）。
１．支援者にとっての魅力
　 魅力的なリターン : 支援をすること
で、魅力的なリターンを得ることができ、
未販売の特別なリターンも用意されてい
ます。
　プロジェクトによるつながり : 「支援する」という形で、社会的
に意義のあるプロジェクトに参加し、通常は接点のない大規模な
プロジェクトに携わることができます。
　武蔵野銀行グループ : 武蔵野銀行グループならではの隠れた逸
品や魅力的な名産品に出会うことができます。
２．出品者様にとっての魅力
　企画からサポート : 当社の担当者がプロジェクトの企画からサ
イト掲載まで一緒に考え、サポートします。
　自社ファン増加作戦 : 商材に思いや熱意を表現できるため、通

信販売とは異なり、自社のファンを増
やすことが可能です。
　広告（プロモーション）支援 : 広告出
稿に迷った際は、広告宣伝をサポート
してくれ、「IBUSHIGIN」を活用して販
売と広告を同時に行うことができます。
　新たな挑戦／テスト販売 : 商品やサー
ビスの新規開発時や BtoC 商材への新た
な挑戦時にサービスを利用できます。
　武蔵野銀行グループ : 武蔵野銀行や外

部機関と協力し、ネットワーク力で事業者の支援を行ってくれます。
３．出品検討の場合
　手数料は、集まった金額に対して 20％（税別）です。
　ジャンルは、農林水産物、食品関連、モノ関連、地域活性化、

その他の様々が対象となります。
　対象となる方（商材）の条件は、 武蔵野銀行と取引のある事業者、
埼玉県を盛り上げたいという想いを持った事業者、埼玉県に関わ
る商材や SDGs に貢献する事業者、新しい挑戦に積極的な事業者
となります。

I
い ぶ し ぎ ん
BUSHIGIN

彩の国・埼玉発
～購入型クラウドファンディングサイト～
https://mmp-mbkg-ibushigin.en-jine.com/

武蔵野銀行 大宮支店
〒 330-0802

埼玉県さいたま市大宮区宮町１丁目 30-30
電話：048-642-2221
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と
き
が
わ
町
の
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン

82
歳
の
吉
田
茂
子
さ
ん
と
74
歳
の
田
中
良
枝
さ
ん

　

と
き
が
わ
町
に
は
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
の
先
駆
者
が
二

人
、
い
ま
で
も
現
役
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。
一
人
は
佃
煮
屋

「
吉
田
商
店
」
を
営
む
82
歳
の
吉
田
茂
子
さ
ん
、
も
う
一
人
は

「
と
き
庵
」
の
女
将
の
田
中
良
枝
さ
ん
（
74
歳
）。
世
間
で
は

と
っ
く
に
引
退
し
て
い
る
年
齢
で
す
が
、
お
ふ
た
り
は
バ
リ

バ
リ
の
現
役
。
し
か
も
結
構
身
体
を
使
う
ハ
ー
ド
な
仕
事
で

す
。

　

吉
田
茂
子
さ
ん
は
「
ふ
れ
あ
い
の
里
た
ま
が
わ
」
の
店
頭

で
、
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
に
佃
煮
を
並
べ
て
販
売
し
て
い
ま
す
。

ア
サ
リ
や
シ
ジ
ミ
、
キ
ャ
ラ
ブ
キ
な
ど
12
種
類
、
組
み
合
わ

せ
は
自
由
で
す
。
と
き
が
わ
町
だ
け
で
は
な
く
、
巣
鴨
地
蔵

や
高
幡
不
動
に
も
縁
日
に
は
店
を
出
す
。
特
徴
的
な
の
は
黒

砂
糖
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
沖
縄
か
ら
出
来
立
て
の
カ
タ
マ
リ
を

取
り
寄
せ
て
、
家
で
割
っ
て
袋
に
詰
め
ま
す
。
重
い
病
気
を

黒
砂
糖
に
よ
っ
て
克
服
し
た
体
験
か
ら
、
黒
砂
糖
の
持
つ
免

疫
力
を
知
ら
せ
た
い
の
だ
と
か
。

　

田
中
良
枝
さ
ん
は
、
行
列
の
で
き
る
店
と
し
て
知
ら
れ
る
「
と

き
庵
」
の
女
将
で
、
日
々
、
天
も
り
蕎
麦
な
ど
の
重
い
お
盆
を
何

度
も
客
席
ま
で
運
び
ま
す
。
朝
か
ら
晩
ま
で
立
ち
仕
事
で
す
。「
と

き
庵
」
を
開
店
し
た
の
は
43
歳
の
と
き
。
自
宅
隣
の
土
地
に
、
借

金
し
て
店
を
建
て
、猛
勉
強
し
て
調
理
師
免
許
を
取
得
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
パ
ワ
ー
の
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
お
ふ
た
り
に

取
材
し
て
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　　

吉
田
茂
子
さ
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

50
歳
の
と
き
「
す
い
臓
が
な
い
!!
」
と
判
明
。

そ
れ
が
起
業
を
後
押
し

　　

割か
っ
ぽ
う
ぎ

烹
着
に
黒
の
野
球
帽
、
背
筋
が
ピ
ン
と
伸
び
て
い
る
。

そ
れ
が
茂
子
さ
ん
の
い
つ
も
の
ス
タ
イ
ル
で
す
。
で
も
す
い

臓
が
な
い
。
虚
弱
児
で
、
す
い
臓
な
し
の
体
で
、
82
歳
ま
で

生
き
て
き
ま
し
た
。

　
「
小
さ
い
と
き
か
ら
体
が
弱
か
っ
た
ん
で
す
。
８
人
兄
弟

の
６
番
目
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
ほ
か
の
兄
弟
は
丈
夫
な
の

に
、
私
は
弱
い
。
医
者
に
行
っ
て
も
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
た
く
さ
ん
食
べ
ら
れ
な
い
し
、
食
べ
る
と
気
持
ち
が
悪

く
な
っ
て
し
ま
う
。
20
歳
の
と
き
ウ
エ
ス
ト
が
30
セ
ン
チ
台
。

親
は
、
こ
の
子
は
結
婚
で
き
な
い
し
、
一
人
で
生
き
て
い
け

な
い
だ
ろ
う
か
ら
と
、
私
の
た
め
に
財
産
を
用
意
し
て
お
い

て
く
れ
ま
し
た
。
土
地
で
す
け
ど
ね
」

　

体
の
弱
い
理
由
が
わ
か
っ
た
の
は
50
歳
の
と
き
。
体
調
不

良
で
入
院
し
て
病
院
で
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
を
取
っ
た
ら
、
す
い

臓
が
な
か
っ
た
。「
よ
く
こ
の
体
で
生
き
て
き
ま
し
た
ね
」

と
医
師
が
感
嘆
し
た
と
い
う
。「
す
い
臓
が
溶
け
て
な
く
な
っ

て
い
た
ん
で
す
」。

　

い
ま
の
ご
主
人
と
出
会
っ
た
の
は
40
代
の
と
き
で
す
。
子

ど
も
も
産
め
な
い
し
、
家
事
も
そ
れ
ほ
ど
で
き
な
い
か
ら
と

結
婚
を
断
っ
た
。
そ
れ
で
い
い
か
ら
と
望
ま
れ
て
結
婚
し
、

ご
主
人
の
営
ん
で
い
た
工
場
の
事
務
を
手
伝
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。
あ
る
と
き
具
合
が
わ
る
く
て
入
院
し
た
ら
す
い
臓
が

な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
食
を
変
え
ま
し
た
。
黒
砂
糖
を

摂
取
し
、
調
味
料
は
刺
激
的
な
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
醤
油
ま

で
や
め
て
し
ま
っ
た
。
あ
ま
り
の
食
事
の
ま
ず
さ
に
ご
主
人

が
電
気
釜が
ま

を
投
げ
つ
け
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。
何
と
か

命
を
長
ら
え
て
、
そ
れ
で
思
い
つ
い
た
の
が
多
く
の
人
に
健

康
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
、
全
国
か
ら
い
い
も
の
を
取
り

寄
せ
て
販
売
す
る
佃
煮
屋
で
す
。

　

こ
う
や
っ
て
販
売
し
て
い
る
と
、
い
ろ
ん
な
人
が
話
し
か

け
て
く
る
。
そ
れ
が
楽
し
い
。「
こ
れ
は
私
か
ら
ね
」
と
お

ま
け
も
た
く
さ
ん
し
て
く
れ
ま
す
。

店頭に立つ吉田茂子さん

　
「
み
ん
な
が
健
康
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
お

金
は
二
の
次
」

　

佃
煮
は
塩
分
の
取
り
す
ぎ
に
な
る
と
い
う
巷
ち
ま
た
の
定
説
も
あ

り
ま
す
。
で
も
、
82
歳
で
、
冷
暖
房
な
し
の
外
に
商
品
を
並

べ
て
一
日
座
っ
て
い
る
茂
子
さ
ん
を
見
て
い
る
と
、
人
間
の

健
康
は
そ
ん
な
に
単
純
な
も
の
じ
ゃ
な
い
な
と
考
え
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
実
際
、
す
い
臓
な
し
で
働
い
て
い
る
人
は
い
ま

す
。
建
築
家
の
安
藤
忠
雄
さ
ん
が
そ
の
代
表
。
年
齢
も
茂
子

さ
ん
と
同
じ
82
歳
で
す
。
常
識
を
疑
え
、
で
す
ね
。

　
「
ふ
れ
あ
い
の
里
た
ま
が
わ
」

　
埼
玉
県
比
企
郡
と
き
が
わ
町
玉
川
４
３
５
９
‐
２

　
電
話　
０
４
９
３
‐
６
５
‐
１
１
７
１

　　　
43
歳
で
起
業
し
た
「
と
き
庵
」　　
　
　
　
　

田
中
良
枝
さ
ん

　　

人
生
は
40
代
か
ら
始
ま
る
。
そ
う
言
い
た
く
な
る
の
が「
と

き
庵
」
女
将
・
田
中
良
枝
さ
ん
の
43
歳
で
の
起
業
。
場
所
は

西
平
。
辺へ
ん
ぴ鄙

な
と
こ
ろ
で
す
。
幹
線
道
路
か
ら
も
駅
か
ら
も

遠
く
、
周
囲
は
山
ば
か
り
。
誰
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
店
を
開

こ
う
な
ん
て
考
え
る
で
し
ょ
う
。

　
「
当
時
、
私
は
建
具
会
館
に
お
勤
め
し
て
い
て
、
と
に
か

く
近
所
に
食
べ
物
屋
さ
ん
が
全
然
な
い
。
今
で
こ
そ
、
い
く

つ
か
店
が
で
き
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
何
も
な
か
っ
た
の
で

す
。
お
昼
に
何
か
食
べ
た
い
と
思
っ
て
も
、
な
い
。
そ
れ
で

は
私
が
作
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
」

　

そ
れ
が
動
機
だ
そ
う
で
す
。
建
具
会
館
は
町
立
で
、
地
元

の
職
人
の
建
具
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
「
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
店
を
開
い
て
も
誰
も
来
な
い
よ
」。
大
半

の
人
が
反
対
し
ま
し
た
。
高
校
に
通
っ
て
い
た
息
子
さ
ん
の
乗

る
バ
ス
の
中
で
も
「
バ
カ
げ
て
る
」
と
い
う
ワ
ル
グ
チ
が
聞
か

れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
か
。
今
か
ら
32
年
前
の
こ
と
で
す
。

　

女
将
は
猛
勉
強
し
て
調
理
師
免
許
を
取
り
、
借
金
し
て
自

宅
の
隣
に
店
を
建
設
。
本
格
的
な
日
本
家
屋
で
、
壁
を
く
す

ん
だ
色
合
い
に
し
て
古
民
家
の
雰
囲
気
を
出
し
ま
し
た
。
出

発
は
う
ど
ん
屋
で
し
た
。

　
「
そ
う
し
た
ら
開
店
し
た
そ
の
日
か
ら
、
た
く
さ
ん
お
客

様
が
来
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
」

　

観
光
客
で
は
な
く
、
近
所
の
人
で
す
。
宣
伝
も
し
て
い
な
い
の

に
ど
ん
ど
ん
来
て
く
れ
る
。
夜
の
８
時
こ
ろ
ま
で
店
を
開
け
、
飲

み
た
い
と
い
う
声
に
応
え
て
コ
ー
ヒ
ー
ま
で
出
し
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
10
年
ほ
ど
た
っ
た
こ
ろ
、
危
機
が
訪
れ
ま
す
。

近
く
に
競
合
の
う
ど
ん
屋
が
で
き
た
の
で
す
。
一
気
に
客
足

が
減
っ
て
「
ひ
ど
い
と
き
は
３
人
と
い
う
日
も
あ
り
ま
し

た
」
と
女
将
。
１
年
ほ
ど
我
慢
し
つ
つ
次
の
秘
策
を
考
え
て
、

そ
ば
に
転
換
。
当
日
の
朝
に
全
粒
粉
１
０
０
％
の
そ
ば
粉
を

打
っ
て
作
っ
た
そ
ば
と
、
季
節
の
野
菜
の
天
ぷ
ら
で
す
。
季

節
の
野
菜
と
い
っ
て
も
、
ち
ょ
っ
と
ユ
ニ
ー
ク
。
イ
モ
ガ
ラ
・

ズ
イ
キ
・
カ
ブ
・
カ
キ
・
コ
ゴ
ミ
・
ワ
ラ
ビ
・
ヤ
マ
ウ
ド

…
…
。
所
有
し
て
い
る
山
で
採
れ
た
も
の
と
無
農
薬
の
野
菜

を
メ
イ
ン
と
し
、
調
理
法
も
柿
を
割
っ
て
ワ
サ
ビ
を
入
れ
て

揚
げ
る
な
ど
独
特
で
す
。
花
も
揚
げ
ま
す
。
そ
の
珍
し
さ
が

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
評
判
に
な
り
、
テ
レ
ビ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
行
列

の
で
き
る
店
に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
現
在
の
問
題
は
そ
の
行
列

で
す
。
満
席
の
と
き
は
、
店
内
が
狭
い
た
め
、
外
で
待
っ
て

も
ら
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
点
に
つ
い
て
お
き
き
す
る

と
、「
い
つ
も
、
と
て
も
心
苦
し
く
思
っ
て
い
ま
す
」
と
女
将
。

　
「
暑
い
と
き
は
大
き
な
ガ
ー
デ
ン
パ
ラ
ソ
ル
を
置
い
て
日

陰
を
作
り
、
冷
た
い
お
飲
み
物
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
以
前

は
外
に
ご
用
意
し
て
い
た
の
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
店

内
に
置
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
寒
い
季
節
は
毛

布
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
時
に
は
、
召
し
上
が
っ
た
あ
と

寛
い
で
い
る
お
客
様
に
お
声
が
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も

あ
り
ま
す
し
、
小
さ
な
お
子
様
の
ご
注
文
は
早
く
お
出
し
す

る
な
ど
、
店
と
し
て
は
で
き
る
限
り
の
こ
と
を
や
ら
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
…
」

　

３
人
で
切
り
盛
り
し
て
い
る
店
な
の
で
、
で
き
る
こ
と
に

は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
の
努
力
は
し
て
い
る
こ

と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
「
と
き
庵
」

　
埼
玉
県
比
企
郡
と
き
が
わ
町
西
平
７
５
６
の
４

　
電
話　
０
４
９
３
‐
６
７
‐
０
５
１
７

　

　
（
文
責
＆
©
：
西
田
み
ど
り
）

「とき庵」の女将、田中良枝さん
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「
ふ
る
ま
う
文
化
」
と
「
共
助
」
が

　

根
付
い
た　

大
野
の　

暮
ら
し

◎
お
茶
を
い
れ
て
く
れ
る
人

　　
「
明
日
は
大
野
で
タ
ン
ク
掃
除
が
あ

り
ま
す
。行
っ
て
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ

う
」

　

知
人
か
ら
そ
ん
な
メ
ー
ル
が
届
い

た
の
は
、
11
月
18
日
（
土
）
の
夜
の

こ
と
で
す
。
19
日
の
日
曜
日
に
地
域

の
人
が
集
ま
っ
て
タ
ン
ク
掃
除
を
す

る
の
で
、
取
材
に
行
っ
て
は
ど
う
か

と
い
う
の
で
す
。

　

タ
ン
ク
と
は
、
濾ろ
か
そ
う

過
槽
の
こ
と
。

山
か
ら
引
い
た
水
を
濾ろ

か過
す
る
施
設

で
す
。

　

大
野
で
は
50
軒
ほ
ど
の
家
が
、
山

か
ら
各
家
庭
に
引
か
れ
て
い
る
水
を

使
っ
て
い
ま
す
。
頼
め
ば
ど
の
家
に

も
引
く
こ
と
が
で
き
、
費
用
は
年
間

１
万
８
２
０
０
円
。
水
道
局
の
水
道
は

１
か
月
約
２
５
０
０
円
、
年
間
３
万

円
く
ら
い
で
す
か
ら
（
家
庭
に
よ
っ

　埼玉県比企郡ときがわ町の大野地区といえば、堂平山から東秩父村へと至
る道が続く、ときがわ町のなかでも山深い地域です。人口減少に加え、高齢
化も進んでいます。現在、人口は327人、そのうち65歳以上が176人と（国
勢調査2020年）、半数以上が高齢者です。世帯人数も一人暮らし世帯がいち
ばん多い。にもかかわらず、路線バスまで運休しました。
　西平を過ぎて大野に入ると、道はどんどん狭くなり、周囲は林に囲まれて
深山幽谷の趣です。聞こえはいいですが、確かに不便。大野の人たちはどん
なふうに暮らしているのか。紅葉の見事な11月、西の沢水道組合のタンク
掃除と、セブン‐イレブン（ときがわ町田中店）の移動販売車同乗で、大
野地区を取材。見えてきたのは「ふるまう文化」と「共助と自立」の生活力
でした。

て
異
な
り
ま
す
が
）、
か
な
り
安
い
。

運
営
し
て
い
る
の
は
「
西
の
沢
水
道

組
合
」
で
す
。

　

こ
の
水
を
愛
用
し
て
い
る
Ｋ
さ
ん

は
、

　
「
俺
た
ち
が
飲
ん
で
い
る
の
は
山
か

ら
流
れ
て
く
る
水
。
お
茶
を
い
れ
る

と
う
ま
い
ん
だ
」

　

と
、
言
い
ま
す
。

　

Ｋ
さ
ん
は
、
お
茶
を
い
れ
る
名
人

で
す
。
大
野
に
あ
る
仕
事
場
で
、
い

つ
も
薪
ス
ト
ー
ブ
を
焚た

い
て
鉄て
つ
び
ん瓶
で

湯
を
沸
か
し
、
訪
ね
て
く
る
友
達
や

そ
の
連
れ
に
お
茶
を
ご
ち
そ
う
し
て

く
れ
ま
す
。
私
も
何
度
も
ご
ち
そ
う

に
な
り
ま
し
た
。
甘
い
お
茶
で
す
。

Ｋ
さ
ん
は
、
冷
め
た
ら
す
ぐ
い
れ
な

お
し
て
く
れ
、
い
つ
も
程
よ
い
温
度

を
保
つ
よ
う
気
を
配
っ
て
く
れ
ま
す
。

　

小
さ
い
テ
ー
ブ
ル
に
は
、
い
ろ
ん

な
お
菓
子
が
並
ん
で
い
ま
す
。
冬
は
、

小
鍋
で
甘
酒
缶
を
温
め
て
出
し
て
く

れ
た
り
、長
野
県
で
段
ボ
ー
ル
箱
い
っ

ぱ
い
買
っ
て
き
た
リ
ン
ゴ
を
、
よ
く

研と

い
だ
ナ
イ
フ
で
す
る
す
る
と
剝
い

て
く
れ
ま
す
。

　

そ
の
お
茶
と
お
八
つ
を
い
た
だ
き

な
が
ら
、
と
て
も
不
思
議
な
気
分
に

な
り
ま
す
。

　

大
野
の
人
間
で
も
な
く
、
と
き
が

わ
町
の
住
人
で
も
な
く
、
特
に
親
し

い
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
薪
ス
ト
ー

ブ
の
そ
ば
の
椅
子
に
座
ら
せ
て
く
れ
、

な
ぜ
お
茶
を
い
れ
て
く
れ
る
の
か
。

お
茶
菓
子
を
食
べ
る
よ
う
勧
め
て
く

れ
る
の
か
。

　　

Ｋ
さ
ん
の
薪
ス
ト
ー
ブ
に
は
、
い

ろ
ん
な
人
が
お
茶
を
飲
み
に
寄
り
ま

す
。「
み
ん
な
友
達
だ
。
知
ら
な
い
人

は
来
な
い
よ
」
と
Ｋ
さ
ん
は
言
い
ま

す
。
と
い
っ
て
も
、
友
達
が
知
り
合

い
を
引
き
連
れ
て
き
て
も
拒
ん
だ
り

し
な
い
わ
け
で
、
私
も
最
初
は
友
達

に
く
っ
つ
い
て
４
人
で
押
し
か
け
た

の
で
す
。
そ
の
友
達
も
、
Ｋ
さ
ん
に

会
っ
た
の
は
一
回
だ
け
。
単
な
る
観

光
客
で
、
車
で
大
野
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し

て
い
た
ら
、
薪
ス
ト
ー
ブ
を
焚
い
て

い
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
声
を
か
け
て

み
た
と
い
う
乱
暴
な
出
会
い
で
す
。

そ
れ
で
長
居
し
て
、
い
ろ
い
ろ
話
し

て
、
次
に
来
た
と
き
に
は
３
人
も
知

り
合
い
を
連
れ
て
き
た
。

　　

Ｋ
さ
ん
は
山
で
樹
を
伐
っ
た
り
、

薪
を
作
っ
た
り
と
い
う
体
を
使
う
仕

事
を
し
て
い
る
の
で
、
筋
骨
た
く
ま

し
い
。自
称
便
利
屋
で
、頼
ま
れ
た
ら
、

で
き
る
こ
と
で
あ
れ
ば
何
で
も
や
っ

て
く
れ
る
人
で
す
。

　

そ
ん
な
ご
つ
い
男
性
が
お
茶
を
い

れ
て
く
れ
る
の
も
不
思
議
な
光
景
で

し
た
が
、
常
に
気
を
配
っ
て
、
茶
葉

を
捨
て
て
は
、
い
れ
な
お
し
て
く
れ

る
の
も
不
思
議
。

　

な
ん
で
お
茶
を
い
れ
て
く
れ
る
の

だ
ろ
う
。

　

Ｋ
さ
ん
は
聖
人
君
子
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
カ
ラ
ス
が
２
羽
、
エ
サ
を
ね

だ
り
に
来
る
、
煎
餅
を
割
っ
て
平
た

い
石
の
上
に
お
い
て
や
る
と
舞
い
降

り
て
き
て
食
べ
る
と
い
う
変
わ
っ
た

と
こ
ろ
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
普
通
の

お
じ
さ
ん
で
す
。
で
も
、
お
茶
を
い

れ
て
く
れ
る
。

　

こ
の
行
為
を
経
済
学
の
観
点
か
ら

見
る
と「
純
粋
贈
与
」に
当
た
り
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
寄
り
道
に
な
り
ま
す
が
、

経
済
学
的
観
点
か
ら
「
お
茶
を
い
れ

て
く
れ
る
人
」
を
分
析
し
て
み
ま
す
。

　

◎
「
お
茶
を
い
れ
て
く
れ
る

人
」
と
「
純
粋
贈
与
」

　　

現
代
社
会
は
経
済
（
お
金
）
を
中

心
に
回
っ
て
い
ま
す
。
人
間
関
係
も

経
済
が
関
係
し
て
い
る
。
端
的
に
い

え
ば
「
お
金
」
を
媒
介
に
し
て
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
関
係
は
、
①

交
換
、
②
贈
与
、
③
純
粋
贈
与
の
三

つ
の
方
法
に
集
約
で
き
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
「
交
換
」
と
「
贈
与
」
は
わ
か
り
や

す
い
。
い
わ
ば
、「
等
価
交
換
」
だ

か
ら
で
す
。
労
働
の
対
価
と
し
て
給

与
を
受
け
取
る
、
何
か
世
話
に
な
っ

た
ら
お
歳
暮
や
お
中
元
を
贈
る
。
葬

儀
や
結
婚
式
、
入
院
な
ど
で
も
、
見

舞
い
や
お
祝
い
と
い
う
お
金
の
や
り

取
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
互
助
関
係
で
、

等
価
交
換
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
り
ま

す
。

　

日
本
は
贈
与
が
盛
ん
な
国
で
、
歴

史
を
遡
る
と
室
町
時
代
の
『
伊
勢
貞

親
教
訓
』
に
贈
与
に
つ
い
て
の
記
録

が
残
っ
て
い
ま
す
。
書
い
た
の
は
伊

勢
貞
親
（
１
４
１
７
‐
１
４
７
３
）。

室
町
幕
府
の
役
人
で
８
代
将
軍
足
利

義
政
を
養
育
し
た
人
物
で
す
。

　
「
他
家
よ
り
人
の
物
く
れ
た
ら
ん
に

は
、
相
当
の
贈
る
ほ
ど
の
返
し
を
す

べ
し
」（『
伊
勢
貞
親
教
訓
』）

　

物
を
も
ら
っ
た
と
き
は
、
相
当
の

も
の
を
返
す
べ
き
で
あ
る
―
―
つ
ま

り
等
価
交
換
の
考
え
方
で
す
。

　

お
歳
暮
や
お
中
元
が
下
火
に
な
っ

た
と
は
い
え
、
こ
の
考
え
方
は

５
０
０
年
以
上
に
わ
た
っ
て
日
本
社

薪ストーブに鉄瓶をかけて湯を沸かす。取っ手を素手で
持っても熱くないのが不思議

小さな急須でいれてくれるお茶は甘い

大野地区のシンボル、大野神社
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会
の
常
識
と
し
て
機
能
し
て
き
ま
し

た
。

　

お
金
を
支
払
っ
て
モ
ノ
を
購
入
す

る
と
い
う
、私
た
ち
が
日
常
的
に
行
っ

て
い
る
行
為
も
「
等
価
交
換
」
で
す
。

商
品
の
価
格
は
、
材
料
費
・
人
件
費
・

流
通
費
等
の
組
み
合
わ
せ
で
決
定
さ

れ
、
お
金
は
「
こ
れ
は
１
万
円
相
当

の
も
の
と
交
換
で
き
る
紙
」「
こ
れ
は

千
円
相
当
の
も
の
と
交
換
で
き
る
紙
」

と
い
う
約
束
事
の
下
、
流
通
し
て
い

ま
す
。１
万
円
札
を
作
る
の
に
か
か
っ

た
紙
代
や
印
刷
代
は
、
そ
こ
で
は
考

慮
さ
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
20
円
で

制
作
し
た
紙
（
＝
１
万
円
札
）
が
、

１
万
円
相
当
の
モ
ノ
と
交
換
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
等
価
交
換
」
の
原

理
を
、
宗
教
人
類
学
者
の
中
沢
新
一

氏
は
『
愛
と
経
済
の
ロ
ゴ
ス
』（
講
談

社
、
２
０
０
３
年
）
で
、
以
下
の
３

点
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
要
約
し
て

ご
紹
介
し
ま
す
。

　

１
．
商
品
は
モ
ノ
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
そ
れ
を
つ
く
っ
た
人
の
人

格
や
感
情
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　

２
．
ほ
ぼ
同
じ
価
値
を
持
つ
と
み

な
さ
れ
る
も
の
が
交
換
さ
れ
る
。

　

３
．
モ
ノ
の
価
値
は
、
計
算
可
能

な
も
の
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　　

そ
し
て
「
贈
与
」
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
三
つ
の
要
素
に
ま
と
め

て
い
ま
す
。

　

１
．
贈
り
物
は
モ
ノ
で
は
な
い
。

モ
ノ
を
媒
介
に
し
て
、
人
と
人

の
間
を
人
格
的
な
何
か
が
移
動

私
の
ほ
か
に
誰
か
一
緒
な
の
か
と
店

内
を
見
ま
わ
し
ま
し
た
が
、
ほ
か
の

お
客
は
い
ま
せ
ん
。
あ
と
で
わ
か
っ

た
の
は
、
そ
れ
は
お
店
で
働
い
て
い

る
方
へ
の
奢
り
だ
っ
た
こ
と
。

　

特
産
物
販
売
所
に
は
女
性
が
二
人
、

交
代
で
勤
務
し
て
い
ま
す
、
そ
の
人

た
ち
に
も
、
毎
回
、
行
く
た
び
に
コ
ー

ヒ
ー
を
奢
る
。

　

そ
れ
ば
か
り
か
、
店
の
前
を
親
し

い
友
達
や
親
戚
が
通
っ
た
ら
、
わ
ざ

わ
ざ
呼
び
寄
せ
て
コ
ー
ヒ
ー
を
ご
ち

そ
う
し
ま
す
。
記
者
の
知
人
の
Ｍ
子

さ
ん
が
、
た
ま
た
ま
販
売
所
の
前
を

通
り
か
か
っ
て
素
通
り
し
た
ら
、「
お

い
、
素
通
り
す
る
気
か
、
コ
ー
ヒ
ー

飲
ん
で
け
」
と
呼
び
止
め
ら
れ
て
、

コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
し
て
く
れ
た
と
か
。

　　

な
ぜ
お
茶
を
ご
ち
そ
う
す
る
の
か
。

　

わ
ざ
わ
ざ
呼
び
止
め
て
コ
ー
ヒ
ー

を
ご
ち
そ
う
す
る
の
か
。
不
思
議
な

行
動
で
す
。

　
「
な
ん
で
、
ご
ち
そ
う
し
て
く
れ
る

の
で
す
か
」

　
「
当
た
り
前
だ
ろ
」

　

そ
れ
が
Ｋ
さ
ん
の
答
え
で
し
た
。

　　
「
Ｋ
さ
ん
て
、
ど
ん
な
人
？
」
と
、

濾過槽の中には細かい砂利が敷き
詰められている議

濾過槽は山の斜面にある。写真は
蓋を開けた状態

砂利をシャベルですくってベルト
コンベアに乗せる

洗い場まで砂利が運ばれてきたら、
ベルトコンベアから洗い場に下ろす

水を流しながらブラシを使い砂利
をゴシゴシ洗う

洗い終わった砂利の小山があちこ
ちにできる

ベルトコンベアは発電機で動かし
ている

洗い終わった砂利を濾過槽に戻し
終えたら、ベルトコンベアを洗う
ために鉄柵に立てかける。重い

立てかけられたベルトコンベア。
砂利をきれいに落とすために水を
勢いよく流す

砂利を洗い終わってベルトコンベア
を片付ける作業。重労働の仕事が九
分通り終わって笑顔がこぼれる

最後に濾過槽の蓋を閉める。重い
ので全員で取り掛かる

蓋を閉めた濾過槽の上にベルトコ
ンベアを載せて、作業終了

原
理
か
ら
外
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

ち
ょ
っ
と
居
心
地
の
わ
る
さ
を
感
じ

る
の
も
同
じ
理
由
で
し
ょ
う
。

　

一
回
や
二
回
な
ら
こ
ん
な
「
贈
与
」

を
経
験
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、

何
回
も
、
そ
し
て
誰
に
で
も
繰
り
返

さ
れ
る
と
、や
っ
ぱ
り
変
。そ
れ
が「
純

粋
贈
与
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
っ
て

し
ま
う
か
ら
で
す
。

　
「
純
粋
贈
与
」
と
は
、
見
返
り
を
求

め
な
い
一
方
的
な
贈
与
で
す
。
下
心

の
な
い
贈
与
で
す
ね
。
そ
ん
な
も
の

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

タ
ン
ク
掃
除
に
は
Ｋ
さ
ん
も
参
加

す
る
と
い
う
の
で
、
Ｋ
さ
ん
の
取
材

も
兼
ね
て
、
見
学
に
行
き
ま
し
た
。

 　
◎
横よこ
ま
ま墹
の
タ
ン
ク
掃
除

　　

タ
ン
ク
掃
除
は
重
労
働
で
す
。

　

山
か
ら
流
れ
て
く
る
水
を
濾ろ

か過
す

る
の
に
使
っ
て
い
る
細
か
い
砂
利
を
、

濾ろ
か
そ
う

過
槽
か
ら
全
部
出
し
て
洗
い
、
ま

た
戻
す
と
い
う
作
業
で
す
。
山
の
水

を
砂
利
を
通
す
こ
と
で
き
れ
い
に
す

る
わ
け
で
す
。

　

何
し
ろ
砂
利
は
重
く
、
量
も
多
い
。

シ
ャ
ベ
ル
で
す
く
っ
て
は
、
４
メ
ー

ト
ル
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
に
乗
せ
て

洗
い
場
に
運
び
、
ゴ
シ
ゴ
シ
と
泥
を

洗
い
落
と
し
、
ま
た
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ

ア
に
乗
せ
て
戻
し
ま
す
。
シ
ャ
ベ
ル

で
何
度
も
砂
利
を
持
ち
上
げ
て
は
降

ろ
す
作
業
。
こ
れ
は
連
続
し
て
２
分

や
る
の
が
精
い
っ
ぱ
い
だ
そ
う
で
す

（
消
防
署
の
消
防
救
助
機
動
部
隊
の
訓

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

２
．
相
互
信
頼
の
気
持
ち
を
表
現

す
る
よ
う
に
、
お
返
し
ま
で
に

適
当
な
時
間
を
置
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
（
も
ら
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
す
ぐ
に
お
返
し
を
す

る
の
は
、
信
頼
関
係
を
傷
つ
け

る
と
い
う
意
）。

　

３
．
モ
ノ
を
媒
介
と
し
て
、
不

確
定
で
決
定
不
能
な
価
値
が
動

い
て
い
る
。
そ
こ
に
等
価
交
換

の
思
考
が
入
っ
て
く
る
の
を
デ

リ
ケ
ー
ト
に
排
除
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
贈
与
」
は
初
め
て
可

能
に
な
る
。

　　

つ
ま
り
、「
贈
与
」
と
い
う
の
は
、

等
価
交
換
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ

を
隠
し
て
（
排
除
し
て
）
お
く
こ
と

で
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
だ
と
い
う

の
で
す
。
贈
り
物
は
贈
り
手
の
人
格

か
ら
分
離
さ
れ
て
お
ら
ず
、
贈
り
物

の
な
か
に
贈
り
手
の
人
格
的
な
も
の

が
く
っ
つ
い
て
き
て
い
る
状
態
。
平

た
く
言
え
ば
、
単
な
る
モ
ノ
で
は
な

く
念
が
こ
も
っ
て
い
る
み
た
い
な
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
③
の
「
純
粋
贈
与
」

に
は
、
等
価
交
換
の
考
え
方
は
ま
っ

た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
贈
与
さ

れ
た
も
の
に
も
、
贈
り
手
の
人
格
的

な
も
の
は
入
り
込
ん
で
い
な
い
。
心

が
こ
も
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
も

な
い
。
そ
う
い
う
奇
妙
な
も
の
な
の

で
す
。

　　

Ｋ
さ
ん
の
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
感

じ
る
「
不
思
議
」
は
、
等
価
交
換
の

練
に
よ
る
）。

　

タ
ン
ク
掃
除
は
、
い
わ
ば
そ
の
連

続
で
す
。
傍
で
見
て
い
る
と
、
軽
く

や
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

実
際
は
相
当
大
変
。「
き
つ
い
よ
」
と

Ｋ
さ
ん
も
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
休
日
の
朝
８
時
集
合
で
、

午
前
中
い
っ
ぱ
い
続
け
ま
す
。
報
酬

は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
安
い
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
は
な
い
程
度
で
す
。
年

間
維
持
費
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

こ
ん
な
共
助
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。「
自
分
た
ち
の
水
を
き
れ

い
に
保
つ
」
と
い
う
気
持
ち
で
す
。

　

以
下
、
組
み
写
真
で
タ
ン
ク
掃
除

を
追
っ
て
み
ま
し
た
（
下
写
真
）。。

◎
「
Ｋ
さ
ん
は
、
ふ
る
ま
う

人
だ
よ
」

　

タ
ン
ク
掃
除
が
終
わ
っ
た
あ
と
、

Ｋ
さ
ん
に
お
願
い
し
て
話
を
聞
く
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　

場
所
は
、
大
野
特
産
物
販
売
所
の

奥
に
あ
る
カ
フ
ェ
。
Ｋ
さ
ん
の
行
き

つ
け
の
店
で
す
。

　

六
角
形
の
塔
の
よ
う
な
木
造
建
築

で
、
店
頭
に
は
大
野
で
採
れ
た
山
菜

や
キ
ノ
コ
、
野
菜
や
果
物
、
奥
の
棚

に
は
ジ
ャ
ム
や
佃
煮
な
ど
の
加
工
品

が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
カ
フ
ェ
が

あ
る
の
は
、
店
の
奥
。
ち
ょ
っ
と
わ

か
り
づ
ら
い
。

　

た
ど
り
つ
く
と
、「
コ
ー
ヒ
ー
三
つ
」

と
Ｋ
さ
ん
が
注
文
し
ま
し
た
。

　

三
つ
と
い
う
こ
と
は
、
Ｋ
さ
ん
と
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前
述
の
Ｍ
子
さ
ん
に
お
聞
き
す
る
と
、

　
「
ふ
る
ま
う
人
だ
よ
」

　

と
い
う
お
答
え
。

　

Ｍ
子
さ
ん
は
、
三
代
前
か
ら
Ｋ
さ

ん
と
親
戚
関
係
に
あ
り
、
Ｋ
さ
ん
も

Ｍ
子
さ
ん
を
愛
称
で
呼
ぶ
ほ
ど
の
気

心
の
知
れ
た
仲
で
す
。

　

Ｍ
子
さ
ん
の
言
う
「
ふ
る
ま
う
」

と
は
「
ご
ち
そ
う
す
る
、
接
待
す
る
」

と
い
う
意
味
で
す
。
思
い
通
り
に
行

動
す
る
こ
と
を
「
〇
〇
の
よ
う
に
ふ

る
ま
う
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
意

味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

Ｋ
さ
ん
は
、「
ふ
る
ま
う
こ
と
」
を

規
範
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
人
だ
と

わ
か
る
と
、
Ｋ
さ
ん
の
行
動
の
謎
が

（
と
り
あ
え
ず
は
）
解
明
さ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
ふ
る
ま
う
」
と
い
う
文

化
は
、
Ｋ
さ
ん
に
限
ら
ず
、
ど
う
も
大

野
独
特
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
、
そ

の
後
、
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
セ
ブ
ン

‐
イ
レ
ブ
ン
の
移
動
販
売
車
に
同
乗
し

て
、大
野
地
区
を
取
材
し
て
い
た
と
き
、

そ
れ
に
気
づ
い
た
の
で
す
。「
当
た
り

前
だ
ろ
」
と
い
う
Ｋ
さ
ん
の
答
え
は
、

「
大
野
で
は
当
た
り
前
だ
」
と
い
う
意

味
だ
と
判
明
し
ま
し
た
。

　
◎
92
歳
の
Ｔ
子
さ
ん
に
干
し

柿
を
ふ
る
ま
っ
て
も
ら
っ

た
　　

と
い
う
こ
と
で
、
見
知
ら
ぬ
人
に

も
お
茶
を
い
れ
て
あ
げ
る
Ｋ
さ
ん
を

「
不
思
議
な
人
だ
」
と
感
嘆
し
て
い
た

ら
、
今
度
は
干
し
柿
を
ふ
る
ま
わ
れ

ま
し
た
。「
持
っ
て
帰
ん
な
」
と
、
干

し
柿
を
く
れ
た
の
は
、
御
年
92
歳
の

Ｔ
子
さ
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
初
対
面
。

　

セ
ブ
ン
‐
イ
レ
ブ
ン
の
移
動
販
売

車
に
同
乗
し
て
、
大
野
地
区
を
取

材
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
Ｔ

子
さ
ん
の
家
の
庭
先
を
お
借
り
し
て

「
店
」
を
開
き
ま
し
た
。
移
動
販
売
車

の
側
面
を
開
く
と
商
品
の
シ
ョ
ー
ウ

イ
ン
ド
ウ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
後
ろ

を
開
く
と
レ
ジ
で
す
。
買
い
物
カ
ゴ

も
ビ
ニ
ー
ル
袋
も
あ
り
ま
す
。

　　

Ｔ
子
さ
ん
と
一
緒
に
、
家
か
ら
出

て
き
た
の
は
、
Ｋ
さ
ん
の
親
戚
の
Ｍ

子
さ
ん
。

　

Ｔ
子
さ
ん
と
は
親
子
な
の
か
と
思

い
き
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
言
い
ま

す
。

　

毎
日
、
遊
び
に
来
て
い
る
「
隣
組
」

と
い
う
関
係
。

　

朝
か
ら
夕
方
ま
で
一
緒
に
過
ご
す

こ
と
も
あ
り
、
干
し
柿
も
一
緒
に
皮

を
剝
い
て
干
し
ま
し
た
。
Ｍ
子
さ
ん

は
１
０
０
個
、
Ｔ
子
さ
ん
は
60
個
、

作
っ
た
そ
う
で
す
。
Ｔ
子
さ
ん
の
実

家
か
ら
渋
柿
が
大
袋
い
っ
ぱ
い
届
き
、

そ
れ
を
全
部
皮
を
剝
い
て
干
し
た
。

た
い
へ
ん
な
作
業
で
す
。
中
に
は
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
ほ
ど
大
き
な
柿
も
あ
っ

た
と
か
。

　

柿
を
硫
黄
燻
蒸
し
な
い
で
天
日
干

し
す
る
と
、
カ
ビ
が
生
え
る
こ
と
が

多
い
。
カ
ビ
を
生
や
さ
な
い
で
干
し

柿
に
す
る
の
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
コ
ツ
を
お
聞
き
す
る
と
、「『
お

い
し
く
な
ー
れ
、
お
い
し
く
な
ー
れ
』

と
話
し
か
け
な
が
ら
剝
く
こ
と
だ
よ
」

と
Ｍ
子
さ
ん
。

　
「
毎
年
作
る
け
れ
ど
、
カ
ビ
さ
せ
た

こ
と
は
一
度
も
な
い
よ
ね
」
と
Ｔ
子

さ
ん
。

　

ふ
た
り
で
顔
を
見
合
わ
せ
て
、
う

な
ず
き
合
っ
て
い
ま
し
た
。

　

セ
ブ
ン
‐
イ
レ
ブ
ン
の
Ｎ
さ
ん
に

も
プ
レ
ゼ
ン
ト
。「
先
週
も
も
ら
っ
た

の
に
」
と
恐
縮
し
て
い
ま
し
た
。
な

お
、
大
急
ぎ
で
付
け
加
え
る
と
、
後

日
、
別
の
取
材
で
Ｍ
子
さ
ん
に
お
目

に
か
か
っ
た
と
き
は
、庭
の
樹
に
な
っ

た
ミ
カ
ン
を
大
袋
い
っ
ぱ
い
と
、
干

し
柿
10
個
も
い
た
だ
い
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　　

Ｍ
子
さ
ん
は
毎
日
、
Ｔ
子
さ
ん
の

家
に
遊
び
に
来
ま
す
。
ど
ん
な
過
ご

し
方
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
「
毎
日
、
笑
っ
て
過
ご
し
て
る
よ

ね
ぇ
」

　

と
、
Ｍ
子
さ
ん
が
言
う
と
、
Ｔ
子

さ
ん
は
、

　
「
二
人
で
い
る
と
楽
し
い
ん
だ
よ
。

何
か
言
っ
ち
ゃ
あ
、
ア
ハ
ハ
ハ
っ
て

笑
っ
て
」

　
「
ヒ
ト
の
こ
と
は
言
わ
な
い
。
自
分

の
昔
話
を
し
ち
ゃ
あ
、
ア
ハ
ハ
ハ
っ

て
」

　
「
笑
わ
な
い
で
い
る
こ
と
な
ん
て
、

な
い
よ
ね
」

　
「
う
ん
」
と
Ｔ
子
さ
ん
。

　

と
も
に
一
人
暮
ら
し
。

　　

Ｔ
子
さ
ん
は
子
ど
も
は
お
ら
ず
、

病
気
だ
っ
た
夫
を
５
年
間
自
宅
で
看

病
し
て
、
看
取
り
ま
し
た
。
下
の
世

話
も
あ
り
大
変
な
日
々
だ
っ
た
と
思

う
の
で
す
が
、
亡
く
な
る
と
寂
し
く

て
、
毎
日
お
墓
に
お
参
り
し
て
、
そ

こ
で
過
ご
し
て
い
た
そ
う
で
す
。「
お

墓
に
い
る
と
心
が
落
ち
着
い
た
ん
だ

よ
ね
。
い
な
い
っ
て
こ
と
に
慣
れ
る

の
に
10
年
、
か
か
り
ま
し
た
。
身
近

に
い
た
人
が
い
な
く
な
る
と
、
し
ば

ら
く
は
す
ご
く
変
な
感
じ
。
そ
の
変

な
感
じ
が
な
く
な
る
の
に
10
年
で
す

ね
」。

　

Ｍ
子
さ
ん
は
、
５
人
の
子
ど
も
が

独
立
し
、
夫
も
亡
く
な
り
ま
し
た
。

10
年
と
い
う
の
に
は
同
意
し
て
「
う

ん
、
10
年
間
は
何
か
変
だ
よ
ね
」。
そ

れ
だ
け
濃
く
魂
が
結
び
つ
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
ま
73
歳
、

４
歳
の
ひ
孫
も
い
ま
す
。「
バ
リ
バ
リ

の
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
だ
よ
」
が
口
癖

で
す
。

　

Ｍ
子
さ
ん
の
家
ま
で
は
５
分
ほ
ど
。

二
人
は
日
に
何
度
も
行
き
来
し
て
、

お
惣
菜
を
届
け
た
り
一
緒
に
食
事
を

し
た
り
し
て
い
ま
す
。
Ｔ
子
さ
ん
は
、

Ｍ
子
さ
ん
が
生
ま
れ
た
と
き
の
こ
と

も
覚
え
て
い
る
し
、
成
長
し
て
い
く

の
を
身
近
で
見
て
い
ま
し
た
。
遠
く

に
住
む
親
戚
よ
り
ず
っ
と
近
し
い
存

在
で
す
。

　　

Ｔ
子
さ
ん
は
、
野
菜
づ
く
り
と
庭

の
整
備
が
日
課
で
す
。
結
婚
し
て
か

ら
も
ず
っ
と
仕
事
は
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
、若
い
こ
ろ
は
着
物
を
縫
っ

て
い
た
。
お
蚕
も
や
っ
て
い
て
繭
玉

を
作
っ
て
出
荷
し
た
。
麦
も
作
っ
た

し
、
サ
ツ
マ
イ
モ
は
２
０
０
０
株
も

作
っ
て
出
荷
。
年
が
ら
年
中
、
何
か

を
作
っ
て
は
出
荷
す
る
生
活
で
し
た
。

結
婚
当
初
は
、
大
野
地
区
は
ま
だ
秩

父
郡
に
属
し
て
い
て
、
役
場
も
学
校

も
店
も
あ
っ
て
、
に
ぎ
や
か
だ
っ
た

そ
う
で
す
。

　

今
も
特
に
不
自
由
は
な
く
、
買
い

物
は
近
所
の
人
が
出
か
け
る
と
き
に

声
を
か
け
て
く
れ
る
。「
そ
の
と
き
に

お
使
い
は
全
部
済
ま
せ
ま
す
」。
共
助

と
自
立
が
根
付
い
て
い
る
地
域
で
す
。

　
◎
「
笑
っ
て
暮
ら
す
」
努
力

を
す
る

　　

セ
ブ
ン
‐
イ
レ
ブ
ン
の
販
売
車

は
、
８
か
所
で
「
お
店
」
を
開
き
ま

す
。
ま
ず
音
楽
付
き
の
お
知
ら
せ
放

送
を
流
し
な
が
ら
、
周
辺
を
ぐ
る
ぐ

る
回
り
、
そ
の
あ
と
決
め
ら
れ
た
場

所
に
停
車
し
て
お
客
様
を
待
ち
ま
す
。

Ｔ
子
さ
ん
の
よ
う
な
庭
先
も
あ
れ
ば
、

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
の
停
車
場
だ
っ

た
り
、
道
路
脇
だ
っ
た
り
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　　

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
脇
の
道
端
で
店
を

開
い
て
い
た
と
き
出
会
っ
た
の
が
、

笑
う
努
力
を
し
て
一
日
を
過
ご
す
二

人
。
や
は
り
隣
組
の
仲
間
で
す
。「
取

材
で
す
」
と
お
伝
え
す
る
と
、「
あ
ら

あ
、化
粧
し
て
こ
な
か
っ
た
な
あ
」「
普

段
着
の
ま
ま
、
来
ち
ゃ
っ
た
よ
」
と

大
笑
い
。

　
「
い
つ
も
漫
才
し
て
る
み
た
い
に
、

に
ぎ
や
か
な
ん
で
す
よ
」
と
セ
ブ
ン

‐
イ
レ
ブ
ン
の
Ｎ
さ
ん
。
お
買
い
物

も
ワ
イ
ワ
イ
楽
し
み
ま
す
。「
や
っ
ぱ

り
バ
ナ
ナ
だ
ね
」「
Ｎ
さ
ん
が
お
い
し

移動販売車の側面を開くと商品の陳列棚になっている　

大野特産物販売所。野菜はとにかく安くて質が高い。味も
抜群。大野地区や玉川地区の地域物産を扱っている店の野
菜を見るたびに、流通の価格の異常さに疑問を抱く
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移動販売車の窓から見た大野地区。
山林に囲まれた細い道が続く

い
も
の
持
っ
て
く
る
か
ら
血
糖
値
が

上
が
っ
ち
ゃ
っ
て
」
…
…
。

　

い
ろ
い
ろ
お
話
し
て
い
る
う
ち
に
、

こ
ん
な
言
葉
が
ポ
ロ
リ
。

　
「
朝
、
起
き
て
、
下
を
向
い
て
暮
ら

す
の
も
、
笑
っ
て
暮
ら
す
の
も
、
同

じ
一
日
だ
か
ら
ね
」

　
「
そ
う
そ
う
。
笑
っ
て
暮
ら
す
ほ
う

が
ず
っ
と
い
い
一
日
に
な
る
さ
」

　

哲
学
的
な
生
き
方
が
垣
間
見
え
ま

し
た
。

　
◎
「
み
ん
な
に
会
う
た
め
に

来
る
ん
だ
よ
」

　　

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
の
停
車
場
を

お
借
り
し
て
店
開
き
し
て
い
た
と
き

の
こ
と
。「
取
材
？　

載
せ
る
と
き
は

顔
に
モ
ザ
イ
ク
か
け
て
ね
」
と
、
い

き
な
り
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
だ
50
代
く
ら
い
の
方
で
す
。
車
は

運
転
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ

て
、
買
い
物
に
来
た
理
由
を
お
聞
き

す
る
と
、「
学
校
行
事
も
な
く
な
っ
て

近
所
の
人
に
会
う
こ
と
が
な
い
の
で
、

セ
ブ
ン
の
音
楽
が
聞
こ
え
る
と
来
て

み
る
の
よ
」。

　

子
ど
も
が
小
さ
い
と
き
は
、
運
動

会
だ
の
、
文
化
祭
だ
の
、
学
芸
会
だ

の
、
そ
し
て
保
護
者
会
と
、
保
護
者

ど
う
し
が
会
う
機
会
が
あ
っ
た
。
子

ど
も
が
卒
業
す
る
と
、
ご
近
所
と
会

う
機
会
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
。
買
い

物
し
つ
つ
お
し
ゃ
べ
り
で
き
る
情
報

交
換
の
場
を
作
る
の
も
、
移
動
販
売

車
の
役
割
で
す
。「
Ｎ
ち
ゃ
ん
に
も
会

え
る
し
ね
」。
Ｎ
さ
ん
は
、
お
客
様
を

フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
で
呼
ぶ
こ
と
が

多
く
、
買
い
物
だ
け
で
な
く
、
街
の

情
報
も
届
け
て
い
ま
す
。
…
…
買
い

物
難
民
の
た
め
の
移
動
販
売
と
い
う

記
者
の
先
入
観
が
ガ
ラ
ガ
ラ
と
崩
れ
、

別
の
役
割
が
立
ち
現
れ
て
き
ま
す
。

　　

子
ど
も
が
独
立
し
た
の
で
、
自
分

た
ち
で
新
し
い
活
動
を
起
ち
上
げ
て
、

顔
を
合
わ
せ
る
場
を
作
ろ
う
と
い
う

動
き
も
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
味
噌

作
り
で
す
。
大
野
や
西
平
の
人
た
ち

が
集
ま
っ
て
味
噌
を
作
り
、
販
売
す

る
と
い
う
一
大
事
業
。
町
立
の
建
具

会
館
に
味
噌
を
作
る
設
備
が
あ
り
、

そ
こ
で
仕
込
み
ま
す
。

　
「
私
は
60
代
で
す
が
、
若
手
な
ん
で

す
。
先
輩
と
し
て
引
っ
張
っ
て
く
れ

る
の
は
80
代
の
方
。
自
分
で
車
を
運

転
し
て
来
ら
れ
ま
す
。
元
幼
稚
園
の

園
長
先
生
だ
っ
た
り
、
何
か
社
会
的

な
仕
事
を
し
て
い
た
人
が
多
く
て
、

や
る
気
満
々
。
作
っ
た
味
噌
は
『
や

す
ら
ぎ
の
家
』
な
ん
か
で
販
売
し
て

い
ま
す
。
も
っ
と
大
規
模
に
販
売
し

た
い
と
話
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

産
業
と
し
て
育
て
て
い
き
た
い
ん
で

す
ね
」

　
「
や
す
ら
ぎ
の
家
」
と
は
、
大
野
の

手
前
の
西
平
に
あ
る
手
打
ち
う
ど
ん

の
店
で
す
。
う
ど
ん
を
打
っ
て
い
る

の
は
女
性
で
、
ガ
ラ
ス
越
し
に
打
っ

て
い
る
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
百
年
前
の
古
民
家
を
移
築
し
た

町
有
の
店
。
天
井
が
高
く
、
太
い
梁

が
渡
さ
れ
た
見
事
な
建
築
で
す
。

　

来
年
の
１
月
に
集
ま
っ
て
仕
込
む
。

ま
た
２
月
に
も
仕
込
む
。

　

子
ど
も
が
大
野
を
離
れ
た
ら
、
大

人
が
集
ま
っ
て
何
か
遊
ぶ
こ
と
を
考

え
よ
う
と
い
う
の
が
大
野
ら
し
い
。

　

こ
う
し
た
「
顔
を
合
わ
せ
て
何
か

を
一
緒
に
や
る
」
と
い
う
場
を
、
自

分
た
ち
で
つ
く
る
人
た
ち
が
い
る
一

方
で
、
現
代
社
会
に
は
他
者
と
の
関

係
を
損
得
で
測
っ
て
決
め
る
流
れ
も

あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
主
流

で
す
。

　
「
あ
の
人
と
付
き
合
っ
て
お
く
と
い

ず
れ
何
か
の
役
に
立
ち
そ
う
だ
」、「
数

学
の
ノ
ー
ト
を
借
り
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
」「
仕
事
を
回
し
て
く
れ
る
だ

ろ
う
」
…
…
と
い
う
感
じ
で
、
相
手

が
自
分
に
何
か
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
「
道
具
」
だ
と
計
算
し
て
、
付
き

合
う
。

　

こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
、
社
会

学
で
は
広
義
で
「
イ
ン
ス
ト
ル
メ
ン

タ
リ
ズ
ム
（
道
具
主
義
）」
と
言
い
ま

す
。
そ
し
て
、
現
代
社
会
で
の
人
間

関
係
は
、
人
を
道
具
の
よ
う
に
み
な

す
考
え
方
が
主
流
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
人
間
関
係
の
本
質
は
、
相
手

を
損
得
関
係
で
評
価
し
、自
分
に
と
っ

て
「
役
立
つ
道
具
」
か
「
役
立
た
な

い
道
具
」
か
で
、
付
き
合
う
か
ど
う

か
を
決
め
る
。「
役
立
つ
」
と
い
う
の

が
大
事
。
役
立
た
な
い
人
と
は
付
き

合
わ
な
い
。

　

そ
こ
に
あ
る
の
は
「
今
」
を
生
き

る
の
で
は
な
く
「
将
来
へ
の
損
得
計

算
」で
生
き
る
姿
勢（
生
き
方
）で
す
。

　

そ
の
反
対
の
人
間
関
係
が
、「
今
」

の
、
そ
の
場
で
の
付
き
合
い
を
大
事

に
す
る
。
将
来
の
た
め
に
「
今
」
を

犠
牲
に
し
な
い
で
生
き
る
と
い
う
姿

勢
で
す
。
い
わ
ば
「
一
期
一
会
」
で

す
。
そ
の
場
で
互
い
に
ふ
る
ま
い
合

う
。
そ
れ
を
大
切
に
す
る
。

　

近
代
以
前
の
日
本
で
は
、
こ
う
い

う
関
係
が
恐
ら
く
当
た
り
前
だ
っ
た
。

江
戸
時
代
の
粋
な
言
葉
に
「
宵
越
し

の
銭
は
持
た
ね
え
」
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
。
い
ろ
ん
な
解
釈
が
で
き
ま

す
が
、
ケ
チ
ケ
チ
し
な
い
で
人
に
ふ

る
ま
う
こ
と
で
、
日
々
の
生
活
が
成

り
立
っ
て
い
っ
た
と
も
読
め
ま
す
。

「
ふ
る
ま
う
人
」が
た
く
さ
ん
い
れ
ば
、

自
分
が
困
っ
て
い
る
と
き
、
他
者
の

力
を
借
り
て
生
き
延
び
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

大
野
の
取
材
で
は
、
よ
く
「
お
茶
、

飲
ん
で
け
」
と
か
「
お
昼
、食
べ
て
け
」

と
い
う
言
葉
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
文
化
の
発

露
な
の
だ
と
、
気
づ
き
ま
し
た
。
ご

ち
そ
う
に
な
っ
た
ら
、
次
に
お
訪
ね

す
る
と
き
は
何
か
手
土
産
を
持
っ
て

い
き
ま
す
。
そ
ん
な
や
り
取
り
が
続

く
と
、
あ
ん
ま
り
お
金
は
必
要
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

余
談
で
す
が
、
こ
う
し
た
文
化
が

残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
大
野
に
限
り

ま
せ
ん
。
辺
境
の
地
を
歩
い
て
い
る

と
、
突
然
お
訪
ね
し
た
家
で
お
昼
ご

は
ん
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
り
、
お

菓
子
を
い
た
だ
い
た
り
と
い
う
シ
ー

ン
に
遭
遇
し
ま
す
。
ふ
る
ま
い
の
文

化
は
辺
境
の
地
に
は
頑
固
に
残
っ
て

い
る
。
け
れ
ど
も
そ
ん
な
文
化
を
担

う
高
齢
者
が
減
っ
て
い
く
こ
と
で
、

文
化
も
と
も
に
消
え
て
い
き
ま
す
。

　　
◎
「
ふ
る
ま
い
の
文
化
」
を

生
か
す
た
め
に
も
、
バ
ス

の
一
部
路
線
の
再
開
を

　　

移
動
販
売
車
に
買
い
物
に
来
る
人

だ
け
を
ル
ポ
し
て
い
る
と
、
共
助
が

機
能
し
て
い
て
何
の
心
配
も
な
い
よ

う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
現
実
は

そ
れ
ほ
ど
楽
観
で
き
る
状
態
で
は
な

い
。
本
当
に
困
っ
て
い
る
人
は
、
家

に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
あ
ま
り
外
出
し

な
い
か
ら
で
す
。

　

こ
の
日
は
雨
模
様
だ
っ
た
た
め
も

あ
り
、
買
い
物
に
来
た
方
は
25
人
。

だ
い
た
い
30
人
く
ら
い
の
方
が
利
用

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
買
い

物
に
来
な
い
方
が
ど
ん
な
暮
ら
し
を

し
て
い
る
の
か
は
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
セ
ブ
ン
‐
イ
レ
ブ
ン
便
も
、

雨
の
日
と
雪
の
日
は
休
み
で
す
。

　　

大
野
地
区
の
バ
ス
が
運
休
し
た
の

は
３
年
前
。
ち
ょ
う
ど
コ
ロ
ナ
の
と

き
で
す
。
運
休
に
よ
っ
て
、
誰
が
ど

の
程
度
困
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は

個
別
に
調
査
し
て
み
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
本
当
に
困
っ
て
い
る
人
は
声

を
上
げ
な
い
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

今
回
の
取
材
で
、
一
人
だ
け
困
っ

て
い
る
方
と
出
会
い
ま
し
た
。
現
在

88
歳
の
女
性
で
、
販
売
車
ま
で
来
ら

れ
て
も
買
い
物
は
し
ま
せ
ん
。「
お
買

い
物
は
し
な
い
の
で
す
か
」
と
お
聞

き
す
る
と
、「
隣
に
住
ん
で
い
る
人
と

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
車
で
い
ろ
ん
な
と
こ

ろ
に
行
っ
て
る
か
ら
」
と
の
こ
と
で

す
。

　

隣
人
は
都
会
か
ら
大
野
に
移
住
し

て
き
た
ご
夫
婦
で
、
ご
主
人
が
病
気

に
な
り
、
奥
さ
ん
が
外
出
す
る
と
き

に
い
つ
も
誘
わ
れ
て
一
緒
に
行
く
の

だ
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
セ
ブ
ン
‐
イ

レ
ブ
ン
で
買
い
物
す
る
も
の
は
な
く
、

散
歩
し
て
い
た
ら
販
売
車
が
止
ま
っ

て
い
た
の
で
、
寄
っ
て
み
た
だ
け
と

の
こ
と
。

　
「
私
は
一
日
中
、
歩
い
て
過
ご
し

て
い
る
の
で
、
今
も
散
歩
し
て
い
る

と
こ
ろ
。
前
は
週
３
回
、
小
川
町
の

ス
ー
パ
ー
で
や
っ
て
い
る
体
操
教
室

に
通
っ
て
い
た
の
。
バ
ス
が
運
休
し

て
通
え
な
く
な
っ
た
。
と
て
も
残
念

で
す
」

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
と
き
が
わ

町　

大
野
地
区　

バ
ス
」
で
検
索
す

る
と
、
ト
ッ
プ
に
、
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ｉ

Ｍ
Ｅ
の
「
埼
玉
県
比
企
郡
と
き
が
わ

やすらぎの家で販売されているみんな
で仕込んだ「ときがわ手作り味噌」



T  ●  O  ●  K  ●  I  ●  G  ● A  ●  W  ●  A  ●  K  ●  I  ●  M  ●  A  ●  G  ●  U  ●  R ●  E （ 10 )

町
大
野
の
バ
ス
停
一
覧　

バ
ス
時
刻

表
」
と
い
う
サ
イ
ト
が
出
て
き
ま
す
。

サ
イ
ト
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
バ
ス

停
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

　

実
際
は
運
休
し
て
い
る
の
に
、ネ
ッ

ト
上
で
は
、
ま
だ
運
行
し
て
い
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
と
き
が

わ
町
役
場
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る

と
「
運
休
」
と
な
っ
て
い
て
、
理
由

は
「
運
転
士
不
足
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
大
野
地
区
の
最

寄
り
の
バ
ス
停
車
場
は
、
せ
せ
ら
ぎ

バ
ス
セ
ン
タ
ー
に
近
い
「
第
二
庁
舎
」

で
す
。
で
も
同
じ
バ
ス
停
か
ら
（
乗

り
換
え
は
あ
る
も
の
の
）
小
川
町
方

面
に
行
く
バ
ス
が
出
て
い
る
ん
で
す

ね
。
そ
れ
を
少
し
迂
回
さ
せ
て
建
具

会
館
と
か
大
野
特
産
物
販
売
所
あ
た

り
ま
で
来
て
も
ら
え
ば
、
新
た
に
運

転
士
さ
ん
を
探
さ
な
く
て
も
、
バ
ス

は
再
開
で
き
ま
す
。
特
産
物
販
売
所

ま
で
約
６
・７
キ
ロ
。
車
だ
と
８
分
で

す
。
大
野
の
全
線
は
無
理
に
し
て
も
、

ち
ょ
っ
と
寄
り
道
し
て
も
ら
う
の
は

大
し
た
負
担
で
は
な
い
と
考
え
る
の

で
す
が
。「
一
部
再
開
と
か
い
っ
て
再

開
し
て
く
れ
な
い
か
な
」。
免
許
返
納

し
た
人
は
そ
ん
な
ふ
う
に
期
待
し
て

い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
は
、
電
話
で

予
約
、
ス
マ
ホ
で
予
約
と
い
う
ハ
ー

ド
ル
が
あ
る
。
耳
が
遠
か
っ
た
り
ス

マ
ホ
の
操
作
が
苦
手
な
高
齢
者
は
多

い
。
少
な
く
と
も
記
者
が
回
っ
た
限

り
で
は
、
使
っ
て
い
る
と
い
う
声
は

聞
こ
え
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

大
野
地
区
に
は
、
現
在
、
ロ
ー
ド

バ
イ
ク
を
趣
味
と
す
る
人
た
ち
が
集

ま
っ
て
い
ま
す
。
土
日
と
も
な
れ
ば
、

山
道
を
自
転
車
が
列
を
な
し
て
走
っ

て
い
ま
す
し
、
車
で
来
る
人
も
多
い
。

キ
ャ
ン
プ
場
や
コ
モ
リ
バ
も
で
き
て
、

若
い
人
た
ち
の
移
住
も
増
え
て
い
ま

す
。
こ
の
流
れ
は
大
野
の
住
み
や
す

さ
、「
ふ
る
ま
う
文
化
」
が
醸
し
出
す

効
力
の
た
ま
も
の
で
す
。

　

大
野
の
人
た
ち
に
根
付
い
た
「
ふ

る
ま
う
文
化
」
を
生
か
す
た
め
に
も
、

バ
ス
の
一
部
路
線
を
再
開
さ
せ
て（
そ

れ
が
焼
け
石
に
水
で
あ
っ
て
も
）、
新

た
な
移
住
者
が
暮
ら
し
や
す
い
よ
う

く
ふ
う
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
や
み

ま
せ
ん
。　

（
文
責
＆
©
西
田
み
ど
り
）

　大盛況 !!
ときがわきまぐれ  かわら版」
創刊記念プレゼント抽選会

特賞は中学一年生に !!
　ガラガラポン !!
　ガラポンのハンドルをぐるりと回すと、カランと出ました。特賞の赤玉 10万円相当の厳選の宿の宿泊カタログです。引き当てたのは、お父
さんと一緒に来場した中学一年生。Ⅴサインで記念撮影しました。電動アシスト自転車２台は 50代の女性の方に、子ども用自転車２台は小学
生のお兄ちゃんにと、どの賞品も相性ピッタリの方の手に渡りました。空くじなしで、５等賞は地元の有限会社サラダ館田中屋さんの袋入りギ
フトです。
　10月 28日（土）、29日（日）の２日間にわたって、せせらぎホールで行われた「きまぐれときがわ　かわら版」創刊記念のプレゼント抽選
会は、大盛況のうちに幕を閉じました。
　初日に、おっかなびっくりで会場に来られた方たちが、「楽しいよ」とＳＮＳで発信したためか、小中高生から年配の方まで、幅広い年齢層
の方が、「ガラガラポン！」を楽しみました。
　楽しみ方はいろいろ。散歩がてら来てくれたのは 90歳と 86歳のなかよし２人組です。「あたし、90歳なのよ。今日は歩いてきたの」と健脚
ぶりをアピール。スタスタと写真展示コーナーに行って周囲の人たちに「懐かしいわね。私、絵をやってるの。この間はコスモスと柿を写生し
たの」なんて話をしています。
　展示写真は、戦後、埼玉新聞で報道されたもので、県立文書館からのご提供です。食事風景や神社のお祭り、野球大会やバス旅行など懐かし
いスナップ。「あのころのバスは小回りが利かなくて、よくぶつかりそうになったもんだ」「揺れたしね」などと話が弾みます。
　お元気だなあと感心していると、一緒に来た 86歳の友達が「あの人はちょっと忘れっぽいのよ。だからいつも一緒にいるようにしているの」
と、教えてくれました。言葉もはっきりしているし応答も確かな
のですが、物忘れしやすいのだそうです。
　「とき庵まで二人でおそばを食べに行くのが楽しみ。結構遠い
けど、ちゃんと歩いて帰ってくるのよ」
　とき庵は西平にある全粒粉そばのお店です。一人だと「徘徊」
と言われそうですが、寄り添ってくれる人がいれば「散歩」です。
二人の周りに知り合いが集まってきて、しばしサロンのような雰
囲気になりました。
　大型テレビが当たった女性は「これはご褒美の先渡しだと思う
わ。これから何かありそう」と、やや哲学的な感想を漏らしてい
ました。
　小さなドラマがいっぱいありました。これからも、かわら版を
愛読してください !!

抽選会会場のせせらぎホール
「おめでとう」ガラポン当選、家族連れも続々

会場風景。テーブルの上にはいろんな賞品が並んでいる
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トナ田
イナカ

舎イ
 ®

通信
　　　　　――創刊号圧縮版――

ときがわ町の公共交通問題
◎
過
疎
指
定
自
治
体 

全
国
で
８
８
５

―
―
令
和
３
年
、
と
き
が
わ
町
が
過
疎
指
定
！

　

過
疎
地
域
の
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
？　

２
０
２
２
年
３
月
21
日
の
読

売
新
聞
オ
ン
ラ
イ
ン
記
事
に
よ
る
と
、
２
０
２
０
年
の
国
勢
調
査
結
果
を
踏
ま

え
、
新
た
に
27
道
府
県
の
計
65
市
町
村
が
追
加
さ
れ
、
指
定
自
治
体
が
８
８
５

市
町
村
に
な
っ
た
と
い
う
。
埼
玉
県
に
も
７
市
町
村
が
指
定
さ
れ
た
。
そ
の
中

の
一
つ
が
、
と
き
が
わ
町
で
あ
る
。

　
『
埼
玉
県
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
方
針
（
令
和
３
年
度
～
令
和
７
年
度
）』
が

埼
玉
県
か
ら
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
一
部
を
引
用
す
る
。

　
　
　

＊

…
…
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
３
年
法

律
第 

19
号
）（
以
下
「
過
疎
法
」
と
い
う
。）
第
７
条
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る

も
の
で
、
過
疎
地
域
の
市
町
村
が
策
定
す
る
市
町
村
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計

画
及
び
埼
玉
県
が
策
定
す
る
埼
玉
県
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
の
指
針
と
な

る
も
の
で
あ
る
。
本
方
針
の
対
象
期
間
及
び
対
象
地
域
は
、
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

　
　
　

＊

　

過
疎
地
域
に
指
定
さ
れ
た
の
は
、
秩
父
市
（
旧
吉
田
町
、
旧
荒
川
村
及
び
旧

大
滝
村
の
区
域
）、
小
鹿
野
町
、
神
川
町
（
旧
神
泉
村
の
区
域
）、
東
秩
父
村
、

皆
野
町
、
長
瀞
町
、
と
き
が
わ
町
の
７
市
町
村
で
あ
る
（
以
下
の
参
照
地
図
・

表
は
、
埼
玉
県
公
表
資
料
か
ら
の
引
用
）。

◎路線バス運休後は乗合タクシー

　令和 5 年 4 月 1 日、ときがわ町路線バスは、次のように縮小さ
れた。

　運行路線は実質４ルート――大野地区へのバス路線は運休　と
きがわ町の路線バス路線は、「せせらぎバスセンター」を起点に、
①東武東上線武蔵嵐山駅：明覚駅経由ルート、②東武東上線武蔵
嵐山駅：十王堂前経由ルート、③ＪＲ八高線越生駅ルート、④東
武東上線小川町駅経由、日赤病院前――の４つの路線があり、そ
れぞれ１時間ほどの間隔で運行されている。
　なお、路線バスが運休になった山の斜面が都
幾川の谷に迫る、険しい地形の町の西域（西平、
椚平、大野等）には、町民の約２割が暮らして
いる。その代わり、このエリアの足のため、乗
合タクシーがきめ細かく対応している。たとえ
ば、山上の慈光寺の先、霊山院までタクシー停
留所がある。

◎山奥へのバス路線は確保され
た過疎指定、東秩父村の例

　ときがわ町の事情とそのまま比較はできない
が、大野地区の北側の堂平山や笠山という山間
で接する東秩父村には、堂平山への登山入り口
となる白石車庫などの奥深いエリアがある。大
野地区の北側の山の向こう側の谷である。東秩

父村は、ときがわ町よりはるかに人口密度が低く、ほとんどが山
間で、人口はわずか 2000 人ほどだ。
　この村の皆谷地区は、ときがわ町が路線バスを切り捨てた大野
地区とよく似ている。山に挟まれ谷の狭間に川の流れと道路が走
り、かすかに人の住居がある。
　そんな山深い東秩父村だが、バス路線の見直しによって採算面
を改善しつつも、山間の奥までの生活の足としての路線バスは確
保している。
　なお、東秩父村では、道の駅、和紙の里を路線バスの起点ハブ
としているところは、ときがわ町がせせらぎバスセンターをハブ
としている構造と同じである。違いは、まだデマンドタクシーを
東秩父村は導入していない。
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◎地方公共交通確保維持のためのポイント

①自家用有償旅客運送制度
　平成 18 年に、自家用有償旅客運送制度が創設された。バス・
タクシー事業が稼働しない場合は、例外的に自家用車を用いた有
償での運送ができる。これには、自治体が実施する場合と NPO
などが実施する場合がある。事業制ではなく登録制である。
②要介護者、身体障害者のための福祉有償運送制度
　タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者
等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に認められ、
NPO 法人や社会福祉法人などが、実費の範囲
内（営利とは認められない範囲）の対価により、
乗車定員 10 人以下の自家用自動車を使用し
て当該法人等の会員に対して行う個別の輸送
サービスである（埼玉県広報資料から）
③ライドシェアの取り組み
　専用の貸切車両を運転する運転手と乗客を
マッチングさせるサービスである。いわゆる
白タクを合法化したものとなる。兵庫県養父
市ではライドシェアサービス「やぶくる」を
導入して 5 年半がたった。鳥取県でも「鳥取
型ライド・シェア」が検討されている。
④カーシェアリング
　都市部で普及しているカーシェアリングの
方法を、過疎地域である大野・椚平・西平の
住民で活用する方法がある。が、これらは住
民による互助・ボランティアによる運送への
取り組みを重要視するコンセサスが重要だ。

◎飯能市での自家用有償旅客運送の事例紹介

　ときがわ町の過疎事情によく似ている、飯能市（過疎指定はさ
れていない）の東吾野と吾野地区には、西武線の駅はあっても路
線バスがなく、足に困った住民によってずっと対策が講じられて
きた結果、「NPO 法人奥武蔵野グリーンリゾート」により、自家
用有償旅客運送による有償運送のシステムが稼働している。
　そこには、涙ぐましい住民の取り組みがあったのではなかろう
か。その事例として、国土交通省が公開している資料を引用する。
住民の願いが、住民の手で実現していることが伺える。

◎富山市「おでかけ定期券」
　――1 億円以上の医療費削減効果

　国土交通省の資料に、富山市が実施した「おでかけ定期券」と
いう公共交通の割引制度がある。市が交通事業者と連携し、65 歳
以上の高齢者を対象に市内各地から中心市街地へ出かける際に、
公共交通利用料金を往復とも１回 100 円に設定した。
　富山市の総人口は、40 万人以上で、高齢者の４分の１ほどが
定期券を保持し、内１日平均 2800 人ほどが利用しているという。
　その結果、どんなメリットが生れたか、これがちょっと驚くほ
どすごい。
　富山市の試算だが、年間１億 1200 万円の医療費の削減につな
がるという。
　なぜか？
　おでかけ定期券を高齢者が利用するということは、利用すると
平均歩数が１日約 2000 歩ほど増えて、それが病気になりにくい
結果となっているからだろうというのだ。
　バスでも電車でも、100 円で乗れるというのは、高齢者にも活
動への動機となる心理的な作用が大きいことの証左である。
　ときがわ町の路線バスの面倒くさいゾーン運賃は、改めるべき
ではないか。そもそも、220 円という半端な金額。これだけで、
乗る意欲が減退する。そういう心理的な問題を疎かにしたら、町
の活性化が錆びる。

◎ときがわ町近隣の病院・医院一覧

♥ 新井眼科クリニック / ☎ 0493-74-1711/ 〒 355-0328 小川町大塚 907-1
♥ 飯塚整形外科医院 / ☎ 0493-72-3308/ 〒 355-0328 小川町大塚 86
♥ いわほりクリニック（泌尿器科）/ ☎ 0493-71-6601/ 〒 355-0312 小川町上横田 899-2
♥ 内田医院（内科）/ ☎ 0493-72-0516/ 〒 355-0328 小川町大字大塚 149-3
♥ 大野クリニック（リウマチ科・アレルギー科）/ ☎ 0493-74-1868/ 〒 355-0321 小川町小川 491
♥ 小川赤十字病院（総合）/ ☎ 0493-72-2333/ 〒 355-0321 小川町大字小川 1525
♥ 小川病院（総合）/ ☎ 0493-73-2750/ 〒 355-0317 小川町原川 205
♥ 木下医院（糖尿病内科）/ ☎ 0493-72-0375/ 〒 355-0328 小川町大塚 660
♥ 高野医院（内科）/ ☎ 0493-72-0045/ 〒 355-0328 小川町大字大塚 103
♥ 小林内科医院（腎臓内科）/ ☎ 0493-81-3902/ 〒 355-0328 小川町大塚 930-1
♥ さくら整形外科クリニック / ☎ 0493-71-6411/ 〒 335-0315 小川町みどりが丘 2-10-4
♥ さつき内科クリニック / ☎ 0493-71-6050/ 〒 355-0321 小川町小川 471-1
♥ 真田医院（循環器科）/ ☎ 0493-72-8020/ 〒 335-0315 小川町みどりが丘 2-2-2
♥ 耳鼻咽喉科野崎医院 / ☎ 0493-72-0389/ 〒 355-0328 小川町大塚 1149-1
♥ 鈴木医院（皮フ科）/ ☎ 0493-72-1215/ 〒 355-0327 小川町腰塚 1194-3
♥ 瀬川病院（外科・神経内科）/ ☎ 0493-72-0328/ 〒 355-0328 小川町大塚 30-1
♥ 田口医院（耳鼻咽喉科）/ ☎ 0493-72-1036/ 〒 355-0321 小川町小川 88-1
♥ 田中眼科医院 / ☎ 0493-72-0304/ 〒 355-0328 小川町大塚 1180-1
♥ 中村産婦人科 / ☎ 0493-72-0373/ 〒 355-0328 小川町大字大塚 1176-1
♥ 野崎医院（外科・内科・人間ドック）/ ☎ 0493-72-0101/ 〒 355-0324 小川町青山 1439
♥ パークヒルクリニック（内科・アレルギー科）/ ☎ 0493-74-4125/ 〒 355-0322 小川町東小

川 3-9-1
♥ 原医院（内科）/ ☎ 0493-72-0362/ 〒 355-0328 小川町大字大塚 86
♥ みやざきクリニック（産婦人科、小児科）/ ☎ 0493-72-2233/ 〒 355-0328 小川町大字大塚

285
♥ 柳澤医院（胃腸科、肝臓内科）/ ☎ 0493-72-0024/ 〒 355-0328 小川町大塚 21-7
♥ 清水小児科アレルギークリニック / ☎ 0493-61-2431/ 〒 355-0221 嵐山町大字菅谷 512-1
♥ 野崎クリニック（胃腸科・肛門科）/ ☎ 0493-61-1810/ 〒 355-0227 嵐山町千手堂 693
♥ 渡辺産婦人科（漢方内科・小児科）/ ☎ 0493-62-5885/ 〒 355-0221 嵐山町菅谷 249-98
♥ 鳩山第一クリニック（内科・小児科）/ ☎ 049-296-6800/ 〒 350-0313 鳩山町松ケ丘 3-7-2
♥ 福島内科（循環器内科・小児科）/ ☎ 049-298-0600/ 〒 350-0314 鳩山町楓ヶ丘 4-17-8
♥ 麻見江ホスピタル（精神科・齒科）/ ☎ 049-296-1155/ 〒 350-0302 鳩山町大橋 1066
♥ 木乃里クリニック（内科・在宅診療）/ ☎ 0493-66-0770/ 〒 355-0355 ときがわ町馬場 50-1
♥ こだま医院（内科）/ ☎ 0493-65-0147/ 〒 355-0361 ときがわ町桃木 186
♥ たまがわクリニック（内科）/ ☎ 0493-66-0128/ 〒 355-0343 ときがわ町五明 1267-1
♥ 南部内科医院（内科）/ ☎ 0493-67-0438/ 〒 355-0364 ときがわ町大字西平 643 の 1
♥ 秡川医院（消化器科・循環器科・呼吸器科）/ ☎ 0493-65-0043/ 〒 355-0354 ときがわ町番

匠 295
――入間郡の総合病院 
♠ 越生メディカルクリニック（総合）/ ☎ 049–277–1119/ 〒 350-0411 入間郡越生町黒岩

199–1
♠ 埼玉医科大学病院（総合）/ ☎ 049-276-1111/ 〒 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷 38
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