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車
の
形
や
大
き
さ
な
ど
も
町
内
に
よ
り
異
な

り
ま
す
。

　
今
回
は
お
隣
、
日
高
市
の
お
祭
り
に
注
目

し
て
み
ま
し
た
。

　
飯
能
市
に
お
住
ま
い
の
方
は
『
お
祭
り
』

と
言
う
と
、
活
気
で
溢
れ
か
え
る
十
一
月
の

「
飯
能
ま
つ
り
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
方
が

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
実
は
日
高
市
に
も
お
祭
り
が
あ
り
六
つ
の

囃
子
保
存
会
が
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
で
す
が
、
飯
能
市
の
よ
う
な
統
一
祭
り
が

な
く
、
各
町
内
の
神
社
の
祭
礼
、
市
民
祭
へ

の
参
加
、
施
設
へ
の
慰
問
な
ど
発
表
の
場
が

限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
取
材
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
の
は
飯
能
青

年
会
議
所
の
O
B
で
も
あ
り
日
高
市
上
鹿
山

囃
子
連
の
加か

藤と
う

聡さ
と
し

さ
ん
、
日
高
市
原
宿
は
や

し
連
会
長
の
甘か

ん

蔗し
ゃ

裕ひ
ろ

貴た
か

さ
ん
で
す
。

日
高
市
の
お
祭
り
と
は
？

加
　
藤

　
日
高
市
の
お
祭
り
は
川
越
や
所
沢
、
飯
能

と
伝
承
さ
れ
た
地
域
が
違
う
こ
と
も
あ
り
演

奏
さ
れ
る
お
囃
子
の
流
派
も
王お

う
ぞ
う
り
ゅ
う

蔵
流
、
小お

田だ

原わ
ら
囃ば

や
子し

若わ
か
狭さ

流り
ゅ
う

、
高
萩
ば
や
し
と
町
内
に
よ

っ
て
違
う
演
奏
を
す
る
の
が
特
徴
で
す
。
山

　
た
だ
こ
の
辺
り
西
部
地
区
の
お
祭
り
な
の

で
、
お
面
や
踊
り
な
ど
は
飯
能
ま
つ
り
に
出

て
く
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。

甘
　
蔗

　
も
と
も
と
日
高
市
に
は
飯
能
市
の
よ
う
な

宿
場
街
や
商
店
街
が
な
く
、
高
麗
、
高
麗
川
、

高
萩
と
三
つ
の
村
が
一
つ
に
な
っ
た
場
所
な

の
で
、
分
断
的
で
中
心
と
な
る
場
所
が
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
全
六
町
内
の
統
一
祭
り

が
な
く
、
お
囃
子
を
や
っ
て
る
私
達
か
ら
し

て
も
日
高
市
は
ま
だ
ま
だ
お
祭
り
の
文
化
が

浅
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。

加
　
藤

　
確
か
に
、
日
高
市
に
は
お
囃
子
の
イ
メ
ー

ジ
は
あ
ま
り
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

野
々
宮
や
高
麗
神
社
の
獅
子
舞
の
方
が
有
名

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

飯
能
の
囃
子
連
と
の
繋
が
り
は
？

甘
　
蔗

　
原
宿
の
お
囃
子
は
全
て
飯
能
の
前
田
囃
子

保
存
会
さ
ん
か
ら
伝
承
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
平
成
九
年
に
原
宿
は
や
し
連
に
お
囃

子
を
教
え
に
来
て
く
れ
た
の
が
キ
ッ
カ
ケ
で

す
。

　
そ
の
後
も
飯
能
ま
つ
り
の
時
は
前
田
さ
ん

で
参
加
し
た
り
、
逆
に
原
宿
の
お
祭
り
に
は

前
田
さ
ん
に
出
て
い
た
だ
い
た
り
と
今
で
も

交
流
は
続
い
て
い
ま
す
。

今
後
、
日
高
市
の
お
祭
り
が
よ
り
認
知
さ

れ
る
に
は
？

加
　
藤

　
実
は
、
昨
年
コ
ロ
ナ
で
開
催
出
来
な
か
っ

た
ん
で
す
が
、
日
高
市
市
政
三
十
周
年
に
向

け
統
一
祭
り
を
開
催
し
た
い
と
い
う
夢
を
掲

げ
て
日
高
祭
囃
子
連
合
会
を
発
足
し
た
ん
で

す
。

　
連
合
会
誕
生
の
キ
ッ
カ
ケ
は
僕
が
飯
能
青

年
会
議
所
に
い
た
時
に
、「
記
事
は
賛
否
あ

っ
た
ほ
う
が
面
白
い
か
ら
、
あ
た
か
も
あ
っ

た
か
の
よ
う
な
地
域
の
未
来
予
想
図
を
書
こ

う
。」
っ
て
話
に
な
り
ま
し
た
。
も
と
も
と

僕
は
お
祭
り
が
大
好
き
だ
っ
た
の
で
、
高
麗

川
駅
前
に
日
高
市
全
て
の
山
車
が
集
ま
り
盛

大
に
日
高
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
と
い

う
記
事
を
書
い
た
ん
で
す
よ
。
案
の
定
す
ご

く
叩
か
れ
た
ん
だ
け
ど
…
（
笑
）

　
そ
の
後
、
巾
着
田
で
開
催
さ
れ
る
菜
の
花

ま
つ
り
（
現
：
巾
着
田
春
ま
つ
り
）
で
「
日

高
ま
つ
り
を
や
っ
て
み
れ
ば
？
」
と
声
を
か

け
て
も
ら
い
、
そ
の
一
言
で
動
き
始
め
て
全

日
高
市
の
お
祭
り
！

六
町
内
の
う
ち
、
四
町
内
が
合
同
で
お
囃
子

を
披
露
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
日
高
市
も
飯

能
ま
つ
り
の
よ
う
な
統
一
祭
り
を
や
ろ
う
と

声
を
か
け
、
行
政
と
話
し
合
い
、
市
長
に
も

会
い
に
行
き
気
持
ち
を
伝
え
ま
し
た
。

　
そ
し
て
令
和
に
変
わ
っ
た
日
、
高
麗
川
駅

前
で
日
高
市
内
全
六
町
内
の
囃
子
連
が
集
ま

り
、
居
囃
子
を
披
露
す
る
事
が
で
き
た
ん
で

す
。山
車
は
揃
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
当
時「
は

ん
な
ー
ら
」
で
書
い
た
こ
と
が
実
現
し
た
瞬

間
で
し
た
。
そ
し
て
十
二
月
に
連
合
会
が
発

足
し
ま
し
た
。

連
合
会
設
立
に
当
た
り
苦
労
し
た
こ
と

は
？

甘
　
蔗

　
囃
子
連
の
組
織
の
大
き
さ
、
金
銭
状
況
や

温
度
差
な
ど
も
違
う
の
で
、
ま
ず
は
皆
が
同

じ
方
向
を
向
く
こ
と
が
大
変
で
し
た
。
連
合

会
な
の
で
六
町
内
の
囃
子
連
が
平
等
で
あ
る

こ
と
が
大
事
で
、
純
粋
に
日
高
市
内
で
お
囃

子
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
共
通
認
識
の
も
と

ス
タ
ー
ト
す
る
の
だ
か
ら
、
上
の
組
織
で
な

く
横
並
び
の
位
置
付
け
で
各
囃
子
連
の
課
題

を
解
決
で
き
る
よ
う
な
ツ
ー
ル
に
な
れ
ば
良

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

甘
　
蔗

　
連
合
会
は
発
足
し
た
け
れ
ど
、
コ
ロ
ナ
の

影
響
で
ま
だ
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
の

で
、
ま
ず
一
つ
形
に
し
て
一
町
内
だ
と
大
変

な
こ
と
が
連
合
会
だ
と
こ
ん
な
に
大
き
な
こ

と
が
で
き
る
ん
だ
、
注
目
を
浴
び
る
こ
と
が

で
き
る
ん
だ
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
早
く
感
じ

て
も
ら
え
れ
ば
、
み
ん
な
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
も
も
っ
と
上
が
り
、
市
民
へ
の
認
知
力
も

上
が
る
と
今
後
の
可
能
性
に
期
待
し
て
い
ま

す
。

統
一
祭
り
の
実
現
と
地
域
の
未
来
に
つ
い
て

加
　
藤

　
良
い
意
味
で
近
く
に
飯
能
ま
つ
り
と
言
う

大
き
な
目
標
が
あ
る
。

　
郷
土
芸
能
は
し
っ
か
り
次
の
世
代
に
残
し

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
統
一
祭
り
が

開
催
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の

人
に
日
高
市
の
お
祭
り
を
認
知
し
て
も
ら
い
、

お
祭
り
を
通
じ
て
地
域
コ
ミ
ニ
テ
ィ
ー
が
発

展
し
て
い
け
ば
郷
土
愛
が
育
ま
れ
る
。

　
お
祭
り
の
発
展
＝
ま
ち
の
発
展
だ
と
思
い

ま
す
。
お
祭
り
で
ま
ち
は
一
つ
に
な
る
。

　
ま
だ
ま
だ
発
展
の
途
中
段
階
で
す
ね
。

　
飯
能
市
、
日
高
市
、
共
に
お
祭
り
と
い
う

郷
土
芸
能
に
よ
り
、
お
互
い
が
切
磋
琢
磨
し
、

ま
ち
が
明
る
い
未
来
に
向
け
発
展
し
て
い
く

こ
と
に
期
待
し
ま
す
。
ま
ず
は
高
麗
川
駅
前

に
六
町
内
全
て
の
山
車
が
集
ま
り
盛
大
に

日
高
ま
つ
り
が

開
催
さ
れ
る
日

が
訪
れ
る
こ
と
、

楽
し
み
で
仕
方

あ
り
ま
せ
ん
。

　
本
日
は
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

高
萩
の
四
ツ
車
屋
台
型
山
車

インタビューに体現しながら答えてく
れる加藤さんと微笑む甘蔗さん。

原
宿
の
底
抜
け
風
屋
台
型
山
車

四
本
木
の
四
ツ
車
屋
台
型
山
車

武
蔵
台
の
屋
台
型
山
車

上
鹿
山
の
四
ツ
車
屋
台
型
山
車

（
大
正
14
年
に
飯
能
市
宮
本
町

よ
り
譲
渡
）

高
麓
川
の
四
ツ
車
南
高
麓
型
山
車

（
昭
和
30
年
に
青
梅
市
北
小
曽
木

よ
り
譲
渡
）

連
合
会
と
し
て
今
後
の
目
標
は
？

加
　
藤

　
ま
ず
は
飯
能
ま
つ
り
の
よ
う
な
日
高
市
全

体
の
統
一
祭
り
を
必
ず
開
催
す
る
こ
と
。

　
ま
た
、
お
囃
子
の
土
台
を
積
み
上
げ
、
発

表
会
や
交
流
会
、
市
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
も

積
極
的
に
参
加
し
日
高
市
の
お
祭
り
の
認
知

度
も
あ
げ
て
い
き
た
い
で
す
。

→

→

→

→

→

→

㈲
カ
ト
ウ
企
画

住
ま
い
の
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー

TEL042̶971̶9711

東飯能駅
東口
徒歩１分

土地・建物

売　買
アパート・マンション

賃　貸

株式会社ブラウズ

文化新聞

株
式

会
社

椿
本
チ
エ
イ
ン

飯
能
市
新
光
20

１
１
３
１
㈹

973

☎(972)5191

惣菜・お弁当

　

九
七
四
―
三
二
〇
〇　

（
中
央
商
事
株
式
会
社
）

通
夜
・
告
別
式
無
料
式
場

http://technasia.net/

日高祭囃子連合会さんのホームページです

連合会発足前、準備実行委員会として飯能まつりでもお囃子を披露

高麗川駅前で初の全6町内合同での居囃子を披露
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飯
能
市
上
直
竹
下
分
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島
田
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
業
株
式
会
社

日
本
産
業
規
格
認
証
取
得
工
場

各
種
宴
会
・
法
事
、ご
予
約
承
り
ま
す
。飯能市新町４－４

ＴＥＬ：０４２－９７１－６１２９
http://danran-hanno.jimdo.com/

。

TODAY QUALITY TOM
ORROW

 W
ORK.

小
さ
い
け
れ
ど
、い
い
仕
事
を
す
る
工
務
店

飯
能
市
南
町
二
‐
二　

　

九
七
四
‐
四
一
六
六

監
査
・
税
務
・
会
計
指
導

吉
島
会
計
事
務
所

飯能市東町19-9
042（972）5058
www.akaimon.jp

私達は、
人を育てることで

明るい未来を創造します。

赤門塾株式会社

〒357-0037 埼玉県飯能市稲荷町23-23

TEL（042）973-2311（代）

 ホームページ
http://www.seikaen-tonbotei.jp/

☎
９
７
３‐

３
７
３
８

飯
能
市
南
町
13‐

１

飯
能
清
掃
セ
ン
タ
ー

有
限
会
社

不
用
品
回
収
、ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

　
桜
が
終
わ
り
を
迎
え
た
年
度
末
の
こ
と
、“
東
吾
野
女
性
林
研
と
き
め
木
（
以
下
、
と
き
め
木
）”

の
皆
さ
ん
が
レ
ス
ト
ラ
ン
た
い
ら
栗
園
の
ス
タ
ッ
フ
へ
、
蒸
し
饅
頭
の
作
り
方
を
教
え
て
い
ま
し
た
。「
私
た

ち
も
最
初
は
素
人
だ
っ
た
の
よ
」
と
言
い
な
が
ら
指
導
し
て
下
さ
っ
た
の
は
栗く
り

原ば
ら

慶け
い

子こ

さ
ん
。
彼
女
は
平
成

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
３０
年
以
上
、
東
吾
野
に
て
林
業
の
新
た
な
魅
力
を
発
信
し
て
い
る
と
き
め
木
の
会
長

で
す
。
林
業
に
お
け
る
女
性
の
地
位
向
上
、
男
女
共
同
参
画
の
推
進
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
り
、
こ
う
し
た
功

績
が
評
価
さ
れ
、
２
０
１
３
年
に
農
林
水
産
祭
林
産
部
門
で
天
皇
杯
を
、
そ
し
て
２
０
２
１
年
に
第
１４
回
※
本

多
静
六
賞
を
受
賞
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
、
ど
ち
ら
の
賞
も
女
性
で
は
初
の
受
賞
で
す
。
小
豆
を
茹
で
な

が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
に
つ
い
て
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

昭
和
後
期
︱
林
業
は
専
業
か
ら
兼
業
に
、
そ
し
て
女
性
が
家
か
ら
外
へ

　
飯
能
市
東
吾
野
は
、
江
戸
時
代
か
ら
杉
や
檜
の
産
地
と
し
て
、
木
材
を
筏
で
江
戸
ま
で
運
ん
で
い
た
地
域

で
す
。
し
か
し
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
林
業
は
専
業
か
ら
兼
業
が
主
流
と
な
り
、
か
つ
て
山
で
働
い
て
い

た
男
性
た
ち
は
都
市
部
へ
通
勤
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
い
つ
し
か
地
域
の
林
業

の
集
ま
り
に
は
女
性
の
出
席
が
増
え
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。
林
業
と
い
え
ば
男
性
の
仕
事
で
、
女
性
は
家
事

と
育
児
を
す
る
と
決
ま
っ
て
い
た
時
代
が
続

い
て
き
ま
し
た
が
、
女
性
も
林
業
の
こ
と
を
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
が
到
来
し
た
の
で

す
。
そ
し
て
、
当
時
の
東
吾
野
森
林
組
合
長
で

あ
る
井
上
さ
ん
の
「
女
性
に
も
山
の
こ
と
を
学

ん
で
も
ら
い
た
い
、
山
の
話
を
家
庭
の
中
で
も

っ
と
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
き
っ
か
け

に
、
東
吾
野
林
業
夫
人
の
会
（
現
・
東
吾
野
女

性
林
研
と
き
め
木
）
が
昭
和
５９
年
に
発
足
し
ま

し
た
。
初
代
会
長
は
田
島
君
子
さ
ん
。
そ
の
当
時
、

栗
原
さ
ん
は
４０
代
で
、
ま
だ
末
の
子
が
保
育
所

へ
通
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

平
成
︱
と
き
め
木
の
活
動

　
発
足
当
初
は
西
川
林
業
の
歴
史
、
間
伐
や
枝
打
ち
の
講
習
、
材
積
の
出
し
方
な
ど
専
門
的
な
学
習
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
内
容
は
徐
々

に
当
時
の
婦
人
会
メ
ン
バ
ー
が
求
め
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
き
、
間
伐
材
や
端
材
を
使
っ
た
木
工
品
づ
く
り
（
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
や
ま

な
板
、
鍋
敷
な
ど
）、
地
元
の
農
産
物
や
山
菜
を
使
っ
た
料
理
教
室
、
私
有
林
の
見
学
、
他
の
地
域
へ
の
視
察
研
修
な
ど
を
行
う
よ
う
に
な

っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
業
界
を
越
え
て
女
性
同
士
の
交
流
を
深
め
る
た
め
に
飯
能
地
区
生
活
改
善
ク
ラ
ブ
に
加
入
し
、
味
噌
加
工

の
技
術
を
習
得
。
こ
の
時
の
経
験
が
平
成
１０
年
か
ら
現
在
ま
で
続
く
“
手
づ
く
り
味
噌
と
き
め
木
”
の
販
売
へ
繋
が
り
ま
し
た
。
単
な
る

林
業
家
婦
人
の
集
ま
り
で
は
な
く
、
女
性
た
ち
に
よ
る
起
業
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
さ
て
、
平
成
１０
年
か
ら
味
噌
製
造
業
を
行
な
っ
て
い
る
と
き
め
木
で
す
が
、
そ
れ
は
活
動
の
一
部
で
す
。
味
噌
製
造
が
事
業
化
さ
れ
て

か
ら
も
、
木
工
品
づ
く
り
や
杉
の
葉
を
使
っ
た
草
木
染
め
な
ど
山
の
資
源
を
活
か
し
た
も
の
づ
く
り
や
体
験
会
を
開
く
と
、
地
元
だ
け
で

な
く
都
心
部
か
ら
も
多
く
参
加
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
地
元
野
菜
を
使
っ
た
郷
土
料
理
な
ど
で
も
て
な
し
な
が
ら
、
木
材
だ
け
で

は
な
い
木
の
魅
力
や
環
境
保
全
に
果
た
す
林
業
の
役
割
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。
今
回
教
わ
る
蒸
し
饅
頭
も
、
と
き
め
木
が
長
年
作
っ
て
き

た
物
の
一
つ
で
す
。

令
和
︱
変
わ
り
ゆ
く
時
代
と
受
け
継
が
れ
る
技
術 

　
と
き
め
木
で
作
る
饅
頭
は
、
餡
も
手
作
り
で
す
。
餡
は
前
日
に
仕
込
ん
で
お
き
、
翌
日
は
饅
頭
の
皮
・
あ
ん
こ
玉
の
２
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
て
作
業
を
進
め
ま
す
。
お
し
ゃ
べ
り
が
弾
む
一
方
で
熟
練
の
動
き
に
は
無
駄
が
な
く
、
教
わ
る
側
は
メ
モ
を
取
る
に
も
一
苦
労
と
い

っ
た
手
早
さ
で
す
。
手
作
り
の
餡
を
小
さ
く
丸
め
た
あ
ん
こ
玉
を
皮
で
包
み
、
蒸
し
器
へ
入
れ
ま
す
。
外
気
は
ま
だ
少
し
肌
寒
く
、
蒸
し

器
か
ら
上
が
る
湯
気
が
工
房
を
温
め
ま
す
。
湯
気
に
芳
醇
な
香
り
が
混
ざ
り
始
め
た
ら
頃
合
い
で
す
。
朝
９
時
に
始
め
た
作
業
は
昼
前
に

は
片
付
け
ま
で
終
わ
り
、「
お
父
さ
ん
が
待
っ
て
い
る
か
ら
」
と
出
来
上
が
っ
た
ば
か
り
の
饅
頭
を
持
っ
て
足
早
に
帰
る
方
も
。
そ
の
姿
に
、

長
年
と
き
め
木
の
活
動
と
家
の
こ
と
を
両
立
し
て
き
た
歴
史
を
感
じ
ま
し
た
。

　
実
は
栗
原
さ
ん
、
一
時
廃
業
も
考
え
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
近
年
に
な
っ
て
新
た
に
と
き
め
木
に
参
加
し
た
い
と
い
う
若
手
が
現
れ
、
味

噌
作
り
を
教
え
始
め
た
と
こ
ろ
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
今
回
の
蒸
し
饅
頭
作
り
は
、
数
年
前
に
飯
能
へ
移
住
し
て
き
た
廣
田
さ
ん
（
た
い

ら
栗
園
勤
務
）
の
「
教
わ
り
た
い
」
と
い
う
一
言
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。「
長
年
の
技
術
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、
ま
ず
は
私
た
ち
が
習
う
こ
と
か
ら
で
す
」
と
廣
田
さ
ん
。
時
代
の
流
れ
を
し
な
や
か
に
乗
り
こ
な
し
て
き
た
と
き
め
木
。
林

業
と
は
か
く
あ
る
も
の
、
女
性
は
か
く
あ
る
べ
き
と
い
っ
た
固
定
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
メ
ン
バ
ー
と
共
に
歩
み
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
今
、
そ
の
知
識
と
技
術
を
受
け
継
ご
う
と
若
手
女
性
が
行
動
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。
時
代
の
流
れ
を
し
な
や
か
に
乗
り
こ
な
し
て
き

た
と
き
め
木
の
皆
さ
ま
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
同
じ
女
性
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
そ
の
活
動
に
注
目
し
て
い
き
ま
す
。

山
を
嗜たしな
む

※本多静六賞：�森林に関する学術研究や実践活動に尽力し、森林や公園の造成などを通じ、社会に貢献した日本初の
林学博士である本多静六博士の精神を受け継ぐ個人または団体を表彰している

①�各々の作業を進めるべく準備をするとき
め木の皆さん
②栗原慶子さん
③�ときめ木（白い割烹着）とたいら栗園（黒い
エプロンのお２人）の皆さんで記念撮影
④蒸し上がったばかりの饅頭を下ろす

第
二
回
　
東
吾
野
の
林
業
に
お
け
る
女
性
の
活
躍

④ ③

①

②
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　飯能では昔、　飯能では昔、養養
ようよう

蚕蚕
さんさん

業業
ぎょうぎょう

が盛んだったことを知り、ならば自分たちで飼育しようと始が盛んだったことを知り、ならば自分たちで飼育しようと始
めたお蚕。めたお蚕。
　残念ながら 1度目は繭玉が出来ませんでした。しかし、前回は寒さに弱いという　残念ながら 1度目は繭玉が出来ませんでした。しかし、前回は寒さに弱いという
ことを知らず、冬に開始してしまい、今回は少し気温が暖かくなってきた 5月からことを知らず、冬に開始してしまい、今回は少し気温が暖かくなってきた 5月から
開始しました !開始しました !

JCI飯能お蚕繭玉作りました!!　
飯
能
市
内
を
歩
い
て
い
る
と
、
歴

　
飯
能
市
内
を
歩
い
て
い
る
と
、
歴

史
の
あ
る
建
物
の
飲
食
店
を
目
に
す

史
の
あ
る
建
物
の
飲
食
店
を
目
に
す

る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
今
回
は
、
飯
能
市
の
老
舗
割

う
か
。
今
回
は
、
飯
能
市
の
老
舗
割

烹
料
理
店
の
歴
史
を
紹
介
し
ま
す
。

烹
料
理
店
の
歴
史
を
紹
介
し
ま
す
。

島
家
」
の
下
川
高
広
さ
ん
に
話
を
聞

き
ま
し
た
。

　
「
当
時
の
筏
乗
り
達
は
、
江
戸
で

火
事
が
あ
る
と
聞
く
と
、
木
材
を
運

ぶ
た
め
に
急
い
で
飲
食
を
や
め
て
江

戸
に
向
か
っ
て
行
っ
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
他
の
地
方
の
筏
乗
り
達
は
骨

董
品
な
ど
の
物
品
に
お
金
を
使
う
機

会
が
多
か
っ
た
と
聞
き
ま
す
が
、
こ

の
地
域
の
筏
乗
り
は
飲
食
に
お
金
を

使
う
人
が
多
か
っ
た
と
聞
き
ま
す
。」

　
「
四
代
目　
高
島
家
」
の
発
祥
も
、

明
治
時
代
ま
で
遡
り
ま
す
。「
明
治

時
代
に
芸
者
さ
ん
の
置
屋
と
し
て
ス

タ
ー
ト
し
、
現
在
の
よ
う
に
料
亭
と

し
て
営
業
し
始
め
た
の
が
昭
和
初
期

の
頃
で
す
。」
と
下
川
さ
ん
が
語
る

通
り
、
古
く
か
ら
飯
能
の
歴
史
と
と

も
に
歩
ん
で
き
ま
し
た
。
調
べ
て
み

る
と
、
筏
乗
り
達
は
江
戸
へ
材
木

を
運
ん
だ
後
に
陸
路
で
飯
能
へ
戻

り
、
再
び
材
木
を
運
ぶ
ま
で
飲
食
や

芸
事
に
お
金
を
使
っ
て
い
た
よ
う
で

す
。
最
盛
期
に
は
２
０
０
人
を
超
え

る
芸
者
が
飯
能
に
は
居
た
よ
う
で
す

が
、
最
後
の
芸
者
が
座
敷
に
上
が
っ

て
い
た
の
が
こ
こ
高
島
屋
な
の
で
す
。

○
老
舗
飲
食
店
の
新
し
い
形
を

　
下
川
さ
ん
は
、
新
た
な
取
り
組
み

も
始
め
て
い
ま
す
。「
２
階
の
座
敷

　
飯
能
市
仲
町
周
辺
に
は
、

下
川
さ
ん
が
「
駅
ま
で
行

け
る
よ
う
な
細
い
路
地
が

沢
山
あ
り
ま
す
よ
。」
と
話

す
通
り
、
表
通
り
と
は
別

に
細
い
道
が
多
く
あ
り
ま

す
。

　「
芸
者
さ
ん
が
置
屋
と
飲

食
店
を
行
き
来
す
る
際
に
、

お
客
様
と
会
わ
ず
に
移
動

で
き
る
よ
う
な
工
夫
が
さ

れ
て
い
る
ん
で
す
。」
と
下

川
さ
ん
は
話
し
て
い
ま
す
。

　
散
歩
の
途
中
で
細
い
路

地
を
探
し
て
み
る
こ
と
で
、

飯
能
市
の
歴
史
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

探
し
て
み
よ
う
！

細
い
路
地

飲
食
店

飲
食
店  

歴
史
探
訪

歴
史
探
訪

 

〜
老
舗
割
烹

　 

料
理
店
編
〜

に
は
芸
者
さ
ん
が
踊
っ
て
い
た
舞
台

が
つ
い
て
い
ま
す
。
ス
テ
ー
ジ
の
よ

う
に
畳
よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
舞
台

は
多
い
で
す
が
、
う
ち
の
舞
台
は
畳

と
同
じ
高
さ
で
、
珍
し
い
と
聞
き
ま

す
。
以
前
は
そ
の
２
階
だ
け
の
営
業

で
し
た
が
、
私
が
１１
年
前
に
修
行
か

ら
帰
っ
て
き
た
と
き
に
、
１
階
に
カ

ウ
ン
タ
ー
と
テ
ー
ブ
ル
席
を
作
っ
て
、

初
め
て
の
方
で
も
気
軽
に
入
っ
て
こ

ら
れ
る
よ
う
に
昔
か
ら
の
佇
ま
い
を

変
え
ず
に
直
し
ま
し
た
。」

　

ま
た
、「
今
後
は
、
老
舗
の
飲
食

店
同
士
で
連
携
を
す
る
こ
と
も
し
て

み
た
い
。
お
店
の
ア
ピ
ー
ル
や
地
域

の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
と
思
う
の

で
。」
と
話
し
て
い
ま
す
。

　
　
地
元
の
老
舗
料
理
店
、
そ
の
歴
史

を
探
り
、
感
じ
て
み
る
こ
と
で
、
ま

た
新
た
な
発
見
が
で
き
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

○ 

西
川
材
と
飯
能
市
の
飲
食
店

の
歴
史

　
飯
能
市
に
は
、
古
く
か
ら
林
業
で

栄
え
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時

代
に
は
、
山
か
ら
切
り
出
し
た
木
材

を
筏い
か
だに

組
み
、
江
戸
（
東
京
）
に
盛

ん
に
流
送
し
て
い
ま
し
た
。
飯
能

市
、
入
間
郡
毛
呂
山
町
・
越
生
町
か

ら
産
出
さ
れ
て
い
る
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ

は
、
江
戸
よ
り
も
西
の
川
あ
た
り
で

生
産
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
「
西
川

材
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

「
西
川
材
」
を
運
ぶ
筏
乗
り
達
の
停

泊
所
が
飯
能
河
原
で
あ
り
、
そ
の
周

辺
に
は
当
時
、
多
く
の
旅
館
や
飲
食

店
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
飯
能
市
の

飲
食
店
の
歴
史
に
詳
し
い
、
飯
能
市

の
老
舗
割
烹
料
理
店
「
四
代
目　
高

JJCCII 飯飯能能おお蚕蚕繭繭⽟⽟作作りりままししたた!!!!  
飯能では昔、養蚕業

ようさんぎょう
が盛んだったことを知り、ならば⾃分たちで飼育しようと始めたお蚕。 

残念ながら 1 度⽬は繭⽟が出来ませんでした。しかし、前回は寒さに弱いということを知らず、冬に開始してしま
い、今回は少し気温が暖かくなってきた 5 ⽉から開始しました! 
 
先ずは、通販で販売されているお蚕を 30 頭購⼊。 
1 ⽇⽬ : 【到着時点で 28 頭】 
(お蚕は数え⽅が 1 頭,2 頭)到着時点で 2 頭お亡くなりでした…しかしまだまだ!! 
お蚕は成⾍にして卵を産むと、数百匹卵を産むそうです。 
この中からオスメス⼀対でも成⾍に出来れば! 
先ずは、段ボールでいくつか部屋を作って新聞紙を敷き、桑の葉を与えました。 
家の中の温度が変わりづらい場所に置くと⼀⼼不乱に桑の葉を⾷べています。 
この時、⼤きさ 3〜4cm。⾷べる姿を⾒ていると愛着が湧いてきます。 
 
 
5 ⽇⽬：【桑の葉が⾜りない!】 
お蚕が繭⽟作るまでには毎⽇昼も夜もなく桑の葉を⾷べ続けます。思っていた以上に減る。 
そこで、桑の葉⼤募集を SNS でさせて頂きました。途中、桑の葉っぽい桑の葉ではないものが集まることもありま
したが、無事必要な量集まりました。残り 24 頭 
 
7 ⽇⽬：【徐々に減っていく】 
毎⽇、桑の葉を充分あげました。また、ずーと寝ないで桑の葉を⾷べてずっと排泄をしているので、毎⽇新聞紙を交
換し、清潔にしました。しかし、どうしてもちょっとずつ死んでしまいます。お蚕は繭⽟を作るまでに脱⽪を繰り返
します。 
脱⽪の途中で動かなくなったり、急に動きが変になったり、悲しいながらも徐々に減っていってしまい、残り 20 頭
に。 
 
8 ⽇⽬：【お蚕飼育経験者へ取材】 
飯能市で事業を営む若林さんは⼤学で地球環境科学部の外部研究員を務め、 
⼤学時代お蚕を飼育していた経験をお持ちということを SNS を通じて知りました。 
そして、飼育のコツがあればと思い、取材をさせて頂きました。 
若林さんいわく、湿度が⾼くなる梅⾬時は感染症が多く、飼育が難しいことがあるとのこと。 
また、湿度や温度でも変わってくるので、 
湿度管理や温度管理は出来る限り細かくやったほうがいいとアドバイスを頂きました。 
早速、温度計、湿度計を近くにおいて、変化を⾒ていきました。残り 18 頭。 
 
12 ⽇⽬：【最後の脱⽪？そして…やばい】 
かなり⼤きくなってきて、体⻑は最初の⻑さの倍程！ 
⼩指程の⼤きさに。しかし、最後の脱⽪の段階でどんどん、死んでしまいます  
ネットで検索すると感染症で⼤きくなってからも全滅することがあるようです。 
今以上に出来ることが無く祈るような気持ちです。残り 14 頭。 
 
15 ⽇⽬【もう、繭作るんじゃない】 
ついに、桑の葉を⾷べなくなりました!!この時点で 3 頭!!ようやく、繭⽟を作るのか!! 
あとは祈るような気持ちでした。 
そして、残念なことに、そのうちの 2 頭は、⽷を吐いている途中で亡くなってしまいました。 
残り 1 頭。 
 
17 ⽇⽬【そして、何とか⼀つ、繭⽟が完成!!】 
念願の繭⽟を作りました!! 
⽷で⾜場を作り、上⼿に繭⽟を作っていき、きれいな繭⽟になりました。 
反省点も多くありましたが、ついに完成へ!! 
後々SNS からアドバイスがあり、桑の葉もあげる前にきれいにしてからあげるとのこと。 
あとは最初からもう少し部屋を分けてから、飼育したほうが良さそうでした。 
次こそは繁殖迄いきたい!!次は JCI の出来るスタッフ皆で再度挑戦したいと思います!! 
 
【養蚕経験者⼤募集!!】 
JCI 飯能では、お蚕についての情報を集めております!!出来る事ならば、0 になってしまった養蚕業を 1 にしたいと
思っています。昔お蚕を育てた経験がある、家にお蚕を育てた機材が残っている等ありましたら取材させて下さい!!
もし取材しても良い⽅がいらっしゃいましたら、クロスワードのハガキに⼀⾔お願いいたします。 

【1 ⽇⽬】 

【8 ⽇⽬：若林さん】 

【１２⽇⽬】 

【１５⽇⽬】 

【１７⽇⽬】 
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飯能市緑町７番地２
☎０４２‒９７４‒２２７５

税理士法人
アスタクス
社会保険労務士法人
レアクシオン

税務＊会計＊相続＊労務＊
年金＊助成金 など

http://www.astacs.com/

飯能市緑町22-2 
☎042-974-1684 
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金融教育推進委員会
峰　佳久　君
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こ
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市
内
全
戸
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加涌章吾　理事長

御礼

50周年に向けメンバー大募集 仲間×成長×仕事

１８2号アンケート
フォーム

メンバーは多業種！！
だから面白い!

　私たち青年会議所では、メンバーを随時募集しております。飯能・日高市に在住、在勤の２０歳～４０歳までの男女で、ま
ちづくりに興味のある方、自己の成長に興味のある方、一緒に活動しませんか。多業種の集まりですので、市内はもちろん、
県内、関東圏または全国の有名企業の方と知り合えたり、話ができたり、新しいアイデアが生まれるきっかけにもなります。
人脈づくりやスキルアップを目指す方、大歓迎です。詳しくは「飯能青年会議所公式ＨＰ」からお問い合わせください。

新入会員の声
　はじめまして。合同会社IBR（飯能市南町）の峰です。この度、４月より飯能青年会議所
に正式に入会させていただきました。昨年６月に飯能市へ移住し、それに合わせて会社も飯
能市に移転し、事業活動を開始しております。会社は、経営やM&A、ITセキュリティなど
に関するアドバイザーサービスを中小企業向けに提供しています。会社経営の理念として、「地
方が元気になれば、日本中が元気になる！」として、いろいろな地方にある企業や自治体に
対してサービス提供をして参りました。そこでの経験を活かし、移住・移転に合わせ、飯能
青年会議所での活動を通し、公私共に飯能市の発展に貢献できればと考えおります。
　また、今後は農業分野の事業を立ち上げ、飯能市の自然と融合できるようなビジネス展開
もしたいと考えております！！
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飯 能 青 年 会 議 所 ク ロ ス ワ ー ド飯 能 青 年 会 議 所 ク ロ ス ワ ー ド

１．�日高祭囃子○○○（Ｐ2－3）
２．味噌の原料
３．飯能市・日高市を流れる一級河川。○○○駅

応募方法：ハガキもしくは右記QRコードの応募フォーム（１８2号アンケート）
応募期限：2０22年7月３１日2３：５９まで（ハガキは当日消印有効）
ハガキの送付先：〒３５7‒００３2飯能市本町１番７号飯能商工会議所内（公社）飯能青年会議所宛
注意事項：応募はお一人様１回まで
ハガキの記入事項：①クロスワードの答え、②応募者様のお名前、ご住所、ご連絡先
　　　　　　　　　③はんなーら１８2号の記事で興味、関心を持った記事と感想。
　　　　　　　　　④はんなーらを誰かに伝えたい、おすすめしたいと思いましたか？
　　　　　　　　　⑤飯能青年会議所のホームページ、ＳＮＳを見たことがありますか？

４．あんこを玉状に丸めたもの（表紙の写真）
５．○○料理。○○着。日本の伝統的な調理法（Ｐ７）
６．お囃子のときトントコ叩く楽器は？（Ｐ2－3）
７．�絹糸の原料。蚕の○○。○○玉（Ｐ6）
８．蚕の餌、薬草にも利用される（Ｐ6）
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ヒント：名所

答　え
よ　こ

た　て

YYoouuはは何何しにしに へへ？？飯能青年会議所飯能青年会議所飯能青年会議所飯能青年会議所

豪華賞品プレゼント!（３３名限定）

懸賞応募方法

当選結果：８月上旬に抽選し
当選者の発表は賞品の発送を
もって代えさせて頂きます。

西川材
ブックマーカー
30名様

飯能焼き
コーヒーカップ
3名様

ホームページ instagram youtube Facebook Twitter

 ★「はんなーら」では誌面に関するご意見・ご感想をお待ちしております。
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峰 佳久 君
合同会社 IBR

栗原 祐樹 君
飯能信用金庫

伊藤 真一 君
株式会社伊藤木材建設

長棹 万岳 君
社会福祉法人　埼玉現成会
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