
町の無料相談
相談種類 日にち 時間 相談場所 申込み・問合せ

法律相談
弁護士 ５/14（火）、５/27（月）

６/11（火）、６/24（月） 13 :30～16 :00 役場会議室　 役場総務課ｔ 313（要予約）

行政書士 ５/15（水）、６/19（水） 10 :00～15 :00 役場会議室 役場総務課ｔ 313

人権・行政相談 ５/10（金）、６/13（木）
６/３（月）（人権相談のみ） 13 :30～16 :00 役場会議室 役場総務課ｔ 313

成人健康相談
７/２（火） 10:00～11 :00 保健センター

保健センターｔ294−5511
６/３（月） 10:00～11 :00 役場1階町民ホール

電話健康相談 平日 9:00～17 :00 保健センターｔ294−5511
育児ほっと相談室 ５/22（水）、６/20（木） 10 :00～11 :00 保健センター 保健センターｔ294−5511

もの忘れ相談会 毎月第3木曜日 10:00～12 :00 中央公民館 地域包括支援センター
ｔ295−2112 126

子育て相談
なんでも話してみよう

平日
※オンライン相談あり 10 :00～15 :00

役場相談室 子育て支援センター
ｔ294−4820（要予約）子育て支援センター

教育相談 平日 10:00～16 :30 教育センターｔ295−2525（電話相談可）
心配ごと相談 平日  8:30～17 :00 社会福祉協議会（毛呂山町川角303-3）ｔ295−0601
消費生活相談 毎週月・火曜日 10:00～15 :00 役場相談室 役場産業振興課
生活困窮者自立相談
※生活保護受給者以外 平日 8:30～17 :00 アスポート相談支援センター埼玉西部毛呂山出張所

（社会福祉協議会内）ｔ080−2274−1445

毛呂山町の養
よう

蚕
さん

歴史散歩
第359回

　

明
治
時
代
か
ら
昭
和
時
代
に
毛
呂
山
町
域
で
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
た
養
蚕
。
当
時
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

蚕か
い
この

餌え
さ

と
な
る
桑く

わ

の
畑
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

養
蚕
と
は
、
カ
イ
コ
ガ
の
幼
虫
・
蚕
に
桑
の
葉
を
食

べ
さ
せ
て
飼
育
し
、
蛹
さ
な
ぎ

に
な
る
時
に
作
る
繭ま

ゆ

を
収
穫

す
る
一
連
の
作
業
で
す
。

　

毛
呂
山
町
の
養
蚕
の
歴
史
は
、
江
戸
時
代
中
期
ま

で
遡
さ
か
の
ぼる

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
現

在
の
小
川
町
や
越
生
町
、
飯
能
市
と
い
っ
た
外
秩
父

山
地
の
裾す
そ

野の

に
あ
た
る
地
域
で
は
、
養
蚕
と
絹
織
物

を
織
る
機は
た

織お
り

で
栄
え
て
い
ま
し
た
が
、
当
時
の
毛
呂

山
で
も
小
規
模
な
が
ら
養
蚕
と
機
織
が
始
ま
っ
て
い

ま
し
た
。

　

明
治
時
代
に
入
る
と
、
養
蚕
の
技
術
が
普
及
・
発

展
し
、
明
治
26
年
（
１
８
９
３
）
８
月
に
は
、
旧
山

根
村
の
滝
ノ
入
に
泉
い
ず
み

合ご
う

資し

会
社
が
設
立
さ
れ
ま
し

た
。周
辺
地
域
で
産
出
さ
れ
る
生き

糸い
と

を
原
料
に
し
て
、

主
に
羽は

二ぶ
た

重え

と
い
わ
れ
る
絹
織
物
を
生
産
し
、
海
外

に
輸
出
し
て
い
ま
し
た
。
泉
合
資
会
社
の
絹
織
物
は

内な
い

国こ
く

勧か
ん

業
ぎ
ょ
う

博
覧
会
に
出
品
し
、
何
度
も
入
賞
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
品
質
が
高
か
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。
明
治
36
年
（
１
９
０
３
）
に
は
、
工
場

を
旧
毛
呂
村
の
毛
呂
本
郷
に
移
転
し
、
資
本
金
10
万

円
、従
業
員
２
０
０
名
の
大
工
場
に
発
展
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
41
年
（
１
９
０
８
）
に
経
済
界
の

不
振
が
事
業
に
影
響
を
与
え
、
工
場
は
閉
鎖
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
そ
の
後
も
、
現
在
の
毛
呂
山
町
域
で
は
養

蚕
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
明
治
45
年
（
１
９
１
２
）
に

は
、
養
蚕
農
家
戸
数
が
全
農
家
戸
数
の
約
81
パ
ー
セ

ン
ト
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

大
正
時
代
に
な
る
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
影
響

で
主
要
農
産
物
の
価
格
が
下
落
し
た
こ
と
か
ら
、
農

家
の
収
入
源
は
養
蚕
に
頼
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
今
ま
で
以
上
の
収
入
の
増
加
を
図
る
た
め

に
、
蚕さ
ん

種し
ゅ

の
品
種
改
良
に
よ
る
品
質
向
上
と
、
蚕さ

ん

室し
つ

や
蚕さ

ん

具ぐ

の
改
良
に
よ
る
作
業
の
効
率
性
が
高
め
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
正
15
年
（
１
９
２
６
）
頃

に
は
、
旧
毛
呂
村
で
は
繭
の
生
産
額
が
米べ
い

麦ば
く

の
２
倍

に
も
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
繭
の
価
格
の
浮
き

昭和初期の養蚕風景。蚕
かいこ

棚
だな

を作り、その
上で桑を与えて蚕を飼育していました。

沈
み
は
あ
り
ま
し

た
が
、
養
蚕
が
農

家
の
副
業
と
し
て

貴
重
な
現
金
収
入

に
な
っ
た
こ
と
に

変
わ
り
は
な
く
、

昭
和
50
年
代
ご
ろ

ま
で
多
く
の
農
家

が
養
蚕
に
携
わ
っ

て
い
ま
し
た
。
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