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あ
る
一
つ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
絵
本
や
読
み

物
、
知
識
の
本
な
ど
を
幅
広
く
紹
介
し
て
い
る
ブ

ッ
ク
ト
ー
ク
。
子
供
た
ち
に
本
の
面
白
さ
を
伝
え

る
取
り
組
み
で
す
。
図
書
館
で
は
、
市
内
の
小
学

3
年
生
を
訪
問
し
、

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
行

な
っ
て
い
ま
す
。

　
紹
介
す
る
テ
ー
マ

や
本
は
さ
ま
ざ
ま
で

す
。
そ
の
う
ち
の
一

冊
に
「
鳥
の
な
き
声

ず
か
ん
」（
藪や

ぶ

内う
ち

正ま
さ

幸ゆ
き

／
ぶ
ん
・
え
　
篠し

の

原は
ら

栄え
い

太た

／
も
じ
　
佐さ

藤と
う

聡そ
う

明め
い

／
お
と
　
福
音
館
書
店
）が
あ
り
ま
す
。
こ
の

本
で
は
、
写
真
と
見
間
違
う
ほ
ど
丁
寧
に
描
か
れ

た
鳥
の
絵
と
と
も
に
、
鳥
の
鳴
き
声
が
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徴
を
表
し
た
か
の
よ
う
な
字
体
で
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。
表
紙
の
裏
側
と
巻
末
に
は
鳴
き
声
の

楽
譜
と
詳
し
い
解
説
も
付
い
て
い
て
、「
実
際
に

鳴
き
声
を
聞
い
て
み
た
ら
ど
ん
な
だ
ろ
う
」
と
想

像
が
膨
ら
み
ま
す
。

　
こ
の
本
を
紹
介
す
る
と
、
子
供
た
ち
は
、「
こ

の
鳥
は
家
で
も
飼
っ
て
い
る
よ
」、「
鳥
の
絵
は
写

真
だ
と
思
っ
た
」、「
鳴
き
声
の
楽
譜
を
も
っ
と
よ

く
見
て
み
た
い
」
と
興
味
津
々
。
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク

が
終
わ
り
、
教
室
を
出
る
と
き
、「
も
う
終
わ
り

な
の
？
」、「
楽
し
か
っ
た
、
ま
た
来
て
ね
！
」
と

声
を
か
け
て
く
れ
る
子
供
た
ち
。
あ
な
た
も
図
書

館
で
面
白
い
本
を
探
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
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本
の
面
白
さ
を
感
じ

て
み
よ
う
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「
ま
ち
」
が
変
わ
る
!?
　
自
治
基
本
条
例
③

　
自
治
基
本
条
例
の
目
的
は
、
参
加
と
協
働
に
基

づ
く
、
自
治
体
と
市
民
と
の
関
係
を
再
構
築
す
る

こ
と
で
す
。
で
も
そ
れ
を
達
成
で
き
る
の
は
、
自

治
基
本
条
例
だ
け
な
の
で
し
ょ
う
か
。
市
の
策
定

す
る
総
合
計
画
な
ど
で
「
参
加
と
協
働
」
の
仕
組

み
は
実
現
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
あ
え
て
自
治
基
本
条
例
と
す
る
理
由
は
何
か
、

最
終
的
に
達
成
さ
れ
る
市
の
姿
は
何
か
と
い
う
こ

と
が
最
初
に
必
要
で
す
。
誰
の
た
め
の
、
何
の
た

め
の
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
外
せ
ま
せ

ん
。
こ
の
条
例
は
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
影
響
を
受

け
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
価
値
あ
る
も
の
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
自
治
基
本
条
例
の
制
定
を
通
じ
て
、
市
の
あ
る

べ
き
姿
を
考
え
直
し
、
住
民
自
治
を
拡
充
す
る
。

制
定
後
は
、
よ
り
現
代
的
な
課
題
を
市
民
と
自
治

体
が
一
体
と
な
っ
て
解
決
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
作
る
価
値
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
尚
美
学
園
大
学
准
教
授
・
真ま

下し
た

英え
い

二じ

さ
ん
に
よ
る「
自
治
基
本
条
例
連
続
講
座
」
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　夏は電力需要が最も多い季節です。春・秋と比
べると約50％も増えます。電力の供給不足が心
配される今年の夏、電力の消費を抑えて快適に過
ごす工夫をしましょう。
●窓際やベランダにすだ
れを下げたり、よしずを立
てかけたりして、日差しを
遮りましょう。その際、霧
吹きで表面を湿らすと涼
しさが増します。
●アサガオやゴーヤなどのつる性植物で、みどり
のカーテンを作りましょう。日差しを遮るだけで
なく、葉の中の水分が外に排出される蒸散作用で
周囲の温度を下げてくれます。
●庭やベンランダに打ち水をしましょう。朝夕の

日が高くない時間帯にまくのが効果的です。風呂
の残り湯を使うと水を節約できます
●旬の野菜・果物
を食べましょう。
キュウリ・ナス・
トマト・ピーマン・
ニラ・オクラ・ト
ウモロコシ・スイ
カなどの夏野菜には水分やビタミン類が多く含ま
れているため、体を冷やす効果や、夏バテ防止の
効果があります。
●窓際に風鈴をつるしましょう。涼しげな音色に
心地よさを感じリラックスできます。
　日ごろの節電に加え、さまざまな先人の知恵と
工夫に学び、暑い夏を乗り切りましょう。
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国
境
を
越
え
て
③

高
階
中
学
校
三
年

　

私
は
変
わ
ろ
う
と
思
う
。
ど
ん
な
国
の

人
と
も
、
一
人
の
人
間
と
し
て
接
し
て
い

け
る
よ
う
に
。
人
を
先
入
観
だ
け
で
判
断

し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
。
こ
れ
は
、
決

し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。「
外

国
人
」
で
は
な
く
、「
一
人
の
人
間
」
と

し
て
人
を
見
れ
ば
い
い
。
実
際
、
国
と
い

う
の
は
一
人
一
人
の
人
間
が
集
ま
っ
て
で

き
た
も
の
だ
。
ち
ょ
っ
と
考
え
方
、
見
方

を
変
え
る
だ
け
で
、
大
き
く
世
界
は
変
わ

る
は
ず
だ
。

　

ま
ず
は
、
身
近
な
世
界
の
見
方
を
変
え

て
い
こ
う
。
学
校
、
ク
ラ
ス
、
自
分
が
住

ん
で
い
る
地
域
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
中

で
、
あ
な
た
は
一
度
も
偏
見
で
人
を
と
ら

え
た
こ
と
な
ど
な
い
、
と
胸
を
張
っ
て
言

え
る
だ
ろ
う
か
。「
あ
の
人
は
、
こ
う
い

う
格
好
を
し
て
い
る
か
ら
、
き
っ
と
こ
う

い
う
人
だ
ろ
う
」
そ
う
考
え
た
こ
と
が
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
誰
だ
っ
て
一
度
は
あ

る
だ
ろ
う
。
そ
の
考
え
方
を
な
く
す
た
め

に
、
人
を
外
見
だ
け
で
判
断
し
な
い
よ
う

に
し
て
い
く
。
そ
れ
だ
け
で
い
い
の
だ
。

自
分
の
中
で
、
少
し
意
識
す
れ
ば
何
か
が

変
わ
っ
て
く
る
は
ず
だ
。

人
権
教
育
シ
リ
ー
ズ

児
童
・
生
徒
の
人
権
作
文
⑬
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平
成
21
年
度
川
越
市
人
権
教
育
実
践
報
告
会
で
発
表
し
た
小
中
学
生
の
人
権
作
文
を
紹
介
し
ま
す
。

　

い
つ
か
国
境

を
越
え
て
、
た

く
さ
ん
の
人
が

手
と
手
を
取
り

合
い
、
笑
っ
て

暮
ら
し
て
い
け

る
世
界
に
な
る

と
私
は
信
じ
て

い
る
。「
心
の
国
境
」
は
一
人
一
人
の
少

し
の
努
力
で
、
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。

（
終
わ
り
）

　いま、ロバート・D・パットナム著の「孤独なボウリング」
という本を読んでいるところです。新聞の広告に載ってい
た「米国コミュニティの崩壊と再生」という副題が目にと
まり、読んでみたいと思いました。副題にあるような問題
は、少子化・高齢化が進む日本にとって大きな課題であり、
川越も例外ではないと感じたからです。
　昭和40年代に市内で建てられた住宅団地は、高齢化が
急速に進んでいます。川越では昭和52年に約28％だった
14歳までの年少者人口比率は、平成23年5月には約13％
に減少しました。一方、65歳以上の高齢者人口比率は約
5％から約21％へ、4倍以上も増えています。これは全国
的にも同様で、日本全体で高齢化が進んでいます。
　高齢化の進行と同じ時期に増えてきたのが、郊外の大型
スーパーです。この影響もあり、市街地の八百屋・肉屋な
どの小売店が無くなり、中小スーパーも撤退しました。そ
の結果、高齢者の中には食料品など生活必需品の買い物が
困難になる、いわゆる「買い物難民」が発生するようにな
りました。また「無縁社会」「孤独死」といった言葉もマス
コミの中で日常的に出てくる時代になりつつあります。
　核家族化・少子化・高齢化や買い物難民といった社会問
題は、戦後、日本が家族主義から個人主義化したことも原
因の一つであると、私は推測しています。「個人主義」の
先進国といわれる米国や英国は、同じような問題を経験し
たのでしょうか？　経験したとすればどのように克服した
のか、あるいは克服できていないのでしょうか？
　読み終わっていないため、「孤独なボウリング」が、こ
の疑問に答えてくれるかどうかは分かりません。少子化・
高齢化対策は、市の重要な施策の1つであり、解決してい
かなければならない問題でもあります。市民の皆様の中で、
米国・英国の市民生活や社会状況についてご存知の方はぜ
ひ教えてください。今後の施策のヒントがそこにあるかも
しれませんので……。

⑫少子化・高齢化
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