
南
ア
ル
プ
ス
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク

（
生
物
圏
保
存
地
域
）に
登
録
！

    
自
然
と
共
生
す
る
地
域
づ
く
り
と
山
を
越
え
た
取
組
み

　
6
月
12
日
未
明
、山
梨
県
の
関
係
市
町
の
首
長
た
ち
は
多
く
の
報
道
関
係
者
に
囲
ま
れ
固
唾
を
飲
ん
で
そ
の
時
を
待

ち
続
け
て
い
ま
し
た
。ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
開
催
さ
れ
て
い
る
第
26
回
Ｍ
Ａ
Ｂ
計
画
国
際
調
整
理
事
会
の
な
か
で
新
規
の

Biosphere Reserves

（
生
物
圏
保
存
地
域
）の
審
議
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

南
ア
ル
プ
ス
世
界
自
然
遺
産
登
録
推
進
協
議
会

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
推
進
部
会
事
務
局

（
南
ア
ル
プ
ス
市
　
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
推
進
室
）　
広
瀬 

和
弘

初夏の鳳凰から北岳と登山者を望む　　　　　　　　　　　「撮影：広瀬和弘」

ユネスコスクール芦安中学校による北岳学校登山　　　   　「撮影：清水准一」

キタダケソウ　　　　「撮影：広瀬和弘」 世界の南限に住むライチョウ
　　　　「撮影：広瀬和弘」

国特別天然記念物カモシカ　　               　　「撮影：広瀬和弘」

南アルプスの主峰北岳（3,193ｍ)　                                 「撮影：広瀬和弘」
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南
ア
ル
プ
ス
の
山
々
を
取
り
囲
む

自
治
体
の
取
組
み

　
平
成
19
年
2
月
、南
ア
ル
プ
ス
の
山
々
を

取
り
巻
く
山
梨
、長
野
、静
岡
県
の
関
係
10

市
町
村
で
は
、南
ア
ル
プ
ス
を
世
界
自
然
遺

産
へ
登
録
す
る
た
め
の
南
ア
ル
プ
ス
世
界

自
然
遺
産
登
録
推
進
協
議
会
を
設
立
し
ま

し
た
。南
ア
ル
プ
ス
市
で
開
催
さ
れ
た
設
立

総
会
に
は
10
市
町
村
長
と
議
会
議
長
な
ど

関
係
者
が
揃
い
、共
有
の
財
産
で
あ
る
南
ア

ル
プ
ス
の
自
然
環
境
を
保
全
す
る
取
組
み

が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　
山
梨
県
で
は
、韮
崎
市
、南
ア
ル
プ
ス
市
、

北
杜
市
、早
川
町
、長
野
県
で
は
、飯
田
市
、

伊
那
市
、富
士
見
町
、大
鹿
村
、静
岡
県
で
は

静
岡
市
、川
根
本
町
で
、い
ず
れ
も
南
ア
ル

プ
ス
国
立
公
園
を
有
す
る
自
治
体
で
す
。

　

私
た
ち
が
設
立
し
た
こ
の
推
進
協
議
会

で
は
、ま
ず
は
南
ア
ル
プ
ス
の
普
遍
的
な
価

値
を
証
明
す
る
た
め
、学
識
経
験
者
か
ら
な

る
総
合
学
術
検
討
委
員
会
を
設
置
し
て
、過

去
の
文
献
リ
ス
ト
や
動
植
物
リ
ス
ト
を
集

約
し
学
術
総
論
を
編
集
す
る
な
ど
学
術
的

な
価
値
の
集
積
を
始
め
ま
し
た
。

　

南
ア
ル
プ
ス
の
山
々
は
現
在
で
も
隆
起

が
進
み
、急
峻
な
山
や
谷
が
形
成
さ
れ
て
い

る
の
で
、自
然
科
学
系
の
調
査
は
非
常
に
困

難
を
極
め
、ま
た
南
ア
ル
プ
ス
を
フ
ィ
ー
ル

ド
と
す
る
研
究
者
も
少
な
い
の
が
現
状
で

す
。こ
う
し
た
地
理
的
環
境
か
ら
、平
成
15

年
の
政
府
の
世
界
自
然
遺
産
候
補
地
に
関

す
る
検
討
会
で
の
評
価
は
、学
術
的
知
見
の

乏
し
さ
等
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
非
常
に
厳

し
い
も
の
で
し
た
。

　

南
ア
ル
プ
ス
国
立
公
園
は
昭
和
39
年
6

月
1
日
、全
国
で
23
番
目
の
国
立
公
園
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。本
年
は
指
定
50
周
年
を

迎
え
る
記
念
す
べ
き
年
で
も
あ
り
ま
す
。総

面
積
は
3
5,
7
5
2
ha
、そ
れ
ぞ
れ
の
面

積
山
梨
県
側
は
1
8,
2
8
6
ha
、長
野
県

1
4,
0
7
9
ha
、静
岡
県
3,
3
8
7
ha
で

す
。公
園
利
用
者
数
は
全
国
の
国
立
公
園
と

比
較
す
れ
ば
決
し
て
多
い
と
は
い
え
ず
、そ

れ
は
、登
山
口
ま
で
の
公
共
交
通
機
関
が
発

達
し
て
い
な
い
こ
と
、ま
た
急
峻
な
山
岳
環

境
の
た
め
、登
山
に
は
一
定
の
登
山
技
術
や

日
程
が
必
要
で
あ
り
、容
易
に
誰
も
が
近
づ

け
る
山
岳
環
境
で
は
な
い
こ
と
な
ど「
玄
人

好
み
」の
山
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で

す
。こ
う
し
て
私
た
ち
は
南
ア
ル
プ
ス
を
世

界
自
然
遺
産
へ
登
録
す
る
た
め
の
活
動
を

展
開
し
た
の
で
す
。

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク（
生
物
圏

保
存
地
域
）登
録
へ
の
取
組
み

　
平
成
20
年
12
月
、南
ア
ル
プ
ス
市
で
開
催

さ
れ
た
南
ア
ル
プ
ス
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
。こ

れ
ま
で
集
積
し
て
き
た
学
術
知
見
を
一
般

公
開
す
る
た
め
に
本
推
進
協
議
会
で
開
催

し
ま
し
た
。基
調
講
演
は
東
京
大
学
名
誉
教

授
の
岩
槻
邦
男
先
生
で
し
た
。こ
の
講
演
の

な
か
で
岩
槻
先
生
か
ら「
南
ア
ル
プ
ス
は
生

物
圏
保
存
地
域
登
録
へ
の
取
組
み
も
検
討

し
て
み
て
は
」と
の
ご
提
案
を
頂
い
た
の
で

す
。当
時
は「
生
物
圏
保
存
地
域
」と
い
う
ユ

ネ
ス
コ
の
事
業
を
誰
も
が
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

今
で
こ
そ「
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク（
国

内
呼
称
）」と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、そ
の
当
時

は
ま
だ「Biosphere Reserves 

生
物
圏

保
存
地
域
」と
い
う
単
語
を
汎
用
し
て
い
ま

し
た
。ユ
ネ
ス
コ
の
こ
の
事
業
は
文
部
科
学

省
が
所
管
を
し
て
い
ま
す
。聞
き
な
れ
な
い

ユ
ネ
ス
コ
の
本
事
業
に
多
く
の
関
係
者
や

研
究
者
か
ら
情
報
を
集
め
、手
探
り
状
態
で

は
あ
り
ま
し
た
が
、果
た
し
て
南
ア
ル
プ
ス

は
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、ま

ず
は
推
進
協
議
会
の
な
か
に
調
査
研
究
部

会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。調
査
研
究
部
会
長

は
南
ア
ル
プ
ス
市
長
、そ
し
て
事
務
局
は
南

ア
ル
プ
ス
市
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

当
時
国
内
の
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
は

1
9
8
0
年
に
登
録
さ
れ
た
4
地
域
が
存

在
し
て
い
ま
し
た
。30
年
以
上
も
前
に
登
録

さ
れ
て
は
い
た
の
で
す
が
、実
は
地
域
で
の

取
り
組
み
が
ほ
ぼ
皆
無
に
等
し
い
と
い
え

る
ほ
ど
の
も
の
で
私
た
ち
は
ゼ
ロ
か
ら
の

ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
と
は　

　
前
述
し
た
通
り
そ
も
そ
も「
ユ
ネ
ス
コ
エ

コ
パ
ー
ク
と
は
何
か
」か
ら
私
た
ち
の
活
動

は
始
ま
り
ま
し
た
。

　

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
は
、ユ
ネ
ス

コ（
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
）が

１
９
７
６
年
に
開
始
し
た「
人
間
と
生
物

圏（M
an and the biosphere

）計
画
」

で
す
。こ
の
計
画
を
具
体
的
に
実
践
す
る

モ
デ
ル
地
域
が
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
と

な
る
わ
け
で
す
。正
式
に
はBiosphere 

Reserves

と
呼
ば
れ
、日
本
で
は
通
称
ユ

ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

世
界
自
然
遺
産
が
顕
著
な
普
遍
的
価
値
を

有
す
る
自
然
地
域
を
保
護
・
保
全
す
る
の

が
目
的
で
あ
る
の
に
対
し
、ユ
ネ
ス
コ
エ
コ

パ
ー
ク
は
生
態
系
の
保
全
と
持
続
可
能
な

利
活
用
の
調
和
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。つ

ま
り
言
い
換
え
れ
ば「
人
と
自
然
の
い
い
関

係
」を
持
続
的
な
活
動
で
維
持
す
る
と
い
う

も
の
で
す
。日
本
で
は
こ
れ
ま
で
１
９
８
０

年（
昭
和
55
年
）に
志
賀
高
原（
長
野
県
、群

馬
県
）、白
山（
石
川
県
、岐
阜
県
、富
山
県
、

福
井
県
）、大
台
ヶ
原
・
大
峯
山（
奈
良
県
、

三
重
県
）、屋
久
島（
鹿
児
島
県
）が
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
２
０
１
２
年（
平
成

24
年
）、実
に
32
年
ぶ
り
に
宮
崎
県
の
綾
地

域
が
登
録
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
こ
と
か
ら
も

国
内
の
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
知
名
度

や
取
組
み
が
い
か
に
低
迷
し
て
い
た
か
が

伺
え
ま
す
。

　
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
に
は
、３
つ
の
機

能（
保
全
機
能
、経
済
と
社
会
の
発
展
、学

術
的
研
究
支
援
）と
３
つ
の
区
域（
核
心
地

域
、緩
衝
地
域
、移
行
地
域
）を
示
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。特
に
3
つ
の
区
域
設
定
は
ユ
ネ

ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
重
要
な
要
素
で
す
。核

心
地
域
は「
多
く
の
動
植
物
の
生
育
が
可
能

南アルプスユネスコエコパークに登録！
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で
、法
的
に
も
厳
し
く
保
護
さ
れ
、長
期
的

に
保
全
さ
れ
て
い
る
こ
と
」、ま
た
緩
衝
地

域
は「
核
心
地
域
の
周
囲
ま
た
は
隣
接
す
る

地
域
で
、核
心
地
域
を
担
保
す
る
機
能
を
持

ち
、教
育
や
研
修
、エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど

自
然
の
保
全
・
持
続
可
能
な
利
活
用
へ
の

理
解
の
増
進
、将
来
の
担
い
手
の
育
成
等
が

行
わ
れ
る
こ
と
」、さ
ら
に
一
番
外
側
に
あ

た
る
移
行
地
域
は「
人
々
が
居
住
し
生
活
を

営
ん
で
お
り
、自
然
環
境
の
保
全
と
調
和
し

た
持
続
可
能
な
地
域
社
会
の
発
展
の
た
め

の
モ
デ
ル
地
域
で
あ
る
こ
と
」が
求
め
ら
れ

ま
す
。

　

ま
た
生
態
系
の
豊
か
さ
が
保
全
さ
れ
て

い
る
か
、地
域
主
導
の
持
続
的
な
活
動
や
自

然
保
護
と
調
和
の
取
れ
た
取
組
み
が
行
わ

れ
て
い
る
か
、将
来
の
活
動
の
継
続
を
担
保

す
る
組
織
体
制
や
計
画
が
あ
る
か
ど
う
か

も
問
わ
れ
て
き
ま
す
。政
府
で
は
国
独
自
の

審
査
基
準
を
設
け
て
お
り
、国
内
で
は
日

本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
自
然
科
学
小
委

員
会
Ｍ
Ａ
Ｂ
計
画
分
科
会
に
よ
っ
て
審
査

さ
れ
ま
す
。審
査
に
あ
た
っ
て
事
前
に
何
度

も
文
部
科
学
省
、環
境
省
、農
林
水
産
省
、林

野
庁
等
と
の
関
係
省
庁
協
議
、調
整
が
行
わ

れ
、同
時
に
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
設
定
す
る
に
あ

た
り
地
域
の
関
係
行
政
機
関
や
地
権
者
等

と
の
協
議
、調
整
も
行
わ
れ
ま
し
た
。ま
た

ユ
ネ
ス
コ
の
審
査
は
書
類
審
査
の
み
で
行

わ
れ
ま
す
。世
界
遺
産
の
よ
う
な
現
地
審
査

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、申
請
書
の
記
載
内
容
が

全
て
に
な
る
と
い
う
、一
方
で
は
大
変
厳
し

い
審
査
手
続
き
に
な
り
ま
す
。審
査
は
諮
問

委
員
会
に
よ
る
勧
告
に
基
づ
き
Ｍ
Ａ
Ｂ
計

画
国
際
調
整
理
事
会
に
お
い
て
最
終
判
断

が
下
さ
れ
ま
す
。

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
申
請
に

向
け
た
取
組
み

　

南
ア
ル
プ
ス
世
界
自
然
遺
産
登
録
推
進

協
議
会
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
推
進
部
会

は
、構
成
10
市
町
村
長
か
ら
な
る
部
会
で

す
。事
務
局
で
は
ま
ず
エ
コ
パ
ー
ク
と
南
ア

ル
プ
ス
に
関
わ
る
調
査
報
告
書
を
推
進
部

会
に
提
出
し
ま
し
た
。こ
の
報
告
書
で
は
南

ア
ル
プ
ス
を
取
り
巻
く
自
然
環
境
と
生
物

圏
保
存
地
域
の
制
度
等
に
つ
い
て
ま
と
め

た
も
の
で
す
。そ
の
後
調
査
研
究
部
会
は
全

会
一
致
で
登
録
に
向
け
た
推
進
部
会
に
な

り
、い
よ
い
よ
本
格
的
に
申
請
に
か
か
る
準

備
が
始
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

推
進
部
会
で
は
具
体
的
に
作
業
を
進
め

る
た
め
、学
識
経
験
者
か
ら
な
る
ユ
ネ
ス
コ

エ
コ
パ
ー
ク
登
録
検
討
委
員
会
を
設
置
し

ま
し
た
。委
員
長
は
現
在
Ｍ
Ａ
Ｂ
計
画
委
員

会
委
員
で
あ
り
、長
年
南
ア
ル
プ
ス
の
高
山

に
お
け
る
植
生
環
境
の
調
査
研
究
に
従
事

さ
れ
て
き
た
静
岡
大
学
の
増
澤
武
弘
特
任

教
授
が
就
任
し
ま
し
た
。登
録
検
討
委
員
会

で
は
、広
大
な
南
ア
ル
プ
ス
の
現
状
を
把
握

し
な
が
ら
、具
体
的
な
ゾ
ー
ニ
ン
グ
案
を
提

示
し
申
請
書
の
作
成
に
入
り
ま
し
た
。南
ア

ル
プ
ス
の
場
合
、南
ア
ル
プ
ス
世
界
自
然
遺

産
登
録
推
進
協
議
会
総
合
学
術
検
討
委
員

会
に
よ
っ
て
、こ
れ
ま
で
収
集
し
た
動
植
物

リ
ス
ト
や
文
献
リ
ス
ト
が
存
在
し
て

い
た
の
で
、学
術
的
な
資
料
は
あ
る
程

度
存
在
し
た
こ
と
が
功
を
奏
し
ま
し

た
。あ
と
は
3
県
異
な
る
土
地
所
有
の

実
情
を
鑑
み
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
そ
の

調
整
で
す
。ま
た
、10
市
町
村
の
資
産

や
取
組
み
を
共
有
す
る
た
め
に「
南
ア

ル
プ
ス
カ
レ
ッ
ジ
」を
定
例
で
開
催
す

る
こ
と
に
し
て
、担
当
者
や
関
係
者
ら

が
月
に
一
度
集
ま
る
勉
強
会
も
開
催

し
ま
し
た
。

　

何
か
ら
何
ま
で
初
め
て
の
経
験
で

と
に
か
く
手
探
り
の
状
態
が
続
き
ま

し
た
。ま
た
ユ
ネ
ス
コ
が
突
然
申
請
書

の
内
容
を
変
更
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

こ
れ
ま
で
準
備
を
し
て
い
た
も
の
が

使
え
な
く
な
り
、提
出
期
日
ま
で
の
時
間
的

余
裕
も
な
く
作
業
の
膨
大
さ
に
途
方
に
暮

れ
た
ひ
と
時
も
あ
り
ま
し
た
。こ
の
こ
と
か

ら
も
国
際
的
な
対
応
は
言
語
も
含
め
て
非

常
に
厳
し
い
も
の
で
あ
る
と
痛
感
し
た
の

で
す
。ユ

ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
登
録
！

　

昨
年
9
月
4
日
に
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内

委
員
会
自
然
科
学
小
委
員
会
Ｍ
Ａ
Ｂ
計
画

分
科
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。当
日
は
10
市

町
村
を
代
表
し
て
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
も
あ
り
、失
敗
が
許
さ
れ
な
い
非
常
に
緊

張
感
漂
う
長
い
１
日
で
し
た
。審
査
の
結
果

は
国
内
推
薦
決
定
で
し
た
。こ
の
朗
報
を
直

接
市
長
に
伝
え
ま
し
た
。ま
ず
は
第
一
歩
を

踏
み
出
し
た
の
で
す
。

　
そ
し
て
今
年
５
月
。ユ
ネ
ス
コ
の
パ
リ
本

部
で
開
か
れ
た
Ｍ
Ａ
Ｂ
国
際
諮
問
委
員
会

で
の
勧
告
。当
初
、3
月
に
開
か
れ
た
諮
問

委
員
会
の
勧
告
内
容
は
非
公
開
で
あ
り
ま

し
た
が
、ユ
ネ
ス
コ
が
突
然
公
開
に
踏
み
切

り
関
係
者
は
ざ
わ
つ
き
ま
し
た
。幸
い
に
も

勧
告
の
内
容
は
特
に
是
正
箇
所
や
照
会
事

項
も
な
く
、「
承
認
」と
い
う
勧
告
で
あ
り

ま
し
た
。む
し
ろ
私
た
ち
の
提
案
は
高
い
評

価
を
受
け
た
の
で
す
。そ
し
て
6
月
10
日
か

ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
開
催
さ
れ
る
Ｍ
Ａ
Ｂ

計
画
国
際
調
整
理
事
会
で
の
最
終
審
議
を

待
つ
ば
か
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
始
ま
っ
た
Ｍ
Ａ
Ｂ
計

画
国
際
調
整
理
事
会
で
の
審
査
予
定
日
は

11
日
の
午
後
か
ら
で
し
た
。現
地
と
日
本
の

政府から登録決定の知らせを受ける（市広報提供）
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時
差
は
約
7
時
間
あ
る
こ
と
か
ら
、夜
の
9

時
頃
か
ら
南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
で
関
係
首

長
を
中
心
に
そ
の
結
果
を
待
ち
続
け
た
の

で
す
。

　

12
日
に
日
付
が
変
わ
り
、午
前
1
時
を

回
っ
た
こ
ろ
電
話
が
鳴
り
ま
し
た
。そ
れ
は

待
ち
に
待
っ
た
政
府（
文
部
科
学
省
）か
ら

の
連
絡
で
し
た
。受
話
器
の
向
こ
う
側
か
ら

「
登
録
」と
い
う
声
が
は
っ
き
り
と
聞
き
取

れ
た
の
で
す
。そ
の
ま
ま
市
長
に
電
話
を
回

し
て
正
式
な
登
録
の
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

長
い
苦
労
の
結
果
が
報
わ
れ
た
時
で
し
た
。

今
後
の
取
組
み
や
課
題

　
南
ア
ル
プ
ス
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
は
何

と
言
っ
て
も
広
大
な
面
積
を
有
し
て
い
る

こ
と
で
す
。総
面
積
は
3
0
2,
4
7
4
ha

で
国
内
最
大
を
誇
り
ま
す
。ま
た
10
市
町
村

が
横
断
的
に
つ
な
が
る
こ
れ
ま
で
に
な
い

活
動
が
最
大
の
魅
力
で
も
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
が
共
有
す
る
理
念
は「
高
い
山
、

深
い
谷
が
育
む
生
物
と
文
化
の
多
様
性
」

で
す
。

　

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
は
人
と
自
然
の

共
生
を
地
域
で
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

地
域
の
自
然
資
源
の
保
全
を
ど
の
よ
う
に

永
続
的
に
取
り
組
む
か
が
重
要
で
す
。ユ
ネ

ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
理
念
に
沿
っ
た
地
域

づ
く
り
を
実
践
し
、そ
の
持
続
的
な
取
組
み

が
積
み
重
な
り
内
外
か
ら
評
価
を
受
け
れ

ば
多
く
の
方
が
南
ア
ル
プ
ス
地
域
を
訪
れ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。ま
ず
は
地
域
が「
信
頼

さ
れ
る
地
域
」に
な
る
こ
と
で
す
。そ
れ
に

は
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
理
念
を
地
域

の
多
く
の
方
々
と
共
有
し
、自
然
を
保
全
し

な
が
ら
地
域
づ
く
り
を
行
う
こ
と
、あ
る
い

は
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
住
民
が「
誇
り
と
自

信
」を
持
つ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

構
成
10
市
町
村
は
南
ア
ル
プ
ス
の
山
々

を
共
有
の
財
産
と
し
な
が
ら
も
、こ
の
山
に

よ
っ
て
な
か
な
か
交
流
が
図
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。申
請
に
お
い
て
も
10
市

町
村
の
調
整
を
図
る
こ
と
は
相
当
量
の
作

業
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
た
め
昨
年
8

月
に
10
市
町
村
長
に
お
集
ま
り
頂
き
、基
本

合
意
締
結
式
を
行
い
ま
し
た
。こ
れ
は
南
ア

ル
プ
ス
の
自
然
環
境
の
保
全
、地
域
間
交

流
、永
続
的
な
エ
コ
パ
ー
ク
の
管
理
体
制
等

南
ア
ル
プ
ス
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
運

営
に
向
け
て
相
互
に
合
意
を
し
た
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
行
政
間
の
壁
が
消
え
、南
ア
ル

プ
ス
の
自
然
環
境
保
全
と
地
域
社
会
の
発

展
を
目
指
す
た
め
横
断
的
な
活
動
の
起
点

に
立
っ
た
の
で
す
。

　

南
ア
ル
プ
ス
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の

取
組
み
は
ま
さ
に
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。

　

世
界
遺
産
は
先
人
が
遺
し
た
資
産
を
守

り
抜
く「
覚
悟
」が
必
要
な
ら
ば
、ユ
ネ
ス
コ

エ
コ
パ
ー
ク
は
活
動
を
続
け
る
た
め
の「
体

力
」が
必
要
で
す
。

　

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
は
長
続
き
で
き

る
活
動
を
こ
の
地
域
で
取
り
組
む
人
々
と

話
し
あ
い
な
が
ら
、汗
を
か
き
、地
域
力
を

高
め
る
大
き
な
財
産
で
あ
っ
て
欲
し
い
と

思
い
ま
す
。

　

県
境
を
越
え
て
山
で
つ
な
が
る
10
の
自

治
体
。国
際
的
な
視
野
に
立
つ
取
組
み
は
ま

す
ま
す
注
目
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

構成市町首長らが登録を祝う（市広報提供）

10市町村長が基本合意をした締結式

南アルプスユネスコエコパークに登録！

21 やまなし



22やまなし 22

　東日本大震災からこれまでの3年間に、全国市
長会及び全国町村会を通じて、被災市町村に中
長期的に派遣された市町村職員並びに山梨県
市町村課の職員（当時）の方に、被災地の現状や
業務内容、今後の施策への反映等について執筆
していただきました（前号と今号）。

東日本大震災に係る
中長期的な職員派遣

　

震
災
当
時
私
は
、総
務
省
の
自
治
行
政

局
行
政
課
へ
派
遣
研
修
の
た
め
赴
任
し
て

い
ま
し
た
。行
政
課
は
、地
方
自
治
制
度

を
所
管
し
て
い
た
た
め
、震
災
直
後
か
ら

自
治
制
度
の
観
点
か
ら
、原
発
被
災
と
い

う
特
殊
な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
の
制
度

を
検
討
し
て
い
ま
し
た
が
、自
治
体
職
員

の
私
と
し
て
は
、制
度
を
整
備
す
る
こ
と

の
必
要
性
を
理
解
し
つ
つ
も
、今
ま
さ
に

必
要
な
の
は
現
場
で
の
対
応
で
は
な
い
か

と
、も
ど
か
し
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
時
の
思
い
を
忘
れ

る
こ
と
が
で
き
ず
、震
災
か
ら
２
年
が
経

過
し
て
い
ま
し
た
が
、昨
年
度
の
被
災
地

派
遣
を
希
望
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

ご
存
じ
の
と
お
り
、福
島
県
は
東
北
３

県
の
な
か
で
も
復
興
状
況
が
他
の
２
県

と
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。す
で
に
が

れ
き
処
理
が
完
了
し
、道
路
整
備
等
の
公

共
イ
ン
フ
ラ
や
住
宅
再
建
な
ど
、本
格
的

な
復
興
段
階
に
入
っ
て
い
る
岩
手
・
宮

城
に
く
ら
べ
、原
発
事
故
に
よ
り
設
定
さ

れ
た
帰
還
困
難
区
域
内
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、そ
れ
以
外
の
沿
岸
地
域
に
つ
い
て

も
、放
射
能
汚
染
さ
れ
た
が
れ
き
処
理
が

進
ま
ず
、未
だ
に
が
れ
き
が
沿
岸
部
に
積

ま
れ
、復
旧
工
事
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況

で
し
た
。

　

ま
た
、現
状
と
し
て
特
に
印
象
的
だ
っ

た
の
が
、夜
間
人
の
立
ち
入
り
が
制
限
さ

れ
て
い
る
地
域
に
赴
い

た
と
き
の
街
の
雰
囲
気

で
し
た
。企
業
活
動
が
制

限
付
き
で
再
開
さ
れ
る

一
方
、見
た
目
は
新
築
の

家
も
並
ぶ
普
通
の
住
宅

地
で
あ
る
の
に
、そ
こ
で

は
、人
々
の
生
活
感
は
感

じ
ら
れ
ず
、限
界
集
落
と

は
異
な
る
、原
発
被
災
地

と
い
う
、ま
さ
に
福
島
の

特
殊
な
状
況
を
実
感
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
。自
治
体

職
員
と
し
て
、地
方
自
治

の
限
界
事
例
を
肌
で
感

じ
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
有
意
義
で
あ
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。

派
遣
の
動
機
に
つ
い
て

被
災
地
派
遣
制
度
の

意
義
に
つ
い
て

猪苗代湖

矢吹町

山
梨
県
観
光
部
国
際
交
流
課

国
際
観
光
振
興
担
当   　

派 遣 先 福島県
職　 種 行政職
派遣期間 H25.4.1 〜 H26.3.31

1 山　梨　県

主
任　

東
　
恒
樹

派
遣
先
の
現
状

【福島県】
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派
遣
先
の
産
業
労
働
部
企
業
立
地
課

で
は
、主
に
企
業
立
地
補
助
金
に
係
る
業

務
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。当
補
助
金
は
、

地
域
経
済
へ
の
波
及
効
果
が
期
待
さ
れ
る

製
造
業
の
企
業
を
対
象
に
、福
島
県
内
に

工
場
等
を
新
増
設
す
る
企
業
に
対
し
補
助

金
を
交
付
す
る
こ
と
で
、生
産
拡
大
と
雇

用
創
出
を
図
り
、地
域
経
済
を
復
興
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
す
。当
補

助
金
は
、津
波
被
害
と
原
発
被
害
と
い
う

福
島
県
の
特
殊
な
状
況
を
解
決
す
る
た
め

に
、制
度
上
大
き
な
特
徴
が
２
点
あ
り
ま

す
。

　

ま
ず
、１
点
目
が
、予
算
規
模
が
約

2,
0
0
0
億
で
補
助
率
が
最
大
3
/
4

と
い
う
、他
に
類
を
み
な
い
大
型
の
補
助

金
で
あ
る
こ
と
で
す
。山
梨
県
の
平
成
26

年
度
一
般
会
計
が
約
4,
6
0
0
億
円
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、１
課
１
担
当
で

約
2,
0
0
0
億
を
扱
う
異
様
さ
を
感
じ

て
頂
け
る
か
と
思
い
ま
す
。震
災
に
よ
る

被
害
を
受
け
た
企
業
だ
け
で
な
く
被
害
が

な
か
っ
た
企
業
も
対
象
に
多
額
の
補
助
金

を
投
入
す
る
こ
と
で
、企
業
の
投

資
意
欲
を
高
め
、結
果
と
し
て
県

内
全
域
の
地
域
経
済
へ
の
波
及
効

果
を
早
期
か
つ
確
実
に
も
た
ら
す

こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

２
点
目
の
特
徴
と
し
て
、補
助

事
業
の
遡
及
適
用
を
認
め
て
い
る

こ
と
に
あ
り
ま
す
。補
助
事
業
は
、

交
付
決
定
を
受
け
て
開
始
す
る
の

が
通
常
の
ル
ー
ル
で
す
が
、当
補

助
金
で
は
、県
に
補
助
金
交
付
申

請
す
る
前
に
事
業
に
着
手
し
た
場

合
で
も
、後
か
ら
交
付
決
定
す
る

こ
と
で
対
象
事
業
と
認
め
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。も
と
も
と
こ
の

遡
及
適
用
は
、補
助
金
運
用
開
始

以
前
に
震
災
か
ら
の
早
期
復
興
を

目
的
に
自
力
で
工
場
の
新
増
設
な

ど
に
着
手
し
て
し
ま
っ
た
企
業
も

対
象
と
す
る
た
め
、相
当
例
外
的
な
措
置

と
し
て
制
度
化
し
た
も
の
で
す
が
、震
災

か
ら
２
年
が
経
過
し
た
当
時
で
は
、む
し

ろ
、交
付
決
定
を
待
つ
こ
と
な
く
事
業
着

手
で
き
る
と
い
う
企
業
の
利
便
性
を
優
先

し
た
、非
常
に
使
い
勝
手
の
よ
い
制
度
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
大
型
か
つ
柔
軟
な
制
度

で
あ
る
た
め
、申
請
者
は
相
当
数
に
上
り
、

担
当
業
務
は
ほ
ぼ
当
補
助
金
に
係
る
交
付

申
請
業
務
や
実
地
検
査
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。

　

派
遣
先
で
は
、派
遣
さ
せ
る
人
数
や
派

遣
者
の
精
神
的
な
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
取

組
み
な
ど
、被
災
地
派
遣
に
対
す
る
県
庁

間
の
温
度
差
を
、同
じ
く
被
災
地
派
遣
さ

れ
て
い
る
職
員
と
一
緒
に
仕
事
を
す
る
中

で
感
じ
ま
し
た
。派
遣
さ
れ
る
前
年
度
、山

梨
県
庁
で
は
市
町
村
職
員
の
被
災
地
派
遣

と
り
ま
と
め
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
年
は
結
果
的
に
３
団
体
程
度
の
自
治

体
か
ら
し
か
派
遣
さ
れ
な
か
っ
た
と
記
憶

し
て
い
ま
す
。職
員
定
数
が
縮
小
さ
れ
る

中
で
人
材
を
派
遣
す
る
こ
と
が
県
内
自
治

体
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
厳
し
い
状
況
か
承

知
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
、一
方
で
、削

減
さ
れ
る
時
こ
そ
、相
互
支
援
体
制
の
重

要
性
が
高
ま
る
の
は
事
実
で
あ
り
、特
に

大
規
模
な
災
害
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、

県
域
を
超
え
た
体
制
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。想
定
さ
れ
る
大
規
模
災

害
に
備
え
、平
時
の
自
治
体
が
被
災
地
自

治
体
の
現
状
を
知
り
、災
害
対
応
と
い
う

観
点
か
ら
知
見
を
蓄
積
す
る
た
め
に
は
、

派
遣
へ
の
積
極
的
な
取
組
み
が
必
要
で
あ

り
、ま
た
、同
時
に
派
遣
さ
れ
る
者
の
精
神

的
な
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
が
、当
該

制
度
を
持
続
さ
せ
る
の
に
必
要
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　
被
災
地
で
の
経
験
を
施
策
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
は
重
要
で
す
が
、そ
の
一
方
で
、現

在
の
よ
う
に
派
遣
者
の
意
思
だ
け
で
は
な

く
、あ
る
意
味
通
常
の
人
事
異
動
と
同
じ

よ
う
に
被
災
地
派
遣
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
ら
な
け
れ
ば
、被
災
地
で
の
経
験
を
施

策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
、個
人
の
能
力

や
考
え
方
に
よ
り
差
が
生
じ
て
し
ま
う
こ

と
か
ら
困
難
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。ま
た

同
時
に
、派
遣
者
へ
の
過
度
な
負
担
を
取

り
除
く
こ
と
を
目
的
に
、特
に
精
神
面
で

の
ケ
ア
ー
を
す
る
こ
と
が
、制
度
を
持
続

さ
せ
る
の
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。被
災
地
派
遣
を
一
方
的
な
支
援
制

度
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、自
ら
の

自
治
体
の
危
機
管
理
体
制
の
一
貫
と
し
て

捉
え
直
し
、よ
り
積
極
的
に
被
災
地
へ
の

派
遣
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

23

派
遣
先
で
の
業
務
内
容

派
遣
先
で
思
っ
た
こ
と

今
後
の
施
策
へ
の
反
映
に
つ
い
て

東日本大震災に係る中長期的な職員派遣
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震
災
か
ら
数
か
月
後
に
、甲
斐
市
職
員

に
よ
る
復
興
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
３
回
実
施

さ
れ（
南
三
陸
町 

１
回
、陸
前
高
田
市 

２

回
）全
て
に
参
加
し
ま
し
た
。前
日
の
夜
に

出
発
し
て
、翌
朝
に
被
災
地
に
着
き
、夕

方
ま
で
作
業
を
す
る
と
い
う
活
動
で
し
た

が
、１
日
の
作
業
で
は
出
来
る
こ
と
も
限

ら
れ
て
い
て
、私
自
身
、ほ
か
に
出
来
る
事

は
な
い
か
、被
災
地
の
た
め
に
何
か
出
来

な
い
か
、と
い
う
気
持
ち
で
し
た
。そ
の

後
、全
国
市
長
会
よ
り
職
員
派
遣
の
要
請

が
あ
り
ま
し
た
の
で
、今
ま
で
の
行
政
経

験
を
活
か
し
、少
し
で
も
復
興
の
力
に
な

れ
れ
ば
と
志
願
し
ま
し
た
。

　
当
初
、派
遣
期
間
は
１
年
間
で
、ま
っ
た

く
知
り
合
い
や
土
地
勘
の
な
い
と
こ
ろ
で

独
り
赴
任
す
る
こ
と
は
不
安
も
あ
り
ま
し

た
が
、同
僚
や
上
司
た
ち
が
、現
地
で
の
生

活
の
こ
と
に
も
気
を
使
っ
て
く
れ
る
な
ど

温
か
く
歓
迎
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、仕
事
や
職
場
、生
活
環
境
に
も

慣
れ
、被
災
さ
れ
た
方
々
の
復
興
へ
の
想

い
を
伺
う
機
会
な
ど
も
あ
り
、も
う
１
年

間
、陸
前
高
田
市
で
仕
事
が
し
た
い
と
い

う
気
持
ち
に
な
り
、派
遣
期
間
の
延
長
を

希
望
し
て
、現
在
、派
遣
２
年
目
を
迎
え
て

い
ま
す
。

　

派
遣
先
で
あ
る
陸
前
高
田
市
は
、岩
手

県
の
沿
岸
南
部
に
位
置
し
、震
災
に
よ
る

影
響
で
市
街
地
中
心
部
は
津
波
に
流
さ
れ

て
し
ま
い
、人
的
被
害
は
死
者
１
５
５
６

人
、行
方
不
明
者
２
１
５
人（
う
ち
、市

職
員
１
１
１
人（
臨
時
嘱
託
含
む
））と

な
っ
て
お
り
、岩
手
県
内
で
最
も
人
的
被

害
が
大
き
く
、建
物
被
害
は
家
屋
倒
壊
数

３
３
４
１
棟
で
岩
手
県
内
で
は
５
番
目
に

多
い
被
害
状
況
で
し
た
。

　
現
在
、が
れ
き
の
撤
去
は
概
ね
片
付
き
、

山
を
削
り
、土
運
搬
専
用
の
ベ
ル
ト
コ
ン

ベ
ア
で
津
波
に
よ
っ
て
流
さ
れ
た
土
地
に

土
を
盛
っ
て
地
盤
を
上
げ
、高
台
に
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
、「
復
興
の
土
台
づ
く
り
」

の
段
階
で
す
。最
近
で
は
、災
害
公
営
住
宅

の
建
設
や
、防
災
集
団
移
転
事
業
も
進
み
、

応
急
仮
設
住
宅
か
ら
の
退
去
者
、家
を
再

建
さ
れ
る
方
も
増
え
て
き
た
こ
と
を
実
感

し
て
い
ま
す
。

派
遣
先
の
現
状

派
遣
の
動
機
、
理
由

陸
前
高
田
市
で

震
災
復
興
の
か
け
橋
に

陸前高田市

甲
斐
市
総
務
部 　

派 遣 先 岩手県陸前高田市
職　 種 一般事務（市営住宅管理）
派遣期間 H25.4.1 〜 H27.3.31

2 甲　斐　市

主
査　

赤
澤
　
政
文

土砂運搬ベルトコンベアベルトコンベア専用つり橋「希望のかけ橋」

【岩手県】
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私
が
配
属
さ
れ
た
建
設
部
建
設
課
管
理

係
で
は
、市
道
、河
川
、市
営
住
宅
等
の
管

理
を
行
っ
て
お
り
、１
年
目
は
、道
路
及
び

河
川
敷
の
占
用
申
請
・
道
路
及
び
河
川
敷

の
承
認
工
事
申
請
・
特
殊
車
両
の
通
行
審

査
・
浄
化
槽
放
流
申
請
等
に
関
す
る
業
務

を
行
い
ま
し
た
。特
殊
車
両
の
通
行
審
査

で
は
、復
興
作
業
に
あ
た
る
車
両
の
申
請

が
多
く
、市
民
の
方
か
ら
は
、「
ダ
ン
プ
の

交
通
量
が
多
い
、ダ
ン
プ
が
通
行
し
た
後

の
道
路
は
泥
で
汚
れ
て
い
る
」な
ど
の
苦

情
も
あ
り
ま
し
た
。

　

２
年
目
の
現
在
は
、市
営
住
宅
の
管
理

を
担
当
し
て
お
り
、入
退
去
に
関
す
る
こ

と
や
使
用
料
の
算
定
、住
宅
の
修
繕
な
ど

の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。市
営
住
宅
も

震
災
の
影
響
を
受
け
、12
団
地
が
６
団
地

に
な
っ
て
し
ま
い
、１
６
６
戸
の
住
宅
が

減
少
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

私
は
、休
日
な
ど
を
利
用
し
て
陸
前
高

田
市
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、岩
手
県
内
や

東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
た
土
地
を
回

り
ま
し
た
。実
際
は
何
が
で
き
る
わ
け
で

も
な
い
の
で
す
が
、復
興
に
奮
闘
し
て
い

る
方
々
を
わ
ず
か
で
も
支
援
す
る
た
め
、

被
災
地
支
援
グ
ッ
ズ
の
購
入
や
、現
地
の

お
い
し
い
食
事
の
画
像
や
感
想
を
職
場
の

同
僚
や
友
人
に
伝
え
た
り
し
ま
し
た
。

　

帰
省
し
た
時
に
、地
元
の
友
人
か
ら「
被

災
地
の
た
め
に
、何
か
出
来
る
事
は
あ
る

の
だ
ろ
う
か
」と
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。そ
こ
で
私
が
思
う
の
は
や
は
り
、

「
忘
れ
な
い
」と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
し

た
。も
ち
ろ
ん
、フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
軽
く
、現

地
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
参
加
で
き
れ

ば
、そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
地
再
建
の
た
め
の
労
働
力
は
、ま
だ
ま

だ
必
要
だ
か
ら
で
す
。で
も
、実
際
は
継
続

的
な
労
働
力
の
提
供
な
ど
は

な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。な
ら

ば
１
度
で
も
い
い
か
ら
、自
分

の
足
で
そ
の
地
を
訪
れ
、自
分

の
目
で
復
興
に
頑
張
っ
て
い

る
人
や
そ
の
土
地
を
見
て
、思

い
を
共
有
す
る
。そ
し
て
、単

発
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加

し
た
り
、現
地
の
も
の
を
購
入

し
た
り
し
、経
済
を
回
す
手
伝

い
を
す
る
。そ
う
し
た
こ
と
も
支
援
に
繋

が
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

被
災
地
で
働
き
、厳
し
い
現
状
を
見
つ

め
な
が
ら
思
っ
た
こ
と
は
、事
前
の
備
え

に
よ
る「
減
災
」の
大
切
さ
で
す
。地
震
を

未
然
に
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。た
だ
、

し
っ
か
り
と
備
え
る
こ
と
で
被
害
を
最
小

限
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。そ
れ
は
、自
分
自
身
が
自
分

と
そ
の
周
囲
を
守
る
の
だ
、と
一
人
ひ
と

り
が
思
い
、普
段
か
ら
準
備
や
訓
練
を
行

う
こ
と
が
大
事
に
な
り
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
は
、大
変
悲
し
い
出
来

事
で
、多
く
の
人
に
多
大
な
影
響
を
与
え

ま
し
た
。し
か
し
、今
生
き
て
い
る
私
た
ち

は
、こ
れ
か
ら
先
の
こ
と
も
考
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。普
段
か
ら
被
害
を
最
小

限
に
抑
え
る
工
夫
を
し
、自
分
自
身
が
生

活
す
る
土
壌
を
よ
り
豊
か
に
し
、人
々
や

経
済
の
流
通
を
良
く
す
る
こ
と
が
、今
生

き
る
私
た
ち
全
員
に
で
き
る
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
流
れ
を
円
滑
に
す
る
体
制
作

り
や
周
知
徹
底
な
ど
、私
た
ち
自
治
体
職

員
に
は
な
す
べ
き
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。こ
の
貴
重
な
経
験
を
踏
ま
え
、私

は
、市
職
員
と
し
て「
市
民
の
安
全
を
守
る

努
力
を
し
て
い
こ
う
」と
改
め
て
心
に
誓

い
ま
し
た
。

派
遣
先
で
の
業
務
内
容

派
遣
先
で
思
っ
た
こ
と

今
後
の
施
策
へ
の
反
映

東日本大震災に係る中長期的な職員派遣

平成25年度　陸前高田市派遣職員奇跡の一本松

災害公営住宅（建設中）

三陸沿岸道路　開通式

震災時の陸前高田市
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上
野
原
市
で
は
、東
日
本
大
震
災
の
発

生
時
、宮
城
県
気
仙
沼
市
に
消
防
職
員
を

派
遣
し
ま
し
た
。こ
れ
が
き
っ
か
け
で
、気

仙
沼
市
に
対
し
て
継
続
的
な
支
援
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。そ
の
支
援
の
ひ
と
つ
と
し

て
、平
成
24
年
度
の
１
年
間
、市
職
員
１
名

の
災
害
派
遣
を
行
う
こ
と
に
な
り
、私
が

指
名
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
は
、積
極
的
に
気
仙
沼
市
へ
の
派
遣

を
希
望
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
た
め
、

と
て
も
悩
み
ま
し
た
。し
か
し
、被
災
地
の

復
旧
、復
興
の
た
め
に
、何
か
で
き
る
こ
と

が
な
い
か
と
考
え
た
と
き
、こ
の
派
遣
は
、

私
に
で
き
る
こ
れ
以
上
に
な
い
支
援
だ
と

思
い
、派
遣
を
決
意
し
ま
し
た
。

　

今
振
り
返
る
と
、私
の
人
生
に
と
っ
て

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
経
験
に

な
り
ま
し
た
。

　

気
仙
沼
市
は
、人
口
７
万
人
弱
の
都
市

で
、宮
城
県
の
北
東
端
に
位
置
し
、岩
手
県

と
の
県
境
に
あ
り
ま
す
。太
平
洋
に
面
し

た
地
形
の
た
め
漁
業
が
盛
ん
で
、リ
ア
ス

式
海
岸
の
美
し
い
風
景
な
ど
を
生
か
し
た

観
光
業
も
活
発
で
す
。

　
気
仙
沼
市
で
は
、震
災
時
、最
大
で
震
度

６
弱
の
地
震
と
、そ
の
後
の
津
波
が
街
を

襲
い
ま
し
た
。気
仙
沼
港
を
は
じ
め
、海
に

近
い
商
業
地
域
、住
宅
地
域
が
大
き
な
被

害
を
受
け
ま
し
た
。

　
平
成
26
年
６
月
時
点
の
ま
と
め
に
よ
る

と
、震
災
に
よ
る
人
的
被
害
は
、直
接
死

１,
０
１
６
人
、関
連
死
１
０
７
人
、行
方

不
明
者
２
３
０
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。ま

た
、住
宅
被
災
棟
数
は
１
５,
８
１
５
棟
、

被
災
世
帯
数
９,
５
０
０
世
帯
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

私
が
災
害
派
遣
職
員
と
し
て
赴
任
し
た

の
は
、震
災
か
ら
１
年
が
経
過
し
た
平
成
24

年
４
月
で
し
た
。市
内
は
、が
れ
き
が
完
全

に
撤
去
さ
れ
て
お
ら
ず
、被
災
し
た
建
物
も

残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
な
か
、

今
後
の
防
災
対
策
や
土
地
の
区
画
整
理
、

道
路
の
か
さ
上
げ
な
ど
の
復
旧
、復
興
に
取

り
掛
か
ろ
う
と
し
て
い
る
時
期
で
し
た
。

派
遣
先
の
現
状

派
遣
の
動
機
、
理
由

宮
城
県
気
仙
沼
市
で
の

災
害
派
遣
経
験
に
つ
い
て

牡鹿半島

仙台湾

気仙沼市

上
野
原
市
建
設
経
済
部
建
設
課

道
路
河
川
担
当
　　

派 遣 先 宮城県気仙沼市
職　 種 一般事務（土木）
派遣期間 H24.4.1 〜 H25.3.31

3 上 野 原 市

主
任　

東
山
　
祐
紀

【宮城県】
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私
は
、派
遣
先
で
建
設
部
の
土
木
課
道

路
行
政
係
に
配
属
さ
れ
ま
し
た
。土
木
課

は
主
に
市
道
の
維
持
管
理
を
行
う
部
署
で

す
。私
の
所
属
し
た
道
路
行
政
係
は
、市
道

に
係
る
開
発
事
業
協
議
や
、工
事
申
請
受

け
付
け
、占
用
物
件
の
管
理
、防
犯
灯
の
設

置
な
ど
を
所
管
し
て
い
ま
し
た
。私
は
道

路
占
用
許
可
申
請
や
道
路
工
事
施
工
承
認

申
請
の
受
け
付
け
、開
発
事
業
協
議
な
ど

の
業
務
を
担
当
し
ま
し
た
。

　

私
は
、こ
れ
ま
で
建
設
部
署
の
経
験
が

な
く
、図
面
を
引
け
る
わ
け
で
も
な
か
っ

た
た
め
、は
た
し
て
気
仙
沼
市
の
役
に
立

て
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
で
し
た
。し
か

し
、気
仙
沼
市
役
所
の
先
輩
方
を
は
じ
め
、

全
国
か
ら
集
ま
っ
た
災
害
派
遣
職
員
の
仲

間
に
助
け
て
い
た
だ
き
な
が
ら
業
務
に
打

ち
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

気
仙
沼
市
は
、震
災
に
よ
っ
て
イ
ン
フ

ラ
が
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
て
い
ま
し

た
。こ
の
た
め
復
興
を
進
め
て
い
く
に
は
、

道
路
の
復
旧
や
新
設
が
特
に
重
要
で
あ

り
、計
画
の
変
更
や
遅
れ
は
他
の
事
業
に

大
き
く
影
響
が
で
る
と
実
感
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、公
共
工
事
以
外
の
民
間
の
住
宅

や
商
業
施
設
の
建
設
、改
修
で
は
、公
道
へ

の
取
付
け
が
必
ず
関
係
し
て
き
ま
す
。大

規
模
な
も
の
に
つ
い
て
は
、開
発
事
業
協

議
の
中
で
公
共
性
、利
便
性
を
持
っ
た
も

の
に
な
る
よ
う
、ま
た
、道
路
の
か
さ
上
げ

計
画
な
ど
と
く
い
違
い
が
起
き
な
い
よ
う

に
打
合
わ
せ
や
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　

気
仙
沼
市
で
は
、震
災
で
何
の
被
害
も

受
け
な
か
っ
た
人
は
い
ま
せ
ん
。全
員
が

被
災
者
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。誰

も
が
つ
ら
い
過
去
を
乗
り
越
え
、復
興
に

向
け
た
強
い
意
志
と
決
意
を
持
っ
て
生
活

し
て
い
ま
し
た
。そ
の
思
い
を
受
け
止
め
、

復
興
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
意
識
し
な
が
ら
、日
々
の
業
務
を
す
す

め
ま
し
た
。

　
私
は
、派
遣
終
了
後
、改
め
て
気
仙
沼
市

を
訪
ね
ま
し
た
。そ
の
際
、自
ら
携
わ
っ
た

工
事
が
完
成
し
、建
物
が
建
設
さ
れ
て
い

る
の
を
見
た
と
き
に
、少
し
ず
つ
で
は
あ

り
ま
す
が
、間
違
い
な
く
復
興
が
進
ん
で

い
る
と
実
感
し
ま
し
た
。

　

当
初
は
仕
事
も
手
探
り
で
、迷
惑
を
か

け
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、

市
役
所
の
一
員
と
し
て
迎
え
入
れ
て
く
だ

さ
っ
た
気
仙
沼
市
役
所
の
職
員
の
み
な
さ

ん
、ま
た
、全
国
か
ら
土
木
課
に
配
属
さ

れ
、共
に
働
き
、仲
間
と
し
て
支
え
て
く
だ

さ
っ
た
他
自
治
体
の
災
害
派
遣
職
員
の
み

な
さ
ん
に
改
め
て
感
謝
し
ま
す
。

　
気
仙
沼
市
の
被
害
の
多
く
は
津
波
に
よ

る
も
の
で
す
。山
梨
県
に
は
海
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、災
害
か
ら
の
復
旧
、復
興
に
向
け

て
の
流
れ
は
大
い
に
参
考
に
す
べ
き
点
が

あ
り
ま
し
た
。

　
道
路
や
防
災
無
線
、電
気
、携
帯
電
話
な

ど
が
寸
断
さ
れ
た
と
き
、ど
の
よ
う
に
情

報
を
共
有
し
た
ら
よ
い
か
、国
や
県
の
道

路
管
理
者
と
ど
の
よ
う
に
連
携
し
、早
期

復
旧
を
図
る
の
か
な
ど
、事
前
に
考
え
備

え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、大
災
害
の
あ
と
に
は
、復
興
に
向

け
た
業
務
を
通
常
業
務
と
と
も
に
進
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。職
員
は
、大
き
な
負

担
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、心
身
の
ケ
ア
も

必
要
で
す
。職
員
の
絶
対
数
が
不
足
す
る

こ
と
も
想
定
さ
れ
、災
害
連
携
協
定
を
結

ぶ
自
治
体
な
ど
か
ら
の
応
援
も
必
要
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、道
路
、水
道
、下
水
道
、電
気
な
ど

の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
お
い
て
は
各
管
理
者

と
連
携
し
、効
率
的
な
復
旧
に
向
け
て
の

協
議
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

復
興
に
近
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。住
民
や

職
員
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に

し
、一
致
団
結
し
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り

重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

派
遣
先
で
の
業
務
内
容

派
遣
先
で
思
っ
た
こ
と

東日本大震災に係る中長期的な職員派遣

今
後
の
施
策
へ
の
反
映



　過疎対策事業債は、過疎地域の市町村が、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項による過疎地域自立促

進市町村計画に基づいて行う事業を対象としています。具体的には、同法第１２条第１項に規定された施設の整備

事業等（いわゆるハード分）と、同法第１２条第２項に規定された過疎地域自立促進特別事業（いわゆるソフト分）に該当する

事業が起債対象となります。

　公共施設等の除却事業については、起債対象事業を列挙している同法第１２条第１項（ハード分）には含まれていません。

　一方、同法第１２条第２項（ソフト分）では、住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る

ために、過疎地域の市町村が過疎地域自立促進市町村計画に定めるものの実施につき必要とする経費は、地方債をもって

その財源とすることができるとされています。

　以上より、過疎地域の市町村が、過疎地域自立促進市町村計画に公共施設等の除却事業を位置づけることにより、過疎

地域自立促進特別事業（ソフト分）として起債対象とすることができます。

○公共施設等の除却に係る地方債の特例との関連

　平成２６年4月1日に地方財政法の一部が改正され、公共施設等の除却に係る地方債の特例（同法第３３条の５の８）が創

設されました。

　地方公共団体の所有する公共施設等の除却であって、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における公共

施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画（以下「公共施設等総合管理計画」という）に基づいて行われるものに要

する経費は、地方債の対象となりました。

　今回の改正は、公共施設等の除却が全国的な課題となっていることへの措置であるため、過疎地域の市町村においても、

公共施設等の除却については、この制度を活用することとされています。

　一方で、過疎地域自立促進特別事業（ソフト分）については、これまでと同様に、過疎地域自立促進市町村計画に基づき公

共施設等の除却を行うことが可能です。ただし、過疎地域の市町村においては、他の市町村と比較して特に人口減少が著し

く、財政力も弱いことから、公共施設等総合管理計画を策定し、所有する公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点

をもった上で、更新・統廃合・長寿命化などの計画的な整備により、その最適な配置の実現に取り組んでください。

　なお、過疎地域の市町村においては、公共施設等総合管理計画の策定に過疎地域自立促進特別事業（ソフト分）を活用す

ることも可能ですが、当該計画の策定に要する経費については、平成２６年度からの３年間にわたり特別交付税（措置率2分

の1）が措置されますので、特別交付税の基礎数値の算定にあたっては、過疎対策事業債の地方財政措置との重複を避ける

ようご留意ください。

過疎対策事業債による公共施設等の除却について教えてください。Q
Question

A
Answer

自治 Q&A お答えします！ Q&A
Question & Answer

自  治
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公共施設等総合管理計画について教えてください。Q
Question

A
Answer

　背景
　　昭和４０年代の高度経済成長期に国や地
方公共団体等により集中的に整備されたインフ

ラ施設等の老朽化に伴い、インフラ施設等の安全性・信
頼性確保への取り組みが必要になっています。
　併せて、地方公共団体では、厳しい財政状況が続く中
で、今後、人口減少等による公共施設等（地方公共団体
が所有する公共施設、公用施設、その他の建築物・工作
物をいう。）の利用需要の変化を踏まえ、公共施設等の全
体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・
長寿命化などを計画的に行う、公共施設マネジメントへの
取り組みが期待されています。
　このような状況の中、総務大臣より各地方公共団体に
対し、速やかに公共施設等の総合的かつ計画的な管理
を推進するための計画（公共施設等総合管理計画。以下
「計画」という。）の策定に取り組まれるよう要請（平成２６
年４月２２日付総財務第７４号）されたところです。

計画の位置づけ
　計画は、インフラ長寿命化基本計画（平成２５年１１月２９
日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議
決定）に基づき地方公共団体が策定するインフラ長寿命
化計画（行動計画）となります。

計画の目的
　計画策定により、次のような効果が期待されます。
　１　国土強靱化への貢献
　２　公共施設等の最適配置
　３　財政負担の軽減・平準化
　４　今後のまちづくり
　５　民間投資の促進

計画に記載すべき事項
　計画策定にあたっての指針（平成２６年４月２２日付総財
務第７５号総務省自治財政局財務調査課長通知）により、
計画には次の内容を記載することとなります。
　なお、総務省のホームページ（http://www.soumu.
go.jp/iken/koushinhiyou.html）において、更 新 費
用の推計を行うことができる更新費用試算ソフトを公開し
ているので、必要に応じ活用してください。

　１　公共施設等の現況及び将来の見通し
（１） 老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施

設等の状況
（２） 総人口や年代別人口についての今後の見通し

（30年程度が望ましい）
（３） 公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中

長期的な経費の見込みやこれらの経費に充当可能
な財源の見込み等

　２　公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基
本的な方針

（１） 計画期間（10年以上）
（２） 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有

方策
（３） 現状や課題に関する基本認識
（４） 公共施設等の管理に関する基本的な考え方

① 点検・診断等の実施方針
② 維持管理・修繕・更新等の実施方針
③ 安全確保の実施方針
④ 耐震化の実施方針
⑤ 長寿命化の実施方針
⑥ 統合や廃止の推進方針
 ⑦ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体

制の構築方針
（５）フォローアップの実施方針

　３　施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

計画策定に係る財政支援措置
　計画策定にあたっては、次の財政支援措置が設けられ
ています。
　１　計画策定に要する経費に対する特別交付税措置

（１） 措置率　２分の１
（２） 期　間　平成２６年度～平成２８年度

　２　計画に基づく公共施設等の除却についての地方債
の特例措置

（１） 地方債の充当率　７５％（資金手当）
（２） 期　間　平成２６年度以後の当分の間

　なお、計画に基づき公共的施設の総合整備事業として
既存施設の除却を行う場合、当該除却は、旧合併特例事
業の対象となります。
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Q u e s t i o n  &  A n s w e r

　平成の合併により市町村の面積が拡大する等市町村の姿が大きく変化したことを踏まえ、「①支所に要する経
費の算定」、「②人口密度等による需要の割増し」、「③標準団体の面積の見直し」の３つの項目について、平成
26年度以降5年程度の期間をかけて、普通交付税の算定に反映することとしています。

　このうち、「①支所に要する経費の算定」については、旧市町村の役場が合併後の市町村の支所として、住民サービスの
維持・向上、コミュニティの維持管理や災害対応等に重要な役割を果たしていることに着目し、「地域振興費」において、旧
市町村の役場を支所とみなして、次のとおり算定することとしています。
　まず、標準的な支所の経費として、所管区域人口8,000人、本庁からの距離16ｋｍで2.4億円程度（支所の職員人件費及
び維持管理経費1.7億円程度、旧市町村単位の地域振興関係経費等0.7億円程度）を設定しています。
　次に、支所に要する経費を「所管区域人口×一人当たりの支所に要する経費×所管区域人口の多寡による補正×本庁から
の距離の遠さによる補正」という算式により、旧市町村ごとに算定します。
　最後に、旧市町村ごとに算定した支所に要する経費を合算し、合併団体の一本算定に加算します。
　なお、合併後の市町村の本庁舎が所在する旧市町村の役場については、一本算定において本庁舎が存在していることを
前提に交付税を算定していることから、支所の需要の計算からは除き、本庁舎が存在しない旧市町村についてのみ、支所の
需要を算定します。
　また、支所の需要が加算されるのは一本算定のみであり、合併算定替については、旧市町村が存続していると仮定して交
付税額を算定するものであることから、旧市町村の役場が支所ではなく、本庁舎としてそのまま存続している前提で算定して
いるため、支所に要する経費は加算しません。
　このようにして算定された支所に要する経費については、平成26年度は上記により計算された額の3分の1、平成27年度
には3分の2を加算することとし、平成28年度以降は全額を加算することとしています。これは、合併後10年間という合併算
定替の特例期間終了後、5年間かけて段階的に一本算定に縮減されることや、合併算定替の特例期間が終了する時期が
合併時期の差により団体によって異なることを勘案し、今般の見直しについても段階的に行うこととしていることによるもので
す。
　また、「②人口密度等による需要の割増し」、「③標準団体の面積の見直し」については、引き続き、市町村の実情を踏ま
えた検討を進め、平成27年度以降、順次交付税算定に反映することとしています。

市町村合併による行政区域の広域化を反映した交付税算定について教えてください。Q
A
Answer

Question

◆見直しのイメージ

従　来 見直し後

合
併
算
定
替
に
よ
る

交
付
税
の
増
加
額

交付税の額

見直し後の
交付税の額

合併
算定替

合併
算定替

一本
算定

一本
算定段階的縮減期間特例期間

合併後の市町村の
姿を踏まえた見直
しによる一本算定
の増
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市町村調査研究事業

①助成対象
　単独または複数の市町村職員で構成する調査研究グループ（市町村
長等から推薦がある 4 人以上の調査研究グループ）

②対象事業
　市町村職員が行う調査研究事業（対象事業のテーマは問いません。）

③助成対象経費
　事務費、アンケート・聞き取り実施に伴う経費、検討会費、旅費交通費、
アドバイザー謝礼、報告書印刷費等

④助成額
　助成対象経費の全額（30 万円限度）

⑤助成期間
　原則単年度。継続事業にあっては最大限 2 年間

公益財団法人 山梨県市町村振興協会

│ 制度の紹介 │

　平成25年度に山梨県市町村振興協会の助成金を活用して、市町村職員が自主的・主体的
に行った計7団体の調査研究事業のうち、4団体を次ページから紹介いたします（残りの3団
体については、次号（27年3月号）に掲載）。

平成26年度から制度の一部を変更しています。
　平成18年度から、市町村職員が主体となって行う調査研究事業を支援するため助成金を
交付しており、昨年度までに、住民との協働や行政改革、観光振興、6次産業化等の調査研究
事業計76件に対して助成を行って参りました。
　平成26年度から、先進施策事例の視察や研究を行ううえで必要な研修会等への参加旅費
等に対応できるよう、助成金対象経費に「旅費交通費」を加えるなど制度の充実を図ってお
り、本年度は、計6団体の調査研究事業へ助成を決定しております。

平成27年度の募集
　平成27年度における本事業の助成希望に関する調査を11月下旬に行う予定ですので、本
制度の活用についてご検討をお願いいたします。

　市町村職員が自主的、主体的に実施する調査研究事業に対し、
次のとおり助成を行います。

市
町
村
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査
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女子カフェは、お茶しながら気軽に意見を出し合い、甲府市
が抱えている課題について政策提言していこうと、幅広い

年代の女性職員が集まり平成25年5月に発足しました。
　初年度のテーマは、全国的な課題でもあり、女性目線での意
見が出しやすい「人口減少問題」にスポットをあて、出生率を上
げるにはどうすれば良いか、結婚・出産・子育てと順を追って
検討を進めていきました。
　会は月２回、メンバーを同年代の小グループに分け、女性らし
い発想や思い付きを自由に出し合えるよう、自分の経験等を踏
まえた現状分析や課題抽出を行ってから、データとの整合性を
検討し、対策案の作成へ入っていきました。
　その結果、幼少期から結婚・子育てまでの期間、絶え間の無
いアプローチにより将来的に出生率を上げることが重要である

と考え、目標を「20代での結婚・出産を増やす」こととし、対策
案を絞り込みました。
　児童・生徒に対しては、学校等への「おしかけ出前講座」の
実施による意識付けを、結婚前の若者に対しては、「成人式に
併せた情報発信」による啓発を、結婚・子育て世代に対しては、
情報提供や相談・支援を行う「おせっかい事業」、「20代での
出産助成」などの経済支援、夜間保育や病児保育など「保育の
充実」の５件を対策案としてまとめ、３月には報告会を実施しまし
た。
　今年度は、定住人口・交流人口の増加に向けた「まちづくり」
について検討を進めており、今後も女子カフェの活動を通して女
性職員の考えを政策提言していきたいと思います。

若手職員の持つ柔軟な発想力と行動力を活用し、人口減少等
本市の現代的な課題に対する方策を調査研究する機関とし

て、若手職員プロジェクトチームを設置し、調査研究を行いました。
プロジェクトチームによる調査研究活動において立案されたもの
で、その有効性が認められたものは、今後の市の施策として反映さ
せていくこととなり、プロジェクトチームの活動にも熱が入りました。
　30年後、全国の自治体の半分が「将来消滅する可能性があ
る。」という衝撃的なニュースが流れる人口減少の問題や、現在
どこの地域においても、力をいれている地域活性化や交流人口
の増加。私たちのプロジェクトチームは、特に「市の活性化や交
流人口の増加」について焦点をしぼり調査を進めていきました。
　ペースとしては、週1回程度を目安に調査研究を行うととも
に、隔月のペースで座談会を行いました。座談会では、まちの課
題やまちづくりに関するテーマを設定し、参加者同士が真剣に、

またリラックスした雰囲気で話し合う場をつくりました。
　調査研究と平行して、座談会も行う中で、調査研究できたとし
ても実行されなければ他人事の企画になってしまうことに気付
き、どうしたら他人事にならず自分たちごととしてプロジェクトを
進めていくかを考えました。
　参加者の思いや話を共有することから、実際にプロジェクト
が実行された事例を調べたところ大阪市扇町の「扇町talking 
about」と長野県塩尻市の「しおらぼ」がありました。
　最終的に座談会は全5回を実践し、のべ180名以上の参加が
ありました。その実践から気付いたことは、自分たちの思いを共
有する場をつくることの重要性でした。また、思いを共有すること
が、実行することへの第1歩であったということでした。
　若手職員の世代がこれからの街を担っていく責任感をもち、
今後も調査研究を進めていきます。

甲府市

富士吉田市

 「女性目線の政策形成プロジェクト女子カフェ」
産業振興室　樋口　優子

「若手職員プロジェクトチーム」
政策企画課　荒井　慶悟

女性職員が考える
「ストップ人口減少」

人口減少に歯止めを掛ける方策及び
市の活性化や交流人口の増加に
つながる施策に関する調査研究
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行政サービスの多様化に伴い、行政への要望は増え、一
方、少子高齢化や人口減少による税収・財源は減少

傾向にあり、私達のとりまく環境は年々厳しい状況となってい
ます。
　このような中、本事業は職員自らが高い意識を持って、行
政全般の見直しや、課題に対しての解決策を見出すには、何
が必要なのかを見つけるため、平成２５・２６年度の複数年に
渡り調査・研究をすることとしました。
　１年目においては、市民側、職員側のそれぞれの考えや意
見を分析し、市民ニーズと行政サービスのギャップから課題・
問題を洗い出しました。具体的には、市が実施した「平成２４
年度住民意向調査」を使用し、その中の市民の自由意見につ
いて、内容を分析し市役所内部で解決できる項目を抽出し、

その項目に基づき職員へのアンケート実施や、部分的なヒア
リング等の意識調査を行いました。
　この意識調査の結果、出てきた課題への対応策等を参考
図書も活用しながら考察する中で、研究事業としての途中経
過を中間報告として取りまとめました。
　２年目においては、１年目の中間報告資料を基礎資料とし、
引き続きアンケート・ヒアリングに答えた職員の追跡調査を
実施します。また、職員意識の変化等を中心に１年目の結果
と比較しながら整理し、「解決策を見出す」このことを先進
事例等も参考としながら、コンピテンシー（業績優秀者の行
動の様式や特性『大辞林より』）モデルを導き出していけるよ
う、取りまとめを進めています。

自治体における人口減少とは、自治体の根幹を成す「住民
と税収」の減少と同義であり、まちづくりを左右する最重

要事象であります。甲州市においては、平成１７年からの５年間
で約2,000人もの減少となっており、その対応が急務と感じて
いました。
　人口対策のみならず、自治体における懸案事項への対応と
しては、各課の所掌事務に基づく解決策の検討を中心に、より
高度な議論が必要な場合にはプロジェクトチームが設置され
ることが多く、実際に当市としましてもそのような動きもありま
した。
　しかしながら、人口対策は非常に重要かつ緊急性を求めら
れる課題であり、これまでのやり方に留まらず、もっと自由に柔
軟な発想で取り組みたいと考える職員の声が複数上がったこ

とから庁内にて同志を募ったところ、思いを同じくする３４名も
が集い、職務から離れ自主的に研究する当会を発足するに至
りました。
　大所帯となった本会は、４つのワーキンググループに分か
れ、それぞれにおいて、「予算」「法令」「公私」等一切の
制約にとらわれず、思い思いの人口対策事業の立案に取組
み、それはまさに自治体職員の夢のような時間を共有すること
となりました。講師を招き先進事例に心躍らせ、時間外や休日
にも積極的に市内外のリサーチを行うなかで、幾つかの事業
を当局に提言し、事業化につなげることも出来ました。
　今後につきましても、本会の経験をもとに、職員一丸となっ
て各種の課題に立ち向かって行きたいと思います。

甲州市

「甲州市人口対策施策研究会」
政策秘書課　笹本　正和

人口対策に関する施策の
立案に関する研究

山梨市

「地域に響く行政を目指す会」
福祉事務所　小林　　弘

明るいまちづくりを
目指した調査研究事業



県と市町村、また、市町村間において職員交流が盛んに行われています。
今回は、市町村から県へ派遣され活躍している皆さんに登場していただき、近況を紹介していただきました。

から こんにちは県 町 村市  がんばっていま～す。
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市町村課　税政担当
小林 大輔
（富士川町）

エネルギー政策課
中山 光章
（甲府市）

総合県税事務所
滞納整理部
土屋 真理
（富士河口湖町）

　私は平成２６年４月より、富士川町から研修生として総務部市町村課にお世話になっております。
　私は税政担当で主に固定資産税の担当をさせていただいております。４月上旬に市町村のご担当者の
方々にお集まり頂き、課税免除に係る減収補てんのヒアリングを行いました。これまで税政に携わったことが
なく、さらにヒアリングをするといったことはこれまで経験がありませんでしたので、必死で勉強し前任の方
にも協力していただきながらなんとか乗り越えたことを覚えております。このヒアリングが終わると地方交付
税算定業務が始まり、それと同時に固定資産概要調書の検収も始まりました。どの業務についてもこれまで
全く関わったことがなく、一から勉強しなくてはならないため市町村課の皆様にはかなり御迷惑をかけたか
と思います。４月から今日まで、市町村課の皆様には御指導していただき、とても内容の濃い時間を過ごすこ
とができました。
　また、これからは交付税検査、特別交付税の算定等があります。ここでしか経験のできない業務が多々あ
りますので、さらに経験を積み富士川町に戻った際には生かせるように勉強したいと思います。
　最後に、県庁にて得られた経験や市町村課にて出会った皆様とのつながりはこれからの私の財産になると
思います。課長をはじめ市町村課の皆様がいたおかげで、今日まで充実した日々を送ることができたと思い
ます。残りの期間につきましても、御迷惑をかけることがあるかと思いますが、御指導のほどよろしくお願い
します。

　本年４月から、甲府市より派遣職員として、エネルギー政策課に配属されました。当初は異なる職場環境の中、
不安ばかりが先行していましたが、上司を始めとした周囲の方々にご指導いただき、少しずつ業務に慣れてきた
日々を送っております。
　エネルギー政策課では、クリーンエネルギーの導入促進と省エネルギー対策を両輪に、「エネルギーの地産地消」
を目指しています。私の主な業務は、その片輪である省エネルギー対策で、県庁全体の省エネ・省資源を推進する
エネルギーマネジメントシステム運用や家庭の省エネ推進に向けた普及啓発等です。その中でエネルギー最新技
術を視察したり、様々なセミナーに参加するなど、市町村では体験できない経験をさせていただいております。
　また、エネルギー関連は日本全体で関心があり、目まぐるしく進歩する分野でもあるため、難しい専門用語や原
理、仕組など、日々勉強をしなくてはいけない事柄が多いので重圧もありますが、やりがいも充分に感じることが
できます。
　派遣期間中で学ぶべきことは非常に多く、かつ大きなものであると思います。まだまだ不慣れな部分も多々あ
りますが、日々勉強であることを忘れずに、県で培った知識や経験を、市に戻った時にフィードバックできるように
がんばっていきたいと考えます。
　最後になりましたが、日々、様々な面でサポートいただいているエネルギー政策課の皆様に感謝しております。
これからもご迷惑をおかけするかと思いますが、最大限努力していきたいと思います。

　私は、この４月より富士河口湖町から交流派遣職員として山梨県総合県税事務所滞納整理部へ配属となっ
ております。
　そして、市町村の滞納整理の推進を図るため、県税事務所に派遣されながら、県税職員の２名の方ととも
に、富士吉田市役所総務部収税課で勤務させていただいております。
　この派遣事業の目的は、派遣された市町村の滞納整理を行うなかで、困難となっている事案の対応や、他
の市町村のもつノウハウを習得し、派遣終了後の滞納整理にいかしていくということです。初めての試みでし
たので不安でしたが、とても充実した日々を過ごしております。
　富士吉田市収税課は大変活気があり、厳しい姿勢で滞納整理に取り組んでいます。特に国民健康保険税の
滞納者に対する保険証交付、納税の交渉についてはとても参考になりました。
　私は富士河口湖町税務課にて３年間滞納整理業務に携わっていたので、派遣当初は今まで取り組んできた
滞納者の給与差押等を中心におこなっていましたが、県税職員の方、富士吉田市収税課の方々のご指導によ
り、今までチャレンジできなかった滞納者所有の自動車のタイヤロック等をおこなうことができました。また、
滞納者宅の捜索にも同行させていただき、とても勉強になりました。
　この派遣事業は半年で終了します。残り少ない時間ですが、少しでも市税徴収率向上のためにお役に立て
ればと思います。また富士河口湖町へ帰ってから、派遣事業で学ばせていただいたことをいかし、今までにな
い視点で町税徴収率の向上のために努力していきたいです。最後にこの場を借りて、この機会をあたえてい
ただいた皆様へ感謝申し上げます。
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総合県税事務所
滞納整理部
笠井 修幸
（中央市）

市町村課　財政担当
近藤　 暁
（山中湖村）

中北建設事務所
道路課
小林 俊輔
（南アルプス市）

　この4月より中央市から派遣職員として山梨県総合県税事務所滞納整理部市町村相談支援スタッフに配属
になりました。
　私の業務は、地方税法第48条により、個人住民税の徴収業務を市町村から県税事務所に引き継ぎ、県の徴
税吏員として財産調査や納税相談、時にはやむを得ず財産の差押を行うこともあります。徴収は行政の財政
基盤の確保のため、また、税の納付義務の公平性を保つために必要な業務であり、県税事務所職員の徴収に
対する心構えや使命感、滞納処分に向けた迅速な事務処理など学ぶことがとても多く感じます。
　納税者の中には、個人的事情によって納付が厳しいとの理由から納税が後回しにされる傾向があります。
このような納税者には、税金は生活をする上で社会保障等に必要不可欠なものであるということを主張し、納
税意識を高められるよう折衝を行っております。そして、どうすれば「差押等による強制徴収」ではなく、納税
義務者が「自主的に税金を納付する」という意識を持っていただけるか上司や同僚と毎日議論を交わしている
ところです。
　残された派遣期間で、県税事務所で行っている滞納整理の知識を少しでも多く学び、市に戻ってからの業
務に活かせるよう頑張っていきたいと思います。
　最後になりますが、このような機会を与えてくださった皆様に感謝申し上げるとともに、業務を通じて知り
合った県税事務所職員の皆様にはこれからもご指導の程よろしくお願いいたします。

　平成２６年４月より、山中湖村から市町村研修生として市町村課にお世話になっております。配属されてから
４か月が過ぎましたが、始めは山中湖村からの長距離通勤による生活リズムと職場環境の変化、業務の流れ
の違いに不安と戸惑いを感じましたが、周囲の方々からの温かいご指導とサポートをいただき、何とか慣れる
ことができました。
　私は現在財政担当として、県内市町村の公営企業会計、主に水道事業会計の企業債や決算状況調査に関
すること、公共施設状況調査などの調査・統計業務、また、普通会計における災害復旧事業債・臨時財政対
策債に関する事務を担当しております。
　担当した業務の中で特に印象に残ったのは甲府財務事務所との合同起債ヒアリングです。山中湖村の恵ま
れた財政状況から、今まで関わることはありませんでしたので、起債の流れからわからない中で、周りの方に
聞いたり、手引き等を参考に勉強したりと自分なりに準備をしたつもりで臨みましたが、市町村や企業局の担
当者の方々を相手にお話しをさせていただく中で学ぶこともたくさんあり、もっと業務に関する知識を深めな
ければいけないと刺激を受けることができました。
　最後になりましたが、県庁において経験した業務と多くの方との出会いは私に取って大きな財産となること
と思います。暖かく迎えて頂いた市町村課の皆様には大変感謝しております。また、人員の少なく業務が多い
中、快く送りだして頂いた山中湖村の皆様に感謝をするとともに、今後の業務に活かせるようにさらに邁進し
てまいりたいと思っております。

　本年４月より南アルプス市から研修生として「中北建設事務所 道路課 西部道路担当」にお世話になってお
ります。
　配属された４月は、職場環境の違いはもちろん、市では経験することの出来ない規模の大きな工事や設計を
担当することに、不安や戸惑いを感じました。配属から早４ヶ月が経ち、まだまだ初めて経験する業務に奮闘し
ている最中ですが、事務所の方々の温かいご指導をいただきながら、前向きに仕事に取り組むことが出来て
います。
　私の担当は、南アルプス市、中央市、甲斐市、昭和町、甲府市の国・県道の道路整備事業です。測量、設計、
発注、工事監督業務等、様々な段階の道路事業の担当をさせていただき、事業の一連の流れを経験させてい
ただいております。地元である南アルプス市内の事業に携わることや、電線共同溝工事や橋梁補修工事、災
害防除の設計等、市ではなかなか経験することの出来ない事業にも従事し、やりがいと責任を感じながら日々
奮闘しております。また、このような道路事業には、設計コンサルタント会社、施工会社、関係機関との協議に
加え、地権者や周辺住民との関わりが必要不可欠になります。この研修期間での経験と出会いは、今後の業
務のみならず、私自身の人生において大きな財産になることを確信しております。
　最後になりましたが、このような貴重な経験を積ませていただいていることに対し、機会を与えていただい
た南アルプス市職員の皆様と、受け入れていただいた中北建設事務所及び関係機関の県職員の皆様方に心
より感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。


