
A N P A C H I

町 政 を  問 う

①
「
現
状
の
体
制
の
抜
本

的
な
見
直
し
」
に
つ
い
て
、

今
年
９
月
か
ら
は
携
帯
電
話
へ
の

緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
導
入
す
る
な

ど
強
化
に
努
め
ま
す
。
さ
ら
に
職

員
を
現
地
へ
配
置
し
、
地
域
の

方
々
と
の
連
携
強
化
に
今
後
も
努

力
し
ま
す
。

地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
の
中

で
、
特
殊
車
両
の
整
備
を
含
め
、

抜
本
的
な
防
災
体
制
の
見
直
し
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

②
「
地
区
防
災
訓
練
」
に
つ
い
て

は
、
「
自
ら
の
安
全
は
自
ら
が
守

る
」
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
互
い

が
助
け
合
い
・
協
調
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
そ
の
た
め
防
災
訓
練

の
普
及
・
啓
発
が
重
要
で
す
。
訓

練
内
容
を
見
直
す
と
と
も
に
区
長

と
も
連
携
を
と
り
訓
練
実
施
、
啓

発
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

③
指
摘
の
備
品
に
つ
い
て
は
、
資

機
材
等
の
購
入
に
対
し
「
地
区
防

災
設
備
設
置
補
助
制
度
」
を
設
け

て
お
り
、
制
度
の
活
用
を
区
長
へ

依
頼
し
て
い
き
ま
す
。

約
条
例
」
を
制
定
す
べ
き
で
す
。

入
札
制
度
は
、
談
合
の
排

除
や
行
政
コ
ス
ト
の
削
減

等
を
目
指
し
て
、
一
般
競
争
入
札
、

総
合
評
価
方
式
に
よ
る
入
札
な
ど

い
く
つ
か
の
方
法
が
検
討
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

現
在
で
は
、
価
格
競
争
が
激
化

し
落
札
価
格
が
下
落
し
た
こ
と
か

ら
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
低
下
や
働

く
人
の
賃
金
及
び
労
働
条
件
の
悪

化
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
て
、

総
合
評
価
方
式
を
取
り
入
れ
る

「
公
契
約
条
例
」
が
検
討
さ
れ
始

め
た
こ
と
は
、
ご
指
摘
の
と
お
り

で
す
。

現
時
点
、
公
契
約
条
例
を
制
定

し
た
自
治
体
は
、
東
京
都
町
田
市

と
神
奈
川
県
川
崎
市
ほ
か
数
自
治

体
で
す
。

当
町
で
は
、
平
成
19
年
度
、
20
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公
契
約
条
例
を

制
定
せ
よ［

総
務
課
長
］

町
が
行
う
事
業
の
多
く
は

民
間
へ
の
委
託
に
よ
る
も

の
で
す
。
そ
の
際
に
交
わ
さ
れ
る

契
約
は
「
公
契
約
」
と
呼
ば
れ
、

多
く
は
一
般
競
争
入
札
に
よ
っ
て

業
者
が
選
定
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
昨
今
の
景
気
の
低
迷
に

よ
り
、
値
引
き
競
争
が
激
化
し
、

業
務
や
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
低
下
だ

け
で
は
な
く
、
公
契
約
の
下
で
働

い
て
い
る
労
働
者
の
賃
金
も
大
幅

に
低
下
し
て
き
て
い
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
低
下
は
人
命

に
か
か
わ
る
場
合
も
あ
り
、
過
度

な
競
争
に
は
歯
止
め
を
か
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

地
域
産
資
材
の
使
用
の
有
無
、

町
内
在
住
の
職
員
数
、
な
ど
を
点

数
化
し
た
総
合
評
価
方
式
や
、
労

働
者
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
を
規
定

す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
「
公
契

質
問

年
度
の
道
路
改
良
工
事
で
各
1
件

総
合
評
価
方
式
を
試
行
導
入
し
ま

し
た
。

現
在
、
当
町
が
実
施
し
て
い
る

指
名
競
争
入
札
で
は
、
地
元
雇
用

を
確
保
し
地
元
業
者
の
育
成
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
業
務
施

工
状
況
の
監
理
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
低
下
を
防
ぐ
こ
と
が
で

き
て
お
り
、
議
員
が
懸
念
さ
れ
る

状
況
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

公
契
約
条
例
が
目
指
し
て
い
る

労
働
者
の
適
正
な
労
働
条
件
や
業

務
の
質
の
確
保
は
大
切
で
す
。

し
か
し
、
公
契
約
条
例
の
中
で

最
低
賃
金
を
定
め
る
こ
と
は
、
労

働
契
約
の
内
容
に
介
入
し
、
労
働

基
準
法
に
違
反
す
る
こ
と
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
労
働
関
係
法
令
と
の
整

合
を
図
る
こ
と
を
含
め
、
国
に
お

い
て
適
切
に
制
度
化
が
な
さ
れ
る

べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

今
後
、
国
の
動
向
や
先
行
事
例

に
つ
い
て
の
研
究
を
継
続
し
、
適

正
な
価
格
で
、
よ
り
良
い
行
政

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
努

め
て
い
き
ま
す
。

公契約条例によって、労働者の処遇が改善し、町民の安全も確保されます
（出典：日本労働組合連合会パンフレット）

2012.11.1あんぱち議会だより　第51号11


