
2011年３月25日 第225号月刊「地方自治みえ」( 1 )

　

「
全
国
で
は
商
店
街
が
１
２,
０
０
０

ほ
ど
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
事
実
上
毎
年
２
０
０
ず
つ
消
え
て
い
る

と
い
う
統
計
が
あ
り
ま
す
。」

　

商
店
街
が
消
え
る
と
い
う
の
は
空
き
店

舗
率
が
50
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
機
能
し

な
く
な
る
状
態
で
す
。
な
ん
と
な
く
感
じ

て
い
る
こ
と
も
、
い
ざ
数
字
を
突
き
つ
け

ら
れ
て
ハ
ッ
と
し
た
、
そ
ん
な
気
分
に
な

り
ま
し
た
。
県
内
自
治
体
で
も
駅
前
再
開

発
や
中
心
市
街
地
活
性
化
が
大
き
な
行
政

課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
約
１
０
０

人
と
い
う
申
込
み
が
あ
っ
た
の
も
、
自
分

の
街
を
何
と
か
し
た
い
と
い
う
危
機
感
が

あ
っ
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
に
お
い
て
、
中
心
市
街
地
が
衰
退

し
て
い
る
原
因
と
し
て
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
変
化
や
郊
外
型
店
舗
の
進
出
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
た
し
か
に
、
日
本
全
国

で
大
規
模
な
駐
車
場
を
完
備
し
た
郊
外
型

店
舗
が
増
加
し
、
今
や
生
活
に
欠
か
せ
な

い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、

自
分
専
用
の
コ
ッ
プ
は
古
く
な
っ
て
も
自

分
に
と
っ
て
は
大
切
な
も
の
で
あ
る
よ
う

に
、
商
店
街
が
な
く
な
っ
て
も
い
い
と
言

う
気
に
は
な
れ
な
い
も
の
で
す
。
こ
の
よ

う
な
地
域
に
住
む
人
々
の
地
元
へ
の
愛
着

心
を
、
足
立
先
生
は
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル

価
値
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

　

和
歌
山
市
の
中
心
部
に
あ
っ
た
丸
正
百

貨
店
は
、
そ
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
価
値
を

約
３
億
円
と
計
算
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
金

額
の
多
寡
は
ど
う
あ
れ
、
き
っ
と
皆
さ
ん

の
街
に
も
そ
う
し
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
価

値
を
有
す
る
も
の
や
場
所
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
そ
う
し
た
価
値
を
守
る
た
め
に
何

が
必
要
か
、
ポ
イ
ン
ト
は
街
の
個
性
を
明

確
に
す
る
こ
と
で
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
中
心
部
は
個
性
の
塊
で
、

観
光
客
を
呼
べ
る
よ
う
な
機
能
や
個
性
を

持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
郊
外
型
店
舗
と

共
存
し
て
い
け
る
そ
う
で
す
。
一
方
日
本

で
は
全
国
い
た
る
と
こ
ろ
で
「
ミ
ニ
東

京
」
を
目
指
し
た
都
市
型
の
開
発
を
進
め

て
き
ま
し
た
。
地
元
の
人
の
生
活
は
便
利

に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
街
の
個
性
を
失

わ
せ
る
一
因
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

他
の
場
所
に
も
あ
る
よ
う
な
も
の
を
見

る
た
め
に
観
光
客
は
足
を
運
ん
で
は
く
れ

ま
せ
ん
。「
住
民
満
足
度
＋
訪
問
客
満
足

度
」
の
最
大
化
が
必
要
な
の
で
す
。

　

そ
れ
を
図
る
た
め
に
足
立
先
生
は
３
つ

の
Ｓ
と
し
て
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
て
い
ま

す
。

　

○
個
性
の
増
大（Sentim

ental Value

）

　

○
現
状
分
析
（SW

O
T

分
析
）

　

○
リ
ス
ク
管
理
（Security

）

　

成
功
事
例
を
そ
の
ま
ま
別
の
街
で
取
り

入
れ
て
も
成
功
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
そ
の
街
の
特
性
、
文
化
、
個
性
が

違
う
か
ら
で
す
。
大
事
な
の
は
そ
の
手
法

が
そ
の
街
に
あ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
現
状
分
析
を

す
る
必
要
が
あ
る
と
足
立
先
生
は
言
い
ま

す
。
S
W
O
T
と
は
以
下
を
指
し
ま
す
。

　

○
強
み
（Strengths

）

　

○
弱
み
（W

eaknesses

）

　

○
機
会
（O

pportunities

）

　

○
脅
威
（T

hreats

）

　

「
三
重
県
は
南
北
に
長
い
た
め
、
同
等

規
模
の
都
市
が
点
在
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
三
重
県
の
南
部
は
紀
伊
半

島
の
行
き
止
ま
り
に
な
り
ま
す
が
、
そ
こ

に
大
都
市
圏
が
も
う
一
つ
あ
れ
ば
三
重
県

を
南
下
す
る
人
の
流
れ
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
。」

　

こ
ん
な
こ
と
を
大
学
の
授
業
で
習
っ
た

覚
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
予
備
知
識
も

あ
り
、
お
隣
で
あ
る
和
歌
山
県
と
三
重
県

で
の
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
上
で
の
共
通
点

や
違
い
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
っ
た
こ
と

の
な
い
私
に
と
っ
て
、
地
域
と
ど
う
向
き

合
え
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
が

ら
講
演
を
拝
聴
し
ま
し
た
。

 

　

２
月
18
日
、
㈶
三
重
地
方
自
治
労
働
文

化
セ
ン
タ
ー
に
て
自
治
研
セ
ミ
ナ
ー
「
三

重
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催
し

ま
し
た
。
本
稿
で
は
、
第
１
部
「
シ
ャ
ッ

タ
ー
通
り
再
生
計
画
〜
全
国
の
事
例
か

ら
」
と
題
し
た
和
歌
山
大
学
経
済
学
部
教

授　

足
立
基
浩
氏
の
講
演
に
つ
い
て
、
ご

報
告
し
ま
す
。　

自治研セミナー

「三重「三重まちづくり
　　

まちづくり
　　フォーラム」開催❶フォーラム」開催❶

和歌山大学経済学部教授　足立　基浩氏

全
国
で
商
店
街
が
消
え
て
い
る

全
国
で
商
店
街
が
消
え
て
い
る

再
生
の
考
え
方

再
生
の
考
え
方



第225号2011年３月25日 月刊「地方自治みえ」 ( 2 )

じ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
変
革
の
時
代
を
象
徴
づ
け
る
、
強

烈
な
発
信
力
を
も
つ
首
長
の
出
現
に
よ

り
、
地
方
に
住
む
多
く
の
住
民
が
、
空
気

の
変
化
を
実
感
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

私
は
２
０
０
９
年
４
月
に
当
セ
ン
タ
ー

研
究
員
と
し
て
配
属
さ
れ
た
訳
で
す
が
、

思
え
ば
こ
の
２
年
間
は
地
方
自
治
を
研
究

す
る
に
あ
た
り
、
と
て
も
興
味
深
い
２
年

間
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
と
い
う

の
も
、
２
０
０
９
年
９
月
に
行
な
わ
れ
た

政
権
交
代
を
皮
切
り
に
、
地
方
を
取
り
巻

く
状
況
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
す
る
変
化

発
見
さ
れ
て
い
な

い
植
物
で
あ
る
」

　

こ
れ
は
、
ラ

ル
フ･

ワ
ル
ド･

エ

マ
ー
ソ
ン
と
い
う

哲
学
者
の
有
名
な

言
葉
だ
そ
う
で

す
。

　

ど
ん
な
ま
ち
に

も
魅
力
は
絶
対
に

眠
っ
て
い
る
と
い

う
こ
の
言
葉
は
、

ま
ち
づ
く
り
に
取

組
む
す
べ
て
の
方

に
向
け
て
の
エ
ー

ル
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う

か
。

（
主
任
研
究
員

　

森
川　

和
敏
）

ノ
」
が
注
目
さ
れ
る
と
い
い
と
思
い
ま

す
。

 

　

「
雑
草
と
は
何
か
？
そ
の
美
点
が
ま
だ

ノ
・
ワ
カ
モ
ノ
・
バ
カ
モ
ノ
が
必
要
だ
」

と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
し
が
ら
み
の

な
い
人
で
な
い
と
大
き
な
転
換
は
で
き
な

い
し
、
若
者
に
は
金
銭
的
利
害
関
係
な
く

や
り
た
い
こ
と
が
や
れ
る
か
ら
と
い
う
意

味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
街

の
新
た
な
一
面
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
柔
軟
な
感
覚
を
、
こ
の
３
者
は
有
し
て

い
る
か
ら
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
岸
和

田
市
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
ま
さ
に
ヨ
ソ
モ

ノ
の
感
覚
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
は
実
は
地
元
の
人
し

か
で
き
ま
せ
ん
。
観
光
客
や
若
者
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
や
聞
き
込
み
に
よ
り
自
分
た
ち

の
文
化
を
見
つ
め
直
し
、
そ
れ
を
ま
ち
づ

く
り
に
活
か
し
て
い
く
。
そ
れ
は
や
は
り

地
元
の
住
民
の
役
割
だ
と
私
は
考
え
ま

す
。

　

そ
し
て
「
ヨ
ソ
モ
ノ
・
ワ
カ
モ
ノ
・
バ

カ
モ
ノ
」
の
次
に
「
地
元
の
意
識
あ
る
モ

　

こ
の
分
析
を
徹
底
的
に
行
い
、
そ
し
て

強
み
は
よ
り
強
く
活
か
し
、
弱
み
は
克
服

す
る
（
個
性
の
増
大
）。機
会
は
確
実
に
つ

か
み
、
脅
威
は
取
り
除
く
か
身
を
守
る
こ

と
（
リ
ス
ク
管
理
）
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

「
商
店
街
・
中
心
市
街
地
は
個
性
の
塊

で
あ
り
、
地
元
の
中
心
地
で
あ
る
理
由
が

必
ず
あ
る
」
と
足
立
先
生
は
指
摘
し
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
日
本
で
は
、
観
光

客
が
好
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
地
元
民
が
好
き

な
ポ
イ
ン
ト
が
違
う
」
と
も
。
イ
ギ
リ
ス

で
は
両
者
が
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

足
立
先
生
が
和
歌
山
市
の
ま
ち
づ
く
り

を
実
践
す
る
際
に
、
大
阪
府
岸
和
田
市
に

て
和
歌
山
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

行
な
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
和
歌
山
の
よ
さ

を
客
観
的
に
把
握
す
る
た
め
で
す
。

　

「
ま
ち
づ
く
り
の
現
場
に
は
ヨ
ソ
モ

和歌山大学の学生と行なっているカフェ「With」
の活動も紹介していただきました

中央の写真は看板メニューのシラス丼

歴史的な政権交代の一幕　（民主党HPより）

の
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

地
方
分
権
改
革
、
税
源
移
譲
な
ど
を
進

め
て
き
た
自
民
党
か
ら
、
地
域
の
こ
と
は

地
域
で
決
め
る
仕
組
み
づ
く
り
、
地
域
主

権
改
革
を
行
な
う
と
し
た
民
主
党
へ
の
政

権
交
代
劇
。「
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
廃

止
」「
一
括
交
付
金
化
」
な
ど
、
国
や
県

の
指
導
に
寄
ら
な
い
、
近
隣
市
町
村
の
動

向
に
寄
ら
な
い
、
独
自
の
自
治
体
運
営
が

求
め
ら
れ
る
、
そ
ん
な
時
代
の
予
感
を
感

　

竹
原
信
一
阿
久
根
市
長
や
河
村
た
か
し

名
古
屋
市
長
は
、
そ
の
手
法
や
発
言
は
問

題
視
す
べ
き
と
の
議
論
は
あ
る
も
の
の
、

住
民
の
強
力
な
支
持
を
集
め
た
こ
と
は
紛

れ
も
な
い
事
実
で
す
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ

ま
で
の
行
政
や
議
会
に
対
す
る
不
満
が
鬱

積
し
て
お
り
、
サ
イ
レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
が
彼
ら
を
支
持
し
た
と
推
測
さ
れ
ま

す
。

　

橋
下
徹
大
阪
府
知
事
も
、
過
激
な
発
言

が
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
取
り
ざ
た
さ
れ
ま
す

が
、
府
民
の
府
政
に
対
す
る
信
頼
は
高
い

で
す
。

　

東
国
原
英
夫
宮
崎
県
知
事
は
、
一
期
で

三
重
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー

　主
任
研
究
員

　森
川 
和
敏

地
方
自
治
に
と
っ
て

激
動
の
二
年
を
振
り
返
る

〜
退
任
の
挨
拶
に
か
え
て
〜

で
き
る
こ
と
か
ら
ま
ず
実
践

で
き
る
こ
と
か
ら
ま
ず
実
践

地
方
を
取
り
巻
く
流
れ

発
言
力
の
あ
る
首
長
の
出
現

活
性
化
の
極
意
と
は

活
性
化
の
極
意
と
は
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の
退
任
と
な
り
、
そ
の
行
政
運
営
に
も
賛

否
両
論
あ
り
ま
す
が
、
宮
崎
県
の
セ
ー
ル

ス
マ
ン
と
し
て
の
功
績
は
無
視
で
き
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

昨
年
度
は
公
契
約
条
例
研
究
会
で
研
究

員
及
び
事
務
局
を
務
め
ま
し
た
が
、
全
国

で
初
め
て
公
契
約
条
例
を
制
定
し
た
根
本

崇
野
田
市
長
の
突
破
力
も
す
ば
ら
し
い
と

思
い
ま
す
。

　

私
が
実
際
に
会
い
、
取
材
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
中
で
、
印
象
深
い
首
長
は
佐
賀
県

の
樋
渡
啓
祐
武
雄
市
長
で
す
。
樋
渡
氏
も

市
立
病
院
問
題
な
ど
で
リ
コ
ー
ル
請
求
が

起
こ
る
な
ど
当
初
は
市
政
に
は
苦
心
し
た

も
の
の
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
ユ
ー
ス
ト
リ
ー

ム
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
て
、
透
明
性
や

即
応
性
を
高
め
た
自
治
を
展
開
し
て
い
ま

す
。

　

先
日
、
当
セ
ン
タ
ー
主
催
「
三
重
ま
ち

づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
パ
ネ
リ
ス
ト
と

し
て
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
河
上
敢
二
熊

野
市
長
も
「
株
式
会
社
熊
野
市
役
所
」
を

掲
げ
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
積
極
的
な
地
域

産
業
の
育
成
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

以
上
に
挙
げ
た
首
長
に
共
通
す
る
の

は
、
自
分
の
理
念
や
ビ
ジ
ョ
ン
を
自
ら
の

言
葉
で
発
信
す
る
発
信
力
と
、
住
民
を
ひ

き
つ
け
る
だ
け
の
中
身
（
す
べ
て
が
正
し

い
主
張
だ
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
）
を
語
れ

る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
の
首
長
は
発
言
す
る
の
は
当
た
り

前
、
よ
り
そ
の
発
信
力
が
注
目
さ
れ
て
い

る
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

地
域
主
権
改
革
の
担
い
手
は
首
長
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
方
行
政
に
お
い
て

首
長
の
権
限
が
強
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
二
元
代
表
制
の
対
を
な
す
地
方
議

会
、
そ
し
て
政
策
を
実
務
的
に
担
っ
て
い

く
自
治
体
職
員
の
役
割
も
非
常
に
重
要
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

地
方
の
権
限
が
拡
大
し
、
地
方
で
決
め

る
こ
と
が
増
え
ま
す
。
今
ま
で
は
る
か
高

い
と
こ
ろ
で
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
、
少

し
自
分
た
ち
に
近
づ
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で

は
、
当
局
が
提
案
す
る
「
国
で
、
県
で
決

ま
っ
て
い
る
」
こ
と
を
追
認
す
る
よ
う
な

内
容
も
、「
な
ぜ
ウ
チ
の
自
治
体
で
も
そ
う

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」
を
議
論
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
し
、
議
論
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
も
言
え
ま
す
。

　

昨
今
全
国
で
は
議
会
改
革
が
起
こ
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
最
初
に
議
題
と

な
っ
て
い
る
の
は
議
員
報
酬
と
議
員
定
数

で
す
。
自
主
的
に
報
酬
を
下
げ
た
り
、
あ

る
い
は
日
当
制
に
し
た
自
治
体
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
改
革
自
体
は
評
価
す
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
が
、
報
酬
は
下
げ
る
の
が
唯
一

正
し
い
の
か
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

よ
く
比
較
さ
れ
る
北
欧
で
は
、
議
員
に

な
っ
て
任
期
が
終
わ
る
と
前
の
職
場
に
戻

れ
る
と
か
、
当
選
で
き
な
け
れ
ば
そ
の
ま

ま
職
場
で
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
会
社
員
と
し
て
の
身
分
を
保
証
し
つ

つ
夜
間
に
議
会
を
開
き
、
無
報
酬
と
す
る

よ
う
な
国
も
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う

体
制
の
国
な
ら
ば
報
酬
は
下
げ
て
も
い
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
の
日
本
は
そ
う

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

大
抵
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
若
者
は
立
候

補
し
て
落
選
し
た
ら
生
活
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
と
て
も
立
候
補
で
き
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
一
般
の
住

民
の
声
を
議
会
に
届
け
た
い
と
考
え
た

ら
、
普
通
の
住
民
が
議
会
に
立
候
補
で
き

る
体
制
づ
く
り
が
同
時
に
必
要
だ
と
思
う

の
で
す
。

　

議
員
に
高
い
給
与
を
与
え
よ
と
い
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
費
や
私
的
流

用
で
き
な
い
仕
組
み
で
あ
れ
ば
い
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
余
剰
金
が

出
た
り
、
成
果
が
な
い
と
住
民
が
判
断
す

れ
ば
そ
の
人
か
ら
は
返
し
て
も
ら
え
ば
い

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

人
数
削
減
も
そ
う
で
す
。
議
員
を
減
ら

せ
ば
、
そ
れ
だ
け
議
論
や
意
見
の
多
様
性

は
限
定
さ
れ
ま
す
。
今
ま
で
以
上
に
少
数

派
の
住
民
の
声
は
届
き
に
く
く
、
住
民
目

線
と
は
乖
離
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
危
惧
し
て
い
ま
す
。

　

千
葉
県
流
山
市
議
会
で
は
、
議
員
報
酬

や
議
員
定
数
に
つ
い
て
議
会
報
告
会
で

し
っ
か
り
住
民
と
議
論
し
て
い
ま
す
。
問

題
は
何
を
し
て
い
て
、
何
に
使
っ
て
い
る

の
か
、
住
民
が
理
解
し
納
得
が
で
き
る
こ

と
が
重
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

元
宮
城
県
知
事
で
慶
応
大
学
教
授
の
浅

野
史
郎
氏
は
連
載
す
る
コ
ラ
ム
で
こ
う
述

べ
て
い
ま
す
。

　
「
地
方
議
会
は
政
策
形
成
に
お
い
て
、

首
長
の
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
ほ
ど
の
役
割
を

果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
政
務
調
査
費
を
増
額
す
る
こ
と
が

必
要
か
も
し
れ
な
い
。
議
会
内
の
政
策
ご

と
に
、
政
策
立
案
ス
タ
ッ
フ
を
雇
う
費
用

を
出
す
こ
と
も
有
用
だ
ろ
う
。
議
員
へ
の

批
判
は
、
高
い
報
酬
を
も
ら
い
な
が
ら
、

や
る
べ
き
こ
と
を
や
っ
て
い
な
い
こ
と
に

向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
※
１

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
議
員
報
酬
が
問
題

に
な
っ
た
名
古
屋
市
議
会
は
、
市
民
か
ら

認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
説

明
が
足
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

自
治
体
職
員
の
役
割
・
求
め
ら
れ
る
働

き
方
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

深
ま
る
不
況
の
中
、
自
治
体
現
場
に
は

人
件
費
総
額
カ
ッ
ト
や
人
員
削
減
要
求
の

波
が
押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
新
し

い
公
共
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
す
べ
て
を
行
政
で
支
え
ら
れ

る
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
N
P
O
や
民

間
、
地
縁
組
織
や
住
民
活
動
、
い
ろ
い
ろ

な
担
い
手
が
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い

く
の
が
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
将
来
像
で
す
。

　

で
も
、
公
務
員
バ
ッ
シ
ン
グ
が
一
向
に

な
く
な
ら
な
い
の
は
他
に
も
理
由
が
あ
り

そ
う
で
す
。「
ど
う
も
役
所
は
信
用
で
き

な
い
。
公
務
員
ば
か
り
厚
待
遇
で
な
ん

だ
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
一
方
地

2010 年は地方議会が注目された１年でした。
（河村たかし氏のHPより）

地
方
自
治
の
担
い
手
と
は

議
会
の
果
た
す
役
割

求
め
ら
れ
る
自
治
体
職
員
像
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『そうか、君は課長になったのか。』

方
公
務
員
に
と
っ
て
は
、「
国
の
キ
ャ
リ

ア
組
と
同
じ
よ
う
に
言
わ
れ
て
も
」
と
か

「
こ
ん
な
に
頑
張
っ
て
い
る
の
に
」
と

思
っ
て
い
る
方
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ

う
。
努
力
や
想
い
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
は

悲
し
い
こ
と
で
す
が
、
自
治
体
職
員
に
は

「
住
民
を
向
い
て
仕
事
を
し
て
き
た
か
」

と
い
う
問
い
か
け
が
与
え
ら
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

住
民
は
法
律
や
条
例
で
決
ま
っ
て
い
る

こ
と
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
自
治
体
職
員
の
働
き
に
よ
っ
て
住
民

の
サ
ー
ビ
ス
充
実
度
は
か
わ
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
の
た
め
自
治
体
職
員
は
住
民
の

ニ
ー
ズ
が
何
か
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
役
場
の
カ
ウ
ン
タ
ー
内
に
い
る
の

で
は
な
く
現
場
に
出
向
き
、
面
と
向
か
っ

て
話
を
聞
い
て
み
る
こ
と
も
時
に
は
大
事

で
す
。

　

も
っ
と
簡
単
な
こ
と
を
言
え
ば
、
自
治

体
職
員
も
住
民
の
一
人
。
一
住
民
の
視
点

か
ら
考
え
る
、
一
住
民
と
し
て
地
域
に
参

加
し
て
み
る
と
い
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
片
山
善
博
総
務
大
臣
は
、
鳥
取
県
知

事
時
代
、
県
職
員
に
対
し
「
一
人
一
役
運

動
」
と
い
う
も
の
を
提
唱
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
自
治
会
役
員
で
も
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
の

コ
ー
チ
で
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
活

動
で
も
、
何
で
も
い
い
か
ら
地
元
の
活
動

に
参
加
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
、
実
際

片
山
大
臣
自
身
も
地
元
自
治
会
の
会
計
担

当
を
担
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

市
民
と
の
協
働
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す

が
、
公
務
員
は
そ
れ
自
体
が
協
働
の
姿
で

す
。
自
分
が
市
民
と
し
て
活
動
す
れ
ば
協

働
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
顔
の

見
え
る
公
務
員
」
と
な
り
、
ひ
い
て
は
信

頼
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
自
治
体
職
員
の

幸
せ
（
信
頼
、
や
り
が
い
を
も
っ
て
仕
事

が
で
き
る
）」＝「
住
民
の
幸
せ
（
ニ
ー
ズ

に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
）」

の
構
図
が
描
け
る
の
が
理
想
だ
と
思
い
ま

す
。

　

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
忘
れ
ず
に
、
私

自
身
が
求
め
ら
れ
る
職
員
と
な
れ
る
よ
う

努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
公
契
約
条
例
研
究
会
」（
２
０
０
９

年
度
）、「
市
町
村
合
併
検
証
研
究
会
」

（
２
０
１
０
年
度
）
両
研
究
会
に
お
い
て

座
長
を
務
め
て
い
た
だ
き
、
多
く
の
機
会

で
多
大
な
ご
配
慮
と
助
言
を
い
た
だ
い
た

小
林
慶
太
郎
四
日
市
大
学
准
教
授
を
は
じ

め
、
こ
の
２
年
間
に
多
く
の
皆
様
に
ご
指

導
・
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
１　

月
刊
ガ
バ
ナ
ン
ス
３
月
号　

続

ア
サ
ノ･

ネ
ク
ス
ト
「
地
方
議
会
の
あ
り

方
、
再
訪
」
よ
り

佐々木　常夫 著 ／ＷＡＶＥ出版

　筆者から課長になった「石田君」に宛てた手紙、という
形式で構成されている。これは本著の中でも紹介されてい
る『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』（キン
グスレイ・ウォード著、城山三郎訳、新潮文庫）にも通じ
る手法であり、こちらに話しかけてくれるようで非常に読
みやすい。
　私は20代後半の頃、上司から「係長になったつもりで
仕事しろ」と言われたことがある。それは一般職員として
だけでなく、もっと大局的な見地から判断しなさい、自分
の仕事を見つめなさいということだったと理解している。
書類上のある項目をシステムに入力するという業務でも、
それが今後何に使われる項目なのか、どういった書類なの
かを理解しているだけで、書類の間違いに気付いたり、もっ
と効率的なやり方をひらめいたりする可能性がある。それ
は課の業務全体における位置づけや、その後の処理を知っ
ていなければ理解できない。また理解していれば、緊急を
要する仕事か、重要な案件かを判断することは容易になる
だろう。
　だから、一般職員は係長の視点を、係長は課長の視点を
持つということは、仕事を理解する上でも、楽しく働く上

でも、とても重要なことだと思う。
　本著は他のビジネス書同様に、
効率的に業務を進める手法や、た
めになる経験談は語られている
が、もっとも大事なものは「志」
だと教えてくれる。志が高ければ
スキルは後からいくらでもついて
くるし、志がなければ誰もついて
きてはくれないとしている。能力の差は実はたいした差で
はなく、大きいのは熱意の差であるということだ。そして
熱意のないものには、時として温情でなく課長としての冷
静な判断が必要だともしている。
　志といっても、私自身「世のため人のために働いていま
す。」なんてちょっと言えない。でもせっかく働くのだから、
楽しくやりがいを持って働きたいと思っている。それでい
いと思っている。難しく考えずに、最初の一歩目は「みん
なで仕事が楽しくなるように働く、そのためにどうしよう」
でいいのではないか。
　すでに管理職の方にも、若手職員にもおススメできる一
冊である。　　　　　　　　　（主任研究員　森川　和敏）

『そうか、君は課長になったのか。』

『
地
域
を
変
え
る
自
治
研
力
』

N
P
O
法
人
丹
南
市
民
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー

市
民
と
の
協
働
を
実
践
す
る
自
治
体
職
員
の
姿
が

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
い
ご
に


