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■悠久の平和を願って P２
■10月12日から　戸籍事務を電算化  P12
■町職員の任免・勤務条件・服務の状況など P14
■第21回　仲秋の名月鑑賞会 P16
■平成22年 国勢調査が始まります P17
■子ども手当の申請はお済みですか？ P21

今月の主な内容

こ
れ
は
、一
人
ひ
と
り
の

平
和
を
願
う
想
い
の

結
晶
で
す
。
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終
戦
か
ら
65
年
。
戦
争
を
知
る
人
も
今
で
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
強
制
労
働
、
飢
え
、
家
族
や
友
人
の
死
―
。

実
際
に
戦
争
を
体
験
し
た
人
の
心
に
は
、
癒
え
る
こ
と
の
な
い
傷
と
し
て
、
そ
の
記
憶
は
深
く
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
に
で
き
る
の
は
、
戦
争
の
悲
惨
さ
を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
努
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

折鶴、ヒロシマへ
―原爆の子の像に折鶴23,955羽を奉納―

悠
久
の
平
和
を
願
っ
て

広
島
を
訪
れ
て
（
抜
粋
）

　
65
年
前
に
は
、
今
の
生
活
か
ら

は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
起
こ
っ

て
い
ま
し
た
。
原
爆
資
料
館
で
は

直
視
で
き
な
い
写
真
も
あ
り
ま
し

た
。
思
っ
て
い
た
以
上
に
原
爆
の

被
害
は
残
酷
で
、
一
瞬
に
し
て
多

く
の
人
の
命
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
な
お
被
害
と
戦
っ
て

い
る
人
が
多
く
お
ら
れ
る
こ
と
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
し

た
。
ま
た
、日
本
人
だ
け
で
な
く
、

戦
争
の
た
め
に
日
本
に
強
制
的
に

連
れ
て
こ
ら
れ
た
外
国
人
に
も
、

原
爆
や
戦
争
の
被
害
が
多
か
っ
た

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　
今
回
の
式
典
に
は
、
国
連
事
務

総
長
や
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、

フ
ラ
ン
ス
の
代
表
も
初
め
て
参
列

し
、
参
加
国
は
過
去
最
多
の
74
カ

国
に
も
上
り
ま
し
た
。
で
も
、
こ

れ
は
世
界
が
核
廃
絶
に
向
か
う
ほ

ん
の
第
一
歩
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
世

界
に
は
今
も
な
お
核
保
有
国
が
あ

り
、
核
廃
絶
に
は
至
っ
て
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、
現
在
も
紛
争
の
起
こ

っ
て
い
る
国
が
多
く
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
65
年
を
経
て
よ

う
や
く
踏
み
出
し
た
一
歩
で
あ

り
、
こ
れ
を
機
に
世
界
が
核
廃
絶

に
向
け
て
動
き
出
し
て
ほ
し
い
と

強
く
願
い
ま
す
。

　
海
外
の
人
た
ち
は
原
爆
の
被
害

を
他
人
事
と
考
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
る
方
も
お
ら
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
私

た
ち
の
よ
う
な
戦
争
を
経
験
し
て

い
な
い
世
代
も
、
同
じ
よ
う
に
他

人
事
と
考
え
て
し
ま
い
が
ち
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
聞
く
だ
け
で

は
な
く
現
地
に
行
き
、
自
分
の
肌

で
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
平
和

学
習
を
す
る
う
え
で
と
て
も
大
き

な
意
味
を
持
つ
と
身
を
も
っ
て
感

じ
ま
し
た
。
戦
争
を
経
験
し
た
世

代
の
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
私
た

ち
の
世
代
が
、
原
爆
の
被
害
に
あ

っ
た
国
に
生
き
る
１
人
と
し
て
、

こ
の
戦
争
の
事
実
を
日
本
は
も
ち

ろ
ん
全
世
界
に
伝
え
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

 

木
下
　
梨
穂

①「ひろしま平和の歌」の合唱で、式典は幕を
下ろしました
②原爆の子の像。像の真下にある石碑には「こ
れはぼくらの叫びです　これは私たちの祈りで
す　世界に平和をきずくための」と刻まれてい
ます
③式典の前日、町民の皆さんから託された折鶴
を原爆の子の像に奉納しました

町民代表の３人。（写真右から）
木下梨穂さん、藤原伍さん、
上嶋謙三さん

広
島
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
て
か
ら
65
年
目
の
８
月
６
日
。

広
島
平
和
記
念
公
園
で
「
広
島
市
平
和
記
念
式
典
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
、
国
連
事
務
総
長
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ

ギ
リ
ス
の
政
府
代
表
も
初
め
て
式
典
に
参
列
。
大
山
崎
町

か
ら
は
、
藤ふ
じ

原わ
ら

伍あ
つ
む

さ
ん
、
上う
え
し
ま
け
ん
ぞ
う

嶋
謙
三
さ
ん
、
木き
の
し
た

　り

　ほ

下
梨
穂
さ

ん
の
３
人
が
町
民
代
表
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。３
人
は
、

式
典
に
参
列
す
る
と
と
も
に
、
平
和
の
祈
り
が
込
め
ら
れ

た
折
鶴
２
３
，
９
５
５
羽
を
、
原
爆
の
子
の
像
に
奉
納
し

ま
し
た
。

折
鶴
を
届
け
て
く
れ
た
皆
さ
ん

▼
な
ご
み
の
郷
▼
大
山
崎
小
学
校

▼
第
二
大
山
崎
小
学
校
▼
大
山
崎

中
学
校
▼
大
山
崎
町
保
育
所
▼
第

２
保
育
所
▼
第
３
保
育
所
▼
京
都

が
く
え
ん
幼
稚
園
▼
大
山
崎
町
新

日
本
婦
人
の
会
▼
大
山
崎
町
商
工

会
女
性
部
▼
大
山
崎
町
婦
人
会
▼

長
寿
苑
▼
ケ
ア
ス
ポ
ッ
ト
梅
津
▼

上
坪
舞
さ
ん
・
ひ
よ
り
さ
ん
▼
峯

薫
さ
ん
▼
大
内
登
美
子
さ
ん
▼
堀

田
さ
ん
▼
そ
の
他
大
勢
の
個
人
の

皆
さ
ん

③

②

①



4広報おおやまざき広報おおやまざき5

藤原 ミツさん

折
鶴
に
込
め
た
想
い

１
羽
折
る
た
び
に
、

戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人
の
こ
と
を
考
え
ま
す
。

―
１
０
０
歳
の
言
葉
―

　
今
年
も
、な
ご
み
の
郷
か
ら
３
，

０
０
０
羽
の
折
鶴
が
役
場
に
届
け

ら
れ
ま
し
た
。
赤
、
青
、
黄
、
緑
、

紫
…
色
と
り
ど
り
の
鶴
が
、
そ
の

翼
を
重
ね
て
並
ん
で
い
ま
す
。
届

け
て
く
れ
た
の
は
、
今
年
の
２
月

に
１
０
０
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た

藤
原
ミ
ツ
さ
ん
。
ミ
ツ
さ
ん
は
、

月
水
金
の
週
３
回
な
ご
み
の
郷
に

通
い
な
が
ら
、
自
宅
で
、
な
ご
み

の
郷
で
鶴
を
折
り
続
け
て
い
ま

す
。「
細
か
い
作
業
だ
か
ら
な
か

な
か
…
」
と
言
い
つ
つ
も
、
目
を

つ
ぶ
っ
て
い
て
も
折
れ
る
ほ
ど
。

「
き
ば
っ
た
ら
」
１
日
に
50
羽
以

上
折
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　
広
島
市
平
和
記
念
式
典
で
原
爆

の
子
の
像
に
折
鶴
を
奉
納
す
る
と

い
う
町
の
取
り
組
み
を
知
り
、
毎

年
鶴
を
折
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
自
ら
の
出
身
地
で
、
現
在
も

孫
が
学
校
の
先
生
を
し
て
い
る
と

い
う
広
島
は
、
今
も
特
別
な
思
い

入
れ
の
あ
る
土
地
で
す
。

　「
何
千
、
何
万
と
い
う
人
が
戦

争
で
、原
爆
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
人
た
ち
の
親
御
さ
ん
、
家
族

が
ど
ん
な
思
い
だ
っ
た
か
と
思
う

と
、
た
ま
り
ま
せ
ん
。
鶴
を
１
羽

折
る
た
び
に
、
そ
ん
な
こ
と
を
考

え
て
い
ま
す
。」

　
時
折
涙
を
浮
か
べ
な
が
ら
話
す

ミ
ツ
さ
ん
。
終
戦
か
ら
65
年
が
経

っ
た
今
で
も
、
戦
争
当
時
の
記
憶

は
鮮
明
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
ミ
ツ
さ
ん
の
家
族
、
近
い
親
戚

に
は
、
幸
い
原
爆
の
被
害
を
受
け

た
方
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
兵

隊
に
行
っ
て
命
を
落
と
し
た
方
が

い
ま
し
た
。

　「
親
戚
の
何
人
か
は
、
兵
隊
に

行
っ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
藤
原

の
本
家
の
息
子
が
鉄
砲
の
弾
に
当

た
っ
て
死
ん
だ
と
聞
か
さ
れ
た
と

き
は
、と
て
も
悲
し
か
っ
た
で
す
。

今
で
も
と
き
ど
き
思
い
出
す
こ
と

が
あ
り
ま
す
。」
と
、
声
を
詰
ま

ら
せ
な
が
ら
当
時
を
振
り
返
り
ま

す
。

　「
戦
争
中
、
私
は
京
都
の
田
舎

に
住
ん
で
い
た
の
で
、
い
つ
死
ぬ

か
分
か
ら
な
い
と
い
う
怖
さ
は
感

じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
食
べ

物
に
は
本
当
に
困
り
ま
し
た
。
野

菜
は
自
分
た
ち
で
育
て
て
な
ん
と

か
ま
か
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
米

不
足
は
深
刻
で
、
お
米
を
買
う
お

フジワラ・ミツ。明治43年2月15日、
広島県に生まれる。昭和５年に京都
に移り、京都で戦争期を過ごす。
円明寺小字薬師前在住、100歳。

金
を
作
る
た
め
に
、
大
切
な
着
物

を
大
百
姓
に
売
り
に
行
き
も
し
ま

し
た
。
私
の
家
族
は
人
数
が
少
な

く
、
食
べ
物
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
必

要
で
な
か
っ
た
こ
と
が
せ
め
て
も

の
救
い
で
し
た
ね
。」

　
若
い
人
た
ち
に
は
、
戦
争
の
悲

惨
さ
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
ミ
ツ
さ

ん
は
話
し
ま
す
。

　「
戦
争
が
終
わ
っ
て
平
和
な
世

の
中
に
な
り
、
今
私
た
ち
は
気
ま

ま
な
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
当
時
は
敵
だ
っ
た
国
と

も
仲
良
く
な
り
、
人
々
も
行
き
来

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で

も
、
こ
の
平
和
は
戦
争
で
亡
く
な

っ
た
多
く
の
命
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
戦
争
な
ん
か
、
二
度
と
し

た
ら
あ
か
ん
の
で
す
。」

①戦争で犠牲になった人々の
ことを想いながら、１羽１羽
丁寧に鶴を折っていきます
②話の途中、思わず溢れた涙
を拭うミツさん
③なごみの郷を代表して
3,000羽の折鶴を役場まで届
けてくれました

PROFILE

①②③

悠久        を願って和を和       和       和
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関 知彦さん
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戦争の記憶
―学徒動員、食糧難、母の死―

15
歳
で
学
徒
動
員

　
関
さ
ん
は
、
府
立
第
三
中
学
校

３
年
生
だ
っ
た
昭
和
19
年
７
月
５

日
、
学
徒
動
員
で
愛
知
県
半
田
市

に
あ
る
中
島
飛
行
機
㈱
に
送
ら
れ

ま
し
た
。
動
員
さ
れ
た
の
は
、
当

時
旧
制
中
学
３
年
生
〜
５
年
生
だ

っ
た
生
徒
た
ち
。
海
軍
の
偵
察
機

「
彩
雲
」
の
、
操
縦
か
ん
か
ら
主

翼
や
尾
翼
を
つ
な
ぐ
銅
線
を
補
強

す
る
作
網
と
い
う
作
業
に
従
事
し

ま
し
た
。

　
寮
に
入
り
、
15
畳
の
部
屋
に
14

人
が
す
し
詰
め
状
態
で
寝
る
毎

日
。
起
床
は
毎
朝
６
時
で
、
食
事

に
は
、米
と
高こ
う
り
ゃ
ん粱
（
穀
物
の
一
種
）

の
混
ざ
っ
た
高
粱
米
が
出
さ
れ
ま

し
た
。「
少
し
で
も
多
く
盛
ら
れ

て
い
る
も
の
を
、
い
つ
も
必
死
で

選
ん
だ
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。」

朝
食
を
食
べ
た
あ
と
は
、
片
道
４

㎞
の
道
程
を
歩
い
て
工
場
ま
で
通

い
ま
し
た
。

何
よ
り
辛
か
っ
た
空
腹

　
育
ち
盛
り
の
10
代
、
何
よ
り
辛

い
の
は
空
腹
。
工
場
か
ら
の
買
い

出
し
の
際
に
、
盗
み
を
し
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。

　「
友
達
と
一
緒
に
買
い
出
し
に

出
か
け
た
途
中
で
商
店
に
立
ち
寄

に
出
席
す
る
と
、
お
父
さ
ん
、
お

母
さ
ん
た
ち
が
『
子
ど
も
を
返
し

て
く
れ
！
』
と
絶
叫
し
て
い
ま
し

た
。
あ
の
声
は
、
い
ま
だ
に
耳
に

残
っ
て
い
ま
す
。」

海
軍
兵
学
校
入
学

　
翌
昭
和
20
年
４
月
３
日
、
長
崎

県
針
尾
島
の
海
軍
兵
学
校
に
入
校

し
ま
し
た
。

　「
軍
隊
は
人
を
殺
す
と
こ
ろ
。

で
も
、
こ
の
学
校
で
は
本
当
に
良

い
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
入
学
式
で
、
校
長
が
訓
示

の
中
で
言
っ
た
『
お
前
た
ち
は
清

く
正
し
く
、
明
る
く
強
く
あ
れ
』

と
い
う
言
葉
は
、
今
も
座
右
の
銘

と
し
て
私
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
て

い
ま
す
。」

　
ま
た
、
戦
時
中
は
話
す
こ
と
が

禁
じ
ら
れ
て
い
た
英
語
の
授
業
も

あ
り
ま
し
た
。
関
さ
ん
が
後
か
ら

聞
い
た
話
に
よ
る
と
、
敗
戦
が
濃

厚
と
な
る
中
で
、
生
徒
た
ち
が
終

戦
後
に
困
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

と
の
配
慮
か
ら
、
英
語
の
授
業
が

行
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

終
戦
、
母
の
死

　
６
月
に
な
り
沖
縄
が
ア
メ
リ
カ

軍
に
占
拠
さ
れ
る
と
、
九
州
は
危

険
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら
、
生
徒

は
山
口
県
防
府
市
の
分
校
に
移
さ

れ
、
そ
こ
で
８
月
15
日
の
終
戦
を

迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　「
皆
が
実
家
に
帰
っ
て
い
く
中
、

私
は
赤
痢
に
感
染
し
た
た
め
、
家

に
帰
る
の
が
１
カ
月
遅
れ
ま
し

た
。
よ
う
や
く
家
に
帰
る
と
、
そ

の
直
前
に
母
親
は
亡
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。
栄
養
失
調
で
し
た
。
赤

痢
に
さ
え
か
か
ら
な
け
れ
ば
、
と

悔
し
く
て
悲
し
く
て
号
泣
し
ま
し

た
。
家
で
は
、
姉
が
脊
髄
カ
リ
エ

ス
と
い
う
結
核
性
の
病
気
と
診
断

さ
れ
、
長
く
病
床
に
伏
せ
る
生
活

を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
先
の
見
え

な
い
世
の
中
と
家
族
の
病
気
を
案

じ
た
母
は
、
将
来
家
族
が
困
ら
な

い
よ
う
に
と
、
一
斗
缶
い
っ
ぱ
い

の
米
を
残
し
て
い
ま
し
た
。
自
分

の
食
事
を
削
っ
て
ま
で
米
を
貯
め

て
い
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ
の
年
の

３
月
に
、
海
軍
兵
学
校
に
入
学
す

る
私
を
見
送
っ
て
く
れ
た
姿
が
、

私
の
中
で
の
最
後
の
母
の
記
憶
と

な
り
ま
し
た
。」

生
き
抜
い
た
戦
後

　
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
仕
事
を
し
て
生
き
て
き
た

と
い
う
関
さ
ん
。
京
都
駅
前
に
あ

っ
た
ア
メ
リ
カ
軍
の
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
食
堂
で
働
い

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　「
ア
メ
リ
カ
軍
施
設
の
食
堂
な

ら
ば
、
食
べ
る
も
の
に
困
ら
な
い

と
考
え
た
ん
で
す
。
門
兵
に
『
こ

こ
で
働
か
せ
て
ほ
し
い
』
と
英
語

で
直
談
判
し
、
採
用
し
て
も
ら
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
海
軍
兵
学

校
で
学
ん
だ
英
語
が
生
き
ま
し
た

ね
。
そ
し
て
、
こ
こ
の
食
事
を
姉

に
食
べ
さ
せ
る
と
、
病
気
は
す
ぐ

に
治
り
ま
し
た
。
姉
の
病
気
も
、

結
局
は
栄
養
失
調
が
原
因
だ
っ
た

ん
だ
と
思
い
ま
す
。」

子
ど
も
た
ち
に

伝
え
た
い
こ
と

　
戦
争
を
知
ら
な
い
人
が
国
民
の

大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
、

現
在
の
日
本
。
戦
争
を
知
る
１
人

と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た

い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
と
尋
ね
る

と
、
関
さ
ん
は
こ
う
答
え
て
く
れ

ま
し
た
。

　「
戦
争
で
は
人
が
死
ん
で
悲
し

い
思
い
を
し
、
食
べ
物
が
な
く
て

ひ
も
じ
い
思
い
を
す
る
。
生
の
米

を
か
じ
っ
て
飢
え
を
し
の
い
だ
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

に
伝
え
た
い
の
は
、
戦
争
は
絶
対

に
し
た
ら
あ
か
ん
と
い
う
こ
と
。

そ
れ
だ
け
で
す
。」

り
、
干
し
芋
を
売
っ
て
ほ
し
い
と

言
う
と
『
あ
っ
て
も
ね
ー
も
ん
だ

で
な
（
あ
る
け
ど
、
売
る
も
の
は

な
い
よ
）』
と
言
わ
れ
、
我
慢
で

き
ず
に
店
頭
の
干
し
芋
を
掴
ん
で

全
力
で
走
っ
て
逃
げ
ま
し
た
。
そ

の
と
き
、
友
達
と
一
緒
に
田
ん
ぼ

に
隠
れ
て
食
べ
た
干
し
芋
の
味

は
、
本
当
に
お
い
し
か
っ
た
。
今

で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。」

海
軍
兵
学
校
受
験
、

そ
し
て
東
南
海
地
震

　
そ
ん
な
暮
ら
し
が
続
く
中
、
兵

学
校
を
受
験
す
れ
ば
京
都
に
帰
れ

る
と
聞
き
、
同
年
11
月
末
に
広
島

県
で
行
わ
れ
た
海
軍
兵
学
校
の
試

験
を
受
験
し
ま
し
た
。
学
徒
動
員

で
受
験
勉
強
が
で
き
な
か
っ
た
ハ

ン
デ
を
乗
り
越
え
、
倍
率
20
倍
の

関
門
を
見
事
突
破
。
78
期
生
と
し

て
海
軍
兵
学
校
へ
の
入
学
が
決
ま

り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
迎
え
た
12
月
７
日
、
紀

伊
半
島
南
東
沖
を
震
源
と
す
る
東

南
海
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。
関

さ
ん
は
受
験
で
愛
知
県
を
離
れ
て

い
ま
し
た
が
、
府
立
第
三
中
学
校

か
ら
動
員
さ
れ
て
い
た
４
年
生
13

人
が
命
を
落
と
し
ま
し
た
。

　「
中
学
校
で
行
わ
れ
た
慰
霊
祭

学徒動員
戦時中の労働力不足を補うための学生の強制動員のこと。昭和13年から、
中学校以上の生徒には夏季休暇の前後などに３日～５日の勤労奉仕が義務
付けられていましたが、戦争拡大に伴い、昭和18年６月には「学徒戦時
動員体制確立要綱」が閣議決定され、学徒の本格的な軍需工場への動員と
軍事訓練が徹底されるようになりました。その後、昭和19年３月には「決
戦非常措置要綱ニ基ク学徒動員実施要綱」により、中学校以上の生徒は男
女を問わず工場に動員されることになりました。さらに、昭和20年３月
には国民学校初等科を除き１年間の授業が停止され、学徒勤労総動員の体
制がとられました。動員された学徒の数は、合計340万人にも達しました。

東南海地震
昭和19年12月７日13:35頃に発生した、
紀伊半島南東沖を震源とする大地震。マグ
ニチュードは推定８. ０。戦時中であった
ため十分な調査は行われませんでしたが、
998人が死亡し、約７万戸もの家屋が全半
壊の被害にあいました。特に被害が大き
かったのは、三重県、愛知県、静岡県の
沿岸地域で、津波の被害も大きかったと
いわれています。

海軍兵学校
明治９年に始まり、太平洋戦争
終戦まで存続した海軍の将校養
成を目的とした教育機関。生徒
は、16歳～ 19歳の志願者の中
から試験によって選抜されまし
た。当時、イギリスの王立海軍
兵学校、アメリカの合衆国海軍
兵学校と並び、世界でも最大の
兵学校の一つでした。

PROFILE
セキ・トモヒコ。昭和４年７月30日、
京都市上京区に生まれる。中学３年生
のときに学徒動員で愛知県へ。その後
海軍兵学校に入学、山口県で終戦を迎
える。大山崎小字鏡田在住、81歳。

戦後間もない昭和21
年２月に親友２人と
撮影したもの。中央
が関さん

悠久        を願って和を和和和和       和       和       和       和       和       和和和和和和和
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戦
争
の
記
録
―
立
命
館
大
学
国
際
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
―

背
はいのう

嚢
兵士たちは、銃や水筒、携帯天幕、小
型シャベルなどを装備し、さらに食料
や予備弾薬の入ったこの背嚢を担い
でいました。荷物の重さは最低でも
30kgに達したといわれています。

ヘルメット
豊川（愛知県）の勤労学徒兵の白骨と
一緒に出土したヘルメット。銃弾を受
けたような穴が空いています。

戦争当時の民家（復元）
多くの家庭では、空襲に備えて防火用水と火叩きを備えていました。
火叩きはモップのようなもので、防火用水につけて出火箇所を叩き、
消火するのに使われました。

陶器製の日用品
戦局の悪化に伴って軍事優先の情勢となり、金属は優先
的に軍事面に使われるようになりました。その結果、家
庭では金属製の日用品に代わって陶器製のものが多く使
われるようになりました。写真はフォークと湯たんぽ。

灯火管制
夜間の空襲被害を避けるため、都市部では灯火管制が
敷かれました。家庭では、電球に黒い布を被せたり、
黒く塗られた電球が使われ、明かりが外に漏れないよ
うに工夫されていました。

原爆投下直後の広島の写真
昭和20年８月６日11:00頃。爆心地から2.2㎞の地点で撮影された写真。
道路脇に力なく座り込む人々、破壊された町並が、原爆の恐ろしさを物
語っています。（松重美人さん撮影）

被ばくした
目覚まし時計
長崎県で、爆心地から150mの
地点で被ばくした目覚まし時
計。熱線で溶け、元の形が分か
らないほど変形しています。

武力抵抗中止を求めるビラ
広島に原爆が投下された直後、アメリカ軍の飛行
機からまかれたビラ。日本国民に対し、武力抵抗
を中止するよう呼びかけています。

立命館大学国際平和ミュージアム
京都市北区等持院北町56-1
☎465－8151　 465‒7899
http://www.ritsumei.jp/

　
平
和
創
造
の
面
に
お
い
て
大
学

が
果
た
す
べ
き
社
会
的
責
任
を
自

覚
し
、
平
和
創
造
の
主
体
者
を
は

ぐ
く
む
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ

た
「
立
命
館
大
学
国
際
平
和
ミ
ュ

ー
ジ
ア
ム
」。

　
こ
こ
に
は
、
戦
争
当
時
の
よ
う

す
を
今
に
伝
え
る
、
さ
ま
ざ
ま
な

写
真
や
物
が
展
示
・
所
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

ヘルメット

陶器製の日用品

灯火管制

原爆投下直後の広島の写真

悠久        を願って和を和和       和       和和和
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町歴史資料館では、８月10日火～29日日まで
戦前～戦中の子どもたちの学びをテーマに
「平和のいしずえ展」を開催しました。
ここではその展示の一部を紹介します。

戦前～戦中の
子どもたちの学び

戦争を描いた絵
現在の小学校にあたる京都市仁

にんな

和国民学校で少年期を過ごした永田
正明さん（西法寺）が疎開前に勉強した成果を綴ったものの中に、
当時の学習のようすが伺える絵や作文が含まれています。なお、太
平洋戦争が戦われたのは、永田さんが国民学校初等科１年生～４年
生の時期でした。
日本海軍の戦艦など、直接的に戦争のようすを描いた絵のほか、子
どもがブランコで遊んでいる絵にも背景に戦闘機が描かれているな
ど、戦時色を強く反映した内容となっています。汽車を描いた絵は、
軍属として入営するお父さんを京都駅で見送ったときのようす。車
内で敬礼する父親の姿を描いています。この絵は、永田さんが１年
生のときに書いた作文の裏面に描かれたもので、作文は「オトウサ
ンノノッテイラッシャル、キシャヲミテイタラ、ズンズンチイサク
ナッテ」「ミエナクナリマシタ」と結ばれています。
なお、お父さんが軍属として徴集されたのは、永田さんが国民学校
に入学する前の年。永田さんは、父親が帰還したら真っ先にこの勉
強の成果を見せようと大切に保管していました。その後、お父さん
がニューギニアで戦病死したとの知らせが届いたのは、終戦から３
年後の昭和23年のことでした。

アメリカからのアルバム
第１次世界大戦の後、国際赤十字は各国の文化や価値
観、慣習を互いに尊重し合うため、異なる国の子ども
の間で人形やアルバムの交換をしていました。人形の
交換は広く知られていますが、アルバムについては認
知度が低く、太平洋戦争期には敵国アメリカから送ら
れたものとして大半が燃やされたようです。赤十字に
よると、大山崎小学校に残されていたこのアルバムは、
全国的にも珍しく貴重な資料とのことで、今は町歴史
資料館に所蔵されています。
アメリカの子どもたちが凧を持っている写真には、「日
本の凧で遊んでいるあなたたちから見れば、私たちの
凧はシンプルに見えるかもしれませんね」などと書か
れた手紙が添えられています。当時、アメリカと日本
の間で文化の交流があったことが伺えます。

少女倶楽部 昭和19年11月号（田中芳子さん所蔵）
戦争当時の少女向け雑誌。戦争に関する美談や耐え忍ぶ国民を題材にし
た作品が内容の大半を占めます。「コヒマ四六一高地」（今井幸彦作）と
いう読み物は、同年７月に日本軍がインド侵攻に失敗したインパール作
戦を題材に書かれたもので、食料より銃弾の輸送を欲する前線の兵士の
思いを綴った内容となっています。戦意高揚をあおる内容であるものの、
前線での物資補給の現実や苦戦のようすも生々しく描かれています。

少女倶楽部少女倶楽部少女倶楽部
戦争当時の少女向け雑誌。戦争に関する美談や耐え忍ぶ国民を題材にし戦争当時の少女向け雑誌。戦争に関する美談や耐え忍ぶ国民を題材にし

戦を題材に書かれたもので、食料より銃弾の輸送を欲する前線の兵士の戦を題材に書かれたもので、食料より銃弾の輸送を欲する前線の兵士の
思いを綴った内容となっています。戦意高揚をあおる内容であるものの、思いを綴った内容となっています。戦意高揚をあおる内容であるものの、
前線での物資補給の現実や苦戦のようすも生々しく描かれています。前線での物資補給の現実や苦戦のようすも生々しく描かれています。

悠久の       平の平の平の       平       平 を願って和平平平       平       平       平       平 を和和和平平平和平平平平和平和和       和       平平平和平平平平平平和平平平       平       平       平       和       平       平       平       平平平和平平平       平       平       平       和       平       平       平       和       和       和       和       和和和平平平和平平平       平       平       平       和       平       平       平       平平平和平平平和和和和和

　
８
月
15
日
日
、
終
戦
の
日
に
合

わ
せ
、
大
山
崎
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ

ー
で
平
和
事
業
「
君
に
平
和
を
伝

え
た
い
」
を
開
催
。
地
域
の
子
ど

も
た
ち
や
家
族
連
れ
が
集
ま
り
ま

し
た
。

　
参
加
者
は
、
ス
ラ
イ
ド
で
太
平

洋
戦
争
に
つ
い
て
学
習
し
た
あ

と
、
実
際
に
戦
争
を
体
験
し
た
お

年
寄
り
３
人
の
体
験
談
に
耳
を
傾

け
ま
し
た
。

　
そ
の
話
の
内
容
は
「
空
襲
が
通

り
過
ぎ
て
目
を
開
け
る
と
、
爆
弾

で
吹
き
飛
ん
だ
人
の
手
が
木
に
ぶ

ら
下
が
っ
て
血
が
滴
っ
て
い
た
」

「
学
徒
動
員
先
で
空
襲
に
あ
い
、

な
ん
と
か
家
の
近
く
ま
で
帰
っ
て

み
る
と
、
辺
り
一
面
が
焼
け
野
原

に
な
っ
て
い
た
」
と
い
っ
た
壮
絶

な
も
の
で
し
た
。

　
桑
原
健
さ
ん
、
真
希
子
さ
ん
ご

夫
婦
は
、
小
学
１
年
生
に
な
る
紬
つ
む
ぎ

く
ん
を
連
れ
て
参
加
。

　「
親
で
あ
る
私
た
ち
も
、
戦
争

　
子
ど
も
た
ち
の
目
に
、
耳
に
、

戦
争
の
惨
劇
は
ど
の
よ
う
に
映

り
、
響
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
お
年
寄
り
の
体
験
談
を
聞
く
子

ど
も
た
ち
の
真
剣
な
眼
差
し
の
中

に
、
確
か
な
未
来
が
見
え
た
よ
う

な
気
が
し
ま
し
た
。

　おわり　

スライド「平和への想い
2010」（日本戦災遺族会発
行）の１コマ。空襲で黒こげ
になった人々の亡骸。目をそ
むけたくなるような写真です
が、子どもたちはしっかりと
その目に焼きつけるように見
つめていました

君
に
平
和
を
伝
え
た
い

昼食には、戦争当時の食事を
再現した大根飯、卯の花、す
いとんを参加者全員でいただ
きました。
（写真右から）桑原真希子さ
ん、健さん、紬くん

戦争体験を語る３人。
（写真右から）恵嶋幸子さん、
関知彦さん、佐々木峻さん

戦争当時使われていた電話に興味
津々の子どもたち。ほかにも、鍋
代わりに使うこともあったという
金属製のヘルメットや、もんぺ、
当時の教科書なども会場に展示し
ました

は
怖
い
も
の
と
分
か
っ
て
は
い
る

も
の
の
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
漠
然

と
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
戦
争
を

体
験
し
た
人
の
話
を
聞
く
こ
と

で
、
子
ど
も
に
戦
争
と
い
う
の
は

本
当
に
恐
ろ
し
い
も
の
だ
と
い
う

こ
と
を
印
象
付
け
た
か
っ
た
ん
で

す
。」
と
、
真
希
子
さ
ん
。

　
健
さ
ん
は
「
現
実
に
あ
っ
た
こ

と
を
自
分
た
ち
が
理
解
し
て
、
次

の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
こ
と

が
、
戦
争
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め

に
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。」

と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
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　ベルマークとは、ベルの形が入った小さなマークのことで、運動に協賛
している企業約60社の2,000種類の商品についています。ベルマークに
は点数がついていて、１点＝１円になります。また、代金の10％がベル
マーク財団に寄付され、世界中の教育環境の整備に使われます。
　公民館でもこの取り組みに参加することになりました。ベルマークの回
収箱を公民館の入口や図書室の入口に置いていますので、ご協力をお願い
します。

図書の貸出
・返却時間 

平日 10:00～16:45
土日祝 10:00～16:15

９月30日木９月の
月末整理日

☎957－1421図書室
（公民館内）

一 般 書 児 童 書

「蝦
が ま く ら

蟇倉市事件１」
 伊坂 幸太郎　大山 誠一郎　伯方 雪日

福田 栄一　道尾 秀介／著
　東京創元社

「ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２
 ⑧　トロールにご用心」

「美人の古典」
　山下 景子／著　ＰＨＰ研究所

「八朔の雪」
高田 郁／著　角川春樹事務所

「遺品整理屋は見た！」
　吉田 太一／著　扶桑社

「江
ごう

　姫たちの戦国　上・下」
　田渕 久美子／著　日本放送出版協会

「雨の妖精　ヘイリー」
　デイジー・メドウズ／作　田内 志文／訳

ゴマブックス
「都市伝説クイズ」

　岩倉 千春　ほか／編　ほるぷ出版
「マジック・ツリーハウス28
　嵐の夜の幽霊海賊」

メアリー・ポープ・オズボーン／作
食野 雅子／訳　メディアファクトリー

「こわーいおつかい」
内田 麟太郎／文　こいで なつこ／絵

あかね書房

のどかな風情とは裏腹に、この街ではなぜか
年間平均15件もの不可思議な事件が起こる
という。さまざまな不可思議に包まれた街「蝦
蟇倉」へようこそ！

ケイト・マクミュラン／作　神戸 万知／訳
岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー（ＤＳＡ）
の新学期が始まり、２年生になったウィリー。
新１年生には、弟のダドウィンのほかに、大
きくて緑色の怪物トロールの子が！

　
戸
籍
は
、
出
生
や
婚
姻
、
死
亡
な
ど
、

生
ま
れ
て
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
身
分
事

項
が
記
載
さ
れ
た
重
要
な
公
文
書
で
す
。

町
で
は
、
よ
り
早
く
、
よ
り
正
確
に
戸
籍

を
作
成
し
、
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
戸
籍
事
務
を
電
算
化
（
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
化
）
し
ま
す
。

証
明
書
の
交
付
時
間
が
短
縮

　
こ
れ
ま
で
の
戸
籍
は
、
和
紙
の
専
用
紙

に
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
や
手
書
き
で
記
載

し
、
作
成
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
戸
籍

謄
本
な
ど
の
証
明
書
発
行
も
、
戸
籍
原
本

を
手
作
業
で
複
写
す
る
な
ど
、
事
務
に
時

間
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。

　
戸
籍
事
務
の
電
算
化
に
よ
り
、
戸
籍
の

記
載
や
証
明
書
発
行
に
か
か
っ
て
い
た
時

間
が
短
縮
さ
れ
ま
す
。

氏
名
は
正
字
記
載
に

　
戸
籍
に
使
用
で
き
る
文
字
は
、
常
用
漢

字
、
人
名
用
漢
字
お
よ
び
漢
和
辞
典
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
文
字
（
正
字
）
と
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
戸
籍
に
、
氏

名
が
そ
れ
以
外
の
文
字
で
記
載
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
電
算
化
に
伴
い
、
そ
れ
に
対

応
す
る
正
字
に
改
め
て
記
載
し
ま
す
。
該

当
す
る
方
に
は
、
９
月
上
旬
頃
に
文
書
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
は
戸
籍

※ 

今
回
電
算
化
の
対
象
と
な
る
の
は
、
本
籍
が
大
山

崎
町
の
方
で
す
。
住
民
票
の
住
所
が
大
山
崎
町
に

あ
っ
て
も
、
本
籍
が
大
山
崎
町
以
外
の
方
は
電
算

化
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん

※ 

手
数
料
は
、
戸
籍
謄（
抄
）本
、
全
部（
個
人
）事
項

証
明
書
と
も
に
１
通
４
５
０
円
。
そ
の
ほ
か
、
除

籍
謄（
抄
）本
、
改
製
原
戸
籍
謄（
抄
）本
は
１
通
７

５
０
円
、
改
製
原
戸
籍
の
附
票
は
１
通
３
０
０
円

表
記
上
の
字
体
を
修
正
す
る
も
の
で
あ

り
、
印
鑑
登
録
や
不
動
産
登
記
な
ど
を
変

更
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
籍・住
所
の
地
番
表
示
か
ら

「
の
」を
削
除

　
大
山
崎
町
の
本
籍
、
住
所
（
住
民
票
）

に
枝
番
が
あ
る
場
合
、
番
地
の
後
ろ
に
あ

る
「
の
」
の
表
示
が
な
く
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
土
地
登
記
簿
と
の
統
一
化
を
図
る

た
め
に
行
う
も
の
で
す
。
な
お
、
名
称
、

地
番
号
の
変
更
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

免
許
証
や
金
融
機
関
な
ど
で
住
所
変
更
の

手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
例
）夏
目
３
番
地
の
１
↓
夏
目
３
番
地
１

戸
籍
証
明
書
の
名
称
や

様
式
な
ど
が
変
わ
り
ま
す

　
こ
れ
ま
で
は
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い

る
全
員
を
証
明
す
る
も
の
を
「
戸
籍
謄

本
」、
個
人
を
証
明
す
る
も
の
を
「
戸
籍

抄
本
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ

れ
「
全
部
事
項
証
明
書
」｢

個
人
事
項
証

明
書｣

と
名
称
が
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、

記
載
内
容
が
項
目
化
さ
れ
、
見
や
す
く
分

か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

す
で
に
除
籍
に
な
っ
た
方
は
、

電
算
化
戸
籍
に
は
記
載
さ
れ
ま
せ
ん

　
こ
れ
ま
で
の
戸
籍
は
「
平
成
改
製
原
戸

籍
」と
し
て
１
５
０
年
間
保
存
さ
れ
ま
す
。

電
算
化
さ
れ
た
戸
籍
に
は
、
今
年
10
月
８

日
以
前
に
婚
姻
や
死
亡
な
ど
で
除
籍
に
な

っ
た
方
や
、
一
部
の
身
分
事
項
が
記
載
さ

れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
戸
籍
証

明
が
必
要
な
方
は
、
平
成
改
製
原
戸
籍
の

謄（
抄
）本
を
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

戸
籍
の
附
票
も
電
算
化

　
戸
籍
の
附
票
と
は
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ

て
い
る
方
の
住
所
を
記
録
し
た
も
の
で

す
。
電
算
化
後
の
戸
籍
の
附
票
に
は
最
新

の
住
所
が
記
載
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
戸
籍

の
附
票
は
「
改
製
原
戸
籍
の
附
票
」
と
し

て
５
年
間
保
存
さ
れ
ま
す
。
旧
住
所
が
記

載
さ
れ
て
い
る
証
明
書
が
必
要
な
と
き
に

は
、「
改
製
原
戸
籍
の
附
票
」
を
ご
請
求

く
だ
さ
い
。

現
在

電
算
化
後

名
称

戸
籍
謄
本
／

戸
籍
抄
本

全
部
事
項
証
明
書
／

個
人
事
項
証
明
書

書
式

縦
書
き
・
文
章
体

横
書
き
・
項
目
別
の

箇
条
書
き

様
式

Ｂ
４
判
横
長
／

Ｂ
５
判
縦
長

Ａ
４
判
縦
長

用
紙

白
紙

偽
造
防
止
用
紙

公
印

朱
肉
公
印

電
子
公
印
（
黒
色
）

問
＝
町
民
健
康
課
窓
口
年
金
係

☎
９
５
６
―
２
１
０
１
（
内
１
２
３
）

10
月
12
日
か
ら
　
戸
籍
事
務
を
電
算
化

戸籍謄（抄）本　Ｂ４判横長

全
部（
個
人
）事
項
証
明
書
　
Ａ
４
判
縦
長

電算化後の戸籍証明書は…
○常用漢字や算用数字で、読みやすくなります
○ 複写機による偽造防止のため、用紙には偽造防止用紙
（住民票や印鑑証明ではすでに使用中）を用います
○ 今まで朱印で押印されていた公印は、コンピュータ用
の電子公印（黒色）に変わります

置き換えられる文字の一例

「ベルマーク運動」始めました
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町職員の任免・勤務条件・服務の状況など

1職員の任免および
 職員数に関する状況

年齢 20歳
未満

20歳～
23歳

24歳～
27歳

28歳～
31歳

32歳～
35歳

36歳～
39歳

職員数 ０人 ０人 16人 18人 ５人 ８人

年齢 40歳～
43歳

44歳～
47歳

48歳～
51歳

52歳～
55歳

56歳～
59歳 計

職員数 14人 10人 16人 32人 25人 144人

年度 平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

職員数 178人 171人 162人 153人 144人

定年
退職

勧奨
退職

普通
退職

分限
免職

懲戒
免職

死亡
退職 合計

５人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ５人

職種 申込者数
Ａ

１次試験
合格者数

採用者数
Ｂ

倍率
Ａ／Ｂ

（参考）
平成20年
度の倍率

事務職 20人 ７人 ２人 10.0
未実施技術職（建築） ９人 ４人 １人 9.0

技術職（土木） ２人 １人 １人 2.0

⑴ 職員の任免の状況（平成21年度）

⑵ 職員数の状況

①採用試験の状況

①年齢別職員数（平成21年４月１日）

②職員数の推移

②退職者数

（注）退職者数には、再任用職員、嘱託員、臨時職員の退職者数は含
みません

　本町における人事行政の公正性、透明性を高めるた
め、「大山崎町人事行政の運営等の状況の公表に関す
る条例」に基づき、職員の任免・勤務条件・服務の状
況などを公表します。
　なお、給与・定員の状況については、今年の３月に
本誌およびホームページでお知らせしています。

問=総務課総務係　☎956－2101(内321)

2勤務時間その他の
 勤務条件の状況

勤務
時間

１週間の
勤務時間

１日の
勤務時間

開始
時刻

終了
時刻

休憩
時間

休息
時間

38時間
45分

７時間
45分

午前
８時
30分

午後
５時
15分

午後
０～
１時

なし

週休日 勤務時間を割り振らない日（日曜日・土曜日）

休日 国民の祝日に関する法律に規定されている休日および
12月29日～翌年１月３日

総付与日数
Ａ

総取得日数
Ｂ

対象職員数
Ｃ

平均取得
日数Ｂ／Ｃ

消化率
Ｂ／Ａ

4,400日 1,109日 112人 9.9日 25.2%

⑴ 勤務時間の状況（平成21年４月１日現在）

⑷ 介護休暇の取得状況

⑵ 年次有給休暇の取得状況
 （平成21年１月１日～ 12月31日）

⑶ 育児休業および育児のための部分休業の取得状況
 （平成21年４月１日～平成22年３月31日）

（注１）付与日数は１暦年につき20日（年の途中に採用された者は、同
年の在職期間に応じた日数）で、その年に取得しなかった場合は20
日を限度として翌年に繰り越すことができます

（注２）対象職員数は、平成21年１月１日～12月31日の全期間在職した
一般職員であり、当該期間の中途に採用された者および退職した者、
育児休業、休職の事由がある職員を除いています

（注１）「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」、「うち両休業取得
者数」の欄の上段には平成21年度に新たに育児休業（部分休業）を
取得した者、下段には育児休業（部分休業）の期間が平成20年度か
ら21年度にかけて引き続いている者の数を記載しています
(注２)「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」、「うち両休業取得者
数」の欄の上段の平成21年度に新たに育児休業（部分休業）を取得
した者の数には「平成21年度中に新たに育児休業が取得可能となっ
た職員で育児休業（部分休業）をした職員」と「平成20年度中に新
たに育児休業が取得可能となったが、平成21年度に新規に育児休業
（部分休業）を取得した職員」の両方が含まれます

区分

育児
休業
取得
者数

部分
休業
取得
者数

平成21年度中に新たに育児休業を取得
可能となった職員（育児休業対象職員）

うち
両休業
取得者数

うち
育児休業
取得者数

うち
両休業
取得者数

うち
部分休業
取得者数

男性
職員

０人 ０人 ０人
２人 ０人 ０人 ０人

０人 ０人 ０人
女性
職員

４人 ０人 ０人
２人 ２人 ０人 ０人

１人 ０人 ０人

計
４人 ０人 ０人

４人 ２人 ０人 ０人
１人 ０人 ０人

3

4

5

職員の分限および懲戒処分の
 状況（平成21年度）

服務の状況

研修の状況（平成21年度）

⑴ 分限処分者数
　　心身の故障による休職者･･･ １人

⑵ 懲戒処分者数
　　該当ありません。

綱紀保持の取り組み
　地方公務員は、地方公務員法において、全体の奉仕者として公共の利益
のために勤務し、職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念するこ
ととされており、法令等遵守義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、政治
行為の制限、営利企業等への従事制限などの義務が課されています。
　大山崎町においては、これらの服務規律の確保を徹底するため、毎年、
依命通達などにより綱紀の保持および公務員倫理の確立を図っています。

　地方公務員法は、公務能率の増進の観点から、職員に対して研修を受ける
機会を与えることを任命権者に義務付けています。大山崎町では、平成21
年度は以下のとおり研修を実施しました。

6

7

福祉および利益の保護の状況
 （平成21年度）

公平委員会に関する事項

　地方公務員法においては、職員の生活、身分を安定させることにより公
務能率の増進に寄与することを目的として、職員の福祉および利益の保護
を適切かつ公正に行うことが規定されており、厚生福利制度、公務災害補
償制度が定められています。また、労働安全衛生法においては、職場にお
ける職員の安全と健康を確保することが規定されています。
　大山崎町における職員の福祉および利益の保護の状況については次のと
おりです。

　職員の権利は、勤務条件に関する措置要求制度および不利益処分に関す
る不服申立て制度により保護されています。勤務条件に関する措置要求は、
給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、地方公共
団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求する制度です。不
利益処分に関する不服申立ては、不利益な処分を受けた職員が公平委員会
に対して不服申立てを行うことができる制度です。

主な内容 実施日 備考

保
健
事
業

定期健康診断 平成21年12月21日・22日 受検者数
123人

特殊健康診断 平成22年２月18日 受検者数
57人

人間ドックほか 通年

福
利
厚
生

京都府市町村職員厚生会
生活設計支援事業 通年

京都府市町村職員厚生会
元気回復事業 各事業実施日程による

京都府市町村職員厚生会
給付事業 通年

大山崎町職員厚生会事業 各事業実施日程による
公務災害補償の認定件数 公務災害…１件　　通勤災害…０件

平成21年度の状況
　勤務条件に関する措置要求･･･････ ０件
　不利益処分に関する不服申立て･･･ ０件

研修名 実施日 研修期間 受研者数
町 

主 

催 

研 

修

住民参加型協働研修 平成21年７月17日・18日 ２日 28人
まちづくり講演会（住民対象） 平成22年３月17日 １日 4人
自 主 研 修 通年 １日 ６人
長期勤続職員自主研修 通年 ２日～５日 ７人

委
　
託
　
研
　
修

新 任 係 長 研 修 平成21年５月21日・22日 ２日 ２人
法制執務研修（基礎） 平成21年５月25日・26日 ２日 ２人
パートナーシップ・協働研修 平成21年６月４日・５日 ２日 ２人
財政担当職員初任者研修 平成21年６月18日 １日 １人
一般（５年目）職員研修 平成21年６月22日・23日／29日・30日 ２日 ３人
法制執務研修（応用） 平成21年６月25日・26日 ２日 １人
税務担当初任者研修 平成21年８月３日～５日 ３日 １人
非木造家屋評価研修会 平成21年９月１日・２日 ２日 １人
農業所得収支計算研修会 平成21年９月17日 １日 １人
プレゼンテーション研修 平成21年９月28日・29日 ２日 １人
管 理 職 研 修 平成21年10月７日・８日 ２日 １人
情報処理（エクセル）研修 平成21年10月19日・30日 １日 ２人
税務担当職員納税事務研修会 平成21年11月20日 １日 ２人
ファシリテータ研修 平成21年11月26日・27日 ２日 １人
公会計の整備等に係る研修会 平成21年12月16日 １日 ３人
自 治 体 訴 訟 研 修 平成21年12月17日・18日 ２日 ２人
議会運営実務研修 平成22年１月21日・22日 ２日 １人

派 

遣 

研 

修

配 管 設 計 講 習 会 平成21年７月14日～16日 ３日 ２人
社会福祉主事資格認定研修 平成21年７月23日～26日 ４日 １人
持続可能な都市づくり 平成21年８月３日～５日 ３日 １人
住民税の課税実務 平成21年９月16日～18日 ３日 １人
都市公園等における「遊具の日常点検講習」 平成21年10月27日 １日 １人
鉄筋コンクリート造建築物耐震診断講習会 平成21年11月20日 １日 １人

区分 介護休暇
取得者数

要介護者
（続柄など） 取得形式 介護休暇

承認期間

男性
職員 ０人 　　 　　 　　

女性
職員 ０人 　　 　　 　　

計 ０人


