
夏休みが始まり学習や読書に、日中に涼しさを求め、図書館の利用がふえる
季節。利用者への本や資料の情報提供など図書館に欠かせない専門職員のみな
さんは、ほとんどが非常勤の「会計年度任用職員(※)」です。

区内には図書館５館・図書
ＳＳ（サービスステーション）

２か所とふるさと文化館があり、中央図書館の
「ゆいの森」
など委託せず
区が運営して
いることは大
切です。しかし、図書館職員1
68名のうち、司書資格を持つ1
12名（約７割）を含め136名が
不安定な雇用の「会計年度任
用職員」です。

司書や学芸員のみなさんは、国家資格をもち「レファレンス・
サービス」など必要な情報を提供、地域文化を支えています。荒川区では経験に応じて

６階層の報酬体系にしていますが、さらに、専門性の高い仕事を担い
日々知識の蓄積や経験を積む、専門職の安定雇用と処遇改善に取り組
みたい。
図書館の民営化・市場化がすすみ、23区でも16区で指定管理など

を実施しています。先日、国立科学博物館で貴重な資料保存の予算
が不足し、クラウドファンドによって数億円集まったようですが（裏面に関連）、国が
資料や芸術品などの保管・収集予算も付けずに、現場頼みでいいのでしょうか。

鎌倉市では今年度、司書の技術継承のためと司書
２名を常勤で採用。長年、市民から要望があったそ

うです。区の地域文化と、区民の知識と学びを支える図書館やふるさ
と文化館、そこで働く職員のみなさんが活かされる環境づくりを大切
にしたい。そのために、行政の教育・文化支援の予算こそ必要です。
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まちづくり、
くらしの情報
を届けます

※「会計年度任用職
員」制度…任用期間
1年のみの非常勤で
すが、期末手当など
が支給可能に。国は

原則更新２回までとしていますが、荒川
区は４回。（激変緩和で従前の非常勤職
員の雇用は継続）

mailto:arajcp@tcn-catv.ne.jp


在 宅 避 難

【災害時の飲料水の給水方法】

・備蓄倉庫のペットボトルを配布

・受水槽の水を配布

一 次 避 難 所
（小中学校など37か所）

※生活用水には防災井戸（50か所）、
　　　　　　　　　　 永久水利（深井戸３か所）を活用
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先月28日に発生した台風６号が迷走し、沖縄では断水がつづく地
域もあり大変。都内では水道管の耐震化など地震発生時の断水対策
がすすめられていますが、台風や豪雨などへの対策も必要です。
災害が起きて区内が断水になったらどうしたらいいか、日頃から

の知識と備えが大切です。区の「災害時給水方針」では、避難所と在宅避難の方への給
水方針を定めています。

一次避難所（学校等）で
は、職員が隣接する道路の

指定消化栓を使って「仮設給水栓」を設
置。避難者の飲料水、
生活用水をまかなう
ことが可能としてい
ます。また、避難所
を「災害時給水ステー
ション」として開放し、在宅避難の方に
も給水を行う予定です。
「仮設給水栓」が設置できない場合に

は、区内の給水所（２か所）や深井戸型
の永久水利（３か所）から水を汲み上げ、
各避難所へ運ぶ計画です。

汐入地域はじめ高層住
宅などでは「在宅避難が

基本」で、避難所の給水ステーションや
南千住給水所（汐入消防署並び）へ住民
が容器を持参して給水を受けるとされて

います。しかし高齢やエレベーターが止まるなど運搬
が困難なケースでは、各自の備蓄も大切になります。
日頃から、必要な備蓄と給水場所の確認を。また、

ライフラインである水の運搬方法や災害時の迅速な情報提供の体
制づくりが区に求められています。

ご要望やご相談などは随時ご連絡ください。事務所での定例法律相談日は、

8月はお休みですが、平日の午後に法律事務所（北千住）でも可能です。

お名前、電話番号等を下記の留守番電話に録音して下さい。

相馬ゆうこ事務所 南千住５－１－６－２階 ☎３８０７－４１９２



昨年度いっぱいで廃止となった南千住四丁目学童クラブを防災備蓄倉庫として活用す
ると聞き、見てきました。
クラブ室は四丁目トミンタワー内にあり、現在は災害時用の毛布
4,600枚（900箱）が入れられ、今後、他のスペースにも備蓄品を置
く予定です。担当者から、備蓄品を運びこむ際に高校生から「中を
見てもいいですか？」と声をかけられた…クラブ
を利用していたお子さんでしょうか、との話も。
2000年開設で22年間、放課後の子どもを支えてき
た学童クラブです。

この地域はもともと国鉄用
地でしたが、分割民営化で用
地を譲渡された都市整備公団
がリバーハープタワーを建設、
東京都が都営住宅とトミンタワーを建設。あわ
せて地元自治体へ必要な公共施設として学童ク
ラブ・保育園・高齢通所施設を整備しました。
学童廃止後の施設活用は、当面、防災倉庫と

なっていますが、区民生活にいかせる施設として活用することは可能です。区民と地域
住民の声をよくきいて必要な利用の検討を求めたい。

さくら
保育園

中部通所

サービス

センター
４丁目学童
クラブ

町屋の尾竹橋たもとにあるドン・
キホーテが、12年間の営業を終了し、
９月３日の営業で閉店に（閉店時間

は４日午前３時）。同じ建物内にあるダイソー、ゲオも閉店と
なるようです。建物が解体された後はマンションになるのでは
ないかと言われていますが、正式な届けは出ていないよう。
周辺では地元の方に親しまれた「プラスワン」も閉店、「ちょっとした身の回り品
を買う店がなくなり買い物が不便になる」との声が多く聞かれます。南千住地域でも

１丁目のヨーカドーが食品専門に縮小し、「衣料品を買うため綾瀬
のヨーカドーまで行っている」という方も。様々な世代の要望に応
える地域の販売店をどうやって確保していくか、区内に買い物難民
をつくらないよう、区でできることを考えたい。



2021年度 2022年度 増減

高圧  １億1474万 　円  ２億 446万5千円 　　 8972万5千円

低圧 　　 2295万2千円 　　 3354万　 円 　　 1058万8千円

計  １億3769万2千円  ２億3800万5千円  １億  31万3千円

　【区の直営施設の電気料金】（各年４～12月）

光熱費や物価の高騰で、公共施設にも大きな影響が出ています。区の公共施設（本庁
舎、北庁舎、がんセンターなど）の電気代でも、今年１月時点で前年度比1.7倍、約１
億円の増加です。
区はこれまでＣＯ２削減のた

め新電力からの一括調達を行っ
てきましたが、電気代高騰で契
約見直しの可能性もあるとして
おり、再エネ普及の区の取り組
みにも影響がでそうです。

上野にある国立科学博物館（科博）は「標本・資料の収集・保管が、
資金的に大きな危機に晒されている」として、７日にネット上でクラウ

ドファンディング（資金集め）を開始。開始後９時間で目標額の１
億円を達成し、１日で３億円に。
科博は「登録標本・資料数は500万
点以上にのぼり、その数は毎年数万

点ずつ増え」ており、茨城県つくば市の収蔵庫では維持・
管理にも多くの資金を要する中、コロナ禍で入館料収入
が2019年度7.5億円→20年度1.5億円まで減少、さらに
「最近の光熱費や物資の高騰が状況に追い打ちをかけて」
いるとしています。また、「自助努力や国の補助だけでは到底追い付かず」、しわ寄せ
が事業費や研究費の削減等にも及んでいると訴えています。

「科博」を含
め国立施設が独

立行政法人化され、その収入の８割は
国の交付金ですが、年々削減。コロナ
禍や物価高騰の国の支援もありません。
軍事費は倍にしても、文化・芸術、学

術は、クラウドファンディ
ング頼みで本当にいいの
でしょうか。

ご意見・ご質問頂きました ○「南千住１丁目ヨークフーズの前の高架下なんですが、排水が
うまくされず雨が降るとあっという間に写真のように...」とメール頂きました。担当部署と
相談してみます。〇「借地ですが、家は自分のもので、もう50年近く住んでいます。最近、
借地を買いたいと、不動産屋さんが来ました。一時的にお金が入ってもその後家賃を払
い、生活費がかかると考えると、今のままでいいのですが…」とご相談が、い

までもバブル期のような底地買いですが、開発優先でなく、安心のまちづくりにしたい。

新宿御苑でカブトムシが大量発生していると
話題に。御苑内では採取は禁
止されており見るだけです。
大量発生は、家で飼ってい
たのを放してしまうのが原因
ではと言われており、周囲の
植物や虫への影響も心配。


