
　2025年1月15日

　明けましておめでとうございます。
　昨年の春闘で５％を超える賃上げが実現する中、
2024 人事院勧告では３年連続で月例給・一時金の引
き上げとなりましたが、続く物価高のもと個人消費は
低迷するなど、私たちの生活は苦しいままです。物価
上昇を上回る持続的な賃上げの実現が極めて重要であ
り、自治労としても秋の賃金確定期での公務員賃金引
き上げにむけ、春闘期から取り組みを進めます。
　一方、現場は慢性的に人員が不足しています。住民
ニーズに対応し、安定的に公共サービスを提供してい
くためにも、必要な人員と財源の確保を強く求めてい
くことが必要です。その他にも、職場にはさまざまな
課題があります。これから 2025 春闘が本格化します
が、組合の交渉力をより強いものにしていくために

も、みなさんの声を、思いを、ぜひ組合に寄せてくだ
さるようお願いいたします。
　他方で、「政治とカネ」の問題を背景に国民の政治
不信は最高潮に達し、昨年 10 月の衆議院選挙では、
与党の過半数割れとの結果となりました。本年夏の参
議院選挙は、国民・国会軽視の自民党一強の政治から
の脱却、中道・リベラル勢力の拡大、さらには政権交
代にむけた、極めて重要なポイントとなります。とり
わけ、私たち地域公共サービス労働者の声を国政に反
映させる、そして地方自治を守る観点からも、自治労
の組織内候補である岸まきこ参議院議員を再び国会に
送り出さなければなりません。
　私も着実に一歩前に進むことができるよう、全力で
取り組む決意です。ともにがんばりましょう。
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　東山動物園で飼育員をしている茂
野寛生です。2006 年４月に名古屋
市職員に採用され、今年で飼育員歴
は 18 年。現在は自然動物館で働い
ています。
　東山動物園は、全国的に見ても珍
しい、市が完全直営している動物園
です。ほとんどすべての飼育員が名
古屋市の現業職員です。他の自治体
では、飼育職を行政職の区分で採用
していることが多いですが、名古屋
市では現業職採用を継続しています。

ヘビも体調を崩すヘビも体調を崩す
「いつもと違う」を見極める「いつもと違う」を見極める

　ヘビの副担当になって２年目です。
初めはヘビが得意ではありませんで
した。ヘビ特有の動きが苦手で、見
ているだけで「うわぁ」と、少し抵抗
感がありました。それでも毎日世話
をしていると、だんだん慣れてきて、
最近は「顔だけ見るとカワイイかもし

れない」と思うようになってきました。
　ヘビは他の動物と比べても、体調
の変化がわかりづらい生き物です。
室温は常に 25 ～ 30℃に保ち、季節
の変わり目は特に用心しないと体調
を崩してしまいます。体調不良を見
極めるポイントは「いつもと違う」
です。エサを食べなかったり、隠れ
る習性のある子がだらんと人前に出
ていたりしたら、「どこか悪いのかも
しれない」と判断し、注意深く観察
するようにしています。とにかく「観
察」することが大事だと学生の頃か
ら教えられてきたので、今でもその
教えを心に置いて実践しています。

命に関わる仕事だからこそ命に関わる仕事だからこそ
些細な変化に気づける心が大切些細な変化に気づける心が大切

　日々仕事をする上で意識している
ことは、「動物がなぜそういう動き
をするのか、自分なりに仮説を立て
て考える」ことです。飼育員の仕事

は「命に関わる仕事」ですから、些
細な変化も見逃さないよう、飼育業
務にあたっています。
　物心がついたときから動物が好き
でした。子どもの頃に連れて行って
もらった豊橋総合動植物園のことを
よく覚えています。
　飼育員になって一番印象に残って
いることは、ツチブタの繁殖に成功
し、赤ちゃんの頃から生育に携われ
たことです。ツチブタは名前に「ブ
タ」と入っていますが、みなさんが
よく知っている一般的なブタとは違
い、日中は穴を掘って過ごし、夜間
帯に活動します。東山動物園で生ま
れたツチブタ（あゆみちゃん）は、
現在豊橋総合動植物園に移り、元気
に過ごしているそうです。
　これから飼育員をめざす方には、
「動物が好き、という気持ちを強く
持って、自分の興味がある場所に行
って、発見や経験を積み重ねてほし
い」と伝えたいです。そこでの経験
一つひとつが、未来の自分を支える
糧となるはずです。

カピバラ、オオアリクイの飼育を経て、昨年から自然動物館で爬虫類を担
当。メインの担当はカメ・トカゲ、副担当としてヘビを飼育。大学時代は、
生物資源科学科で家畜（ブタ）を研究。一番好きな動物はコアリクイ。

動物たちの命を守る「観察眼」
表情わからずも《いつも》と比較

お客さんとのふれあいイベントに登場している、
おとなしめのアカダイショウ（別名：レッドコー
ンスネーク）。 全長 80 ～ 120cm。 最大全長
180cm。小型の哺乳類や小鳥などを食べる

愛 知 県 名 古 屋 市 に あ る 市 営 動植 物 園。
1937 年に開園。年間入場者数は、日本
国内で上野動物園に次ぐ約 265 万人とな
っている。現在、飼育種類数は日本一で、
アジアゾウ、コアラ、レッサーパンダ、コ
モドオオトカゲ（国内唯一の飼育展示）な

ど約 450 種の動物が暮ら
している（2024 年３月
31 日時点）。ニシゴリラ

「シャバーニ」（左）がイケ
メンゴリラとして有名。

名古屋市東山動植物園

今年の干支

名古屋市東山動植物園 茂
し げ
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 さん
（自治労名古屋）

ヘビヘビははお嫌いお嫌い
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　上野動物園は、公益財団法人東京
動物園協会が東京都からの指定管理
者として運営を担っています。飼育
員には、東京都の職員として財団法
人に出向している者もいれば、財団
法人の職員もいます。私は自治労東
京都庁職員労働組合の組合員です。

ヘビの性格や体調管理のためヘビの性格や体調管理のため
飼育員に求められる観察力飼育員に求められる観察力

　ヘビたちは個体ごとに性格が異な
ります。攻撃的なものもいれば、お
となしいものもいます。この性格の
違いをしっかり把握し、先輩たちか
ら引き継ぐことが飼育員の大事な仕
事です。例えば、イベントなどで来
園者と触れあうことのあるヘビは、
毒蛇以外の種類から、とくにおとな
しい性格の個体を選び、日々の飼育
で人に慣れさせています。ちなみ
に、これまで飼育員が毒ヘビに噛ま
れた事故は一度も起きていません。
　また、ヘビは食べ物の好みにも個
性があります。冷凍マウスを餌とし
て与えることが多いですが、少し
生々しいので、閉園後や休園日など
のお客さんがいないタイミングで与
えることもあります。
　ヘビの健康管理には細かい観察が
必要です。例えば、ヘビは脱皮前に
なると目が白濁し、餌を食べなくな

ります。脱皮自体が体に多くの負担
がかかるので、注意深く観察するこ
とが必要です。また、館内の多くの
生き物が変温動物のため、例えばカ
メは寒い環境で鼻水を出すこともあ
ります。そういった生き物たちの
「サイン」を見逃さないことが重要
です。

飼育の職場は人間関係も大切な飼育の職場は人間関係も大切な
「チームで行う仕事」「チームで行う仕事」

　飼育員の仕事は多数の生き物と向
き合うため、一人ではできません。
「両生類・爬虫類館」は 10 人のチー
ムで担当しており、それぞれが補い
合いながら生き物の世話をしていま
す。だからこそ、動物が好きという
気持ちだけでなく、チームの一員と
してみんなと協力し、良好な関係を
築く力が必要です。
　当然ですが動物たちは言葉を話せ
ないので、飼育員同士で生き物の情

報を共有しながら対応します。その
ため、広い視野を持ち、社会に関心
を向ける姿勢もこの仕事には欠かせ
ません。
　飼育員の一日は、開園前の展示ス
ペースの清掃から始まります。仕事
は交代制で、休園日には普段できな
い大掛かりな掃除や整理を行うの
で、実はとても忙しいです。
　これから飼育員をめざす方には、
「いろんなことに興味を持って取り
組んでみてほしい」と伝えたいで
す。どんな経験も、この仕事を支え
る大事な財産になりますから。

「キモい」「コワい」と、とかく嫌われがちな生き物・ヘビ。しか
し、その『素顔』を知る人は少ない。そこで、「動物のプロ」の自
治労組合員に聞いてみた。自治労公立動物園労働組合協議会（公
動協）の協力を得て、動物園に突撃取材！

今年、4回目の巳年を迎える「年男」。2000 年 9月に東京都職員採
用。子どもの頃から両生類・爬虫類を飼育。大学では魚を研究し、葛西
臨海水族園での勤務経験もある。

動物が好きなだけでは務まらない
飼育員に求められる《人間力》

ボールニシキヘビを「抱っこ」する齋藤祐輔さん。
ボールニシキヘビは、アフリカ大陸中部から西部に
生息。全長 100 ～ 150cm。最大全長 200cm。
ニシキヘビ属で最小。

上野動物園は、1882 年に日本最初の近代
動物園として開園。1924 年に宮内省から
東京市に下賜されたことに由来し「恩賜」
という名がついている。その後、東京都建
設局の所管となり、現在は指定管理者制度
により公益財団法人東京動物園協会が管理
する。飼育動物数は、人気者のジャイアン
トパンダ、スマトラトラ、ニシローランド
ゴリラなどの希少動物を含む約 400 種。
年間来園者数は日本一。日本を代表する動
物園だ。

東京都恩賜上野動物園

公益財団法人東京動物園協会
恩賜上野動物園

齋
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 さん
（自治労都庁職）

ですかですか？？
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－先生の研究によると、「ヒトには先天的にヘビを
危険と察知するシステム」がある、とのことです
が、なぜそんな機能が備わっているのでしょうか？
　およそ 6500 万年前にサルが出現してから、サル
はヘビに襲われて命を落としていました。約 5500
万年前には、温暖化によって樹冠が出現し、木の上
で暮らす霊長類が飛躍的に進化しました。我々の祖
先は、その進化の過程で「視覚を良くして、天敵を
早く見つけて逃げる」ことで生き延びてきました。
　ヘビにかまれると命を落とす危険があるため、ヒ
トはヘビの体表のウロコを見ると、大脳皮質の一部
である視覚野とその奥底にある神経核で、その独特
な「ウロコ」の情報を受け取り、これを「危険なも
の」と判断・察知できるよう脳を発達させました。
ヘビを怖いと思わない人であっても、この危険（ヘ
ビ）に対する「防御反応」が脳内で生じることが研
究によって明らかになっています。つまり、防御反
応は万人に見られるが、それを脳がどう解釈するか
（ヘビを怖がるか怖がらないか）は人それぞれ、気

質によって異なる、というわけです。
－実際にどんな実験で検証したのでしょうか？
　海外の研究では、まだヘビを怖いものと認知して
いない生後６カ月の赤ちゃんでも、ヘビに対して強
く反応する（強い脳波を出す）という研究結果が得
られています。また、クモやゴキブリといった多く
の人が嫌う生き物への脳の反応と、ヘビを見たとき
の反応を比較した場合でも、ヘビへの反応の方が強
かったり、試しにヘビのウロコを画像加工で消し
て、滑らかにして被験者に見せてみると、ほかの生
き物への反応と大差がなくなったりします。さまざ
まな実験を通して、人間の脳には「ヘビのウロコを
即座に見つけ、危険と察知するシステム」がある、
という結論に至りました。
　世界保健機関（WHO）の発表によると、現代で
もコブラやマムシなどの毒蛇にかまれて命を落とし
ている人が、世界で毎年８万人超もいます。危険か
ら身を守るために必要な機能が、祖先から代々伝わ
っていると考えてよいでしょう。

名古屋大学情報学研究科教授。日本学術振興会特別研究員、京都大学霊長類研究所研究員などを経て、
現職。専攻は比較認知科学・認知科学・実験心理学。主な著書は「コワイの認知科学」（新曜社）、「怒り
を鎮める　うまく謝る」（講談社）など。

多くの人が「怖い」と感じるヘビ。なぜそう感じるのか。ヒトの感情メカニズム
に焦点を当て、「比較認知科学」という学問領域で研究をしている名古屋大学・
情報学研究科の川合伸幸教授に話を聞いた。
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ヘビを「怖い」と感じるのはなぜ？ヘビを「怖い」と感じるのはなぜ？
人間の脳に宿る“危険察知システム”の起源を探る

　公動協は、自治労加盟単組の公立動物園で働く組
合員の全国ネットワークです。動物園では、猛獣や
大型動物による飼育員の死亡事故が絶えません。労
働安全衛生の確保は第一の運動課題です。また、動
物に携わる仕事を蔑視する職業差別の解消にも取り
組んできました。

　近年は現業職の採用が減り、行政職の飼育員配置も増えています。これら
の職員は、他の行政部門と同じように頻繁に異動するため、動物に関する専門
知識、飼育技術の獲得・継承が難しく、事故につながっている面があります。
　指定管理者制度や独立行政法人化などの経営形態の変更への対応や、飼育
員の仕事に対する一部の来園者の過剰クレームなど、新たな課題もあります。
　動物園に来られるときには、かわいい展示動物を陰で支える自治労の仲間
の仕事にも、思いを巡らせてみてください。

かわいい展示動物の「裏方」
飼育員の仕事の現状にも関心を

自治労公立動物園労働組合協議会（公動協）

2025年1月31日（金）㐅切
賞品の発送をもって発表に代えさせ
ていただきます。

上野動物園と東山動植
物園のグッズを抽選で
30人にプレゼント。動
物をあしらったタオル、
ハンカチ、バンダナ、ト
ート、小皿など。川合
先生のサイン本も。ラ
ンダムでお送りするの
で何が当たるかは届い
てからのお楽しみです。
右記の二次元コードか
ら応募フォームを開き、
所属組合、住所、電話
番号、お名前（ふりが
な）、本紙の感想を明
記してください。ご応
募は1人 1回限りです。

30人

読者プレゼント

自治労公立動物園労働組合協議会

事務局長　堀　秀正 さん
（恩賜上野動物園）
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八巻　能登半島地震から 11 カ月に
なります。この間、被災地の自治体
現場で何が起こってきたのか、東日
本大震災の経験も振り返りながら、
自治労が能登の復興にむけてどう取
り組んでいくのか、お集まりいただ
いた皆さんのお話をお聞きし、考え
ていきたいと思います。
　まず、能登半島地震の被災自治体
の立場で藤田さんから、発災から今
日までの地域や職場の状況について
お聞かせください。

藤田　七尾市職労で委員長をしてい
ます。職場の状況は、とても落ち着
いたと言えるようなものではありま
せん。当初は、11 月にもなればも
う少し楽になっているだろうと思っ
ていたのですが。
　発災直後に私がまず困ったのはガ
ソリンです。避難所に出勤という指
示が来たのですが、車のガソリンを
入れようにもスタンドが大渋滞。避
難所で困ったのは水とトイレ。支援
物資の仕分けも混乱していて、運ん

でくれた避難者の方が転んだりして
大変でした。福島県相馬市の給水車
が来てくれたときは、もう嬉しく
て、拝んでしまいました。
　職場の勤務で大変だった部署のひ
とつは水道の部署です。行政支援の
職員も大勢入ってくれましたが、市
民からは「いつ復旧するのだ」と電
話が殺到して回線がパンクしそうで
した。組合員からは、「もう 40日も
連続勤務だ。組合は何をしている」
という声もあがりました。
　組合では、最低でも週１日は休め
るようにするよう、再三、申し入れ
をしました。その後も、税務や防災

岸
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岸まきこ×被災経験組合員
1.1能登半島地震を忘れない

１年前の元日午後 4 時 10 分。能登半島を襲ったＭ７.６の大地震は、地方の衰退・人口減少、
公共サービスの貧困という、日本社会の地盤の脆さを直撃した。「能登を見捨てるな」。自治労
組織内参議院議員の岸まきこと、被災経験のある自治労組合員が語りあった。

自治労組織内参議院議員。北海道・旧栗沢町職労（現
岩見沢市職労）出身。「3.11」のときは自治労北海
道本部空知地本の専従役員。その後、2013 年に
自治労本部役員に就任し、東北被災三県支援に従
事。2019 年に参議院議員に。「1.1」では、発災
直後から立憲民主党の災害対策局の一員として情
報収集にあたる。３月４日には自治労石川県本部に
同行し被災自治体を視察した。

自治労石川県本部・七尾市職労委員長。市役所で
は福祉課に勤務。「3.11」のときは産後休暇中。自
宅が沿岸部にあるため、津波に強い不安を覚える。

「1.1」には配偶者の生家への新年のあいさつから
自宅への帰路で遭遇。乗っていた車が激しく揺れた。
津波を心配し、子どもを連れ夫の生家に避難。発災
３日目から小学校に設置された避難所の運営に従事
した。

自治労岩手県本部書記次長。宮古市職労出身。
「3.11」には出張先の釜石市で遭遇する。宮古市
田老地区の自宅は津波で流失。発災後は自身が避
難した避難所の運営に従事する。「1.1」は田老地
区の高台に新築した両親宅で知り、「3.11」の記憶
が蘇る。自治労の呼びかけた能登半島地震の被災
地支援行動の第３グループに参加し、３月 16 日か
ら七尾市で活動した。

新春
特別座談会

3.11東日本大震災の経験を胸に刻み
復興への途をともに歩むために

震災で恒常的人員不足が顕在化
東日本に比して復興の遅れ顕著
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担当など業務が大変な部署が多いこ
とから、災害対応に関わる業務につ
いて要求書を出しています。
　正直、誰もが自分と自分の生活を
守るので精一杯で「組合活動どころ
ではない」状態でしたが、なんとか
やってきた感じです。
　最近問題なのは、健康を害して倒
れる職員が出ていることです。メン
タル不調が増えるという想定はして
いましたが、脳梗塞などの病気で倒
れる人も出ています。他県から入っ
ている応援職員の数も、大勢来てく
れてはいますが、人が足りていない
と思います。
日蔭　能登半島地震と東日本大震災
の復旧速度を比べると、能登の復旧
は遅いという印象を持ちます。宮古
市では８月にはすべての避難所を閉
鎖し、10 月 31 日には復興基本計画
を策定しました。また 11 月には復
興道路の工事が着工しています。
　震災から 11 カ月目の 2012 年２月
には復興庁が設置されて宮古にも支
所ができています。翌年５月の連休
には、盛岡で東北六魂祭という大き
なお祭りがあり、私自身も参列して
います。落ち着いたとまでは言えな
くても、今の能登の状況より余裕が
あったように思いますね。

八巻　先ほど藤田さんから職場の健
康問題のお話がありましたが、日蔭
さんのご経験はいかがですか。
日蔭　東日本大震災以降、業務量は
明らかに増えました。倍以上だと思
います。体の具合を悪くする方も大
勢いましたね。通常時の２倍までは
いかないまでも数割増でしょうか。
　応援職員も来ていたのですが、そ
れでも超過勤務が増えました。当
時、単組の執行部ではありませんで
したが、組合からはそのような状況
の中、振替休日を取れるようにとい
う要求がされていました。また、そ
ういう中で応援職員の方には仕事だ
けでなく、イベントを企画してもら
うなど、支えになってもらいまし
た。感謝しています。
藤田　「能登が忘れられてしまう」
ことへの強い懸念、不安が、職員の
中にあります。能登についての報道
も減ってきています。みんな必死で
働いて、それでも復旧が進まない中
で、職員も住民もストレスを溜めて

　地理的な要因、災害の度合いや９
月の豪雨災害など、東日本の被災と
の違いはありますが、やはり被災家
屋の公費解体の遅れなど、厳しい状
況だと感じます。また、人口減少の
スピードも、東日本大震災当時より
加速度を増していると思います。
岸　「3.11」と比べて能登半島地震
の方が断層のずれ、土地の隆起が激
しいですね。また、半島部で幹線道
路が１本しかない。それが復旧の妨
げになっていますが、政権の対応が
一番の違いではないかと思います。
　「3.11」のときは民主党政権で、
全力を集中して東北被災地の復旧に
あたりました。しかし今の自民党政

います。「わかってもらえていない
んじゃないか」「応援派遣の職員が
いなくなったら、この職場は回せる
んだろうか」と思ってしまいます。
　新規採用の応募を、職員皆で呼び
かけようと人事課が言うのですが、
こんな職場に入って「一緒に働こ
う」と、若い人に言えないと思って
しまいます。でも実際に今年採用し
た人と話すと「こんなときだから頑
張ります」と言ってくれるので、私
たち中堅以上の職員も頑張らなくて
はと思えるんです。
岸　通常業務を回すので精一杯の人
員でやってきていること自体が問題
ですよね。そもそも人がいない中に
災害対応が加われば、回るわけがな
いんです。だから「自治体には職員
が必要なんだぞ」って、要求し続け
ていかないといけません。
　近年、現業職員の採用がありま
せん。直営部隊がいないから災害
後の対応も遅れてしまう。応援職
員はあくまでも応援なので、そこ

権は、激甚災害指定をしながら補正
予算は組まず予備費で対応するだ
け。政治の責任で、人もお金も集中
しないといけないと思います。

司会：八
や

巻
まき

 由
ゆ

美
み

自治労総合企画総務局長。福島市職労出身。「3.11」
の発災時は、市民税課の職場で確定申告の業務中。
経験のない避難所設置の指示への対応、不安な市
民からの問い合わせの殺到などの大混乱の中に身
を置く。2019 年に自治労本部役員に就任。「1.1」
は帰省先の福島で知る。発災後直ちに本部に出勤し、
対策本部の立ち上げなどに携わる。

長時間勤務で職員の疲弊極まる
強まる《忘れられる》ことへの不安
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藤田　石川県本部が組合専用の支援
物資を持ってきてくれたことは嬉し
かったです。目の前に支援物資があ
るのに、職員はもらえないんです。
自治労の仲間が物資を送ってくれた
ことは、「思い」も一緒に伝わって
元気に繋がりました。
　組織内議員が市議会で職員の過重
労働、健康問題を取り上げてくれ
て、他の議員さんも言ってくれるよ
うになりました。自分たちを代弁し
てくれる人がいることの大切さ、そ
れができる組織の意義を実感してい
ます。
　国会に岸さんがいてくれること
も、とても心強く思っています。
日蔭　私自身、自治労の支援ボラン
ティアが宮古に来てくれなかったら、
休みをとれませんでした。自分自身
も被災して精神的にも厳しい中で、
大勢の自治労の仲間が応援に来てく
れたことは、本当に心の支えになり

ました。改めて感謝申し上げます。
　これらも、自治労の組織を通した
被災地産品の購入あっせんや、支援
行動に参加した組合員のネットワー
クを作って、能登の産業、例えば蔵
元を応援するなど、長期的に活動が
できたらいいなと思っています。
藤田　現地にいると、今起きている
ことが普通のことなのか、異常なこ
となのか、よくわからないんですよ
ね。「これって、言っていいんだろ
うか。どこまで言っていいんだろう
か」って、判断がつかないんです。
岸　政治に関してはなんでも全部、
言いたいことは言えばいいんです。
それをどう取り上げるかは政治家の
方が考えればいいんです。
　被災自治体の皆さんが水道の問
題、特にトイレと洗濯が大変だとお
っしゃったので、移動式のトイレ、
移動式のコインランドリー、自衛隊
のお風呂の支援継続を、私は国会で
取り上げました。
　支援物資のことは、３月に被災自
治体に行ったときに、「福島も 3.11
のとき職員は物資がもらえなかった
から、これ必要だよね」と、石川県
本部と相談して進めたんです。自治
労の取り組みの蓄積があったからで
きたのです。
　総務省に地方公務員のメンタルヘ
ルス対策事業という制度があるので
すが、自治体から申請しないと動か
ないんです。「待っていたら来ませ

をあてにするような災害対応は無
理があります。
八巻　原発事故での避難が解除され
て住民が戻り始めた太平洋沿岸部の
福島の自治体では、福島以外の出身
の人が職員に応募してきます。福島

に新しいふるさとを作りたいという
気持ちで来ているのです。
　震災後、何年も大勢の退職者が続
いていたので心配していたのです
が、最近では心強く思っています。
必ずそういう人は出てきますよ。

んよ。プッシュ型でやってくださ
い」と、私は総務省に要請していま
す。例えば、「総務省側から『医師
を、この日にこの自治体に派遣しま
す。職員は全員、健康診断を受けて
ください』と言ってください。メ
ンタル不調の職員が自分の不調に気
がついて、自分から相談に来ること
なんてありませんよ」と伝えていま
す。福島でもそうでした。
　災害から住民を守る。そのために
不可欠な自治体職員を守るのが私の
役目だと思い、国政の場で提起して
発信していきます。
藤田　こうやって話す場もすごく大
事だなと思います。職場でも、話し
たいけど話せない問題を話すことが
できる場を作ることが、組合として
できると思います。
　６月に久しぶりに執行委員会をや
ったんですよ。こんな忙しいときに
時間を取って、みんな残業している
のにと思ったんですけれど、震災か
ら今までの話を１人ずつ話してもら
ったら、やっぱりみんな大変だった
よね。あの時をよく超えたよね。も
うちょっと頑張ろうって思えるって
いう。そういうの、大事なんだなと
思っていたんですけど、今まで忘れ
ていました（笑）。
　頑張ります。ありがとうございま
した。
（実施日：2024年 11月４日 /都内）

今必要なのはプッシュ型の支援
みんなで何でも《話せる場》の大切さ
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