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第
17
回
東
京
吉
川
会
総
会
が
８
日
、
四
ツ
谷
の
ス

ク
ワ
ー
ル
麹
町
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
総
会
に

は
昨
年
を
大
き
く
上
回
る
１
２
０
人
ほ
ど
が
参
加
し
ま

し
た
。
こ
の
う
ち
、
吉
川
区
か
ら
は
各
種
団
体
役
員
な

ど
17
人
が
参
加
し
ま
し
た
。 

 

総
会
は
午
前
11
時
半
か
ら
。
関
澤
英
世
会
長
が
一

年
間
の
活
動
報
告
を
す
る
と
と
も
に
、
会
長
職
を
退
く

こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し

た
。
初
代
の
平
山
会
長
に
続

い
て
の
会
長
職
は
６
年
間
に

及
び
ま
し
た
。
関
澤
会
長
か

ら
は
吉
川
区
の
体
育
祭
、
酒

祭
り
な
ど
に
も
顔
を
出
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
い
つ
も

ふ
る
さ
と
吉
川
の
こ
と
を
思 

 

 

い
、
心
配
し
て
く
だ
さ
っ
た
会
長
さ
ん
で
し
た
。
心
か

ら
「
ご
苦
労
様
で
し
た
」
と
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。
新
会
長
は
長
峰
出
身
の
平
山
勇
さ
ん(

写
真)

で

す
。
東
京
消
防
庁
で
活
躍
さ
れ
た
方
で
、
東
京
吉
川
会

で
は
こ
れ
ま
で
幹
事
長
と
し
て
頑
張
っ
て
き
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。 

 

い
つ
も
参
加
者
に
喜
ば
れ
る
吉
川
区
の
近
況
報
告
、

八
木
辰
正
総
合
事
務
所
長
が
来
賓
を
代
表
し
て
行
い
ま

し
た
。
吉
川
区
出
身
の
新
教
育
長
が
誕
生
し
た
こ
と
、

市
長
選
の
結
果
、
大
潟
区
出
身
の
市
長
と
な
っ
た
こ

と
、
吉
川
高
校
の
あ
と
に
高
等
特
別
支
援
学
校
が
で
き

る
こ
と
な
ど
の
報
告
は
関
心
を
呼
び
ま
し
た
。 

 

懇
親
会
は
今
回
は
い
つ
も
以
上
に
賑
や
か
で
し
た
。

原
之
町
の
山
田
良
一
さ
ん
、
下
深
沢
の
加
藤
昇
さ
ん
が

詩
吟
を
披
露
し
た
ほ
か
、
大
勢
の
人
た
ち
が
演
歌
な
ど

を
歌
っ
て
盛
り
上
げ
ま
し

た
。
私
は
も
っ
ぱ
ら
会
員

さ
ん
た
ち
と
の
交
流
で

す
。
初
め
て
会
っ
た
秋
山

田
鶴
子
さ
ん
（
尾
神
出

身
）
、
高
野
耕
作
さ
ん

（
入
河
沢
出
身
）
や
す
っ

か
り
顔
な
じ
み
と
な
っ
た

片
桐
功
さ
ん
（
国
田
出

身
）
な
ど
と
ふ
る
さ
と
吉

川
に
つ
い
て
楽
し
い
話
を

い
っ
ぱ
い
し
ま
し
た
。
私

の
『
春
よ
来
い
』
（
同
時

代
社
）
を
持
っ
て
参
加
さ

れ
た
人
も
い
ま
し
た
。
同

級
生
の
間
で
回
し
読
み
を

し
て
い
て
く
だ
さ
る
の
だ

そ
う
で
す
。
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
今
年
も
最
後
は

「
吉
川
町
音
頭
」
の
踊
り(

写
真
下)

で
し
め
ま
し
た
。 

 
 

 

詩
吟
や
演
歌
も
出
て
賑
や
か
な
交
流
会
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
吉
川
会
が
17
回
目
の
総
会 

「尾
神
吹
切
り
に
風
わ
た
れ
」今
年
も 

  

１
８
８
３
年
（
明
治
16
年
）
３
月
12
日
に
尾
神
嶽

で
発
生
し
た
大
雪
崩
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
を
追

悼
す
る
吟
詠
が
今
年
の
吉
川
区
芸
能
発
表
会
で
も
行
わ

れ
、
注
目
さ
れ
ま
し
た
。 

 

「
尾
神
吹
切
り
に
風
わ
た
れ
」
と
題
し
た
こ
の
吟
詠

は
紫
洲
流
日
本
明
吟
会
新
潟
本
部
の
皆
さ
ん
に
よ
る
も

の
。
昨
年
６
月
の
、
山
直
海
の
専
徳
寺
で
の
奉
納
吟

詠
、
昨
秋
の
吉
川
区
芸
能
発
表
会
で
の
吟
詠
に
続
い
て

三
度
目
と
な
り
ま
し
た
。
痛
ま
し
い
遭
難
事
故
を
後
世

に
伝
え
る
貴
重
な
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
そ
う
で
す
。 

 

こ
の
吟
詠
で
は
吉
川
区
長
峰
の
上
野
成
さ
ん
の
短
歌

三
首
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

  

山
法
師 

空
木
も
花
な
き 

中
腹
に 

 
 

 
 

 
 

報
尽
為
期
碑
は 

夏
の
陽
を
受
く 

 

雪
崩
れ
起
き
し 

嶽
に
真
向
か
う 

碑
に 

 
 

 
 

 
 

指
を
這
わ
せ
て 

字
面
を
た
ど
る 

 

大
寺
の 

献
欅
の
橇
を 

競
い
曳
き 

 
 

 
 

 
 

雪
崩
に
殉
き
し 

人
ら
を
思
う 

  
報
尽
碑
の
そ
ば
に
立
ち
、
触
っ
て
、
亡
く
な
っ
た
人

た
ち
に
思
い
を
馳
せ
た
歌
。
一
昨
年
の
夏
の
作
で
す
。 

 



 
ま
た
木
枯
ら
し
の
吹
く
季
節
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
吉
川
区
の
シ
ン
ボ
ル
、
尾
神
岳
が
三
回
白
く

な
る
と
平
場
に
も
雪
が
降
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
す
で
に
一
回
白
く
な
り
ま
し
た
。
母
は
い
ま

の
う
ち
に
と
柿
を
も
ぎ
、
つ
る
し
柿
を
つ
く
り
は
じ
め
ま
し
た
。 

 

つ
る
し
柿
と
い
う
の
は
、
皮
を
む
い
た
渋
柿
を
細
い
ワ
ラ
縄
な
ど
で
は
さ
み
、
軒
下
な
ど
で
つ
る

し
て
干
す
柿
を
い
い
ま
す
。
母
は
、
ワ
ラ
縄
の
代
わ
り
に
白
い
ナ
イ
ロ
ン
の
紐
（
ひ
も
）
を
使
っ
て

干
し
て
い
ま
す
。 

 

母
は
先
日
、
大
潟
区
に
住
む
私
の
弟
に
手
伝
っ
て
も
ら
い
、
柿
も
ぎ
を
し
ま
し
た
。
柿
の
木
は
牛

舎
の
近
く
に
あ
り
ま
す
。
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
な
い
小
さ
な
木
で
す
が
、
も
い
だ
柿
は
洗

濯
用
の
た
ら
い
に
山
盛
り
に
し
て
二
つ
分
に
も
な
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。 

 

役
所
か
ら
私
が
家
に
戻
っ
て
き
た
時
、
母
の
つ
る
し
柿
づ
く
り
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
日
当

た
り
の
い
い
廊
下
が
母
の
仕
事
場
で
す
。
一
つ
ひ
と
つ
皮
む
き
を
し
、
た
ら
い
の
中
に
積
み
上
げ
た

柿
は
朱
色
の
山
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

皮
を
む
く
と
次
は
ナ
イ
ロ
ン
紐
に
く
く
り
つ
け
る
作
業
で
す
。
母
は
新
聞
紙
を
広
げ
、
そ
の
上
に

ナ
イ
ロ
ン
紐
を
の
ば
し
て
お
き
、
柿
の
山
か
ら
一
つ
ず
つ
柿
を
取
り
出
し
ま
す
。
そ
し
て
紐
を
両
手

で
少
し
広
げ
て
、
そ
こ
に
柿
の
ツ
ボ
（
柿
の
ヘ
タ
の
こ
と
を
い
い
ま
す
）
を
は
さ
み
ま
す
。
紐
を
広

げ
て
は
さ
む
動
き
は
じ
つ
に
ゆ
っ
く
り
で
す
。
横
か
ら
見
る
と
、
背
中
を
丸
く
し
て
作
業
を
し
て
い

る
母
の
姿
は
針
に
糸
を
通
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
し
た
。
そ
の
母
が
丸
い
大
き
な
柿
を

手
に
し
て
、
し
み
じ
み
と
言
い
ま
し
た
。 

「
天
気
と
風
で
、
他
に
何
に
も
し
ね
が
に
、
か
わ
っ
か
す
け
…
…
、
こ
ん
げ
ん
丸
っ
こ
い
が
が
な
」 

ま
わ
り
は
と
て
も
静
か
。
茶
の
間
か
ら
は
柱
時
計
の
音
だ
け
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
外
で
は
近
く
の

ケ
ヤ
キ
の
枯
れ
葉
が
ひ
ら
り
ひ
ら
り
と
舞
い
降
り
て
い
ま
し
た
。 

「
お
ま
ん
、
紐
に
い
く
つ
ぶ
ら
下
げ
る
が
だ
ね
」 

と
母
に
た
ず
ね
る
と
、 

「
に
、
し
、
ろ
、
や
、
と
ぉ
、
一
三
だ
」 

と
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
数
え
て
い
た
の
で
、
一
本
ご
と
に
数
が
違
う
の
か
と
思
っ
た
ら
、
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
本
の
紐
に
母
が
く
く
り
つ
け
る
柿
の
数
は
ど
れ
も
一
三
個
で
し
た
。 

 

一
三
個
と
い
う
の
は
母
が
紐
に
つ
る
し
て
持
ち
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
柿
の
最
大
の
数
で
す
。
お

そ
ら
く
母
の
こ
と
で
す
か
ら
、
最
初
は
、
子
ど
も
た
ち
に
一
個
で
も
多
く
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
と

思
っ
て
つ
る
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
数
が
一
三
個
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
一
本

の
紐
に
何
個
つ
る
し
て
あ
る
か
を
数
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
食
べ
る
ば
か
り
だ
っ
た
か

ら
で
す
。
も
し
今
回
、
柿
の
ツ
ボ
を
紐
に
は
さ
み
こ
ん
で
い
る
母
の
丸
い
背
中
を
見
な
か
っ
た
な

ら
、
ま
だ
数
え
る
こ
と
な
く
過
ご
し
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

紐
に
く
く
り
つ
け
た
柿
を
二
階
へ
持
ち
込
み
、
軒
下
に
あ
る
物
干
し
竿
を
使
っ
て
干
す
の
も
母
が

や
っ
て
い
ま
す
。
三
十
年
ほ
ど
前
、
屋
根
か
ら
落
ち
て
大
け
が
を
し
た
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
、

つ
る
し
柿
づ
く
り
に
夢
中
に
な
る
母
。
干
し
て
い
る
間
に
渋
柿
が
甘
み
を
も
っ
た
食
べ
物
へ
と
変
わ

り
、
そ
れ
を
喜
ん
で
食
べ
て
く
れ
る
人
の
姿
が
思
い
浮
か
ぶ
う
ち
は
母
は
つ
る
し
柿
を
つ
く
り
続
け

る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

敗
戦
後
の
、
食
糧
難
の
時
代
を
生
き
て
き
た
人
間
に
と
っ
て
、
つ
る
し
柿
の
甘
味
は
い
つ
ま
で
も

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
味
の
ひ
と
つ
で
す
。
柿
を
紐
で
く
く
り
つ
け
な
が
ら
、
母
は
も
う
一
度
つ

ぶ
や
き
ま
し
た
。
「
天
気
と
風
で
、
他
に
何
に
も
し
ね
が
に
、
か
わ
っ
か
す
け
な
ぁ
」 

 

第
一
〇
九
回 

つ
る
し
柿 

会津若松市で議会基本条例学ぶ 

 

 市議会議会基本条

例策定検討委員会は4

日、会津若松市を訪

れ、同市の議会基本

条例について研修し

てきました。 

 同市に市役所にマ

イクロバスが着いて

みんなびっくりした

のは庁舎です。1937年（昭和12年）に建設した建物と

かで、ミニ国会議事堂といった感じでした。議場も厳

粛かつ落ち着いた雰囲気がありました(写真)。 

 さて、会津若松市の議会基本条例は昨年の6月に施

行されました。全国でも栗山町、三重県に次いで3番

目と聞いています。説明を聞いて、まず感心したの

は、議会制度検討委員会設置にあたっては、議員だけ

でなく、公募市民や学識経験者も入れたことです。ど

この議会基本条例でも市民参画を重視していますが、

条例づくりの当初の段階から市民に入ってもらうのは

とても大事だと思いました。それと議員の間で理解を

深めるために条例策定過程の節目、節目で全員協議会

を開催してきたというのも重要だと感じました。 

 会津若松市の条例で注目してきたことのひとつは議

会の「議決責任」です。これは議案等を議決した時の

市民への説明義務、議会運営に関する説明義務を内容

とするものですが、これを明記しておかないと「議員

間の討議による合意形成」が担保されないということ

でした。ここらへんの切り口は上越市議会でも検討し

てみる必要があります。 

 もうひとつ、市長の反問権、これは議員の質問の趣

旨の確認や質問の根拠、背景をたずねる範囲ではあり

ますが、「江戸のかたきは長崎で」ということも心配

されているのか現実にはなかなか行使できにくいよう

です。同市では条例施行後まもなく1年半になります

が、まだ行使されたことがないそうです。 

 それから議員間討議。これは議会の委員会で重要案

件だと共通認識があり、賛否が分かれるような場合に

行ってきたそうですが、試行しながらあるべき姿を求

めているのは上越市議会と同じでした。 

 この日の視察研修で勉強になったのは条例そのもの

については言うまでもないことですが、条例制定後の

会津若松市議会の対応についても参考になりました。

逐条解説がないのでこれではまずいのではと思ってい

たのですが、議会報などを使って「市民との意見交換

会」「議員間討議」の実例を示しながら、市民の皆さ

んから理解を深めていただく工夫はすばらしいもので

した。また、条例の「不断の評価と改善」についても

体制ができていました。おそらく、会津若松市議会の

条例はどんどん進化していくでしょう。これからも注

目です。 


