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「住民参加」を考える～
まちづくりにあたり、「情報共有」と「住民参加」を私たち町民

の権利としている「まちづくり基本条例」。この条例の検討と見直
しについては、第57条で4年を超えない期間ごとに、この条例が
ニセコ町にふさわしいものであり続けているかなどを検討し、そ
の結果を踏まえて見直すなど必要な措置を講ずることになってお
り、昨年の4月にまちづくり基本条例検討委員会から答申をいただ
きました。
今回の答申では、条例改正は見送られましたが、条例の町民へ

の浸透や評価制度の拡充など多くの付帯意見がありました。特に
まちづくり基本条例の根幹である「情報の共有」の充実や「住民
参加」機会の拡大が求められています。
また、昨年の7月号広報二セコの特集では、「わが町の憲法　ま

ちづくり基本条例は生きた条例となっているか？」のタイトルで、
まちづくり基本条例検討委員のみなさんと町長の意見や思いを、
座談会をとおして取り上げました。
ニセコ町のまちづくり基本条例は、｢育てていく条例｣です。毎

年、テーブルに載せてみんなでまちづくりについて考えていくこ
とが、この条例を身近に感じ、より一層深化していくことになり
ます。
そこで今月の広報は、まちづくりが「情報の共有」のもとに進

められ、「住民参加」がなされているのかを検証し、この条例の次
のステージを探ってみたいと思います。
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ま
ち
づ
く
り
情
報
室

特
　
集

～「情報共有」と

パー
トⅠ

答申での付帯意見

検　証

検
証
そ
の
１

情
報
共
有
の
さ
ら
な
る
推
進

情
報
共
有
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
議
論
す
る
た
め
の

重
要
な
要
素
と
な
り
ま
す
。
町
が
保
有
す
る
情
報
は

町
民
か
ら
求
め
ら
れ
る
か
否
か
に
関
ら
ず
、
住
民
自

治
の
拡
充
の
た
め
、「
情
報
な
く
し
て
、
参
加
な
し
」

の
精
神
に
則
り
、
情
報
共
有
化
施
策
を
徹
底
し
、
参

加
で
き
る
基
礎
基
盤
の
充
実
を
図
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

◇
町
民
講
座
の
定
期
開
催

（
懸
案
事
項
の
速
や
か
な
情
報
提
供
）

〔
現
状
〕

平
成
８
年
か
ら
始

ま
っ
た
町
民
講
座
の

開
催
も
１
４
０
回
を

超
え
、
町
の
仕
事
を

お
知
ら
せ
し
ご
理
解

い
た
だ
く
手
段
と
し

て
定
着
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
、
開
催

頻
度
が
低
迷
し
た
時

期
も
あ
り
ま
し
た
が
、

現
在
で
は
、
ま
ち
の

懸
案
事
項
だ
け
に
こ

だ
わ
ら
ず
、
一
定
の
開
催
頻
度
を
保
っ
て
い
ま
す
。

〔
問
題
点
〕

い
わ
ゆ
る
「
学
校
形
式
の
座
学（
発
表
者
と
聴
衆
）」

が
主
な
開
催
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
お
り
、
参
加
者
同

士
の
意
見
交
換
が
不
十
分
な
状
況
も
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
関
心
の
薄
い
テ
ー
マ
の
場
合
は
参
加
数
も

少
な
い
こ
と
か
ら
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
テ
ー
マ
を
取
り

あ
げ
る
よ
う
指
摘
を
受
け
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

〔
今
後
の
取
組
〕

町
民
講
座
で
の
町
の
仕
事
や
課
題
の
説
明
は
、
役

場
か
ら
の
一
方
的
な
も
の
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
議
論
や

意
見
が
活
発
に
起
こ
る
場
の
雰
囲
気
づ
く
り
、
形
式

を
常
に
工
夫
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、「
町
民
同
士
が
話
し
合
う
機
会
を
設
け

る
」、「
町
民
自
身
も
意
見
を
発
表
・
表
明
す
る
機
会

を
設
け
る
」
な
ど
、
開
催
方
法
に
つ
い
て
は
、
不
断

の
工
夫
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
、
参
加
者
が
少
な
か

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の 

構
成
（
全
57
条
） 

まちづくり基本条例 

目標を達成するための2大原則 

『住むことが誇りに思える 
　まちづくり』 
目
標
 

情報共有 住民参加 
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ま
ち
づ
く
り
情
報
室

特
　
集

町
長
室
」。来
年
度
予
算
の
要
望
な
ど
を
聞
き
取
り
す

る
「
ま
ち
づ
く
り
懇
談
会
（
11
月
〜
12
月
）」
な
ど
の

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
町
に
対
す
る

意
見
を
文
書
に
し
た
い
と
き
は
、
公
共
施
設
に
設
置

し
た
「
町
づ
く
り
広
聴
箱
」
の
利
用
や
、
４
ヶ
月
に

一
度
配
布
す
る
「
私
の
意
見
」
と
い
う
投
書
用
紙
を

活
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

〔
問
題
点
〕

広
聴
活
動
と
し
て
実
施
し
て
い
る
事
業
は
多
く
あ

り
ま
す
が
、
あ
ま
り
多
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

〔
今
後
の
取
組
〕

広
聴
活
動
の
仕
組
み
や
現
状
を
検
証
し
、
町
民
の

生
活
に
広
く
普
及
し
て
い
る
情
報
通
信
機
器
の
活
用

な
ど
、
新
た
な
意
見
聴
取
の
方
法
も
検
討
し
ま
す
。

◇
町
民
と
の
連
携
に
よ
る
広
報
活
動
の
充
実

〔
現
状
〕

現
在
、
広
報
誌
に
町
民
参
加
の
ペ
ー
ジ
と
し
て「
町

民
レ
ポ
ー
タ
ー
」に
よ
る
記
事
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
の
機

能
を
活
用
し
、
情
報
の
受
け
手
か
ら
の
ご
意
見
も
伺

っ
た
り
、
役
場
職
員
の
参
加
の
方
が
多
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
特
に
問

題
視
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
関
心
が
薄
く
て
も
重
要
な

テ
ー
マ
も
あ
り
、
参
加
者
数
よ
り
も
、
町
民
が
「
情

報
収
集
や
意
見
を
表
明
す
る
機
会
が
常
に
あ
る
」
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

◇
広
報
誌
（
政
策
情
報
）
の
充
実

〔
現
状
〕

広
報
誌
は
月
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で
発
行
し
て
い
ま

す
。
町
が
か
か
え
る
「
今
の
課
題
」
を
タ
イ
ム
リ
ー

に
、
ま
た
分
か
り
や
す
く
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
を
心

が
け
て
い
ま
す
。

〔
問
題
点
〕

毎
月
の
広
報
の
編
集
は
、
担
当
係
で
編
集
会
議
を

行
い
内
容
を
決
め
て
い
ま
す
。
よ
り
関
心
を
持
た
れ
、

読
ま
れ
る
広
報
誌
と
な
る
た
め
、
も
っ
と
町
民
の
み

な
さ
ん
の
ご
意
見
を
伺
い
、
一
方
通
行
の
広
報
誌
と

な
ら
な
い
工
夫
が
必
要
で
す
。

〔
今
後
の
取
組
〕

広
報
誌
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
に
、
担
当
者
の

積
極
的
な
広
報
研
修
を
進
め
ま
す
。
ま
た
町
民
の
関

心
事
を
い
か
に
タ
イ
ム
リ
ー
に
広
報
誌
に
反
映
す
る

か
な
ど
、
専
門
家
な
ど
を
交
え
た
「
広
報
広
聴
検
討

会
議
」
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

◇
広
聴
事
業
の
充
実

〔
現
状
〕

本
町
で
は
、
町
に
対
す
る
相
談
事
が
あ
る
と
き
、

概
ね
５
人
以
上
の
人
が
集
ま
れ
ば
、
指
定
の
場
所
に

町
長
や
担
当
者
が
出
向
い
て
ご
相
談
を
受
け
る
「
ま

ち
づ
く
り
ト
ー
ク
」。町
長
と
直
接
話
が
し
た
い
と
き

に
は
、
月
に
一
度
の
「
こ
ん
に
ち
は
・
お
ば
ん
で
す

生きた条例とな「わが町の憲法　まちづくり基本条例は　生きた条例となっているか？」生きた条例となっているか？」

2014／7月号「広報ニセコ」より

〔町長〕

・情報共有に対してチェックされることは重要

・説明会開催のタイミングと情報の出し方に工夫が

必要

・トップがスピード感を持って判断をしなければ、

国の補助金申請などで間に合わないことがある

・当初の頃は、町民講座を月1回開催していた

・まちづくりは、住民と行政が協力し合うことでや

れることがある

・自分から情報をとる努力も必要

・この基本条例の精神に流れているには、有島武郎

の人間愛に基づく「相互扶助」の理念など
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あ
り
ま
す
。

〔
今
後
の
取
組
〕

個
人
情
報
の
絡
み
も
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
関
心

の
あ
る
テ
ー
マ
ご
と
の
情
報
提
供
の
場
を
展
開
す
る

な
ど
の
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。
観
光
、
農
業
、
教
育
、

ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
事
業
者
の
人
と
も
相
互
に
連
絡
で

き
る
手
段
は
で
き
な
い
か
検
討
し
ま
す
。

検
証
そ
の2

住
民
参
加
機
会
の
拡
大
、
外
国
人
住
民
の
参
加
の
促

進
ニ
セ
コ
町
は
転
入
者
も
多
く
、
外
部
の
視
点
を
持

っ
た
人
材
が
豊
富
で
す
。
町
に
は
多
く
の
課
題
が
存

在
し
て
お
り
、
日
々
町
民
と
の
対
話
の
中
か
ら
解
決

策
を
見
出
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
不
断
の
議
論
を
進

め
る
こ
と
で
、
一
体
感
を
持
っ
た
ま
ち
づ
く
り
へ
と

転
換
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
日
ご
ろ
か
ら
町
民
の
中
で
議
論
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
た
ゆ
ま
ぬ
努
力

が
必
要
で
す
。
日
ご
ろ
か
ら
の
情
報
開
示
施
策
を
積

極
的
に
進
め
つ
つ
、
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
町
民
の

参
加
を
拡
大
し
、
不
断
の
努
力
に
よ
り
、
ま
ち
づ
く

り
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
強
く
望
み
ま
す
。

ま
た
、
ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
と
し
て
の
外
国
人

の
参
加
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
状
況
で
す
。
定
住
外
国

人
に
も
積
極
的
に
ま
ち
づ
く
り
へ
参
加
し
て
い
た
だ

く
方
策
の
検
討
が
必
要
で
す
。

基
本
条
例
第
10
条
の
規
定
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、

次
の
提
案
を
い
た
し
ま
す
。

っ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
ラ
ジ
オ
ニ
セ
コ
に
は
約
60
人
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
お
り
、
放
送
に
参
加
し

て
い
ま
す
。

〔
問
題
点
〕

広
報
活
動
は
、
役
場
だ
け
で
行
う
も
の
で
は
な
く
、

町
民
の
み
な
さ
ん
の
口
コ
ミ
の
影
響
が
大
き
い
の
で

す
が
、
連
携
が
取
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
面
も
あ

り
ま
す
。

〔
今
後
の
取
組
〕

広
報
誌
に
つ
い
て
は
、
町
民
レ
ポ
ー
タ
ー
の
す
そ

野
を
広
げ
、
一
層
の
町
民
参
加
型
広
報
と
な
る
よ
う

検
討
い
た
し
ま
す
。

◇
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
情
報
共
有
の
推
進

〔
現
状
〕

情
報
媒
体
を
通
じ
て
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
逃
さ
な

い
よ
う
情
報
共
有
を
図
っ
て
い
ま
す
。

〔
問
題
点
〕

情
報
媒
体
が
多
く

あ
る
と
管
理
が
難
し

い
面
が
あ
り
ま
す
。

ど
の
媒
体
を
軸
に
展

開
す
る
か
の
検
討
も

必
要
で
す
。
ま
た
、

情
報
共
有
の
取
組
み

と
し
て
、
た
だ
情
報

量
を
増
加
さ
せ
る
だ

け
で
は
、
受
け
取
る

側
の
整
理
が
つ
か
ず

結
果
的
に
情
報
が
伝

わ
ら
な
い
可
能
性
も

検
証
そ
の
２

座　談　会 「わが町の憲法　まちづくり基本条例は　「わが町の憲法　まちづくり基本条例は　生きた条例となっているか？」「わが町の憲法　まちづくり基本条例は　

27年6月に開催された検討委員会委員と町長の座

談会「わが町の憲法　まちづくり基本条例は生きた

条例となっているか？」で、それぞれの思いを語り、

その中で出された意見などです。（要約）

〔委員〕

・まちづくり基本条例が形骸化することを恐れる

・まちづくり基本条例の中身が分からない人がいる

・「もっと知りたいことしの仕事（予算説明書）」

も時間が経つと当たり前となっている

・丁寧な住民合意には時間がかかり、それを重んじ

ていれば行政は進まない矛盾がある

・まちづくり基本条例は町の憲法なので、点検検証

の作業が必要

・住民参加の裾野を広げていく努力が必要

・役場職員は条例を生かしてほしい

・懇談会を重ねるうちに、町民と職員のキャッチボ

ールが上手くなってきている

・財務分析を公表（説明）が大切

・各種委員会の委員構成に一方の性に偏りがある

・まちづくり基本条例には、住

民の権利と義務の双方が書か

れているのだが、自分の都合

のよいことだけ要求している

面があるなど

概念図
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◇
外
国
人
と
の
情
報
の
共
有
と
相
互
理
解
を
深
め
る

た
め
、
外
国
人
を
交
え
た
参
加
機
会
の
設
定

〔
現
状
〕

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
多
言

語
化
に
よ
る
情
報
発
信
の
ほ
か
、
総
合
計
画
や
地
方

創
生
総
合
戦
略
策
定
時
で
の
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の

開
催
を
し
て
い
ま
す
。

〔
問
題
点
〕

外
国
人
住
民
は
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
季
節
的
居

住
者
が
多
く
接
点
が
少
な
い
上
、
英
語
対
応
で
き
る

人
材
が
手
薄
で
す
。

〔
今
後
の
取
組
〕

外
国
人
住
民
が
多
い
本
町
の
特
徴
を
考
慮
し
、
外

国
人
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
や
町
民
講
座
を
開
催

し
、
外
国
人
の
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
町
政
に
反
映

さ
せ
ま
す
。

ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は
、
私
た
ち
町

民
が
、
情
報
を
手
に
（
共
有
）
し
、
自
ら
考
え
、
自
ら

参
加
（
行
動
）
す
る
こ
と
に
よ
る
自
治
を
通
じ
て
「
住

む
こ
と
が
誇
り
に
思
え
る
ま
ち
」
を
実
現
し
よ
う
と

す
る
条
例
で
す
。

こ
の
条
例
の
第
57
条
に
は
「
町
は
、
こ
の
条
例
の

施
行
後
４
年
を
越
え
な
い
期
間
ご
と
に
、
こ
の
条
例

が
ニ
セ
コ
町
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
続
け
て
い

る
か
ど
う
か
な
ど
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
」
と
あ

り
ま
す
。

ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
が
制
定
さ
れ
て

か
ら
15
年
が
経
過
し
、
こ
れ
ま
で
こ
の
条
例
は
３
回

の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
見
直
し
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

る
の
か
。
そ
れ
は
、
時
代
と
と
も
に
こ
の
条
例
が
形

骸
化
し
な
い
よ
う
、
私
た
ち
町
民
が
関
心
を
持
ち
続

け
る
た
め
で
あ
り
、
当
た
り
前
で
す
が
、
条
例
が
あ

っ
て
も
、
し
っ
か
り
運
用
さ
れ
て
い
る
の
か
（
役
場

な
ど
が
運
用
し
て
い
る
か
）
検
証
し
な
け
れ
ば
、
条

例
の
機
能
（
私
た
ち
町
民
の
情
報
共
有
や
住
民
参
加

◇
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
普
段
か
ら
の
参
加
機
会
の
拡

大〔
現
状
〕

各
種
委
員
の
公
募
の
ほ
か
、
条
例
や
計
画
策
定
に

つ
い
て
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
な
ど
に
よ
り
意
見

徴
収
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
お
祭
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
や
企
画
を
通
し

て
、
私
た
ち
町
民
同
士
の
接
点
を
増
や
す
機
会
を
増

や
し
ま
ち
づ
く
り
へ
の
参
加
を
促
し
て
い
き
ま
す
。

〔
問
題
点
〕

私
た
ち
町
民
が
参
加
で
き
る
窓
口
や
機
会
は
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
仕
事
や
子
育
て
で
参
加
者
が
固

定
化
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
な
ど
で
の
意
見
は
少
な
い
状
況
で
す
。

〔
今
後
の
取
組
〕

ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し
や
す
い
環
境
を
町
民
の
意

見
を
聞
き
な
が
ら
、
柔
軟
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
検

討
し
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は

「
育
て
る
条
例
」
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問合せ／企画環境課経営企画係

☎0136-44-2121 担当=佐々木・山本

り
ま
せ
ん
。

ニ
セ
コ
町
は
こ
の
15
年
で
大
き
く
変
化
し
始
め
て

い
ま
す
。
ニ
セ
コ
の
自
然
資
源
が
、
海
外
か
ら
も
注

目
を
集
め
る
状
況
と
な
り
、
秩
序
あ
る
開
発
を
進
め

る
た
め
、
事
業
者
の
み
な
さ
ん
も
参
加
す
る
中
で
準

都
市
計
画
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
（
平
成
21
年
３
月
）。

「
人
口
減
少
の
克
服
」が
大
き
な
公
共
課
題
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
、
本
町
の
み
な
ら
ず
日
本
全
国
で
「
総

合
戦
略
」
の
策
定
が
進
ん
で
い
ま
す
。
町
の
２
大
産

業
で
あ
る
農
業
と
観
光
を
将
来
に
向
け
持
続
さ
せ
る

た
め
に
、「
環
境
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
資
源
・
経

済
の
循
環
が
大
切
な
取
り
組
み
で
あ
る
と
の
認
識
か

ら
、
昨
年
３
月
に
は
国
か
ら
「
環
境
モ
デ
ル
都
市
」

の
認
定
を
受
け
、
環
境
政
策
を
官
民
一
体
と
な
っ
て

進
め
る
取
り
組
み
も
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
ニ
セ
コ
町
を
取
り
巻
く
状
況
も
日
々

変
化
し
、
公
共
課
題
も
変
化
し
ま
す
。
し
か
し
、
今

も
変
わ
ら
ず
、
ま
ち
づ
く
り
の
根
幹
に
あ
る
も
の
は
、

そ
の
基
本
ル
ー
ル
で
あ
る
「
住
民
参
加
」「
情
報
共
有
」

に
よ
る
「
住
む
こ
と
が
誇
り
に
思
え
る
ま
ち
づ
く
り
」

で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
条
例
は

不
変
の
決
ま
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
社
会
の
変
化
に
適
応
し
、

役
場
も
、
議
会
も
町
民
の
み
な

さ
ん
も
「
育
て
る
条
例
」
と
し

て
こ
の
条
例
を
常
に
意
識
し
、

進
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

の
権
利
保
障
）
が
発
揮
さ
れ
な
い
恐
れ
が
あ
る
た
め

で
す
。

で
は
、
ニ
セ
コ
町
で
は
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
ま

ち
づ
く
り
が
今
も
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

昨
年
４
月
に
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
検
討
委
員
会

に
よ
る
第
３
次
改
正
の
答
申
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

際
、
条
例
そ
の
も
の
の
改
正
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
一
方
で
そ
の
運
用
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
や
意

見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
行
政
も
こ
の
答
申
を
真
摯

に
受
け
止
め
、
ま
ち
づ
く
り
に
活
か
さ
な
け
れ
ば
な

メメメメッッッッセセセセーーーージジジジ
ニセコ町まちづくり基本条例の制定に

関与しました九州大学大学院法学研究院

の木佐教授から、ちょっと耳の痛いメー

ルが届きました。 （原文のまま掲載）

ニセコ町のまちづくり基本条例は、日本で最初の自治基本条例であ

るとともに、自治が町民により実現できることを学んだ、そして、後

戻りしないということを宣言した唯一の条例と思います。他の自治体

は、自治を実現するためのツール（手段）として制定しています。

私は、この条例の制定に関与できたことを生涯の誇りに思っている

のですが、それだけに日々の運用がとても気になります。今、国内に

かなり多くの自治（まちづくり）基本条例があるものの、きちんと魂

を入れて運用、改善している自治体はそう多くはないようです。条例

に定めた期間ごとにきちんと見直しをしている自治体はどちらかとい

うと稀です。その点、ニセコ町ではこれまで3回もきちんと見直しが

行われました。

ですが、問題が起きました。第3回目の見直しについて、町のホー

ムページで、昨年2月段階の検討状況が載せられていましたが、結果

がどうなったのかの報告は、なんと今年の8月31日まで1年半近く掲

載されていませんでした。情報共有の欠如です。私は、この間、何度

かホームページをのぞき、何の情報提供もないのが気になっていまし

た。町民の皆さん、気づいていましたか。誰も、役場に未掲載を問い

合わせていないでしょう。町民にも責任があるような気がします。町

民の皆さんも、職員の皆さんも、議論の素材を共にして、議論を進め

ること、そのためには、もっと「気づき」、自分も「情報を提供」し、

「情報を求める」ことも大事。ニセコ町の条例は誰でも声を上げるこ

とを認めていますよ。

2015年9月7日

九州大学主幹教授・北海道大学名誉教授 木 佐 茂 男

まちづくりに、もっと気づきを！
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