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第2回 自治基本条例をつくる市民会議

テーマ： 小諸市民の幸せのために誰が何をするべきか？
～市民・議会・市長・行政の役割とは～

１ 班平成20年 8月 12 日 （火）
コミュニティセンター3階会議室

視点視点11：：行政が担うべきか、市民が担うべきか、判断が難しい事業や行政が担うべきか、市民が担うべきか、判断が難しい事業や
取組み。違和感を感じている事業や取組み。取組み。違和感を感じている事業や取組み。

視点2：市民と行政との役割分担はどうあるべきだと考えるか。
また、どのように決めるべきか？
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市民活動環境整備／効率的な財政運営
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が援助すべきか

いう観点が必要。
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自治基本条例の目的
は、市民と行政の役割
分担のルールをつくる
と

個人を超えた利害調整／危険を伴う作業／法令順守

条例の目的は
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（条例 法律）を

市民１人１人が
行政でなくても
できることは何か

こと

自治基本条例の目的
は、市民が自発的に
地域活動をしたくなる
機運をつくること

役割分担の前提

舗装道路の
損傷・

危険箇所の補修

の対応補修清
掃
・
補
修

清
掃
・
補
修

舗装が必要な
危険箇所を

行政に知らせること
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（法律・条令にない）

行政と自治区の業務
分担が明確でない

（条例・法律）を
しっかり把握すること

役割分担の
ルールを決めて
徹底する

できることは何か
を考えることから
始めてはどうか

行政はこういうことで
困っているという
実情をしっかり伝える

ことが大切
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第2回 自治基本条例をつくる市民会議

テーマ： 小諸市民の幸せのために誰が何をするべきか？
～市民・議会・市長・行政の役割とは～

平成20年 8月 12 日 （火）
コミュニティセンター3階会議室

2班

視点視点11：：行政が担うべきか、市民が担うべきか、判断が難しい事業行政が担うべきか、市民が担うべきか、判断が難しい事業
や取組み。違和感を感じている事業や取組み。や取組み。違和感を感じている事業や取組み。

視点2：市民と行政との役割分担はどうあるべきだと考えるか。
また、どのように決めるべきか？

ゴミの分別
ゴミを収集する場所の

管理

役割分担役割分担
を考えるたを考えるた
めの前提めの前提

日常生活日常生活
市民、行政間の役割
分担に関する確認が

必要

市民活動の進め方に
ついて、市民と行政の
間で検討をすべき

市民、行政の役割分
担については、随時見

直しが必要

安全パトロール
（子供の見守り）

市民が市民が
担うべきこと担うべきこと

街路樹の管理
（水やりなど）

通学路の草刈

道路の側溝の管理（ゴ
ミで一杯で水があふれ
たりすることがないよう

に）

相互扶助的活動相互扶助的活動

市 動市 動

人を大切する気持を
育むような活動は市民
が行なうべき

道ぶしんのように普段
から市民が関わってい
る活動は市民が行なう

べき

基本的に市民ができ
ることは市民がやる
（そうすると行政コスト
の低下にもつながる）

市民が市民が
担うべきこと担うべきこと

市民祭りの運営
周辺地域と連携した市
民活動の展開

区の行事の活性化

市民活動市民活動

行政が行政が
担うべきこと担うべきこと

市民の足の確保
周辺自治体との
広域連携

区の境界の線引き

ゴミ分別の指導、ゴミ処
理業者とのやり取りなど
のゴミ処理の全体的な

管理

図書館の充実

市民だけでは調整が
取れない問題は行政
が対応すべき

行政が行政が
担うべきこと担うべきこと

市民と行政の市民と行政の
両方が両方が

担うべきこと担うべきこと

不法投棄の監視

すみれ号の時刻表作成
（市民意見を反映させ

る）

税金未納者の生活状況
等の把握

税金未納者に対する納
税の働きかけ

特に市民ニーズを反
映させる必要の行政
サービスについては、
共に行なうべき

ゴミを分別しないなど
の身勝手な行動を抑
制するためには、協働
でゴミ捨ての管理に当

たるべき

市民と行政の市民と行政の
両方が両方が

担うべきこと担うべきこと

生活困窮者に対して
は、近くに住む市民の
協力も得ながら進める

べき

生活が苦しい高齢者等
に対する生活支援

誰が誰が
担うべきか担うべきか
分からないこと分からないこと

る）

自宅周りの雪かきは
市民が行なうべきだが、
高齢者の場合はその
判断が難しい
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第2回 自治基本条例をつくる市民会議

テーマ： 小諸市民の幸せのために誰が何をするべきか？
～市民・議会・市長・行政の役割とは～

平成20年 8月 12 日 （火）
コミュニティセンター3階会議室

3 班

視点視点11：：行政が担うべきか、市民が担うべきか、判断が難しい事業や行政が担うべきか、市民が担うべきか、判断が難しい事業や
取組み。違和感を感じている事業や取組み。取組み。違和感を感じている事業や取組み。

視点2：市民と行政との役割分担はどうあるべきだと考えるか。また、どのように決める
べきか？

家の境界付近の木の
枝きり

判断が判断が
なな

道路の法面の草刈
通学手段における
補助の金額

市民と区と行政の連携
が必要

市民と行政とできめ細
かく話し合うべき

枝きり枝きり その他その他

行政・区・市民の連携行政・区・市民の連携
の必要性の必要性

役割分担の
上での前提

連携のひとつの方法

道路清掃道路清掃

枝きり
つかないつかない

行政が行政が
担うべきこと担うべきこと

補助の金額

幹線道路（国道、

県道）の清掃は行政
がやるべき 市民が担う市民が担う

べきものべきもの

行政が担う行政が担う
べきものべきもの

行政は、市長の公約が
市民の意見を反映して
いるものなのかのチェッ
ク機関になるべき

平穏な生活を守るた
めに、行政がリードし
なければならないもの

個人情報等、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ
に関わるものなどは、
行政が仲介すべき

地元地域でできるこ
とは市民がやるべき

互いに行うこと互いに行うこと
情報公開、監視情報公開、監視 公共機関で

ないとできない

市民が市民が
担うべきこと担うべきこと

生活道路の清掃は、
市民、地元で担うべき

農地から流出した土を
自分の家の周りの狭
い道路等の雪かきは

行政がやることが、市
民のニーズにあってい
るのか、住民は監視を
すべき

行政は、市民が行政運
営をチェックできるよう
に情報公開をすべき

市民が通常の生活上
不便なものを行政が
やるべき

は行政がやるべき
行政が仲介すべき

市民の協力できき
るものは市民が
やるべき

市民が個人では
対応できない

区が区が
担うべきこと担うべきこと

農 流出 を
行政が片付けている
が、住民がすべき

い道路等の雪かきは
行政に頼るべきではな
い

自治は市民が主役で
あり、行政は脇役で
あることを認識すべ

個人で対応できないも
のは行政が対応すべ
き

市域内で広域的（区を
またぐ）に行うことは行
政がやるべき

家の境界付近の木の
枝切りは、行政でなく
区で処理すべき 役割分担の役割分担の

役割分担のために
必要なもの

市民、個人個人の価
値観が異なり始めて
いる

担うべきこと担うべきこと

別の担い手が別の担い手が
担うべきこと担うべきこと

家の境界付近の枝き
りは、シルバー人材セ
ンターで仲介に入って
処理している

課題課題

身近なことは自己判断で
処理する

役割分担を成文化する

き区で処理すべき 役割分担の役割分担の
ルールが必要ルールが必要

明確なルールづくり 自己判断

課題いる処理している

区の役割のひとつに住民
の苦情を受け付け、手に
負えないものは行政に頼
むなどのルールづくりが必
要

課題


