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私
た
ち
の
ま
ち
苫
小
牧
市
は
、
樽
前
山
や
野
鳥
の
聖
域
と
し
て
の
指
定
を
受
け
た
ウ
ト
ナ
イ

湖
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
豊
か
な
自
然
の
も
と
、
製
紙
工
場
の
立
地
や
国
内
初
の
内
陸
掘
込
港
の

建
設
等
を
契
機
と
し
て
、
北
海
道
に
お
け
る
産
業
の
拠
点
と
し
て
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
 

ま
た
、
人
間
環
境
都
市
を
理
想
の
都
市
像
と
定
め
、
郷
土
の
発
展
を
願
う
先
人
た
ち
の
英
知
と

た
ゆ
み
な
い
努
力
に
よ
り
ま
ち
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
 

 
私
た
ち
は
、
こ
の
ま
ち
の
歴
史
と
伝
統
を
継
承
し
、
豊
か
な
自
然
を
守
り
、
産
業
の
拠
点
と

し
て
の
基
盤
を
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
文
化
の
薫
り
高
く
潤
い
が
あ
り
、
す
べ
て
の
市
民
が

生
き
生
き
と
活
気
に
あ
ふ
れ
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

私
た
ち
は
、
市
民
が
主
体
と
な
っ
て
、
自
ら
考
え
、
行
動
し
、
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
ち

づ
く
り
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
市
民
自
治
の
考
え
方
を
基
本
と
し
て
、
個
人
の
尊
厳
と
基
本
的

人
権
が
尊
重
さ
れ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る
取
組
を
通
じ
、
市
民
で
あ
る
こ
と
が
誇
り
に
思
え

る
ま
ち
を
築
く
こ
と
を
ま
ち
づ
く
り
の
理
念
と
し
て
定
め
る
。
 

私
た
ち
は
、
こ
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
市
民
自
治
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、

こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。
 

苫苫小小牧牧市市自自治治基基本本条条例例前前文文  
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時 間 割 

  ページ 

１時間目 自治基本条例って ３ 

２時間目 まちづくりの理想って ３ 

３時間目 この条例の目的 ４ 

４時間目 まちづくりの基本原則 ４ 

５時間目 情報共有、市民参加、協働 ５ 

６時間目 市民の権利、市民の責務 ６ 

７時間目 議会の役割、議会の運営、議員の責務 ６ 

８時間目 市長の責務、執行機関の責務、職員の責務 ７ 

９時間目 市政運営の原則 ８ 

１０時間目 
条例の位置付けと見直し、 
苫小牧市民自治推進会議 

９ 

ホーム 

ルーム 

（資料） 

条例の構成 １１ 

条例ができるまで １２ 

苫小牧市自治基本条例（全文） １３ 

 

さあ、一緒に勉強しよう！ 
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   自
治
基
本
条
例
っ
て
 

治
く
ん
 
自
治
基
本
条
例
っ
て
、
ど
ん
な

条
例
な
ん
で
す
か
 

先
生
 
自
治
基
本
条
例
と
い
う
の
は
ね
、

苫
小
牧
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
と
か

進
め
方
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
ま
ち
づ

く
り
の
ル
ー
ル
を
定
め
た
条
例
と
い
う

こ
と
に
な
る
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
こ
れ
ま
で
だ
っ
て
ま
ち
づ
く

り
は
や
っ
て
き
た
と
思
う
け
ど
、
ど
う
し

て
、
こ
の
よ
う
な
条
例
が
必
要
に
な
っ
た

ん
で
す
か
？
 

先
生
 
そ
れ
は
ね
、
国
と
地
方
の
役
割
分

担
が
変
わ
っ
た
か
ら
な
ん
だ
。
こ
れ
ま
で

だ
と
、
市
は
国
が
用
意
し
た
法
律
と
か
細

か
い
ル
ー
ル
や
補
助
金
な
ど
を
も
と
に

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
れ
ば
よ
か
っ
た
の

だ
け
れ
ど
、
地
方
分
権
の
時
代
に
な
っ
て
、

地
方
の
こ
と
は
地
方
が
自
分
た
ち
の
責

任
で
決
め
て
、
自
分
た
ち
の
負
担
で
行
わ

な
く
て
は
い
け
な
く
な
っ
た
ん
だ
よ
。
治

く
ん
た
ち
も
、
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
か

ら
「
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
し
な
さ
い
」

と
言
わ
れ
る
で
し
ょ
う
？
 
そ
れ
と
同

じ
よ
う
に
、
地
域
の
こ
と
は
地
域
で
決
め

て
、
地
域
の
負
担
で
や
る
と
い
う
ふ
う
に
、

仕
事
の
仕
方
が
変
わ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
 

                              

治
く
ん
 
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
学
校
の
ク
ラ
ス

の
決
ま
り
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い

い
の
？
 

先
生
 
そ
う
だ
ね
。
た
だ
、
学
校
の
決
ま

り
だ
と
ク
ラ
ス
が
変
わ
っ
た
り
、
卒
業
す

る
と
関
係
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
け
ど
、

ま
ち
づ
く
り
の
決
ま
り
は
、
ず
っ
と
み
ん

な
で
守
っ
て
い
く
長
.い
お
付
き
合
い
に

な
る
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
そ
う
す
る
と
、
途
中
で
決
ま
り

が
合
わ
な
く
な
っ
て
変
え
た
く
な
る
こ

と
も
あ
る
と
思
う
け
ど
、
そ
ん
な
と
き
は

ど
う
す
る
の
？
 

先
生
 
そ
の
た
め
に
、
自
治
基
本
条
例
は
、

四
年
ご
と
に
見
直
し
て
、
合
わ
な
く
な
る

部
分
が
あ
れ
ば
そ
こ
を
直
し
た
り
、
新
た

な
決
ま
り
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
に
し

て
い
る
ん
だ
よ
。
 

    ま
ち
づ
く
り
の
理
念
っ
て
 

治
く
ん
 
ど
う
い
う
条
例
か
と
い
う
こ

と
は
わ
か
っ
た
け
ど
、
次
に
、
条
例
の
中

身
に
つ
い
て
教
 

え
て
く
だ
さ
い
。
 

ま
ず
、
前
文
に
 

「
ま
ち
づ
く
り
の
 

理
念
」
っ
て
あ
る
 

ん
だ
け
ど
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん

で
す
か
？
 

先
生
 
「
ま
ち
づ
く
り
の
理
念
」
と
い
う

の
は
ね
、
言
葉
は
難
し
い
け
れ
ど
、
い
っ

て
み
れ
ば
「
ま
ち
づ
く
り
の
考
え
方
」
と

い
う
こ
と
な
 

ん
だ
。
つ
ま
り
、
ど
う
い
う
ま
ち
を
目
標

に
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
し
よ
う
と
い
う

こ
と
を
整
理
し
た
部
分
で
、
こ
こ
で
は
、

三
つ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
ん

だ
よ
。
一
つ
は
、
市
民
自
治
の
考
え
方
を

基
本
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
と
い

う
こ
と
。
つ
ま
り
、
市
民
が
ま
ち
の
主
人

公
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
ま
ち
の
こ
と
は

自
分
た
ち
が
考
え
て
決
め
て
、
自
分
た
ち

が
で
き
る
こ
と
は
や
り
、
で
き
な
い
こ
と

は
市
長
さ
ん
や
議
会
の
議
員
さ
ん
た
ち

に
や
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
だ
ね
。
二

つ
は
、
「
個
人
の
尊
厳
と
基
本
的
な
人
権

が
尊
重
さ
れ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る

取
り
組
み
を
行
う
」
こ
と
で
、
難
し
い
表

現
を
使
っ
て
い
る
け
ど
、
誰
も
が
人
間
と

し
て
大
切
に
さ
れ
、
お
互
い
に
大
切
に
し

よ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
よ
。
三
つ
は
、

こ
の
二
つ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
最
終
的
に

は
、
市
民
で
あ
る
こ
と
が
誇
り
に
思
え
る

ま
ち
に
し
よ
う
、
と
い
う
こ
と
で
、
言
っ

て
み
れ
ば
「
市
民
で
よ
か
っ
た
ね
」
と
言

え
る
よ
う
な
ま
ち
に
し
よ
う
と
い
う
こ

と
な
ん
だ
。
 

１
 
時
 
間
 
目
 

２
 
時
 
間
 
目
 

 

自治基本条例はまちづくりのルール 

市民であることが誇りにな思えるまちを 

自分たちの手で創ろう 
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   こ
の
条
例
の
目
的
 

治
く
ん
 
こ
の
条
例
の
目
的
は
わ
か
り

や
す
く
い
う
と
何
で
す
か
？
 

先
生
 
こ
の
条
例
の
目
的
は
一
口
で
い

う
と
、
市
民
自
治
、
つ
ま
り
市
民
が
中
心

に
な
っ
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と

だ
よ
。
そ
の
た
め
に
①
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
と
な
る
考
え
方
（
基
本
原
則
）
②
市
民

や
市
の
役
割
と
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
（
責
務
）
③
市
が
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
上
で
の
ル
ー
ル
（
市
政
運
営
の
原

則
）
も
定
め
て
い
る
ん
だ
。
い
ろ
ん
な
こ

と
を
定
め
て
い
る
け
ど
、
全
部
「
市
民
自

治
を
す
す
め
る
た
め
」
っ
て
こ
と
を
忘
れ

な
い
で
ね
。
 

治
く
ん
 
今
で
て
き
た
「
市
民
」
っ
て
い

う
の
は
、
僕
た
ち
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る

ん
だ
よ
ね
？
 

先
生
 
も
ち
ろ
ん
治
く
ん
も
市
民
だ
よ
。

で
も
、
ち
ょ
っ
と
説
明
が
い
る
か
な
。
普

通
「
市
民
」
っ
て
い
う
と
、
「
苫
小
牧
市

に
住
ん
で
い
る
人
」
の
こ
と
だ
よ
ね
。
で

も
こ
の
条
例
の
中
で
市
民
と
い
う
と
き

は
、
そ
の
ほ
か
に
「
他
の
市
や
町
に
住
ん

で
い
て
、
苫
小
牧
市
内
の
会
社
や
学
校
に

通
っ
て
い
る
人
」
と
か
「
苫
小
牧
市
内
で

活
動
し
て
い
る
会
社
や
団
体
」
も
含
ま
れ
 

                              

る
ん
だ
よ
。
何
歳
と
か
、
ど
こ
の
国
の
人

か
に
関
係
な
く
、
こ
う
い
う
人
た
ち
は
み

ん
な
市
民
っ
て
い
っ
て
い
る
ん
だ
。
そ
う

し
て
、
た
く
さ
ん
の
人
の
意
見
を
参
考
に

し
た
い
っ
て
い
う
こ
と
な
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
へ
ぇ
～
、
僕
の
思
っ
て
た
「
市

民
」
よ
り
も
ず
い
ぶ
ん
広
い
意
味
な
ん
だ

ね
。
じ
ゃ
あ
、
「
市
」
っ
て
い
う
の
は
何

の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
？
 

先
生
 
こ
の
条
例
で
「
市
」
っ
て
い
う
と

き
に
は
、
予
算
や
条
例
な
ど
を
決
め
る
議

事
機
関
と
し
て
の
「
市
議
会
」
、
決
め
ら

れ
た
結
果
や
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
執
行
機
関
と
し
て
の

「
市
長
」
や
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委

員
会
な
ど
を
い
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
な
る
ほ
ど
。
僕
た
ち
の
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
な

ん
て
思
わ
な
か
っ
た
よ
。
 

    ま
ち
づ
く
り
の
基
本
原
則
 

治
く
ん
 
「
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
原
則
」

に
「
市
民
自
治
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
」「
情

報
共
有
」「
市
民
参
加
」「
協
働
」
っ
て
書

い
て
あ
る
け
ど
、
難
し
い
言
葉
ば
っ
か
り

で
頭
が
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
だ
よ
～
。
 

先
生
 
じ
ゃ
あ
、
ま
ず
「
市
民
自
治
に
よ

る
ま
ち
づ
く
り
」
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え

て
み
よ
う
。
こ
れ
は
「
市
民
が
主
人
公
に

な
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
よ
う
」
と

い
う
こ
と
な
ん
だ
。
例
え
ば
、
学
級
活
動

で
花
壇
作
り
を
す
る
こ
と
を
考
え
て
み

よ
う
。
ま
ず
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
が
主
人

公
に
な
っ
て
、
花
壇
作
り
で
本
当
に
よ
い

の
か
、
ほ
か
に
も
っ
と
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
な
い
か
、
話
し
合
い
を
す

る
よ
ね
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
な
ん

だ
よ
。
 

治
く
ん
 
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
良
く
分

か
る
よ
。
じ
ゃ
あ
「
市
民
参
加
」
っ
て
ど

う
い
う
こ
と
？
 

先
生
 
ま
ず
、
ク
ラ
ス
の
全
員
で
相
談
し

て
花
壇
作
り
を
決
め
る
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
、

ク
ラ
ス
の
中
か
ら
花
壇
係
を
決
め
て
活

動
の
具
体
的
な
こ
と
を
決
め
た
り
進
め

た
り
す
る
で
し
ょ
う
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、

自
分
た
ち
の
ま
ち
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て
は
、
市
民
が
主
人
公
と
し
て
参
加
し

て
取
り
組
む
こ
と
を
基
本
に
す
る
と
い

う
こ
と
な
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
「
市
民
参
加
」
っ
て
ぼ
く
た
ち

の
ク
ラ
ス
活
動
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
な

ん
だ
。
じ
ゃ
あ
「
情
報
共
有
」
っ
て
ど
う

い
う
こ
と
な
の
？
 

先
生
 
実
際
に
花
を
植
え
よ
う
と
す
る

と
き
に
は
、
花
壇
の
広
さ
が
ど
の
く
ら
い

か
、
花
の
種
類
や
数
、
作
業
の
手
順
、
そ

 

 

自治基本条例 

なぜなに教室 

３
 
時
 
間
 
目
 

４
 
時
 
間
 
目
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れ
に
お
金
が
幾
ら
か
か
る
か
な
ど
、
花
壇

を
作
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
ク
ラ
ス

の
み
ん
な
で
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
よ

ね
。
同
じ
よ
う
に
、
市
民
参
加
の
ま
ち
づ

く
り
を
す
る
た
め
に
は
、
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
の
情
報
を
市
民
と
市
が
共
有
す
る

必
要
が
あ
る
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
説
明
を
聞
い
て
み
る
と
、
ご
く

普
通
の
こ
と
な
ん
だ
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、

「
協
働
」
っ
て
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
？
 

先
生
 
今
度
は
、
花
壇
に
花
を
植
え
る
作

業
を
考
え
て
み
よ
う
。
花
壇
係
と
ク
ラ
ス

の
み
ん
な
が
協
力
し
て
、
み
ん
な
で
一
緒

に
作
業
の
手
順
を
考
え
て
、
役
割
を
分
担

し
て
一
緒
に
植
え
込
み
作
業
を
や
る
と

い
う
こ
と
な
ん
だ
よ
。
つ
ま
り
、
市
民
と

市
が
協
力
し
て
一
緒
に
ま
ち
づ
く
り
を

し
よ
う
っ
て
い
う
こ
と
な
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
み
ん
な
で
協
力
し
て
花
壇
作

り
を
し
よ
う
と
い
う
の
と
同
じ
で
、
市
民

と
市
が
協
力
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
し
よ

う
っ
て
い
う
こ
と
な
ん
だ
ね
。
た
く
さ
ん

の
人
が
参
加
す
る
の
は
い
い
こ
と
だ
と

思
う
け
ど
、
み
ん
な
の
意
見
が
バ
ラ
バ
ラ

で
、
話
し
合
い
が
ま
と
ま
ら
な
い
こ
と
も

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
？
 

先
生
 
そ
う
い
う
と
き
、
治
く
ん
た
ち
の

ク
ラ
ス
で
は
、
み
ん
な
の
意
見
を
確
認
し

て
賛
成
か
反
対
を
決
め
る
よ
ね
。
同
じ
よ
 

                              

う
に
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
重
要
な
こ

と
で
市
民
や
議
会
や
市
長
の
意
見
が
一

致
し
な
い
と
き
の
た
め
に
「
住
民
投
票
」

に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
ん
だ
よ
。
た
だ
、

住
民
投
票
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
時

に
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
か
、
ど
の

よ
う
な
仕
組
み
が
適
当
な
の
か
、
考
え
な

く
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

る
ん
だ
。
そ
れ
で
、
こ
れ
か
ら
時
間
を
か

け
て
考
え
て
い
く
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
ふ
ー
ん
、
そ
う
な
ん
だ
。
難
し

い
と
思
っ
た
け
ど
説
明
を
聞
く
と
、
当
た

り
前
の
こ
と
を
き
ち
ん
と
や
る
こ
と
が

大
切
だ
っ
て
こ
と
が
良
く
分
か
る
ね
 

    情
報
共
有
、
市
民
参
加
、
協
働
 

治
く
ん
 
前
の
授
業
で
「
情
報
共
有
」「
市

民
参
加
」
「
協
働
」
っ
て
言
葉
の
意
味
は

分
か
っ
た
け
ど
、
実
際
の
と
こ
ろ
ど
う
す

れ
ば
い
い
の
か
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い

ん
だ
。
 

先
生
 
じ
ゃ
あ
、
前
回
と
同
じ
く
花
壇
作

り
で
考
え
て
み
よ
う
か
。
み
ん
な
で
お
お

よ
そ
の
構
成
を
考
え
た
ら
、
花
壇
係
が
花

の
種
類
や
値
段
、
肥
料
の
こ
と
な
ん
か
を

調
べ
る
よ
ね
。
 

治
く
ん
 
そ
れ
か
ら
は
、
係
の
指
示
で
み

ん
な
が
働
け
ば
い
い
ん
だ
。
 

先
生
 
そ
れ
だ
け
で
ス
ム
ー
ズ
に
作
業

が
で
き
る
か
な
？
 

治
く
ん
 
き
ち
ん
と
指
示
し
て
く
れ
た

ら
ね
 

先
生
 
一
つ
一
つ
指
示
を
出
す
の
は
効

率
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
 

治
く
ん
 
そ
う
だ
ね
、
ど
ん
な
花
が
あ
っ

て
、
ど
こ
に
植
え
る
か
、
そ
し
て
最
終
的

に
ど
ん
な
花
壇
に
し
た
い
の
か
っ
て
い

う
イ
メ
ー
ジ
を
最
初
に
き
ち
ん
と
説
明

し
て
み
ん
な
が
理
解
す
れ
ば
、
ス
ム
ー
ズ

に
作
業
が
で
き
る
ね
。
 

先
生
 
そ
し
て
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ

れ
ば
係
の
人
に
し
っ
か
り
と
聞
く
こ
と

も
大
切
だ
ね
。
 

治
く
ん
 
情
報
の
共
有
に
は
、
説
明
す
る

こ
と
と
質
問
す
る
こ
と
が
重
要
な
ん
だ
。
 

先
生
 
で
も
、
説
明
し
た
り
質
問
し
た
り

す
る
の
は
ど
ん
な
ふ
う
に
す
れ
ば
効
率

的
だ
と
思
う
か
な
？
 

治
く
ん
 
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
い
る
時

に
、
時
間
を
決
め
て
や
れ
ば
い
い
の
か
な
 

先
生
 
そ
う
、
例
え
ば
毎
週
月
曜
日
の
ホ

ー
ム
ル
ー
ム
は
花
壇
作
り
の
話
し
合
い

を
す
る
と
い
う
ふ
う
に
決
め
て
お
く
と
、

風
邪
で
休
ん
で
し
ま
っ
て
も
次
の
月
曜

日
に
参
加
で
き
る
で
し
ょ
う
。
 

治
く
ん
 
い
つ
話
し
合
い
を
す
る
か
決

め
て
お
く
と
、
み
ん
な
が
公
平
に
花
壇
作

５
 
時
 
間
 
目
 

まちづくりの主役は市民 

情報を共有して 

積極的な参加を進めましょう 
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り
に
参
加
で
き
る
ん
だ
ね
。
 

先
生
 
そ
れ
に
、
話
し
合
い
の
場
が
決
め

ら
れ
て
い
れ
ば
、
花
壇
作
り
の
中
で
改
善

が
必
要
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
み
ん
な
が
自

主
的
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
る
で
し

ょ
う
。
 

治
く
ん
 
み
ん
な
が
気
づ
い
た
こ
と
と

花
壇
係
が
調
べ
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を

お
互
い
に
出
し
合
え
ば
、
最
初
に
考
え
て

い
た
花
壇
よ
り
も
っ
と
い
い
も
の
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。
 

先
生
 
協
働
っ
て
い
う
の
は
、
一
人
一
人

が
自
主
的
に
持
っ
て
い
る
力
を
出
し
合

う
こ
と
な
ん
だ
よ
 

治
く
ん
 
み
ん
な
が
情
報
を
共
有
し
て
、

自
主
的
に
花
壇
作
り
に
関
わ
る
た
め
の

ル
ー
ル
を
き
ち
ん
と
決
め
て
お
け
ば
、
も

っ
と
も
っ
と
素
敵
な
花
壇
を
作
る
こ
と

が
で
き
る
ん
だ
ね
。
 

    市
民
の
権
利
、
市
民
の
責
務
 

先
生
 
市
民
が
主
役
と
な
っ
て
市
民
自

治
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
は
、

自
分
た
ち
が
積
極
的
に
ま
ち
づ
く
り
に

参
加
す
る
ん
だ
と
い
う
自
覚
が
必
要
な

ん
だ
。
 

治
く
ん
 
花
壇
作
り
で
も
、
自
分
か
ら
進
 

                              

ん
で
や
ろ
う
っ
て
思
う
こ
と
が
大
切
だ

よ
ね
。
 

先
生
 
市
民
参
加
や
協
働
の
説
明
と
も

重
な
る
け
ど
、
み
ん
な
が
進
ん
で
参
加
す

る
こ
と
が
大
切
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
は

お
互
い
に
相
手
の
自
主
性
と
自
立
性
を

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
相
手
の
こ
と
を
考
え
な
い
で

行
動
し
た
り
、
自
分
の
主
張
ば
か
り
し
て

い
た
ら
喧
嘩
に
な
る
か
ら
ね
。
 

先
生
 
そ
う
、
意
見
を
言
う
こ
と
は
大
切

だ
け
ど
、
必
ず
そ
の
発
言
に
は
責
任
が
伴

う
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
後
で
知
ら
な
い
と
か
、
言
い
っ

ぱ
な
し
は
だ
め
な
ん
だ
ね
。
 

先
生
 
そ
れ
か
ら
、
ま
ち
づ
く
り
に
は
全

員
が
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
は
市
民
参
加
で
も
触
れ
た
け
ど
。
そ
の

中
に
は
、
評
価
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い

る
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
花
壇
の
作
り
方
を
決
め
る
だ

け
で
な
く
、
作
業
の
手
順
や
最
終
的
な
出

来
栄
え
の
チ
ェ
ッ
ク
も
、
自
分
た
ち
の
責

任
で
で
き
る
っ
て
い
う
こ
と
だ
ね
。
で
も
、

そ
の
た
め
に
は
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の

デ
ー
タ
が
必
要
だ
ね
。
そ
し
て
、
ど
う
い

う
手
続
き
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
か
も
決
め

て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
の
か
な
。
 

先
生
 
そ
う
だ
ね
、
市
で
は
情
報
を
知
る

権
利
を
苫
小
牧
市
情
報
公
開
条
例
で
保
 

障
し
て
い
る
ん
だ
よ
。
そ
れ
か
ら
、
市
民

参
加
に
つ
い
て
は
例
え
ば
「
市
民
参
加
条

例
」
と
い
っ
た
も
の
を
こ
れ
か
ら
作
っ
て

決
め
て
い
く
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
で
も
、
仕
事
な
ん
か
で
忙
し
く

っ
て
参
加
し
た
く
て
も
で
き
な
い
人
も

い
る
よ
ね
。
 

先
生
 
そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
が
あ
る
の
は

仕
方
の
な
い
こ
と
だ
よ
ね
。
だ
か
ら
、
ま

ち
づ
く
り
の
取
り
組
み
に
参
加
で
き
て

も
、
参
加
で
き
な
く
て
も
、
そ
の
こ
と
で

差
別
さ
れ
た
り
、
い
じ
め
ら
れ
た
り
し
な

い
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
そ
れ
な
ら
安
心
だ
ね
。
 

先
生
 
そ
し
て
、
花
壇
作
り
で
も
来
年
使

う
ク
ラ
ス
の
こ
と
も
考
え
て
、
花
壇
や
道

具
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で

し
ょ
う
。
同
じ
よ
う
に
、
ま
ち
づ
く
り
の

取
り
組
み
も
、
将
来
の
世
代
に
ど
ん
な
影

響
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
、
き
ち
ん
と
配

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
よ
。
 

   議
会
の
役
割
 

治
く
ん
 
議
会
っ
て
何
を
す
る
と
こ
ろ

な
ん
だ
ろ
う
？
 

先
生
 
ク
ラ
ス
で
何
か
を
決
め
る
時
に
、

全
員
が
意
見
を
出
し
て
話
し
合
う
こ
と

が
基
本
だ
っ
て
こ
と
は
、
今
ま
で
の
話
か
 

 

 

自治基本条例 

なぜなに教室 

６
 
時
 
間
 
目
 

７
 
時
 
間
 
目
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ら
分
か
る
よ
ね
。
 

 議
会
の
運
営
 

治
く
ん
 
で
も
、
人
数
が
多
す
ぎ
て
ま
と

ま
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

全
員
が
自
分
の
意
見
を
話
す
に
は
時
間

も
か
か
る
し
ね
。
 

先
生
 
何
人
か
の
代
表
を
選
ん
で
、
み
ん

な
の
代
わ
り
に
話
し
合
う
と
効
率
的
だ

よ
ね
。
議
会
で
は
み
ん
な
の
代
表
と
し
て

の
議
員
が
、
ま
ち
の
問
題
を
話
し
合
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
決
め
た
り
、
自
分
た

ち
か
ら
提
案
し
た
り
、
決
め
た
こ
と
が
き

ち
ん
と
行
わ
れ
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク

し
て
い
る
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
じ
ゃ
あ
、
議
員
っ
て
い
う
の
は

僕
た
ち
の
代
わ
り
に
働
い
て
く
れ
る
、
み

ん
な
の
代
表
な
ん
だ
ね
。
 

先
生
 
そ
う
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、
代
表
と

し
て
み
ん
な
の
意
見
が
き
ち
ん
と
議
会

で
の
活
動
に
反
映
で
き
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
で
も
、
代
表
の
人
た
ち
が
ど
ん

な
こ
と
を
話
し
合
っ
て
い
る
の
か
、
み
ん

な
に
は
伝
わ
り
に
く
い
ね
。
 

先
生
 
そ
う
、
だ
か
ら
話
し
合
い
の
様
子

は
常
に
み
ん
な
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
よ
。
も
ち
ろ
ん
、

話
し
合
い
の
場
に
立
ち
会
う
こ
と
も
時
 

に
は
必
要
に
な
る
ん
だ
。
 

                              

       治
く
ん
 
そ
の
時
に
は
僕
ら
も
発
言
は

で
き
る
の
？
 

先
生
 
そ
れ
は
で
き
な
い
ん
だ
。
だ
か
ら
、

議
会
は
い
ろ
い
ろ
な
参
加
の
方
法
や
活

動
の
内
容
を
き
ち
ん
と
知
ら
せ
る
方
法

を
工
夫
し
て
、
み
ん
な
の
考
え
て
い
る
こ

と
が
き
ち
ん
と
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
運

営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
。
 

 議
員
の
責
務
 

治
く
ん
 
代
表
に
な
っ
た
人
は
、
僕
た
ち

の
考
え
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
議
論
を

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
ね
。
 

先
生
 
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
み
ん
な
以

上
に
勉
強
し
て
、
中
身
の
あ
る
話
し
合
い

に
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ん
だ
。
 

治
く
ん
 
議
員
の
仕
事
っ
て
大
事
な
ん

だ
ね
。
 

先
生
 
そ
う
、
み
ん
な
の
代
表
と
し
て
働

く
の
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
な
ん
だ
。
だ
 

か
ら
、
代
表
と
し
て
の
仕
事
を
き
ち
ん
と

行
う
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
調

べ
た
り
、
研
究
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要

な
ん
だ
よ
。
 

    市
長
の
責
務
、
執
行
機
関
の
責
務
、
 

職
員
の
責
務
 

治
く
ん
 
ま
ち
づ
く
り
の
主
役
は
市
民

だ
っ
て
い
う
の
は
前
に
聞
い
て
よ
く
わ

か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
じ
ゃ
あ
市
長
の
役
割

っ
て
何
で
す
か
？
 

先
生
 
市
長
の
役
割
は
市
民
み
ん
な
の

代
表
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
よ
。
四
年
に
一

度
選
挙
を
し
て
、
市
民
の
考
え
に
一
番
近

い
人
が
選
ば
れ
る
ん
だ
。
 

治
く
ん
 
市
長
は
、
実
際
に
は
ど
ん
な
こ

と
を
し
て
い
る
の
？
 

先
生
 
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
を
定
め
て
、

ど
う
す
れ
ば
効
率
的
に
そ
の
目
標
を
達

成
で
き
る
か
と
い
う
計
画
を
立
て
る
ん

だ
。
そ
し
て
、
手
順
や
お
金
の
や
り
く
り

な
ん
か
を
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら

の
中
身
は
す
べ
て
市
民
に
公
開
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
条
例

に
し
っ
か
り
書
か
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
一
人
で
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん

の
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ん

て
、
市
長
は
大
変
だ
ね
。
 

先
生
 
さ
す
が
に
一
人
で
は
で
き
な
い

８
 
時
 
間
 
目
 

 

市の職員は 

常に市民の声に耳を傾け 

まちづくりを進めなければいけません 
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よ
。
前
の
時
間
に
議
会
の
説
明
を
し
た
け

ど
、
市
役
所
の
組
織
は
大
き
く
分
け
て
議

決
機
関
と
呼
ば
れ
る
議
会
と
、
市
長
を
中

心
に
市
の
仕
事
を
行
う
執
行
機
関
と
呼

ば
れ
る
組
織
で
成
り
立
っ
て
い
る
ん
だ
。

教
育
委
員
会
と
か
選
挙
管
理
委
員
会
な

ど
の
委
員
会
も
執
行
機
関
に
含
ま
れ
る

ん
だ
よ
。
市
長
の
仕
事
は
、
そ
の
中
で
職

員
を
う
ま
く
配
置
し
て
、
い
ろ
ん
な
事
務

が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
市
役
所

と
い
う
行
政
組
織
を
経
営
す
る
こ
と
な

ん
だ
。
 

治
く
ん
 
じ
ゃ
あ
、
そ
の
中
で
働
く
職
員

は
市
長
の
代
わ
り
に
仕
事
を
し
て
い
る

ん
だ
。
 

先
生
 
そ
う
、
だ
か
ら
職
員
は
常
に
市
民

が
何
を
求
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

意
識
し
て
、
最
新
の
情
報
に
敏
感
に
な
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
。
そ
し
て
、
市

民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
努
力

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
い
つ
で
も
、
市
民
の
声
を
聞
く

よ
う
に
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
し
、
世
の

中
の
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
に
関
心
を
持

つ
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
だ

ね
。
 

先
生
 
そ
う
、
こ
れ
か
ら
の
職
員
は
ま
ち

づ
く
り
の
プ
ロ
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
 

自
覚
し
て
、
自
ら
勉
強
し
て
能
力
の
向
上

に
努
め
る
こ
と
が
必
要
な
ん
だ
よ
。
 

                              

   市
政
運
営
の
原
則
 

説
明
責
任
、
総
合
計
画
、
財
政
運
営
 

治
く
ん
 
こ
の
章
は
、
説
明
責
任
や
総
合

計
画
、
健
全
な
財
政
運
営
、
行
政
評
価
っ
 

て
、
新
し
い
項
目
が
並
ん
で
い
る
ね
。
 

先
生
 
そ
う
だ
ね
、
で
も
こ
れ
ら
の
項
目

は
こ
れ
ま
で
に
話
し
て
き
た
、
市
民
参
加

や
情
報
共
有
、
協
働
と
い
っ
た
こ
と
を
実

際
に
進
め
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
な
ん

だ
よ
。
た
と
え
ば
治
く
ん
が
冬
休
み
に
友

人
と
ス
キ
ー
に
行
く
約
束
を
し
た
と
し

よ
う
。
 

治
く
ん
 
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
許

し
て
く
れ
る
か
な
。
 

先
生
 
ま
ず
始
め
に
、
い
つ
、
誰
と
行
く

の
か
と
い
っ
た
事
を
き
ち
ん
と
説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。
こ
れ
が
説
明
責

任
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
そ
う
だ
ね
、
何
に
も
わ
か
ら
な

い
と
話
を
は
じ
め
ら
れ
な
い
も
ん
ね
。
 

先
生
 
そ
し
て
、
宿
題
を
終
わ
ら
せ
て
、

ス
キ
ー
に
も
行
け
る
た
め
に
は
、
こ
の
冬

休
み
を
ど
う
過
ご
す
と
よ
い
か
、
治
く
ん

自
身
が
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ

か
ら
、
実
行
す
る
た
め
の
き
ち
ん
と
し
た

計
画
を
立
て
て
、
両
親
を
納
得
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
 

治
く
ん
 
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
宿
題
が
あ
る

ん
だ
…
…
。
 

先
生
 
も
ち
ろ
ん
だ
よ
。
そ
れ
で
、
市
で

も
政
策
を
進
め
る
た
め
に
は
、
総
合
計
画

と
い
う
計
画
を
き
ち
ん
と
作
る
必
要
が

あ
る
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
ふ
ー
ん
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
健
全
な

財
政
運
営
っ
て
ど
ん
な
こ
と
な
の
？
 

先
生
 
ス
キ
ー
に
行
く
と
き
に
は
、
お
金

が
必
要
だ
。
ま
ず
は
、
幾
ら
か
か
る
か
を

調
べ
る
必
要
が
あ
る
よ
ね
。
 

治
く
ん
 
そ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
お
ね

だ
り
す
る
か
の
計
画
を
立
て
る
。
 

先
生
 
そ
れ
は
あ
ま
り
健
全
な
財
政
運

営
と
は
い
え
な
い
ね
。
 

治
く
ん
 
じ
ゃ
あ
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
。
 

先
生
 
ま
ず
は
、
持
っ
て
い
る
お
金
と
、

必
要
な
お
金
と
の
差
額
が
幾
ら
に
な
る

か
計
算
す
る
。
そ
れ
ら
を
話
し
て
、
両
親

に
幾
ら
ほ
し
い
か
相
談
す
る
ん
だ
よ
。
そ

れ
で
、
足
り
な
い
時
に
た
だ
も
ら
う
の
で

は
な
く
、
例
え
ば
何
か
の
お
手
伝
い
を
し

て
、
不
足
分
を
出
し
て
も
ら
う
と
い
う
約

束
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
よ
ね
。
 

治
く
ん
 
き
ち
ん
と
し
た
使
い
方
を
考

え
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
ね
。
 

先
生
 
そ
し
て
、
冬
休
み
が
終
わ
っ
た
後

に
、
計
画
通
り
に
生
活
で
き
た
か
ど
う
か
、

き
ち
ん
と
見
直
し
を
す
る
こ
と
が
大
切

だ
ね
。
 

９
 
時
 
間
 
目
 

 

 

自治基本条例 

なぜなに教室 
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治
く
ん
 
宿
題
を
き
ち
ん
と
終
わ
ら
せ

て
、
お
年
玉
も
使
い
す
ぎ
な
け
れ
ば
大
丈

夫
だ
ね
。
 

先
生
 
そ
う
だ
ね
、
自
分
で
計
画
し
た
通

り
に
で
き
た
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
こ
と
は
、
次
の
計
画
を
考
え
る
た
め
に

必
要
な
こ
と
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、
市
の
仕

事
も
や
り
っ
ぱ
し
で
は
な
く
、
効
果
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
検
証
す
る
た
め
に
行
政

評
価
を
行
う
こ
と
は
、
市
政
を
進
め
る
た

め
に
大
切
な
こ
と
な
ん
だ
よ
。
 

 個
人
情
報
の
保
護
、
危
機
管
理
 

先
生
 
治
く
ん
。
今
回
の
漢
字
テ
ス
ト
は
、

あ
ま
り
調
子
よ
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
ね
。
 

治
く
ん
 
え
っ
、
何
点
で
、
何
番
だ
っ
た

の
か
な
。
 

先
生
 
三
十
点
で
、
二
十
九
番
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
下
か
ら
二
番
目
だ
。
じ
ゃ
あ
、

最
下
位
っ
て
誰
で
、
何
点
だ
っ
た
の
。
 

先
生
 
そ
れ
は
教
え
ら
れ
な
い
ん
だ
。
 

治
く
ん
 
僕
の
分
は
教
え
て
く
れ
た
の

に
、
ど
う
し
て
だ
め
な
の
。
 

先
生
 
個
人
情
報
だ
か
ら
だ
よ
。
自
分
自

身
の
知
ら
れ
た
く
な
い
情
報
を
い
つ
の

間
に
か
だ
れ
か
が
知
っ
て
い
た
ら
気
分

が
悪
い
で
し
ょ
う
。
 

治
く
ん
 
僕
が
ビ
リ
か
ら
２
番
目
っ
て

こ
と
と
か
。
 

先
生
 
そ
う
、
自
分
の
情
報
を
ど
う
取
り
 

                              

扱
う
か
は
、
そ
の
人
自
身
に
決
め
る
権
利

が
あ
る
ん
だ
。
だ
か
ら
、
市
が
持
っ
て
い

る
個
人
情
報
も
、
本
人
で
あ
る
市
民
自
身

に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
が
あ
る
ん

だ
よ
。
 

治
く
ん
 
じ
ゃ
あ
、
テ
ス
ト
の
時
も
隣
の

答
を
勝
手
に
見
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
。
 

先
生
 
見
た
の
か
い
？
 

治
く
ん
 
い
や
、
見
え
た
だ
け
…
…
。
字

が
ふ
っ
と
目
に
入
っ
て
…
…
。
 

先
生
 
や
っ
ぱ
り
〇
点
で
、
ビ
リ
だ
ね
。

治
く
ん
は
あ
ま
り
危
機
管
理
が
で
き
て

い
な
い
よ
う
だ
ね
。
 

治
く
ん
 
あ
っ
、
見
え
ち
ゃ
っ
た
四
文
字

熟
語
だ
。
 

先
生
 
危
機
管
理
と
い
う
の
は
、
い
ざ
と

い
う
時
に
備
え
て
お
く
こ
と
な
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
宿
題
を
忘
れ
た
言
い
訳
を
前

の
日
か
ら
考
え
て
お
く
と
か
。
 

先
生
 
そ
の
時
間
が
あ
っ
た
ら
、
む
し
ろ

宿
題
を
や
っ
た
ほ
う
が
危
機
管
理
に
な

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
 

治
く
ん
 
そ
れ
が
で
き
れ
ば
…
…
。
 

先
生
 
治
く
ん
の
よ
う
に
個
人
の
場
合

は
、
自
分
で
で
き
る
範
囲
の
備
え
を
し
て
 

お
け
ば
良
い
け
ど
、
こ
の
条
例
の
考
え
は
、

苫
小
牧
で
暮
ら
す
人
た
ち
の
命
や
財
産

は
、
市
が
守
る
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
よ
。

こ
れ
は
、
市
民
が
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め

に
は
絶
対
に
必
要
な
こ
と
だ
よ
ね
。
そ
の

た
め
に
、
常
に
災
害
な
ど
に
対
す
る
備
え

が
必
要
な
ん
だ
。
 

治
く
ん
 
樽
前
山
が
あ
る
し
、
地
震
や
台

風
も
怖
い
よ
ね
。
 

先
生
 
そ
う
、
防
災
訓
練
な
ど
を
行
っ
て
、

み
ん
な
が
日
ご
ろ
の
備
え
が
必
要
だ
と
 

考
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
、
市
の
大
切
 

な
仕
事
な
ん
だ
よ
。
 

    条
例
の
位
置
付
け
と
見
直
し
、
苫
小
牧
市

民
自
治
推
進
会
議
 

先
生
 
さ
あ
、
最
後
の
時
間
だ
。
こ
れ
で

治
く
ん
は
、
苫
小
牧
市
自
治
基
本
条
例
の

こ
と
が
し
っ
か
り
理
解
で
き
た
こ
と
に

な
る
ね
。
ま
あ
、
一
時
間
目
に
話
し
た
よ

う
に
、
こ
の
条
例
と
は
長
い
つ
き
あ
い
に

な
る
か
ら
、
将
来
を
見
据
え
て
取
り
組
ん

で
い
く
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
も
う
十
分
付
き
合
っ
た
よ
う

な
気
が
す
る
け
ど
…
…
。
 

先
生
 
こ
の
条
例
を
作
っ
た
こ
と
で
、
市

民
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
の
ス
タ
ー
ト
ラ

イ
ン
に
立
っ
た
と
い
え
る
ん
だ
。
一
番
大

切
な
の
は
、
実
際
の
仕
事
に
こ
の
条
例
を

生
か
せ
る
か
ど
う
か
な
ん
だ
よ
。
前
に
話

し
た
、
花
壇
作
り
の
話
を
覚
え
て
る
か
な
。
 

治
く
ん
 
作
業
を
す
る
と
き
に
は
必
ず

10 
時
 
間
 
目
 

自治基本条例の施行で 

苫小牧の市民自治のまちづくりは 

スタートラインに立ちました 
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ク
ラ
ス
の
み
ん
な
で
よ
く
話
し
合
っ
て

ル
ー
ル
を
決
め
て
、
そ
れ
に
従
う
っ
て
こ

と
だ
っ
た
か
な
。
 

先
生
 
よ
く
で
き
ま
し
た
。
 

治
く
ん
 
勝
手
に
や
っ
て
た
ら
き
れ
い

な
花
壇
が
で
き
な
い
ん
だ
よ
ね
。
 

先
生
 
そ
う
だ
ね
。
条
例
に
書
か
れ
て
い

る
よ
う
に
、
市
は
常
に
こ
の
条
例
の
趣
旨

を
最
大
限
に
尊
重
し
て
、
仕
事
を
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
で
も
、
本
当
に
う
ま
く
で
き
る

の
か
な
？
 

先
生
 
そ
の
た
め
に
「
市
民
自
治
推
進
会

議
」
で
、
市
で
行
っ
て
い
る
仕
事
が
、
条

例
の
趣
旨
か
ら
外
れ
て
い
な
い
か
を
点

検
す
る
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
先
生
が
通
知
表
を
作
る
み
た

い
だ
ね
。
 

先
生
 
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
条
例
の

内
容
を
見
直
し
た
り
、
こ
の
条
例
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
、
市
長
に

提
案
を
す
る
こ
と
も
こ
の
会
議
の
仕
事

な
ん
だ
よ
。
 

治
く
ん
 
見
直
す
っ
て
、
決
ま
り
を
変
え

る
っ
て
い
う
こ
と
？
 

先
生
 
そ
う
、
例
え
ば
先
生
が
子
ど
も
の

と
き
に
は
、
学
校
に
携
帯
電
話
を
持
っ
て
 

き
て
は
い
け
な
い
な
ん
て
決
ま
り
が
な
 

か
っ
た
よ
う
に
、
時
代
に
合
わ
せ
た
決
ま

り
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
る
よ
ね
。
 

                              

治
く
ん
 
そ
う
い
え
ば
、
こ
の
条
例
を
作

っ
た
の
も
地
方
分
権
を
進
め
る
時
代
の

流
れ
が
あ
っ
た
か
ら
な
ん
だ
よ
ね
。
 

先
生
 
治
く
ん
も
大
分
わ
か
っ
て
き
た

よ
う
だ
ね
。
条
例
の
前
文
に
書
か
れ
て
い

る
「
市
民
で
あ
る
こ
と
が
誇
り
に
思
え
る
 

ま
ち
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
治
く
ん

た
ち
が
市
民
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て
し
っ
か
り
理
解
し
て
、
進
め
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
よ
。

 

 

 

 

自治基本条例 

なぜなに教室 

 

    苫
小
牧
市
自
治
基
本
条
例
が
ど

ん
な
内
容
か
、
多
少
は
お
わ
か
り

い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。
治
く

ん
と
先
生
の
会
話
か
ら
、
市
民
の

手
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

こ
と
の
大
切
さ
が
伝
わ
れ
ば
幸
い

で
す
。
 

次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
こ
の
条

例
の
構
成
図
と
条
例
制
定
ま
で
の

経
緯
、
条
例
の
全
文
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
一
度
条
例

そ
の
も
の
に
目
を
通
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
。
ち
ょ
っ
と
と

っ
つ
き
に
く
い
文
章
が
並
ん
で
い

ま
す
が
、
な
ぜ
な
に
教
室
を
読
ん

で
内
容
が
頭
に
入
っ
て
い
る
あ
な

た
な
ら
大
丈
夫
で
す
。
 

全
部
読
ん
だ
ら
、
今
度
は
あ
な

た
が
先
生
で
す
。
友
人
や
近
所
の

人
た
ち
に
ど
ん
ど
ん
こ
の
条
例
の

こ
と
を
伝
え
て
、
市
民
自
治
の
ま

ち
づ
く
り
の
輪
を
広
げ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
 

（
苫
小
牧
市
企
画
課
 

分
権
評
価
推
進
担
当
）
 

広
報
で
の
連
載
を
 

終
え
て
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自治基本条例の構成 

前 文

第１章 総則

第1条 目的、第2条 定義

第２章 まちづくりの基本原則

第3条 市民自治

① 情報共有の原則 ② 市民参加の原則 ③ 協働の原則

第４条 情報提供及び情報公開 第６条 住民投票

第５条 市民参加 第７条 協働の推進

第1節 基本原則

第2節 基本原則に基づく制度等

第３章 市民

第８条 市民の権利

第９条 市民の責務

第４章 議会

第10条 議会の役割

第11条 議会の運営

第12条 議員の責務

第５章 市長等

第13条 市長の責務

第14条 執行機関

の責務

第15条 職員の責務

第６章市政運営の

原則

第16条 説明責任

第17条 総合計画

第18条 健全な財政運営

第19条 出資法人等

第20条 政策法務

第２１条 職員の任用

及び育成

第22条 行政手続

第23条 行政評価

第24条 個人情報の保護

第25条 意見、要望等

への対応

第26条 危機管理

第27条 他の市町村等

第７章 条例の位置付け

第28条 条例の位置付け 第29条 条例の見直し

第８章 苫小牧市民自治推進会議

第30条 苫小牧市民自治推進会議
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苫小牧市自治基本条例制定ができるまで 

年度  内 容 

12 

・地方分権一括法の施行（4月 1日） 

・庁内組織「分権型地域社会づくり政策検討会議」を設置 

 報告書「市民参画と協働によるまちづくり 発信し応答する市役所づくり」を市長に提出 

13 

・「地方分権を推進・活用する政策等の導入状況について」庁内アンケート調査を実施 

調査報告書を庁内に配布 

14 

・庁内組織「分権政策実施検討会議」を設置し、平成１２年度の政策検討会議報告書をもとに分権

政策の早期具体化について検討開始。 

15 年 3 月「分権政策実施検討会議報告書」を市長に提出 

15 

・10 月 市長の私的諮問機関として「まちづくり基本条例等検討懇話会」（委員 10 名、うち公募に

よる市民委員 6 名）を設置し、「苫小牧市における市民自治の基本理念、市民参加、市民との協働

及び市政運営の基本原則等について定める条例等のあり方」について、自主企画・自主運営で検

討を開始（懇話会 3 回、部会 1 回、勉強会 4 回） 

・市主催による「市民参加とまちづくり」講演セミナーを開催 

 10 月 20 日 「いま、なぜ『まちづくり基本条例』かーまちづくり基本条例とそのあり方」 講

師 福士 明 札幌大学法学部教授 

 10 月 28 日 「苫小牧でも始まった市民参加の新時代」（基調講演＋パネルディスカッション）基

調講演 梅田 滋（有）コミュニティ研究所代表取締役 

 11 月 21 日 「情報形成社会と法」講師 坂部 望 苫小牧駒澤大学講師 

       「NPM と市民参加による協働型地域経営をめざして」 

講師 星野 克紀 （社）北海道総合研究調査会調査部長 

16 

・懇話会の検討を継続（懇話会 24 回、部会 2 回） 

・7月 17 日 市民自治フォーラム「みんなでつくろう まちの憲法」開催 

・懇話会主催の市民自治ワークショップ「みんなで語ろう 苫小牧の憲法」を開催 

  第 1 回 8 月 17日「市民が主権者ってホント？」（27 名参加） 

  第 2 回 9 月 14日「市役所はこうあって欲しい」（16 名） 

  第 3 回 10 月 12 日「市議会は市民代表の集まりです」（41 名、うち高校生 19 名） 

・17 年 1 月 29 日「提言第一次案」市民説明会開催（23 名） 

17 

・懇話会の検討を継続（懇話会５回、合計 32 回） 

・4月 22 日「（提言最終案）みんなで学ぼう！苫小牧の憲法」市民説明会（22 名） 

・4月 22 日～5 月 20日 提言最終案に対するパブリックコメントを実施(6 名から 39件の意見)。 

・6月 29 日「苫小牧市のまちづくりのあり方に関する提言」を市長に提出 

・7月 8日 庁内に「まちづくり基本条例等推進会議」を設置、条例案策定開始。 

・11 月 10 日「苫小牧市自治基本条例行政素案」を公表し、パブリックコメントを実施（18 名から

55件の意見） 

・11 月 15 日 旧まちづくり基本条例等検討懇話会委員に対して素案を説明 

・11 月 19 日・20 日 市内 3箇所で行政素案に対する市民説明会を開催 

・11 月 21 日・22 日 議会議員（有志）との意見交換会を開催 

18 

・8月 1日 自治基本条例事務局案を作成 

・8月 17 日 議員説明会を開催 

・8月 18 日 第 3 回まちづくり基本条例等推進会議を開催、最終案の説明。 

・11 月 27 日 第 4 回まちづくり基本条例等推進会議で条例案の最終調整 

・12 月議会に条例案を提案、12 月 15日本会議で可決成立（全会一致）。 

19 ・４月１日 条例施行 
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苫小牧市自治基本条例 

平成 18年 12 月 21日 

条例第 39 号 
目次 
前文 
第１章 総則（第１条・第２条） 
第２章 まちづくりの基本原則 

第１節 基本原則（第３条） 
第２節 基本原則に基づく制度等（第４条―第７条） 

第３章 市民（第８条・第９条） 
第４章 議会（第１０条―第１２条） 
第５章 市長等（第１３条―第１５条） 
第６章 市政運営の原則（第１６条―第２７条） 
第７章 条例の位置付け（第２８条・第２９条） 
第８章 苫小牧市民自治推進会議（第３０条） 
附則 
 
私たちのまち苫小牧市は、樽前山や野鳥の聖域としての指

定を受けたウトナイ湖などに象徴される豊かな自然のもと、
製紙工場の立地や国内初の内陸掘込港の建設等を契機とし
て、北海道における産業の拠点として発展を遂げてきた。 
また、人間環境都市を理想の都市像と定め、郷土の発展を

願う先人たちの英知とたゆみない努力によりまちづくりが
進められてきた。 
 私たちは、このまちの歴史と伝統を継承し、豊かな自然を
守り、産業の拠点としての基盤を発展させるとともに、文化
の薫り高く潤いがあり、すべての市民が生き生きと活気にあ
ふれ心豊かに暮らせるまちを築かなければならない。 
私たちは、市民が主体となって、自ら考え、行動し、決定

することによりまちづくりを行っていくという市民自治の
考え方を基本として、個人の尊厳と基本的人権が尊重される
地域社会を創造する取組を通じ、市民であることが誇りに思
えるまちを築くことをまちづくりの理念として定める。 
私たちは、この理念にのっとり、市民自治によるまちづく

りを推進するため、この条例を制定する。 
 
  第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、まちづくりの基本原則を定め、市民及
び市の責務等を明らかにするとともに、市政運営の原則等
を定めることにより、市民自治によるまちづくりの推進を
図ることを目的とする。 

 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、又は学
ぶ者及び市内で活動する法人その他の団体をいう。 

(2) 市 議会及び市長その他の執行機関（以下「市長等」
という。）をいう。 

 
  第２章 まちづくりの基本原則 
   第１節 基本原則 

第３条 市民及び市は、まちづくりの理念にのっとり、次に
掲げる原則に基づき、市民自治によるまちづくりを推進す
るものとする。 

 (1) 情報共有の原則 市民及び市がまちづくりに関する
情報を共有すること。 

 (2) 市民参加の原則 市民の参加の下に市政運営が行わ
れること。 

 (3) 協働の原則 市民及び市がそれぞれの役割及び責任
に応じ、対等な関係で協力すること。 

 
  第２節 基本原則に基づく制度等 

（情報提供及び情報公開） 
第４条 市は、まちづくりに関する情報の市民との共有の推
進を図るため、適時に、かつ、適切な方法により、分かり
やすく、まちづくりに関する情報を市民に提供する措置を
講じるとともに、別に条例で定めるところにより、市民の
請求により市が保有する情報を開示する制度を設けるも
のとする。 

 
（市民参加） 

第５条 市は、市政運営への市民の参加（以下「市民参加」

という。）を推進するため、別に条例で定めるところにより、
市民参加に関する制度を設けるものとする。この場合にお
いて、当該条例には、次の事項を定めるものとする。 
(1) 市民参加の方法及びその適切な選択並びに市民参

加の実施の周知に関する事項 
(2) 審議会等に原則として公募による委員を加えるこ

とに関する事項 
(3) 市民がまちづくりに関する政策を提案するための
仕組みに関する事項 

(4) その他市民参加に関し必要な事項 
 
（住民投票） 

第６条 市は、市政の重要な課題に関する市民の意思を直接
確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票
を行うことができる。 

２ 市は、前項の住民投票の結果を尊重するものとする。 
 
 （協働の推進） 

第７条 市は、市民と協働してまちづくりにおける課題の解
決を図るために必要な措置を講じるよう努めるものとす
る。この場合において、市は、市民の自主的かつ自立的な
活動を尊重しなければならない。 

 
   第３章 市民 
（市民の権利） 

第８条 市民は、政策の立案、実施及び評価の過程に参加
する権利を有する。 

２ 市民は、市の保有する情報について知る権利を有する。 
３ 市民は、前２項の権利を行使し、又は行使しないことを
理由に不利益な取扱いを受けない。 

 
 （市民の責務） 
第９条 市民は、まちづくりの主体としての役割を自覚し、
市民相互の自主性及び自立性を尊重するとともに、自ら又
は協働して市民自治によるまちづくりの推進に努めるも
のとする。 

２ 市民は、市民参加又は協働において、自らの発言及び行
動に責任を持つとともに、将来の世代に配慮するよう努め
るものとする。 

 
   第４章 議会 

（議会の役割） 
第１０条 議会は、市民の代表者である議員により構成され
た議事機関として、市の重要な意思決定を行うとともに、
市長等による事務の執行を監視し、及び政策を立案する権
限を有する。 

 
（議会の運営） 

第１１条 議会は、討議を充実させることにより、その役割
を果たすものとする。 

２ 議会は、議会の会期、議案の内容、審議の経過その他の
議会の活動に関する情報を市民に分かりやすく提供する
ものとする。 

３ 議会は、必要に応じ、公聴会の開催その他市民の意見を
その活動に反映させるために必要な措置を講じるよう努
めるものとする。 

４ 議会は、議会運営を効果的に行うため、議会事務局の機
能の充実に努めるものとする。 

 
（議員の責務） 

第１２条 議員は、市民の信託に応えるため、その職務を誠
実に果たさなければならない。 

２ 議員は、議会の機能が十分発揮されるようにするため、
市政に関する調査研究に努めるものとする。 

 
第５章 市長等 

（市長の責務） 
第１３条 市長は、市の代表者として市民の信託に応えるた
め、市政運営を総合的かつ効率的に行うとともに、その公
正の確保と透明性の向上を図らなければならない。 

２ 市長は、市政運営に関する各年度及び中長期の方針並
びに当該方針に基づく政策、財源等について明らかにし
なければならない。 

３ 市長は、常に簡素で効率的な組織の運営に努めなければ
ならない。 
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 （執行機関の責務） 
第１４条 執行機関（市長を除く。）は、その権限に基づき、
自らの判断と責任においてその職務を誠実に管理し、及び
執行しなければならない。 

 
（職員の責務） 

第１５条 職員は、市民の視点に立って、誠実、公正かつ効
率的にその職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、まちづくりの課題に適切に対応する能力の向上
に努めなければならない。 

 
   第６章 市政運営の原則 

（説明責任） 
第１６条 市は、市民に対し、市政運営に関する内容及び経
過を分かりやすく説明する責任を有する。 
 
（総合計画） 

第１７条 市長は、市政を総合的かつ計画的に運営するた
め、議会の議決を経て基本構想（地方自治法（昭和２２
年法律第６７号）第２条第４項の基本構想をいう。）を定
めるとともに、その実現を図るための基本的な計画及び
実施に関する計画を定めるものとする。 

２ 市長等は、総合計画（前項に規定する基本構想、基本
的な計画及び実施に関する計画をいう。以下同じ。）以外
の計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合
性を確保するよう努めるものとする。 

３ 市長等は、総合計画その他の計画の策定に当たっては、
行政評価の評価基準となることを考慮するとともに、その
実施に当たっては進行状況を適切に把握し、定期的に当該
計画の内容について検討するものとする。 

 
（健全な財政運営） 

第１８条 市長は、すべての会計を通じた財政運営の状況を
分析するとともに、財政運営に関する計画を定めることに
より、財政の健全な運営に努めなければならない。 

２ 市長は、予算の編成に当たっては、総合計画との整合性
を確保するとともに、行政評価の結果を反映させるよう努
めなければならない。 

３ 市長は、予算及び決算の内容並びに財政運営の状況を市
民に分かりやすく公表しなければならない。 

４ 市長は、必要に応じて専門家による財政診断又は外部監
査契約（地方自治法第２５２条の２７第 1項に規定する外
部監査契約をいう。）による監査を行うものとする。 

 
（出資法人等） 

第１９条 市長等は、市が出資し、若しくはその運営のため
の補助をし、又は職員を派遣している法人その他の団体
（以下「出資法人等」という。）に関し、市からの出資、
補助及び職員の派遣の状況等を定期的に公表するものと
する。 

２ 市長等は、出資法人等に対する出資、補助及び職員の派
遣の目的、効果及び必要性について定期的に調査及び検討
を行い、その結果を公表するものとする。 

 
（政策法務） 

第２０条 市は、まちづくりに関する政策を実現するため、
必要に応じて条例、規則その他の規程（以下「条例等」と
いう。）の制定及び改廃を行うとともに、法令等の自主的
かつ適正な解釈及び運用に努めるものとする。 

 
（職員の任用及び育成） 

第２１条 市は、まちづくりの課題に適切に対応できる職員
を公正かつ適正な手続により任用するものとする。 

２ 市は、適材適所の職員配置を行うとともに職員研修の充
実に努めることにより、職員の政策形成能力、法務能力そ
の他のまちづくりに必要な能力の向上を図るものとする。 

 
（行政手続） 

第２２条 市長等は、条例等に基づく処分、行政指導及び届
出に関する手続並びに規則等を定める手続に関して共通
する事項を定めることにより、行政手続における公正の確
保と透明性の向上を図らなければならない。 

２ 前項に規定する手続に関して共通する事項は、別に条例
で定める。 

（行政評価） 
第２３条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るた
め、市の政策等について適切な評価基準に基づく行政評価
を実施し、その結果を政策等に反映させるよう努めるとと
もに、行政評価に関する情報を分かりやすく市民に公表す
るものとする。 

２ 市長等は、市民、専門家等による外部評価の仕組みを整
備するよう努めるものとする。 

 
（個人情報の保護） 

第２４条 市は、市民の個人情報の保護を図るため、別に条
例で定めるところにより、市が保有する個人情報の開示等
を請求する権利を保障するとともに、個人情報の収集、利
用その他の取扱いを適正に行うものとする。 

 
（意見、要望等への対応） 

第２５条 市は、市政運営に関する市民からの意見、提案、
要望、苦情等に対し、速やかに調査、検討その他の必要な
措置を講じ、誠実に対応しなければならない。 

 
（危機管理） 

第２６条 市長等は、災害等の緊急時に備え、市民の生命、
身体及び財産の安全性の確保及び向上並びに総合的かつ
機能的な危機管理の体制の整備に努めなければならない。 

２ 市長等は、危機管理の体制を強化するため、市民の危機
管理に対する意識を醸成し、並びに市民、関係団体等との
連携及び協力を図るよう努めるものとする。 
（他の市町村等との連携協力） 

第２７条 市は、共通する課題の解決を図るため、他の市町
村と相互に連携を図りながら協力するものとする。 

２ 市は、政策を実施するため必要があるときは、国及び北
海道との役割分担を踏まえ、国及び北海道に対して適切な
措置を講じるよう提案するとともに、相互に連携を図りな
がら協力するものとする。 

 
   第７章 条例の位置付け 
 （条例の位置付け） 
第２８条 市は、条例等の制定及び改廃、法令等の解釈及び
運用その他市政運営に当たっては、この条例の趣旨を最大
限に尊重して行わなければならない。 

２ 市は、この条例の趣旨に基づき、各分野における基本条
例等を制定し、及びこれらの条例と他の条例等とを体系的
に整備するよう努めなければならない。 

 
（条例の見直し） 

第２９条 市は、この条例の施行の日から起算して４年を超
えない期間ごとに、この条例の規定について検討を加え、
その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

 
   第８章 苫小牧市民自治推進会議 
第３０条 市長の附属機関として、苫小牧市民自治推進会議
（以下「推進会議」という。）を置く。 

２ 推進会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用の状況
及び市民自治によるまちづくりに関する基本的事項につ
いて調査審議するほか、市民自治によるまちづくりの推進
に関し市長に意見を述べることができる。 

３ 推進会議は、委員１０人以内をもって組織する。 
４ 委員は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱す
る。 

５ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に
関し必要な事項は、規則で定める。 

 
附 則 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 
 
 

苫小牧市企画調整部都市開発室企画課分権評価推進主幹 
TEL 0144-32-6025 

 



16 

   

編集・発行 苫小牧市企画調整部 都市開発室企画課 分権評価推進主幹 

 
苫小牧市旭町４丁目５番６号 

 
電話 ０１４４-３２-６０２５ 

 
e-mail bunken@city.tomakomai.hokkaido.jp 

 
 2008.2 

 


