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前文について 

 

 

先日の第15回検討委員会（８月３日開催）では、作成委員会から提案された４つの案（Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ案）について、出席された検討委員全員による評決が行われました。 

評決結果 

 Ａ案：5 名 

◎ Ｂ案：6 名 

 Ｃ案：4 名 

 Ｄ案：2 名 

 白票：1 名    ※投票者数 18 名（学識者委員を除く出席検討委員全員） 

 

以上の結果に基づいて、 

作成委員会において、Ｂ案をベース案として修文作業を行い、次回検討委員会に修正案を示す 

ことが決定されました。 

 

なお、評決の際に、投票用紙に書き込まれた意見は、次のとおりです。 

・Ａ案支持者より …ただし、字句を修正してほしい。 

・Ｂ案支持者より …少子高齢化問題が入っているから。 

・Ｃ案支持者より …入れたいポイント 

・最高規範であること 

・区の特性を尊重すること 

・情報共有の原則 

・何のための条例か？（条例の目的） 

・次世代への責任 

・教育との関係 

・Ｄ案支持者より …憲法と条例の関係が明確でよい。 

・白票投票者より …「協働」という言葉を使うべきではないと思いますので、すべての案に

賛成しかねます。 

 

 

 

また、「市民の責務」に関する規定について評決を行った結果、「恒久平和と安全について前文に

盛り込む案」が多数を占めたため、Ｂ案の「誰もが希求する世界平和の実現に寄与していくもの」

という表現を基本として、恒久平和と安全についての想いを反映した前文になるように作成委員会

で確認（必要に応じて修文）することになりました。 
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■ 後日、報告書（案）に対して寄せられた意見────────────────────────── 

 

○ 委員意見 ───────────────────────────────────── 

報告書作成委員会で時間が許すならば検討していただけたらと思い、メールいたします。 

 

検討会では、教育については、当初から様々な方の意見があったように思います。 

また、２４日の報告会でもそのような意見を出された方がいました。 

が、先日の検討委員会（８月３日）でも、なぜか盛り込めていない事項としてあがっていました。 

 

皆が全く同じ視点ではありませんが、将来の事に関係して何か気になっているという点で、私も

少しひっかかっています。 

 

教育や少子化の対応、将来の自治を担う人材育成の話などが出ている中で、私自身が大切だと思

っているのは、次世代を見据えた自治であって欲しいという事だと思っています。 

 

そこで、提案ですが、前文に、自治の考え方に「次世代を見据えている」ということがわかる記

述を入れる事で、それらのことを表現するのはどうでしょうか？ 

 

C 案では「次世代に引き継ぎます」 

D 案では「子ども達に明るい未来を」 

等の表現がありましたが、B 案ではそのような考えがみあたらないように思えます。 

 

作成委員会の詳細な検討過程を見ておりませんので、ピントはずれな意見かもしれませんが、気

になっていましたのでお伝えしました。 

検討事項が多く大変ですが、よろしくお願いいたします。 

────────────────────────────────────────────── 
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■ 検討委員会決定のベース案   （ Ｂ 案 ） 

 

私たちのまち川崎市は、巨大都市東京都と横浜市に隣接するなかで、先人の刻んだ歴史

に学び、政令指定都市として 7 つの区の地域特性を生かしながら着実な歩みを進めてきま

した。 

 近年、少子高齢化や国際化が進み、高度情報化の進展、産業構造の変革、地球規模での

環境重視型社会への移行などにより市民の価値観も多様化し、私たちの生活環境は、福祉

や教育面を含めて大きく変化をしてきており、解決すべき様々な課題に直面しています。 

私たちのまちを、より暮らしやすく、より心豊かに感じられるまちにするためには、市

民が互いに力を合わせてこれらの課題解決に取り組んでいかなければなりません。 

課題解決に向けての取り組みは「まちづくり」そのものであり、これからの「まちづく

り」には、市民が主体となって行政と協力して活動する「協働」が必須です。 

私たちは､真摯な「まちづくり」活動が、誰もが希求する世界平和の実現に寄与していく

ものと確信します。 

 「自分たちが住むまちのことは自分たちが主体で決める。」という市民自治の原点を踏ま

え、誰もが川崎市民としての誇りを持ち、一人ひとりの人権が尊重され、活力に満ち、互

いの心が響き合う「自治のまち・川崎市」の実現を目指し、ここに「川崎市自治基本条例」

を制定します。 (502 字) 
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Ｂ 案【前文起草にあたっての留意事項】 

 ① 前文の意義：自治基本条例を制定する事由を明らかにすること。 

  ② 字数：450～600 字(北海道 737 字、高知県 612 字、杉並区 470 字、多摩市 358 字) 

 ③ 文体：平易な表現で口語体(少し格調があればよい)。用語は全て前文の中で意味が理解できるこ

と。 

  ④ 構成： 

〔川崎市の歩み〕 

       巨大都市・東京都と横浜市に囲まれるように隣接しながら、政令指定都市として 7 つの区の地域特

性を生かすことによって川崎市の個性を発揮し、先人の刻んだ歴史に学び着実に歩んできたこと。 

       先人の刻んだ歴史に学ぶ：自然との共生、文化遺産等を含めて川崎の歩みを冷静に評価し、教訓と

する。(歴史的沿革、自然の恵み等の引例は全市民で共有しにくいので割愛) 

 〔社会経済状況の変化と市民生活環境へのインパクト〕 

  a.少子高齢化：家族構成・家庭環境の変化→子育て支援・介護体制の整備、教育環境再構築等 

b.国際化：国際交流の活発化→外国人市民の増加、人権尊重・権利拡大、まちづくりへの参加等 

  c.高度情報化の進展：情報化社会への移行、電脳生活化等 

    d.産業構造の変革：重工業から第三次産業への主役移行、製造部門の国外移転に伴なう産業構造の

空洞化、流通機構の変革等 

    e.環境重視型社会への移行：資源再利用・環境保全意識の啓蒙 

  〔課題解決への取り組み→まちづくり→市民が力をあわせて取り組む〕 

  市民が主体となって行政と協働することが必須 

  〔まちづくりと平和の実現の関連〕 

    例えば、外国人市民がまちづくりに参加することにより、国家・民族・宗教・イデオロギー等を超

えて外国人同士の相互理解・親善が深まることが期待される。日本国内での彼らの体験がそれぞれ

の母国に伝えられ、将来大きな輪となって広がれば世界平和の実現に寄与することになる。(この

記述によって、市民の責務から平和条項を削除) 

  〔市民自治の前提を踏まえて「自治のまち・川崎市」の実現を目指し、「川崎市自治基本条例」を制

定する〕 

 

 

→前文の【解説】をどのようにつくるかについて検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》これまでの作成委員会では、次の内容を前文の構成要素と考えることが確認されています。 

①「制定の背景（自治における現状の課題と解決手段）」 

②「自治の基本理念・基本原則」「目指す社会像（条例によって目指す社会）」 

③「条例の目的(制定の理念・目的・将来性)」 



－5－ 

Ａ 案 

川崎市は多摩川と多摩丘陵の恵みを受け、京浜工業地帯の一役を担い成長してきました。２１世紀は、

地方の時代であり、成熟化社会を迎える中、広域連携や国際化を進め、地域の資源を活かしながら、多

様性と創造性を発揮することが求められる時代です。 

これらの求めに応じるためには、「自分たちが住むまちのことは自分たちで決め、自分たちでやって

いく。」という自治の基本に立脚し、市民一人ひとりの身近な地域社会における熱意と創意あふれる取

り組みが大切です。 

このため、私たちはこの条例で、「市民自治」を市民が暮らしている地域社会を市民が治めることと

定義し、これに基づき、自治体（川崎市）をつくり、設立した自治体に代表を送ることによって、住民

の意思が自治体運営に反映されるとともに、市政を自ら主体的に担うものとしました。 

そして、市民本位の視点で、市民、議会、市長、市の執行機関の役割と責務を明らかにし、お互いを

理解し、尊重しながら、情報共有、参加と協働を原則とした、それぞれが公共を担い合う新しい自治の

仕組みにより、川崎市を運営していくものとしました。 

私たちは、ここに川崎市自治基本条例を制定し、自らの暮らしや活動が、世代を越えて、地球環境や

世界平和に影響を及ぼすことを自覚し、先人の残してくれた貴重な歴史、文化を引き継ぎ、地球市民と

して、良好な環境の中、健康で文化的な生活を送ることの出来る持続可能な社会を作っていきます。そ

して、だれもが愛着と誇りを持ち、こころ豊かに生き生きと自分らしく暮らせ、七つの区がそれぞれの

個性を発揮される川崎市の創造を願います。 

【解 説】 

〔制定の背景、なぜ、条例が必要か〕 

・条例の前文として、少なくとも２０～３０年、通用する内容にするため、現在の課題を直接、記載

するよりは、２１世紀前半の社会社情勢を記載する。 

ex)地方分権社会、自治体間の広域連携、国際化等。そして、成熟化社会。（課題は、解説に記載。） 

・また、今まで以上に、地域毎の多様性と創造性が必要になることを記載する。 

・この多様性と創造性を作り出すため、また、様々な複雑な課題に対応するためには、市民による身

近な場所での創意工夫あふれる活動が必要。 

・それが自治の基本の「自分たちが住むまちのことは自分たちで決め、自分たちでやっていく」こと。 

〔そのために必要な自治の基本原則〕 

・市民からの自治体への信託。（あらためて、確認する） 

・市民、議会、市長、市の執行機関の役割と責務の明確化。 

・情報共有、参加と協働を原則とした自治の仕組みの再構築。 

〔条例により目指す社会像〕 

・この身近なところから取り組みが、人と人とのつながりにより、大きな力を持ち、世界的な広がり

につながるような市民社会。 

・隣人から遠くの人（世界中）までの理解と尊重を深めることで、平和、人権に寄与する。 

・身近な場所での活動が地球規模で影響を与えることの視点を持った地球市民としての自覚により、

持続可能な社会を次世代に継承する。 

・そして、だれもが愛着と誇りを持ち、こころ豊かに生き生きと自分らしく暮らせ、七つの区がそれ

ぞれの個性を発揮される川崎市の創造。 
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Ｃ 案 

多摩川の悠久の流れに育まれた豊かな自然、古代から連なる遥かな歴史と文化をもち、先人の叡智と

弛まない努力の恩恵を享けて発展を続けるわがまち川崎は、少子高齢化、産業構造の転換、地球規模で

の環境重視型社会への移行などかってない急激な社会環境の変化に直面し、私たち市民の生活様式や価

値観も多様化しています。 

２１世紀に入り地方分権が進展する中、私たち市民は、自らが主体となって互いの価値観を認め合い、

公共の価値を尊重し、「わがまちのことは自分たちで決め自分たちで治める」という市民自治の基本理

念に基づいた、ゆとりと活力をもち、温かみのある暮らしよい、そして市民誰もが誇れる平和で安全な

まちづくりを目指し、それを次世代に引き継ぎます。 

私たち市民は、この基本理念を実現する為には、情報共有を前提とした市民参加と協働が基本原則で

あることを明らかにして、更に市民が信託する議会、行政夫々の役割と責務を定め、ここにわがまち川

崎の市民自治の最高規範である自治基本条例を、市民参加の策定を経て制定します。 

【解 説】 
Ｂ案は起草に当っての基本事項などこれまでの検討経緯を踏まえた従来案ではベストだと思います。 

Ｃ案は基本事項はＢ案とほぼ同様で、ただ「市民自治」基本理念や基本原則の書き込みとか、盛り込む

「目指す社会像」のキーワード選択に若干の違いがあるかも知れません。又市民討論会の意見も加味し

たつもりです。 
 

 

 

 

 

Ｄ 案 

 わたくしたち川崎市民は、日本国憲法における地方自治の本旨に基づく『私たちのまちのことは、私

たちがきめる』という市民主権の基本原理により、この川崎市自治基本条例を制定します。 

 わたくしたち川崎市民は、主権者として恒久平和と民主主義に基づく憲法を暮らしに生かし、健康で

文化的な豊かな暮らしを実現するために条例を定めて行使することを目的とします。 

 わたくしたち川崎市民は、緑が豊富な丘陵の居住地域と平坦中間地及び臨海部の居住・商業・工業地

区の混在地域に生活圏を有し、区はそれぞれの環境と住民意識や課題は異なる特性があることを認識し、

区の権限を強化し地域の特性を尊重する施策を講じるよう条例で定めます。 

 わたくしたち川崎市民は、物質至上主義により失った自然環境、人間関係を再建して、自らを愛し、

家族を愛し、郷土を愛する心が公共心を育み、子どもたちに明るい未来を、青年に希望を、老人に生き

がいを、障害者には優しさを感じる明るい人間環境づくりのための政策を支持し推進します。 

 この自治基本条例は、市民が市長、市議会議員と共に役割と責務を明らかにし、市民参加・協働の基

本原則を定め、市民意見が反映された開かれた行政運営を行うために、具体的な制度・仕組みを規定す

るものです。 

 川崎市は、大正、昭和、平成とそれぞれの時代を担う役割を果たし、政令指定都市として人口１３０

万人を擁し７区制を敷き、市制８０周年を迎えました。 

 一方、国は地方分権改革として地方自治法の改正を行い、地域における行政を自主的かつ総合的に実

施する役割を広く担うものとして位置付けました。 

 私たち川崎市民は、新たな地方自治法の本旨によるこの川崎市自治基本条例の制定によって地方分権

の理念を最大限に生かし、わたくしたちの自治体として『川崎市』を認識し、自信と誇りをもって暮ら

せるまちづくりを、権利と義務、参加と協働による自律ある市民として、将来に向かって邁進すること

を宣言します。 

 


