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１ 市の沿革 

   平成 17 年１月に松阪市、嬉野町、三雲町、飯南町、飯高町の１市４町が合併し、新

「松阪市」が誕生いたしました。 

   新しい松阪市には、国内最古の土偶が出土した粥見井尻遺跡や祭祀場として知られ

る国指定史跡の天白遺跡などがあり、この地域が縄文時代の昔から繁栄してきたこと

を物語っています。また、伊勢地方で最大の大きさである宝塚古墳の存在により、５

世紀には市域を含む伊勢平野の広い範囲に影響を及ぼしていた「王」が存在していた

と推測されています。 

   奈良、平安時代には、都と東国とを結び、また伊勢神宮を中心とする道路網が開か

れ、参宮街道や伊勢本街道は大和をはじめとする要所と伊勢を結ぶ街道として重要な

役割を果たし、この地の発展に大きな影響を与えました。 

   そして、天正 16（1588）年、蒲生氏郷の松阪開府により、参宮街道が松阪の町中を

通るようになりました。その後、松阪は江戸期を通じて和歌山街道が参宮街道と合流

する交通上の要地であり宿場町として栄えました。市場庄の家並みや波瀬の本陣跡は

当時の賑わいをしのばせます。 

   また、交通上の要地としての利点と氏郷の商業保護のまちづくりにより、この地は

江戸期を通じて商人のまちとして繁栄します。商人の持つ富、そして江戸や京都から

得た情報と自由闊達な商人気質は、松阪商人の三井高利、国学者の本居宣長、北海道

の名づけ親である松浦武四郎など、世に知れた人びとを輩出してきました。 

   地域内においては、歴史的にも経済・文化などの面でもさまざまな結びつきを深め、

特に、平成 24 年４月には、小学校区単位を基本とした 43 の住民協議会が全市域で設

置されました。さらに、だれもが安心して心豊かに暮らせる未来を目指し、地域の課

題を自主的に解決し、地域の特性を生かして自立的に地域づくりが行えるように、令

和３年４月に新たな住民自治組織となる「住民自治協議会」が設立され、より一層の

住民自治が確立されると同時に、商業圏や医療圏などの生活圏はもとより、行政レベ

ルでも一体性を高めています。 

   松阪市では、市民と一緒になって創りあげた松阪市総合計画において、松阪市の 10

年後の将来像として「ここに住んで良かった・・・みんな大好き松阪市」を掲げ、み

んなの願いである次世代を担う子どもたちが元気に健やかに暮らせるまちとなるよう、

子どもたちが輝き地域が元気になるまちづくりを核とした、様々な施策や事業を展開

しています。 

  

２ 市の概要 

 (1) 位置と地勢 

松阪市は、三重県のほぼ中央に位置し、東は伊勢湾、西は台高山脈と高見山地を境

に奈良県に、南は多気郡、北は雲出川を隔てて津市に接しています。 

地形は、西部一帯が台高山脈、高見山地、紀伊山地からなる山岳地帯、中央部は丘

陵地で東部一帯には伊勢平野が広がり、北部を雲出川、南部を櫛田川が流れています。 
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 (2) 市制施行  平成 17 年１月１日 

 

 (3) 面  積  623.58ｋ㎡ 

 

 (4) 人  口  156,711 人（令和６年４月１日現在）    

         男 75,412 人  女 81,299 人       

 

 (5) 世 帯 数   74,631 世帯（令和６年４月１日現在）  ※住民基本台帳より 

  

(6) 人口と世帯の推移（国勢調査） 

総　数 男 女 増減数 増減率
人 人 人 人 ％ 世帯 人

平成２年 159,625 76,527 83,098 1,470 0.93 48,273 3.31 

平成７年 163,131 78,509 84,622 3,506 2.20 52,413 3.11 

平成12年 164,504 79,085 85,419 1,373 0.84 56,087 2.93 

平成17年 168,973 81,320 87,653 4,469 2.72 61,506 2.75 

平成22年 168,017 80,960 87,057  △ 956 △ 0.57 63,611 2.64 

平成27年 163,863 78,548 85,315  △ 5,110 △ 3.02 63,948 2.56 

令和２年 159,145 76,360 82,785  △ 4,718 △ 2.88 65,481 2.43 

年　次
人　　　口 前回との比較（総数）

世帯数
１世帯当
たり人員

 

※平成２年・平成７年・平成 12 年の数値は合併前のため５市町の数値を合計したもの 

 

 

 

 (7) 産業別人口 

区　分

人 ％ 人 ％

第１次産業 3,105 3.9 2,626 3.4 

第２次産業 23,127 29.4 22,316 28.8 

第３次産業 50,332 63.9 49,884 64.4 

分 類 不 能 2,179 2.8 2,604 3.4 

計 78,743 100.0 77,430 100.0 

平成２７年国勢調査 令和２年国勢調査
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３ 市の予算状況 

 

     （単位：千円）

令和6年度 令和5年度 増 減 額 増 減 率

  特   別   会   計 67,871,703 63,880,580 3,991,123 6.2% 

27,747,732 23,954,747 3,792,985 15.8% 

16,485,305 16,698,119 △212,814 △1.3% 

19,140,710 19,040,630 100,080 0.5% 

4,495,284 4,184,409 310,875 7.4% 

2,672 2,675 △3 △0.1% 

収 益 的 支 出 3,913,887 3,896,368 17,519 0.4% 

収 益 的 支 出 5,052,404 4,981,298 71,106 1.4% 

13,427,810 13,107,506 320,304 2.4% 

収 益 的 支 出 12,058,300 12,012,120 46,180 0.4% 

資 本 的 支 出 1,369,510 1,095,386 274,124 25.0% 

  企   業   会   計

73,097,606 68,436,451 

令和6年度　  予 算 額 調

会 計 区 分

  一   般   会   計 4,661,155 6.8% 

競 輪 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

介 護 保 険 事 業

後期高齢者医療事業

住宅新築資金等貸付
事 業

水 道 事 業

松 阪 市 民 病 院 事 業

合         計 172,425,844 162,773,377 

11,776,282 11,097,644 下 水 道 事 業

資 本 的 支 出 6,723,878 6,116,346 

6,251,196 6,252,443 

資 本 的 支 出 2,338,556 2,354,828 

5.9% 

31,456,535 30,456,346 1,000,189 3.3% 

9,652,467 

678,638 6.1% 

607,532 9.9% 

1,247 0.0% 

△16,272 △0.7% 
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     （単位：千円）

令 和 6 年 度 令 和 5 年 度

構成比 構成比

1 市 税 21,619,805 29.6% 22,384,599 32.7% △764,794 △3.4%

2 地 方 譲 与 税 746,134 1.0% 695,938 1.0% 50,196 7.2%

3 利 子 割 交 付 金 8,200 0.0% 9,300 0.0% △1,100 △11.8%

4 配 当 割 交 付 金 154,300 0.2% 178,400 0.3% △24,100 △13.5%

5 株式等譲渡所得割交付金 117,200 0.2% 124,300 0.2% △7,100 △5.7%

6 地 方 消 費 税 交 付 金 4,079,000 5.6% 4,244,600 6.2% △165,600 △3.9%

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 46,900 0.1% 52,000 0.1% △5,100 △9.8%

8 環 境 性 能 割 交 付 金 108,900 0.2% 71,700 0.1% 37,200 51.9%

9 法 人 事 業 税 交 付 金 425,300 0.6% 322,200 0.5% 103,100 32.0%

10
国有提供施設等所在市町村
助 成 交 付 金

362 0.0% 363 0.0% △1 △0.3%

11 地 方 特 例 交 付 金 826,016 1.1% 163,500 0.2% 662,516 405.2%

12 地 方 交 付 税 15,485,000 21.2% 14,747,000 21.5% 738,000 5.0%

13 交通安全対策特別交付金 15,000 0.0% 17,000 0.0% △2,000 △11.8%

14 分 担 金 及 び 負 担 金 413,940 0.6% 410,434 0.6% 3,506 0.9%

15 使 用 料 及 び 手 数 料 754,742 1.0% 740,401 1.1% 14,341 1.9%

16 国 庫 支 出 金 12,939,627 17.7% 10,321,516 15.1% 2,618,111 25.4%

17 県 支 出 金 5,325,028 7.3% 5,104,481 7.5% 220,547 4.3%

18 財 産 収 入 31,237 0.0% 30,679 0.0% 558 1.8%

19 寄 附 金 450,404 0.6% 450,005 0.7% 399 0.1%

20 繰 入 金 4,639,470 6.3% 3,656,311 5.3% 983,159 26.9%

21 繰 越 金 665,453 0.9% 179,608 0.3% 485,845 270.5%

22 諸 収 入 838,988 1.1% 807,016 1.2% 31,972 4.0%

23 市 債 3,406,600 4.7% 3,725,100 5.4% △318,500 △8.6%

73,097,606 100.0% 68,436,451 100.0% 4,661,155 6.8%

比較増減

一般会計款別構成表（歳入）

款 増減率

歳 入 合 計



  

8 

 

     （単位：千円）

令 和 6 年 度 令 和 5 年 度

構成比 構成比

1 議 会 費 359,919 0.5% 359,979 0.5% △60 △0.0%

2 総 務 費 5,764,274 7.9% 6,091,933 8.9% △327,659 △5.4%

3 民 生 費 32,846,812 44.9% 29,448,603 43.1% 3,398,209 11.5%

4 衛 生 費 5,936,351 8.1% 6,167,190 9.0% △230,839 △3.7%

5 労 働 費 109,666 0.2% 104,870 0.2% 4,796 4.6%

6 農林水産業費 2,084,592 2.9% 2,001,028 2.9% 83,564 4.2%

7 商 工 費 4,340,588 5.9% 3,366,863 4.9% 973,725 28.9%

8 土 木 費 7,110,205 9.7% 6,849,505 10.0% 260,700 3.8%

9 消 防 費 2,428,842 3.3% 2,416,694 3.6% 12,148 0.5%

10 教 育 費 6,543,082 9.0% 6,367,736 9.3% 175,346 2.8%

11 災 害 復 旧費 11,500 0.0% 11,500 0.0% 0 0.0%

12 公 債 費 5,531,775 7.6% 5,220,550 7.6% 311,225 6.0%

13 予 備 費 30,000 0.0% 30,000 0.0% 0 0.0%

73,097,606 100.0% 68,436,451 100.0% 4,661,155 6.8%歳 出 合 計

比較増減

一般会計款別構成表（歳出）

款 増減率
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４ 市議会の状況 

 (1) 議員数（令和６年４月１日現在） 

   条例定数 28 人  現員数 28 人  

 

 (2) 会派・党派別構成 

（令和6年4月1日現在）

会派名等

政　友　会 1 
人 人 人

8 
人

9 
人

蒼　水　会 2 4 6 

市民クラブ 5 5 

公　明　党 3 3 

会派に所属
しない議員

2 3 5 

計 3 2 3 20 28 

日本共産党 公　明　党 無　所　属 計自由民主党

 (3) 年齢別議員数（令和６年４月１日現在） 

   30～39 歳 １人   40～49 歳 ３人   50～59 歳 ７人    

   60～69 歳 13 人     70 歳以上  ４人 

        〔平均 60.0 歳  最年長 79 歳  最年少 35 歳〕 

 

 (4) 議会開催状況（令和５年１月～12 月） 

区　　分 開会月日 閉会月日 会期日数 実会議日数

第１回２月定例会 2月15日 3月23日 37日  8日  

第２回４月臨時会 4月28日 4月28日 1日  1日  

第３回６月定例会 6月15日 7月11日 27日  6日  

第４回８月臨時会 8月17日 8月18日 2日  2日  

第５回９月定例会 9月12日 10月24日 43日  7日  

第６回11月定例会 11月16日 12月12日 27日  6日  

137日  30日  計

 

・毎年、８月臨時会では、議長・副議長をはじめ、すべての役員改選が行われる。 
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 (5) 常任委員会 

（令和３年４月１日行政組織機構改革に伴い所管事項を変更） 

・原則、定例会会期中の常任委員会は、１日２委員会同時開催している。 

・一般会計予算審査は、歳入･歳出分割方式で行う。 

・委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でな

い議員に対し、出席を求め説明や意見を聴くことができる。また、委員会は、委員

でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決定する。 

 

 (6) 議会運営委員会 

  ・定  数 ９人 

  ・選出方法 会派の構成人員により案分による選出 

  ・任  期 １年 

  ・会派要件 ３人以上 

  ・所管事項 議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に 

                関する事項、議長の諮問に関する事項 

 

 (7) 特別委員会 

  ● 決算調査特別委員会（毎年９月定例会で設置） 

     一般会計、特別会計及び企業会計の決算の審査を行う。平成 23 年９月定例会か

ら議会改革検討委員会の提言に基づき、決算審査は分科会方式で行われることに

なった。決算議案は、議長と議会選出監査委員を除く全議員で構成された決算調

査特別委員会に付託され、さらに、常任委員会と同メンバーで構成する総務企画・

環境福祉・建設水道・文教経済の４分科会に所管の事項を分担送付し、１日２分

科会で予算審査と同様、歳入･歳出分割方式で審査する。審査後、特別委員会で分

科会長報告が行われ、その後、特別委員長報告が行われ議決となる。 

名　　称 所　　管　　事　　項

総　務　企　画 7

人 秘書広報局、防災対策課、企画振興部、総務部、会計
管理課の所管に属する事項、消防に関する事項、他の
委員会の所管に属しない事項

環　境　福　祉 7
環境生活部、健康福祉部、福祉事務所の所管に属する
事項、市民病院に関する事項

文　教　経　済 7
教育委員会、産業文化部、農業委員会の所管に属する
事項

建　設　水　道 7 建設部、上下水道部の所管に属する事項

定　数
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  ● 議会改革特別委員会（令和３年８月 12 日設置） 

    議会基本条例制定を主たる目的として平成 23 年３月 25 日に初めて設置された。

議会基本条例制定以降は、議会改革に主眼を置き、その検討項目について調査、検

討を継続して行うために、議員全員で構成する特別委員会を改選毎に設置している。 

 

 (8) その他の委員会 

● 広報広聴委員会（令和３年８月 12 日設置） 

本委員会は、議長、副議長を含む 10 人以内の委員（令和３年８月 12 日現在の委

員数は８人）で構成し、市議会の広報部門として市議会だより「みてんか」の編集

や発行、広聴部門として議会報告会や市民との意見交換会などを行う。 

   

 (9) 委員会等開催状況（回数）                   （令和５年中） 

   総務企画委員会             9 回        地域医療と松阪市民病院のあり方 

     環境福祉委員会            11 回          調査特別委員会          5 回 

   文教経済委員会      11 回        総務企画委員会協議会     4 回 

   建設水道委員会       6 回        環境福祉委員会協議会     5 回 

議会運営委員会            22 回        文教経済委員会協議会     6 回 

   決算調査特別委員会      2 回     建設水道委員会協議会     4 回 

     総務企画分科会      1 回        広報広聴委員会         12 回 

        環境福祉分科会      1 回        広報広聴委員会打合せ会   12 回 

    建設水道分科会      1 回     

文教経済分科会      1 回         

    議会改革特別委員会       2 回       

    作業部会         7 回     

 

(10) その他の会議開催状況（令和５年中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名　称 開催数 名　称 開催数

全員協議会       0回 予算説明会       1回

会派代表者会議       6回 議会報告会       8回

議員研修会       1回 議会報告会全体会       7回
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(11) 定例会の日程（当初予算（肉付け予算を含む）と当初予算提案説明における基本的な

考え方に対する代表質問及び決算審査が行われる議会を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①標準の定例会日程は、上表のとおりであるが、実際にはここに休日が入り、会期は

おおむね 20 日前後が通例となる。 

 ②２月定例会では、２月定例会開会日から逆算して休日を含む３日前に当初予算説明

会を行う。日程は各会派等による代表質問が５日間にわたり行われることと、常任

委員会に予備日を設けるため、通常の定例会より会期は 10 日ほど長くなる。平成

31 年第１回定例会より１回の常任委員会で当初予算等と補正予算等の審査を行う

ように変更した。（以前は、別日で開催） 

  ③９月定例会では、決算議案の審査が行われるので、通常の定例会より会期は 10 日ほ

ど長くなる。なお、以前は、決算議案上程と補正予算議案等の上程日を別々に行っ

ていたが、令和２年９月定例会より開会日初日に上程するように変更した。 

  ④開催時刻は、本会議・委員会とも基本は午前 10 時である。 

 

(12) 議案配付 

議案は招集日７日前に開催される議会運営委員会にて、タブレット端末に配信され

るのが通例であり、議会運営委員会終了後、委員以外の全議員に当日中に配信される。

なお、人事議案は、上程する議会の当日にタブレット端末に配信する。 

 

 

 

日　程 内　　　容

　　７日前 招集告示、議会運営委員会（議案配付）

　　１日目 本会議開会（議案上程・提案説明）

　　２日目 一般質問通告期限（正午）※議会運営委員会にて決定

　　３日目 議案に対する質疑通告期限（正午）※議会運営委員会にて決定

　　４日目 本会議（議案質疑→委員会付託、請願・陳情上程→委員会付託）

　　５日目 休会

　　６日目 本会議（一般質問）

　　７日目 休会

　　８日目 本会議（一般質問）

　　９日目 休会

　１０日目 本会議（一般質問）

　１１日目 委員会（環境福祉、文教経済）

　１２日目 委員会（総務企画、建設水道）

　１３日目 休会

　１４日目 休会

　１５日目 議員間討議・討論に対する通告期限（正午）

　１６日目 本会議閉会（委員長報告、議決）
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(13) 予算説明会 

  予算説明会は、議会基本条例第９条第２項及び予算説明会実施要綱・要領に基づき

実施するものである。当初予算議案審査にあたり、あらかじめ議員が予算に関する情

報を取得することにより、審議をより充実させることを目的とし、定例会開会日前の

１日間で行われる。説明は、予算書、予算説明資料及び議会基本条例第９条第２項に

規定する資料をもとに、議案順に、それぞれの会計の款順に、関係する課長が一般会

計、その他会計の説明を行う。 

 

(14) 一般質問（議案に対する質疑以外の市政全般を範囲とした個人質問） 

  ①毎定例会（２月定例会を除く）で行われ、質問時間は１人当たり 50 分（答弁時間も

含む）。 

  ②質問は通告制で、通告書を持参する。ただし、メール又はチャットツールも認める。

通告期限は、定例会初日の議案の提案説明が終了した時点から受け付け、締め切り

時期は議会運営委員会で決定されるが、通例では、定例会初日の本会議散会後から

受け付けをし、翌日の正午までとする。 

③受付順に番号くじを引いてもらいそのくじ順で一般質問を行う。 

④通告締め切り後、速やかに質問者の順番と内容を確認した上で、整理したものを締

め切り日の夕方には全議員、執行部及び記者クラブ等へ周知し、市議会のホームペ

ージへ掲載する。 

⑤ケーブルテレビとインターネットによる生放送と録画が放映される。また、市議会

だよりにもその内容が掲載される。 

⑥質問の方式は、総括方式、一問一答方式、分割方式の選択制で、質問の冒頭にその

方式を宣言する。執行部の答弁席への登壇について、総括方式と分割方式について

は、1 回目は答弁席へ登壇し、２回目以降は自席にて答弁を行い、一問一答方式に

ついては、1 回目からすべて自席にて答弁を行う。質問の２回目からは一問一答方

式も認める。また、時間管理は残時間表示システムを使用する。 
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(15) 代表質問（当初予算、当初予算説明における基本的な考え方について、及び一般質

問に関する事項（当初予算と基本的な考え方、及び当初に出される予算議案以外の議

案を除く、市の一般事務に関する事項）に対する代表質問） 

①当初予算（肉付け予算を含む）と当初予算説明における基本的な考え方が行われる

定例会で実施。質問は会派及び会派に所属しない議員ごとに行われ、割り当てる発

言時間は答弁も含め、議員１人当たり 50 分とする。ただし、令和６年第１回定例

会より、事前（招集議運の前日の正午まで）に届け出を行うことにより質問時間を

50 分単位で短縮することができるように変更した。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

②開会日前日の正午までに、代表質問者を議会事務局まで報告する。 

③質問は通告制で、通告書を持参する。ただし、メール又はチャットツールも認める。

通告期限は代表質問の３日前の正午（休日祝日を除く）。また、通告日が本会議と重

なった場合はその前日とする。１会派の代表質問が２日以上にわたる場合、質問日

初日の応当日を通告期限とする。 

④質問の順序は、議会運営委員会でくじにより決定される。 

⑤代表者の質問方法は、総括方式、一問一答方式、分割方式の選択制で、質問の冒頭

にその方式を宣言する。時間管理は残時間表示システムを使用し、代表者が質問を

終えた後、会派の持ち時間内であれば、同一会派議員による関連質問も認める。関

連質問の方法は総括または一問一答を選択する。 

 

(16) 議案質疑（議案に対する質疑） 

①質疑時間は申し合わせにより、１人当たり 60 分程度（答弁時間も含む）を目安とし

ている。 

②質疑は原則通告制で、通告書は文書により持参する。ただし、メール又はチャット

ツールも認める。通告期限は質疑日の前日の正午（休日祝日を除く）。 

③質疑の順番は、議案ごとにくじにより決定する。 

 

 

 

会派名等 人数 １人50分 質問時間

政友会 9人 50分 450分

蒼水会 6人 50分 300分

市民クラブ 5人 50分 250分

公明党 3人 50分 150分

会派に所属しない議員 5人 50分 250分

合　計 28人 1,400分

※令和６年２月定例会での会派名
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(17) 文書質問（市政に関する事項） 

  ①議会基本条例第 11 条第 1 項及び文書質問取扱要綱に基づく文書質問で、議会開会期

間中以外で受け付ける。 

②文書質問は、議員が文書質問書を議長を経由して市長に提出し回答を求める。回答

書は議長を経由して質問議員へ送付される。 

③文書質問書及び回答書の内容は、市議会ホームページ等で公表する。 

 

(18) 反問権と反論権 

①反問権 

・議会基本条例第 10 条第 1 項及び反問権及び反論権に関する要綱に基づき、市長等は

議会の審議において、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して、問い返

すことができる質問権。 

②反論権 

・議会基本条例第 10 条第 1 項及び反問権及び反論権に関する要綱に基づき、市長等は

議会の審議において、議長又は委員長の許可を得て、議員又は委員会からの条例の

提案、議案の修正、決議等に対して、反対の意見や建設的な意見を述べることがで

きる発言権。 

 

(19) 議員間討議 

①議員間討議は、議案審議において議員相互間の闊達な議論を通じて、議員間の合意

形成を図るものである。 

②議員間討議は、本会議審議や委員会審査において、質疑終了後、議員同志で行われ

る。 

③議員間討議は、本会議においては原則、通告制とし、委員会においては、質疑･意見

の対象となったものを議題とする。 

 

(20) 委員会付託・委員長報告 

①一般会計予算は、所管の常任委員会へ歳入・歳出分割付託。決算は決算調査特別委

員会へ付託し、所管の分科会へ歳入・歳出分担送付。 

②特別会計予算、企業会計予算及び条例は、所管の常任委員会へ付託。決算は決算調

査特別委員会へ付託し、所管の分科会へ分担送付。 

③人事案件、議員提出案件（例外もある）及び緊急の案件は、委員会付託を省略する

ことが通例である。 

④委員長報告の内容は、審査の質疑、答弁、意見、議員間討議、討論などを要点筆記

したもので、発言者名は報告していない。 

⑤本会議での報告は、委員会ごとに行われ、その後委員長報告について一括して質疑

を受け、次に、議案ごとに議員間討議、討論、採決を行う。 
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(21)採決 

     議案等に対する議員間討議の通告及び反対、賛成の討論の通告、並びに討論をしない

が反対する通告の提出がなかった議案等については、一括採決を実施する。 

 

(22) 請願と陳情 

①請願 

・請願書は、紹介議員１名以上が必要で、議長・副議長は紹介議員にならないものと

する。また、請願の所管の常任委員長・副委員長も紹介議員にならないものとする。

ただし、超党派となることにより、議会運営委員会委員全員が紹介議員となる場合

は、この限りではない。 

・原則、上程する定例会開会１週間前の議会運営委員会前日までに受理したものを上

程する。ただし、急を要する場合は、その都度議会運営委員会で協議する。請願書

の受理は原則持参とする。 

・議会基本条例第６条第２項及び同第３項、請願及び陳情取扱要綱により、委員会審

査において、請願者から趣旨説明（口頭陳述）を受けることができる。 

・令和５年の上程件数は６件 

②陳情 

・陳情は、松阪市の住民から出されたもので、松阪市が処理権限を有するものとする

上程については、請願の取り扱いと同様とする。 

・令和５年の上程件数は０件 

 

(23) 議会報告会 

平成 24 年 11 月 1 日に施行された松阪市議会基本条例（以下「議会基本条例」とい

う。）第５条及び松阪市議会議会報告会実施要綱に基づき、当初予算及び決算を審議す

る定例会終了後の年２回開催するもので、全議員４班編成で、市民に対して議会の活

動状況及び予算、決算等の審議状況などを報告する。令和元年秋の議会報告会では、

各常任委員会別での開催とし、第２部においてはワークショップを開催するなどして

参加者と意見交換を行った。令和３年春の議会報告会からは、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、「オンライン議会報告会」として、誰でも視聴ができるように松阪

市議会 YouTube チャンネルで動画配信を開始。令和４年秋の議会報告会からは、会場

での議会報告会と併せて動画配信も行い、広報機能の充実を図っている。 
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(24) 議員研修会 

・議員研修会は、議員の資質向上と見識を高めるため実施している。最近の開催状況

は次のとおり。 

 

(25) 委員会行政視察調査（令和５年度実績） 

 

開催日 研修テーマ 講　師

R2.2.3
質問力で高める議員力・議会力
～質問力をより高めるポイント～

株式会社地方議会総合研究所
代表取締役　廣瀬　和彦　氏

R2.8.28 COVID-19感染状況と今後の見通し
松阪市民病院統括副院長兼呼吸器
センター長　畑地　治　氏

R4.1.21
総合的な危機管理について
～非常時のためにどう備えるのか～

三重大学医学部附属病院
災害対策推進・教育センター
災害対策コーディネーター
岩本　豊一　氏

R5.2.3
再生可能エネルギーと地域の力
～改正温対法などの政策動向を
地域で活かすには～

NPO地域づくり工房
代表理事　傘木　宏夫　氏

R6.2.1
「議会力、議員力の強化に向けて」
一般質問と所管事務調査の活用
自治法改正に伴う議会のオンライン化など

全国市議会議長会
企画議事部
主事　内田　貴文　氏

委員会名 視察日 視察場所 視察項目

神奈川県茅ケ崎市 ・行財政改革の取り組みについて

神奈川県秦野市 ・秦野市総合防災情報システムについて

神奈川県横須賀市 ・ChatGPTについて

東京都千代田区
・自殺対策の取組について
（視察先：NPO法人 自殺対策支援センター ライフリンク）

東京都八王子市 ・ごみ減量対策について

栃木県宇都宮市 ・共働き子育てしやすいまちづくりについて

東京都八王子市 ・学童保育所における夏季休暇中の給食提供事業について

茨城県牛久市 ・コミュニティ・スクールについて

静岡県伊豆市
・有害鳥獣対策事業について
・イズシカ問屋管理運営事業について
（視察先：イズシカ問屋）

広島県尾道市 ・尾道市空家等対策計画について

愛媛県新居浜市
・建設・上下水道事業におけるアセットマネジメント推進に
ついて

香川県丸亀市
・丸亀市都市計画マスタープラン（丸亀市立地適正化計画）
について

東京都多摩市
・「決算と予算の連動」を図ることを目的とした事業評価に
ついて

茨城県つくばみらい市 ・特定所管事務調査の取組について

広報広聴 R6.2.7 兵庫県西宮市 ・バーチャル議会について

建設水道
Ｒ6.1.24
　～26

議会運営
Ｒ6.1.11

～12

総務企画
Ｒ6.1.16
　～18

環境福祉
Ｒ6.1.15
　～17

文教経済
Ｒ6.1.24
　～26
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(26) 議会中継 

本会議（定例会）の模様は、ケーブルテレビの行政チャンネル（デジタル 123ch）

で生放送及び録画放送を実施。 

また、本会議（定例会・臨時会）、常任委員会、議会運営委員会、全員協議会及び委

員会協議会の模様は、YouTube で動画配信を実施している。 

 

(27) 議員報酬と期末手当 

   議  長 564,000 円（令和６年４月１日改定） 

   副 議 長 503,000 円（     〃      ） 

   議  員 445,000 円（     〃      ） 

   期末手当 （ 6 月・12 月）報酬の 170/100（令和６年４月１日改定） 

        加算率 20/100 

※議会選出監査委員 月額 58,000 円（平成 27 年 4 月 1 日改定） 

 

(28) 視察旅費 

  ① 常任委員会           28 人(1 人年額) 100,000 円 

  ② 議会運営委員会          9 人(1 人年額)  50,000 円 

  ③ 広報広聴委員会          10 人(1 人年額)  50,000 円 

     

(29) 政務活動費 

   会派及び会派に所属しない議員 1 人当たり月額 25,000 円（年額 300,000 円） 

 

(30) 議会事務局機構及び職員数（定数 12 人、現員９人※うち再任用職員１人） 

 

 

 

 

 

(31) 特別職等給料・報酬 

 ①特別職 

 ・市 長 1,004,000 円（令和６年４月１日改定） 

 ・副市長   778,000 円（     〃      ） 

 ②教育長   674,000 円（     〃      ） 

 
 
 
 
 
 

総務係（２）

局　長 次　長 議事係（３）※うち再任用職員1人

調査係（２）
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(32) 松阪市議会だより編集･発行 

 議員の議会活動を広く市民に知ってもらうため、前記の「広報広聴委員会」により

松阪市議会だより「みてんか」を編集･発行している。委員会は 1 発行につき数回開催

され、発行回数は年間 5 回（定例会号 4 回、臨時会号 1 回）で、発行部数は、65,000

部。定例会号の主な内容は、一般質問や代表質問の質疑応答や議決における議員個人

の表決などで、臨時会号は、毎年行われる議員の役員改選に伴う内容である。規格は、

Ａ4 版のカラー刷り。 

 

(33) 会議録 

①会議録（冊子） 

本会議の会議録は、必要議員や文書・情報公開係、市議会図書室、市立図書館、各

地域振興局へ配付する。また、委員会の会議録は、文書・情報公開係へ配付する。 

②会議録検索システム 

会議録検索システムは、市議会のホームページにて、本会議、常任委員会、特別委

員会及び全員協議会の会議録を掲載する。 

 

(34) 行政視察受け入れ状況（令和５年実績） 

・受 入 数 21 件（16 市、３町、２県） 

・視察内容 

   １位（４件） 松阪市議会の議会改革、書かないワンストップ窓口 

  ２位（３件） 松阪市総合運動公園スケートパーク 

３位（２件）  松阪牛の畜産の振興と観光利用等 

４位（１件） 認知症初期集中支援チームの取り組み、福祉まるごと相談室、 

       歯と口腔の健康づくり、教育施策の推進、ＩＣＴ教育の取り組み、 

       エネルギーの地産地消、松阪市飯南茶業伝承館における茶業生産 

       者の担い手の確保・育成、松阪市クリーンセンターのごみ処理に 

       ついて 

 

 (35) 議会改革について           

平成 22 年 2 月 23 日、10 名の委員により、本市議会をより活性化し、もって市民の

負託に的確に応えることを目指し、今後の議会のあり方及び当面の諸課題について検討

することを目的に「議会改革検討委員会」が設置された。 

検討委員会では、全議員から出された 127 の議会改革検討項目について、17 回の委

員会を経て一通りの審議が終了し、平成 23 年 3 月開催の全員協議会で「議会改革検討

委員会審議結果報告」が行われ、これをもって検討委員会は、所期の目的が達成された
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と同時に審議されてきた検討項目を新たな議会改革特別委員会に引き継ぐことになっ

た。 

  同年 3 月 25 日、議会基本条例制定を主たる目的とした「議会改革特別委員会」が議

員全員を構成員として設置された。設置後、速やかに特別委員会の下部組織として、部

員 10 人の構成による「作業部会」が設置され、平成 24 年 9 月定例会で議会基本条例が

制定された。平成 24 年度末までに特別委員会 16 回、作業部会 60 回を開催した。 

これまで、検討委員会及び特別委員会から提言され、実施された議会改革事項は、議

員の賛否の公表や一般質問の選択方式、正・副議長選挙における立候補制導入、議員の

各種審議会からの辞退、決算審査における分科会方式導入、一般会計予算・決算歳入分

割方式導入、議員間討議、さらには、平成 24 年 11 月 1 日議会基本条例施行及び同条例

制定に伴う関係条例、規則、要綱、規約の制定等である。 

議会基本条例でとりわけ特筆すべき事項は、議会報告会、公聴会制度、参考人制度、

請願・陳情者の委員会での趣旨説明機会、市長による政策等の説明、反問権・反論権、

文書質問、政策討論会、附属機関の設置、政治倫理規定である。 

平成 25 年 8 月、市議会議員改選後、新たに、改選前の特別委員会の議会改革推進の

意思を受け継ぐ形で、全議員 28 人で構成する特別委員会が 8 月 13 日設置され、下部組

織に部員 10 人で組織する同作業部会を設置し、引き続き、議会基本条例の趣旨に則り、

議会改革は進められた。 

市議会では、市議会議員選挙に向けた議員定数の検討を行うため、議員定数の調査を

行うことを目的に、議会基本条例第 16 条の規定に基づき専門的な知見を有する学識経

験者等 4 人で構成する『議員定数のあり方調査会』を平成 28 年 5 月 6 日に設置した。4

回の会議を経て調査会から現行の議員定数 28 人を妥当とする意見書が議長へ提出され、

その意見書をもとに議会報告会や自治会連合会で市民の意見を求めた結果、大半が現行

の 28 人を妥当とする意見であったため、議員定数は現行のままとしている。 

令和 3 年 8 月、市議会議員改選後も全議員で構成する議会改革特別委員会を令和 3

年 8 月 12 日に設置し、設置後、速やかに特別委員会の下部組織として、部員 6 人の構

成による「作業部会」が設置され、松阪市議会のさらなる議会改革の推進に向けて議論

を継続している。 

近年の主な改革は以下のとおりである。 

 

① 松阪市議会のトリセツ（議会白書）の作成 

   市議会の役割や議会運営の流れ、更には市民の意見を反映させる請願や陳情の仕組

みなどを丁寧にわかりやすく、少しでも議会を理解してもらえるよう、市民の議会へ

の関心を高める一助とすべく「松阪市議会のトリセツ（議会白書）」を作成し、全戸配

布を行った。 
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平成 29 年 12 月に当時の議長から提案があり、議会改革特別委員会作業部会を 11

回開催し議論を重ね、平成 30 年 11 月 1 日に市内各世帯（67,000 部）に発行した。 

 

② 議会報告会の開催方法の見直し 

これまで全議員 28 人を 4 班に分け、1 日 4 会場 3 日間で実施していたが、令和元年

秋からは常任委員会単位の班で実施するため、議会報告会実施要綱の一部を改正した。

第 2 部では各常任委員会においてテーマを決め、また、ワークショップ形式を取り入

れるなど、住民との意見交換の充実を図れるよう取り組んだ。 

 

③ 政策討論会 

   常任委員会活動をより活性化させ、議会として政策提言に向けて取り組んでいける

ように、令和元年 12 月に政策討論会実施要綱の一部改正を行い、常任委員会で政策討

論会が行えるよう分科会としての位置付けを行った。 

   総務企画委員会が、令和２年２月に第１回政策討論会分科会（テーマ「移住促進」）

を開催し、松阪市地域おこし協力隊との意見交換や、移住・交流推進機構（JOIN）職

員や和歌山県田辺市移住定住推進担当職員とのオンラインによる意見交換など、令和

３年１月までに政策討論会を８回開催し、同年３月、松阪市長へ提言書を提出した。 

   また、環境福祉委員会が、令和４年４月に第１回政策討論会分科会（テーマ「こど

も医療費助成事業」）を開催し、松阪市の「こども医療費助成事業」の現状と課題の抽

出、保護者アンケート調査、結果の協議など、令和４年８月までに政策討論会を７回

開催し、同年８月、松阪市長へ提言書を提出した。 

 

④ 議会基本条例等の一部改正及び議員の議員報酬等の減額に関する条例の制定につ

いて 

平成 25 年「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」や平成 30 年「政治 

分野における男女共同参画の推進に関する法律」が制定されるなど、政治分野におけ

る環境整備の要請が高まってきている状況にある。開かれた議会を目指して男女の差

なく、障がいの有無にかかわらず、誰もが議会活動ができるように、松阪市議会基本

条例の一部改正を行うことについて検討を行うこととなった。令和２年２月に有志４

人の議員から議長宛てに提出された開かれた議会を目指した提案内容も勘案し、松阪

市議会基本条例に「市民の多様性を尊重し、開かれた議会への環境整備」について追

加規定を行った。 

また、長期間欠席した議員に対する報酬減額を規定する条例として、令和５年６月 

定例会で松阪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する

条例が制定された。令和４年６月から令和５年６月までに特別委員会１回、作業部会
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17 回を開催した。 

  

⑤ 議会 ICT 化への取組 

  議会 ICT 化を図るため、タブレット端末を導入することとし、令和３年度からの 

 の運用に向けて、議会改革作業部会と同等の位置付けとして、令和２年 10 月、第１ 

 回議会 ICT 化プロジェクト会議を開催し、令和３年３月までに 10 回開催し、「松阪 

 市議会タブレット端末運用基準」を定めた。 

  なお、令和３年５月定例会より、紙との併用でタブレット端末を活用した審議、審 

  査を行い、令和３年９月定例会より本格運用を行った。また、令和３年５月より、タ

ブレット端末のアプリを活用したスケジュール管理の運用を開始した。 

  さらに、令和４年８月より、会議等の日程調整や開催通知等の送付にチャットツー

ルを活用して運用している。 


