
はじめに

　市町村の年度は 4月 1日に始まり、 3月31日に終わります。こ
の切り替えのタイミングで人事異動があり、 4月 1日には管理職
あるいは課長としての 1日目を迎える人が、全国にいます。
　本書では、管理職デビューをしたものの、議会答弁が不安、苦
手だという市町村職員の人にお読みいただこうと考えて書きまし
た。私は市職員をしていますので、本書は市町村で議会答弁する
人が日頃からどう準備すればよいかという視点でまとめていま
す。また、これから管理職をめざしたい、めざそうかなと実は迷っ
ている人にも、ぜひ、お読みいただきたいと思っています。
　管理職といえば、議会です。議会答弁がいやだから管理職には
なりたくないという話をよく聴きます。管理職への登用は、本人
の意思で受験する昇任試験もあれば、意向確認や推薦で決定され
る場合もあり、その方法は市町村によって違います。職員数や年
齢構成によって管理職デビューの年齢も、30歳代後半から50歳代
までと幅広いケースがあります。日本には1,500を超える市町村
があり、人口規模で見れば百数十人の村から300万人を超える市
があり、職員数で見ても20人前後の村から 3万人を超える市まで
あります。実に多様です。
　答弁は、議事録が残る公式の場で、担当している施策や事業の
範囲のことを質問されて答える場面です。苦手だ、不安だと思っ
て当然です。最初からパーフェクトにできないし、おそらく、パー
フェクトな答弁は極めて稀です。私は「疲れた、面倒だ」と感じ
たら、日本中でともに市町村管理職として闘っている多くの仲間
がいると考えるようにしています。

22



　ふりかえれば、2005年 4 月 1 日に、私は課長補佐として管理職
デビューの日を迎えました。あれから月日が流れ、議会出席デ
ビューから約16年、答弁デビューから約11年が過ぎました。2016
年～2019年度の 4年間は政策企画部長として、数々の答弁、本会
議一般質問の答弁査定を担っておりました。その後、2020年 4 月
の人事異動に伴い、査定する立場ではなくなりました。しかし、
議会答弁についていろいろと思うこと、気づくことを何か書いて
残してみたいと、かねてから思っていました。役所には定年があ
りますから、後輩に伝えていく時期にも来ています。
　そのようななか、2020年 6 月頃に、次の時代の管理職のみなさ
んに少しでもお役に立つよう議会答弁のノウハウを書いてみよう
と思い立ち、簡単なパワーポイント資料を作ってみました。これ
を、試しに使ってくれた後輩の声を基にブラッシュアップしよう
としていたところ、10月に本の発行のお話しをいただきました。
　人前で話をするのが怖い、理路整然とは話ができない、議会答
弁なんてとんでもないという人は、少なくないと思います。しか
し、日頃からの仕事の仕方を工夫することで、自信をつければ、
議会答弁は怖くありません。
　今でも、議会答弁は好きではありませんが、住民のために必要
な政策を実現するためには必要な場面だと考えています。議会答
弁は市町村管理職ならではの仕事です。必要以上に恐れず、日頃
の仕事を地道にやっていれば大丈夫です。自信をもって、管理職
は楽しいといえます。そう思ってくださる全国の仲間を増やした
いと思います。わかりきっているところは読み飛ばしていただき、
気になるところをクスッと笑ってお読みくだされば幸いです。

� 吉川 貴代
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議会答弁の
基礎知識

　市町村には必ず議会があります。４月１日

付で課長や課長補佐という辞令をもらったら、

“議会答弁デビュー”の日がやってきます。苦

手だなぁ、いやだなぁと思うのは誰でも同じで

す。１章は、市職員という経験者かつ実務者と

しての視点で、議会答弁について基本的なこと

を並べてみました。 

章1



1  1 年間の流れをベースにスケジューリング

　議会答弁をする立場、または補佐をする立場になったら、 4

月から 1年間の市町村議会の流れをベースに、日々の仕事を組
み立てていくことが大切です。市町村議会では、年 4回の定例会
が設けられていることが多いので、 6月、 9月、12月、 3月とい
う事例を以下の表にしてみました。

定例会スケジュール図表1-1

　議会は、定例会のほかに臨時会が開かれますが、ここでは定例
会だけを表しています。臨時会は定例会が終わり、次の定例会ま
での間に、緊急で補正予算の提案・審議が必要な場合などに招集
されます。2020年度は、多くの市町村議会において新型コロナウ
イルス感染症対策のための補正予算を審議する臨時会が開催され
ました。
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議会の年間スケジュール
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　市町村の人事異動を考えると、課長になりたての職員が 6月定
例会に向けてドキドキするのは当然です。特に、条例改正や補正
予算などの議案提案があれば、課長は 6月には確実に答弁デ
ビューすることになります。着任した 4月からさっそく準備を始
める必要があります。GWが終われば、すぐにやってきます。早
目に準備を始めるほうが得策です。
　そのほか、 4月に着任した課長や課長補佐にとっては、前年度
の決算審査と翌年度の当初予算が大きな山場になりますから、こ
の表の例では、 9月と 3月の定例会が重要です。

2  異動して初年度の決算審査を乗り切ります！

　 4月の異動から数か月～半年後、決算審査がやってきます。前
任者が携わっていた年度なので、「いなかったから知りません！」
と言いたくなります。しかし、それはできません。「自分が携わっ
ていた！」と錯覚できるレベルまで、答弁のための知識や技術＝
基礎体力を高めれば、答弁はできます。
　どうすれば基礎体力を高めることができるのかは、 2章以降を
お読みください。

3  年度末は翌年度に向けてのキックオフ！

　 3月が近づけば、異動から約 1年。あっという間の 1年だった
なぁと思う頃には、一通りは経験していますから、決算審査のと
きに比べると、ずいぶん、精神的には楽になれます。もちろん、
3月議会は 1年間の仕上げのときですから、謙虚にかつ自信を
もって、最良の答弁ができれば最高です。翌年度から、 1つでも
2つでも、住民福祉の向上があるはずです。
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1  議会答弁の登場場面は本会議と委員会

　「議会答弁、不安だなぁ」。管理職になれば、あるいは、管理職
をめざすときに、多くの人が思うことです。議会の流れを理解す
れば、答弁のための準備がしやすくなります。
　私たち職員が登場する議会答弁の場面は、図表 1 - 2 の★印の
ように、大きく分けると本会議と委員会にあります。本会議では
一般質問、議案が付託された委員会では議案審査などでの答弁が
あります。

2  誰が何を答弁するのかを理解！

　管理職になったら、議会の流れ、誰がどこで何を答弁している
のかを、議事録等に目を通して理解しましょう。
　私は2005年 4 月に課長補佐として、議会デビューをしました。
前年度まで、同じ課で係長をしており、議会提出資料を作成した
ことはありましたし、議会中継をチラチラ見ながら仕事をしてい
ました。ところが、同年 8月末に課長が突然退職したとたん、焦
りました。 9月に新しい課長が就任され、話をするなかで、私自
身が答弁について実はよくわかっていないことに気づきました。
こうならないように、読者のみなさんは、所属している課の業務
に関する質問と答弁を中心に前年度の議事録を読むなど、地道に
勉強する必要があります。
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議会の流れ（定例会の場合）図表1-2


