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　私が広報委員会の新委員長に就任して早くも２回目の
広報紙発行となりました。洗練された委員会メンバー
皆さんの協力のもと、私らしさも少しだけ織り込みながら、
読む人が「楽しい」と感じるものにしていければと思って
います。乞うご期待！　　 議会広報委員長   倉重　徹

議会広報委員会（10名）／倉重徹委員長、田尻善裕副委員長
小佐井賀瑞宜委員、福永洋一委員、浜田大介委員、井本正広委員、田上辰也委員、
田中敦朗委員、那須円委員、紫垣正仁委員

市議会からのお知らせ

…どなたでも自由に傍聴することができます。

…委員会室外に設けられたモニターテレビを通じて、どなたでも自由に傍聴（視聴）
　 することができます。

※子ども議会では各班２つずつの質問を行い、そのうち１つの質問を載せております。全ての質問や会議の模様は熊本市議会ホームページにてご覧いただけます。

トピックス 中学生による子ども議会 平成２６年８月８日、１８回目となる子ども議会が開催され、52名の子ども議員から
中学生ならではのユニークな質問や提案がありました。

平成 3 年以降の定例会・臨時会会議録及び平成15年 5 月以降の各委員会会議録を市議会
ホームページに掲載しています。それより以前の分については、議会図書室等で閲覧する
ことができます。

本会議

インターネット中継について

・傍聴希望の方は、本会議の開催される日に議会棟５階の受付にお越しください。
・手話通訳を希望される方は、傍聴希望日の１週間前までに下記の議会事務局までご連絡ください。

会議録について

傍聴について

定例会、臨時会の本会議ならびに予算決算委員会は市議会ホームページで生中継 ・ 録画
中継を行っています。

点字・音声版を発行しています
希望される方は、下記の議会事務局まで
お電話いただくか、必要事項（住所・氏名・
電話番号・点字か音声のどちらを希望する
か）を記載のうえ、メール・ＦＡＸ・郵便にて
ご連絡下さい。

委員会

皆様のご意見をお寄せください

９月11日(木)開会

議会だよりをさらに良いものにしていくために
ご意見・ご感想を募集しております。
送付先：下記の議会事務局までお願いします。

次 の 定 例 会 は

詳しい会議日程は熊本市議会
ホームページをご覧ください。

訂正とお詫び
くまもと市議会だより「いちょう」平成26年
6月号vol.11の2ページに掲載しております、

「平成26年度当初予算の概要」の記事に誤りが
ありました。
お詫びして訂正いたします。

（誤）８１０億１５８万円 → （正）８１０億１，５８５万円

6班

5班

4班

自転車専用レーンについて

藤崎宮前交差点から坪井
橋までの約500ｍ区間、

龍神橋から白川橋までの約5ｋｍ
の区間について関係者と協議を
行っている。

質問

答弁

自転車専用レーンを、市内
のどれくらいの範囲で

整備していく予定なのか。

「ひごまる」の活用について

ぬいぐるみなどの「ひごまる」
グッズを増やしたり、

熊本城や城彩苑でおもてなし
活動を行ったりする予定である。

質問

答弁

熊本市がより一層活気
づくために、「ひごまる」を

どのように活用しようとしている
のか。

地下水量の保全活動について

かん養事業に加え、節水
を呼びかけていく。また、

白川中流域で作られた農産物を
購入することで、地下水を育むこと
につながるウォーターオフセット
事業を進めていく。

質問

答弁

地下水かん養事業やウォー
ターオフセット事業（※６）

をどのように進めていくのか。

3班

2班

1班

「健康づくりできます店」について

市政だよりや市ホームページ
の活用以外に、ウェブ上に

地図情報を掲載しスマートフォンから
検索しやすくする。また、店舗を巡る
スタンプラリーを実施予定である。

質問

答弁

「健康づくりできます店」
をたくさんの人に知って

もらうために、今後どのような取り
組みを考えているのか。

スマートフォンの使用方法について

家庭で話し合いができる
よう保護者に働きかけ、

先生と一緒に自分たちのルール
を作るよう支援したい。

質問

答弁

保護者に、スマートフォン
の危険性や学校で決めた

ルールが伝わるように協力して
いただけないか。

「まなぼうさい」や地域版ハザードマップについて

「まなぼうさい」をはじめとした
防災の取り組みが、地域にお

いて数多く開催されるよう働きかける。
地域版ハザードマップは、できる限り
早急に市内全域での作成・配付を目指し、
災害時の避難等に役立ててもらう。

質問

答弁

「まなぼうさい」や地域版
ハザードマップについて、

今後どのように取り組んでいくのか。

熊本市議会 検 索←

…地下水を育む地域で作られた米などの農産物を消費することで、地下水量を保つ取り組み。この用語って何？ ウォーターオフセット事業（※６）


