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商店街組織 の まちづ く りマ ネ ジ メ ン トカ を育 む ま ちづ く り協定策定

　　　　　　　　　　　　　　　　プ ロ セ ス の 開発
一

協定策定 と並行 した実験 的企 画の 実施に よ っ て 生 まれ る 「気づ き」の効果
一

DEVELOPMENT 　OF 　VOLUNTARY −RULE −MAKINGPROCESS 　TO 　NURTURE

　　 COMMUNITY −ORIENTED −MANAGEMENT 　AT 　SHOPPING 　STREET

　
．一一Effects　of 　comlnunity

“

notice
”taken 　through　experience 　of 　planning　 experimental 　events

　　　　　　　　　　　　　　　　 in　Process　of　building　rules 一

　　　　　川 原 　 晋 ＊

， 佐 藤 　 滋 ＊ ＊
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　We　fbund　that　making 　communit プ
‘
notice

”is　the　important　thing 　for　management 　of　 business　and 　townscape　with

voluntary 　ru 且es 　by　the　community 　at　a　shopping 　street ．　To 　make 　community
“
notice

”
Ihe　followings　are　important：

　
・setting 　two 　processes　 which 　are　going　simultaneous ］y　and 　inf］uence 　each 　 other ：（1》process　for　building　 a

voiuntary 　rule ，｛2）process　with 　experiments 　based　on 　the
“
tentative

”
rule ．

　
・accumulation 　of　experiments 　 which 　 are 　some 　projects　and 　 evems 　p且anned 　by　the　community 　 at　the　 shopping

street．

　
・evaluation 　from　diverse　standpoints 　by　storekeepers 　and 　users　in　the　process．

Kaywords　： α8r88服 鵬 resitient
’
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まちづ く り協定、住民参加、マ ネ ジメ ン ト、プロ セ ス デザイ ン 、意欲 ・動機 付け

1．は じめに

1− 1．研究の 背 景

　今 日、都 市空間 を扱 う分野 の み な らず、防 犯 や 福祉 とい っ た様 々

なテ
ー

マ で、住民参加まち づ くりが 行 われ る機会が 増 えた。しか し、

その 多 くは 行政主 導で あ り、各テ
ー

マ の 事 業や 計画 策定 の 終 了後

は、住 民が 関わ る形 で の ま ちづ くり活動 も停滞 して しまう こ とが多

い 。一方、まちづ くりの 先進事例 で は、個 別の 住民参加の 機会 を様 々

に連携 させ、単発で は出来な い 地 区の 課題 解決や 魅力づ くりを継続

し て い る。ひ とっ あ るい は複数 の ま ちづ く り組織 が
一

定の 地 区 ま ち

づ く りの ビ ジ ョ ン を 共 有 し て 主 体性 を発 揮 し、地 区の ま ちづ くりを

計画、実 行、評価 、改 善す る とい うマ ネジ メ ン トを行 っ て い る
注 ］）

。

　 この よ うな住 民 自治が 期 待 され る これ か らの 社 会 に お い て、空

間 計画 を扱 う専 門家 に は、今後、個 別の 計画策定 で終 わ る の で な く、

住民参加型計画 の 機会 を生か し、住 民が 主 体的 に 地区の 日常の ま ち

づ くりをマ ネ ジ メ ン トして い くこ とにつ な げる役割や方法 論が 求め

られ て い る。それ は 、住民 ま ち づ く り組 織 に技術 を 移転 して い く方

法や、要所 で 必要 に応 じて 支援 して い く専門家の 関わ り方 で あ る。

　 と こ ろで、住 民 自身が 地 区の ま ちづ く りを マ ネ ジ メ ン ト して い

くこ とが 必 要 な地 区の ひ とっ と して、商 店街が 挙 げられ る。こ れ ま

で、地方中心市街地活性化の 重 要 な要素 として 商店 街 へ は公 共投資

が 重 点的 に行わ れ て きた が、衰 退化を回避 で きて い ない 。商店 街も

今後、公共 投資に 対して どの よ うな戦略 で 自己改 善、自己投資 をし

て い くか が 問われ て い る。商店街 衰退化の 原 因 は 複合 的だが 、商店

街 自身が 取 り組 むべ き こ と として は 、消費者ニ
ーズに 対応 して い な

い 商 品構成や サービス 不 足 とい っ た 「商店街 マ
ーケテ ィ ン グの 問題」

や、商 店街全体 として の 事業推進 能力や コ ン セ ンサ ス 不足、人的資

源不足、商店主 や地権者 の 改善意 欲低 下 とい っ た
「商店街組織の 問

題 」 が 指摘 されて い る
注 2）。これ らを改善 す る に は商店街 と して の

組織 的で 継続的 な取 り組 み が 必要 で あ る。

　さ て、こ う した 取 り組 み にっ な が る可能性 の あ る こ と と して 、近

年多 くの 商店 街 で
「
ま ち づ く り協定

注 3｝
」 とい っ た 名称 で 自主 的 に

締結 さ れ る規範づ く りが あ ろ う。しか し、そ の 多 くは 街路 整備 事業

の実施 を契機 とす る等の 景観面 の 規範 を 中心に、歩道 等で の 商業環

境向上 の 規範に と ど ま っ て い る
注 4）。ま ちづ くりの 専 門家 が 関 わ る

こ との 多い 規範づ くりの 機会を生 か して 、地域 の 中で の 商店街 の 役

割を考 える よ うな まちづ くりの 視 点か ら、商店 街全体 の 活動 を マ ネ

ジメ ン トし て い く力 を育成 して い くこ とが で き る とよ い と考 え る。

1− 2 ．研究 の 目的

　そこ で 本研 究 は 、商店 街が 組織的 に店舗空 間 改善 と景観形 成 を行

うた め の 自主的 な規範 の マ ネジ メ ン トと、これ に あわせ て 商店街活

性化 の ため の組 織的で 計画的な商店街活動を 行うマ ネジメ ン トとの

力 を 育成す る た め の 計画手法 と して、「
計画 と実験的 実践 の 並 進 プ

ロ セ ス 」 モ デ ル を仮定 し た 上で これ を実 践 し、自主規 範 の 内容 や、

店主 たちの 意識 ・行動の 変化を分析す る こ とで、その 有効性 を 明 ら
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か に す る こ とを 目的 とす る。こ の
「
計画 と実 験的実践 の 並進 プ ロ セ

ス 」 モ デル とは、「自主規範 の 計画 策定作 業」 と並 行 して 「策定 途

中の 自主規範に 基づ く商店街全体や個 店 を対 象 とした改善の 取 り組

み を、実験的 に 実践 す るこ と」 を並 行 して 進 め る もの で あ る。

1− 3 ．既 往研 究 と本稿 の 位 置づ け

　商店街 に お け る 自主 的 な規 範 の 運用 ・合 意 形成 の 実態 に つ い て 論

じ た もの は 、小 売商 業近代 化 事業 や 街 な み 環境 整 備事業 の 導 入 を

契機に 策定さ れ ま ちづ くり協定等を対 象 とした複 数の 研究
注 5 ）

が あ

る。しか し、規範 （ル
ー

ル ）の 策定 か ら運用 まで 含め た住 民参加 手

法 と合意形成 プロ セ ス を
一

連 の もの と して 論 じた もの は志 村
注 6）

の

み で あ り、こ れ も ま ち な み 景観 に関 す る内容に 限 られ て い る。

　一方、筆者 らは前報 に お い て、住 民要請に よ り制定 さ れ た 地 区計

画 の 全国的 な動 向 と、その 中で 合 わせ て 自主 的 な 規範 を併 用 して い

る 地 区の 実態 調査か ら、住 民の 主 体 的 な規 範づ く りを 契 機 と し て、

地 区の ま ちづ くり組織が 建 築形態 な どの ハ ード面だ けで な く生 活面

や 商業環境作 りとい っ た ソ フ ト面 まで を含 めた地区 の 環 境の マ ネ ジ

メ ン ト （計画、管理 、改善、運営 ｝を継 続的 に 行 う志向が 生 まれ て

い る こ と を論 じ た
注 7）。そ こで 本稿 で は 、自主 的 な規 範作 りに お い

て 生 まれ る こ うし た 志向 を よ り積極 的 に計画論 に取 り込 む こ とに よ

り、住民 が 主体 とな っ た ま ちづ く りの マ ネ ジメ ン トカ を 計画的 に 生

み 出 す こ とが 可能か を、実 践 を 通 して 明 ら か にす る こ とを 意 図 して

い る。商店 街で こ の 計画手法 を用 い る こ とに よ り、個 別店舗の 更 新

を 基本 とした まちなみ 景観 の 形成 だ けで な く、商店街活性化の た め

の 商店街全 体の 視 点か らみ た個 別店舗の 業種 ・業態 改善 へ 取 り組 み

や、中 心 市街地 に お け る商店街 の 役割意識 の 醸成、さ らに は、共 同

事業等に お い て、商店街 自 らが 事業主体 とな っ て 進 め られ る よ うな

マ ネ ジメ ン トカ を が 生 まれ る こ とを期待 す る も の で あ る。中 心 市街

地 の 活性化の 課題 と して 、中心市街地 に 関わ る 多様 な 主 体 との 調整

役や 事 業推進役 と して の マ ネージ ャ
ー的 な人材 の 不 足が 指摘 され て

い る　
注 8）

。本稿で の 試み は 、そ う した 人材 や マ ネジ メ ン トの 技術

を地 域 に育成 して い くこ とを ね らっ て い る もの で あ る。

1− 4 ．研 究の 方法

　本研 究 で は、上記の 意図 を 持っ て仮 定 した プ ロ セ ス モ デル の 有効

性 を検証 す るた め、商 店主 の 意 欲 や 行動 変化 とい っ た 生々 しい 事象

を詳 細 に 捉え る こ とが 必要で あ る。そ こ で 、筆者 も、対象 とす る 自

主 規範の 策定作業 に 深 く関わ る 中で 、提案 す る手 法 に従 い 、策定 の

進 捗状況 や課題 に 応 じて 進 め る プ ロ セ ス と、自主 規範 内容 や 店主 た

ち の 意識 の 動的 な関係 を 分析 す る 「
ア クシ ョ ン リサーチコ の 研究 方

法 を とる。具体的に は、商店街の ま ちづ くり協定 策定 の コ ン サル タ

ン トの 立場 で、一
貫 して 関わ っ た

注 9）
。策定 作業 を行 う山王商店 街

振 興組合 まちづ くり委員会 の す べ て の 発言 を記録 し、また 終 了後に

委員会 メ ン バ ー
に 対 して 毎回ア ン ケートを 行 う と共 に、協 定対象区

域 内の 全店主 や 、策定 に 並行 して 行 う
一
般 市 民参加 の 各種 イ ベ ン ト

へ の 参加 者 に対 して ア ン ケ
ー

トや ヒ ア リン グ調査 を行 っ た。2章で

協定 策定 プロ セ ス の モ デル を仮定 し、3 章 以降、こ の モ デル に 関係

づ けな が ら締結さ れ た まちづ くり協定の 主要部分 で あ る理 念 （一ま

ちづ く り憲章）、景観形成 と店舗空 間改 善の た め の 配慮事項 10 ヶ

条、運用 方法、締結後 の 行 動計画 とい っ た 要素が 固 まっ て い く経緯

を 分析する。
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1− 5．対象商店街 の 特徴 と 自主 的な ま ちづ くり協定 策 定の 理 由

　研 究の フ ィ
ール ドと し た 山形 県 鶴岡市 山王 商店街 は、江戸期 城 下

町 時代 ま で 歴史を遡 る全 長約 400m の 中心市街 地 有数 の 商 店街 で

あ る。しか し歴史的価 値の ある 建物 は ほ とん ど残 っ て い ない 。最寄

り品 を 中心 と して 62 店舗 （2004 年調査 時点 ）を有 し、そ の 半数が

市 内 お よ び県 内の 近郊都 市 まで の 広 域商 圏 を もつ 店 舗 と な っ て お

り、外販 に 強み を もつ 店舗 も 1 割程度 あ る。ま た、来店 者の 交 通 手

段 は 5割 は 車利用で あ り、徒歩や 自転車利用 は 3 割で あ る。店舗

の 半数 は住 宅 と店舗が
一

体 とな っ た 建物 に お け る家族経 営型店舗で

ある。銀行金 融関連 支店や テ ナ ン ト型店舗 あわせ た 15店舗 以外 は、

商店 主が 近居 して い る 地 域に根ざ した 商店街で ある。近年 は、大型

郊 外店 の 進 出や 中心市街地 の 空 洞化に よ り商店街は 衰退傾向 に あ

る。と くに、こ うした 住商
一

体家 族型 の 特徴 は、商 店街 と し て の 結

束 力が 強 い 一方で、店主 が 商い を や め た場合 に テ ナ ン ト貸しが 難 し

く空 き店舗の ま ま に な っ た り住宅 化す る状況 を 生 み、商 店の 運 な り

を維持で きな くな る こ とに強 い 危機 感が 生 まれ て い た。

　ま た、1988 年 に現 道 幅員 約 11m の 商店街 の 通 りを 18m に 拡 幅

す る都市計画決定が さ れ たが、そ の 後事業 着手 に至 っ て い な い 。こ

の こ と で 道路拡幅の 用地買収費や補償費を店 舗改 良費用 に 充て よ う

とこ れ まで 店舗改修 を 見送 っ て 来 た ま ま老 朽化 し
「身動 きが とれ な

い 」 状況 とな り、商店街 は事業実 施の 有無 の 決 断を市 に迫 っ て き た。

　 こ の よ うに 商業環 境は 厳 しい が、市 民 の 活 動発表の 場 と な っ て い

る市 内有数 の イ ベ ン トで あ る山王 ナ イ トバ ザール （後 述） を 10 年

以 上継続 開催す る な ど、市 内で最 も注 目され る商店街 とな っ て い る。

　そ の なか、商店街振 興組合 は 自主的 に 「まちづ くり協定」 策定に

取 り組 んだ。拡 幅整 備 に よ っ て 、跡継 ぎ が い な い 店舗 な ど は建物補

償 の 獲 得 を機会 に廃 業 して しまう等で 商店 街を衰 退させ るの で は な

い か とい う行政 内部の 懸念 に 対 して 、事 業 は商店街変革の 好 機で あ

る こ と を示 し、事 業化 を促進 す る こ とが 当初 の 目的 で あ っ た。その

た め に、個 々 の 商店や商 店街 が 存続 し、活性化す る コ ン セ プ トや 戦

略を 立て る こ と、それ を 支 える形 で の 道 路整 備 計画 を提案 す る こ と

が め ざ され た。

2．マ ネ ジメ ン トカを育 成する た めの プ ロ セ ス モ デルの 設定

2− 1，モ デ ル を構想す る上 で の課題

　営業 上の 意思 決定や 責任 は 商 店街組 織 （振興 組 合 な ど ）で な く個

店 に あ る とい う経営者 の 水平 的 な 集 ま りで あ る商店街 に お い て 、個

店の 更新 や 商店街全 体 の 取 り組 み に
一体性や 戦略性 を持 っ て マ ネジ

メ ン トす る た め の 課題 とし て 次 の よ うな こ とが 挙 げ られ よ う。

・個店 ご との 意識 や 意欲 の 向上が ない と規範の 合 意形成や 商店街が

　
一一体 とな っ た 組織的実 行が 難 しい こ と。

口
嫐　　段階　　．・最階　．：三蒙葎蒹護臨じ粤翁覊所（藝Σ融冠蓐粛改

鬢ヂ細繍麟蟻
1．．・／t

　 　　 　 　　 　 　 一般 市民の評 価　　　　　　
一
般市民の 評価

図 1　商店街マ ネジメ ン ト型 自主規範の 作成の た めの 並進プロ セ ス
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・商店街組織の 内部に よ る、個店の 経営に踏 み 込む よ うな客観的 な

　点検や 改善が 難 しい こ と。

　 こ うした 課題 を克服す る に は、締結予定者 （個店店主 や 地 権者 ）

か ら自主 規範 の 意義 へ の 納得 ・共 感 を獲得 し、実践 しよ うとい う意

識 ・意欲 向上 を図 るこ と、また、個々 の 店 の 経営 を行 う店主や 商店

街 全 体の 取 り組み 企画や 運営を して い くリーダー組 織に よる 日常の

取 り組 み に 、計画 と評 価 、 改善の 思考形 式 を しっ か り生 み 出 して い

くこ とが 必 要と考え る。

2 −2 ．並進プ ロ セ ス モ デ ル の提案

　 そ こ で 、こ うし た課題 を克服す る た めに 、（円滑 な運用 段 階 へ の

展開 を意図 した ）以下 の 4 点 をポ イ ン トとす る 自主 規範策定 プ ロ セ

ス の モ デル を 考案す る。

（1｝自主規範策定 フ ロ ー
と実験的実践フ ロ ー

の 並進 プ ロセ ス

　
「
自主 規範策定フ ロ

ー
」 と

「
実 験的実 践 フ ロ

ー
」 を 並 行 して 進 め

る プロ セ ス を提案す る （図 1）。これ は、自主規範策 定の 途中段 階で、

そ の 趣 旨に 沿 っ た様 々 な実 験的 イベ ン トや企 画 を行 う こ とに よ り、

多角 的 な評価 を繰 り返 し行い 規 範内容 に反 映 させ て い く とともに、

関係者 に い くっ か の 「気づ き 」 を 生 じ させ る こ とに よ っ て主 体の 意

識変化や 意欲向 上を 図 る こ とを ね らうもの で あ る。これ に よ り、規

範締結後 の 主体的なマ ネジ メ ン トに 繋げて い くこ と を意図す る。

（2）策定の 5 段 階 と実験的実践 ・検証作業の 対応

　自主規範の 策定作業は、専門家や 行政な どの 支援 を受けな が らも、

基本的に は 締結者 自身が 行 っ て い くもの で あ る。そ の 場合、一
般 的

な策定 プロ セ ス は、策定作 業の 中心 とな る ま ちづ くり協議 会 な どと

い っ た メ ン バ ーと、締 結対象 地 区 内の
一般 地権 者等 との 2 っ の 主

体 に注 目し た時、大 き く次の 5 っ の 段 階が 想定 で きる。策定作業 メ

ン バ ーに よる草案の 作成 を行 う 「
草案作成 段階」、草案 を元 に、締

結対 象地区内 の 関係 者へ の 説明や意見 交換を行 う
「意見 聴取段階」、

意 見聴 取を元に 策定作業メ ン バ ー
で修 正作業を行い、原案を作成す

る
「
草案修 正段 階 」、原案 を最終的 に 関係者 に 確露 し、合 意 して い

く 「合 意形 成段 階」、締結後 の
「運 用段階」 で あ る。こ うした策定

作 業の 各段階 に 合わ せ て、複数回の 実験 的 実践 ・評価 を 行 う。

（3 ）商店街全体、個店 を対 象 とす る実 験的 実 践

　商 店街の マ ネ ジメ ン トの 対象 は商 店街全 体 と個店の 2つ が あ り、

実験 的実践 は こ の 双 方 を 行 う。前 者 は 商 店街 と して の 集積 を最大 限

生 か し、一
体 とな っ て 同じ 目的 に 向か っ て 取 り組 む意識や その 重要

性 を 体験 して い く取り組 み が 考え られ る。後者 は、自主規範 を拠 り

所 に して、店舗空 間の 改 善や 業種 ・業態 改善 とい っ た 商 い の 仕 方 を

検討 して い く取 り組 み が 考 え られ る。

（4）市民 評価の 機会 の 設定

　 実 験的 実践 フ ロ ーに お け る評価 と改善 に は、お 客で ある 市民の 評

価 を受け る機 会 を設定 す る。お客の 視点 で の 評 価 が 商店街 の 各店主

に とっ て 効 果的 に 響 くと考 える か らで ある。

3 ．意見聴 取段階 の実験 的実践 に よる 協定 の 意義 と 理 念の 具体化

3 − 1．草案作成 段階で の 課題

　草案 の作成 は、まちづ くり協定を策定す る 目的 と、協定の 対象 と

して 商店街の あ る 通 りに 面 し た 部分 に つ い て 優先 的 に 議論 す る こ と

を、商店街振 興 組 合 の 全 体 会で 確認 し た 上 で 、12 店舗 の 経 営者が

参加 す る まち づ く り委 員会の 場 で ワ ーク シ ョ ッ プ形 式で 進め た。

表 1　 草案作成段階で 決ま っ た景観 と店舗づ くりの遵守項 目

　商店街や個 店の 活 性化戦 略 とい う 「商 い 謙」 と道 路整 備の 内容や

個店の 店構 え とい う 「空 間像 」 をつ な ぐこ と、さ らに、それ らと協

定 とい う規範を作成 し運用す る こ とを
一
通り議論 し、い っ た ん

「
ま

ち づ くり協定」 の 形 に し て み る こ とを 目標 とし た プ 1コ グ ラ ム を組 み

立 て、実施 した （次 ペ ージ 図 2 ）。その 結果、景 観形 成や 店舗 空間

改善 の 具体的 な規範 項 目 で ある配 慮事項 10 ヶ条 の 草案が ま とまっ

た （表 1）が、商 店街全体 の ま ちなみ や活動 の 方向性 を 作 る強 い コ

ン セ プ トは 見 出せ ず、各燗 店の 店構 えや 商 い の 仕方 に商 店街組合 と

して意 見 を して い くよ うな 意 欲が 高 ま らなか っ た。ま た、第 8 回 委

員会で は、協定 を生 か し商店街 と して 取 り組 む ぺ き こ とを企画 ・運

営 して い く方法 の 模擬体験 を行 っ たが 、現実性が うす く議論 が深 ま

らなか っ た。

　草案 作成 後、草 案 に対 す る意見 と各店 舗 の 商い の 仕 方 を把 握す る

た め に ほ ぼ全店 舗 ヘ ヒ ア リ ン グを行 っ た。（62 店 舗 中 51店 舗 で 実

施、全 質 問 へ の 回 答 は 42 店舗。各店舗 へ 協定 内容 の 説明 も含 め、

1 〜2 時間 の ヒ ア リ ン グを実 施。）草案 に 対す る 意見 は 、10 ヶ条 の

各項 目に つ い て、商店街全体 と して 取 り組む こ とへ の 5段 階評価

と、自店で の実現 可能性 へ の 5段 階評価を 回答して もらっ た。ま た、

商 い の 仕方調査は、「
店の 歴史1、「

商品 や 販売方 法の 特徴」、「
来客

者の 特徴 （属性、来客手段等 ）」、「
店同士 の 商売 上 の っ な が りコ の

大 き く4 点 に つ い て ヒ ア リン グを行 っ た。（そ の 結果 わ か っ た 商店

街の 特徴 は、1− 5 に 示 した。）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 v

　草 案 に対す る 意 見 に つ い て は、建物 外 観 や 看板 デ ザイ ン 配慮や 店

先 緑化な どの 主 に 「ま ち な み景観 に関す る 項 目」 は、
“
和風 に す る

”

な ど具体 的な 規定が な い こ とも あ り、概 ね 賛成 で あ り、各店 主 の 自

店 で の 実 践 へ の 意 向も高 い 。一
方、店 へ 入 りや すい よ うな 「店先 の

もて な しス ペ ース づ く り」 な どの 商 い の 仕 方 に関 わ る店舗 空間改善

に関す る項 目に つ い て は、商店 街全体 との 取 り組 み として は焚成 だ

が、自店 で 取 り組 む 可能性 に っ い て は割合 が 下 が る項 目が あ る こ と

が 分か っ た。その 理 由は、「間 口が 狭 く、余 訐な場 所 は 作れ な い と

思 う」 とい う発言や
「
人 の 見 え る とC ろ で の もて な し は鶴 岡人 の 気

質 とは 違 うの で な い か。」 とい う発言に み られ る よ うに、こ れ ま で

の 商売経験 と異 な る や りか たや 店作 りに 対す る具 体的 な方 法の 検討

が ない ままの 先入観 が あ るこ とや 「以前 シ ョ
ーウ ィ ン ドウ を壊 され

たの で 防犯面が 心配」 とい っ た 懸念事項 が あ るもの を規範 を定 め て

や るべ きか を、活性 化 に っ なが る確信が 持て ない 状態で は 鞨断 で き

ない とい っ た もの で あ っ た。

　 また 、協定 は 建替 え の 時 の 時 に影響 す る こ と と捉 え られ、事 業化

の め どが 立 た ない 当 時の 時点で は関 心が 薄い こ と もわ か っ た。
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月 日

金合、イペン ト等
〔衷ち委＝まちつ

　くリ婁員G）

協定策定作業以 前の取 組み

草
案
作
成
段
階

〔
協
定
策
足
の
発
意・
方
向
性）
〔
協
定
の
必
要
事
項
を一
通
リ
検
討）

意
見
聴

取
段
階

草
案
修
正
段
階

2003〆

09to609to810fO8IO

／1911

／1012

／052004

〆

01／1903

／0604A205

／0305Al06

／22

8 月

08／2109

／1811

／02

12／02

12／03

200S／

01／17

02／18

〜

03／26

第 1回まち委

第2 回 まち委

第 3回ま ち委

第 4 回まち委

第5回まち委

纏合員全体会議

第 6回まち委

似 降WS方式｝

第 7回まち委

第 8回まち委

第9 回 まち委

〔大学不参加）

第to回まち委

組韻 全体会議

　 像 店
ヒアリング
．鰾 態調査
お霙探しゲーム
・　 ，　 1ttL’，
壇探蟻ゲ≒ム．
．内，　 2麼

第 12回まち委

鰛合昌全体会議

第 13zaまち委

第 14回まち委

第 IS回まち委

　第15回
〜

第 18回 まち委

（大学不 参加）

プオ
ーラ厶闘催

繍 臨 のPR ＋

絹韻 甜絵 謝

会譜 の主 な議題

　 　会 讃 で の 主 な 諾 題 、決 定 耳 項
「　t 内は まち つ く リ委員 会 メ ン バ ー
　 　　　　　　の 重 要 発 言

2  ／1 まちつ くリのイメ
ージを考 える、まちづ くりデザ イン ゲーム を 大学主導で実施

2003／3 事業の早期実　を要望する 「まちつ くリ提言1 を商　街振興組合か ら市長に 提出。

合
意
形
成

運

用
段
階

5−7月
　 NB08

／01

＆10月
　 NB

委員会立ち上 げ目的の確認

今年度取組む こ とは、「まちつ くリ協定」 と
一部道路拡幅等の 「先導モデル事業」とした。
〔後者は後 日市より現時点で不可能 と回答 ）
協定の事例紹介。協定の枠組み検討。
数年間の 議論の整理 と優先的取組みの検討。
協定づ くりの背景、目的、今 年度議論項 目 （協
定の 基本骨 格｝の 確認、全体会議の 進め方。
協定づ くりの 背景、目的、基本骨格の 確認

通 り空間の写真 ：］ラ
ー

ジ ュ 〔貼り絵 ｝による

協定の 目標と空間像づ くりを行う。
1／50 の模型と事例写真を用い て、ル

ー
ル化し

たい 町並 みや商い の 仕方と規制度合い を検討

各店の商い コ ンセプト、戦略の議論から商店街
全体のコンセプト、協定の理念を検 討。協定に

基づ く運用 ・協議の模擬体験によ り運用規定

を協議。（第9 回は委員会のみで再協議｝

協定埋念の 再協議。組含員へ の 意向調査の 検討

協定草案作成経緯・内容の 説明と意見交換。
夏期調査、実験的実践の提案と協力願い 。
けイトバザールでのイヘ ン トとPR ブ ソクレ ン ト作成｝
・協定の 配慮事項 10 ヶ条 嶂 案｝ へ の 評価

と自店ての 実現可能性、および各店の商い の

仕方を調査。
・
協定草案 で示 した、商店街が一体 となる強

みの 実験的実践と して、ナイ トバザールにお

い て、店主と市民の 交流、店主同士の 商い理

解を促すイベ ン トを実慮
・調査、および 実験的実践結果の 報告と検証
・
今後、議論を深めるべき項 目を再確認。
・
調 査、実験的実践結果の 報告 と意 見交換
・協定配慮 事項 草案の 更新版の提示
・PR用 の 理念で ある 「憲章 」作成 の 握案 。
・締紹 までの作 業スケジュ

ール提示

・
商店街全体 プロ ジ ェ ク トの 企画 つ くリ 1

　 （来年度か ら始め られるイメージで）
・まちつ くリ憲 章、配慮事項 の 内容検討
・ブ ッ クレ ッ トの構成検討

・
商店街全体 プロ ジ ェ ク トの 企画づ くり 2

　〜協定と行動計画 の関係シートによる作業
・協定の 運 用 方法の検 討
・
個店計画 の作成を提案→宿題 へ

・集 まっ た個店計画の 再検討・
フ ォ

ー
ラム の企画検討

フ ォ
ー

ラム企画のための自主的な会合、
告知チラシ の作成

1山王商店街のまちつ くサ盧 言』．　・
前半 ．態童締糖宣書、縱 中の翻建の説瞻
　　　街路と個店の将来像Φ紹介

 

後半 ；パネルデイスカサシ 蓑ン

　　　〜 と が語 　街の今後

ナイト“tff−−jv（NB）でのミニ F騒局の閣設｛69〜玉血蓋サ選一タ
・　 一ズ ・クラブ企画を　主的に轍 （）へ 　　 予　

’

第 19回まち委
・協定の 全体構成と配慮事項 の修正検討
・運営方法や体 制の協議

ナイ トバ　
ー
ル（NB＞でのお宝探もゲ

ー
ムの 縫続企画と巽践

　　　　ぐ

商店街 の コ ン セプ トづく りを進め たい。業態

転換等、商店街内の勉強会を進めたい 。
・協定 巨的は 「商店街 として生き残る為」 の

店の努 力指針 と道路 拡幅事 業化促 進であ る。
・街路整備の時期にかかわ らず、協定作成に

早急 に取組み 、出来 るところから実現す る。
・協定には景観面だけでな く店の 誘致を実現
する等 ソ フ トな仕組み も含 めるべ き提案。
・「一階は必ず店舗にする」、「店舗前面は駐車

場 と しない」 などの アイデ アが出 された。
協定づ くりへ の賛同。
景観、商い の仕方に 関する具体的な努力事項、
禁止事項 が、言葉 とそれか意味す る空間像 と

が共有 されな がら、出そろ っ た。
（→ 配慮事項 10 ヶ条 へ 〕

商店街が
一
体となるようなまちなみ像やコ ン

セ プ トが具体化 され ない 。「委員会が個店へ 意
見 して い く事 が果 たしてで きるの か」 とい う

懸念の 表明。運用方法は 建前的議論となる。
委員会 と一般組合員 との理解度の差を埋める

ことを 重点協議

風俗産業など業種規制の 難しざを懸念。「協議
の場があるこ とが大事たろう」 との 認識へ 。
景観項 目はほ ほ賛成。商い の仕方項 目は、そ

の意義や、自店での具体的方法が不明な こと

か ら、やや協 力意向が下が る事が判明。
・
協定の 意義や 目的が体験的に 理解ざれ 、これ

を組合員、市民、行政に PR する必要性を認識。
・今後、理念や運用方法、配慮事項 の 見直し

を具体化する ための方法を検討した。
・買物目的別の 店舗グル

ーピン グ等の 新たな
PR 方法の提示。
・今後の 搦定策定方針の 確認ア ン ケートを実施．
・
協定理念を 憲章と して策定し、協定に 先行

して 締結する こ とを合意。
・
お宝探しゲ

ー
ム は商店街が主体 となっ て来年

度も継続する 。市民サポーターづ くりに も意欲。
・憲章は、署名 ・押印に よる合意と して PR 力
を高める。民地や商店街の取組みだけでなく
道路部分の検 討もさらに 深めたい との 意見。
フ ォ

ーラム で ア ビールする ために、い くつ か

の 「プロジ ェ ク ト亅 を具体化する。「建替え へ

の 運用 協議は 、まず建築主 に協定 内容を r丹
念 に説 明する』 ことか ら始めたい，」
協定配慮事項 を意識 しながらの計画づ くりの

感触か つ かめ た．2店に つ い てさ らに個店計

画の ス ケッチ 、図面化作業を実施．
「異体的提案を 示 し本気度をア ビール したい 。」
「ア ヒ

ー
ルたけでなく、市民からの評価を受け

たい 」等、市民との 対話を希望。・
まちづ くり憙章の 締結。
・（実験的〕実践の蓄積が大事。一般組 合員に

もわか るように蓄積型資料集づ くりを提案。
・市民よ リ具体的要望や、商店街に希望する

こ とが 出され た。→ 「商店街 へ の期待を感 じ

た。出来 るこ とか ら直 ちに実行 したい 。」
建替え運用協議の 場は、指導するの でなく、
自分の 経験 を語る形 での 相談会の 部分を 重視
するこ とに。→三 段階の 相談形式の 確定

10月

11 月

2006〆

01

’
第 罵 匹 躅　　サ小一タ ーズ・クラ　」 プ僧

ぐ
； グ トの 実行

　 蒙 ち委　　fブック レ ッ ト作成 　プ ロジ 黒 ク トの美行

第 22回まち委
協定の理念 と将来像 をうけ、市か道路拡幅中

止を伴 う整備計画 を地元 に提案。基本了承。

→12月市民サ ポ
ータークラ ブ発足 、会員 割

引と情報誌 発行、市民 との 意見交換の 場 をつ

くっ た e2006 〆08 ブ ソク レ ッ トを発刊 し商店
街の魅力と使い 方を積極的にアビール。

図 2　山王 商店街に お ける まち づ く り協定の 策定 経緯 と並 進 プ ロ セ ス の 実 際

3 −2 ．意 見聴取段 階の 実験的実践 の 内容

協定 づ く りの初 期の 段 階で、草案作 成後、商 店街が 行 っ て い る イ

ベ ン トを商 店街 活性 化 に これ まで 以．hに 繋 げる た め の 新 企画 を行

い 、その 検 証 作業 を行 う とい うマ ネ ジ メ ン ト作 業の 実験的実 践 を行

うこ とが まちづ くり委 員会 で 了解 されて い た。その 後、先 の 7，8

月の 調査 か らわか っ た商店街 の課題 として 次 の 大 き く3 つ を、8 月

12 日の 企画会議 で 中間報告 した。
・多 くの 店 が 昔か らの 固定客 を対 象 に 商売 を して お り、店 主 の 高齢

化 に 従い 対象 客の 年齢層 も上が っ て きて い る こ と。今後 固 定 客 の

高齢化 に よ り購買力が 下が る こ とを想 定 した とき、新 しい 客 を ど

う開 拓で きる かが課題 で ある こ と。
・
各店舗 が 思っ て い る ア ピール 点が、第三 者か ら見 て わ か ら な い こ

と。新 規 客が 店 舗 に入 りづ らい こ と。
・商店街 内で の 連 携 な ど、集 ま っ て い る強 み が 発揮 さ れ る方法 が 見

い だ せ て い な い こ と。

そ の 結果、実験 的実践の 優先 的 な意 図は 次 の 2 点 とす る こ とが 決

ま っ た。第一
に、全個店が 参加 す る商店 街全体 で行 うプロ ジ ェ ク ト

とす る こ とで 、「
商店街が

一・一
体 となる意 義 ・強 み を打ち出 す」 こ と、

第二 に 、店舗 の PR 要素 の 盛 り込 み を 工 夫 し、新規 客の 開拓 につ な

が る仕 掛 け を する こ とと設定 した。
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図 3　お宝探 しゲー
ムの や り方 （上 ）と問題 の例 （下）

　実験 的実践 として、「山王 ナ イ トバ ザール 1 にお い て、「
山王 お 宝

探 しゲーム
」 （以 下、ゲーム と呼ぶ ）とい う商店主、市民参加型 の

イ ベ ン トを、大 学が 中心 と な っ て 企 画 ・実行 し た。（2004 年 8 月

と 9 月の 2 回実施。）こ の ナイ トバ ザ
ー

ル は 4 〜10 月の 毎月 1回、

年 6 回開催 され、商店街全店 と市民も 出店や 活動発表 を行 う等、年

間 2万 人 以 上の 普段 とは 異 な る幅広 い 年齢 層の 客が 訪れ る。しか し

先の ヒ ア リ ン グ結 果か らは、多 くの 店が 普 段の 商売 に つ な げ る こ と

を 難 しい と考 え て い た
注 lo）

。

　ゲーム の 内容 は、あ らか じめ ヒ ア リン グ 調査で 得 た 情報 を も とに

第三 者 の 視 点で 選定 した
“
山王 の お宝一商 品、商 い 方法、店の 歴 史、

店主 の趣 味 などの、各 商店 の個 性や魅力
”

を 紹介 す る問題 を作成 し

（8 月 13 聞、9 月 10 問）、ゲーム 参加 者 は、こ の うち 指定 され た

3 問 に 解答 す る と景品が も らえ る。問題 の 解答 は、該当店 の 人に 聞

か な い とわ か ら な い もの とし た。ゲーム 参加 者 は
「
こ の お 店の お宝 」

と書 か れ た ヒ ン トを も とに 可能性の あ る店 を巡 り、各店の 人 か ら さ

ら に ヒ ン トを聞 き 出 す こ とで 目的 の 店 に た ど り着 き、その 店 の 人 か

ら解 答 を 聞 き 出 す （図 3）。こ れ に よ り、こ れ ま で ナ イ トバ ザ ール

に来 て も分か ら なか っ た 各店の 商品や 個性、魅力 の 情報を発信す る

こ と、店内に実際 に入 っ て、参加者 と店主 との コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン

を促す こ と、各店舗同士が 商売方法や 顧 客層 な どの 情報 を知 り合 う

き っ か け をつ く り自店の 商 品 との 関係を 考 え て も らうこ と、とい っ

た直接的 な効果 を ね ら っ た
注 11）。

3 − 3 ．参加 市 民 と参加 店舗 の 評価

　ゲ ーム 参加者 に ハ ガ キ ア ン ケートを実施 し、8 月 ・9 月合計 で 71

通 を 回収 し た （参加 者 は 計約 350 人 ）。図 4 の よ うに 子育て世 代の

親 子参加 が 中心で あフ た。成人 （20 歳以 上 ）回答者 に 限 る と、46％

　　　 図 4　お 宝探 しゲー
ム終 了後 の 参加者 ア ン ケ ート結 果

の 人が 「日頃商店 街を殆 どあるい は全 く利用せ ず」、28％ の 人が 店

員 と 「問題 以外 の こ とに つ い て 話 を し」 て 、82％ の 人が 新 た に 興

味 を持 っ た店 が あ っ た と回答 した。ま た、全体の 66％ が 今後行 っ

て み た い 店 が あ っ た と回答 し、具体的店名 を 挙 げた。感想 の 自由回

答 29 件 の 9 割が 良 い 評価 で あ り、「
ま た や っ て ほ しい （7 名 ）」

「
知

らな い 店 の 人 と話 せ て 楽 しか っ た （4 名 ）」 とい うよ うに、普段入 ら

な い お 店を知 り、楽し む き っ か け にな っ た と考 え られ る。

　また、問題 に取 り上 げた 店の 評価 を得 るた め に、商店 街に 関す る

新 た な 発見 の 有無 の 他、自由 に感想 を語 っ て もら っ た （15 店 ）。そ

の 結 果、「従来 ナイ トバ ザール 来訪 者 は 屋 台利用 は多い が 入店 者 が

少 なか っ た状況 を 改善 す る良い 試 み だっ た 」 とい っ た評 価 が 全体 と

して 得 られ た。ま た
「他 店 の セ ール ス ポ イ ン ト を初 めて 知 っ た ｛8

店 ）」、「
お 客 ざん と店 内 で話 せ た の が 良 か っ た （9店 》」

「新た なお 客

に PR す る機 会 に な っ た （3 店 ）」 な どの 感想 が 得 られ た。

3−4 ．実験的実践に よ る 自主規範策定プロ セ ス へ の 効果 と展 開

　こ の 企 画 に よ る商 店街が
一
体 と な っ て 店 舗 PR や 市民 との 交流 を

行 う意 義や効果 を、まちづ くり委員会 （04／11／02 開催 ）で 報告 した。

そ の 結果、「
こ の 商店 街に は まだ ま だ 歩 き 回 っ て 楽 し み なが ら買 い

物で きる 力が あ る と感 じた。組合 員全 体 に 周 知 して 、協 定づ くりを

盛 り上 げた い 。」
「行政 だ けで な くこ の よ うな市民へ の ア ピ ール も重

要 と思 う．」 とい う発 言 に 見 られ る よ うに、こ の 協定づ くりの 意 義

を組合 員全体 で確認 し共 有 した い こ と、さ らに 市民 に もア ピ ール し

て い くべ き こ とが 委員会 メ ン バ ー
で議論 され る よ うに なっ た。筆者

は、この 議論 は 草案段階で は議論 が深 ま らな か っ た協定 の 理念項 目

で ある と考え た。そ こ で 、その 後の 商店街全体説 明会 （12／03 開催 ）

で は、こ れ まで の 経緯を 報告す る とともに、そ の 理念に つ なが る議

論 内容 を
「
まちづ く り憲章」 とい う形 で と りま とめ、協 定締結 に 先

だ っ て 合意作業 を行 う こ とを提案 し た。そ の 際 は、ま ちづ くり協 定

修正 案 の 各項 目 との 関係 を示 した （次 ペ ージ 図 6 の 左 ）。こ れ に よ っ

て 全 組 合員 に 対 して 協定 の 意義 を 浸透 させ る こ と、ま た 今後の 店舗

づ くりへ の 配慮事 項 を協 議 した り、商 店街 の 様 々 な取 り組み を考 え

る ときの 拠 り所 となる こ とを目指 した。図 5 は こ の 報 告 ・提案後 に

実施 した ア ン ケートで あ る。本 ゲーム の 継続 実施 の意 向が 強 く示 さ

れ、今後 の こ うした 取 り組 み へ の 積極姿 勢が 表 明され た （図 5 の   ）。

実 際 に 、翌年 よ り商店 街 中心 で 開催 され た。ま た、協 定の 意 義 に つ

い て 具 体 的な 可能性 を 意 識 し な が ら理 解 が 得 られ （図 5 の   1、憲

章 の 先行合 意 に つ い て も大 部分の 賛 同 が 得 られ た （図 5 の   ）。な お、

憲 章は 、委 員会の 意 向 に よ り全 店 の 押 印署名の 形 で 締 結 され た u

全体 会は ZOO4年 12月に開催。事務局を 除き 20名が参加．ア ン ケ
ート回答者は 17 名 〔非店舗経實者 4 名 含む）

　 図 5　意見聴取段階終了 時の ア ンケ
ート結果 （全 体会議に て ）
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　 この よ うに、協定の 目的 に 沿 っ て 、また、商店 街の い くつ か の 課

題解決 を 目指 して、お 宝探 しゲーム とい う実験 的実践 を大 学が 先 導

的に 示 した こ と、お よび商 店街内外 の様 々 な評価 を得 た こ とで、協

定 の 意義に つ い て の 議論が 活性化 し、草案段 階で は具体化 しなか っ

た協 定理 念 （＝まちづ くり憲章）が 、自分た ち の 言葉で 表現 され た

もの とな っ た。ま た、協定 の 配慮 事項 10 ヶ 条の 内容が、基本 的 に

評 価 され 賛同が 得 られ そうだ とい う感触が 得 られ た こ と、憲章の 言

葉 と関係づ け られ た こ とは、自主的 な規範の 策定 と運用 の た め に 欠

か せ な い 取り組み へ の 意欲 向上 にっ なが っ た と考 え られ る。

4 ，草案修 正 段階の 実験的 実践 に よる協定の 活用方 法の 具体化

4 − 1．草案修 正段階の 課題 と実験 的実践の ね ら い

　協 定の 意義 は 策 定 メ ン バ ー
の 中 に

一
定 の 確信を 持つ て 理 解 され 、

そ の 理念 を組合 員全 体 に 浸 透 させ て い くめ どは 立 っ た。しか し、協

定 の運用 や活用 方法が 具体 化 し て い な か っ た。ま た、図 5  の よ う

に、草案内容 で は、協定 に 基づ い て 、自店 の 商売 や 店の 建 て 替 え な

どの 更新 に繋げて い くイ メ
ージが 出来ない こ とが課題 として 明 らか

に なっ た。そ こで、実験的 実践 として 以下の こ とを行 っ た。

　・草案段 階の ま ちづ くり協 定の 配 慮事項 の 各項 目に基づ く具体 的

な 取 り組 み方法 の 企 画 づ く りを 行い 、ま た、い くつ か に つ い て 、そ

の 実施計画 を 立 て て み る こ とで 、その 実践 に 必 要 な運 用方法の 議 論

を 具体化す る こ と。

　・そ の 企 画対象 と して 、商 店街全 体 と して の取 組 み として の プ ロ

ジ ェ ク トと、個 店 の 取組 み として の 建替えの 個店計画を 立て る こ と。

4 −2．商店街全体 を対象と し た 行動 計画 立案プロ ジ ェ ク トの 効 果

　 まちづ くり委 員会 （2005／1！17実 施 ）に て、こ の 時点 で の 協定 案

に 基づ い て 商店街全 体 とし て の 取 り組 み を 考 え る実 験的実践 として

「プロ ジ ェ ク トの 企 画づ く り」 を行 っ た。こ こ で
厂プロ ジ ェ ク ト」

と呼ぶ の は、日常 の 商 い 業 務 と は 別 に、目標 を 定 め、ス ケ ジ ユ
ー

ル や 予算を組み、担 当者や 担当組 織を決め て 進め て い く
一

運 の 作 業

で あ るこ とを明確 に示 す ため で あ る。商店街再生 の た め に商店街全

体 で 行 うぺ き こ とを、「プ ロ ジ ェ ク ト」 と して 自由に 企画す る作業

を 行 う回を
一

度行 っ た 後、次 の 会で は、協定内容 （憲章 と配慮 事項

10 ヶ 条）の 対応関係 を整 理 して 示 した （図 2 ：第 13，14委員会参照）。

対応 関係を整理 し た こ とに よ り、協定 配慮事項 10条 に は 掲 げたが 、

そ の 取 り組 み方 法 にっ い て は こ れ まで 具体 的に 議論 して い なか っ た

部分が 明確に な っ た。そ して、そ の 整 理内 容 に 加 え、「空 き店舗 利

用検 討 プロ ジ ェ ク ト」 な どい くっ か が 委貝会メ ン バ ーか らさらに 提

案、追加 され た （図 6 ）。次 に、委員 会 メ ン バ ー
各人の 関心 の 高い

もの に つ い て 、「
目的 」

「1 年間の 作業内容・ス ケ ジ ュ
ー

ル と達成 目漂 」

「参加 す る 人、協力 して ほ しい 人 な どの 組織体制」 に つ い て、埋 め

て い く作 業を 行 っ た。こ の 企画 の 試行 に よっ て 、協定 に 基づ い て 商

店街 全体 で 取 り組 むこ とが 具体 的に 考 えや す くな り、どの よ う に進

め て い くべ きか が 委貝会 メ ン バ ーに 理解 され た。ま た、一
般 組 合 員

へ 説明で き る との 感触 が 得 られ た （図 7）。こ の こ と は 合 意 形 成 を

進 め る 上で 大 きな力 に な っ た。

4 − 3．個 店の 将来計 画立案 の効 果

　個 店計 画 は、上記 プ ロ ジ ェ ク ト企 画 の 議 論の 中で、「拡 幅整備 を

行っ た 場合 に商 店街が 衰退 す る の で は な い か とい う懸 念を払拭す る

に は、具体的 な今 後 の 個店計画 が あ る こ とが 重要 で は ない か 」 との

市職貝 の 提案か ら取 り組 まれ た。委員 会 メ ン バ ー
を 中心 に 11 店舗

の 個店 計画が 委員会 メ ン バ ーを 中 心 に作成 され た。作成 に あ た っ て

は、表 2 の 検酎項 目を例 示 し、ま た、筆者 らは 協定案 を参照 しなが

ら計画 を具体 化 して い く作業 を必 要 に応 じ て
一緒 に 行 っ た 。特 に 2
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図 6　協定 の 内容と 行動 計画 （商店街全体で 取 り組む 「プロ ジェ ク ト」 と個店計画〉 との 関 係
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　　 　図 7　 行 動 計 画 プ ロ ジ ェ ク ト企 画作 業 に っ い て の評 価

店舗 に っ い て 、平面図 や内観パ ース を打合せ の 中で 作成 した。そ の

結 果、店 の 現在の 商 い 方法の 強 み と課題、新 しい 業態 ・業 種 へ の展

開の 希望 とそ の ため の 用 地や資金 の 課題、他店 との 連携 な どが 具体

的 に検討 さ れ、各店主 に よ りそれ ぞれ 数頁 の 個 店計画書 が ま とめ ら

れ た。図 6 の 右側
一

列 は その 概 要 で あ る．作 成 者 に よ り、そ の 具 体

性 にば らつ き は あ る もの の 、自店 の 業態 の 改 善 や 展 開 を検 討 し、そ

れ が 接 客の 仕 方 と その 空 間、デ ィ ス プ レ イ の 作 り方、店 舗 や 倉庫 ・

住 宅 との 関係 な ど、具 体的 な 空 間像 と結 び つ け な が ら提案 され た。

こ の 内容 は、その 後 の まちづ くり委員会で 共有 され、次 の よ うな効

果 を得 た。

　 ・個 別 に 漠 然 と思 い 描 い て い た自店の 商 い の 将来 計画 が、自主規

範 に 沿 っ て、商 い 像 と空間像 とを 関運づ け な が ら具体 的に 取 り組 め

る こ とを、委員会 メ ン バ ーの 店主達 の 間で 確 認で き た こ と。

　 ・自店 の 商い につ い て、他店 と連 携 す る具 体的 な 取組 み の 可 能性

を商店 主達の 問 で確 認で き た こ と、

4 − 4 ．市民 公 開フ ォ
ー

ラ ム に お け る市民 評価

　協定 づ く りと、これ に並 行した 実験的実践の 試み を市民 に 向けて

発表す る た め に、中心 市街 地 活性化 フ ォ
ー

ラ ム
「
山王 商店街 の ま ち

づ く り宣言」 と して 、商店街の 主 催・企 画 に よ り 2005 年 3 月に 行 っ

た。2004 年度 当初 よ り 「
協定 を 締結 し て 市民 に 向 け て 発表 す る」

こ と を予 定 して い た が、こ れ まで の 取 り組み を経 て 、そ の 目 的は
「

市

民 に とっ て 必 要 不 可 欠な 商 店 街 へ と脱 皮 す る 意 思 表 明 す る （委員 会

代 表談 ）」 と 「取 り組み を 市民の 視 点 で 評 憊 して も ら うこ と」 と明

確 化 され た。企 画、準備 か ら 当 日の 進 行 ま で を ま ちづ く り委 員会 メ

ン バ ーが主 体 的 に 行 っ た。フ ォ
ーラム は 2 部構 成 で 行 われ、前 半

は 意思表明 として 締結 済み の 「まちづ くり憲章」 の宣 言 と説明、そ

の 具体 的作 業 と して の まちづ くり協 定の 規 範の 説明、商店 街全体 の

実験的 プロ ジ ェ ク トや 個 店 計 画 の 発 表が 行 わ れ た。後 半 は、様 々 な

方式で の 意見 交換 と評 価 の 場 と した。こ れ まで ナ イ トバ ザール 等 で

表 2 　委員会で 示 した、個 店計画作成 に あた っ て 検 討項目

1，全体 構想 ・事業 イ メ
ー

ジ

○目的、や りたい こ と

○自店の 強み は 何か

○将来的な事業展開の展望

2．市場の見通 し

○ 事業の 市場規模、将来性

○事業を取 り巻 く環 境、競合関 係 等

3、事業 内容

O 夕一ゲ ッ ト
・顧 客層

・
業態の 絞込み

・
取 り扱 う商品や サ

ービ ス の 内容
O 販売 計 画の 特徴的内容
・
家族の み か 、従業員が 必要か ？

・
対面販売か 、訪問販売か 等

・現 金 か、掛 売 りか
・営業時間

○仕 入れ 計画の特徴的 内容
・販 売戦 略 に沿 っ た 商品確 保
・安 定 的仕 入先 の 確 保
・在庫 の 適 正管 理が 可能 な計画的仕 入れ

○店舗改修計画
・店舗改 修 の 方 針
・
店舗改修の 概要と事業費

4．資金計画
・
収支計画

O必要資金と調達方法
・移転補償費、自己資金．借入、等

○収支の 見通 し
・損益 、キ ャ ッ シ ュフ ロ ー

培 っ て き た 人脈 か ら、活動 的市民 （ナイ トバ ザール 出店 者、建築家、

市民 ま ちづ く り実践者、地 元町 内会長、タウ ン 誌編集 者 ）をパ ネ リ

ス トに 迎 え、意見 を も ら うと共 に、会場聴衆者 に随時、挙手式 で ア

ン ケ
ー

トを行 っ た。また、終 了後 に ア ン ケ
ー

トを実 施 した。参加 市

民 は 、パ ネ リス ト、ス タ ッ フ （商店 街 6 名、市、大 学 ）を除 き、47

名 で あ っ た 。 （そ の うち商店街 関係者 は ll名 ）

　後 半の 議論で は 、前半 の 内容 の うち行動 計画 や個店 の 将来像 な ど

具体 の 計画に 対 して 大 きな反響 が あ り、市長 が
「よ くこ こ まで や っ

て き た と正直 良い 意 味 で の シ ョ ッ クを受 けた。市 も決 断 した い 。」

と語 り、前半終了時の 質 疑感想 メ モ で は
「個店 計画 は 楽 し く、この

よ うな 感 じな ら是 非 用 事が な くて も訪れ た い と思 っ た 」 な ど とい っ

た 市 民の 感 想 が 得 られ た。ま た、パ ネ リ ス トか ら は 「決 意表 明 や

お客 様 との コ ミ ュ ニ テ ィ を 大 切 に す る気 持 ち が 伝わ っ て きて 感動 し

た。」 とい う感 想 が 述 べ られ た。後 半 で は、さ ら に 商店 街 の 現 状 へ

の 感 想、期待、と ともに 、商店側 か らの 具体的な プ レ ぜ ン テーシ ョ

ン を 受 けて建 設的で、直ち に実 行 に移せ そ うな要望や ア イ デア が 会

場 か ら提 案 され た （表 3 ）。その
一

部 は 、商店 街で 直 ち に 実 行 に 移

す と い う行動 が と られ た。ナ イ トバ ザール の 市民 出店 者 と の 意見 交

換 会 の 開催 や、ミニ FM 局 の 開 設な どで あ る。

4 − 5 ．行動 計 画 の 実験的 実践 の 協定策定 プ ロセ スへ の 効果 と展開

　以 上、草 案修 正 段階 に お い て、商 店街 全体 と個店 を 対象 と した 行

動 計画 の 実験 的実践 と、市民評価 の 場 と して の フ ォ
ー

ラ ム を開催 し

た こ とに よる、まちづ くり協 定の 内容や策 定 プ ロ セ ス へ の 影響や 展

開を ま とめ る。図 2 は 左図 は並 進 プ ロ セ ス の 総 括で あ る。

（1）商店 街全体 プ ロ ジ ェ ク トの 企画作成に よ る 評価 と改善

　 プ ロ ジ ェ ク ト企 画の 具体 的な議論の 体験 か ら、そ の 後の まち づ く

り委 員会 に お い て 協 定 の 配 慮事項 10 ヶ 条 が見 直 さ れ、追 加 ・修 正

が 行 わ れ た り、協 定 と合 わ せ て 蓄積型 の まちづ く り取組 み 集 を作成

す る こ とが 決 ま っ た。また、こ れ らの 企 画演 習を行 っ た プ ロ ジ ェ ク

トの うち 3 っ （図 6 の 太枠 ）が、次年度 か ら実 際 に 商 店街 が 中心 に

な っ て 予 算 を確保 し、実行担 当者 を決 め て 進 め られ成 果 を上 げた。

（平成 18年 12月現在 ）。例 え ば 「
お客 様 と共 同企 画 プロ ジ ェ ク ト」

の 実 践 へ 向 け て、商店街 独 自で TMO か らの 予算 を 獲 得 し、「山王

サ ポー
タ
ーズ ・

ク ラ ブ」 を 発 足 させ 、年 4 回 程度 の 情報誌 発行 と意

見 交 換 会 を行 っ て い る。（会 員 数 約 500 人）

（2）個 店計 画づ く り に よ る 評価 と 改 善

　 草 案作成段 階で は、前 述 の よ うに 、協定 で 定 めた こ との 運 用 方法

が 決 まらなか っ た。他 店の 商売 に 意見す る こ と へ の 躊躇 の 気 持ちや、

努 力規定 で あ る まちづ くり協定 へ の 協力 を どの よ うに お 願 い して い 　 t．H

ける の か、等が 懸案 事項で あっ た。これ が、協定 に 基づ きなが ら個

表 3　 フ ォ
ー

ラ ム で の 主要な意見 （終了後の 感想ア ン ヶ
一

ト内容を含む ）

〈 現状 へ の不溝 や感 想 〉

・興 味あ る形で の 情報発信の 少 ない こ と
・
商店 街 としての 一

体感 が な い こ と
・今 は行 きた い と思 うお店 が少 ない こ と
・初 め て の 店 は行 きづ らい の で 店 主の 顔

の 見え る工 夫が 欲しい こ と
・
駐車場整備の 必要性への 積極的意見、
一方 で それ が商店 街に 行か ない 主要 因

で ない との 意見

〈期 待と応援 〉

・郊外シ ョ ッ ピ ン グセ ン ターに はな い 魅

力 を迫 求 して欲 し い こ と
・様 々な理 由 か ら街 中 に 商店 街 は残 っ て

欲 し い とい う意見 表明 と応援 の 言葉。
・具体的に活動し、形 にな っ て きて い る

事への期 待。
・しか し、ど う応 援 した ら い い か が わか

らない こ とe

〈 今後へ の 具体的提案 に到達 したもの や

協力意向 〉

・
今回の フ ォ

ー
ラ ム の よ うに 、取組み を

市民に もっ と公 表すべ きで あ る こ と。
・
商店街 と市 民が 話 し合っ て情報 交換 す

る場 が欲 しい 。
・ナ イ トバ ザール で の ミニ FM 局の開局
な ど一体感 を生 む T．夫 が欲 しい 。
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店 計画 を作成 して み るこ とを通 して、協定の 規定内容が 各店の様 々

な事情に合 わせ て もほ ぼ対応 して い け る とい うこ と、ま た、これ ま

で 、他 店の 将来計画 に 対 して、運営委員 会 と して は
「
相談会 ＝商

店街全 体 の 視 点か ら皆で ア イ デ ア を 出 し合 う会」 とい う形 で 意 見、

検討 して い くこ とが 出来 そ うな こ とが つ か め た。こ れ に よ り、運 用

会議 の 進め 方 は、「建替 え改修発意時で の 協定内容の周 知」
「基本設

計開始 時 の 『相 談』コ
「基本設計終 了時 の 協定遵 守確認」 の 3 段 階

の 相談形式 に 固め て い くこ とが 出来た。

　こ の よ うに、商店街全体の 取 り組 み と個店計画 とい う 2 つ の 行動

計画 の 作成作 業を通 して 、協定案 が よ り具 体的運用 を想 定 しなが ら

評価 され、修 正や未 確定 で あ っ た 部分の 具 体化 に っ なが っ た。また

実践 に もっ なが る こ とが 示さ れ た。

（3）フ ォ
ー

ラ ム に よ る 市民 評価

　フ ォ ーラム で 行 っ た よ うな、商店 街側 か ら市民 へ 提 案し、これ に

対 し て 市民か ら具体的 な 評価 をも らう方法 は、市民評価 の 受け方 と

して 建設 的で あ る こ と、また、そ の 提案 を 実 行 に 繋 げや す い こ と、

とい っ た 感想 が ま ちづ く り委 員 会 メ ン バ ー
か ら得 られ た。こ れ ま

で、消費者モ ニ タ
ー

な ど の 試み は あ っ て も うま く生 か せ て い なか っ

た が 、今 回 の 協 定案 に基づ く提 案 ・実 践 を 市民 が 評 価 し、これ に応

え て い くとい う取 り組み 方 法が、まち づ くり委 員会に も評価 され る

こ とに な っ た。

5 ．ま とめ　〜山王 商店街 に お ける並 進プ ロ セ ス の 総括

　「自主 規範 策定 と実験的 実践 の 並 進 プロ セ ス モ デ ル 」 に 従 い 、山

王商店街 の ま ちづ くり協定 策定 プロ セ ス を 対象 に 行 っ た 取 り組 みか

ら、次 の 2 点の 有 効性 が 明 らか に な っ た e

　第 1 に は、協 定の 合意形成 の 推進 力 とな る効 果で ある。繰 り返 し

の 実験的実践 に よ っ て、ま ちづ くり協定の 策定 に 取 り組 む まちづ く

り委員会 や締結者で あ る店主が、自店 と他店 との 関係や 商店街全体

と の 関係 を評価 した り、一般市民 とい う利用者視点か らの 評価 を得

る こ との 重要性に気 づい た こ と、そ して、こ れ が
「まちづ くり協定 」

を策 定中 とい う商店 街内外 へ の ア ピ ー
ル カ を持つ 行 為 と合 わ さ る こ

と で 協定 の 意 義 を 認 識 す る こ と に な り、締 結 へ の 意 欲が 高 ま っ た。

その 結 果、且階 店舗 義務 化や 店先 駐 車場 の 禁止 とい っ た 特徴 的 な 内

容 を持 っ
「
ま ちづ く り協定 」 の 合意形 成 を成功 に 導い た。

　 また、単 に街 並み景観 向上の た めに 配慮 すべ きこ とを定 めた だ け

の 規 範で は な く、中心市街 地や地域 を支 え るとい う役 割意識 を持 っ

た商 店街 となるべ き とい う意識変化 を生 む こ とが 出来 た。

　第 2 に は 、商店街 に お け る組 織的で 計画 的 な取 り組 み を行 うマ ネ

ジメ ン トカ を うむ 効果 で あ る。並進 プロ セ ス の 結果、自らの 言葉 で

紡 い だ 憲章 を拠 り所 に、醗 慮 事 項 10 ヶ 条、行動 計画の 取 り組 み 方

の 関係が 納得 で き るか た ち で 整 理 され、各 項 目の 意 図が 十分理解 さ

れ た こ とで、主体性が 発揮 され る よ うに なっ た。そ の 結果、実験的

実 践 の 主体が 大学 主導 （お宝 探 しゲ
ーム 〉か ら委 員会主 導 （フ ォ

ー

ラ ム や その 後の プロ ジ ェ ク ト）へ と徐 々 に移 っ て い くとい う変 化に

み られ る よ うに、マ ネ ジ メ ン トカ を発揮 して い るとい え る新た な 行

動 ・活動 を 生 み 出 す こ とが 出来 た。

　
一

方、店舗 建 て 替 え 時 の 協議 能 力 にっ い て は 、建て 替 え が始 ま る

の が 事 業化が 決定 し た平 成 19 年 度以 降 と な っ て お り、ま だ事 例が

ない の で未 知数 で あ る。た だ し、従 来の 昔か ら付 き合い の あ っ た 工
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務 店 に 発注 して い た 建設発注 の 慣 習か ら脱皮 し、協 議 に 応 じ、よ

り豊か な空間提案 が で き る地元建築 家、工 務店 へ の 発注 に 意欲 を示

す よ うに な っ て き て い る。現在、商店街の こ うした取 り組 み が 評価

され、市よ り
「
道路。街並 み整備事業」 と

「
低利用民地 の 活用 ・集

約化に よ る共同駐 車場や テ ナン ト誘致拠点等の 面的基盤整 備業」 が

セ ッ トに な っ た 事 業提案が 示 され た。道 路拡 幅の 中 止 を伴 う都市計

画変 更 を含 むもの で あ っ た が 、協定 で 描い た 将来 像に 照 ら し、目立 っ

た反 紺意見が な く進め られ る こ とに なっ たの は 特筆で きる。今後 の

事 業進捗に あ わ せ て、行わ れ る店舗 更新の 際 の 協議状況や、商店街

に よっ て 始め られ た プロ ジ ェ ク トの動向を引き 続き注視 し、この 並

進 プ ロ セ ス モ デル の 有効性 と課題 を検証 して い き た い 。
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注

注 1）文献 1 で は 、神戸市真野地 区で、昭和 40年代初めから始 まる公害対策に端

　 を発す る住民の 組織的活動の 歴史を通 して、その 時 々の 課題 に対応 して住民組

　織 を変化させ な が ら 、地 域を運 営 して きた経緯 が示 さ れて い る。
注 21本文 で指摘 した以外に、郊外地 へ の 大規模商 業施設や公共公益 施設の 立地、
　 住宅地 開発に よ る 中心 市街地 の空洞化や 中心 部の駐 車場 不足 とい っ た 「都市計

　画、都市構造の 問題」 などが指摘されてい る。例えば 、文献 2、3な どに 詳しい 。
注 3｝文献 4 で、中井は rまちづ くり協定」 を 「一定の 地区内にお い て、公共施設
　 整備、土 地利用規制な ど広 く良好な 空間

・生 活環境 を確保す る 目的で 、合意 に

　基 づき 自主的に締結 され る 協定」 と定義して い る。本稿もこれ に 従う。
注 4｝まちづ くり協定の 全国的な状況を瀰 じた研究 には 、首都圏と全国人 口 40 万

　 人以 上 の 都 市 を 対象 と した 文献 5、政令指定都市を除 く主な地方都市中心市街

　 地 を対象と した文献 6 があ り、こ の 2 つ で その 概要を知 るこ とが 出来る。
注 5）文 献 5．6，7、8 参照

注 6｝文献 9 参照。
注 7）文献 10 参照。
注 8）マ ネ ージ ャ

ー
的役割 と して期待さ れて い る TMO 等に よ るマ ネ ジメ ン トの実

　態 や課題 につ い て の 研究は少ない が、文献 11の ア ン ケ
ー

ト調査か らは 、継続

　 的資 金確 保 を筆 頭 に、マ ネ ジメ ン トを 行う人 材の確 保や 関係づく りが 挙げら れ

　 てい る 。その 他、文献 12，13 参照。
注 9）筆者の 所属す る大学 研 究室が 2 年間にわ た り協 定策定作業を 支援 した 。ζ れ

　 以 前の 2年間 に わた り、まちづくり提言書や 空き店活馬計画 の策定を断続的 に

　 支援 して い る。取り組み の 経緯 に つ い て は文 献 14、15に 詳 しい 。
注 10｝その理 由は、イベ ン ト時は通常 と違うもの を販売する こ と が多い こ と、客

　層 が 自店の 対象 とは違う こ と などが挙げられた。
注 11｝こ うした 店舗回遊や店員 との 交流を 意図した イベ ン トや 、第三 者が店の 商品等

　 を品定め して PR す る試み は、その実態は把握でき ない が全国各地で行われ い る。
　 ただ し、商店街や個店の 改善に結びつ けてい く戦略性を持 っ てい るも のは少ない 。
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