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基本構想及び前期基本計画全体に関する意見 

１ 「まちづくり」の言葉の定義 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 1回（6月 27 日） ・ 第 4次総合計画の冒頭で，考え方としてしっかり述べておくのがいいのではないか。 

第 1回（6月 27 日） ・ 「柱になる言葉」については，冒頭部分というか，目立つところ（市民と共有できる場
所）で，しっかり述べていく。 

第 1回（6月 27 日） ・ 基本構想としてまちづくりをどのように捕らえるかを，基本構想の中で述べることが重
要ではないか。 

第 1回（6月 27 日） ・ 厳格な定義でなくてもいい。一般的な内容でなく，「芦屋の計画ではこのように定義す
る」ということにしてはどうか。 

第 1回（6月 27 日） ・ 述べる場所としては，基本構想（第 3章）の冒頭がいいのではないか。 

第 1回（6月 27 日） ・ 市民会議で議論を積み重ねてきた内容を定義として述べもいいのではないか。 

第 1回（6月 27 日） ・ 「主人公としての市民を尊重しながら進めてきた」ことについては，「まちづくり」と
いう言葉を定義していく中に盛り込んではどうか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「ハードとソフトの両方が並行していて，その中で，市民と市が協働することでいいま
ちをつくっていく」ことを強調した文章とした方がいい。 

第 2回（7月 10 日） ・ 将来像の説明文を参考として一緒に考えてはどうか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「他の市町村の人にも見ていただきたいもの」を市民と市が一緒になって創り上げるこ
とが重要であり，それを宣伝することで芦屋に来ていただくようにする方向で，市民と市
が一緒になってまちづくりを進めていくことが重要であると考える。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 「まちづくり」の定義を冒頭に載せる。 
（内容については，今後の審議会での議論を待つ。） 

第 2回（7月 10 日） ・ 「まちづくり」という言葉がいたるところに出てきているので，整理する必要がある。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「まちづくりの目標」という言葉が中身に即したタイトルになっていない。タイトルを
設定するときには，定義を冒頭で宣言するなど，誤解のない組立になるよう配慮する必要
がある。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「まちづくり部会」の名称を変更してはどうか。例えば「街並みづくり」などと表現を
変えていくことが必要ではないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 市民会議の部会名で使われていた「まちづくり」という言葉については，変更してもい
いと思うが，これまでの過程で作成に携わってきた方々の気持ちも考え，相談しながら決
めていく必要がある。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 「まちづくり」という言葉の使用を整理する。 
（部会の名称変更については，今後の審議会での議
論を待つ。） 
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会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 2回（7月 10 日） ・ 市民会議で基本構想素案の作成をした際には，「10 年後の姿」や「（テーマ毎の）将来像」
という形（言葉）で，議論をとりまとめてきたが，原案としてとりまとめられるに当たっ
ては，「まちづくりの目標」という言葉に変わってきており，それが多岐にわたって使わ
れているので，誤解を招く恐れが生じている。 

第 2回（7月 10 日） ・ 誤解を解消できるように表現を工夫する必要があるが，「部会名を変更する」ことも，
誤解を解消するための 1つの方法であるし，多岐にわたって使われている「まちづくりの
目標という言葉を変更する」ことも，1つの方法であると思う。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「まちづくりの目標」「まちづくりの基本方針」に「まちづくり」を使わない方がいい。 

第 3回（7月 31 日） ・ 「まちづくり」という言葉をあまり使わないほうがいいという意見もあったが，個人的
には，「使えるところでは使う」方でもいい。 

【8/21 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 

第 3回（7月 31 日） ・ 「まちづくりの基本方針」を，「芦屋のまちづくりの基本方針」とすることで「小学校
５年生が理解できる」ようにわかりやすくなると思う。 

【8/21 時点での事務局での対応】 

→ 「基本方針」を「芦屋のまちづくりの基本方針」
として修正する。 
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２ 第４次総合計画のアピールできるもの（目玉） 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 1回（6月 27 日） ・ 第 4次総合計画の中で，何かアピールできるもの（目玉），他市に誇れるような，「芦屋
はこんなにいいまちである」といった内容を盛り込むべきではないのか。 

第 1回（6月 27 日） ・ 「まちづくり」といく言葉を定義していく中で明らかになってくるかもしれない。 

第 1回（6月 27 日） ・ 市民中心で取組を進めてきたことがアピールできるもの（目玉）ではないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 今回の総合計画の策定の取組自体も「目玉」として書くことができないか。書くとすれ
ば第 3章の「3-2 基本構想に実現に向けて大切にすること」の中に書きたい。 

第 2回（7月 10 日） ・ 高齢化は年々進んでいくが，若い世代の，「頑張っていいまちをつくっていこう」とい
う意気込みにつながるようなものを発信できたらいいと思う。前向きな考え方を盛り込
み，表現できれば，「元気」につながっていくと思うので，文化も生産につながると考え，
計画の目玉として，「芦屋らしさの発信」を盛り込んではどうか。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 

第 3回（7月 31 日） ・ 前期基本計画の第１章の「芦屋の特徴」というか，「芦屋だからこうする」といった施
策は，この第１章においては，どのあたりになるのか。 

第 3回（7月 31 日） ・ 市民会議では次世代育成部会を担当していたが，その中の議論では，「豊かな自然環境
が，芦屋らしさの１つではないか」ということが話し合われた。学校教育においても，そ
のような自然環境を活かしていくことにより，芦屋らしさが出てくるものだと考えるが，
この原案においては，そのあたりの記述が欠けている 

【8/21 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 
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３ 前期基本計画の「市民に望むこと」の表現 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 1回（6月 27 日） ・ 行政から市民に何かを期待する印象になっている。 

第 1回（6月 27 日） ・ まちづくりにおいて何を目指すのかを明確にすることで市民の立ち位置も定まる。 

第 1回（6月 27 日） ・ 「市民の役割」，「行政の役割」はありきたりの表現なので，芦屋らしい表現がいい。 

第 1回（6月 27 日） ・ 市民と市が一緒になって進めていく姿勢でこの計画づくりに取り組んできたのに，この
ような表現が出てきたのか理解できない。 

第 1回（6月 27 日） ・ 今までは，行政主導で物事を進めることが多かった。しかし，この計画づくりで取り組
んできたように，これからは「もっと市民も中に入ってきて，一緒になって（協働で）進
めていく」ことが重要であると考える。 

第 1回（6月 27 日） ・ 「行政側が市民と一緒にやりたいこと（もしくは市民にやってもらいたいこと）」とい
ったものがあり，それらの一部が，今回このような「市民にしてもらいたいこと」という
形で表現されたように思う。ただ，表現については，例えば，「一緒にやりたいこと」と
するなど，より適切なものに変えたほうがいい 

第 1回（6月 27 日） ・ これからは，行政がサービスを提供するだけでなく，住んでいる人が望むことを，「市
民と市が一緒になって（協働で）進めていく」ことが求められる 

第 1回（6月 27 日） ・ 基本構想を実現するための前期基本計画（5 年間）は，行政の責任において進めていく
ものではあるが，その中でも，やはり「共に（一緒に）取り組んでいく」ことが大切であ
り，「市民に望むこと」といったスタンスでは駄目であり，「共に（一緒に）取り組むもの」
といった形で表現していかなければならない。 

第 1回（6月 27 日） ・ 計画の進行に当たっては，当然市の責任で進めていかなければならないが，それに市民
がどれだけ協力し，関わっていけるかがポイントになってくると思う。よって，表現とし
ては「市民に望むこと」ではなく，もっと協働ということが伝わりやすいものであるべき
ではないか。 

第 1回（6月 27 日） ・ 「共に，一緒に何かを目指す」ことが趣旨ではないか。 

第 1回（6月 27 日） ・ 「共に（一緒に）取り組むもの」 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 

第 3回（7月 31 日） ・ 「市民の役割」や「共にやること」とそういった表現のほうが適切ではないか。 【8/21 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 
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４ 基本構想の構成等 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 2回（7月 10 日） ・ 基本構想の大きな流れとしては，「前提となる社会的背景」と「市民会議で議論した過
程」という 2つのことがあって，それを受けて，第 3章で「目標を掲げる」ということに
なる。 
 本来の「策定の背景」としては，「市民参画に関する条例等も整備され，総合計画につ
いても市民参画で作成する運びとなった」ということで，「財政状況が厳しくなった」，「少
子高齢化が進展した」といったことは，単なる「社会的な環境の変化」であり，これにつ
いては，「世の中のこと」という形で整理し，本来の「策定の背景」と区分することによ
り，構成をすっきりさせたほうがいいのではないか。 
 10 ページの「1-5 市民会議が芦屋の将来の姿を描く」あたりをもう少し充実させ，本来
の「策定の背景」にするべきではないか。 
 「世の中の環境の変化」については，「序章」，「前段」といった位置付けにしてはどう
か。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「策定の背景」については，「今までの大きな流れ」を盛り込んだ上で，「1-1 社会的背
景 ～地方行政から地域主権へ～」の「(5) 地域の課題は地域に暮らす人々が解決する時
代へ」（3ページ）のあたりや，「1-5  市民会議が芦屋の将来の姿を描く」の「(2) 市民会
議で芦屋の将来の姿を検討」（10 ページ）において，「主語を We にする」というか，もっ
と「協働の部分」を謳えばよいのではないか。 
 その上で，「第 2章 市民会議が描く芦屋の将来の姿」以下につなげていけば，わかりや
すくなる。 
 「第 2章 市民会議が描く芦屋の将来の姿」以下は， 比較的，協働の表現になっている
ので，「第 1章 策定の背景」を整理することですっきりしてくると思う。 

第 2回（7月 10 日） ・ この基本構想の中では，所謂「一般的なこと」と「芦屋らしいこと」が混在しており，
「ストーリーとしての通りが悪い」と思う。市民会議での議論も踏まえ，「数字などの事
実を淡々と示す」部分と，「暮らし文化」に表されるような，芦屋らしい部分を，きっち
り分けて書くべきではないか。 
 今は，それらが行ったり来たりしているので，全体としての話の流れがわかりにくくな
っているのではないか。 
 今回の総合計画の策定に当たっては，「策定の背景の中で，市民と市が一緒になって，

【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 基本構想全体の構成を変更する。 
-------------------------------------------- 
 第 4次芦屋市総合計画について 
 （「まちづくり」の言葉の定義を加える） 
第 1章 策定の背景 
 1-1 市民と行政の協働による計画づくり 
 1-2 社会的背景 
第 2章 市民会議が描く芦屋の将来の姿 
 2-1 芦屋の将来像 
 2-2 6 つの視点から見た将来像・10年後の姿 
第 3章 基本構想 
 3-1 将来像 
 3-2 基本構想の実現に向けて大切にしたいこと 
 3-3 基本方針 
 3-4 目標とする 10年後の芦屋の姿 
資料 芦屋市の状況 
 資料-1 市民アンケート調査結果 
 資料-2 芦屋市の人口推移と将来推計人口 
 資料-3 芦屋市の財政状況 
-------------------------------------------- 
 
【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 「1-2 社会的背景」では，芦屋市の状況にも触
れる内容に修正する。 
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会議(日付) 意  見 事務局での対応 

どのようなまちを目指すかを一から考えることに至った」のであるから，そのことを，ま
ず，第 1章の冒頭でまとめて書くべきではないか。 
 その上で，「行政が置かれている厳しい状況」についてもまとめて書き，それらを踏ま
えて，「市民と市が一緒になって考えた結果である「将来像」の考え方」を示し，それを
受けて基本構想を書くという流れで，わかりやすい構成にするべきではないか。 
 市民会議では，テーマ毎に 6つの部会に分かれて議論してきたが，どのテーマにおいて
も，ほとんど同じことが話されていた。これは，部門別の発想から総合的な発想に転換し
た結果であると思う。 
 基本構想においては，「まちづくり」という言葉を多用するのではなく，最初にある程
度のスペースを用い，「まちづくりの考え方」，「今回の計画の特徴」，「市民会議の位置づ
け」などをきっちり書いた上で，（4つの）基本方針につなげていくべきである。 
 また，基本方針の中で「まちづくり」という言葉は使わず，その下につながる「まちづ
くりの目標」においても，「まちづくり」という言葉は使うべきではない。 

第 2回（7月 10 日） ・ 基本構想の第 2章では「芦屋」という言葉がたくさん出てくるが，第 3章になると，逆
に「芦屋」という言葉がほとんど出てこなくなるので，流れとして違和感を覚える。 

 

第 3回（7月 31 日） ・ ２ページから７ページまでを，例えば，「計画策定の背景と計画づくりの方針」という
表題にして１つのものにまとめてしまったほうがいいのではないか。 
 そして，１番目が「総合計画の役割と構成（２ページから３ページの内容）」，２番目が
「芦屋を取り巻く状況（４ページから５ページにおける内容の一部）」，３番目は「社会的
背景」とするのではなく，「行政を取り巻く状況（６ページから７ページの内容）」とし，
４番目に「計画づくりの基本姿勢」として，「協働」をクローズアップした文章（４ペー
ジの上段に網掛けで示している部分）で締めくくる構成にしたほうがいいと思う。 

【8/21 時点での事務局での対応】 

→ 再度，基本構想の構成を変更する。 
-------------------------------------------- 
第 1章 計画づくりの背景と基本姿勢 
 1-1 第 4次芦屋市総合計画について 
 1-2 第 4次芦屋市総合計画の役割と構成・期間 
 1-3 芦屋の状況 
 1-4 芦屋市行政を取り巻く状況 
 1-5 計画づくりの基本姿勢 
第 2章 市民会議が描く芦屋の将来の姿 
 2-1 芦屋の将来像 
 2-2 6 つの視点から見た将来像・10年後の姿 
第 3章 基本構想 
 3-1 基本構想の実現に向けて大切にしたいこと 
 3-2 将来像 
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会議(日付) 意  見 事務局での対応 

 3-3 芦屋のまちづくりの基本方針 
 3-4 目標とする 10年後の芦屋の姿 
資料 芦屋市の状況 
 資料-1 市民アンケート調査結果 
 資料-2 芦屋市の人口推移と将来推計人口 
 資料-3 芦屋市の財政状況 
-------------------------------------------- 
 

第 3回（7月 31 日） ・ 基本計画については施策の内容が入ってくるので難しいところがあるが，少なくとも基
本構想については，「小学校５年生が理解できる」文章にする意識で文章を書いていく必
要がある。 

【8/21 時点での事務局での対応】 

→ 基本構想の文章表現を見直す。 
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５ 文章の主語 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 1回（6月 27 日） ・ 基本計画は行政の責任においてすすめていくものであるが，基本構想ではもっと「We（私
たち）」を主語に書くことで，みんなが共有できるものにすることが重要である。 

第 1回（6月 27 日） ・ 「主語を，わざわざ書かなくてもいいのではないか」という考え方もあるが，あまりに
「主語がない」文章が並ぶわけにもいかず，特に基本構想においては，「みんなでつくっ
たもの」ということが，しっかり伝わるような表現になっている必要があり，そうするこ
とによって，みんながスタートラインに立てる。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「市民と市が一緒になっていいまちを作っていく」ことが本来であり，「同じ芦屋を良
くする仲間」として主語を「We（私たち）」にして書けばすっきりするのではないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 主語を「We（私たち）」とすると主観的であるため，例えば「芦屋市」とするなど，も
う少し客観的なものを主語にして書いた方がいい。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 「第 1章 策定の背景」で「私たちの計画」と明
記する。 
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６ 策定の背景の文章表現 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 1回（6月 27 日） ・ 市民参画及び協働の推進に関する条例などができ，総合計画の策定に当たっては市民会
議を設置し，市民中心で議論を展開してきたということは，成果は着実に表れてきている
ので，「策定の背景」という位置づけで，もっと前段部分でうたってもいいのではないか。 

第 1回（6月 27 日） ・ 今回の総合計画は，単なる（従来型の）行政の計画ではなく，もっと多くの人の承認を
得る手続きを経て，進めてきたものである。これまでの取組を積極的に評価し，姿勢を明
確に示すことが大切なのではないか。 

第 1回（6月 27 日） ・ 芦屋の（みんなの）総合計画であり，行政が勝手に作成したものではない。市民会議の
提言なども受けて，一緒に作成してきたものである。 

第 1回（6月 27 日） ・ 今回の総合計画の策定に当たり，策定の仕方の趣旨，実際の策定の過程などにおいて「市
民中心」であったことが特徴なので，そのこと冒頭に盛り込み，策定過程において，市民
と市，「みんなでつくりあげた」ということを，特に謳っていただきたい 

第 1回（6月 27 日） ・ 市民会議の議論に加え，職員会議も並行して議論を積み重ね，一緒につくりあげてきた
過程をきっちり説明していき，「芦屋らしい取組」として示すことはできないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「策定の背景」というタイトルにしておきながら，その中で書かれている内容が現状の
ことばかりであれば，タイトルを変える必要がある。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「策定の背景」については，芦屋市では，「市民参画および協働の推進に関する条例」
などが整備され，「市民と市が一緒に取り組んでいく」機運が高まってきたという大きな
流れがある。そのような流れの中で，今回の総合計画の策定に当たっても，「市民会議と
職員会議を立ち上げ，一緒に取り組んできた」ということがよくわかるように書く。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 基本構想全体の構成を変更する。 
（6ページ参照） 
 
【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 基本構想の構成を変更し，新たに作成した「1-1 
市民と行政の協働による計画づくり」は，「1-2 芦
屋市の状況」から(1)(2)を，「1-5 市民会議が芦屋
の将来の姿を描く」から(1)(2)を抜き取り，新た
にこれまでの市民参画・協働の取組を加えて作成
する。 
 
【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 「第 1章 策定の背景」で「私たちの計画」と明
記する。 
 

第 2回（7月 10 日） ・ 「市民と市がいかに協働するか」という部分が抜けているので，「協働でできること」
をしっかり盛り込むことにより，書き換えていく必要があるのではないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「第１章 策定の背景」は，少し「行政の目線」になってしまっている。市民会議で議
論していたのは，「財政状況の悪化，少子高齢化，地域主権への流れの中で，市と市民が
いかに協働して，いいまちづくりを進めていくか」ということであった。それに対し，「増
大する行政需要に対し，今の行政の資源では対応が難しい」というニュアンスで書かれ，
これが策定の背景であると言われると，我々が市民会議で議論していた，「今まで通りの
行政のやり方でまちづくりを進めるのではなく，やり方についても協働で（一緒に）考え
ていく」という方向性とも異なり，違和感を覚える。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 「1-1 社会的背景」の文書を修正し，下記の文
章を追記する。 
 「個性や多様性，心の豊かさを求める価値観が
広がり，地域のために活動することに生きがいを
見出す人々が増え，地域での人々の信頼や連帯感
を取り戻す動きに加え，これまで行政が行ってき
た公共サービスの提供者となり得る意欲と能力を
備えた市民活動や NPO 活動が全国的に増えてお
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会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 2回（7月 10 日） ・ 「行政経営資源の限界」，「地域住民の課題解決意欲の低下」といった，かなり「先が苦
しい状況」が書かれているが，そうであるならば，地域をクローズアップし，市民会議で
も議論があったように，「地域住民（市民）を「資源」と捉える」ことが，本当に必要な
ことなのではないか。 
 そして，それに伴って，「市の職員の能力アップ」ということについても，積極的に触
れていかなければいけないのではないか。「限界と言わざるを得ない状況」も理解できる
が，それを打ち破っていくことも考えなければいけないのではないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 2 ページの「(3) 地方行政の肥大化と地域住民による課題解決意欲の低下」の 4行目に，
「行政のみで何にでも対応していくことは行政の肥大化を招くことに加え，地域の課題を
住民が協力して解決する意欲や連帯感を低下させる」とあるが，この表現には違和感を覚
える。もっと「肯定的に捉えた言い方」にすべきではないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 2 ページの「(3) 地方行政の肥大化と地域住民による課題解決意欲の低下」の文章は，
読み方によっては，「行政の資源が限られてきているから，市民に助けてもらう」と受け
取られかねない。 

第 2回（7月 10 日） ・ 本来の考え方でいくと，「できる限り住民の身近なところに決定権を下ろす」という補
完性の原理で考えなければならないが，「行政が何でもやることにより，住民の意欲が低
下する」と書いてしまうと誤解を招きかねず，もっと市民の自主性に配慮した文章に変え
るべきではないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 表現が「行政の視点になっている」というのは，そのとおりであり，「補完性の原理」
という話も出たが，「行政の資源（お金）が限られてきているから，市民に助けてもらう
（力を借りる）」というストーリーではなく，「より豊かな暮らしを形成するため」という
前向きな姿勢を打ち出す必要がある。 

り，芦屋においてもそのような活動が活発化して
きている。」 

第 2回（7月 10 日） ・ 2 ページの「(3) 地方行政の肥大化と地域住民による課題解決意欲の低下」の 3行目に，
「出口の見えない疲労感や閉塞感を感じざるを得ない状況」といった表現があるが，実際
にそのような気持ちでいるのだとしたら，我々が議論してきたことと，あまりにも視点が
違うことになる。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 該当文章を削除し，「行政だけできめ細かなサー
ビスまでも担っていくことは限界がある状況とな
っている。」などの表現に修正する。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「限りある行政経営資源」ではなく，「資源を見つける」という選択肢もあるのではな
いか。「資源と成り得るものの可能性を追求する」，「新しい経営資源を作り出していく」
ことが大切である。 
 

【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 「芦屋の資源を発掘，再発見」などの表現を追
記する。 
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会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 2回（7月 10 日） ・ 「1-5  市民会議が芦屋の将来を描く」の「(1) 芦屋の魅力を高めてまちへの愛着を深
めるとき」（10ページ）の中に，「行政サービスについて何をどこまでやるかをさらに選択
していかなければならない時になっています」とあるが，このような「どこまで」という
限界を示すような表現にするのではなく，もっと視点を変えて，「どのように」といった，
いろいろなやり方を考えるような，前向きな表現を考えるべきではないか。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 「第 1章 策定の背景」の全体の構成や文章等を
変更し，該当か所を削除する。 

第 2回（7月 10 日） ・ 芦屋市は，税収が落ち込んできているにも関わらず，市債残高も減らし続けており，こ
の点については評価できる。今までの議論の流れでは，「所謂一般的な，社会の流れ」と
「（芦屋らしい）策定の背景」とは，別に分けて記載する流れになっていたと思うが，こ
の「所謂一般的な，社会の流れ」の中に，「これまで歳出の削減を頑張ってきた」ことを
盛り込んでもいいのではないか。 
 そうすることによって，「だから市民にも頑張って欲しい」といった流れになってしま
うようでは意味が無いが，そうならないように表現方法を工夫して，「これまで歳出の削
減を頑張ってきた」ことを盛り込んでもいいと思う。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 
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７ 将来像 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 2回（7月 10 日） ・ 今後の 10 年間における「芦屋のキャッチフレーズ」のようなものになるなら，情報の
共有という観点から，例えば「小学生でも知っている」など，認知度を高めていく働きか
けが必要である。 

第 2回（7月 10 日） ・ 表紙に載せてはどうか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「新しい暮らし文化」の「新しい」は，これまでと 180 度違うようなイメージになるの
で理解しづらい。もっと明確で，よりわかりやすい言葉を検討すべきではないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 現在のキャッチフレーズの言葉自体が難しい（小学生などが理解しづらい）のであれば，
代替案は，この審議会の中で検討し，決めていくべきである。この審議会の議論を進めて
いく中で，最終的にキャッチフレーズが固まっていけばいい。 

第 2回（7月 10 日） ・ 新しい言葉が出てくると馴染むまでにある程度時間がかかるのではないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ この将来像については，市民会議で議論した様々なことを集約した結果であり，その想
いがこの言葉にこめられている。「新しい暮らし文化」は見慣れない言葉ではあるが，使
っていく中で定着して意味が浸透していけばいいのではないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 将来像としては「コミュニケーションの溢れる自然とみどりのまち芦屋」などがいいの
ではないか。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 「第 3章 基本構想」の冒頭で，市としての将来
像を改めて大きく記載する。 
（文言については，今後の審議会での議論を待つ。） 
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８ まちづくりの目標 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 2回（7月 10 日） ・まちづくりの目標 6 自分に合った方法で心身の良好な状態を維持して過ごしている 
 「自分に合った」が気になる。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 

第 2回（7月 10 日） ・まちづくりの目標 9 まちの防災力が向上し，災害時に的確に行動できるよう備えている 
 なぜ「(5-1) みどり豊かなまちの骨格が彩られ風情が息づいています）」が入っている
のか。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 

第 2回（7月 10 日） ・まちづくりの目標 9 まちの防災力が向上し，災害時に的確に行動できるよう備えている 
 「(5-1)から(5-5)の 10 年後の姿」において，それを説明するためにピックアップされ
た言葉が，「市民会議で議論した内容」とずれている。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 
 
【8/21 時点での事務局での対応】 

→ 概要を文章で表すよう修正する。 

第 2回（7月 10 日） ・まちづくりの目標 12 交通マナーと思いやりが行き渡り，市民が移動しやすくなっている 
 「市内が移動しやすく」を「交通の利便性が高い」といった表現に変えるなどの工夫を
してはどうか。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 

第 2回（7月 10 日） ・まちづくりの目標 14 信頼関係の下で市政が進行している 
 「市政が進行」の表現を「今よりもっと協働が進んでいる」といった芦屋らしい表現に
できないか。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 

第 2回（7月 10 日） ・ 安定的な循環により生活が成り立ち，新しい仕事を生み出したり，文化として位置づけ
られることが大切だと考える。第 3章（基本構想）の中に，目標としてあってもいいので
はないか。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 
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９ アンケート結果の分析，文章表現 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 2回（7月 10 日） ○「(3) 永住希望の減少」について 
・ 永住希望の減少については，震災の影響によるのではないか。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 下記の文章を追記する。 
 「平成 20 年（2008 年）の調査では，芦屋市内
での通算居住年数別に見ると，居住年数が長くな
るほど「住み続けたい（永住希望）」人の割合が高
くなっており，新しく芦屋に居住することになっ
た人の割合が増えたことによって「住み続けたい
（永住希望）」人の割合が全体として低くなってい
るのではないかと考えられる。」 
 
【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 下記のグラフを追記する。 
「芦屋市内での通算居住年数ごとの居住継続希望
の割合」 
 

第 2回（7月 10 日） ○「(4) 地域活動への参加意欲の低下」について 
・ 市民活動への参加意欲の低下について，新しく芦屋に転入してきた方の影響が大きいと
思うので，表現を工夫してはどうか。 

第 2回（7月 10 日） ○「(4) 地域活動への参加意欲の低下」について 
・ 「住まいが流動的な人の参加意欲を高める工夫をする」など，もう少し別の表現に変え
たほうがいいかもしれない。 

第 2回（7月 10 日） ○「(4) 地域活動への参加意欲の低下」について 
・ 「なぜ参加したくない人がこれだけいるか」をもっと分析する必要がある。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（地域活動への参加意欲とその地域での居住年数の
関係について，追加でクロス集計をしたが，関連
性は見られなかった。） 
 
【7/31 時点での事務局での対応】 

→ 下記のグラフを追記する。 
「参加したくない理由の内訳」 

第 2回（7月 10 日） ○「(4) 地域活動への参加意欲の低下」について 
・ 「地域活動」という言葉が悪いのかもしれない。 
 芦屋市民は地域の枠にとらわれない様々な文化活動にも参加しており，そのような活動
は地域活動には含まれないという限定的なイメージを持っているかもしれず，芦屋らしい
ことなのかもしれない。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（他都市との比較データがない。） 
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会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 2回（7月 10 日） ○その他 
・ 個人的な直感だが，客観的なデータ（事実）の裏側には，「芦屋の特殊性」のようなも
のがあるような気がする。それを明らかにして，きちっと整理することは，大きな仕事だ
と思う。 

第 2回（7月 10 日） ○「(4) 地域活動への参加意欲の低下」について 
・ コミュニティスクールは，子どもから高齢者の方まで，活発に活動している。自治会に
おいても，活性化しているところがあるのに，アンケート調査になると「地域活動への参
加意欲が低い」という結果が出る。 
 「地域活動という言葉に対する限定的なイメージ」があり，それによりこのような結果
が出ているのかもしれないが，活動している者としては，残念な結果である。 

 



 

P.17 

10 芦屋の活性化につながる新たな資源の発掘 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 2回（7月 10 日） ・ 市が生き続けていくためには，どのようにして税収を確保していくのかが大切になって
くる。 
 芦屋のような住宅都市においては，事業所（の誘致）ではなく，「生活に関わる何らか
の循環」というか，変化が起こらないと，ただ住んでいるだけでは何も生まれない。「消
費を産業とみなす」という創造的な視点というか，「住宅都市としての経済のあり方」の
ようなもの，「元気のイメージ」，「稼ぎのイメージ」になるのではないか。 

第 2回（7月 10 日） ・ 人口増加策を講じることや，人口自体が増加することは，住宅都市としては必ずしもい
いことだとは思わない。 

第 2回（7月 10 日） ・ 文化も生産につながると考える。芦屋の文化（芦屋らしさ）を発信し，流入人口を増や
し，経済が活性化されることも考えられる。前向きな考え方を盛り込み，表現できれば，
「元気」につながっていくと思う。 

第 2回（7月 10 日） ・ 「寄附文化」をはぐくんでいく必要がある。寄附には「知恵」，「知識」，「技術」といっ
た潜在的なものをうまく引き出していくことが大切ではないか。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 
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11 「市民会議が描く芦屋の将来の姿」における文章表現 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 2回（7月 10 日） ・ 「2-2 6 つの視点から見た将来像・10 年後の姿」の「(6) 行政の視点から見た将来像・
10 年後の姿」（18 ページ）において，「市債は，市民，行政の努力により大幅に改善され
つつありますが，一刻も早く償還し，財政を健全化することが望まれます」とあるが，こ
の「望まれます」という表現が気になる。計画の中で，このような表現で謳うことがふさ
わしいかどうかを，どこかで議論していただきたい。 

第 2回（7月 10 日） ・ 芦屋市においては，確かに，かなりのペースで財政状況の改善に取り組んできたことは，
評価されてもいいのかもしれない。税収の増加の見込みが立たない中，これ以上の改善は
厳しい状況にあるのも事実である。 
 これからは，市の施策の中で，「効果があるものとないものを，市民と市が一緒になっ
て見極めて」いき，そういう観点で市政を運営していくことが重要である。 
 「市を訪れる人が増え，産業が刺激され，市税収入が増える」といったイメージも持ち
ながら，1 つの施策を考える（進める）ことが必要であり，そういう視点から，先ほど指
摘があった「望まれます」という表現になってしまったところがある。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 

第 3回（7月 31 日） ・ 12 ページと 20 ページにおいて，「(4-1) 行政と市民，市民と市民がお互いに支えあい助
け合っています」とあるが，この中の「行政と市民」を「市民と行政」に修正すべき。 

【8/21 時点での事務局での対応】 

→ 「行政と市民」を「市民と行政」に修正する。 

第 3回（7月 31 日） ・ 基本構想素案の中から，言葉や文章をピックアップしている部分について，市民会議で
議論した内容からずれている気がするので，もう少し精査してほしい。 

【8/21 時点での事務局での対応】 

→ 概要を文章で表すよう修正する。 

第 3回（7月 31 日） ・ 「芦屋の将来」となっているが，個人的には「市」という言葉をつけて「固いイメージ」
にするより，「芦屋の将来像」とするほうがいい。 
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12 第 3次総合計画とのつながり 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 2回（7月 10 日） ・ 第 3次総合計画がどうなってきたかを，しっかり把握した上で，第 4次総合計画につな
げていく視点をもう少し追加してみてはどうか。「第 3次総合計画ではこうだったことが，
第 4次総合計画ではこうなっている」といった，「つながりが見えやすい」ほうがいい。 
 そういった経緯を表現した文章が，きちんと盛り込まれていたほうがいいのではない
か。 

【7/31 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 
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13 市民会議の６つの視点を基本方針の４つに集約した意図の説明 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ 市民会議でも職員会議でも，６つの部会（テーマ）に分かれて議論を重ね，素案をつく
りあげてきたが，これが原案になると，基本方針という形で４つに集約されているので，
素案と原案のつながりが見えにくくなっており，素案の内容がうまく原案に反映されてい
るか（活かされているか）が判断しづらい。 

第 3回（7月 31 日） ・ 「６つのテーマを４つの基本方針として集約した」ことについては，集約した理由（意
図）として，「行政として受け止めるに当たって，組織構成を意識しながら」という説明
が少しあったが，このあたりの説明が，きっちりできてさえいれば問題はないと思う。 

【8/21 時点での事務局での対応】 

→ 「第 3 章 基本構想」の目標を展開する冒頭部
分に，基本構想素案の 6つの視点ごとの将来像や
10 年後の姿を整理した経過を記載する。 
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14 前期基本計画の冒頭説明 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ ２９ページにおいて，「第４次芦屋市総合計画基本計画と本市の各施策分野における計
画について」と「第４次芦屋市総合計画における基本計画と実施計画について」という２
つの項目立てで，全体に関することが述べられているが，表現として固いので，「基本計
画とはどういうものか」ということを，もう少しわかりやすく書かなければいけない。 
 今回の策定の過程においては，まず，「基本構想をＷｅで表現し，市民と行政が理念を
共有」したことが挙げられる。 
 また，基本計画においては，「縦割りではなく，各施策を分野横断的に相互につないだ」
ことを，特色として謳うべきである。 
 前期と後期の２段階に分けて，社会情勢に対応しながら，機動的に計画を見直していく
ことも述べておく必要がある。 
 これはもっと前で述べるべきことかもしれないが，「市民と市が協働により，分野横断
的に，計画づくりに取り組んだ」ことを念頭に置き，特色として打ち出しておく必要があ
る。 
 また，「実施計画と緊密に連携している」ことも重要であり，それにより，「計画の実効
性を担保しています」という決意表明をしておかなければならない。 

第 3回（7月 31 日） ・ 「計画をどのように検証・評価していくか」が重要であり，約束しきれないところは仕
方がないが，できるだけ「検討します」といった表現は避けたほうがいい。 
 この計画の中で（網掛けで表現している）施策目標については，数値的なもので表せれ
ば一番いいのだが，前期基本計画の５ヵ年における到達目標を示すことができればよりよ
いと思う。 
・ 「分野横断的に協働で取り組んだ」ことを前提に，到達目標は行政だけの責任だとは捉
えず，きっちり計画の中に書いていくことが重要であり，それが「市民に望むこと」に代
わる大きな計画の特徴として打ち出せるのではないか。 
・ 数値はアウトプット（結果）ではなく，アウトカム（成果）であることが望まれ，そう
いう意味では，この原案の目標は「何が，どのようになっている」という「状態」で表現
されているので適切であると思う。 
・ 今後，行っていくであろう市民アンケート調査などにおいても，到達しているかどうか
を確認するために，活かしていく必要がある。 

【8/21 時点での事務局での対応】 

→ 前期基本計画の冒頭説明を充実する。 
-------------------------------------------- 
(1) 前期基本計画とは 
(2) 総合計画と各施策分野の個別計画について 
(3) 各施策分野間をつなぐ横断的視点について 
(4) 基本計画と実施計画について 
(5) 前期基本計画の進行管理について 
-------------------------------------------- 
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会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ 「第４次芦屋市総合計画における基本計画と実施計画について」は，一番基本になると
ころだと思うので，今後もきっちり検証していくようにしていきたい。 

第 3回（7月 31 日） ・ 審議会の領域としては基本計画までだが，「それを実施していくための実施計画とのつ
ながり」というものは，指摘をいただいたとおり，大変重要なものなので，基本計画を審
議するに当たっては，「うまく実施計画につながる」表現にすることや，方向性を示すも
のにしていくことが大切である。 

【8/21 時点での事務局での対応】 

（今後の審議会での議論を待つ。） 
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前期基本計画の個別の施策に関する意見 

目標１ 一人ひとりのつながりが地域の力を高め，地域主体のまちづくりが進んでいる 

施策目標１－１ 一人ひとりがそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ 「施策目標１－１」の「１ 課題認識と取組の方向性」の下から２行目に，「テーマご
とに横断的に整理されて発信されている」とあるが，どのような状態なのかがわかりにく
い。 

第 3回（7月 31 日） ・ 「テーマごとに横断的に整理されて発信されている」という表現については，例えば，
「縦割り的ではなく，市民の視点から見てわかりやすく発信されている」といった表現に
変えるなど，もう少しわかりやすくしたほうがいいのかもしれない。 

 

第 3回（7月 31 日） ・ 市民活動を促進させるため，「何かの活動に参加したい」と思う人に，「いつ，どこで，
どういった活動がある」といった情報を市が発信し，「市民が受信できる」システムを構
築するといった「受信」のことに関して書き加えてほしい。 
 「３ 市民に望むこと」が，「積極的な情報発信」となっているが，ここには「受信」
に関することも盛り込む必要があると思う。 

 

 
施策目標１－２ 主体的な市民活動が増え，継続的に発展している 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ 「主体的な市民活動」という表現は，理解しにくい。もっと単純な，例えば「市民が主
体となって」といった，理解しやすい表現に修正したほうがいいのではないか。 

 

第 3回（7月 31 日） ・ 「市内中間支援団体」がわかりにくい。 

第 3回（7月 31 日） ・ 「連携を支援する」だけではなく，そのことによって「何が促進される」のかを書かな
いとわかりにくいので，修正をお願いしたい。 

 

第 3回（7月 31 日） ・ 「市民活動グループなどとの交流の機会を設けるなど気軽に参加できる環境をつくりま
す」となっているが，「など」という言葉が続いているので，修正したほうがいい。 

 

 
施策目標１－３ 地域主体のまちづくりの仕組みが根付き，地域の力が高まっている 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ 「見直していくことが重要である」というところまで踏み込んで書くということは，現  
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会議(日付) 意  見 事務局での対応 

状のルールに何か問題があるというイメージになっているので，「ここまで書くのかどう
か」については整理した方がいい。 

第 3回（7月 31 日） ・ いわゆる「見直し規定」の関係もあるが，確かに今のままの表現では誤解を与えかねな
いので，もう少しわかりやすい表現に変えていく必要があるのかもしれない。 

第 3回（7月 31 日） ・ 「市民と行政が協働するためのルールの下でまちづくりを進めます」となっているが，
これはとても大切なことである。これまでも審議会などの大きな枠組みでのルールづくり
が，市民参画により行われてきたが，それだけではなく，市が独自で実施できることにつ
いても，市民にとっては大切なこともあるので，小さい（細かい）ルールも整備し，市民
が参画して，協働してまちづくりを進めていくことが重要であると考える。 
（例えば，公園のトイレ整備についても市民からの意見をきくなど。） 
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目標２ 多様な文化･芸術･伝統が交流するまちで，芦屋の文化があふれている 

施策目標２－１ 市民が教養を高める機会が豊富にある 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ 「出前講座や公民館講座」に触れられているが，美術博物館や図書館においても，館の
自主企画による活動が積極的に行われているので，そのあたりについても，もう少しきっ
ちり記述したほうがいいのではないか。 

 

第 3回（7月 31 日） ・ 「埋蔵文化財」について触れられているが，「建築物的な文化財の視点」についても，
きっちりここで述べておいたほうがいいのではないか。時代が動き，芦屋らしさが変わり
つつある中で，少しでも発掘し，いいものを残していく努力をしていくことが大切である
と考える。 

 

 
施策目標２－２ 様々な交流が，多様な文化への理解と見識を深めている 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ 「外国人に対する考え方」のことについては，繰り返しになってしまうかもしれないが，
今後も検討を重ねていくこととしていただきたい。 
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目標３ お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている 

施策目標３－２ 男女共同参画社会の実現に向けて意識が広がっている 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ 具体的施策のどちらも「社会」に関することであり，もう少しアンペイドワークや家庭
内分業などのことも考えた「家庭」における役割分担の意識に働きかけるような施策を盛
り込む必要があるのではないか。 
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目標４ 子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている 

施策目標４－１ 子どもたちが「生きる力」を身につけ，健やかに成長している 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ 「子どもたちの学力差の解消に努めます」となっているが，「学力の差」は当然あるも
のであり，「差を解消する」ことを目指すのではなく，「全体のレベルを上げる」ことを目
指すことが本来の姿であり，ここの表現については見直すべきではないか。 

 

第 3回（7月 31 日） ・ 「具体的な施策」において，「生きる力」に関する記述が少ないのではないか。 
 「生きる力」とは「心の教育」に関するものであると考えるが，「具体的な施策４－１
－１」では学力，「具体的な施策４－１－２」では人権，「具体的な施策４－１－３」では
体力，「具体的な施策４－１－４」では教育環境が取り上げられており，強いて言うので
あれば，「具体的な施策４－１－２の中の項目（３つめの・）」の「道徳教育の充実を図り，
道徳性の育成や規範意識の向上に努めます」が，「心の教育」に該当するものであるとは
思うが，もう少し詳しい記述が必要なのではないか 

 

第 3回（7月 31 日） ・ 「具体的な施策４－１－１の中の項目（４つめの・）」と，「具体的な施策４－１－２の
中の項目（２つめの・）」が全く同じもの（子どもたちの読書活動を支援する取組を継続
して実施します）になっているので，どちらかに統一してはどうか。 

 

第 3回（7月 31 日） ・ 「具体的な施策４－１－２の中の項目（５つめの・）」が「不登校児童生徒への指導，
支援や，いじめ問題対応の充実を図ります」となっており，同じ施策の「６つめの・」が
「子ども問題に関わる機関が連携し，虐待，犯罪等の防止等に向けた取組の充実を図りま
す」となっているが，これらは，どちらも「起こってしまったこと」に対する対処が中心
になっており，もっと，これらの問題を根本的に発生させないためにはどうするべきかと
いう視点での施策を，盛り込んでいくべきではないか。 

 

第 3回（7月 31 日） ・ 「具体的な施策４－１－４」が，「心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるととも
に，教員の専門性と指導力の向上に取り組みます」となっており，せっかく「心やすらぐ」
といういい表現があるのに，その下の「具体的な施策の中の項目（・）」を見ると，「心や
すらぐ」という部分にマッチするものが見当たらない。もっと表題とマッチする対策を盛
り込むべきではないか。 

 

第 3回（7月 31 日） ・ 「３ 市民に望むこと（４０ページ）」の中に，「トライやる・ウィークに参加する生徒
の受入れ」とあるが，この「トライやる・ウィーク」については，「森林ボランティア」
の関係で関わっているが，様々な分野において，いろいろな地域で展開されているもので
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会議(日付) 意  見 事務局での対応 

あり，（もっと上の）施策レベルで取り上げてもいいのではないか。 

第 3回（7月 31 日） ・ 市民会議のまちづくり部会では，自然と緑を大切にする「心の文化」というものを１つ
のテーマとして重要視し，取り上げてきた。このような考え方は，前期基本計画（原案）
においては，第３章の「まちづくりの目標１０」で取り上げられているが，やはり，子ど
もの頃から，教育の中にも取り込み，そういう心を育（はぐく）み，緑を大切にしていく
ことが重要なので，「植樹」といった細かい内容までを掲載する必要はないが，大きな考
え方として，第１章の中にも，盛り込んでいっていただきたい。 

 

 
施策目標４－２ 青少年が社会で自立するための力を身につけている 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ この施策目標から「青少年」という言葉が出てくるが，この言葉と，他の施策目標で使
われている「子どもたち」という言葉の違いがわかりにくい。小中学生（＝子どもたち）
と高校生以上（＝青少年）といった整理になるのか，そのあたりの使い分けをもっと整理
したほうがいいのではないか。 

 

第 3回（7月 31 日） ・ 「１ 課題認識と取組の方向性」の中で，文章の前段では「青少年が社会で自立して生
きていく力を身につける」ことが目標になっているのに対し，文章の後段においては，「身
につけた後に（さらに）成長している」ことが目標になっており，目標のレベルに差が生
じているので，どちらかに揃えるべきではないか。 

 

 
施策目標４－３ 学校園・家庭・地域が連携して，子どもたちの育成を支えている 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ 「具体的な施策４－２－２の中の項目（１つめの・）」が「愛護委員による日常的な街
頭巡視活動を推進します」となっており，同じ施策の「２つめの・」が「有害図書，有害
サイトから青少年を保護するための取組を推進します」となっているが，これらも，どち
らかと言うと「起こってしまったことに対する対処が中心の」マイナス思考になっている
ので，もっと，これらの問題を根本的に発生させないためにはどうするべきかというプラ
ス思考の視点を持ち，「仕事の楽しさ」，「ものを創作する喜び」といったものを与えるこ
とによって健全な成長を促すといった方向性を盛り込むべきではないか。 

 

第 3回（7月 31 日） ・ 子どもたちの事に関しては，長い間，スポーツを通して関わりを持っているが，「子ど
もたちの居場所づくりの拡充」という視点で考えると，学校の施設だけでなく，「総合公
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会議(日付) 意  見 事務局での対応 

園の利用の促進」なども考える必要があるのではないか。総合公園は指定管理で運営して
いるが，事業の内容や利用料金なども総合的に考え，「たくさんの子どもたちが，広い公
園で，のびのびと遊び，スポーツをすることができる環境」を整えることが重要であると
考える。 

第 3回（7月 31 日） ・ ４１ページの「具体的な施策４－３－２」が，「子どもたちが安全に安心して活動でき
る場としての学習やスポーツ・文化活動，地域住民との交流活動などを提供します」とな
っており，この施策の骨子としては，「子どもたちが安全に安心して活動できる場を提供
します」ということになり，その場において，「学習し，スポーツや文化に触れ，交流で
きる」ということを述べているのだと思うが，このままの文章では，それがわかりにくい
ので，表現を修正していただきたい。 
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目標５ 地域で安心して子育てができている 

施策目標５－２ 子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている 

会議(日付) 意  見 事務局での対応 

第 3回（7月 31 日） ・ 「幼稚園における預かり保育」については，前向きに検討していただけるものとして，
ありがたく受け止めておく。 

 

第 3回（7月 31 日） ・「具体的な施策」として，「５－２－１ 必要とするときに適切な保育サービスを提供しま
す」と「５－２－２ ワークライフバランスの理念の普及，啓発に努めます」の２つが，
きちんと両輪として挙げられていることを評価したい。 
 子育てをしていく上では，やはり共働きの家庭などにおいては，例えば，「遅くまで保
育サービスを受けられる」といったことは，必要とされることである。一方で，全ての家
庭において，「両親の共働きの影響などで，子どもたちが夜遅くまで保育サービスを受け
ている状況」というものは，「社会のあり方（仕組み）」として，決して望ましいものでは
ない。したがって，ここで述べられている２つの「具体的な施策」については，「どちら
が欠けてもいけない」ものであり，きちんと２つともを取り上げていることを評価してお
きたい。 

 

 


