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第１章 第３次一関市協働推進計画の基本的事項 

１ 計画策定の背景と目的 

本市では、協働のまちづくりの推進を施策に掲げ、平成 22年 12 月に「一関市協働推進ア

クションプラン」を策定し、協働のための「人づくり」「環境づくり」「仕組みづくり」に取

り組み始めました。 

その後、平成 26年度には、市民主体の地域づくり活動の促進と、市民と行政の協働による

まちづくりを推進する分野別計画として「一関市地域協働推進計画」を策定しました。 

平成 30 年度には地域協働推進計画の計画期間の終了に伴い、これまでに取り組んできた協

働の仕組みづくりをさらに進めるため、第２次の「一関市地域協働推進計画」を策定しまし

た。 

また、令和４年３月には、これまでの取組の成果と課題を踏まえ、社会情勢の変化に対応

した協働のまちづくりをより一層推進するため、一関市協働推進アクションプランの見直し

を行いました。見直しにおいては、アクションプランに掲げる「目指すまちの姿、協働の考

え方、協働の取組の基本方針」を引き継ぐこととし、計画の名称を「第２次一関市協働基本

計画」と改めました。 

この間、少子・高齢化と人口減少が喫緊の課題となる中、地域を取り巻く環境や価値観の

多様化に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響に伴い、社会を取り巻く情勢が

大きく変化しています。様々な市民ニーズに対応し、今住んでいる地域にこれからも住み続

けられるよう、地域を持続させていくためには、多様な担い手がそれぞれの特性を生かしな

がら、市民と行政が協力し課題解決に取り組むことがますます必要になってきています。 

今回、第２次の「一関市地域協働推進計画」の計画期間が終了することから、これまでの

取組における課題を整理し、新たな視点を取り入れることで、協働のまちづくりをさらに推

し進めていく必要があります。これまでの一関市地域協働推進計画では、地域協働体の設立

や市民センターの指定管理者制度の導入など、協働のための「仕組みづくり」に関する取り

組みを進めてきましたが、各地域で開催した住民懇談会での意見や、地域協働体へのアンケ

ート調査の結果などから、協働のための「仕組みづくり」に加え、「人づくり」及び「環境づ

くり」に一体的に取り組んでいくことが急務となっています。 

これらの状況を踏まえ、「第２次一関市協働基本計画」の方針に基づき、本市の協働の仕組

みの実践による地域協働をこれまで以上に推進するため、計画の名称を改め、「第３次一関市

協働推進計画」を策定します。 
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２  計画の位置付け 

本計画は、一関市総合計画（以下「総合計画」という。）を上位計画とし、総合計画基本計

画の実行計画である、「一関市協働基本計画」に定める協働の取組を推進するための、計画と

するものです。 

上位計画との関係 
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協働のまちづくりにおける補完性の原則のイメージ図 

３  計画の期間 

本計画は、令和６年度から令和 10年度までの５年間とし、総合計画との整合を図るとと

もに、状況に応じて見直しを行います。 

４  用語の定義 

本計画で使用する用語を、次のとおり定義します。 

  ⑴ 協働 

    協働の主体である市民組織、企業、行政がお互いの立場を尊重し、公共的、公益的な活

動を継続的な話し合いと合意により、協力して行動すること。 

  ⑵ 地域協働

地域の自治会（民区、町内会、集落公民館などを含む。以下同じ。）、各種団体、市民、

民間事業者（企業）などの多様な主体が、一定の地域において互いに、又は行政と地域の

特性や課題などを共有したうえで、役割を分担しながら、地域課題の解決や地域の実情に

沿って地域づくりに取り組むこと。

  ⑶ 地域協働体

  一定の区域（市民センターの管轄区域）において、自治会や地域の各種団体などが中心

となって形成された団体で、地域づくり計画に基づき、地域課題の解決に向けた地域づく

り活動を持続的に実践する組織。

  ⑷ 補完性の原則

    個人や家庭、地域でできることは自助、共助で解決し、それでも解決できない場合は、

地域と行政との協働、もしくは公助として行政が補完、支援すること。
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  ⑸ 円卓会議

    市民組織※１、企業、行政が、情報の共有、課題の解決等を図るため、対等な立場で話し

合う場。

 ※１自治会、各種団体、市民活動団体、まちづくり団体、ボランティア団体など

 ⑹ チーム会議

    地域の共通課題を確認し、その課題解決のための取組について、地域協働体、いちのせ

き市民活動センター、市などが定期的に開催する会議。

第２章 第２次計画の取組成果と課題 

１  これまでの地域協働の推進に係る取組の経過 

地域や行政を取り巻く社会情勢の変化に伴い、従来の行政主導のまちづくりから、地域

と行政が協働したまちづくりが必要となったことから、平成 26 年３月に第 1次地域協働推

進計画を策定し、地域協働体の体制強化と活動支援を柱とした支援制度の構築から実施に

至るまでの基本的な事項を定め、協働のまちづくりに取り組んできました。 

第１次地域協働推進計画の下、市内 33 の地域で地域協働体が設立され、各地域の特色を

生かした事業が展開されてきました。 

また、平成 30 年３月に策定した第２次地域協働推進計画の下では、地域協働体が市民セ

ンターの管理運営を行うことにより、市民主体の地域づくり活動を促進するうえでより効

果的であることから、段階的・年次計画的に指定管理者制度の導入を進め、令和５年度ま

でに 30 の市民センターで地域による管理が行われ、地域づくりの拠点としての機能の充実

を図ってきました。 

しかし、地域を取り巻く環境は、人口減少の影響や少子高齢化社会の進展などで高齢者

世帯の増加や地域活動の参加者や担い手の減少、各種団体の役員の高齢化など、様々な課

題に直面しています。現在の地域課題は複雑、多様化してきていることから、引き続き地

域協働体、市民、企業、行政など多様な主体が協働しながら、課題解決に向けた活動を活

性化させていくことが必要です。 



5 

（主な経過） 

平成 22 年度    一関市協働推進アクションプラン策定（Ｈ23.4 施行） 

平成 25 年度    地域協働の仕組みづくり検討会議設置 

専任集落支援員の配置 

一関市地域協働推進計画策定（Ｈ26.4 施行） 

平成 26 年度   地域協働体の設立が始まる 

         地域協働体支援事業補助金創設 

         地域協働推進員の配置開始 

平成 27 年度      公民館を市民センターに移行 

地域担当職員を配置 

          地域協働体活動費補助金（ひと・まち応援金）創設 

平成 28 年度      市民センター指定管理者制度の導入開始 

平成 29 年度    地域協働体と市との意見交換会開催 

平成 30 年度   地域協働支援員の配置 

一関市地域協働推進計画（第２次）策定（Ｈ31.4 施行） 

令和３年度    地域づくりモデル事業交付金創設 

第２次一関市協働基本計画策定（Ｒ4.3施行） 

（一関市協働推進アクションプラン見直し） 

令和４年度    地域協働体活動費補助金廃止（Ｒ5.3 廃止） 

令和５年度       地域づくり交付金創設 

              一関市地域協働推進計画（第３次）策定に向けた住民懇談会の開催
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２ 地域づくり計画の達成状況 

第２次地域協働推進計画に沿って各地域協働体が策定した地域づくり計画の事業がどの

程度達成しているか、また、地域協働に係る行政施策への評価について、地域協働体に対し

アンケート調査を実施したところ、次のような結果となりました。

（対象 33団体／回答 33団体 100％） 

⑴ 第２次計画における地域協働体の事業等の達成状況

各地域協働体が策定した計画に沿って、地域づくりの取組が概ね進んでいるものと見受け

られますが、あまり進んでいないとする地域協働体もあり、今後、地域づくり計画の見直し

も含めて、取組等を検討する必要があります。

  特にも、地域協働の考え方や取組が市民にあまり浸透していない、役員の成り手不足が懸

念されるとする地域協働体が多いことから、市民意識の醸成や人材の育成を目的とした取組

の必要性も挙げられています。

⑧ 地域協働体として今後取り組みたい地域課題 

  ・高齢者対策（買い物困難者への支援、移動支援） ・人口減少問題及び若者の事業参画 

・住民の意識啓発への取組等 ・地域防災 ・子育て支援 ・役員の担い手不足   

0 5 10 15 20 25

⑦地域協働の浸透

⑥計画の進捗度合

⑤新たな活性化実現

④地域の人材育成

③民主的意見の調整

②多様な機能の創出

①行政機能の支援

⑦地域協働

の浸透

⑥計画の進

捗度合

⑤新たな活

性化実現

④地域の人

材育成

③民主的意

見の調整

②多様な機

能の創出

①行政機能

の支援

ほとんど進んでいない 1 0 2 0 0 0 0

あまり進んでいない 12 7 2 8 4 4 4

まあまあ達成 14 22 14 14 17 16 15

ほぼ達成 6 4 12 10 9 12 12

上回る取組み 0 0 3 1 3 1 2

地域協働体による達成状況

① 行 政 機 能 の 支 援

②多様な機能の創出

③民主的意見の調整

④ 地 域 の 人 材 育 成

⑤新たな活性化実現

⑥ 計 画 の 進 捗 度 合

⑦ 地 域 協 働 の 浸 透

単位：団体
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   ⑵  第２次計画における行政の施策に対する評価   

①協働体設立支援

② 計 画 策 定 支 援

③ 意 見 交 換 の 場

④ 協 働 の 啓 発

⑤研修情報の提供

⑥ 若 者 等 の 参 加

⑦地域協働体支援

⑧ 財 政 的 支 援

⑨ 雇 用 職 員 支 援

⑩市民活動センター

⑪指定管理者制度

⑫ 交 流 促 進

⑬ 地 域 担 当 職 員

⑭ 市 職 員 の 意 識

⑮ 企 業 の 参 画

0 5 10 15 20 25 30

⑮企業の参画

⑭市職員の意識

⑬地域担当職員

⑫交流促進

⑪指定管理者制度

⑩市民活動センター

⑨雇用職員支援

⑧財政的支援

⑦地域協働体支援

⑥若者等の参加

⑤研修情報の提供

④協働の啓発

③意見交換の場

②計画策定支援

①協働体設立支援

⑮企業

の参画

⑭市職

員の意

識

⑬地域

担当職

員

⑫交流

促進

⑪指定

管理者

制度

⑩市民

活動セ

ンター

⑨雇用

職員支

援

⑧財政

的支援

⑦地域

協働体

支援

⑥若者

等の参

加

⑤研修

情報の

提供

④協働

の啓発

③意見

交換の

場

②計画

策定支

援

①協働

体設立

支援

不満 2 4 0 3 3 1 3 0 1 1 0 1 3 1 1

やや不満 12 8 7 7 6 0 14 4 5 12 4 12 7 2 1

普通 16 18 18 15 18 14 12 11 21 18 17 17 15 22 25

ほぼ満足 3 3 8 7 6 14 4 15 5 2 12 3 8 8 6

満足 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0

行政施策に対する評価

①協働体設立支援

② 計 画 策 定 支 援

③ 意 見 交 換 の 場

④ 協 働 の 啓 発

⑤研修情報の提供

⑥ 若 者 等 の 参 加

⑦地域協働体支援

⑧ 財 政 的 支 援

⑨ 雇 用 職 員 支 援

⑩市民活動センター

⑪指定管理者制度

⑫ 交 流 促 進

⑬ 地 域 担 当 職 員

⑭ 市 職 員 の 意 識

⑮ 企 業 の 参 画

単位：団体



8 

行政の施策に対しては、いちのせき市民活動センターによる支援や、財政的支援につい

ては、普通以上の評価を受けました。特にも、地域協働体活動費補助金を地域づくり交付

金に変更したことにより、これまで以上に地域協働体の自主的、主体的な取組が促進され

たことから、約半数からほぼ満足との評価を受けました。

 一方、交付金の算定の見直しや協働のまちづくりの啓発、若者等の地域活動への参加に

ついて、行政による積極的な関わりが求められています。

３  第２次計画の主な成果 

本市では、第２次計画に基づき、すべての人が地域を支え、創る一員として行動するこ

とにより「協働の仕組みが実践される住み良い地域社会を創る」ことを目指して取組を推

進してきました。 

これまでの取組の主な成果は次のとおりです。 

⑴  地域協働の仕組みと組織づくり 

一関市地域協働推進計画に掲げる「地域協働体」の役割や重要性の理解を深めながら、

地域協働体の設立に向けた取組や、各地域協働体が作成した地域づくり計画の見直しが 14

地域で進められるなど、地域の現状に沿った地域課題の解決のための取組が進められてき

ました。 

また、移動市長室や、地域協働体と市の意見交換会の開催、地域協働や公共交通をテー

マにした住民懇談会を開催するなど、地域課題についての話し合いを行い、行政への意

見・要望の把握に努めました。 

    さらに、協働のまちづくりを広く住民に理解してもらうため、いちのせき協働ニュース

「輪っしょい！」を発行するなど、継続した啓発活動を行いました。 

⑯行政施策についての意見

・市が各協働体との連携の中心となって、良い事例は横展開してほしい。

・定期的な情報交換の場と必要な研修を継続して実施してほしい。

・市職員も地域協働体の事業や行事に参加してほしい。

・地域づくり活動は、地域住民が主体的に行わなければならないと考えるので、住民一人一人の負担に

ならない程度の地域づくり活動を推進してほしい。

 ・地域協働体に対して、各種団体や他の組織からの期待が大きすぎる。

・市の協働推進は市民センターの指定管理とセットになっているが、市が行っていた時と比較して事

務量が増えている。
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⑵  地域人材の育成と確保

地域協働体の職員を対象とした階層別職員研修の開催や自治会を対象とした自治会長サ

ミットの開催など、地域の人材育成に繋がる学習の機会を提供しました。 

また、地域協働体や市民センター、いちのせき市民活動センターが協力し、各種活動に

若者や幅広い世代が参加できるような機会の創出に取り組んできました。 

⑶  地域の特性を活かした取組の推進 

これまで以上に地域協働体の自主的、主体的な取組を促進するため、「地域協働体活動費補

助金」を見直して、「地域づくり交付金」を創設し、地域づくり計画に基づいた取組を支援し

てきました。 

また、指定管理者制度の導入により地域協働体が市民センターの管理運営を行い、活動の

拠点とすることが、市民主体の地域づくり活動を促進するうえでより効果的であると考える

ことから、段階的・年次計画的に指定管理を進め、令和５年度までに 30の市民センターで、

地域による管理が行われ、地域づくりの拠点機能の充実を図ってきました。 

さらに、地域協働体の活動をはじめ市民活動を支援し、協働のまちづくりを推進するため、

中間支援業務をＮＰＯ法人に委託し、地域及び市民組織と行政の間に立ち、地域づくり活動

の支援に取り組んできました。 

⑷  地域協働体相互及び行政との連携強化 

    地域協働体相互の情報共有を図るため、成果報告会の開催やいちのせき市民活動センタ

ーによる地域活動に関する情報提供や相談の場の提供により、地域協働体相互の交流が促

進されています。 

また、地域協働体と行政とのパイプ役となる地域担当職員を配置しチーム会議を開催す

ることにより、地域協働の取組支援及び連携強化につながりました。 

  ⑸ 企業の参画促進 

   市内の事業者が、環境保全や美化活動などの社会貢献活動や、地域活動へ参加するなど

地域社会の一員としての取組が進められています。 
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４  第２次計画における課題 

第２次一関市地域協働推進計画に基づき、取組を進めてまいりましたが、一関市協働推

進会議や、各地域協働体を対象としたアンケート、住民懇談会では、次のような課題が挙

げられました。 

⑴  地域づくり計画の継続的な推進 

地域協働体へのアンケートによると、地域づくりが順調に進んでいると回答した地域協

働体が多い中で、一部の地域協働体では取組が遅れている状況にあります。地域づくり計

画には、各地域の将来像（ビジョン）を掲げ、地域の課題やその解決の方向性などが盛り

込まれており、住み良い地域社会を創っていくためには、地域協働体を中心とした地域全

体で、地域づくり計画を継続的に推進していくことが必要です。

また、社会情勢の変化や取組を進めていく中で、組織体制や地域づくり計画の見直しを

必要とする地域もあります。

⑵  地域協働の啓発 

市が進める協働のまちづくりを浸透させていくため、いちのせき協働ニュース「輪っし

ょい！」を継続して発行するなど、普及啓発に取り組みました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの影響により、対面での啓発活動が

実施できなかったことなどから、広く市民に地域協働の考え方や取組が認知されるまでに

至っていない状況にあります。

今後も継続的な普及啓発活動により、協働のまちづくりに対する理解を深めていく必要

があります。

⑶  後継者不足と若者の参画促進 

        人口減少や少子高齢化が進む中で、地域においては様々な活動が行われていますが、参加

者の減少や固定化が課題となっています。 

また、地域の役員のなり手が少ないため、役員の高齢化も進み、長期間役員を引き受けざ

るを得ないとの声や、事務局や役員の負担が重いとの意見が出るなど、地域の人材育成が課

題となっています。 

若い人が各種活動に参加しやすい環境をつくるとともに、幅広い世代の参画が求められて

います。 
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  ⑷ 支援制度の見直し 

地域協働体活動費補助金や地域づくり交付金などにより、地域協働の取組を支援してきま

したが、地域協働体が進める課題の解決に向けた取組を進める中で、地域協働体の規模に応

じた交付金の見直しや地域協働体職員の待遇改善が求められています。 

⑸  地域と行政の連携 

これまで地域協働体と行政との連絡会議や地域担当職員の配置などにより、地域と行政の

連携を図ってきましたが、地域協働を進めるためには、一層の連携を図ることが必要となっ

ています。

さらに、地域協働体の活動状況に応じた、中間支援組織としてのいちのせき市民活動セン

ターによるサポートが引き続き求められています。

⑹  事業者による地域協働への参画 

        市が進める協働のまちづくりを浸透させていくための普及啓発などの取組が十分ではな

かったことから、事業者の協働の取組への理解が進んでいません。 

企業の特性や専門性を生かし、地域課題解決に向けた取組を推進するため、情報の提供を

より一層強化するとともに、企業と市民との協働の機会の創出や連携強化が求められていま

す。 

    ■いちのせき協働ニュース「輪っしょい！」の発行 （2024 年２月号） 
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第３章 本計画の基本方針と取組 

１ 前計画からの見直しについて

本市では、協働のまちづくりの推進を施策に掲げ、協働のための「人づくり」「環境づく

り」「仕組みづくり」に取り組んできました。そして、市民主体の地域づくり活動の促進

と、市民と行政の協働によるまちづくりを推進する第 1次及び第２次「一関市地域協働推

進計画」を策定し、地域協働体の設立や市民センターの指定管理者制度の導入など、協働

のための「仕組みづくり」に関する取組を進めてきました。 

第３次計画の策定に当たり、住民懇談会や地域協働体へのアンケートを実施した結果、

共通した課題が「人づくり」や「環境づくり」に関するものでありました。各組織に共通

している課題の効果的な解決を図るためには、「人づくり」「環境づくり」「仕組みづくり」

に一体的に取り組むことが有効と捉え、令和５年度までを計画期間とする第２次一関市地

域協働推進計画を見直し、第３次一関市協働推進計画として、３つの基本方針を掲げ、各

種事業に取り組むこととしました。 

２  本計画の目指す姿 

『協働の仕組みが実践される住み良い地域社会を創る』 

     人口減少や少子高齢化など社会環境が大きく変わりつつあり、また、公共サービスに対

する住民ニーズが多様化してきている今日の社会において、市民、各種団体、企業、行政

など多様な主体が創意工夫をし、ともに行動することが重要です。 

       本計画は、すべての人が地域を支え、創る一員として行動することにより「協働の仕組

みが実践される住み良い地域社会を創る」ことを目指します。 

３-１  協働の考え方 

協働とは、「協働の主体である市民組織、企業、行政がお互いの立場を尊重し、公共的、公

益的な活動を継続的な話し合いと合意により、協力して行動すること」をいいます。

また、一関市では、協働のスタイルとなる行動基準を次の３つとします。

⑴ 対等の立場で相互の役割と責任を果たすこと。 

⑵ 地域課題を解決するため、継続して話し合うこと。 

⑶ 地域の良さを尊重し、地域コミュニティを重視したまちづくりを推進すること。 
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３-２  地域協働の推進にあたっての基本的な考え方 

       次の２つの基本的な考え方を踏まえ、地域協働を推進します。 

○自立型の地域づくり 

「自分たちの地域は自分たちで守り、創る」を基本に、市民一人ひとりが当事者とな

り、地域のことを考え、自らが実践する自主・自立の地域づくりを促進していくことと

します。 

また、地域で取り組むことがより効果的、効率的なもの、身近なところで自ら判断し

実施した方がよいものなどについて、地域の創意と主体性を活かし取り組んでいきま

す。

○補完性の原則 

       これまで公共サービスは専ら行政が担うものとして、その範囲を拡大してきました

が、多様化する住民ニーズに対して、市民、地域、行政等が連携し、お互いが支えあ

い、補完しながら解決するという「補完性の原則」の考え方を基本に進めていくこと

とします。 

３-３ 地域協働体の位置付けと役割 

⑴ 地域協働体の位置付け 

① 地域住民や各種団体等と情報共有、連携、調整を行い、地域の特性を活かした地域づ

くりや地域課題の解決に取り組むなど地域コミュニティを代表する組織です。 

② 地域課題に関する市民の意見を市の施策に反映させるため、当該地域における行政事

業に関し、地域を代表して意見するなど協働のまちづくりを進めるための行政のメイン

パートナーです。 

・  地域協働体は、地域づくり計画の実行を推進する。行政は、地域づくり計画など地 

域協働体で決定された事項を尊重し、市の施策への反映に努める。 

・  地域の実情に応じ、地域が行った方が効果的、効率的な事業を行政と協議のうえ、 

実施する。（公園等の管理運営、道路等維持、子育て・福祉事業の運営など） 

⑵ 地域協働体の役割 

    地域協働体には５つの役割を期待しています。 

例示すると次のような活動の視点や事業等が考えられますが、地域の実情に応じて、地

域協働体が必要な取組を実践します。 
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４ 市民センターの活用及び地域による管理 

⑴ 市民センターの活用

市民センターは、地域協働体、市民及び各種団体など多くの人の「集い」の核として、

「ともに考える」場をつくり、お互い協力し、支え合う地域社会の拠点となっています。

また、市民主体の生涯学習や地域づくりの取組を通じて、人材育成や地域の担い手の確

保を図るとともに、生涯各時期における各種社会教育事業や芸術、文化に関連した事業、

各種団体などと連携した事業を継続して行っていきます。

⑵ 地域による市民センターの管理

地域協働を進めるに当たって、市民センターの管理運営を地域協働体が行うことは、市民

主体の地域づくり活動を促進するうえで、より効果的であり望ましいと考えています。 

      また、行政が施設の管理運営に必要な経費を負担することにより、生涯学習や社会教育の

各種事業と連携した地域づくり活動が展開しやすくなるとともに、地域の特性を活かした取

組や人材育成が中長期的に取り組めるなど、持続的な地域協働の取組が確保される仕組みと

考えています。 

引き続き、地域による市民センターの管理を順次進めていきます。 

区 分 活動の事例 

①行政機能や基礎的コミュ

ニティ機能の支援・補完 

・単位自治会や単独の地域組織でできないことへの連携対応 

・活動拠点としての市民センターの管理運営 

・市総合計画等への意見提出や市の施策への提案    など 

②多様な住民参画を通じた

コミュニティ機能の再

生・創出 

・高齢者サロン、買物代行、子育てサロン 

・環境パトロール、防犯パトロール 

・都市と農村の交流事業             など 

③民主的な地域意見の調整

や集約 

・アンケート、意見交換、ワークショップ 

・将来ビジョン、地域づくり計画の策定と推進 

・地域要望、ニーズの取りまとめと提案      など 

④コミュニティ活動を通じ

た地域の人材育成、確保 

・各種事業の実施による地域内交流の促進、人材育成 

・研修会、講演会、視察、講座の実施 

・活動や交流を通じた地域人材の発掘       など 

⑤新たなまちづくりや活性

化の実現 

・夏まつり、文化祭の実施、体験学習等の受入 

・共同店舗運営、農産物の加工、提携販売、特産品開発販売 

・地域住民の買い物支援 

・高齢者世帯の見守り              など 
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みんなで創る地域協働の仕組みとイメージ 
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５ 施策の基本方針 

地域を取り巻く現状やこれまでの取組成果と課題を踏まえ、一関市協働基本計画に掲げる

次の３つの基本方針に基づき、各種事業に取り組みます。 

基本方針１ 協働のための人づくり 

   基本方針２ 協働のための環境づくり 

   基本方針３ 協働のための仕組みづくり 

 ６ 成果指標 

目標の達成度については、一関市総合計画の指標を活用し、成果指標とするほか、各基本方

針において個別に指標を設定し、検証します。 

【一関市総合計画の指標】 

指標 単位 
現状 

（令和４年度） 

目標 

（令和 10 年度）

１
市民１人当たりの市民センター

利用回数 
回／年 3.77 4.23 

市民センターは、地域協働体、市民及び各種団体など多くの人の「集い」の核となっており、

「ともに考える」場をつくり、お互い協力し、支え合う協働のまちづくりの拠点です。 

市民１人当たりの市民センター利用回数は、市民センターの活用度や地域協働体や自治会、

各種市民活動団体の活性化度を示す指標です。 
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一関市協働推進計画（第３次）体系図 

注：表中の記号は、◎は先導的に取り組む主体、○は、参加、協力する主体 

基本方針 取組主体

№ 施策 具体的な取組 市民等 協働体 市 

基本方針１ 協働のための人づくり

１ 市民意識の啓発 

①情報発信機能及び体制の強化 ○ ○ ◎ 

②地域協働体職員等情報交換会、活

動成果報告会の開催 
○ ○ ◎ 

２ 地域の人材育成 

③学習機会の提供 ○ ○ ◎ 

④地域運営への参画の促進 ○ ◎  

⑤市政への参画 ◎ ○ ○ 

３ 市職員の意識高揚 
⑥職員研修の実施   ◎ 

⑦職員意識調査の実施   ◎ 

基本方針２ 協働のための環境づくり 

１ 協働の主体の充実 
⑧市民が市民とつながる交流の場 ○ ◎ ○ 

⑨事業者との連携 ○ ○ ◎ 

２ 協働を進めるための場づくり
⑩自治会等活動費総合補助金の活用 ◎  ○ 

⑪円卓会議の促進 ○ ◎ ○ 

基本方針３ 協働のための仕組みづくり 

１ 情報の共有と意見の反映 
⑫「地域づくり計画」の市政への反映  ○ ◎ 

⑬「地域協働体と行政との意見交換  ○ ◎ 

２ 行政等の支援 
⑭地域協働体等への財政的支援  ○ ◎ 

⑮職員による活動支援  ○ ◎ 

３ 中間支援組織による支援 ⑯中間支援組織による支援 ○ ○ ◎ 

４ 事業形態の選択活用 ⑰事業形態の活用 ○ ○ ◎ 

５ 地域協働の仕組みづくり 
⑱地域協働体の組織づくり ○ ○ ◎ 

⑲地域による市民センターの管理 ○ ◎ ○ 
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７  主要な施策・事業 

基本方針１ 協働のための人づくり 

⑴ 市民意識の啓発 

① 地域の課題や将来像をお互いに共有し、役割を分担して取り組む、協働のまちづくり

に関する総合的な情報提供を行います。 

事業１ 情報発信機能及び体制の強化 拡充 

内

容

○協働及び地域協働の意味や取組の事

例、地域協働体や市民活動団体の活動

状況などについて、多様な媒体を用い

て定期的に情報発信を行います。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

② 「自らがまちづくりの担い手である」という意識を高め、市民一人ひとりのまちづくり

への自発的な関わりを促進します。

事業２ 地域協働体職員等情報交換会、活動成果報告会の開催 拡充 

内

容

○地域協働体・自治会の担い手として

の意識の醸成を図るため、地域活動の

成功事例や悩みを共有する情報交換会

を開催します。 

○地域協働体の活動成果を広く周知す

るとともに、まちづくりへの自発的な

関わりを促進するため、活動成果発表

会を開催します。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 
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⑵ 地域の人材育成 

① 市民組織の中心的な役割を担う人材を、あらゆる機会を活用し育成します。

② 市民の誰もが学習できるような機会を確保、提供し、幅広い年代の参画につなげます。

事業３ 学習機会の提供 拡充 

内

容

○地域協働体の職員に対して、地域協

働体の運営などに係る研修の機会を提

供するとともに、階層別職員研修など

を開催します。 

○多様な人材による地域活動の参画を

支援するため、必要な知識や技術の習

得を目的とした担い手養成講座などを

開催します。

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

事業４ 地域運営への参画の促進 新規 

内

容

○地域の中で活動する様々な団体や個

人を、地域運営の話し合いや事業の企

画運営に参加を促し、新たな人材育成

に努めます。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

検討 実施 → → → 

事業５ 市政への参画 新規 

内

容

○審議会等への委員の選任など、市民

の多様な知識や技術等を適時に市政に

反映する仕組みであるまちづくりスタ

ッフバンクへの登録や、パブリックコ

メントにより市政に参画します。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 
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⑶ 市職員の意識高揚 

① 協働のまちづくりに関する共通理解を図るとともに、課題解決に必要な力を向上させる

ため、職員研修に取り組みます。

② 一市民としてもまちづくり活動に参画します。

事業６ 職員研修の実施 継続 

内

容

○職員が協働の意味を正しく理解し、

実践できるよう職員研修や新採用職員

研修等を行います。 

また、職員も地域の一人として地域活

動に積極的に参加するよう意識の醸成

を図ります。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

事業７ 職員意識調査の実施 新規 

内

容

○職員の協働に対する理解度や地域活

動や市民活動への参加状況について、

定期的に意識調査を実施します。その

結果を踏まえて、在職中や退職後の地

域活動や市民活動への積極的な参加を

促します。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

  指標                                         

指標 単位
現状 

（令和４年度） 

目標 

（令和 10年度）

１ 輪っしょい!!WEB への年間アクセス数 件 7,033 10,000 

２ まちづくりスタッフバンクの登録者数 人 41 61 

３ 市職員の協働に対する認知度 ％ － 90 
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基本方針２ 協働のための環境づくり

⑴ 協働の主体の充実 

① 協働の主体となる持続可能な組織に向けて、若者など幅広い年代が参画しやすい仕組み

づくりを進めます。 

② 市内の各地域や民間事業者（企業）などの様々な主体との交流や連携を進め、多様な

人材が参画するまちづくりを促進します。 

事業８ 市民がつながる交流の場の充実 新規 

内

容

○協働のまちづくりを促進するため、

若者や多様な主体が連携することが必

要であることから、地域の活動や課題

を学ぶ交流の場の創出に取り組みま

す。 

〇地域行事や会議を開催する際は、お

互い声を掛け合うなど参加しやすい環

境づくりに取り組みます。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

事業９ 事業者との連携 継続 

内

容

〇事業者の特性や専門性を生かした地

域課題解決に向けた取組を推進するた

め、情報を提供するとともに、事業者

と市民との協働の機会の創出や連携強

化に努めます。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

⑵ 協働を進めるための場づくり 

① 自治会等の集会施設整備に努めます。 

② 地域協働体が地域の円卓会議の役割を担い、活発な意見交換ができるよう推進します。 

事業 10 自治会等活動費総合補助金の活用 継続 

内

容

〇自治集会所等の整備で必要となる費

用の一部を補助する制度を継続して実

施するとともに、制度の周知を図りま

す。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 



22 

事業 11 円卓会議の促進 新規 

内

容

〇地域の特性や課題に応じた取組を進

めるため、自治会や地域協働体が話し

合いの場を設けることを促すととも

に、職員も積極的に参加し、地域内に

おける課題を共有します。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

  指標                                         

指標 単位 
現状 

（令和４年度）

目標 

（令和 10 年度）

１ 地域協働体の活動件数 件 466 486 

２
いちのせき市民活動センターによる話

し合い支援の件数 
件 138 150 

基本方針３  協働のための仕組みづくり 

⑴ 情報の共有と意見の反映 

① 行政情報を可能な限りわかりやすく各種媒体を活用して提供に努めるとともに、市民の

意見や提言について施策等への反映に努めます。 

② 市民と行政は、意見交換の機会確保に努め、幅広い年代の市民同士での情報提供、意見

交換に努めます。 

事業 12 「地域づくり計画」の市政への反映 継続 

内

容

〇地域協働体等からの意見・要望・提

言等については、事業の優先順位や役

割・負担の程度を基に、市の施策への

反映に努めます。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

検討 → 実施 → → 
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事業 13 「地域協働体と行政との意見交換の場」の設置 継続 

内

容

○移動市長室等の機会を活用し、地域

と市長が地域の将来像を共有するため

の意見交換会を開催します。  

○地域づくり計画の実施等に関して、

地域協働体からの申出により、地域協

働体と市との意見交換会を開催しま

す。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

⑵ 行政等の支援 

① 市民組織が行う公共的、公益的活動について、行政等は人、物、お金の支援を行います。 

事業 14 地域協働体等への財政的支援 継続 

内

容

〇地域協働体や自治会が取り組む地域

課題の解決や地域の特性を活かした地

域づくり活動に対し、地域づくり交付

金及び自治会等活動費総合補助金によ

る支援を行います。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

事業 15 職員による活動支援 継続 

内

容

〇市職員は、地域の現状や課題、目指

す方向性を把握すると共に、地域の課

題解決に向けた取組を支援します。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

⑶ 中間支援組織による支援 

① いちのせき市民活動センターなどを中間支援組織として位置付け、行政との役割分担を

行い、組織相互の連携促進と市民組織の活動を支援します。 

事業 16 中間支援組織による支援 継続 

内

容

〇地域における話し合いの場におい

て、課題の抽出・共有、解決に向けた

取組への助言、先進事例の紹介など、

地域に寄り添った支援を行います。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 
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⑷ 事業形態の選択活用 

① 協働による事業形態は、相乗効果が最も見込まれるものを選択して、その機能が十分生

かされるよう努めます。 

事業 17 事業形態の活用 継続 

内

容

〇事業形態の選択に当たっては、相乗

効果が最も見込まれるものを選択し、

その機能が十分生かされるよう努めま

す。 

※事業形態：共催、後援、実行委員

会、委託、補助、協定など 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

⑸ 地域協働の仕組みづくり 

① 地域協働体を中心とした市民主体の地域協働の仕組みづくりを促進し、地域の活性化を

図ります。 

② 市民センターを地域づくりの拠点として位置付け、地域の活力の創出につなげます。 

事業 18 地域協働体の組織づくり 継続 

内

容

〇地域協働体による市民主体の地域づ

くりをより一層進めるため、地域協働

体設立に向けた取組や、地域協働の仕

組みと組織づくりを、いちのせき市民

活動センターと連携し、支援します。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 

事業 19 地域による市民センターの管理 継続 

内

容

〇地域協働体は、地域協働を進めるに

あたり、市民センターの管理運営を担

うとともに、市民主体の協働のまちづ

くりを推進します。 

〇行政は、施設管理に必要な費用を負

担するとともに、研修の機会や情報の

提供、学習事業実施に係る助言、支援

等を行います。 

実 施 年 度

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度

実施 → → → → 
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  指標                                          

指標 単位
現状 

（令和４年度）

目標 

（令和 10 年度）

１ チーム会議の開催数 回 125 170 

２
いちのせき市民活動センターによる年間相

談件数 
件 2,335 2,500 

３ 地域協働体の設立件数 件 33 34 

●地域協働体の活動イメージ図
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第４章 計画の推進に向けて 

１ 計画の推進体制 

本計画に掲げる施策の効果的な推進を図るために、地域協働体をはじめ、自治会組織や

ＮＰＯ法人、地域活動に関わりを持つ各種団体、企業など、多様な主体と緊密に連携しな

がら計画を推進します。 

２ 計画の進行管理 

    協働を推進するにあたり、市は常に協働に対する理解が得られるよう努めるとともに、

施策の進捗状況を把握していく必要があるため、本計画に定める事業については、次に掲

げる方法により進行管理を行います。

  ⑴ 計画の進行管理

協働推進会議を開催し、協働推進計画の進捗状況及び進め方、見直しなどについて意見

を求めます。

  ⑵ 評価と検証

    行政は、協働で取り組んだ事業について、参加者を対象としたアンケート調査や、意見

聴取等を行い、第三者視点による評価に努めるとともに、協働推進会議で客観的な評価、

検証を行います。

３ ＳＤＧｓと本計画の関連性 

「協働」に関連するゴールは１から 17 までの全てですが、本計画においては、主に５つ 

のゴールを意識して取り組むものとします。 
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資料１  地域協働体の設立状況 

1 一関 一関地区まちづくり推進協議会 H27.9.28 Ｈ29.4.1～

2 関が丘 関が丘まちづくり協議会 H28.4.1 Ｈ29.4.1～

3 山目 山目地区まちづくり協議会 H27.2.26 Ｈ29.4.1～

4 中里 中里まちづくり協議会 H27.2.22 Ｈ29.4.1～

5 真柴 真柴まちづくり協議会 H27.6.14 Ｈ29.4.1～

6 滝沢 滝沢地域振興協議会 H26.6.14 Ｈ29.4.1～

7 厳美 厳し美しの里協議会 H28.4.20 Ｒ4.4.1～

8 萩荘 萩荘地区まちづくり協議会 H26.7.11 Ｈ29.4.1～

9 舞川 舞川地域課題対策協議会 H27.6.21 Ｈ30.4.1～

10 弥栄 弥栄地区まちづくり協議会 H28.6.22 Ｒ2.4.1～

11 永井 永井地域コミュニティ活性化協議会 H27.3.22 Ｒ3.4.1～

12 涌津 涌津まちづくり協議会 H27.4.23 Ｈ31.4.1～

13 油島 油島なのはな協議会 H27.3.22 Ｒ2.4.1～

14 花泉 モリウシ希望ネット花泉 H27.2.15 Ｈ31.4.1～

15 老松 老松みどりの郷協議会 H26.6.29 Ｈ31.4.1～

16 日形 日花里の郷日形 H27.2.25 Ｈ31.4.1～

17 金沢 金沢ふるさと協議会 H27.9.19 Ｒ2.4.1～

18 大原 大原まちづくりの会 H26.11.11

19 摺沢 摺沢振興会 H26.8.28

20 興田 興田地区振興会 H27.5.30 Ｒ3.4.1～

21 猿沢 猿沢地区振興会 H27.2.15 Ｈ31.4.1～

22 渋民 渋民振興会 H24.8.29

23 曽慶 結いネットそげい H26.7.24 Ｒ4.4.1～

24 千厩 千厩地区まちづくり協議会 H17.8.9 Ｈ30.4.1～

25 小梨 小梨自治振興協議会 H4.6.20 Ｈ29.4.1～

26 奥玉 奥玉振興協議会 S61.1.11 Ｈ30.4.1～

27 磐清水 磐清水自治協議会 S62.7.8 Ｒ3.4.1～

28 東山 たいしたもんだ長坂みらい塾 H28.4.1 Ｈ30.4.1～

29 田河津 田河津振興会 H27.4.1 Ｒ3.4.1～

30 松川 いわて松川やくにたつ会 H27.4.1 Ｒ2.4.1～

室根 31 室根 室根まちづくり協議会 H24.4.24 Ｈ29.4.1～

川崎 32 川崎 川崎まちづくり協議会 H23.3.1 Ｒ3.4.1～

藤沢 33 藤沢 藤沢町住民自治協議会 H26.11.6 Ｈ28.4.1～

（全ての地域協働体で地域づくり計画策定済み）

Ｒ6.3.31現在

地域

市    民

センター

エ リ ア

団体名 設立年月日

市民センターの

指定管理状況

（32団体）

№

一関

花泉

大東

千厩

東山
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資料２  住民懇談会の開催状況と主な意見等 

  ⑴  住民懇談会の開催状況 

№ 地域 会場 期日 参加者数（人）

1 一関市民センター ７月11日（火） 20

2 関が丘市民センター ８月29日（火） 15

3 一関保健センター（山目地区） ８月21日（月） 19

4 中里市民センター ８月22日（火） 9

5 狐禅寺市民センター ７月19日（火） 5

6 滝沢市民センター ８月24日（木） 15

7 真柴市民センター ８月９日（水） 19

8 厳美市民センター ８月３日（木） 3

9 萩荘市民センター ８月７日（月） 8

10 舞川市民センター ８月10日（木） 16

11 弥栄市民センター ８月８日（火） 21

一関地域　　小計 150

12 永井市民センター ８月４日（金） 6

13 涌津市民センター ８月９日（水） 9

14 油島市民センター ８月８日（火） 3

15 花泉市民センター ８月８日（火） 14

16 老松市民センター ８月７日（月） 5

17 日形市民センター ８月７日（月） 20

18 金沢市民センター ８月４日（金） 13

19 市役所花泉支所 ８月９日（水） 5

花泉地域　　小計 75

20 大原市民センター ９月６日（水） 5

21 摺沢市民センター ９月５日（火） 7

22 興田市民センター ８月24日（木） 10

23 猿沢市民センター ８月23日（水） 2

24 渋民市民センター ８月28日（月） 9

25 曽慶市民センター ８月22日（火） 6

大東地域　　小計 39

26 千厩市民センター ８月29日（火） 7

27 小梨市民センター ９月19日（火） 8

28 奥玉市民センター ９月６日（木） 30

29 磐清水市民センター ８月25日（金） 19

千厩地域　　小計 64

30 東山市民センター ８月25日（金） 12

31 田河津市民センター ８月23日（水） 9

32 松川市民センター ８月22日（月） 26

東山地域　　小計 47

33 室根 室根市民センター ９月15日（金） 9

34 川崎 川崎市民センター ８月24日（木） 15

35 藤沢 藤沢市民センター ７月26日（水） 20

合計 419

「地域協働」と「公共交通」を考える住民懇談会　開催状況一覧

開催期間：令和５年７月11日～９月19日

一関

大東

千厩

東山

花泉
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  ⑵  主な意見等 

地域の現況、意見・要望

【地域協働の現状】 

・ 住民に地域協働という概念が浸透していないと感じている。 

・ 地域協働は非常に難しい問題で、位置づけと言っても一言でこうだとも言えないし、若

い人を取り込むといっても難しいが、前向きに取り組んでいこうと考えている。 

・ 「地域協働体」は何をやっている団体なのかと聞かれる。地域協働体の発足時は、各種

団体から１人ずつ代議員を選出するというやり方を取ったが、メンバーを見直す時期に来

ていると思う。 

・ 地域の課題を、地域と行政が話し合いながら解決していくのが地域協働と自分は理解し

ている。 

・ 協働の定義や地域協働推進計画が、市民に理解されているかというとほとんどゼロに近

く、地域協働体の役員が地域協働について理解しているかというとそれも疑問である。 

・ 「協働のまちづくり」ということでスタートした最初の頃は、多くの皆さんが集まって

いろいろと取り組んだが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために行事が中止

になり、「やらない方が楽だ」と考える人が多くなり、「お祭りをやろう」と言っても「や

らない方がいい」と言われてしまうようになった。 

【地域協働体の現状】 

・ まちづくり協議会に携わっているが、苦労している。事業を計画しても意見が出ず、ど

のように人を集めるかも課題となっている。 

・ まちづくり協議会の知名度が低く浸透していないために子供や若者の参加が少ない。 

・ 自分たちがやる気にならないとよくならないと思い、問題提起をしてもらって出た課題

に対して理事会で議論しようと思ったが、課題は上がってこなかった。 

・ 地域協働体が一つの独立した団体のようになってしまい、行事を行おうとすれば人が足

らず、しかし新しい事業をやらなければならないという悪循環が始まっている。必要とさ

れている行事を中心に活動していった方がスムーズに進むと思う。 

・ 地域協働体は、地域の基幹となる組織であることは間違いないと思うが、地域コミュニ

ティを代表する組織ではないのではないかと思う。 

・ 地域協働体を立ち上げた時の考えは、全体で話し合い、話し合いの内容をそれぞれの団

体に持ち帰り、まちづくりにつなげていくことだったと思っている。 

現在、それぞれの団体そのものが疲弊しており、自分たちの活動そのものがなかなか出

来なくなっている。自治会も過疎化が進んで今の単位での活動が厳しくなっている。 

市からも地域協働体に対して支援があるが、今は、支援を受けても、期待されるような

活動が厳しい状況にある。 
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【後継者問題】 

・ 現役世代が高齢化し、担い手も参加者もいない。運営が高齢化し、役員の成り手がなく

なってきている。 

・ 働きながら地域活動をするのは大変であり、働きながら自治会長をしている人はほとん

どいない。 

・ 現状の役の担い手は、勤めながらに活動をしている人が多く、様々な会議への参加が難

しい。 

・ 後継者問題等、話し合いの中でいい方法がみつかればいいと思う。 

・ 同じ人がいくつも役をやっているのも、何とかならないものかと思う。忙しい人だけ忙

しい状況は、それをまとめる人がいないからだと思っている。いろいろな組織が多すぎる

と感じる。 

・ 若い方に出てきてほしいと皆さんが良く口にするが、今の状況では難しいと思う。組織

の見直しや考え方に新しい形が必要かと思う。 

・ 地域の行事、作業等に参加していた人たちが高齢となり、参加できなくなっている。後

継者が家にいないというところも増え、子どもたちも減り、活気がなくなってきている。

高齢者世帯が増加しているので、班単位でも声をかけあい、参加を促し、できることをや

っている。 

・ なり手がいないからすぐに兼務させるのはいかがなものかと思っている。全部ひとりで

やるのは無理な話で、地域全体に、お互いに協力してやっていくんだという意識を持って

ほしい。やってもらいますという考えでは何ともならないので、私がやるという雰囲気が

出てくればいいのだが、難しいと感じる。 

【地域協働体の規模について】 

・ 地域協働体の区域が広すぎるのが課題だと思う。コミュニティのあり方や課題が地区内

でも様々である。市民センター単位で区域分けをしているのだと思うが、地区内の面積や

学区などを考慮し、区域について再考することも必要だと思う。 

・ 世帯数が少なく地域のコミュニティ機能が果たせていない行政区がある。地域協働を考

えていくうえで、適している地区のサイズがどのくらいなのか、検討してほしい。 

・ 地域協働体の規模が、旧公民館単位の地域や旧町村単位の地域があり、差があると感じ

る。また、活動や予算規模に格差が生じているとも感じる。 

・ 市内に 33 の地域協働体が設立されているが、一関市に市民センターと同数の地域協働

体が果たして必要なのか。千厩には４つの地域協働体があるが、４つも必要なのかそろそ

ろ考え方を変えるべきではないか。４つの地域の課題に大きな違いはないので、４つの地

域それぞれで話し合う必要はないと思う。 
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【話し合いの現状】 

・ 説明の中で、地域協働体は円卓会議のような組織であって、必ずしも事業主体になる必

要は無いとの説明であった。地域協働体発足から 10 年以上経過するが、発足当時は、い

ろいろな団体の皆さんと懇談をしながら、地域をどうして行ったらいいか話し合いをして

きたが、そういったことを振り返る必要があると思う。 

・ 地域協働体の話し合いは、本来は円卓会議であるべきだが、出来ていない。いつも「何

かを決める会議」で、何か決めないといけない、という雰囲気になっている。 

・ 「継続的な話し合いと合意形成」から先をどうするのか、地域協働体の事務局は常に考

え悩んでいる。「やみくもに事業に取り組まなくても良い」ということはそのとおりだが、

では地域協働体は、円卓会議で各団体を同じテーブルにつかせれば、それで地域づくりが

進むと言えるのか、議論だけではないと思う。 

・「円卓会議」への行政の参画をより一層望みます。 

・ 住民がひざを交えて話し合う場所がなくなってしまった。この地域は高齢化や空き家の

増加などの課題があるが、みんなで取り組まなければならない大きな課題だと考えてい

る。コロナ禍前のようにみんなが集まれるようになればいいなと考えている。 

【市の支援について】 

・ 地域協働体の取組を評価し、評価によって交付金を交付しても良いと思う。 

・ 市職員や地域協働体職員を対象とした研修をやっているということだが、効果が出てい

ないと感じる。 

・ 地域協働体に移行してもうすぐ 10 年になるので、交付金の見直しが必要と考えている。

【協働に係る計画について】 

・ 次期計画策定にむけて、現在の活動の総括をしっかりと行い、本来の地域協働体のあり

方に近い団体がどの程度あるのか、どのような形が理想的なのかを市のほうでも分析し、

次期計画策定に生かしてほしい。 

・ 新しい計画ができても、前の計画の時に上手くいっていなかったことから、なかなか次

に進めないことも考えられる。住民懇談会などを積極的に開いて、地域と行政が話し合い

を通じて地域づくりを進めてほしい。 

・ 地域協働といっても住民はよく分かっていないと思うし、説明している側でも今一つ分

からない部分もあるかもしれない。今後話し合いを通じて理解を深めるようにしてほし

い。 
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資料３  地域協働体へのアンケート

一関市地域協働推進計画（第二次）の推進に係るアンケート調査

別添の一関市地域協働推進計画（第二次）を参照の上、ご記入をお願いいたします。

１．一関市地域協働推進計画（第二次）における地域協働体の事業等の達成状況につい

て伺います。

  これまでの地域協働体の活動を振り返り、項目ごとに達成状況についてご回答

をお願いします。（該当する項目一つに○印を記入し、主な取組等をご記入願います。）

① 行政機能や基礎的コミュニティ機能の支援、補完について（単位自治会や地域の

団体組織が単独で出来ないことへの連携対応、拠点施設の管理運営等）

 A B C D  E 

主な地域課題の取り組み

② 多様な住民参画を通じたコミュニティ機能の再生、創出について（高齢者サロン、

子育てサロン、防犯・環境パトロール、都市と農村の交流事業等）

 A  B C  D  E 

主な地域課題の取り組み

③ 民主的な地域意見の調整や集約について（アンケート、意見交換、要望集約等）

     A      B      C      D      E 

主な地域課題の取り組み

④ コミュニティ活動を通じた地域の人材育成、確保について（研修会、視察、講演

会等の開催、活動や交流を通じた地域人材の発掘等）

     A      B      C      D      E 

主な地域課題の取り組み

自己評価指標  A ： 地域づくり計画を上回る取り組みが行われている。     

B ： 地域づくり計画に沿った取り組みがほぼ達成されている。

C ： 地域づくり計画に沿った取り組みがまあまあ進められている。

D ： 地域づくり計画に沿った取り組みがあまり進められていない。

E ： 地域づくり計画に沿った取り組みがほとんどされていない。
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⑤ 新たなまちづくりや活性化の実現について（夏まつり、文化祭、体験学習、特産

品の開発販売、有償による新規サービスの提供等）

     A      B      C      D      E 

主な地域課題の取り組み

⑥ 地域づくり計画の進捗度合について

 A      B      C      D      E 

理由

⑦ 地域協働の考え方や取組の浸透度合いについて

 A      B      C      D      E 

理由

⑧ 協働体として今後特に取り組みたい地域課題についてご記入願います。

２．地域協働推進計画（第二次）に係る行政の施策に対する評価について伺います。

（該当する項目一つに○印を記入し、理由等をご記入願います。）

① 地域の合意形成を図る事業に対する支援について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

② 「地域づくり計画」策定・見直し及び組織体制の見直し支援について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

③「地域協働体と行政との意見交換の場」の設置について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望
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④協働によるまちづくりの啓発について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

⑤ 研修の機会や地域活動の情報の提供について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

⑥ 若者や幅広い世代の参加・活動支援について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

⑦ 「地域協働体支援事業補助金」交付による支援

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

⑧ 地域協働体活動費補助金・地域づくり交付金」交付による支援について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

⑨ 地域協働体が雇用する職員（事務局員）に対する支援について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

⑩ いちのせき市民活動センターによる地域協働体への支援について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望
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⑪ 地域による市民センターの管理に対する支援

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

⑫ 地域協働体相互の交流促進について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

⑬ 「地域担当職員」の配置について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

⑭ 行政各部門及び市職員における地域協働の意識高揚について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

⑮ 協働によるまちづくりへの企業の参画について

a. 満足 ｂ. ほぼ満足 c. 普通 ｄ. ほぼ不満 e. 不満

理由又は意見・要望

⑯ その他地域協働推進計画に関する行政の施策について、お気づきの点がありまし

たら自由にご記入願います。

地域協働体名                     

代表者氏名                      

回答者職氏名                     

〈 ご協力ありがとうございました。 〉
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資料４  計画策定の経緯 

№ 日    時 
会  議  等  名 出席 

者数 主  な  内  容 

１
令和５年５月 23 日（火）

14：00 ～ 15：30 

令和５年度第１回一関市協働推進会議 

14 人

・第３次計画（案）の策定について 

２
令和５年７月 11 日（火）

  ～９月 19日（火）

「地域協働」と「公共交通」を考える住民懇談会 

延べ   

419 人
・地域の現状と課題、住民ニーズの把握 

（34市民センター区域、35会場で開催） 

３
令和５年７月 20 日（木）

14：00 ～ 16：00 

令和５年度第２回一関市協働推進会議 

10 人

・第３次計画（案）の策定について 

４
令和５年 10 月３日（火）

14：00 ～ 16：00 

令和５年度第３回一関市協働推進会議 

10 人

・第３次計画（案）の策定について 

５
令和５年 10 月 26 日（木）

    ～11 月 14 日（火）

地域協働体へのアンケート調査 

33 団体・事業の達成状況及び市の施策に対する意見聴取

（回答率 100％） 

６
令和５年 11 月 29 日（水）

14：00 ～ 16：00 

令和５度第４回一関市協働推進会議

９人

・第３次計画（案）の検討、確認

７ 令和６年１月 23 日（火）

政策調整会議 

― 

・第３次計画（案）の説明 

８ 令和６年１月 25 日（木）

一関市議会  総務常任委員会 

― 

・第３次計画（案）の説明 

９
令和６年２月６日（火）

     ～２月 20日（火）

パブリックコメントの実施 

― 

・計画案に対する市民からの意見を募集 

10
令和６年３月８日（金）

14：00 ～ 15：30 

令和５年度第５回一関市協働推進会議 

８人 ・パブリックコメントの確認 

・第３次計画（案）について 

11 令和６年３月 29 日 第３次一関市協働推進計画の決定（市長決裁） ― 
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資料５  一関市協働推進会議設置要綱・委員名簿 

○一関市協働推進会議設置要綱 

平成24年１月31日

告示第８号の２

改正 平成27年３月31日告示第92号

改正 令和４年４月１日告示第197号

 改正 令和５年４月28日告示第223号

一関市協働推進会議設置要綱を次のように定め、平成24年２月１日から施行する。 

（設置） 

第１ 市民と行政との協働を推進するため、全市的な情報共有及び意見交換等を行う組織

として、一関市協働推進会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２ 会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 協働に関する取組の推進状況の評価及び検証に関すること。 

(2) 協働で取り組んだ事業の評価及び検証並びに情報共有等に関すること。 

(3) 協働推進の全市的課題等についての情報共有等に関すること。 

(4) 協働に関する計画の見直しに係る意見の取りまとめに関すること。 

（組織） 

第３ 会議は、委員16人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 地域協働体又は住民自治組織を代表する者 

(2) 公募に応じた市民又はまちづくりスタッフバンク登録者 

(3) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４ 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５ 会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職
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務を代理する。 

（会議） 

第６ 会議は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（意見の聴取） 

第７ 会議は、必要に応じて知識経験を有する者の出席を求め、その意見を聴くことがで

きる。 

（庶務） 

第８ 会議の庶務は、まちづくり推進部まちづくり推進課において処理する。 

（補則） 

第９ この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮っ

て定める。 

前 文（平成27年３月31日告示第92号抄） 

平成27年４月１日から施行する。 

前 文（令和４年４月１日告示第197号抄） 

令和４年４月１日から施行する。 

   前 文（令和５年４月28日告示第223号抄） 

 令和５年４月28日から施行する。 
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No. ふりがな 地　域 区　　分 備考

1 おおた　まきこ
介護支援活動に携
わっている方

2 おがさわら　あい 一関 地域推薦

3 おのでら　けん 千厩 地域推薦 会長

4 おのでら　ひろき
いちのせき市民活動
センター（中間支
援）

5 おばら　ゆきお 大東 地域推薦

6 おやま　けんいち
社会教育・生涯学習
活動に携わっている
方

7 こんの　りくお 花泉 地域推薦

8 ささき　しょうこ
まちづくりスタッフ
バンク

9 さやま　かつこ
地域防災に携わって
いる方

10 すがわら　さちこ 川崎 地域推薦

11 ちば　あきひろ 東山 地域推薦

12 ちば　まみこ
子育て支援に携わっ
ている方

副会長

13 ちば　りえ
資源リサイクル活動
に携わっている方

14 ほし　よしひろ 藤沢 地域推薦

15 みうら　みきお 室根 地域推薦

16 むらた　つかさ
商工業に携わってい
る方

一　関　市　協　働　推　進　会　議　委　員　名　簿

（任期：令和５年５月１日～令和７年４月30日）　　　　　16名（50音順：敬称略）

氏　　　名

太　田　真希子

小笠原　あ　い

小野寺　　　健

小野寺　浩　樹

小　原　雪　男

小　山　賢　一

金　野　陸　夫

佐々木　承　子

佐　山　克　子

菅　原　幸　子

星　　　義　弘

千　葉　昭　博

千　葉　真美子

千　葉　理　恵

三　浦　幹　夫

村　田　　　宰
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第３次一関市協働推進計画 

令和６年３月 

一関市まちづくり推進部まちづくり推進課 

〒021-01  岩手県一関市竹山町７番２号 

TEL ０１９１－２１－２１１１（代） 

FAX ０１９１－２１－２１６４ 


