
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ⅰ．協働のまちづくりの担い

手を育成します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ．多様な主体同士の協働を

促進します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ．施策の推進体制を整備し

ます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

まちを構成する様々な主体が各々の役割を果

たしてまちづくりを担い、お互いに協力して地

域課題の解決に取り組む「協働」により、豊か

で活力ある地域社会を実現すること。 

 

 

○協働のまちづくりの担い手が増えること。 

○様々な主体同士が相互の信頼関係の下に、協

力して地域課題の解決に取り組む「協働」が

効果的に行われること。 

○地域課題を解決する活力が高まること。  

  目的（この計画が目指すこと） 

 目標（何がどうなれば目的が達成できるのか） 

３つの基本方針 

１ 前計画における施策の体系 
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 １．市民活動に参加する市民を増やします 

  (1)市民活動の意識啓発・人材育成を行います 

  (2)市民活動情報を発信します 

  (3)市民活動をコーディネートする相談を充実します 

 ２．市民活動団体の活力を高めます 

  (4)団体の活動情報を公開します 

  (5)団体の組織マネジメントを支援します 

  (6)団体の活動資源を支援します 

  (7)団体が活動しやすい環境を整備します 

 ３．事業者の社会貢献活動を促進します 

  (8)事業者向けの情報を発信します 

  (9)事業者が社会貢献しやすい機会を提供します 

 ４．協働のまちづくりを推進する市の職員を育成します 

  (10)市民活動・協働の意識を醸成し、協働の進め方を明示します 

  (11)市民活動・協働が実感できる機会を提供します 

  (12)市民活動・協働に関する情報を発信します 

 ５．各主体がより良い関係を構築できる機会を提供します 

  (13)地域課題を共有し、交流する機会を提供します 

  (14)協働をコーディネートする相談を充実します 

 ６．協働による事業を推進します 

  (15)協働事業提案制度を充実します 

  (16)協働による事業を実施し、更なる促進を図ります 

 ７．協働による事業を評価する仕組みをつくります 

  (17)協働の事業評価システムを構築し、運用します 

 ８．協働のまちづくり条例及び推進計画を進行管理します 

  (18)協働のまちづくり条例を点検します 

  (19)推進計画を進行管理します 

 ９．推進組織を運営します 

  (20)協働のまちづくり協議会を運営します 

  (21)協働のまちづくり推進会議・補助組織を整備、運営します 

 10．拠点施設の整備、充実を図ります 

  (22)市民活動サポートセンターを管理運営します 

  (23)市役所の市民活動情報コーナーを充実します 

 

１０の基本施策 ２３の個別施策 
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２ 前計画における取組みの概要 

 

基本方針Ⅰ 協働のまちづくりの担い手を育成します 

基本施策１ 市民活動に参加する市民を増やします 

（１） ねらい 

地域が抱える様々な課題の解決を図る市民活動の担い手である市民には、「自

分たちのまちを自分たちで暮らしやすくする」ことへの意識とそのための行動

が求められます。 
この施策では、地域課題や市民活動に関心を持ってもらうための意識啓発、

関心を持った人が、活動に参加するようになるための市民活動情報の発信、さ

らには、活動へと導く相談などのコーディネートを充実させることで、市民活

動に参加する市民を増やします。 

 

（２） 具体的な取組み 

① 市民活動の意識啓発・人材育成 

「協働のまちづくり講演会」を開催し、意識啓発を図るとともに、担い手を

育成するため、まつど市民活動サポートセンターでは、市民活動の担い手とな

る人材の育成に関する事業や次世代育成事業である夏のボランティア体験講座

「Let’s 体験」などを実施しました。 
また、各分野の担当課、まつど市民活動サポートセンター、松戸市社会福祉

協議会、大学、千葉県生涯大学校等では、各種ボランティア養成講座を実施し

ました。 
 

啓発事業「協働のまちづくり講演会」   次世代育成のための事業「Ｌｅｔ’s 体験」    
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Ｌｅｔ’s 体験実績 

 

 

協働のまちづくり講演会実績 

 
 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

参加者数

456名
（中学生309名、高校
生107名、大学生・社
会人40名）

190名
（中学生107名、高校
生71名、大学生12名）

200名
（中学生89名、高校生
91名、大学生20名）

343名
（一般参加コース268
名、ステップアップ
コース75名）
（中学生142名、高校
生177名、大学生・社
会人24名）

444名
（一般参加コース390
名、ステップアップ
コース54名）
（中学生225名、高校
生210名、大学生以上9
名）

受入団体数 42団体 43団体 38団体 46団体 51団体

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

講演会名称

協働のまちづくり講演会
「松戸式協働のまちづく
り」～”一緒にやる”とい
うこと～

協働のまちづくり講演会
協働は「やらまいか」の心
意気

協働のまちづくり講演会
住民参画によるまつどまち
づくり

協働のまちづくり講演会
信頼関係を築き一歩を踏み
出す

協働のまちづくり講演会
2025年の松戸の未来を切り
拓く

日　　時

平成24年6月27日（水）
午後1時30分～4時

平成25年11月6日（水）
午後1時30分～4時

平成26年11月12日(水)
午後1時30分～4時

平成27年10月29日(木)
午後1時45分～4時45分

平成28年11月28日（月）
午後1時15分～4時45分

参加人数

162人（内訳：一般市民58
人　市職員104人）

104人（内訳：一般市民40
人　市職員64人）

139人（内訳：一般市民59
人　市職員80人）

79人（内訳：一般市民27人
市職員52人）

88人（内訳：一般市民63人
市職員25人）

構　　成

【２部構成】

第１部：基調講演
第２部：パネルディスカッ
ション

【２部構成】

第１部：基調講演
第２部：パネルディスカッ
ション

【２部構成】

第１部：基調講演
第２部：パネルディスカッ
ション

【３部構成】

第１部：基調講演
第２部：パネルディスカッ
ション
第３部：ポスターセッショ
ン、テーブルトーク

【３部構成】

第１部：基調講演
第２部：ポスターセッショ
ン
第３部：パネルディスカッ
ション、テーブルトーク

基調講演講師

加留部　貴行氏
（九州大学大学院 統合新
領域学府 客員准教授）

犬塚　裕雅氏
(一般社団法人CAT　代表理
事
松戸市協働のまちづくり協
議会　会長)

大塚　祚保氏
（流通経済大学　名誉教授
政治学博士）

五井渕　利明氏
（NPO法人CRファクトリー
事業部長）

鴨崎　貴泰氏
（NPO法人日本ファンドレ
イジング協会事務局長）

パネルディス
カッション登壇

者

＜コーディネーター＞
加留部　貴行氏
（同上）
＜パネリスト＞
■市民側
・三浦　輝江氏（特定非営
利活動法人子どもの環境を
守る会Ｊワールド　理事
長）
・戸田　加代子氏（特定非
営利活動法人子どもっとま
つど）
■行政側
・子育て支援課　課長補佐
・協働推進課　課長

＜コーディネーター＞
犬塚　裕雅氏
（同上）
＜パネリスト＞
■市民側
・新井　秀樹氏（常盤平地
域活性隊）
・濱見　優氏（HGC(Human
Green Coordinator)）
■行政側
・常盤平支所　支所長代理
・市民自治課　課長

＜講評＞
大塚　祚保氏
（同上）
＜パネリスト＞
■市民側
・笹山　誠二氏（松戸農業
サポート協議会　野良の
会）
・富永　文子氏（ＮＰＯ法
人まつど自閉症センター）
■行政側
・農政課　課長
＜進行＞
市民自治課　課長

＜コーディネーター＞
五井渕　利明氏
（同上）
＜パネリスト＞
・所　正明氏（栗ヶ沢中学
校地域防災委員会　副委員
長）
・大島　由起雄氏（ＮＰＯ
法人きづなメール・プロ
ジェクト　代表理事）

＜コーディネーター＞
鴨崎　貴泰氏
（同上）
＜パネリスト＞
・沖本　由季氏（柏市医療
公社管理課　課長）
・有川　かおり氏（聖徳大
学生涯学習研究所　助手）
・新井　節子氏（五番街ふ
れあいセンター）

備　　考 職員研修の位置づけで実施 職員研修の位置づけで実施 職員研修の位置づけで実施

・職員研修の位置づけで実
施
・特定非営利活動法人まつ
どNPO協議会との協働事業と
して実施
・共催　聖徳大学生涯学習
研究所

・職員研修の位置づけで実
施
・特定非営利活動法人まつ
どNPO協議会との協働事業
として実施
・共催　聖徳大学生涯学習
研究所
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各種ボランティア養成講座 

 

活動分野 担当課 講座名

認知症サポーター養成講座

はつらつクラブ（老人クラブ）

介護制度改革課 介護支援ボランティア制度

健康推進課 ゲートキーパー養成講座

市立病院総務課 病院ボランティア

松戸市社会福祉協議
会ふれあいサービスセ
ンター

ふれあいサービス（有償在宅福祉サービス）協力会員基礎研修

小学校での読み聞かせ講座

おはなしボランティア養成講座

松戸市社会福祉協議
会

福祉教育サポーター養成研修

教育・文化・スポーツ
（生涯学習の普及、スポーツ振興など）

博物館 博物館友の会

みどりと花の課 里やまボランティア入門講座

環境政策課 地域環境調査員研修会

河川清流課 フラワーボランティア

防災ボランティア

松戸市地域防災リーダー

災害ボランティアセンター運営研修会

災害ボランティアリーダー連絡会

まつど市民活動サポー
トセンター

まちづくりキーパーソン養成講座

千葉県
千葉生涯大学校　東葛飾学園　浅間台教室
地域活動学部（①）、造形学部園芸コース（②）

文化観光国際課 学生観光サポーター養成講座

松戸市シルバー人材
センター

松戸市シルバー人材センター会員

その他の社会貢献活動

健康福祉
(高齢者福祉、障害者福祉、保険、医療）

高齢者支援課

子どもの健全育成
（子育て支援、子どもへの教育など）

図書館

危機管理課

松戸市社会福祉協議
会

生活安全
（防犯、防災など）

まちづくり
（地域の活性化、ボランティア、ＮＰＯ活動

の推進など）

環境保全
（緑化清流の保全、環境保全、エコロジー

の推進など）
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② 市民活動情報の発信 

市民活動登録団体の情報冊子を、年に１回作成し、各課や市内支所に配布す

るとともに、ホームページで公開し、市民活動登録団体のチラシを市内公共施

設に配架しました。 

松戸市役所本館１階の市民活動情報コーナーでは、市民活動登録団体のイベ

ントや会員募集のチラシ、ニュースレターを配架し、するほか、市民活動団体

や市民活動に興味のある市民に情報を発信しました。協働事業、市民活動助成

事業の紹介シートを掲示し、事業をＰＲしました。 

また、協働事業、市民活動助成事業の紹介シートを取りまとめた事業紹介冊

子を毎年作成し、成果報告会等で配布しました。 

まつど市民活動サポートセンターでは、Ｗｅｂサイト（ホームページ）、掲示

板、ニュースレター、メールマガジンなどにより情報発信を行いました。 

 
 

市民活動登録団体一覧冊子            事業紹介冊子 

 

 

市民活動情報コーナー 
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基本施策２ 市民活動団体の活力を高めます 

（１） ねらい 

多様な分野で社会貢献活動を行う市民活動団体には、その活動を持続させ、

発展させていくための活力が求められます。この活力を維持していくためには、

組織運営が安定し、自らの活動が、地域社会から広く認知・信頼され、様々な

主体がお互いの強み、弱みを補完し合い、地域に理解され定着していくことが

必要です。 

この施策では、組織を運営するためのノウハウの提供、活動資源への支援、

活動しやすい環境整備を行うこと、また、団体が自ら活動情報を広く公開でき

る仕組みを整備することで、市民活動団体の活力を高めます。 
 

（２） 具体的な取組み 

① 団体の情報の公開 

松戸市市民活動団体登録の制度を運営し、登録団体の情報をホームページや

一覧冊子にて公開し、市民活動を始めたい市民や、市民活動団体に何かを依頼

したい、一緒に活動をしたいという団体等に市民活動団体の情報を提供しまし

た。 

まつど市民活動サポートセンターでは、市民活動団体等の活動情報をファイ

ル化しているほか、Ｗｅｂサイト（ホームページ）により公開しました。 
 
 
市民活動団体登録数 

（NPO 法人等法人格のある団体のみではなく、任意団体の登録も可能） 

 
 
 
 

24年度 （3月末現在） 95 団体

25年度 （3月末現在） 110 団体

26年度 （3月末現在） 114 団体

27年度 （3月末現在） 117 団体

28年度 （3月末現在） 112 団体

年度 団体数
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まつど市民活動サポートセンター市民活動情報届出団体数 

（NPO 法人等法人格のある団体のみではなく、任意団体の登録も可能） 

 
※平成２６年度に、届出団体の更新を実施した。 
 
まつど市民活動サポートセンター交流サロン 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

② 団体の組織マネジメントの支援 

まつど市民活動サポートセンターでは、市民活動団体の設立又は運営に関す

る相談に対応し、マネジメント力を向上させる講座などを開催しました。 

 

ＮＰＯマネジメント実践講座 

（平成 27 年度） 

 
 
 
 
 

 

 

24年度 （3月末現在） 399 団体

25年度 （3月末現在） 453 団体

26年度 （3月末現在） 258 団体

27年度 （3月末現在） 347 団体

28年度 （3月末現在） 410 団体

年度 団体数
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③ 団体の活動資源の支援 

市民活動助成制度 8を、平成２７年度実施分より、上限額が１０万円の１コー

ス制から、上限額が１０万円のスタート助成と３０万円のステップアップ助成

の２コース制にし、助成金を交付しました。 

このほか、各種の活動分野において、担当課が市民活動団体やボランティア

に対し、補助金を交付し、備品や消耗品の貸し出しを行いました。なお、町会・

自治会に対して、防犯灯や掲示板、集会所の整備や修繕、活動拠点の賃借料、

会議室等の使用料に係る補助を行いました。 

 

市民活動助成事業申請・採択一覧 

 

                                                  
8 市民活動助成制度とは、市民活動の活性化を図り、豊かで活力ある地域社会の実現に貢献することを目

的として、新たな市民活動を立ち上げるため、又は、既存の活動をさらに発展させるための事業に要する

一時的な資金を助成する制度です。 

6 件 4 件 10 件 5 件 4 件 9 件 5 件 4 件 9 件 円

5 件 1 件 6 件 4 件 1 件 5 件 3 件 1 件 4 件 円

9 件 2 件 11 件 6 件 2 件 8 件 6 件 2 件 8 件 円

スタート助成 8 件 4 件 12 件 3 件 4 件 7 件 3 件 4 件 7 件

ステップアップ
助成

3 件 0 件 3 件 1 件 0 件 1 件 1 件 0 件 1 件

スタート助成 10 件 1 件 11 件 6 件 1 件 7 件 6 件 1 件 7 件

ステップアップ
助成

6 件 0 件 6 件 3 件 0 件 3 件 3 件 0 件 3 件

2回目 合計

27年度実施
(26年度申請)

965,952 円

24年度実施
(23年度申請)

674,680

25年度実施
(24年度申請)

400,000

26年度実施
(25年度申請)

728,400

28年度実施
(27年度申請)

1,456,102 円

年　　度

申請件数 採択件数 実施件数
助成金交付金

決算額
新規 2回目 合計 新規 2回目 合計 新規
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基本施策３ 事業者の社会貢献活動を促進します 

（１） ねらい 

優れた技術やノウハウなどの自社資源を持つ事業者には、経済活動の主体で

あると同時に地域の一員として、その資源を活用した社会貢献活動が期待され

ています。現在でも企業の社会貢献活動は、まちづくりにおいて重要な役割を

果たしており、この活動をより促進することが求められます。また事業者にと

っても地域に貢献していることは地域からの信頼や自社の企業価値を高め本業

の成長にも好影響が期待できます。 

この施策では、社会貢献活動の先進事例や市民活動情報を提供するとともに、

事業者が社会貢献できる機会を提供することで、事業者の社会貢献活動を促進

します。 
 

（２） 具体的な取組み 

社会貢献型自動販売機（チャリティー自動販売機）を導入するなど、「松戸市

協働のまちづくり基金 9」への寄附を活用して、事業者の社会貢献の機会を提供

しました。 
まつど市民活動サポートセンターでは、ＮＰＯ・市民活動見本市等（２９頁

参照）の協賛金を募りました。 
 

 

社会貢献型自動販売機の導入 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                  
9 協働のまちづくり基金とは、市民、市民活動団体、事業者の皆様から寄せられた寄附金及びその同額を

市費で積み立てるマッチングギフト方式を取り入れた基金です。「市民活動助成制度」の原資となっていま

す。 

 

 ☆チャリティー自動販売機とは、清涼飲料等の販

売を通じ、飲料メーカー、販売機提供事業者、

販売機設置者の売上の一部を寄附する仕組みで

す（自動販売機を設置事業者、自動販売機事業者、

松戸市の三者が協定を結び、売上の一部を半年に一

度寄附いただいています。）。 

 

☆チャリティー自動販売機で皆様が飲み物を買う

と、売上の一部が「松戸市協働のまちづくり基金」

に寄附される社会貢献型自動販売機です。 
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チャリティー自動販売機 設置場所、台数及び協力事業所（平成２８年１０月１日現在） 

 
 

協働のまちづくり基金寄附件数及び寄附金額 

 

設置場所
協力事業所

（公開希望のみ掲載、敬称略）

松戸市役所　駐車場入り口 1 台 コカ・コーライーストジャパン株式会社　松戸支店

松戸市役所　本館1階 1 台 エースター株式会社

松戸市役所　新館本館通路（左） 1 台 株式会社　八洋　柏営業所

矢切支所 1 台 コカ・コーライーストジャパン株式会社　松戸支店

東部支所 1 台 コカ・コーライーストジャパン株式会社　松戸支店

常盤平支所 1 台 コカ・コーライーストジャパン株式会社　松戸支店

新松戸市所 1 台 コカ・コーライーストジャパン株式会社　松戸支店

まつど市民活動サポートセンター　交流サロン 1 台 東京キリンビバレッジサービス株式会社　柏営業所

東松戸ゆいの花公園 1 台 東京キリンビバレッジサービス株式会社　柏営業所

ユーカリ交通公園 3 台 コカ・コーライーストジャパン株式会社　松戸支店

洗濯屋あべ
（松戸市金ヶ作）

1 台
洗濯屋あべ
コカ・コーライーストジャパン株式会社　松戸支店

合　　　計 13 台 -

台数

平成24年度 20 件 775,535 円

平成25年度 15 件 413,616 円

平成26年度 15 件 382,332 円

平成27年度 16 件 541,197 円

平成28年度 16 件 451,451 円

寄附件数 寄附金額
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基本施策４ 協働のまちづくりを推進する市の職員を育成します 

（１） ねらい 

まちを構成する様々な主体との協力・連携を図りながら、協働のまちづくり

を推進していく市の職員には、そのための意識と行動が求められます。 
協働のまちづくりの必要性は認識しているものの、具体的な手法が見えにく

いことから協働のまちづくりの発想につながっていない状況が見受けられます。 
この施策では、協働で事業を実施するプロセスや成功事例に、市民の声を交

えて情報提供し、協働の発想を広げ、進め方を理解できる機会を提供すること

で、市民活動や協働への意識を高め、協働のまちづくりを推進する市の職員を

増やします。 
 

（２） 具体的な取組み 

それぞれの職制に応じた各種研修（新規採用職員研修、協働推進員研修、管

理職研修、協働のまちづくり講演会、協働推進員等説明会）を開催しました。 

協働事業・市民活動助成事業の事業紹介冊子を研修等で配布することにより、

協働事業の成功事例や市民活動・協働に関する情報を発信しました。 

 

協働推進員研修 
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新規採用職員研修実績 

 
 

協働推進員研修実績 

 
 

協働のまちづくり管理職研修会実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

日　　時
平成24年10月18日
9：00～12：15

平成25年10月15日
14：10～16：40

平成26年10月15日
14：10～16：40

平成27年11月4日、5日
14：10～16：40

平成28年11月17日
14：10～15：40

講　　師 協働推進課職員 市民自治課職員 市民自治課職員 市民自治課職員 市民自治課職員

参加人数 110人 116人 106人 144人 91人

構　　成
講義
ワークショップ

講義
ワークショップ

講義
ワークショップ

講義
ワークショップ

講義
ワークショップ

テーマ

講義「協働のまちづくり
について」
ワークショップ「“住み
やすいまち”にするため
に、どんなことが必要だ
と思いますか？」

講義「行政主導型から協
働型まちづくり」
ワークショップ「“住み
やすいまち”にするため
にどんな事が必要なの
か」

講義「協働のまちづくり
について」
ワークショップ「10年後
こんな松戸市にした
い！」

協働によるまちづくりと
20年後の松戸

これからの協働のまちづ
くりに必要なこと

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

日　　時
平成24年4月23日
13：30～15：30

平成26年1月22日
13：30～16：00

平成27年1月30日
14：00～16：30

平成28年1月22日
14：00～16：30

講　　師

波田　永実氏
（流通経済大学法学部教
授
）

菅　博嗣氏
（株式会社あいランドス
ケープ研究所　代表取締
役）

牧野　昌子氏
（特定非営利活動法人 ち
ば市民活動・市民事業サ
ポートクラブ 代表理事）

牧野　昌子氏
（特定非営利活動法人 ち
ば市民活動・市民事業サ
ポートクラブ 代表理事）

参加人数 46人（協働推進員他） 32人（協働推進員他） 28人(協働推進員他) 23人(協働推進員他)

構　　成 講義
講義
ワークショップ

講義
ワークショップ

講義
ワークショップ

テーマ よりよい協働を目指して
協働事業提案制度を題材
にしての講義及びワーク
ショップ

協働事業提案制度を題材
にしての講義及びワーク
ショップ

協働の必要性・協働の事
例

※平成28年度の
管理職研修会と
協働推進員研修
は、協働推進員
等説明会と兼ね
て実施した。

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

日時
平成25年2月7日
14：30～16：30

平成26年2月13日
14：30～16：30

平成27年1月29日
14：30～16：30

平成28年1月29日
14：30～17：00

講師

関谷　昇氏
（千葉大学法経学部准教
授、松戸市協働のまちづく
り協議会会長）

坂野　喜隆氏
(流通経済大学　法学部
准教授、松戸市協働のまち
づくり協議会副会長)

石川　久氏
（淑徳大学　コミュニティ
政策学部教授）

小島　聡氏
（法政大学　人間環境学部
教授・学部長）

参加人数
   56人(協働推進員配置課の

管理職他)
44人(協働推進員配置課の
管理職他)

45人(協働推進員配置課の
管理職他)

33人(協働推進員配置課の
管理職他)

構　　成 講義 講義 講義 講義、ワークショップ

テーマ
行政における「協働」の受
けとめ方をめぐって

協働のすすめ－これからの
ガバナンス

これからの｢協働｣のあり方
と行政の役割

戦略的協働の視点から松戸
市の組織・業務のこれから
を考える

※平成28年度の
管理職研修会と
協働推進員研修
は、協働推進員
等説明会と兼ね
て実施した。
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協働推進委員及び協働推進員説明会実績 

 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

日　　時
平成26年5月26日
10：00～11：00

平成27年5月22日
10：00～11：00

平成28年5月27日
14：00～16：00

講　　師 市民自治課職員 市民自治課職員 市民自治課職員

参加人数
協働推進委員及び協働推進員他
40名

協働推進委員及び協働推進員他
45名

協働推進委員及び協働推進員他
44名

構　　成 説明 説明
説明
講義
ワークショップ

内　　容

・協働推進委員及び協働推進員
の役割
・平成26年度の協働のまちづく
り推進スケジュール
・平成25年度協働事業、市民活
動助成事業の報告
・協働推進における現状と課題

・松戸市が目指している「協働
のまちづくり」について
・具体的な協働推進の制度
・庁内組織（協働推進委員及び
協働推進員）の位置づけと役割
・市民活動団体と行政

・第３次協働推進計画の策定に
関するワークショップ
・協働推進委員、協働推進員の
役割
・平成２８年度の協働のまちづ
くり推進スケジュール

未実施未実施

28



 
 

基本方針Ⅱ 多様な主体同士の協働を促進します 

基本施策５ 各主体がより良い関係を構築できる機会を提供します 

（１） ねらい 

まちを構成している様々な主体が、より良く協働を実現していくためには、

お互いが交流を深め、理解し合い、信頼関係を構築できる場や機能が必要です。 
この施策では、各主体が地域課題や活動目的を共有できる場づくりをより地

域と密着した形で行うことで、より良い関係を構築できる機会を提供します。 
 

（２） 具体的な取組み 

協働のまちづくり講演会（平成２７年度及び平成２８年度）では、市民と市

職員が参加するワークショップを行いました。 

まつど市民活動サポートセンターでは、市民、ＮＰＯ、市民活動団体、企業、

行政が一堂に会する交流イベント事業として、ＮＰＯ・市民活動見本市を開催

しました。 

また、平成２７年度に、テーマに関係する自治体、市民、企業、学校（教育

機関）などの関係者が、未来志向の対話を通じて解決に繋げていくためのアイ

デアを生み出す仕組みとして、松戸フューチャーセンターが設立されました（３

０頁参照）。 

 

                              まつどみらい会議 

協働のまちづくり講演会          （平成 27 年度ＮＰＯ・市民活動見本市) 
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ＮＰＯ・市民活動見本市実績 

 

 
 
【松戸フューチャーセンター】 
フューチャーセンターとは、これまで取り組んできたけれどもなかなか解決

されない問題を、そのテーマに関係する自治体、市民、企業、学校（教育機関）

などの関係者が集まり、未来志向の対話を通じて解決に繋げていくためのアイ

デアを生み出すための仕組みです。 

試行期間を経て、平成２８年３月２６日、松戸市文化ホールに松戸フューチ

ャーセンターが誕生しました。 

フューチャーセンターが生まれた欧州では、政府機関主導で設立されたもの

も多いようですが、日本ではこれまで、企業主体でフューチャーセンターが設

立されてきました。そうした中で、特定のテーマ解決をめざし、組織や方法論

など運営の仕組みを持ったフューチャーセンターを行政が設立したケースは

「松戸フューチャーセンター」が日本で初めてだと言われています。 

平成２８年度は、松戸フューチャーセンターでは、「誰もが創造的に働く」を主

なテーマとして取り組んでいます。 

 

※ 担当課：生涯学習推進課（教育委員会）、政策推進課 

 

 

 

 

 

平成24年度（第10回） 平成25年度（第11回） 平成26年度（第12回） 平成27年度（第13回） 平成28年度（第14回）

開催日時
平成25年3月9日
10：00～16：00

平成26年2月15日
10：00～16：00

平成27年3月7日
10：00～16：00

平成28年3月5日
10：00～16：30

平成28年12月11日
10：00～16：30

イベント副題
松戸最大の宝探し～来な
きゃはじまらない～

魅力の街・松戸がわかる!!
来て・観て・体感　見本市

みんなのまちづくり博2015 まつどみらい会議 まつどみらい会議

来場者数 1500人 678人 942人 210人 97人

参加団体数 74団体 55団体 68団体 39団体 27団体

内容
団体や企業が子ども・福
祉・環境などの分野に分か
れて活動アピール

団体や企業が子ども・福
祉・地域創造などの分野に
分かれて活動アピール

テーマに分かれての出展
・子どもにやさしいまち
・若者が目指したいまち
・シニアが活躍するまち
・食でつながるまち
・くらしを考えるまち

・ゲストトーク
・団体活動紹介
・ポスター展示
・みらい会議(フュー
チャーセッション）

・ポスター展示
・事例紹介
・個別おしゃべりタイム
・みらい会議(フュー
チャーセッション）
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基本施策６ 協働による事業を推進します 

（１） ねらい 

協働による事業を増やし、その事業を効果的に進めていくためには、協働に

よる事業を創出し、基本原則に則って進めることのできる仕組みが必要です。

松戸市協働のまちづくり条例では、協働事業提案制度 10 を創設し、平成１９年

度より募集（翌年度実施）を開始しました。 

この施策では、現行制度を更に充実させるとともに、事業評価の際に選択で

きる新たな協働による事業の手法の選択肢を増やす調査・研究を行います。 
 

（２） 具体的な取組み 

協働事業提案制度（先進的モデル事業）の活用により、協働事業を実施する

とともに、事業担当課とのヒアリングを通して市からの「行政指定テーマ」の

掘り起こしを行いました。 
 

協働事業提案制度 提案・採択件数 

 
 

 

 

 

                                                  
10 協働事業提案制度とは、市民活動団体や民間事業者が、協働事業を提案し、市と共に、その事業を企画

し、実施する制度です。 

市 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件

自由 0 件 4 件 3 件 7 件 0 件 4 件 3 件 7 件 0 件 3 件 3 件 6 件

合計 0 件 4 件 3 件 7 件 0 件 4 件 3 件 7 件 0 件 3 件 3 件 6 件

市 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件

自由 7 件 0 件 3 件 10 件 1 件 0 件 3 件 4 件 1 件 0 件 3 件 4 件

合計 7 件 0 件 3 件 10 件 1 件 0 件 3 件 4 件 1 件 0 件 3 件 4 件

市 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件

自由 1 件 1 件 0 件 2 件 0 件 1 件 0 件 1 件 0 件 1 件 0 件 1 件

合計 1 件 1 件 0 件 2 件 0 件 1 件 0 件 1 件 0 件 1 件 0 件 1 件

市 1 件 0 件 0 件 1 件 1 件 0 件 0 件 1 件 1 件 0 件 0 件 1 件

自由 1 件 0 件 1 件 2 件 1 件 0 件 0 件 1 件 1 件 0 件 0 件 1 件

合計 2 件 0 件 1 件 3 件 2 件 0 件 0 件 2 件 2 件 0 件 0 件 2 件

市 0 件 1 件 0 件 1 件 0 件 1 件 0 件 1 件 0 件 1 件 0 件 1 件

自由 5 件 1 件 0 件 6 件 1 件 1 件 0 件 2 件 1 件 1 件 0 件 2 件

合計 5 件 2 件 0 件 7 件 1 件 2 件 0 件 3 件 1 件 2 件 0 件 3 件

28年度実施
（27年度提案）

799,575 円

年　　度

提案件数 採択件数 実施件数

協働事業
負担金決算額

新規 2年目 3年目 合計 3年目 合計新規 2年目 3年目 合計 新規 2年目

24年度実施
（23年度提案）

1,500,514 円

25年度実施
（24年度提案）

909,716 円

26年度実施
（25年度提案）

240,000 円

27年度実施
（26年度提案）

719,341 円
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協働事業の概要 

 

年度 事業名 団体名 事業担当課 事業概要

平成27年度～
平成28年度

【市民提案部門】
地域連携自主防災
事業

栗ヶ沢中学校地
域防災委員会

危機管理課

来るべき災害に備え、地域で自主防災を担うことを目指
す。地域内の収容避難所を円滑に運営できることを目指
し、訓練や研修などを通じて防災意識を高める。また、
地域に対する自主防災と避難運営に関する告知活動(手
引きや冊子の作成)を行う。

平成27年度～
平成28年度

【行政指定部門】
講演会を軸とした
協働啓発事業

特定非営利活動
法人　まつど
NPO協議会

市民自治課

「協働のまちづくり講演会」を市民活動団体等と共に企
画、運営することで、実践的かつ魅力的な講演会（イベ
ント）とし参加者増加と協働のまちづくり推進の一助と
する。

平成28年度
【市民提案部門】
空き家利活用等相
談事業

特定非営利活動
法人
空き家安全管理
ネットワーク

住宅政策課
空家活用推進室

空き家問題に対し、空き家所有者や、地域住民に対し、
出張セミナーの開催をする。併せて専門家による個別相
談を行う。

平成25年度～
平成26年度

【市民提案部門】
松戸の農業サポー
ト・農業ボラン
ティア養成事業

松戸農業サポー
ト協議会　野良
の会

農政課

農家とボランティアのマッチングを行うことで、中核的
農家の人手不足の解消を図る。また、農家・市民が連携
することで新たなコミュニティ形成につながり、農業保
全について、農業関係者・市民団体・行政の三者一体と
なった活動を行う。

平成23年度～
平成25年度

【市民提案部門】
ゲット　ユア　ド
リーム事業

特定非営利活動
法人子どもの環
境を守る会 Ｊ
ワールド

子育て支援課
学校や地域と連携を図り、中高生が様々な大人と対等に
話ができる交流の場を作る。多様な価値観に触れ、自ら
が考え発言できる機会を提供していく。

平成23年度～
平成25年度

【市民提案部門】
昔のあそびとわら
べうた事業

昔のあそびと遊
ぼう会

六実支所

老人・青年・子どもの世代のコミュニケーション手段が
少なくなってきているので、親と子、孫との共通の話題
づくりや地域の世代間交流ができるように「昔の遊び・
わらべうた・わらべうたあそび」を広める講習会や大会
を開催し、地域の活性化を図る。

平成23年度～
平成25年度

【市民提案部門】
家庭用廃食油の回
収による地域活性
化事業

NPO法人松戸エコ
マネー「アウ
ル」の会

環境計画課
（平成25年度：
環境政策課）
商工観光課
（平成25年度：
商工振興課）

家庭用廃食油の回収・リサイクルと、協力者へのお礼と
して地域通貨を活用する事業を行う。また、地域通貨を
配布し、協賛店でのサービスを受けられるようにする。
これらの活動を通して、環境意識の向上と、地域住民の
つながりを深め、商店街の活性化に貢献していく。

平成22年度～
平成24年度

【市民提案部門】
楽しい健康体操Ⅲ
推進活動事業

特定非営利活動
法人人材パワー
アップセンター

保健福祉課
運動教室の体験を通して高齢者の健康の維持増進を図る
ため、健康づくりの取組みを行うことや、地域社会に積
極的に参加できる環境づくりを推進していく。

平成22年度～
平成24年度

【市民提案部門】
世代間交流の場・
トキ塾

常盤平地域活性
隊

常盤平支所

高齢化の進んでいる常盤平地区の活性化に向けて、世代
間交流も含め、出来るだけ多くの住民が参加できる地域
住民交流の場が必要である。そこで、住民行政及び地元
町内会・自治会・地域団体をつなぐための参加型学習塾
「トキ塾」を定期的に開塾していく。

平成22年度～
平成24年度

【市民提案部門】
パパ手帳を使った
男性への育児支援
事業

特定非営利活動
法人子育て支援
ぽこら

女性センター

幼い子どもを持つ夫婦は、共に育児をするものだと認識
しているが、父親の仕事の状況から在宅が短く、子育て
への参画をあきらめしまっている。そこで、父親が効率
よく育児にかかわることができるよう「パパ手帳」を
ツールとした情報発信による意識啓発や講座を開催す
る。

※事業担当課は、事業実施時の課名を記載しています。

32



 
 

基本施策７ 協働による事業を評価する仕組みをつくります 

（１） ねらい 

協働による事業を進めていくうえでは、その事業が単独で実施されるよりも、

協働で実施されたほうが、より効果的であるのか、また、協働による事業が適

切に実施されているのかを点検できる仕組みが必要です。 

この施策では、協働による事業を点検できる評価システムを構築します。 
 

（２） 具体的な取組み 

協働事業提案制度について、実施事業の毎年度末の２、３月頃に、ふりかえ

りシートで、団体、担当課、市民自治課で事業の評価を行いました。 

なお、５月頃に、前年度実施した事業についての成果報告会を開催し（協働

事業、市民活動助成事業の成果報告会を同時開催）、事業実施団体及び担当課が

プレゼンテーションを行い、その後、協働のまちづくり協議会の委員から評価

を受けました。 

 

事業成果報告会 
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基本方針Ⅲ 施策の推進体制を整備します 

基本施策８ 協働のまちづくり条例及び推進計画を進行管理します 

（１） ねらい 

協働のまちづくりをより良く推進するためには、協働のまちづくりを実現す

るための道標となる条例やその道筋を示す計画に位置づけた施策を点検し、必

要な措置を講じていくことが必要です。 

この施策では、「協働のまちづくり条例」を、必要に応じて見直しを行うとと

もに、協働のまちづくりの実現への道筋を示す推進計画の進行管理及び次期推

進計画の策定を行います。 
 

（２） 具体的な取組み 

平成２７年度に市民、市民活動団体、事業者、市職員に協働のまちづくりア

ンケート調査を実施し、まちづくりへの関心度、政策の認知度等の情報を収集

しました。 

全庁的な協働推進の進捗状況を把握するため、全課を対象に、年１回協働の

まちづくり評価シートにより、市民と市との協働の領域（７頁参照）にある事

業の調査等を実施しました。 
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アンケート調査概要 

 市民 市民活動団体 事業者 職員 

調査対象者 
市内に居住する男
女 

市内に主たる事
務所を置く特定
非営利活動法人
及びまつど市民
活動サポートセ
ンター届出市民
活動団体 

平成 24 年経済セ
ンサスに掲載さ
れている市内事
業所 

松戸市職員 

サンプル数 3,000 人 376 団体 300 事業所 4,867 人 

抽出方法 
住民基本台帳から
の無作為抽出 

全数調査 
産業分類を基準と
した層別抽出 

全数調査 

調査方法 
郵送配布・回収（一部、市役所に回答票を持参したものも
含む） 

庁内グループウエ
ア 

調査実施期間 平成 27 年 11 月 20 日～12 月 14 日 
平成 28 年 1 月 27
日～2月 16 日 

有効回収数 1,533 票 225 票 128 票 1,237 票 

有効回収率 51.1％ 59.8％ 42.7％ 25.4％ 

※前回調査は、市民には平成 22 年 11 月～12 月に、市民活動団体には平成 21年 11 月～12 月に、

事業者には平成 23 年 7月～8月に、職員には平成 23 年 8月に実施した。 

※職員アンケート調査においては、前回の調査対象者を市民との協働による事業がある所属課の

職員（52 課 811 名）としていたが、実態把握のために、対象を庁内グループウェアに登録し

ている全職員に拡大した。 

 

市民と市との協働の領域の事業数（協働のまちづくり評価シートによる集計） 

 

 

 

平成24年度

平成25年度 74 件 43 件 59 件 176 件

平成26年度 96 件 53 件 74 件 223 件

平成27年度 96 件 55 件 71 件 222 件

平成28年度 88 件 50 件 74 件 212 件

②
行政が支援する

市民活動

③
協働事業

④
行政に市民が
協力する事業

合計

未把握 未把握 未把握 未把握
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基本施策９ 推進組織を運営します 

（１） ねらい 

協働のまちづくりの実現に向けた各施策の実効性を高めていくためには、市

役所内での協働のまちづくりの推進を図る庁内推進組織と、公正・中立的な立

場で制度の審査や政策に関する審議を行う「松戸市協働のまちづくり協議会」

とが連携して施策を進めていくことが必要です。 
この施策では、協働のまちづくり協議会を運営するとともに、庁内推進組織

の整備、運営を行います。 
 

（２） 具体的な取組み 

協働のまちづくり協議会は、協働事業及び市民活動助成事業の審査、事業成

果報告会での評価、計画等に係る提言を行いました。なお、平成２５年度から

政策部会と審査部会に分かれず、協議会全体として議事を審議してきました。 
また、各部の管理職に協働推進委員会委員を、協働の関係部署に協働推進員

を配置し、研修等を実施しました。 
 

推進組織 
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（例）平成２８年度松戸市協働のまちづくり協議会年間スケジュール 

 議 題 

第１回 ・平成２９年度協働事業提案制度募集要項について 

・平成２８年度年間スケジュールについて 

・平成２７年度事業成果報告会について 

第２回 ・平成２７年度実施 協働事業・市民活動助成事業成果報告会 

第３回 ・平成２７年度 事業成果報告会の振り返りについて  

・協働事業第一次選考について 

・第３次松戸市協働推進計画について 

第４回 ・平成２９年度協働事業 第一次選考 

第５回 ・第３次松戸市協働推進計画について 

第６回 ・平成２９年度協働事業、市民活動助成事業公開プレゼンテーション及び審査につ

いて 

・第３次松戸市協働推進計画について 

第７回 ・平成２９年度協働事業、市民活動助成事業公開プレゼンテーション 

第８回 ・平成２９年度協働事業、市民活動助成事業審査 

第９回 ・審査のふりかえり 

第１０回 ・第３次松戸市協働推進計画の報告について 
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基本施策１０ 拠点施設の整備、充実を図ります 

（１） ねらい 

市民活動及び多様な主体の協働を促進し、協働のまちづくりを実現する拠点

施設として、「まつど市民活動サポートセンター」を活用します。その際、協働

のまちづくりの進展状況に応じて、同センターが効果的な役割を発揮できるよ

うに、同センターが有している機能を精査し、発展・充実させることが大切に

なります。 

また、同センターの立地条件などを考えた場合、市全域を範囲としたすべて

の市民ニーズに対応できるとは言えない状況があります。 

この施策では、まつど市民活動サポートセンターの更なる充実を図るととも

に、市役所の拠点機能を活用した市民活動情報コーナーの整備を図ります。 
 

（２） 具体的な取組み 

まつど市民活動サポートセンターでは、各種支援サービス（市民活動の場及

び機会の提供、市民活動情報の収集や提供、市民活動の各種相談、市民活動団

体等の連携や交流）を提供しました。特に市民活動団体が活動しやすい環境整

備として、多目的ホール、会議室等の貸出し、印刷機、コピー機の利用等の支

援サービスを提供しました。 

平成２７年７月には、新松戸市民センターの３階に、新松戸市民活動支援コ

ーナーを開設し、市民活動団体に、会議や印刷作業などの場の提供をしました。 

 

新松戸市民活動支援コーナー 

（新松戸市民センター３階） 
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まつど市民活動サポートセンター利用率・利用件数・利用者数 

 
※利用率、利用件数、利用者数は、有料の施設（第 1会議室、第 2会議室、大会議室、多目的ホ

ール、調理室及び作業室）のみで算出している。 

※利用率は実利用時間÷貸出可能時間で算出している。 

 

まつど市民活動サポートセンター相談件数一覧 

 
※平成 25 年度以降の相談件数の増加は、専門相談として初心者向けパソコン無料相談の件数を

換算したため 

 

新松戸市民活動支援コーナー利用件数 

 

※平成 28 年 9 月から平成 29 年 3 月までは、新松戸市民センターのバリアフリー工事に伴い一時

休館 

 

 

利用率 19.3 ％ 20.0 ％ 22.2 ％ 25.8 ％ 29.4 ％

利用件数 1,578 件 1,644 件 1,643 件 2,059 件 2,386 件

利用者数 45,579 人 48,199 人 50,910 人 52,609 人 56,638 人

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度平成24年度

窓口又は電話等による相談対応に関する業務 111 件 159 件 118 件 450 件 372 件

市民活動団体の設立又は運営に係る相談 20 件 198 件 243 件 91 件 169 件

協働事業に係るコーディネートに関する業務 32 件 0 件 0 件 16 件 16 件

出張相談 7 件 6 件 14 件 - 件 3 件

合　　　計 170 件 363 件 375 件 557 件 560 件

平成27年度 平成28年度相談内容 平成26年度平成24年度 平成25年度

利用件数 130 件 85 件

平成27年度
(7月～3月）

平成28年度
(4月～8月)
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 ３ 目標と成果指標の状況 
 

 前計画で定めた目標と成果指標の達成状況は、次のとおりです。 

目標１ まちづくりを担う市民が増えます。 

【評価指数と目標値】 

⑴ まちづくりに関心を持つ市民が増えます。 

⑵ 市民活動を行う市民が増えます。 

⑶ 協働のまちづくりに賛同する市民が増えます。 

評価指標名 
前回調査 

（Ｈ23.3） 
平成２７年度 

目標値 

（前計画） 

まちづくりへの関心度 

「大いに関心がある」 
１７．１％ 

１１．０％ 

（－６．１％） 
３０％ 

市民活動への参加度 

「現在も参加している」 
１３．４％ 

１３．６％ 

（＋０．２％） 
２２％ 

協働のまちづくりの有効性への

理解度「大いにそう思う」、賛成

度「大いに推進すべき」 

理解度 

４２．１％ 

３６．７％ 

（－５．４％） 
５４％ 

賛成度 

４９．６％ 

４３．２％ 

（－６．４％） 
６０％ 

※ 市民アンケート調査より 

 

① まちづくりへの関心度 

前回調査より６．１ポイント減少し、目標値を下回りました。市民活動の参

加状況との関連性を見ると、活動に参加している人ほど、関心度が高くなって

いることから、参加を促す環境づくりを図るとともに、まちづくりや地域課題

について関心を持ってもらうための意識啓発や情報発信の充実が必要です。 

 

② 市民活動への参加度 

 ０．２ポイント増加しましたが、ほぼ横ばいで目標値には達しませんでした。

市民活動を妨げている要因（４９頁参照）などを考慮しながら、より多くの市

民の主体的な参加を促す環境づくりが求められています。 
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③ 協働のまちづくりの有効性への理解度 

５．４ポイント減少し、目標値を下回りました。しかし、「大いにそう思う」

「ある程度そう思う」を合わせた「肯定的評価」は、約９割であり、前回とほ

ぼ同様の結果と言えます。また、市民活動の有効度及びまちづくりへの関心度

に対し、「否定的に評価している」方であっても、市民と市が協力・連携する

ことに「肯定的に評価」している割合が７割を占めていることから、市との連

携に対する信頼性が読み取れます。 

 

④ 協働のまちづくりへの賛成度 

６．４ポイント減少して、目標値を下回りました。しかし、「大いに推進す

べきである」「ある程度推進すべきである」を合わせた「肯定的評価」は、約

８割を占めており、前回とほぼ同様の結果と言えます。 

 

いずれの成果指標についても、市民に対する協働のまちづくりの事例や成果

などの広報・啓発が不足していたと考えられます。 
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  目標２ まちづくりを担う市民活動団体が増えます。 

【評価指数と目標値】 

⑴ 市民活動情報を公開する団体が増えます。 

⑵ より良い活動を行う団体が増えます。 

⑶ 協働のまちづくりに賛同する団体が増えます。 

評価指標名 前回調査 平成２７年度 
目標値 

（前計画） 

市民活動団体登録数 未把握 １１７団体 増やす 

市内で活動するＮＰＯ法人数 

（県知事・内閣府認証数） 

１３４団体 

（Ｈ23.10） 

１５６団体 

（＋２２団

体） 

１４０団体 

活動への満足度 

「とても満足している」※ 

７．４％ 

（Ｈ22.1） 

１２．０％ 

（＋４．６％） 
１８％ 

協働のまちづくりへの理解度

「取組みを知っている」、賛成度

「大いに共感できる」※ 

理解度 

７９．９％ 

（Ｈ22.1） 

７２．４％ 

（－７．５％） 
９０％ 

賛成度 

４６．３％ 

（Ｈ22.1） 

３６．９％ 

（－９．４％） 
５４％ 

※ 市民活動団体アンケート調査より 

 

① 市民活動団体登録数 

市民自治課において平成２４年１月より開始した市民活動団体登録制度に

おける登録団体数です。 

 

② 市内で活動するＮＰＯ法人数 

前回調査より２２団体増加して、目標値を上回りました。 

設立や運営に関する相談対応や講座の開催など、設立しやすい環境が整い始

めていることが考えられますが、その一方、構成員の高齢化等により、活動が

立ち行かない団体もあり、団体運営、存続の難しさが見られます。 

 

③ 活動への満足度 

「とても満足している」が４．６ポイント増加しているものの、目標値には

達しませんでした。市民活動団体の活動上の課題（５４頁参照）などを考慮し、
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活動資源の支援や活動しやすい環境づくりが更に求められています。 

 

 

④ 協働のまちづくりへの理解度及び賛成度 

理解度は、７．５ポイント、賛成度は９．４ポイント減少し、目標値を下回

りました。協働のまちづくりの事例や成果などの情報発信が不足していたと言

えます。 
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目標３ まちづくりを担う事業者が増えます。 

【評価指数と目標値】 

⑴ 社会貢献活動を行う事業者が増えます。 

⑵ 協働のまちづくりに賛同する事業者が増えます。 

評価指標名 
前回調査 

（Ｈ23.10）
平成２７年度 

目標値 

（前計画）

社会貢献活動の実施率 

①町会など地域活動への資金・

物品の提供 

②ボランティア・ＮＰＯへの資

金・物品の提供 

①６０．７％

②２３．２％

①５６．８％ 

（－３．９％） 

②２０．０％ 

（－３．２％） 

 

①６７％ 

②４９％ 

協働のまちづくりへの積極性 

「そう思う」 
４４．６％ 

４０．６％ 

（－４％） 
６０％ 

※ 事業者アンケート調査より 

 

① 事業者の社会貢献活動の実施率 

町会など地域活動への資金・物品の提供は前回調査から３．９ポイント減少

し、ボランティア・ＮＰＯへの資金・物品の提供は、３．２ポイント減少し、

目標値を下回りました。 

 

② 協働のまちづくりへの積極性 

「そう思う」が４ポイント減少して目標値を下回りました。 

 

調査対象者の変更 11 に加えて、社会貢献活動について、具体的な事例等に関

する広報･啓発が不足していたことと、その成果や効果が充分に伝えられていな

かったことが一因と考えられます。 

 

 

 

                                                  
11前回調査では、調査対象者を、松戸市商工会議所ホームページ掲載の「松戸タウンガイド」で

紹介されている２７３事業所及びチャリティーバザー協賛依頼団体８０事業所の合計３５３事

業所としたが、今回は、平成２４年経済センサスに掲載されている市内事業所の中から、３００

事業所を、産業分類を基準とした層別抽出した。 
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  目標４ 協働のまちづくりを推進する市の職員が増えます。 

【評価指数と目標値】 

⑴ 協働のまちづくりを理解し、推進する市の職員が増えます。 

評価指標名 
前回調査 

（Ｈ23.10） 
平成２７年度 

目標値 

（前計画） 

市民活動の有効性の理解度 

「そう思う」 
２７．７％ 

３０．６％ 

（＋２．９％） 
４０％ 

協働事業の有効性の理解度 

「そう思う」 
２０．６％ 

２３％ 

（＋２．４％） 
３２％ 

協働のまちづくりへの積極性 

「そう思う」 
１６．８％ 

２１．８％ 

（＋５％） 
２８％ 

※ 職員アンケート調査より 

 

市の職員アンケートでは、市民活動の有効性の理解度「そう思う」が前回調

査から２．９ポイント、協働事業の有効性の理解度「そう思う」は２．４ポイ

ント、協働のまちづくりへの積極性「そう思う」は５ポイント増加はしていま

すが、いずれも目標値には達しませんでした。 

 協働のまちづくりを理解し、推進する市の職員は、少しずつ増えてきていま

すので、引き続き、市民活動や協働の事例に触れる機会の創出が求められます。 
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  目標５ 協働の取組みが増えます。 

【評価指数と目標値】 

⑴ 協働している団体が増えます。 

⑵ 市が協働する事業が増えます。 

評価指標名 前回調査 平成２７年度 
目標値 

（前計画） 

協働している団体の割合 ※１ 
４９．７％ 

（Ｈ22.1） 

５２．９％ 

（＋３．２％） 
６２％ 

市が協働する事業件数 ※２ 
１５７件 

（Ｈ23.6） 

２２２件 

（＋６５件） 
２００件 

※１ 市民活動団体アンケート調査より 

※２ 庁内実態調査より 

 

① 協働している団体の割合 

目標値には達していないものの、前回調査から３．２ポイント増加しました。

協働の相手先は、「市民活動団体（ＮＰＯ、ボランティア団体、任意団体など）」

が最も高く、次いで「県・市等の行政」、「社会福祉協議会」、「地縁組織（町会・

自治会など）」となっていることから、地縁組織、学校・教育機関、企業との

協働がより求められていると考えられます。 

 

② 市が協働する事業件数 

この件数は、庁内に対し、市民と市との協働の領域における事業（協働事業

提案制度によらない事業も含む）を調査したものです。 

６５件増加し、目標値を上回りました。しかしながら、その背景には、先述

のとおり、市職員の協働のまちづくりに対する理解が広がってきたことにより、

従来は協働以外の事業と捉えていましたが、内容を再度見直し、協働の事業に

含めるケースも見られることから、引き続き、交流する機会の提供や協働に関

するコーディネートする機能の充実が求められています。 
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  目標６ 協働による取組みが効果的に実施されます。 

【評価指数と目標値】 

⑴ 協働の取組みに対するお互いの評価が高まります。 

評価指標名 前回調査 平成２７年度 
目標値 

（前計画） 

協働による事業実施者の満足度 未実施 １００％ 高める 

市事業担当課の満足度 未実施 １００％ 高める 

※ 協働のふりかえり評価シートから 

平成２４年度から平成２７度までに実施した１３件の協働事業提案制度で

実施した事業に関し、各年度末の報告書の中で、事業実施者と市事業担当課

が、「成果目標を達成できたか」の問いに対し、「よくできた」「ある程度で

きた」と回答した割合 

 

この目標における協働は、協働事業提案制度による協働事業を指します。 

協働による事業実施者と市事業担当課の満足度については、１００％となっ

ており、当事者の評価の観点からは、一定の成果をあげていると言えます。 

しかしながら、協働による成果は、１年後に可視化できるものは少なく、中

期、長期的に見据え、客観的な数値等を用いて地域課題の解決に向けてまたは

その地域にどのような影響を与えるのかにも注目していく必要があります。 
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目標７ 市民活動・協働に対する市民の信頼が高まります。 

【評価指数と目標値】 

⑴ 地域課題を解決する市民活動や協働の取組みへの信頼感が高まります。 

評価指標名 
前回調査 

（Ｈ23.3） 
平成２７年度 

目標値 

（前計画）

活動に対する信頼感 

「人や社会のために役立つ活

動」 

５９．１％ 
５６．４％ 

（－２．７％） 
６２％ 

※ 市民アンケート調査より 

 

活動に対する信頼感については、前回調査から２．７ポイント減少して、目

標値を下回りました。 

なお、市民活動に対するイメージは、２０歳代、３０歳代では、「多くの人と

交流できる活動」が最も多く、７０歳代以上では、「みんなで助け合う活動」が

最も多くなっています。 

引き続き、地域課題を解決する市民活動や協働の取組みについての広報・啓

発、成果や評価についての情報発信に努めていく必要があります。 
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４ 調査の状況と課題 
 

まちづくりの担い手である市民、市民活動団体、事業者及び市の協働推進に

係るそれぞれの課題を、アンケート調査結果から見ていきます。 

 

（１） 市民活動への参加を妨げている要因 

① 市民活動への参加状況 

 市民活動への参加を妨げている要因について、平成２７年度に実施した市民

アンケート調査結果によると、市民活動への参加状況に「これまでしたことは

ない」と回答した市民を対象に参加したことがない理由を聞いた結果が、下の

図です。 

「きっかけや機会がない」が最も高く、「忙しくて時間がない」、「興味や関心

がない」、「活動に関する情報が得られない」となっています。 

 なお、前回調査と比較してもほぼ同様の傾向となっています。 

 

【参加したことがない理由】 

ＳＱ あなたがこれまで、市民活動に参加したことがない理由は何ですか。 

（全てに○） 
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40.5 

24.1 

22.9 

19.1 

16.9 

9.9 

7.0 

4.5 

0.7 

1.4 

48.9 

38.8 

20.7 

26.7 

19.2 

16.5 

8.9 

7.3 

5.2 

1.4 

3.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

きっかけや機会がない

忙しくて時間がない

興味や関心がない

活動に関する情報が得られない

一緒に活動する仲間がいない

経済的にゆとりがない

健康上の理由から

特に理由はない

活動場所がない

家族など、周囲の理解が得られない

その他

全体（前回調査比較）

今回調査（N=958）

前回調査（N=812）

（％）
図 参加したことがない理由（全体（前回調査比較）） 

 

49



 年代別では、「20歳代」「60歳代」「70歳代以上」では「きっかけや機会がな

い」が最も高く、「30歳代」「40歳代」「50歳代」では「忙しくて時間がない」

が最も高くなっています。 

市民活動の参加意向別では、「参加意向がある」（「ぜひ、参加したい」「機会

があれば参加したい」の合計）では「きっかけや機会がない」が最も高く、「参

加したくない」では「興味や関心がない」、「わからない」では「忙しくて時間

がない」が最も高くなっています（表参照）。 
 

表 参加したことがない理由（年代別、市民活動の参加意向別） 

 

 

総数
きっかけや機

会がない

忙しくて時間

がない

興味や関心が

ない

活動に関する

情報が得られ

ない

一緒に活動す

る仲間がいな

い

経済的にゆと

りがない

20歳代 100 63.0 43.0 36.0 33.0 28.0 13.0

30歳代 163 52.1 52.8 24.5 20.2 16.6 17.8

40歳代 187 49.7 50.8 33.2 24.1 20.3 16.6

50歳代	 152 47.4 48.0 28.3 21.7 16.4 19.7

60歳代 171 42.7 28.7 12.3 24.0 18.1 19.9

70歳代以上 179 38.0 22.9 16.2 18.4 17.3 13.4

参加意向がある 308 65.3 44.8 4.5 32.8 23.4 10.4

参加したくない 237 27.4 34.6 49.4 9.7 14.8 21.9

わからない 389 47.6 41.1 24.9 23.4 18.3 19.3

総数
健康上の理由

から

特に理由はな

い

活動場所がな

い

家族など、周

囲の理解が得

られない

その他

20歳代 100 2.0 5.0 2.0 0.0 1.0

30歳代 163 1.2 4.3 4.3 1.2 0.6

40歳代 187 3.7 7.0 2.7 0.5 1.6

50歳代	 152 6.6 5.9 7.9 0.7 0.7

60歳代 171 17.5 9.4 5.8 0.0 1.8

70歳代以上 179 24.0 9.5 3.9 1.7 2.2

参加意向がある 308 4.5 2.9 7.5 0.3 1.0

参加したくない 237 12.7 8.4 1.3 1.3 2.5

わからない 389 11.6 9.0 4.1 0.8 1.0

＊「参加意向がある」は、「ぜひ、参加したい」「機会があれば参加したい」の合計。

年

代

別

市

民

活

動

の

参

加

意

向

別

年

代

別

市

民

活

動

の

参

加

意

向

別
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② 市民活動への参加意向 

 今後の市民活動への参加意向について、「ぜひ、参加したい」または「機会が

あれば参加したい」と回答した市民が４割を占め、その参加に前向きな層に、

参加したい組織やルートを聞いた結果が、下の図です。 

「機会があれば、どれでも」が最も高く、次いで「町会・自治会で」、「市の

イベントや講座で」となっています。また、年代別では、「20歳代」「30歳代」

「50歳代」「60歳代」では「機会があれば、どれでも」が最も高く、「40 歳代」

では「市のイベントや講座で」が最も高く、「70 歳代以上」では「町会・自治会

で」が最も高くなっています（表参照）。 

 

【参加したい方法】 

ＳＱ あなたは、今後どのような組織やルートを通じて、市民活動に参加した

いと思いますか。（１つに○） 
 

 

図 参加したい方法（全体） 
 

 

 

 

 

 

23.1 

18.4 

15.6 

8.5 

8.5 

6.6 

3.8 

1.7 

1.3 

0.5 

4.6 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

機会があれば、どれでも

町会・自治会で

市のイベントや講座で

子ども会・老人会・婦人会・青年会などの地域

の組織で

有志・仲間との間で

ボランティア団体で

ＮＰＯ・ＮＰＯ法人で

学校のＰＴＡで

企業で

その他

わからない

（N=636）

（％）
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表 参加したい方法（年代別） 

 

 

 

③ 男女別による傾向の違い 

市民活動への参加に関し、男女間で傾向の違いが見られた項目については、

次のとおりです。 

 

【現在、市民活動をしている男女・年齢別参加者率】 

 
市民活動への参加者率は、女性は４０歳代が高く、男性は年齢が上がるにつ

れて、上昇傾向にある状況が見られます。その理由については、実際に活動し

た組織やルートとして「学校のＰＴＡで」と回答した女性が多いことから、多

くの４０歳代の女性が子どもの通う学校のＰＴＡに関わっていると推察されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計
機会があれ

ば、どれでも

町会・自治会

で

市のイベント

や講座で

子ども会・老

人会・婦人

会・青年会な

どの地域の組

織で

有志・仲間と

の間で

ボランティア

団体で

ＮＰＯ・ＮＰ

Ｏ法人で

学校のＰＴＡ

で
企業で その他 わからない

20歳代 49 28.6 6.1 18.4 10.2 6.1 6.1 8.2 2.0 4.1 0.0 6.1

30歳代 82 26.8 22.0 17.1 7.3 11.0 2.4 0.0 3.7 1.2 0.0 2.4

40歳代 99 16.2 16.2 17.2 8.1 6.1 10.1 2.0 5.1 1.0 0.0 3.0

50歳代	 105 22.9 20.0 12.4 7.6 8.6 5.7 5.7 1.0 1.0 1.9 6.7

60歳代 146 26.7 18.5 15.1 8.9 6.8 6.2 5.5 0.0 0.7 0.0 6.2

70歳代以上 149 20.8 21.5 16.1 9.4 11.4 7.4 2.7 0.0 1.3 0.7 2.7
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【今後、市民活動に参加したい組織やルート（男女別）】 

 
今後の市民活動への参加意向について、男性は「町会・自治会で」が高く、

女性は、「市のイベントや講座で」が高くなっています。 

 

④ 市民活動への参加を妨げている要因 

市民活動の参加に前向きな層が約４割おり、そのような層は、以前はしてい

たが、今はしていない者のうちでも約４７％、これまでしたことはない者のう

ちでも約３０％を占めていることから、潜在的な市民活動の参加希望者は多い

ことが見込まれます。 

 実際には活動に繋がっていない要因としては、市民活動に対する情報不足、

機会の欠如が多く挙がっており、市民活動に関する情報を伝え、きっかけや機

会を創出することにより、市民活動へ参加する可能性は十分あります。 

 年代別に見てみると、30 歳代から 50 歳代までは、「忙しくて時間がない」が

最も高くなっている理由は、仕事や子育て等であることが推察されるほか、70

歳代以上では、町会・自治会に参加したい意向が強い等、年齢によっても傾向

の違いが見られます。また、男女別に見てみると、男性は町会・自治会に参加

したい意向が強い等、参加意向先に差異が見られます。 

市民活動への参加促進を図る際には、以上の点を踏まえ、一人ひとりのニー

ズに合わせた丁寧なコーディネートが求められていると言えます。 
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（２） 市民活動団体の活動上の課題 

 

 市民活動団体の活動上の課題について、平成２７年度に実施した市民活動団

体アンケート調査結果が、下の図です。 

「団体内全体が高齢化している」が最も高く、次いで「特定の個人に責任や

作業が集中する」、「リーダーや後継者が育たない」、「活動資金が不足している」

となっています。 

 

【活動上、困っていること】 

Ｑ４．貴団体が、活動する上で、困っていることは何ですか。（いくつでも○） 
 

 

図 活動上、困っていること（全体） 
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自分たちの活動をうまく広める方法がない

役員や職員が忙しく、団体の活動時間が取れない

運営管理に必要な専門的知識が不足している

地域住民の理解が得られない

自治体施策や民間助成金等の情報が得にくい

他団体・他機関との連携がうまくいかない

適当な相談者や相談機関がない

その他

困っていることは無い

（N=225）

（％）
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市民活動団体は、増加傾向にあり、市内で活発な活動が展開されている一方、

構成員の高齢化等の事情により、団体が事業を継続できなくなり、解散する団

体も見受けられるなど、深刻な担い手不足に陥っています。そのため、市民活

動団体自身が若者や地域住民などにも理解や協力、新たな参画を得られるよう

に取組み、また他の団体等とも連携できるよう交流を図っていく必要性があり

ます。 
他にも、活動資金の不足、活動場所の確保が難しいこと、活動情報を十分に

発信できていないことが、課題として挙がっていることから、人・金・物・情

報などによる総合的かつ多面的な支援により、市民活動団体が活動しやすい環

境づくりが求められています。 
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（３） 事業者の社会貢献活動を妨げている要因 

 

 事業者の社会貢献活動を行ううえでの課題について、平成２７年度に実施し

た事業者アンケート調査結果が、下の図です。 

「本来業務で手一杯で、人的余裕がない」が最も高く、次いで「本来業務で

手一杯で、時間的余裕がない」、「きっかけや機会がない」となっています。 

 

【社会貢献活動を推進する上での課題】 

問３ 社会貢献活動を進めるうえで、何が課題となっていると思いますか。 

（いくつでも○） 

 

図 社会貢献活動を推進する上での課題 

 

事業者の多くが、まちづくりに積極的に参加すべきであると考えていますが、

まちづくりの一環で実際に社会貢献活動を行う課題として、本来の業務で手一

杯で、人的余裕、時間的余裕、財政的余裕がないことに加え、機会の不足や取

組み方法の情報不足が挙げられています。 

したがって、事業者による社会貢献活動を推進させるためには、事業者によ

る社会貢献活動の事例や手法を情報提供し、社会貢献活動に参加できる機会や
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（N=128）

（％）
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場を提供することが求められています。アンケート調査の事業者からの市の施

策へのニーズにおいても、同様の結果になっています。 

利益を追求しながらも地域活動に参画し、地域を豊かにしていくことが、経

営の発展につながるとの認識が浸透している中で、事業者が、それぞれ取組み

やすいところから始め、継続的かつ計画的に社会貢献活動を実施していけるよ

う支援していく必要があります。 
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（４） 市に期待する役割 

 

 市の施策へのニーズについて、平成２７年度に実施した市民アンケート調査

結果が、下の図です。 

協働のまちづくりの実現に向けて市が優先的に取り組むべき施策については、

「市民に地域課題や市民活動に関心をもってもらうための意識啓発」が最も高

く、次いで「市民が活動に参加するようになるための市民活動情報の発信」、「市

民活動団体が活動しやすい環境整備」、「市民活動に関心を持った人を活動へと

導くための相談窓口の充実」となっています。 

 

【施策へのニーズ】 

Ｑ２０ あなたは、協働のまちづくりの実現に向けて、今後、市がどのような

施策に優先的に取り組むべきだと考えますか。（３つまで○） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 施策へのニーズ 
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有できる場づくり

企業の社会貢献活動の促進

市民活動団体が組織を安定的に運営するため

のノウハウの提供

市の職員が市民活動に理解を示すような意識
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その他

協働のまちづくりについては、特に市が取り

組むべきことはない

わからない

（N=1,533）

（％）
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協働を推進するうえでの市の施策へのニーズは、市民活動情報の発信が多く

を占めており、意識啓発が十分に進んでいない背景が伺えます。 

市民活動団体の活動しやすい環境を整備していくことに加え、市民からの相

談に対応し、様々な活動主体が地域課題を共有し、連携できる場づくり等の地

域でのコーディネーター役を担っていくことが期待されています。 

その前提として、市は、市内の市民活動及び協働に関する活動情報を収集し、

先進事例を調査・研究するとともに、庁内各部署の取組みを把握することが求

められています。 
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