
指定都市市長会の新たな取り組みについて

指定都市安全・安心まちづくり

循環型社会の構築・地球環境の保全
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（ 各都市・専門家参加 ）

検討体制の確立

基 礎 的 調 査 研 究基 礎 的 調 査 研 究

実態調査による現状把握

７月市長会議

基本テーマ

防犯対策とまちづくりの連携
による安全・安心の再構築

基本テーマ

防犯対策とまちづくりの連携
による安全・安心の再構築

大都市環境保全主管局長会議
大都市清掃事業協議会

原局局長会議との調整原局局長会議との調整

基本テーマ

環境政策における多様な
主体との連携・協働のあり方

基本テーマ

環境政策における多様な
主体との連携・協働のあり方



指定都市安全・安心まちづくり

－２－

防 犯

交 通

文 化

教 育産 業

福 祉

消 防
防 災

○街の魅力づくりによる環境浄化
○住民と外国人の共生
○各種イベントによるまちの活性化

○パトロールの合同実施
○暴走族等の非行集団対策
○違法駐車対策

○防犯教育の実施
○学校における道徳教育
○少年問題全般の研究

○少年の更生保護
○犯罪弱者保護

○セキュリティ産業の育成
○警備業の活用
○防犯用品の開発

○放火対策
○パトロールの合同実施
○地域安全情報の共有

まちづくりに関わる多様な主体と相互に補完する活動を行い、連携を強めるための基盤を構築する。

基本テーマ 防犯対策とまちづくりの連携・協働による安全・安心の再構築
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市民参加による安全・安心まちづくり

－３－

全国の防犯ボランティア団体数の急増 3,056 (H15) ⇒ 13,968 (H17)

●市民参加を促し、かつ持続性を維持するための制度・政策両面からの環境整備

●市民活動を支援することにより、失われつつある地域コミュニティの再生を後押し

個別テーマ １

大都市圏の防犯ボランティア団体数の推移

警察庁ホームページより



繁華街・歓楽街の再生

－４－

防 犯 対 策 まちづくり施策連携・協働

迷惑・違法行為の排除

●客引き、広告、駐車等の対策

●街の美化

●死角の除去 など

健全な街の賑わい・人の流れの増加

●来街者への安全情報の提供

●街の新たな魅力づくり

● 文化の発信 など

マイナスイメージをゼロに プラスイメージの発信

街の景観、秩序、アクセスの向上策を防犯対策とまちづくりの

両面から推進し、街の魅力を目に見える形で再生させる。

個別テーマ ２



安全・安心に関する制度改革

－５－

安全・安心まちづくりに関わる現行制度について、

大都市の実情を踏まえた点検を行い、制度改革も視野に入れて検討する。

① 現行制度 の枠内での政策論議

② 現行制度 の見直しを視野に入れた政策論議

● 警察制度

● 司法制度

● ボランティア活動等に関する制度

● 消防、防災等に関する制度

● 街路整備、住宅建設等に関する制度

● 個人情報保護、プライバシー保護等に関する制度 など

点検が必要な現行制度の例
生活安全部門及び交通安全部門に着目し、自治体の役割
や関与のあり方に見直しが必要な事例などを精査したうえ
で、権限の移譲や制度改革の方向性を議論する。

個別テーマ ３



環境保全行動に際して必要になるもの
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－６－

循環型社会の構築・地球環境の保全

環 境 問 題 と 生 活 の か か わ り や
身 近 な 工 夫 に つ い て の 情 報

環境問題の現状や対策についての情報

一緒に協力して活動できる仲間や団体

情 報 の 入 手 や 取 組 に つ い て の
相 談 が で き る 窓 口

学習や活動に参加するための時間

そ の 他

わ か ら な い

％

総数 1,453人（複数回答）

内閣府「環境問題に関する世論調査」（2005.11)

環境政策において市民が必要と考えているものは何か？

◇ 市民が求めているものは「 情報 」と「 仲間 」

◇ 情報提供や市民参加を促す取り組みは不足しているのか？
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まちづくり 地域振興教 育
環 境

ごみ処理 環境保全

市 民

地縁団体
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国
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企 業

福 祉ｺﾐｭﾆﾃｨ

連携・協働のイメージ

環境政策において ｢ 連携 」と「 協働 」は有効に機能しているか？

他の自治体

など

基本テーマ 環境政策における多様な主体との連携・協働のあり方について

求められる｢ 連携 」と「 協働 」、効果的な「 連携 」と「 協働 」とは？

検討の視点 １

検討の視点 ２

環境政策における民間活力導入のあり方は？検討の視点 ３


