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第３回 協働のルール（仮称）検討部会 摘録（案） 

 

１ 日 時 平成２５年１０月３１日（木曜日） 午後２時～午後４時 

２ 場 所 職員会館かもがわ ３階 第２多目的室 

３ 出席者 市民参加推進フォーラム委員７名（伊藤委員，小辻委員，芝原委員，竹内委員，谷口座長，

辻委員，西野委員） 

      事務局５名（髙溝室長，北川課長，宮原係長，堀） 

４ 傍聴者 なし 

５ 特記事項 動画共有サイトＵstream による会議のインターネット中継を実施 

６ 内 容 以下のとおり 

○ 当部会の部会長を務めていただいていた西田委員が事情により退任されることとなったため，「京都

ウェイ」の策定にも関わった芝原委員に後任の部会長をしていただきたいと思う。芝原委員よろしく

お願いする。（谷口） 

○ 前回の会議の感想から話していただきたい。（芝原） 

○ 京都ウェイは大事にして，京都市では同じものを作るよりも補完できるものを作れると良いと思っ

た。（辻） 

○ 京都ウェイと似たものを作るではなく，府市が相互に情報交換して進められると良いと思った。（西

野） 

○ 局単位で市全体として取り組む施策・事業と区・支所で地域個性をいかして取り組む施策・事業が

うまく連携できるように市の中で役割分担できると良いと思った。（伊藤） 

○ 京都ウェイは良くできていると思った。民間団体や行政も含めて，趣旨を理解できているのかはま

だまだこれからだという話があったので，京都市も周知を協力しても良いのではないかと思った。具

体的なアクションを考えることはフォーラムでできるのではないか。府と同じものを作成する必要は

ないと思う。（谷口） 

○ 京都ウェイは署名することに意味があると思うが，次のステップに進むためにも１年ごとに確認す

る機会を設けたり，宣言するメリットを作れると良いと思った。（小辻） 

○ 京都府と同じものを作成する必要はない。京都府と京都市では検討項目の調整や二重行政を回避す

るため「府市行政協働パネル」を設置して，府市間の連携を進めている。目指す協働の在り方に至る

道筋が複雑になっているので，そのあたりをフォーラムで整理してもらいたい。また，本庁と区との

取組の連携は大きな課題となっているので，御示唆いただけるとありがたい。（髙溝） 

○ 協働を進めるに当たっての課題を解決するために「京都ウェイ」を策定されたということが印象的

であった。ルールづくりは課題解決を進めていくための一つの方策でしかないと思った。 

京都市は署名できていない。当時，京都市側でも地域コミュニティに関して新しい取組が進んでい

る途中だったことも要因の一つであるが，まずはどうすれば京都ウェイの内容が推進されるのかそこ

が重要だと思った。（北川） 

○ 京都ウェイは宣言の拘束力を持たせず，意思を示すことの重要性を認識してもらおうとしたことが

印象的であった。（宮原） 

○ 署名するには内容をきちんと読むので，署名することは大事だと思った。京都ウェイの宣言団体は

宣言を尊重して活動する。京都市では団体が問題に直面したときに具体的に解決できるヒント集を作

れると良いと思っていた。（堀） 

資料１ 
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◯ NPOが宣言の内容を理解したうえで，行政に出向くことが大事と思う。宣言書を作るだけでは終わ

らない。協働することで成果を生み出すことを示唆するものが必要だと思っている。困ったことが起

こったときに解決のヒントが記載されたものがあると良いと思う。（芝原） 

◯ この部会では最終的にヒント集やガイドブック等，アウトプットを作ろうとしている。どういう目

的で，どんな場面で使えるものにするのかのアウトプットのイメージを共有したい。どういったもの

を作れば使ってもらえるのか，もしくは何がないから協働が進んでいないのかを意見交換したい。（芝

原） 

◯ 京都ウェイの策定ではプロセスが重要だという話があった。フォーラムでも成果物を作るプロセス

に様々な主体を巻き込むようにしたいので，じっくりと取り組んだほうが良いと思う。既にある問題

点を共有することが必要ではないかと思っているが，それを話し合う場はあるのか。（辻） 

◯ NPOセンターが主催のプログラムにはそういったものがあるが，単発で開催しており，体系的に取

り組まれているものはない。（西野） 

◯ 第２期計画には，多様な主体同士が当事者となって協働のルールについて検討することが記載され

ているので，作成のプロセスには各主体を巻き込むことが大事だと思う。議論の場を作り，成果をど

う広げていくのかが重要だ。（谷口） 

◯ 成果物を理念的なものとするのか，具体的な方法論を記載したものにするのかを決めておく必要が

ると思う。コーディネートをするための手引とするのか，協働をするための手引とするのかどちらに

なるか。（伊藤） 

◯ 協働を前提にあらかじめ決めておくルールや協働を促進するためのルールがあり，どちらも必要な

ものだと思う。（北川） 

◯ 協働することによって支援金を高くする仕組みを持つことで，協働が促進されるのではないか。（伊

藤） 

○ ＮＰＯが事業をするときに単独で行う場合や他団体と協働して事業を行う場合があるが，その支援

の仕組だと協働して事業を行おうとするＮＰＯだけを支援することになる。協働させることが目的に

なってしまうのではないか。（北川） 

◯ NPOといっても様々な団体がある。それを分かりやすく見える仕組みが必要ではないかと思ってい

る。いまは NPOの一覧も五十音順で表示されているが，取り組むテーマや性質によって分別してもら

えると，テーマの中から協働できる団体を探そうと思うのではないか。（小辻） 

○ 小辻委員から出会う前に相手をあらかじめ知っておく仕組みがあると良いという発言があった。

様々なところで各主体への支援が行われており，それを整理して横断的に見せる必要があるのではな

いかと思う。（谷口） 

○ 起業する人が参照する情報はどこかに蓄積されているのか。（辻） 

○ 市民活動総合センターにはあると思われる。（谷口） 

○ 市民活動総合センターには地縁の情報がない。区役所には地域のＮＰＯの情報さえない。お互いが

良い連携を望んでいるのに窓口となるところが情報を持っていない状態である。（西野） 

○ 自ら動いて情報を調べるしかない。インターネットで調べても欲しい情報は見つかりにくいので，

そのあたりが分かる仕組みが欲しい。（小辻） 

○ 地域の情報を公表できるよう，町内会のＨＰ作成支援等を行っている。市職員でさえ区役所の地域

力推進室の職員以外は町内会の情報を掴めていない。ＮＰＯの情報になると地域力推進室の職員でさ

えも情報を持っていないことがある。（北川） 
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○ いま議論している出会いを促進する施策は大事だと思うが，既に様々な取組もされている。当部会

では，まだあまり取り組まれていない出会った後のサポートに重心を置きたい。（谷口） 

○ 計画に「事例の蓄積と公開」「活動につながる情報や知識を得る機会の提供」「活動の拠点となる身

近な活動場所の確保」等，出会いを促進する取り組みをしてきているが，まだ十分とは言えない。（北

川） 

○ 地縁組織がＮＰＯと手を結びたいという状況はあるのか。（小辻） 

○ 一般的には地縁組織は課題解決のためのパートナーとしてＮＰＯよりも区役所を思い浮かべると思

う。原因としては地縁組織がＮＰＯのことを知らないことや費用が掛かると思うと相談にもいけない

のかもしれない。ＮＰＯが地域と連携したい場合のニーズと地域の人が地域外の人の力を借りようと

思うニーズがマッチングしないのではないか。ＮＰＯは専門知識をいかしたいが，地域は継続的に関

わってもらえる人を求めている。 

京都市が取り組んでいる「地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業」では，ＮＰＯと地域が連携する

取組を推進して，寄付金を集める広報をすることで，地域の人にもＮＰＯを知ってもらい，費用面で

の支援もしようとするものである。（北川） 

○ 私のＮＰＯは「地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業」に取り組んでいる。私のＮＰＯは音楽をツ

ールにして人をつなぐ活動をしているが，これまで地域の方には分かりにくかったようだ。今回は一

緒に事業をするので，いつもよりも深い協議を行った。事業をきちんとするために，ＮＰＯ側からイ

ベントを開催するノウハウを持ち込んだり，細々した事務作業もお手伝いしたりすることで，地域の

方にも喜んでもらえたと思っている。（西野） 

○ 地域の方はどのような形で協力されているのか。（辻） 

○ 地域のネットワークを活用して，事業のチラシを配布してくれた。（西野） 

○ これから協働しようと思う人にも参考になる話だった。イメージが湧きやすい。（谷口） 

○ 言いにくいことをどう言ってもらうことが重要。（辻） 

○ 困ったときの話を聴けると良い。（小辻） 

○ 失敗やそれを乗り越えた事例があると分かりやすい。（竹内） 

○ 出会う前と出会った後のどちらを対象とするのか。（辻） 

○ 両方とも大事だと思う。具体的に議論するため，どちらかに絞って議論したほうが，もう一方の問

題も出てくると思う。（竹内） 

○ トラブルが起こるのは出会った後だと思うが，進行中のトラブルは誰も話さない。（小辻） 

○ 協働の取組が終わったときに，問題なく終わっているのか，触れたくないこととして終わっている

のかに違いがあると思う。触れたくないまま終わっている場合に，参考になるようなことが眠ってい

ると思う。（竹内） 

○ トラブルを避けるための作法のようなものはある。目標を共有しておくといった些細なことと思わ

れることが実は大事なことだと思う。（谷口） 

○ 組織によってはメールを代表者のみに送付するのか，関係者全員にＣＣで送るのかといったことで

も考え方は違う。協働の際の注意点や乗り越えたときの事例集がアウトプットのイメージである。些

細だが気を付けるべきことも記載できると良い。（竹内） 

○ 些細なことが積み重なることでトラブルになると思う。ＮＰＯが集まって話し合う茶話会的な会議

をして，それを整理したものを見せると良い。（小辻） 

○ すべての組織文化を変えるわけではなく，協働する際に気を付けることを記載するイメージだと思
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う。（芝原） 

○ やり方が違うときにどうやって乗り越えられるか，ぶつかる可能性があるのかのヒントになるもの

があると良い。（竹内） 

○ 異なる団体間が連携するには，立場の違いを理解することを記載したものは既に全国各地にあるが，

各事例にまで突っ込んだものは他にはないのではないか。（北川） 

○ 事例を多く掘り起こすのではなく，起こりがちなズレの事例をいくつか出せると良いと思う。（竹内） 

○ 関心を持ってみてもらう必要がある。現場の人が実感できるものを作ることが大事だ。（谷口） 

○ 完成したら，コミックエッセーを作れると良いと思う。構成は防災マニュアルのように協働を進め

るためのハザードマップやチェックリストがあると良い。（竹内） 

○ これまでの議論は，「職員のための市民参加推進の手引き」の市民活動編に盛り込める内容も出てき

ているので，いかせるようにしたい。（北川） 

○ 時間や予算を勘案してまずは簡易なものを作成して，必要に応じて改訂を重ねていくと良いと思う。

次回は「議論の場をつくる」「成果を広く伝える」方法について具体的にアイディアを持ち寄りたい。

場合によっては，円卓会議を開催して市民から聞き出しても良いと思う。主体ごとに場を持っても良

いかもしれない。当初の打出しとしては，寺社の人を対象にすると注目されるかもしれない。（谷口） 



第４１回 市民参加推進フォーラム会議 摘録案（抜粋） 

 

１ 日 時 平成２５年１１月７日（木）午後６時３０分～午後８時３０分 

２ 場 所 こどもみらい館 ４階 第２研修室 

３ 参加者 市民参加推進フォーラム委員 １３名（伊藤委員，菅原委員，小辻委員，芝

原委員，菅原委員，高田委員，竹内委員，辻委員，西野委員，野池委員，本城

委員） 

４ 傍聴者 １名 

５ 特記事項 動画共有サイトＵｓｔｒｅａｍ（ユーストリーム）による会議のインター

ネット中継を実施 

 

（１）協働の日（仮称）検討部会の進め方について 

＜谷口＞ 

両部会の議論を進めてきた。各部会に参加できていない人もいるので，その方からも意

見をいただきながら，議論を深めていきたい。 

 

＜永橋副座長＞ 

この部会は「協働の日」の検討といっているが，特定のセレモニー的な日を設けること

を目指しているものではない。１日だけのセレモニーではなく，いままでの協働の在り方

を考えたり，社会に関心がなかった人や関心があるけど動けなかった人に活動に参加する

きっかけを提供したり，または既に活動している人が自分の活動が市民参加や協働である

ことに気付いてもらい，自らの活動の意義を感じてもらうことを目指そうとしている。 

協働の取組といっても様々なテーマがあるので，第２回会議でテーマを絞り込み，若者

の活動の支援やつながりを生むことを目指すこととした。第３回会議では，若者の総合的

支援を行うユースサービス協会と中高生に家と学校以外の場所を提供することを目的に活

動している京都府立大学地域連携センター学生部会かごらに参加してもらい，それぞれの

取組を紹介してもらった。若者に関する様々な課題を把握したうえで，既に活動している

団体が課題を共有しながら，お互いにエンパワーメントできる場があると良いという議論

があった。 

 次回の会議では，来年度から具体的に動ける企画案を考える。例えば，出会う場を作る

のであればどのような団体があり，誰を呼ぶのか等，具体的にどのような企画にするのか

を議論したい。 

＜谷口座長＞ 

 では，ご自由に意見を頂きたい。 

 

＜伊藤委員＞ 

かごらの話を聞いて私が持つ若者の活動に対する二つの先入観と違うと感じた。１つ目

はイベント好きであると思っていたが，かごらは地道な活動をしていた。２つ目は，若者

資料２ 



はＳＮＳを駆使して仲間集めをしていると思っていたが，かごらは口コミで仲間が集まっ

ていた。一方で，メンバーの拡大に苦慮していると思ったので，顔を合わせて出会える場

づくりが必要だと感じた。 

 

＜谷口座長＞ 

第３回会議では，ゲストも交えて議論したことで，フォーラムだけでは見えにくい現場

の活動も見えて良かったと思う。 

 

＜菅原委員＞ 

学生が地域との連携が難しい背景として，安全面やプライバシーの問題があった。若者

が地域で活動しやすくなるよう，フォーラムが仲介する必要があると思った。 

 

＜永橋副座長＞ 

先程の報告に補足したい。かごらは中学高校にアプローチして，家と学校の往復だけに

なっている中高生を大学生がフォローしようとする取組である。しかし，中学高校の先生

に話しても，団体を信用してもらえないことや生徒の安全確保やプライバシーの点から活

動が進まないという課題があることを話していただいた。そういう団体が社会的信用や社

会的意義を獲得するために，行政，関係機関，フォーラム等が連携をサポートすることが

必要という認識があり，出会いの場を作ることが大事であることを確認できた。 

 

＜谷口座長＞ 

子どもたちがやりたい気持ちを止めないことが大事という話もあった。あまり作り込ま

ないプログラムが必要だ。他に意見はないか。 

 

＜本城委員＞ 

部会では，まだ若者に参加してもらうのか，若者に働き掛けるのかが決まっていない。

また，どのくらい継続的な取組とし，各年でテーマや予算をどうするのかが分からないの

で，とまどっている状態である。 

 

＜谷口座長＞ 

これまでの議論を再度確認したい。協働の日は特定の日を定めるのではなく，１年間又

は２年間で対象やテーマを定めて，関心はあるけど参加できない人の参加の機会を提供し

ようとするものである。部会では，若者に焦点を当てて，市政や地域活動に参加したり，

市民参加に関心を持つ若者を増やすには何が必要かを検討してきた。座学だけでなく，体

験できる機会の提供があると良いという確認をしたと思う。 

 他の委員からも疑問やアイディアを頂けたらと思う。 

 

＜永橋副座長＞ 



１年間を通じて協働の実験を繰り返すイメージを持っている。部会にはこれからもユー

スサービス協会やかごらが積極的に参加され，部会そのものが協働の場，協働の日の序章

となっている。とまどいは大事にしながら，議論を続けることが大事だと思う。 

 

＜辻副座長＞ 

こちらの部会には参加していないので，対象者について確認したい。若者といっても年

齢層が広いどのくらいの年齢層を対象とするのか。また，既に活動しているが広がりの面

で困難を感じている人とまだ参加していないが少し背中を押してあげれば参加する可能性

のある人のどちらを対象とするのか。 

 

＜永橋部会長＞ 

青少年活動センターは，青少年を１３歳から３０歳までとしている。協働の日で対象と

する若者の定義は，まだまだ議論する段階にあると思っている。実年齢にこだわらず支援

すべきではないかと思っている。 

 

＜小辻委員＞ 

市民参加は実はみんなが既にしていることだが，条例化して定義付けしないと分からな

い不思議な状態となっていると感じる。 

サービスをされる側とする側の役割分担を考え直す日になると良いと思う。体育振興会

の運動会には中高生も出ている。中高生の参加者は親が頼まれて出ている人も多いので，

親をいかに巻き込むのかと思った。 

 

＜芝原委員＞ 

部会には参加していないが，私の団体の対象が若者なので，日々の活動で考えているこ

とも含めて２つ話したい。 

対象者の設定については，無関心層，関心あるけどまだ動いていない層，既に活動して

いる層のどの層を対象にするのか。誰をどういう状態にすることを目指すのかを丁寧に設

定する必要があると感じた。 

ここ２～３年で特に無関心層を動かすことに難さを感じている。参加したいけど参加し

ない人が参加しない理由としては，知らないところに一人で行くのは怖い，時間がないと

いったものがある。参加につながる方法として手応えを感じているのは，「若者が信頼して

いる人からの声掛け」である。若者の身近にいて信頼されている大人にどれだけ協力して

もらえるかが重要だと思う。例えば，大学に協力してもらうなら，大学の先生から直接学

生に対して声掛けをしてもらうようなことがなければ，動こうとする人はいない。 

もう一つはエリアを絞ることである。全市では広過ぎるし，区でもまだ広いと思うが，

もう少し身近に感じられる程度のエリアの設定の必要があると感じた。 

この部会のテーマは，私自身が日々課題に思っていることなので，フォーラムで何か解

決策を見つけられると良いと思った。 



 

＜谷口座長＞ 

無関心層に参加してもらうのは難しいと思うし，市民参加は義務的にしてもらうもので

もない。まずは関心のある人に参加してもらうことが大事だと思う。 

地域コミュニティの活性化の観点からエリアを絞り込むことは大事だ。学区レベルでそ

ういった取組があると面白いと思う。若者が活動しやすい環境を作るには，大人が若者の

気持ちを知ることが大事だと思った。 

情報発信については，京都新聞で地域社会を良くしようとする取組を特集してはどうか

という話もあった。新聞なら定点的な情報発信があり，効果があるという話もあったと思

う。 

 地域社会の観点から大西さんから意見をいただけないか。 

 

＜大西委員＞ 

私の住む右京区には区民会議がある。自治会連合会に若い世代を選出してもらえるよう

お願いをしている。ひと世代は若いグループになる。行政区や地域のことを考えるように

なると，若い人と話す機会が増えてくる。世代が離れており，親しみを持って話しにくい

状況がある。ＰＴＡのグループが動くと変わってくるのではないかと期待している。行動

を起こさないといけないし，同世代に近い人に動いてもらう必要がある。地域でもすべき

ことはたくさんあるので，それを取り上げていく必要がある。地域社会の一員として地域

や市政に関わるように働きかけることが大事ではないかと思う。 

 

＜野池委員＞ 

事業企画案の作成に当たり，取り組んでいる事例も伝えられれば思う。ユースビジョン

及びユースサービス協会と協働してキャンパスプラザで「学生 Place＋」に取り組んでいる

ので，大学生の事例は紹介できると思う。 

 

＜西野委員＞ 

私たちの団体では小中学生を養成して一緒に福祉施設にいく取組をしている。こうした

取組も協働の日の取組ととらえて活動すればよいのか。 

 

＜永橋副座長＞ 

活動内容が協働の日の取組に含まれるのかという質問だったと思う。まだ答えは出せな

いが，部会でしていることがコミュニティといかにつながれるかが重要だと思った。部会

では様々な方の声を聞きながら謙虚に考えていく必要があると思う。 

 

＜谷口座長＞ 

大人が若者の市民参加を考える機会にするということもあり得るかと思った。 

＜高田委員＞ 



学生は一時的に京都に住んでいる人もおり，総体的には市民意識が弱いと思うが，学生

が参加するための下地を作ることは大事だ。一方で，団塊の世代が退職して地域に参加し

ているが，特に男性の中には地域に参加したくてもできていない人もいる状況であるが，

なぜ若者を対象にしたのか。 

 

＜谷口座長＞ 

計画策定時から子どもや若者の頃から社会を良くする活動（市民参加）に触れる機会を

設ける必要があると話していたこと。また，昨年度のフォーラムにおいて若者の参加を考

えていたことから，継続性も考えて今年度も若者を対象とした。 

部会では，対象として子育て世代や団塊世代等といった意見があった。そのときの社会

状況に応じて，対象やテーマを決めることを話していた。 

第２期市民参加推進計画の中では，市政への参加や行政と民間の協働だけでなく，新た

に民民の連携について記載した。 

時間の都合上，次の議題に移りたいと思う。部会では，芝原委員からまとめていただい

たように，対象をどうするのか，エリアをどうするのかについて，次回の部会で議論して

具体的な企画案を練り上げていきたい。 

  



（２）協働のルール（仮称）検討部会について（未定稿） 

＜芝原委員＞ 

 これまでに３回の議論をしてきた。部会の名称となっている「ルール」という言葉に縛

られず，協働を進めるために良いものを作っていこうというものである。この部会では，

組織対組織の協働をイメージしている。行政とＮＰＯだけでなく，民民の協働も含めて考

えていきたい。 

 １回会議では，各委員から協働の事例を持ち寄って議論をした。ここでは，勤務形態が

違う団体では業務の進め方が違うという事例や情報共有の方法が組織文化によっても違う

という事例が話された。 

２回会議には，京都府府民力推進課の鈴木課長をお招きして，協働の宣言「京都ウェイ」

の策定過程や課題について意見交換を行った。それを踏まえて，フォーラムでは「京都ウ

ェイ」と同じものを策定するのではなく，相互に補完できるとものが作れたら良いという

方向性を持っている。京都市は「京都ウェイ」にまだ署名できていないので，改めて署名

を検討しても良いのではないかという議論があった。 

協働を進めるには「出会う前」と「出会った後」の２つの段階があるという議論があっ

た。部会では，「出会った後」に起こるであろうトラブルをどう解決するのかを記載したヒ

ント集のようなものを作成できると良いと考えた。スローガンのようなものではなく，具

体的に協働して悩んでいる人に使ってもらえるものとしたい。まずは簡易なものを作成し

て，改良していくものであるというアウトプットのイメージを共有した。 

実際に協働に取り組んで困ったことがあった方に集まってもらい意見交換する市民参加

円卓会議を開いて具体的な事例等を集めていきたい。 

真っ最中のトラブルは話しにくいという議論があった。 

 

＜伊藤委員＞ 

行政とＮＰＯの協働が中心になっているのではないか。地域や企業との協働をもっと考

えなくて良いのかと思う。商工会議所のＣＳＲ担当の方にも参加してもらえないだろうか。 

 

＜小辻委員＞ 

失敗事例や乗り越えた事例を丁寧にまとめていく必要がある。各団体の内部に蓄積され

ていることを整理して公開することが，取り組みを始めた団体には参考になると思う。覆

面座談会のようなものを開催して，様々な団体から意見を出してもらい，まとめていきた

い。 

 

＜西野委員＞ 

協働のルールのイメージについて，会議の回を重ねるごとにイメージができた。協働に

おける様々な問題点を仲間内でしか話さない。他の団体の失敗事例があると自分の団体と

照らし合わせて，新たな気付きにつながると思うので，ヒント集ができることを期待した

い。 



＜谷口座長＞ 

様々な立場の人に集まってもらい，困り事や失敗事例，乗り越えた事例を話してもらう

場を設けたい。その議論の要点をまとめたものを作成して，広く伝えることができると良

い。伊藤委員から提案のあった部会に関係者を呼び話してもらうこともアイディアとして

良いと思う。 

 

＜辻副座長＞ 

企業を呼ぶことはできると思うか。 

 

＜本城委員＞ 

製造業は活動そのものがＣＳＲととらえているところが多い。ある地域では，地元企業

が就職活動に消極的な方を試しに採用して，地元で就職する人材を増やそうとしている。

大企業はそのような自由度が少ないので，対象とするなら地元企業になると思う。 

 

＜野池委員＞ 

まだ幅広いようなので，絞り込みの議論が必要だと感じた。 

第４回会議で，円卓会議や成果の広め方について記載があるが，この点について教えて

もらいたい。 

 

＜谷口座長＞ 

円卓会議はテーマを決めて市民の方に来てもらい語り合う場である。昨年度は若者の市

民参加をテーマに議論した。当部会で円卓会議を開催してはどうかと考えている。 

 

＜野池委員＞ 

全国で円卓会議が開催されており，沖縄の円卓会議は興味深い取組だと聞いているので，

参考にできるのではないかと思う。 

 

＜菅原委員＞ 

連携を生み出していくため，行政や中間支援組織が地縁組織の方にＮＰＯを紹介するこ

とが大事だと思う。 

 

＜谷口座長＞ 

 出会いの段階から支援する必要があるという指摘だと思うが，十分に成果が出ていない

のではないか。 

 

＜高田委員＞ 

組織設立のヒント集のようなものは作成しないのか。 

 



＜谷口座長＞ 

行政主導で取り組んでいるものが多いので，当事者間で議論して決めていくことが大事

なのではないかというものである。協働のマニュアルやヒントがなく困っているところに，

参考となるものを今年度中に作成しようと考えている。 

 

＜永橋部会長＞ 

成功事例はあまり参考にならないので，失敗事例から学べるものを作成することは良い

と思う。協働のルール部会も協働の日部会も協働のルール部会の活動とリンクする必要が

ある。 

フォーラムの強みは２つある。一つは，「手引き」「ガイドブック」等といったテキスト

を作成することである。もう一つは，サロンや円卓会議のように場をデザインすることで

ある。 

日や時間そのものをデザインするのは難しい。人の時間を束縛するものではない。場を

デザインすれば，自分だけでなく，他人も同じだと気付くことができる。 

フォーラムが若者を支援するわけではない。既に取り組んでいる団体が元気になるよう

にして，その結果，動けなかった人が関わっていくための場をデザインすることが時間を

共有することになる。協働の日検討部会でも議論していきたい。 

 

＜谷口座長＞ 

本日の議論でアイディアが出てきたので，各部会の議論にいかしていただきたい。協働

の日は企画して次年度実施の予定である。協働のルール部会は今年度中に形にしようと考

えているので，引き続き議論をお願いしたい。 

 

 



 

 

協働のルール（仮称）検討部会のアウトプットについて 

 

 

１ 目 的 

  団体間が連携する際のトラブルを未然に防いだり，解決につながるヒント

を盛り込み，団体間の連携を円滑にする。 

 

２ 構 成 

（１）はじめに 

（２）協働って何だろう 

（３）事例から学ぶ協働する際に気を付けたいこと 

○ 勤務形態の違いによる仕事の進め方 

○ 相手側団体に訪問する際のマナー 

○ プロセス共有の重要性 

○ 担当者の変更 

○ 経営層と実務層の考え方の違い 

○ 費用負担を誰がするのか 

○ 成果物の所有権 

 

３ 作成のプロセス 

 ・フォーラム会議（部会×２，全体会議） 

 ・円卓会議 

 

４ 成果の広め方 

 ・京都市情報館，自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイトへの掲載 

 ・その他 

資料３ 


