
 

（様式３） 

会議の開催結果について 

 
 
 
 １ 会議名 

 
河内長野市総合計画審議会（第２回第３部会） 

 

 ２ 開催日時 令和６年１２月１４日（土）午後１時から 

 ３ 開催場所 
 
河内長野市役所５階５０１会議室 

 

 

 

 

 ４ 会議の概要 

 
 
（１）基本構想骨子（素案）について（協議） 

 ５ 公開・非公開の別 

       （理由） 

 
 
公開 

 ６ 傍聴人数 
 
 ０名 

 ７ 問い合わせ先  （担当課名）総合政策部 政策企画課            

        （内線３４０） 

 

 

 ８ その他 

 

 

＊同一の会議が１週間以内に複数回開催された場合は、まとめて記入できるものとする。 
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第２回 河内長野市総合計画（第３部会） 議事要旨 

日時：令和６年 12月 14日（土） 

午後 1 時 00 分から 

場所：501会議室 

 

１．開会 

〇事務局あいさつ 

 

２．議事 

（１）基本構想骨子（素案）について（協議） 

→資料１に基づき基本構想骨子（素案）について説明。 

 

＜質疑＞ 

嶋田部会長：これでいけばよいという印象を持った。計画は行政文書で堅くなりがちで、

市民から乖離していく。チャレンジングだが、市民と一緒に作ることを表すに

は、このタッチがよいと思う。 

内容は、河内長野市の現状の等身大の姿を分析して、そこに新たな可能性の芽

があるという整理になっている。手が届かないものではなく、基本的にはこの

ラインでよいと思う。Ｑ＆Ａは並び方で印象も変わるため、それも考えたほう

が、インパクトがあるものができるのではないか。 

詳細なワーディングについては、韻を踏んだ表現などもあるが、「日本一安全な

まちへ」でなぜ急に求心力が出てくるのか。また、「みんなバラバラ」の「バラ

バラ」はネガティブなので、「いろいろ」「それぞれ」のほうが、共生や協働、

愛着につながり、ポジティブになるのではないか。「まちの顔を笑顔でいっぱい

に」は、そこまで行けるかな？と思った。「まちの顔をニコニコ」ぐらいがよい

かもしれない。 

そのようなことも含めて、感想やご意見をディスカッションで出していただき

たい。 

大山委員：河内長野市の根本的な問題は、人口減少である。社人研の推計では、６年間で

小学生が約 1,000 人も減る。市長は選挙公報や市長就任後の施政方針で、消滅可

能性自治体からの脱却が最大のミッションであると言及していたが、ここには

何も書かれていない。これで議論を進めていくことが根本的にいいのかと感じ

ている。これは河内長野の将来に向かっての計画ではない。市長と議会はヒト・

モノ・カネのことを考えて、消滅可能性自治体からの脱却に向けて進んでいく

と思われるが、計画は全く別のものになるのではないか。 
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市事務局：総合計画は、河内長野市が 10年後にどんなまちになっていくかをしっかりと描

いて、その実現に向けて取組を進めていくものであり、手段については市長が

お示ししているとおりである。 

今回の資料は、事務局が単独で作成したわけではなく、延べ 2,000 人にご参加い

ただいたアンケートやワークショップを通じて様々なご意見を集め、市民が「こ

うあってほしい」と考える将来のまちの姿を、行政として集約したものである。

つまり、「市民が 10 年後の姿を思い浮かべることができるもの」という位置付

けであることをご理解いただきたい。消滅可能性都市を脱却した先にどのよう

なまちの姿があるかをしっかり描けていないと、脱却も難しい。本部会は、そ

のベースとなる 10 年後の姿を検討する場としていただきたい。 

嶋田部会長：まずは夢を描きましょう、危機感はあってもみんなで一緒に走っていきまし

ょうと言うために、共通の絵姿を持とうということであると理解した。具体的

な取組内容については、基本構想の下にある基本計画に書いていくことになる

が、まずは、みんなでありたいと思える絵姿を検討していこうという位置付け

て考えていただければと思う。 

 

→資料１、資料２－１、２－２に基づき、基本構想骨子（素案）についてディスカッシ

ョン。 

 

３．事務連絡 

→事務局より、事務連絡について説明 

 

４．閉会 

 

（以上） 
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【参考：ディスカッションで出された主な意見】 

問：10年後、私たちはどんな「ふだん」を生きているのだろう。 

答え（コピー） A グループ B グループ 

自然が元気、みんなも

元気。 

 道の駅周辺の石川に釣り堀 

 道の駅と花の文化園を一体

化へ（入園料 200 円） 

 自然が元気とはどういう意

味だろうか 

 寺ケ池公園に水と触れる施

設を 

 まちの中の自然は手入れし

ないとダメ 

 1-1 だけ抽象度が高く、具体

的な 1-2、1-3 と並列してい

るのが気になる 

 芸術的な感性を読める表現

（芸術的感性は他のパート

で受けられるかも） 

 「ふだん」の中にある付加

価値（自然があるから健康、

担い手がいるからこそ保た

れる自然） 

 豊かな自然との共生 

 「自然が元気」は自然がほ

とばしって荒れるようなイ

メージ 

 「元気」？⇒「共生」「健康」 

 健康と笑顔 

ホタルも、子どもたち

も、光ってる。 

 ホタルと子どもを並列させ

ると焦点がぼける 

 子育てのまち河内長野市 

 学校区ごとの子ども食堂 

 

水が美味しい。川が、

まちが、美しい。 

  水道水、府から供給されて

いるのが 20％くらいある 

求心力も抜群？  日本

一「安心」なまちへ。 

 「求心力」にひっかかる 

 誰に対する何の求心力だろ

う 

 日本一「安心」は OK 言

葉はもう少し何かないか。 

 「求心力」はわかりにくい 

 求心力→都会からの近さも

アピールしては？とかいな

か 

 都会の喧騒からたった 30

分で「安心」が手に入る ま

ちなかとの比較 

 安心安全なまち河内長野 

 防犯も。「河内長野はすごく

安心」を表現したい 

 「地盤」はハード的要素。

でも安心は「人」の要素も

大きい（心理的安全性） 

オンラインで、まちづ

くりに参加？ 

 オンラインが参加しやす

い？ 

 「オンライン」より「デジ

タル」では？ 

 町内会のお知らせを LINE

にしても、既読は 12 人/27

人しかつかない 

 オンラインでの強さが何故

本市なのか？伝わりづらい 

 オンライン→テレワークの

イメージを強化 都会から

の距離の近さ、職住近接 

 「オンライン」は唐突感。

「いろんな手段で参加でき

る」かな？ 

 「オンライン」は生活利便

性向上全般では？ 
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 まちづくりには、様々な参

加の方法がある 町内会・

自治会以外の方が 

 「自治会・町内会」だけで

はなくない？ライオンズク

ラブ、NPO など 

ちょうどいい近さの、

ご近所さん。 

 1-5 と近い 同じことを違

う言葉で言っている 

 近所で助け合うことの大切

さが伝わってほしい 

 自治会によせてのつながり

ではなく、防災でつながる

ご近所とか 

 支え合う向こう三軒両隣 

 防災・安心でつながるご近

所さん 

 ちょうどいい＝節度ある 

 コミュニティ、自治会、旧

村、周辺、団地、新興で大

きな差が。ピンとこない 

 1-5、1-6 は「若い人、共働

きの人も暮らしやすい」こ

とを表現したいのでは？ 

 ちょうどいい近さ？本市は

ニュータウンが７割、近い

か？ 

 挨拶のできるご近所 

 「ご近所さん」も濃さが全

然違う。立ち位置によって

はピンとこない 

 濃すぎないけどいざという

時頼れる 

 

問：「じぶん」が活きるまちって、どんなまちだろう。 

答え（コピー） A グループ B グループ 

全員、主役。全員、フ

ァン。 

 「誰もが主役」の方がわか

りやすい 語呂も良い 

 「誰もが主役」だけでよい 

 後半の言葉は 2-2 で全部受

けている 

 足をひっぱらない！嫉妬し

ない 

 地域が主役、地域がファン 

 いろんな活動のエリア（分

野）で活躍する人（やりた

いと言える環境）、それをサ

ポートする人 

支えて、支えられて、

活かし合って。 

 2-1 の全員ファンはここの

内容と重複しないか 

 2-1 と 2-2 はつながってい

る？出口が違うの？2-2 は

福祉？ 

地域がまるごと、学校。  地域が学校はもう実現して

いる。これを維持する？観

心寺、延命寺の活用。 

 みんなが先生 

 なりたい、知りたいを実現

できる多様な学びの環境 

 子どもの学びは個性と多様

性に基づく 

 いろんな大人がいろんな関

わり方をする（教える） 

学びを、誰かの喜びに。  「学びを」よりも「学んで」

ではないか 

 私の趣味はボランティア 

 私の趣味はまちづくり 

 学んだ人が還元する（発

表・発揮できる場がある） 

 学んだ人が先駆者になって

伝えていく 
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 学びが循環する 

動いた先で、いくつも

の感動を。 

 色んな要素を含めている

が、混ぜ方に無理がある 

 動いた数だけ感動がある 

 移動手段の話はもう少し深

めたい 

 

みんなバラバラ、みん

なイキイキ。 

 「バラバラ」は刺激的とい

うかネガティブでチャレン

ジングな表現。 

 「個性いろいろ みんなイ

キイキ」でどうか 

 みんな違っていい 

 バラバラよりいろいろ、そ

れぞれ。違っていい、多様

性 

 

問：③これから、どんな「好き！」を深めていけるだろう。 

答え（コピー） A グループ B グループ 

まちの顔を、笑顔でい

っぱいに。 

  

あたらしい一歩、踏み

出し放題。 

  

推せるものを、育てる

うれしさ。 

 おせっかい大歓迎 子育て

手伝い 

 子ども大好き見守り隊 

 祭は今は育てるよりも守る

ことが大変 

 芸術もある（美術、音楽・・・） 

 市民が主体的に「推し」に

関われる 

 自慢・誇り（実はすごい！） 

住（じゅう）を、もっ

と自由に。  

 この状態（住をもっと自由

に）を目指したいか？ 

 週末だけで良いか 

 流動人口をふやす 

 

畑で活躍するクリエイ

ター？ 

 「畑と森で」とするとか  

つながって、叶えてい

く。 

  やりたいことがつながって

実現できる 

 

その他の意見 

A グループ B グループ 

 千年都市の「都市」に違和感を覚える。「千

年のまち」で統一し、京都との差異を表現

してはどうか 

 

 



河内長野市総合計画審議会 第３部会（２回目） 

  

 

日 時：令和６年１２月１４日（土）午後１時から 

 場 所：河内長野市役所 ５階 ５０１会議室 

 

 

次  第 

 

 

１．開 会 

 

 

２．議 事 

 （１）基本構想骨子（素案）について（協議） 

 

・基本構想骨子（素案）について、事務局から説明 

・・・資料１ 

 

・基本構想骨子（素案）について、ディスカッション 

・・・資料１、２－１・－２ 

 

 

３．事務連絡 

 

 

４．閉会 
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基本構想骨子（素案） 

資料１ 



2 _構成・ストーリーのポイント  

伝えるべきメッセージやストーリーをしっかり伝えることができ、かつ、より多くの市民の方々が  

手に取り、持ち帰って長く見ていただけるツールとして、 A 5 サイズ程度のコンパクトな冊子を想定。  

その内容を要約・凝縮したものをポスター・フライヤー（ペライチ）にまとめ、  

市内各所に掲示するという活用法も考えられます。  

まずは、冊子タイプのツールを制作。そのダイジェストをポスター・フライヤー（ペライチ）に展開  

「問い」をベースに、河内長野市のこれまでとこれからを 2部構成で伝える  

第一部（前半）は、すでにある事実にもとづく一問一答。  

いま第 3 のターニングポイントを迎えていることや  

これまで河内長野市が培ってきた魅力（安心・安全・自然・つながり・歴史）を伝えます。  

「問い」と「答え」というかたちを取ることで、こちらが伝えたいことの一方通行にならず、  

分かりやすく、かつ、興味を持って読み進めていただける冊子をめざします。  

 

第二部（後半）は、未来というまだ実態のないものについて考えていただくきっかけをつくるために、  

「問い」を未来へ向けて、その答えとなる選択肢・可能性をひとつではなくいくつも用意して、  

「ふだんを生きる、じぶんが活きる。  

知るほど暮らすほど「好き！」が深まる千年都市。」  

という基本構想を紐解いていきます。  
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【第一部 構成・ストーリー案】 

 

これまでいただいた市民・職員・審議会委員の意見から導き出された要素をもとに、 

一問一答形式による展開を試みました。 

 

ターニングポイントを迎えている河内長野の現状 

「まちづくり」 

+ 

河内長野に現時点で既にそなわっている魅力 

「安心・安全」「自然」「つながり」「歴史」 
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千年都市と、これからの十年。  

第1部（前半）：すでにある事実にもとづく一問一答 

○導入メッセージ 

今回の基本構想に込められた想い、 
つぎの十年が、これからの千年につながっていくこと。 
 
そして、この冊子を活かして、 
一人ひとりが河内長野の魅力を再発見したり、 
新しい可能性を見つけたりして、 
楽しみながらまちづくりに参加してもらえたら、 
というメッセージを導入で伝えられたらと考えます。 
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第1部（前半）：すでにある事実にもとづく一問一答【まちづくり】 

Q .  
どうして、若い世帯が  
引っ越してきているの？  

＃まちづくり 
2003年、空き家率が府内最少。 
それだけ長く定住する人が多い、ということ。 
その空き家率に変化が生まれ、 
空いた住居に新住民が転入するケースも増えていること。 

A .  

空き家の循環  → 

大阪最少だった空き家率に変化のサイン。  
長く住み続けるまちから、住み継ぐまちへ。  

Q .  
河内長野市のまちづくりは、  
今、どうなってるの？  

＃まちづくり 
千年都市に訪れた、チャンスの十年。 
再生フェーズへのターニングポイントを迎えていること。 

A .  

ターニングポイント  

若年層（ 0〜 1 5才）が 7年連続で転入超過。  
子育て世帯の転入が増えています。  

→ 



6 
第1部（前半）：すでにある事実にもとづく一問一答【安心・安全】 

Q .  
河内長野は、  
安心して住めるまちなの？  

＃安心 
刑法犯認知件数、府内最少。 
防災だけでなく防犯の面でも安心できるまち。 

A .  

防犯も、大阪一  → 

刑法犯認知件数、府内最少。  
防災も、防犯も、安心のまち。  

Q .  
大阪のなかでも、  
河内長野が  
いちばん強いのは？  

＃安心 #1000年 
府内で1番地盤が強いこと。 
それによって重要文化財や昔からの暮らしが長く守られてきたこと。 
文化財の多さ、府内2位。 

A .  

地盤  

「強い地盤」ランキング、ダントツの最高スコア。  
府内で 1番地盤が強い河内長野。  

→ 
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第1部（前半）：すでにある事実にもとづく一問一答【自然】 

Q .  
川に行くと見えるのは？  

＃自然 
独自の水系、きれいな水。全域水質AAの石見川をはじめ、 
一級河川の石川も滝畑ダムをはじめとする治水によって地域を支え、 
毎年10月ごろになるとオシドリが飛来する。（河内長野八景のひとつ） 
流域にはホタルが飛び交う場所も。 

A .  

ホタルやオシドリ  → 

大阪で唯一、全域水質A Aの石見川。   
秋になるとオシドリがやって来る、滝畑ダム。  

Q .  
窓から見えるのは？  

＃自然 
市域の67％が森林。窓から緑が見える「緑視率」も高いこと。 
おおさか河内材の生産地でもあること。 
河内長野を代表する岩湧山は、登山者や観光客にも親しまれている。 

A .  

みどりが近い  

森林の面積は府内市中 1位。  
緑視率も高く、自然が身近にある暮らし。  

→ 
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第1部（前半）：すでにある事実にもとづく一問一答【つながり＆自然＆まちづくり】 

Q .  
道のそばで  
にぎわっているのは？  

＃つながり ＃自然 ＃まちづくり 
2017年に府内10番目の「道の駅」に登録された 
「道の駅 奥河内くろまろの郷」。 
自動車で訪れる人だけでなく、サイクリストにも人気で 
まだ生まれて月日の経っていない道の駅でありながら、 
人気ランキングで府内1位に輝く。 
河内長野の旬の食材を活かしたビュッフェや、 
河内小麦でつくるパン、植物園など、地域の風土が息づいている。 

A .  

道の駅  

人気ランキング大阪 1位。  
道の駅  奥河内くろまろの郷、絶好調の発進。  

→ 
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第1部（前半）：すでにある事実にもとづく一問一答【つながり＆まちづくり】 

Q .  
新しく暮らしはじめた人も、  
馴染みやすいのはなぜ？  

＃つながり 
新しくまちに入ってきた人を受け入れる包容力。 
子育てや福祉、世代を超えたつながり。 
伝統産業と新産業。 

A .  

心地よい  つながり  → 

新しい人にひらかれた河内長野。  
伝統も、新しい挑戦も、大事にできるまち。  

Q .  
地域の自然や暮らしを  
守っているのは？  

＃つながり 
河内長野のリサイクル率は府内2位。 
市民や事業者たちの日頃の取り組みが、自然を守ることにつながっている。 
リサイクルだけでなく、さまざまな活動において 
主体的にリーダーとして活躍している市民・事業者の方々がいる。 

A .  

市民  

リサイクル率、府内 2位。  
まちのゆたかさにつながる、一人ひとりの営み。  

→ 
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Q .  
河内長野で1 0 0 0年、  
続いてきたものは？  

第1部（前半）：すでにある事実にもとづく一問一答【歴史】 

＃1000年 
特別に指定された重要文化財だけでなく、 
この地で千年にわたって続いてきた「ふだんの暮らし」。 
京都のような華やかな文化の中心ではなく、 
河内長野は日々の暮らしの中に価値があり、その価値を見つめ直したり、 
さらに磨いたりすることで、魅力を育んでいける。 

A .  

ふだんの暮らし  → 

文化財だけでなく、この地で連綿と続いてきた  
「暮らし」そのものが、まちの資産。  

Q .  
河内長野の歴史は？  

＃1000年 
1023年に藤原道長が「高野参詣（高野詣で）」を行ったという 
記録が残され、その頃から人口が増え始めたことが 
発掘調査でも確認されている河内長野。 
その歴史のながさや、地域に残る文化的な資産について。 
酒蔵通りの景観（街並み）・高野街道・観心寺・金剛寺・延命寺など。 

A .  

1000年  
中世文化遺産の宝庫。  
日本遺産に認定された「中世に出逢えるまち」。  

→ 
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【第二部 構成・ストーリー案】 

 

未来というまだ実態のないものについて考えていただくきっかけをつくるために、 

「問い」を未来へ向けて、 

その答えとなる選択肢・可能性を、ひとつではなく、いくつも用意して、 

 

ふだんを生きる、じぶんが活きる。 

知るほど暮らすほど「好き！」が深まる千年都市。 

 

という「ありたい姿」を紐解いていきます。 
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ふだんを生きる、じぶんが活きる。  

知るほど暮らすほど「好き！」が深まる千年都市。  

第2部（後半）：これからの河内長野、10年後に実現したい姿 

○後半 導入部 

後半は、「ありたい姿（仮）」の紐解きをしていけたらと考えます。 
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10年後、私たちは  

どんな「ふだん」を生きているのだろう。  

第2部（後半）：これからの河内長野、10年後に実現したい姿 

自然が元気、みんなも元気。  

手入れされた自然の恵み（きれいな水、ホタルが飛ぶ風景、農産物）を子どもも大人も楽しむ。 
→ゆたかな自然が身近にあり、子どもたちが顔を輝かせながら、自然に親しんでいる。 
 大人たちもその様子を見て良い表情をしている。 

ホタルも、子どもたちも、光ってる。  

豊かな自然を手入れしながら守り続けることが出来ている（守るための担い手がいる。担い手は役所だけでなく、市民も） 
→自然がただ現状維持ではなく、市民のみんなで思い入れをもって手入れをすることで、 
 よりいきいきとしたものとして自然を感じることができる状態に。 
 義務として手入れに取り組むのではなく、自然とかかわる時間がふえることで、日々のゆたかさや活力が増していく。 
 さらに、ゆたかな自然を活かして農林業や地場産業、商業もより発展し、産業・経済の面でも元気に。 
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第2部（後半）：これからの河内長野、10年後に実現したい姿 

水が美味しい。川が、まちが、美しい。  

治安の良さ、地盤の固さが知られ、「安心」がまちのブランドになっている。 
山が近いゆえの土砂崩れの心配についても、ちゃんと対策が取られている。 
→「安心のまち」として全国的に名前が知れ渡り、それが多くの人を惹きつける求心力（ブランド力）に。 
 医療・救急や消防などの体制も整え、万一病気になったり火事が起きたりした時も「安心」を感じられるまちに。 

求心力も抜群？  日本一「安心」なまちへ。  

手入れされた自然の恵み（きれいな水、ホタルが飛ぶ風景、農産物）を子どもも大人も楽しむ。 
→石見川の水質や滝畑ダムによる治水が守られ、ふだんの暮らしの中に、おいしい水がある贅沢。 
 街の美化やごみの適切な処理といった、美しい自然を守るための取り組みも活発に。 

デジタル化が進み、市役所にも声が届きやすくなっている。 
また、負担が重すぎず、若い人や共働きの人も町内会・自治会に参加しやすくなっている。 
→小さな子どももいる若い世代が、自宅で寛ぎながら町会に参加しているイメージなど。 

オンラインで、まちづくりに参加？  

負担が重すぎず、町内会・自治会に入りやすい。デジタル化が進み、若い人や共働きの人も参加しやすくなっている。 
→疎遠ではなく、近過ぎもしない、ほど良い距離感で付き合えるご近所さん、コミュニティ。 

ちょうどいい近さの、ご近所さん。  
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「じぶん」が活きるまちって、  

どんなまちだろう。  

第2部（後半）：これからの河内長野、10年後に実現したい姿 

一方的に「支える側」「支えられる側」ではなく、互いの長所や特性・経験を活かして、地域でイキイキと活躍している。 
→自分だけでできないことはどんどん支え合い、自分が好きなこと、得意なことはどんどん活かし合えるつながり。 
 たとえば、ヤングケアラーと呼ばれる子どもや、ひとり親家庭、障がいをもつ子どもなど、 
 困難な状況にある子どもを支える取り組み。 
 高齢者や、障がいをもつ方も、一方的に支えられる側ではなく、「支える側」としてこうした取り組みに参加できる 
 つながりをつくり、そこで誰かに支えてもらった子どもたちが成長して、大人になってまた誰かを支え、 
 支え合いの循環が生まれていくようなまちに。 

支えて、支えられて、活かし合って。  

一人ひとりの個性が活かされ、活躍できるまち。 
→いろいろな人がいて、誰もが主役になれる。と同時に、それぞれが誰かのファンになって応援もし合っている。 

全員、主役。全員、ファン。  
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第2部（後半）：これからの河内長野、10年後に実現したい姿 

地域がまるごと、学校。  

生涯学習内容を地域に活かせるようになっている。 
→大人も学び、その学びを、まちづくりに還元していく好循環が生まれている。 

学びを、誰かの喜びに。   

こどもが学校・地域で学ぶ場が様々にあり、豊かな体験のもとで成長している。 
→教室の中だけが学びの場ではなく、地域全体がゆたかな学び舎に。一人あたりの面積が府内2位を誇る都市公園もさらに整備され、 
 子どもたちやその家族、世代を超えて多くの人が集まる場になり、貴重な学びと交流が生まれる場になっている。 

「くるくる」のような移動手段が南花台以外にもある（免許返納しても困らない） 
→自家用車がなくても、活発的に動き回るシニアの方や外国籍の方。動くことで、感動に出会うチャンスを広げていける。 

動いた先で、いくつもの感動を。   

老若男女、国籍・障がいの有無に関わらず個性が活かされ、イキイキと暮らせる。 
→多様な人たちがいて、それぞれの違いを個性として活かし合いながら、みんなが好きなこと、得意なことを楽しんでいる。 

みんなバラバラ、みんなイキイキ。  



17 

これから、どんな「好き！」を  

深めていけるだろう。  

第2部（後半）：これからの河内長野、10年後に実現したい姿 

子育て世帯・共働き世帯に選ばれる。／新しく転入した人も地域になじみやすい。 
→大切な人と一緒に、あたらしい一歩を踏み出すのに、「このまちがいい！」と思える場所へ。 
 みんなもその一歩を応援してくれて、支え合っていけるから、 
 新しい生活やチャレンジしたいことをどんどん実現させていける。 

あたらしい一歩、踏み出し放題。  

住む人、訪れる人にとって、まちの顔となる駅前が整備され、にぎわっている。 
→まちの顔である駅が、笑顔の人々であふれ、駅も笑顔に。 
 駅を基点に、まちの景観が美しくなったり、新しいお店や楽しいスポットができたり、商店街が再び活性化したり。 
 それが人を惹きつける魅力となって、地元の人も、観光客の人たちも集まり、各所に活気があふれている。 

まちの顔を、笑顔でいっぱいに。  
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第2部（後半）：これからの河内長野、10年後に実現したい姿 

推せるものを、育てるうれしさ。  

住み方の多様性（一戸建てもアパートも古民家も） 
→いろいろな住み方、暮らし方を選択できる自由。たとえば、ニュータウンでふだん生活し、週末は集落の田畑に出かける、といった 
 多様な地域の魅力を活かした暮らしの楽しみ方も。 

住（じゅう）を、もっと自由に。   

市民が応援したい、大切にしたい、と思うものがそれぞれにあり、市民が主体的にそれを守り育てている 
（スポーツチーム、歴史・文化財、お祭り、公園） 
→一人ひとりが自分の推しを持ち、自分たちの手でそれを育んでいく 

農業や林業の振興 
→テクノロジーや、デザイン的な思考を取り入れることで、農業や林業がさらにクリエイティブな仕事に。 
 若い発想や感覚をもった人たちが、畑や山で活躍できる新しいカルチャーが生まれている。 

畑で活躍するクリエイター？  

つながり、やりたいと思って行動したことが「実現できる」まち 
→どんどん新しい一歩を踏み出すだけでなく、みんなでつながって力や知恵を出し合えば、 
 実現したいゴールまで辿り着けるまちをつくっていける。 

つながって、叶えていく。  
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（仮）  

一人ひとりの「好き！」が、  

つぎの十年、つぎの千年をつくっていく。  

第2部（後半）：これからの河内長野、10年後に実現したい姿 

○結びのメッセージ 



［第２回］第１部会・第２部会・第３部会

河内長野市第６次総合計画

基本構想（後半部分）の検討

ありたい姿（仮）
ふだんを生きる、じぶんが活きる。
知るほど暮らすほど「好き！」が深まる千年都市。

問い
10年後、私たちは
どんな「ふだん」を生きているのだろう。

① ② ③

　自然が元気、みんなも元気。 ● ● ８．産業・雇用 １３．環境共生 １７．共生社会

　ホタルも、子どもたちも、光ってる。 ● ● １３．環境共生 １．子育て支援

　水が美味しい。川が、まちが、美しい。 ● １３．環境共生 １５．公園・緑地・景観 １４．衛生

　求心力も抜群？日本一「安心」なまちへ。 ● ● １．子育て支援 ６．福祉 ７．健康・医療 １６．防災・防犯

　オンラインで、まちづくりに参加？ ● １７．共生社会 １８．行財政運営

　ちょうどいい近さの、ご近所さん。 ● １７．共生社会

問い 「じぶん」が活きるまちって、どんなまちだろう。

　全員、主役。全員、ファン。 ● ● ４．スポーツ ５．社会教育・生涯学習 １７．共生社会

　支えて、支えられて、活かし合って。 ● ● ６．福祉 ７．健康・医療 １７．共生社会

　地域がまるごと、学校。 ● ● １．子育て支援 ２．学校教育 ３．青少年健全育成 １７．共生社会

　学びを、誰かの喜びに。 ● ● ４．スポーツ ５．社会教育・生涯学習

　動いた先で、いくつもの感動を。 ● ● ７．健康・医療 ９．都市デザイン

　みんなバラバラ、みんなイキイキ。 ● ● ５．社会教育・生涯学習 １７．共生社会

問い これから、どんな「好き！」を深めていけるだろう。

　まちの顔を、笑顔でいっぱいに。 ● ９．都市デザイン

　あたらしい一歩、踏み出し放題。 ● ４．スポーツ ５．社会教育・生涯学習

　推せるものを、育てるうれしさ。 ● ● ４．スポーツ ５．社会教育・生涯学習 １７．共生社会

　住（じゅう）を、もっと自由に。 ● ９．都市デザイン

　畑で活躍するクリエイター？ ● ８．産業・雇用 １３．環境共生

　つながって、叶えていく。 ● ● ●

結び
一人ひとりの「好き！」が、
つぎの十年、つぎの千年をつくっていく。

11 8 11

答え

答え

答え

＜部会＞ ＜該当する施策＞

資料２－１



（参考）分野と施策

分野 施策 該当数

１．子育て支援 3

２．学校教育 1

３．青少年健全育成 1

４．スポーツ 5

５．社会教育・生涯学習 6

６．福祉 2

７．健康・医療 3

８．産業・雇用 2

９．都市デザイン 5

1０．歴史・文化 1

１１．観光 1

１２．シティ・プロモーション 1

１３．環境共生 3

１４．衛生 1

１５．公園・緑地・景観 1

安全安心 １６．防災・防犯 1

１７．共生社会 8

１８．行財政運営 1

こども・教育

福祉

環境保全

協働・行政

都市・産業活性化

資料２－２ 
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