
第72回施政方針質疑一覧表 
２．３．４ 

順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

１ 美土路祐子 
【一問一答】 

本年度の重
点的な取組 

健幸都市の実現に向けたスマートウェルネ
スシティの推進 

（Ｐ３） 
 ① スマートウェルネスシティとは何か。 
② コンパクトシティの形成や公共交通

の再編など様々な施策と連携させる
とは。 
また、連携させるとなぜ自ずと「健 
幸」になれるまちづくりになるのか。 

③ 健幸アンバサダーの養成計画につい
て（仕事内容、役割、養成方法、対
象者、人数、タイムスケジュールな

ど） 

市長 

未来を拓く
次世代が育
まれるまち 

こども会議 
（Ｐ７） 

 ① 具体的な内容はどのようなものか。 
② 実効性のある事業にするため、どの

ような工夫やアイディアを考えてい
るのか。 

③ こども会議から生まれた事業の予算
化を考えているのか。 

つながりに
よる安心と
うるおいが
実感できる
まち 

高齢者移動支援事業（福祉タクシー）の 
見直しを検討 

（Ｐ９） 

 ① 福祉タクシーの現在の利用状況と課
題は。 

② 公共交通再編に併せ、見直す理由は。 
③ 公共交通の再編、福祉タクシーの見

直しが、高齢者にとってより利用価
値の高い施策になるのか。高齢者の
免許証返納促進につながる効果など
は。 

地域特性を
生かした産
業とにぎわ
いがあふれ
るまち 

北はりま田園空間博物館総合案内所の計画
的な改修を行う 

（Ｐ15） 
 ① どのような計画か。 
② 駐車場、売り場、トイレ等が狭く、 

ハード面に多くの課題があると聞く
が、市の認識は。また、課題の解決
方法は。 

③ 西脇北バイパスが整備され、寺内ラ
ンプ完成後の北はりま田園空間博物 
館の位置付けや市の考え方、構想は。 

 

 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

  多様な主体
による地域

自治の確立 
 
はじめに 

地域自治協議会の設立・運営支援を継続す 
る               （Ｐ18）

市内３地域で地域自治協議会が組織 
（Ｐ２） 

 ① ３地域の地域自治協議会の活動から
見えてきた成果や効果、または課題
とその解決方策は。 

② 残り５地域の設立の機運は。また、
課題と展望は。 

③ 全８地域に地域自治協議会が組織さ
れた後の市の構想は。 

 

２ 近藤文博 
【一問一答】 

本年度の重
点的な取組 

西脇ファッション都市構想 
（Ｐ５） 

 ① 地方創生推進交付金事業として２年

延長となるが、令和元年度で当初計
画の５カ年の最終年度を迎える。こ
の構想の５カ年の評価はどのような
見通しか。その評価を見据え、延長
となる２年間の事業計画をどのよう
にブラッシュアップするのか。 

② 令和２年度には縫製工場の誘導が予 
算化されているが、企業誘導予定地、 
企業誘導時期、規模、生産品種、雇
用創出等はどのようになると想定あ
るいは検討しているのか。実現する
ことでまさにテキスタイルの素材産
業から最終製品までを一貫生産でき

るまちへと変身する第一歩となるの
か。 

③ ５月24日開催予定の第３回「播州織

産地博覧会」、いわゆる「播博」の
開催支援によるにぎわいづくりに加
え、播州織のＰＲと市民の環境意識
の向上に向け、レジ袋に代わる播州
織マイバックを作製・配布すること
が予算化されているが、作製数量、
有料・無料配布の別、配布するター
ゲットはどこに向けようとしている
のか。 

市長 

「食」による観光や交流人口の拡大 
（Ｐ６） 

60年ぶりに復活した酒蔵で生まれる日
本酒と西脇の特産品である黒田庄和牛や
イチゴ、金ゴマ等の農産品とのコラボレ
ーションを図るとしているが、具体的な
方策はどのようなことを検討しているの
か。 

 

 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

  戦略的で持
続可能な行

政経営の推
進 

行政事務の効率化 
（Ｐ19） 

行政事務の効率化に向けて、業務の支
援ツールであるＲＰＡやＡＩの導入に向
けた検討を進めるとあるが、すでに令和
元年度秋より44の対象と思われる業務か
ら給与支払業務２件、税業務１件、財務
会計業務２件の５業務で試験的に実施し
ていると９月定例会で答弁があった。 

今回の予算では、ＲＰＡ導入は実証実
験を評価して更なる進展を図るものなの
か。 

 

３ 高瀬 洋 
【一問一答】 

つながりに
よる安心と
うるおいが
実感できる
まち 

ごみの減量・資源化 
（Ｐ11） 

西脇市ではこれまで、生ごみの水切り

やダンボールコンポストを用いた資源化
を試行するなど生ごみの減量化や資源化
に取り組んできた。また、一部の地区で
はバイオを用いた生ごみ処理機を設置し
ているところもある。 

今後、生ごみの減量化についてどのよ
うに取り組むのかを問う。 

市長 

安全で快適
な生活基盤
が整うまち 

防災行政無線 
（Ｐ12） 

災害時の市民への防災情報の連絡とい
うシステムの目的から考えると、移行に
よるシステム停止は極力短時間となるこ
とが望ましいと考えるが、どのように切

り替えるのかを問う。 
多様な主体
による地域
自治の確立 

映像での情報発信 
（Ｐ19） 

 ① 映像による情報伝達の効果は大きい
と考えるが、他の伝達手段と比べ時
間やコストもかかる。どのような市
の施策を映像化する予定か。 

② より多くの人に見てもらえるよう映
像コンテンツの見せ方の改善は計画
しているのか。 

  



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

４ 村岡栄紀 
【一問一答】 

未来を拓く
次世代が育
まれるまち 

プログラミング教育・ＩＣＴ環境整備 
（Ｐ８） 

 ① プログラミング教育必修化が決まっ
てから、令和２年４月スタートに向
けてどういった準備を行ってきたの
か。 

② どのような学年、教科、単元でプロ
グラミング教育を取り入れようとし
ているのか、また、その狙いは。 

③ 本市における教育用コンピュータ１
台当たりの児童生徒数、電子黒板・
実物投影機の整備状況、超高速イン
ターネット接続率及び無線ＬＡＮ整
備率等の現在の整備状況と本年度の

目標数値や今後の予定は。 
④ 教員の研修を推進するということだ

が、プログラミングの指導経験を持
つ教員が非常に少なく、現状におい
ては専門知識を持つ企業に頼ること
が多くなると聞くが、本市もそうな
のか。 

⑤ プログラミング教育は、将来を担う
人材育成のために、今後非常に重要
になると言われているが、取組方法
の違いで、自治体間や学校間の格差
が生じる可能性が極めて高いと言わ
れているが、本市は大丈夫なのか。 

市長 

英語教育 
（Ｐ８） 

 ⑥ 小学校における英語教育必修化が決
まってから、移行措置として令和２
年４月スタートに向けて、本市では
どういった準備を行ってきたのか。 

⑦ 英語を教える３・４年生と５・６年
生の体制はどうなるのか。学級の担
任の先生と専科指導の先生、ＡＬＴ
の役割分担はどういったものになる
のか。 

⑧ 小学校の英語教育必修化を実のある
ものにするための、授業準備等の時

間確保、教員の指導力、学級担任の
先生とＡＬＴ等の外部人材との打合
せの時間確保、小・中学校の連携の
具体的な工夫などは十分に確立でき
るのか。 

 

 

 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

    ⑨ 現状でもかなり忙しい学校の先生だ
が、英語やプログラミング教育が必
修化されることで、教えるために勉
強をしたり、授業の準備に時間を費
やしたりと、さらに忙しくなること
が危惧されるが。 

 

就学前教育 
（Ｐ７） 

 ⑩ 就学前教育の令和２年度の取組を具
体的に聞く。 
また、各こども園では、保育教諭等
の人材確保に非常に苦労されている
と聞くが、就職フェアの実績評価等
を通して、市として保育教諭等の不
足をどう捉えているのか。 

５ 岡崎義樹 
【一問一答】 

本年度の重
点的な取組 

新庁舎・市民交流施設 
（Ｐ３・４） 

 ① 「健康交流機能では、加齢による虚

弱、いわゆるフレイルの予防や西脇
市多可郡医師会等と連携した重症化
予防、そして、誰もが気軽に健康づ
くりに取り組めるうごくスタジオ等
の機能の具体化を進めます」とある 
が、具体的にどのように進めるのか。 

② 個別処方型運動教室や重症化予防型
運動教室を実施するとあるが、どの
ような運動教室を考えているのか。 

市長 

地域特性を
生かした産
業とにぎわ
いがあふれ
るまち 

誘客事業を実施し、観光交流人口の拡大を
図ります。 
県と連携した日時計の丘公園リニューアル
事業 

（Ｐ15） 
  誘客事業、観光交流人口の拡大を図る
とあるが、今回、県と連携した日時計の
丘公園リニューアル事業を具体的にどの
ように進めようと考えているのか。 

６ 吉井敏恭 
【一問一答】 

生涯活躍・
共生社会の
実現 

東京2020オリンピック・パラリンピックの
ホストタウン事業 

（Ｐ16・17） 
  本市はオーストラリア卓球選手団のホ
ストタウンとして取り組んできた。 

「健康卓球」交流会ではオリンピック
チケットの抽選会も予定されているが、
十分に広報がなされていないのではない
か。施政方針にある卓球を通じた生涯ス
ポーツの推進について内容を問う。 

市長 

 

 

 

 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

   市内 100キロウォーキングコースの活用 
（Ｐ17） 

魅力ある「市内 100キロウォーキング
コース」が宝の持ち腐れとならないよう
活用することが大切である。施政方針に
ある活用について内容を問う。 

 

７ 東野敏弘 
【一問一答】 

本年度の重
点的な取組 

「健幸都市・にしわき」の実現 
（Ｐ４） 

健康づくりには、町ぐるみ健診をはじ
め健診による早期発見・早期治療が重要
であるが、町ぐるみ健診の受診率向上を
どのように図るのか。 

市長 

地域特性を
生かした産
業とにぎわ

いがあふれ
るまち 

地元企業に就職する若手人材の確保・定着 
（Ｐ15） 

県の奨学金返還支援制度等を活用する
市内企業を支援する奨学金返還サポート
制度を実施し、地元企業に就職する若手
人材の確保・定着を図るとあるが、どの
程度の効果を考えているのか。 

生涯活躍・
共生社会の
実現 

オリンピックレガシーの創出 
（Ｐ17） 

オーストラリア卓球選手団との交流を
はじめ、持続的な国際交流をどのように
図っていくのか。 

８ 浅田康子 
【一問一答】 

未来を拓く
次世代が育
まれるまち 

兵庫県こども家庭センターの内陸部の拠点
設置が実現し、加東市に北播磨分室が設置
される 

（Ｐ６） 
設置に至る経緯を問う。 
また、加東市に分室ができることによ

る西脇市への効果は。 

市長 

安全で快適
な生活基盤
が整うまち 

コミュニティバスの路線や運賃、デマンド
型交通の運行方法など 

（Ｐ13） 
市民への説明及び周知方法は。 

地域特性を
生かした産
業とにぎわ
いがあふれ
るまち 

新たな産業用地の整備検討 
（Ｐ15） 

候補地の有無と整備検討をどのように
していくのかを問う。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

９ 坂部武美 
【一問一答】 

未来を拓く
次世代が育
まれるまち 

子どもを守る仕組みづくり 
（Ｐ６） 

「虐待の未然防止や早期発見・早期対
応の一層の強化…当該センターとの連携
…兵庫県警と協定を締結し連携強化を図
り」とあるが、虐待以外も含めて市はど
のような役割をもって児相・警察と連携
するのか。 

市長 

子どもたちの社会参加の促進 
（Ｐ７） 

「こども会議を開催」とあるが、目的
と方法は。また、毎年度開催するのか。 

つながりに
よる安心と
うるおいが
実感できる
まち 

防災マップの更新 
（Ｐ11） 

「防災マップを更新し…自助・共助に 
よる災害時への備えを促進します」とあ
るが、公助の役割がない理由は。 

 

安全で快適
な生活基盤
が整うまち 

都市計画 
（Ｐ13） 

「立地適正化計画に基づき、中心市街
地への居住の誘導・集約を図り」とある
が、その目的と、どのような方法で誘導
・集約を図るのか。 

子育て世代向けの市営住宅建設 
（Ｐ14） 

「居住誘導区域内において、子育て世
代向けの市営住宅建設についての検討を
進めます」とあるが、なぜ必要なのか。  

また、中心市街地への居住誘導・集約
の考え方との関連は。 

10 寺北建樹 
【一問一答】 

本年度の重
点的な取組 

地方創生の推進 
（Ｐ５） 

「農醸プロジェクト」の具体的な内容
について 

市長 

未来を拓く
次世代が育
まれるまち 

学校教育 
（Ｐ７・８） 

 ① 「全国トップレベルの学力」の具体
的な指標は。 

② 「ＧＩＧＡスクール構想」で子ども
の学びが実現するのか。 

つながりに
よる安心と
うるおいが
実感できる
まち 

障害者福祉 
（Ｐ10） 

「障害者基幹相談支援センター」とは。 

安全・安心なまちづくり 
（Ｐ11） 

「自助・共助による災害時への備え」
…「公助」が抜けているが。 

 

 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

  安全で快適
な生活基盤
が整うまち 

防災対策 
（Ｐ11） 

「地域における総合治水の学習会」の
具体的な予定 

 

生涯活躍・
共生社会の
実現 

人権施策 
（Ｐ18） 

人権についての市民意識調査結果の特
徴と課題について 

11 村井正信 
【一問一答】 

未来を拓く
次世代が育
まれるまち 

「子どもたち自身が様々な悩みを気軽に相
談できるよう、相談窓口の周知と体制の充
実に取り組みます。」 

（Ｐ７） 
子どもに対し、相談窓口の周知をどの 

ようにするのか。窓口は何カ所あるのか。 

市長 

「本年度から小学校で実施される「プログ
ラミング教育」についても、…指導方法に
ついて、教員の研修を推進します。」 

（Ｐ８） 
教員の負担が増えることへの対応策は。 
既存の教育時間が減るのではないか。  

安全で快適
な生活基盤
が整うまち 

「都市計画では、立地適正化計画に基づき
…歩いて暮らせるまちづくりを進めます」 

（Ｐ13） 
歩いて暮らせるまちづくりとは、どの

程度の範囲を想定しているのか。 

地域特性を
生かした産
業とにぎわ
いがあふれ

るまち 

「国の支援策と連携した就職氷河期世代が
活躍できる環境づくりを進めます」 

（Ｐ15） 
国の概算要求では、就職相談、リカレ

ント教育、個々の状況に合わせた、より
丁寧な寄り添い支援等となっているが、
西脇市では、独自の取組はあるのか。 

12 林 晴信 
【一問一答】 

その他 施政方針にＳＤＧｓというキーワードが全
く出てこない。 
 

ＳＤＧｓは必要ないものか。 
（総合計画には記載されていたが…） 

市長 

つながりに
よる安心と
うるおいが
実感できる
まち 

環境問題（西脇市太陽光発電設備設置に関
するガイドライン） 

（Ｐ10） 
約１年前に義務規定できないガイドラ

インが公表された。 
当初の担当課の説明では、条例化への

ステップと聞いていたが、今回の施政方
針にも盛り込まれず、条例化は断念する
のか。地域は困っているが… 

安全で快適
な生活基盤
が整うまち 

国道 175号西脇北バイパス 
（Ｐ12） 

下戸田ランプから寺内ランプ区間の早
期供用を促進とは、市が要望している令
和５年完成より前倒しの意味か。国への
要望書にも書き入れるのか。 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

   都市計画 
（Ｐ13） 

「地域の実情に応じた土地利用を図る
ため、地域住民との協働による特別指定 
区域制度や地区計画の活用を検討します」 
とあるが、農振農用地の問題をどうクリ
アするのか。 

 

市営住宅 
（Ｐ14） 

「病院や学校園等の都市施設が多く立
地する居住誘導区域内において、子育て
世代向けの市営住宅建設についての検討
を進めます」とあるが、この子育て世代
向け市営住宅は移住定住促進対策の一環
か。 

地域特性を
生かした産
業とにぎわ
いがあふれ
るまち 

新庁舎周辺への商業誘導 
（Ｐ15） 

新庁舎周辺のにぎわいをどう作るのか。 
（主に小規模）商業店舗の誘導策をど

う考えるか。地域は期待している。 

 


