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行政の情報 
を配信する 

目標・課題 
の共有 

各団体への 
各種支援 

政策につい 
て市民に説 
明する 

行政 

思いやりを 
持った行動 
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市民の視点 
立って物事 
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願い：地域社 
会の一員とし 
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まちづくりに 
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市民との連 
携・信頼関 
係をつくる 
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審議し、決 
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活用 
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動 
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活動の窓口 
となる 
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集団生活とい 
う形で育てる 
場 

平等に活動させ 
交流することに 
より色々な場面 
に対応できる大 
人となれるよう 
にする 

自治会が単 
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課題への取 
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る 
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公開と評価 
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る 
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