
（令和7年2月21日現在）

発言通告（代表質問）要旨 
 

（※印は指定答弁者） 

 

１ 松山 かつのり （公明党議員団） 

 

(１) 文教住宅都市宣言と将来像について 

     ア 石井市長が示す将来像について 

 

 

 

     イ 文教住宅都市宣言について 

 

 

 

(２) 住環境・自然環境について 

     ア 臨海部～ベイエリア構想について～ 

 

 

 

(３) 阪急武庫川新駅について 

     ア 阪急武庫川新駅設置事業について 

 

 

 

(４) 幼保連携について 

     ア 公立認定こども園の統廃合について 

 

 

 

(５) 留守家庭児童育成センターなどの放課後事業について 

     ア 放課後事業の課題について 

 

 

 

 

 



  イ 「西宮市学校施設長寿命化計画」について 

 

 

 

  ウ 西宮市立学校施設包括管理業務委託について 

 

 

 

(６) 部活動の地域移行について 

     ア 拙速すぎる地域移行の課題について 

 

 

 

(７) 福祉・健康・共生について 

     ア 重層的支援体制整備事業について 

 

 

 

(８) ひきこもり地域支援センターについて 

     ア ひきこもり地域支援センターの機能と効果について 

 

 

 

(９) 西宮市財政構造改善実施計画について 

     ア 人件費の抑制について 

 

 

 

  イ 市長の政治姿勢について 

 

 

 

  ウ 財政構造改善と第６次総合計画について 

 

 

 

 

           ※(１)ア、(９)ア、イについては市長  



２ 庄本 けんじ （日本共産党西宮市会議員団） 

 

 (１) 市長の政治姿勢を問う 

     ア 戦後８０年、被爆８０年を迎えての西宮市の平和行政について 

 

 

 

イ 財政構造改善の取り組みから見える市長の政治姿勢について 

 

 

 

ウ 財政の見通しと財政構造改善実施計画推進について 

 

 

 

 (２) 具体的な市の諸課題について 

     ア 阪神西宮駅北側開発におけるタワーマンション建設について 

 

 

 

イ 都市計画道路山口南幹線の道路拡幅事業について 

 

 

 

ウ 保育所の待機児童対策について 

 

 

 

エ 教員の負担軽減と教員不足の抜本的解決のために 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ※市長 



３ 田中 あきよ （市民クラブ） 

 

 (１) 住環境・自然環境 

     ア 旧リゾ鳴尾浜跡地利用 

 

 (２) こども・教育 

     ア 子ども自身の気持ちに寄り添い育ちを支えるための機関設置 

 

イ こども家庭センター 

 

ウ 児童育成支援拠点 

 

エ 校内サポートルーム 

 

オ 部活動の地域移行 

 

 (３) 福祉・健康・共生 

     ア ひきこもり地域支援センター 

 

イ 重層的支援体制整備事業 

 

ウ 市立中央病院跡地活用 

 

エ 男女共同参画センター「ウェーブ」２５周年記念事業 

   

(４) 都市の魅力・産業 

ア 市民参画としてのパブリックコメント 

 

(５) 環境・都市基盤・安全・安心 

ア 下水道の管理 

 

(６) 政策推進 

ア ふるさと納税の中間事業者委託 

 

 

 

 

  



４ 坂本 龍佑 （啓誠会） 

 

 (１) 市の将来像について 

     ア 文教住宅都市の理想と現実について  

 

 

イ 子育て世帯から選ばれる街について 

 

 

 (２) 子供・教育について 

     ア こども医療費の無償化について 

 

  

イ （仮称）宮っ子つながり支える条例について 

 

  

ウ 放課後キッズについて 

 

 

 (３) 健康・福祉について 

     ア 高齢者外出支援について 

 

 

 (４) 防災・減災について 

     ア 避難所体制・備蓄について  

 

 

イ 水道管の耐震化の促進について 

 

  

ウ 八潮市の事故に見る下水道管路の状況について  

 

 

エ 八潮市の事故に見る救助体制について 

 

 

(５) 市営住宅について 

     ア 市営住宅の総量縮減について 



 

 

イ 真に住宅を必要とする住宅困窮者への施策について 

 

 

 (６) 公園について 

     ア 西田公園の改修事業について 

 

  

イ 公園リニューアルについて 

 

 

 (７) 行政運営について 

     ア 財政構造改善で財政の構造はどう変わるのか 

 

  

イ 財政運営に係るガイドライン策定について 

 

  

ウ 内部経費適正化によるコスト削減支援業務のノウハウについて 

 

  

エ 国の経済対策に伴う補正予算の執行のあり方について 

 

  

オ ＡＩと行政運営について 

 

 

 (８) 民生費について 

     ア 民生費の内訳について 

 

  

イ 他市比較について 

 

 

 

 

           ※(１)、(２)ア、イについては市長 



５ 渡辺 けんじろう （日本維新の会 西宮市議団） 

 

 (１) はじめに 

     ア 市民が実感する「文教住宅都市２０２５」 

 

 

 (２) 住環境・自然環境 

     ア 西田公園改修事業 

 

 

 (３) 子供・教育 

     ア 西宮市幼児教育・保育のあり方 

 

 

イ 乳幼児等・こども医療費助成制度 

 

 

ウ 学びの多様化学校 

 

 

エ 発達支援 

 

 

オ 学校施設のトイレ環境改善事業 

 

 

 (４) 福祉・健康・共生 

     ア 福祉事業所等運営指導他適正化事業 

 

 

 (５) 都市の魅力・産業 

     ア 市民交流センターと大学交流センターの再編 

 

 

(６) 環境・都市基盤、安全・安心 

ア 防災アプリ 

 

 



イ 防災の取組 

 

 

(７) 政策推進 

ア 公共施設マネジメント 

 

 

イ ＤＸの取組 

 

 

ウ 庁内改革イニシアティブチーム 

 

 

エ 市制施行１００周年記念事業 

 

 

(８) 財政構造改善の取組 

ア 現在の取組と令和１１年度以降の取組 

 

 

イ 人件費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



６ たかの しん （会派・ぜんしん） 

 

 (１) 「はじめに」について 

     ア 財政状況に対する市長の認識と責任 

 

 

イ 施政方針で掲げた理想と現状の乖離 

 

 

(２) 「Ⅰ 住環境・自然環境」について 

     ア 中央図書館移転後の土地・建物 

 

 

イ 改良住宅の建て替え・再整備 

 

 

(３) 「Ⅱ 子供・教育」について 

     ア 「西宮市幼児教育・保育のあり方」に基づく取り組み 

 

 

イ 保育所待機児童対策 

 

 

ウ 公立保育所の民間移管 

 

 

エ 学びの多様化学校 

 

 

(４) 「Ⅲ 福祉・健康・共生」について 

     ア 健康ポイント事業の見直し 

 

 

(５) 「Ⅳ 都市の魅力・産業」について① 

     ア 公共施設マネジメントのあり方（アミティ・ベイコムホール） 

 

 

 



(６) 「Ⅳ 都市の魅力・産業」について② 

     ア 大学交流センターと市民交流センターの統合 

 

 

イ 支所等の機能再編 

 

 

(７) 「Ⅴ 環境・都市基盤、安全・安心」について 

     ア 環境学習拠点のあり方 

 

 

(８) 「Ⅵ 政策推進」について 

     ア 人件費水準 

 

 

イ 期末・勤勉手当 

 

 

ウ 人事評価 

 

 

エ 内部経費適正化 

 

 

オ 外郭団体 

 

 

カ 歳入増の取り組み 

 

 

(９) 「予算」について 

     ア 令和７年度予算に対する認識と今後の取り組み 

 

 

 

 

 

                      ※(１)、(９)については市長 



７ よつや 薫 （あなたの声を市政に！） 

 

 (１) はじめに 

     ア 市の将来像について…「住むことで誇りと憩いを感じ」るとは？ 

 

 

 

イ 財政構造改善の取組…「財政構造そのものを変えていくこと」とは？ 

 

 

 

(２) Ⅲ 福祉・健康・共生 

ア 「ジェンダー平等の実現」…性暴力が起きる社会をどのように 

 

 

 

イ 「終戦・被爆から８０年」…「平和意識を高める機会を継続」とは？ 

 

 

 

(３) Ⅳ 都市の魅力・産業 

ア 「西宮市参画と協働の推進に関する条例」見直しとシチズンシップ 

 

 

 

(４) Ⅴ 環境・都市基盤、安全・安心 

ア 阪神・淡路大震災から３０年…防災シンポジウムより 

 

 

 

(５) Ⅵ 政策推進 

ア 自治体システム標準化事業 

 

 

 

 

                       

 


