
「小さなまちの拠点」
（データベース）

【概要】

本資料は、せたがや自治政策研究所において、中期運営方針にある「A.自治体経営のあ
り方に関する研究」プロジェクトA-1地域コミュニティの実態に関する調査研究としてお
こなったものである。
区の多様なコミュニティ資源を捉えるための基礎資料とするため、地域の居場所となる
区内の「小さなまちの拠点」のデータベース整備に取り組んでおり、拠点が運営されてい
る施設や場所、いわゆる物理的な拠点＝「場」に着目し、公共施設、宗教施設、飲食店、
個人宅等をマッピングした。

資料５－２



小さなまちの拠点が運営されている「場」
（のべ９６９地点）
※2021年6月1日時点

注：活動場所が「未定」「希望の場所」「観光地など」のケースは含めない。



施設 活用 施設内容 施設数 主な活動（カッコ内は活動数）

公共施設 コミュニティセン
ターの活用

地区会館、区民集会所、区
民センター

32 サロン（78）、子育てサロン（10）、ミニデイ（8）、認知症カフェ（2）、子ども食堂（3）

公共施設 福祉施設の活用 高齢者施設、障害者施設 55 サロン（49）、認知症カフェ（17）、ミニデイ（5）、子育てサロン（5）、子ども食堂（3）

公共施設 学校の活用 小学校、中学校 9 サロン（12）、ミニデイ（3）、子育てサロン（3）

公共施設 出張所・まちづく
りセンター

活動フロア― 8 サロン（15）、子育てサロン（1）

公共施設 子ども関連施設 保育園、児童館など 13 おでかけひろば(9）、サロン（9）、子ども食堂（1）

公共施設 公園・広場 公園、広場など 13 サロン（5）、おでかけひろば（2）、子育てサロン（2）、ミニデイ（1）

公共施設 地域支えあい生活
拠点

ふれあいルーム、ふれあい
の家

21 サロン（169）、子育てサロン（31）、ミニデイ（31）、子ども食堂（8）、認知症カフェ（1）

公共施設以外 宗教施設の活用 神社、寺、教会 21 サロン（17）、子ども食堂（3）、おでかけひろば（1）

公共施設以外 個人宅の活用 個人宅、空き家 85 サロン（33）、地域共生のいえ（23）、空き家活用（8)、子育てサロン（6）、ミニデイ（4）、
認知症カフェ（3）、子ども食堂（4）、おでかけひろば（3）、若者の居場所（1）

公共施設以外 大学の活用 大学 1 サロン（1）

公共施設以外 集合住宅の活用 マンション、アパート、団
地など

41 サロン（44）、ミニデイ（5）、子育てサロン（5）、認知症カフェ（4）、子ども食堂（2）、お
でかけひろば（1）

公共施設以外 町会・自治会の施
設

町会会館、町会事務所、自
治会館、集会所など

18 サロン（14）、ミニデイ（8）、子育てサロン（3）

公共施設以外 飲食店などの店舗 飲食店・カフェ、金融機
関、医療機関など

57 子ども食堂（20）、おでかけひろば（12）、サロン（11）、認知症カフェ（7）、ミニデイ
（2）、地域共生のいえ（1）、空き家活用（1）



公共施設



①区民センター等の活用
（地区会館、区民集会所、区民センター）

③出張所・まちづくりセンターの活用（活動フロアーなど）

②学校の活用

④福祉施設の活用（高齢者施設、障害者施設）

⑤子ども関連施設の活用（保育園、児童館など）

公共施設



①区民センター等の活用（地区会館、区民集会所、区民センターほか）



②学校の活用（小学校、中学校）



③出張所・まちづくりセンターの活用



④福祉施設の活用（老人ホームほか）



⑤子ども関連施設の活用（保育園、児童館ほか）



公共施設以外



①地域支えあい活動拠点の活用（ふれあいルーム、ふれあいの家）

③飲食店など店舗の活用

公共施設以外

②町会・自治会（町会会館・集会所など）の活用

④宗教施設（神社、寺、協会）の活用

⑤集合住宅の活用

⑥個人宅の活用



①地域支え合い活動拠点の活用（ふれあいルーム、ふれあいの家ほか）



②町会・自治会（町会会館・集会所など）の活用



③飲食店など店舗の活用



④宗教施設の活用（神社・寺・教会）の活用



⑤集合住宅の活用（談話室、集会所など）



⑥個人宅


