
Society5.0時代の過疎地域における
地域コミュニティ再生の可能性

山形県鶴岡市温海庁舎

東京大学フィールドスタデイ型
政策協働プログラム提案書



山形県鶴岡市の紹介

 山形県庄内地方の南部に位置し、古くは
庄内藩の城下町として栄える。

 平成17年10月1日、鶴岡市、藤島町、羽
黒町、櫛引町、朝日村、温海町の1市4町1

村が合併し、新鶴岡市が発足。

 新鶴岡市の人口は約13 万3千人で、県内
では2番目、面積は1,311.53ｋ㎡（東京23

区の約2倍）東北では一番広い市となる。

 アクセス



鶴岡市温海地域 （旧温海町）

 鶴岡市の西南端、新潟県境に接し、

三方を摩耶山系の豊かな山々に囲ま

れ、西側には変化に富んだ海岸線が

続く、自然の魅力が凝縮された地域

 １辺が約16ｋｍの正方形で、総面積

は、255.40ｋ㎡（江戸川区の5倍）

 面積の9割が山林で平地が少ない。

 海・山・川・里・温泉と豊かな自然環境

 自然に育まれた高品質の農林水産物

 400年以上続く伝統的焼き畑農法での栽
培「温海かぶ」、しなの木の樹皮繊維を
糸にする伝統的工芸品「羽越しな布」

 温海温泉は、開湯1200年の県内有数の
温泉地



温海地域の課題①

一方で・・・・

 土砂災害、津波等の自然災害のリスク

が高い

 農業は地形的制約から大規模化が難し
く、経営効率は低い

 工業団地もなく、小規模事業者が主で
あり、若者の就業の場が不足

 利用者減少によるバス路線の廃止や
減便

 商店や医療機関等生活サービス機能が
低下

 少子化による保育園、小中学校の統廃
合、県立高校の廃校

 人口減少、高齢化により、人材不足、
財政難等集落の自治機能が低下、地域
文化の継承も困難に
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 温海地域の年齢層別人口推移

 温海地域の人口ピラミッド
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温海地域は、鶴岡市街地から30～40ｋｍ離れていることから、子育て世代を中心とし
た若い年代層が市街地へ転出し続けた結果、毎年２００人が減少。現在は、1960年
（昭和35年）の約１/３。このまま推移すると・・２０年後１/２に！４０年後１/５に！
これまで維持・継承されてきた地域行事や祭典、伝統芸能・文化、農作業、地域の共同
作業などの実施、継続が難しくなってきている。
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温海地域の課題②

（現状のコーホート変化率・修正率・若者転出率で計算）
 温海地域の人口予測シミュレーション

20,382 

17,456 

15,459 
14,438 14,051 

13,255 
12,350 

11,518 
10,608 

9,641 
8,685 

7,550 6,904 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

温海地区人口推移

（1960年～2019年）



関係人口の創出・拡大

 Society5.0時代にふさわしい仕組みづくり
経済財政運営と改革の基本方針2019〔令和元年6月21日閣議決定〕

東京一極集中の是正、地方への新たな人の流れの創出

〇特定の地域に継続的に多様な形で関わる「関係人口」の増加、二地域

居住・就業の推進

 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」〔令和元年12月20日〕

【基本目標２】地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる

主な施策の方向性

（１）関係人口の創出・拡大

①関係人口になるきっかけづくり・土壌づくり

②受入地域における取組

 第２期 鶴岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略〔令和2年3月〕

【基本目標２】ひとの交わりを加速させ、移住者や関係人口を増やす

具体的な施策

（１）移住・定住・地元回帰の促進

（２）関係人口・交流人口の拡大



プログラムのテーマ

 関係人口への期待

日本全体の人口が縮小に向かう中にあり、今の温海地域の人口減少に歯止め

をかけることは難しいと考えるが、地域外の人に対し温海地域を支える担い手

としての活躍を促すことで、地域の活力を維持・発展させ、更に多くの若者と

の関わりの中で住民が刺激を受け、交流が新たな価値を生むなど、地域活動が

活発化することを期待している。

 関係人口になるきっかけづくり・土壌づくり
地域課題の解決に向けては、外部人材の協力が必要不可欠である。

地方に何かしら関わりを持ちたいと考えている「都市住民」が温海地域に関わ

る仕組みづくりと、都市住民の視点で魅力と感じるコンテンツ、関わりしろと

なる課題の洗い出し、磨き上げについて調査、分析をお願いしたい。地域内外

の多様なメンバーが地域づくりに関わる仕組みを一緒に考えていただきたい。

〇想定される関わりしろ（地域の課題）

・産業や生活の担い手不足（温海かぶ、羽越しな布、除排雪作業など）

・関係案内所となりうる中間支援組織などのプラットフォーム構築の検討

（温海ファンクラブ、中高生と大学生との繋がりなど）



プログラムの概要・スケジュール

 プログラムの概要
受 入 地 域 山形県鶴岡市温海地域

受 入 人 数 ２～５名

受 入 期 間 ８～９月：２泊３日～３泊４日の現地フィールドワーク

（柔軟な対応が可能）11～１月：オンラインによる地域交流会

回数や持ち方については学生と相談

行政の支援 現地活動、オンライン地域交流会の支援

地域住民、地域団体・組織、地域おこし協力隊OBとの連携・交流のセッティング

地域内の移動、施設の案内や手配等

 プログラムのスケジュール

６月
活動計画打
合せ
現地活動に
ついての事
前説明

８月中旬～９月
地域資源についての調
査活動（各種体験、視
察、ヒアリング）
地域住民、地域団体と
の意見交換

11～1月
オンラインによ
る地域交流会
地域住民、地域
団体との意見交
流会

２～３月
地域住民、
関係者、行
政職員を対
象とした現
地報告会



東大ＦＳが

地域を変える！

高畠町商工観光課 ブランド戦略室
主任 鈴木祐介



高畠町とは、

人口 22,771人（男11,126人，女11,645人）

1973年、近代農業が推奨される時代に、地域環境を大切にする

ため高畠町有機農業研究会を地域の農業者38名が立ち上がり、有

機農業の分野では全国でも注目を集め、現在も有機農業水稲栽培

面積は山形県内でトップを牽引し続けている。現在は、若手農家

たちが「健康な食」を町内に広めることをテーマに活動をスター

トさせた。

また、県内でも食品加工業が特出している地域であり、ジャム

やドレッシング、ワイン、日本酒などが製造され、全国の百貨店

等でも人気のあるものが多い。最近は、海外進出（輸出）を視野

に入れた事業が展開されている。



この地域の若者は、





高畠町は
やりたいことがない、
できない地域 なのか



んなことない



2019東大FS経験者の声

地域には、「かっこいい大人」がいる。

・こだわりをとことん追求している

・他人の声に耳を傾ける

全国にも負けていない、むしろ抜きんで

ている人もいる。「かっこいい大人」の

力を借りて、若者が高畠で輝く姿を想像

できる町にしたい

2019活動実績

現地活動 ２回
（8月、11月）



2020東大FS経験者の声

・交流を通して、自分を見つめ直し、視野を広

げるきっかけを作ることが東大生の役割。地元

の中学生は、予想以上に将来への展望を持って

おり、逆に良い刺激を受けた。

・町が好きで、将来町で働きたいという地域へ

の想いを持った生徒もいた。

・地元生徒と関係性を築くには、オンライン授

業の回数を増やす必要がある。

・教育（自己成長）をテーマにすることで、オ

ンラインで取り組みやすいものとなった。

・進路を考える時期に重要な取組みである。

2020活動実績

オンライン特別授業
高畠中学校 ２回

（12月、1月）



11 月

オンライン特別授業①

高畠中学校 10年後の職業

を考える。

2020 年 12 月

2021東大FSは、

現地活動とオンライン交流のハイブリット！

2019 2020 - 2021 2021

2019年8月

現地活動① 企業見学、

フィールドワーク

現地活動② 有機農業

イベントに参加

2021 年 1 月

オンライン特別授業②

高畠中学校 自分を見つめ

直し、目標設定。宣言。



2019東大FSの取り組むテーマは、

１）地元生徒の成長につながる取り組み
・オンライン形式の授業を地元学校で実施する

２）東大FS に継続性を持たせる仕組み作り
・活動拠点の確保
・空き家、空きスペースの利活用



地方に当然のようにある豊かな生活に



オンラインによる利便性や
東大FSの新規性を加えることで



生徒が

輝き

地域が

活きる



２-３月

2021年度東大FS 事業スケジュール（予定）

オリエンテーション
学内ワークショップ、オンラインによる交流

４月
５-７月

８-９月

現地活動①
現地ヒアリング（学生、企業、地域団体など）
現地の空気感や人間性を体感する

学内研究
オンラインによる交流事業の実施

現地活動②
現地報告会 プロジェクト成果報告・検証

※現地活動の時期は、学内ワークショップやコロナの状況を見て決定します。

10-１月



フィールドスタディ型政策協働プログラムオリエンテーション

富山県



～新しい「地域における滞在型観光」の進め方～

◆氷見市長坂集落
人口：102人（44世帯）
高齢化率：55.9%
面積：3.07ｋ㎡
（2018年1月現在）

長坂集落は氷見市北部に位
置する女良地区内の集落です。
石川県境に近い中山間地域で、
棚田が広がり、平成11年度から
「棚田オーナー制度」などに取り組
んできています。

長坂集落は、棚田と優れた景観が特徴の地域で、かねてか
ら棚田オーナー制度など外部との交流事業が行われてきまし
た。そんな中で、氷見市において古民家ホテルの創設・運営
や優れたエリアマネジメントで知られる株式会社NOTEと包
括協定を令和元年度に締結し、長坂集落を中心とした観光体
験プログラムの開発と、集落内の空き家を用いた古民家ホテ
ルの創設などを進めています。
そして令和２年度には、東京大学のオンライン形式による

地域交流会で「コロナ下の新しい生活様式における滞在型観
光のあり方とは」と題して、参加いただいた学生の皆さんに
複数の案を考えていただいたところです。

6月 顔合わせ（氷見市）、事前調査

8～9月 現地活動（体験アクティビティの検討・試行）

10月～１月 課題整理・政策検討

２月 住民への成果報告会（氷見市）

＜MISSION＞
・令和２年度のオンライン地域交流会にて学生の皆さんに
描いていただいたアクティビティについて、
「実際に現地で見、現地で体験すること」を通して
「どうすれば実現可能とできるか」
について、地域住民とともに考えていただきます。

＜提案いただいたアクティビティ＞

【食と農】
棚田新発見ツアー、棚田で楽しむ星空のBAR

【つくる（伝統）・お土産】
氷見の自然・食・文化を味わうお弁当作り体験ツアー、
宮大工の技術とひみ里山杉を感じる升作り体験ツアー

【海と山、景観】
氷見の自然・景観を感じる朝ヨガ、
講師同行の写真撮影ツアー

＜フィールドワークの協力・支援者＞

・長坂集落の皆さん
・氷見市地域おこし協力隊員
・株式会社NOTEの皆さん
・富山県中山間地域対策課、
氷見市地域振興課 他



石川県
フィールドスタディ型政策協働プログラム

オリエンテーション



東大生と共に取り組む政策プログラム（全体概要）

活動地域 活動内容 活動期間

能登町

能登の里山里海を紡ぐ関係人口創出の
場づくり
➢ ワーケーションなどを通して関係人口（能登町のコ

アなファン）を創出し、そこから町内事業者や集落
の共創パートナーとなる仕組みの提案を行う。

６月～２月
（現地活動は

８月or９月に実施）

石川県内の下記地域での現地活動を通じ、課題解決策を提案していただきます。
（具体的なスケジュールや役割分担は、参加人数や学生の希望を踏まえて決定します）

能登町



【MISSION】

能登の里山里海を紡ぐ関係人口創出の場づくり

2021年度FSプログラムでは関係人口創出事業に取り組みます

石川県能登町



石川県能登町

能登町

● 金沢市

世界農業遺産「能登の里山里海」が体感できるまち

◆首都圏からのアクセス
羽田空港～のと里山空港 60分
空港から市街地まで25分

定置網漁・いか釣漁が盛ん

田の神様に感謝「あえのこと」 日本遺産「キリコ祭り」

2015年国勢調査
◆人口 17,568人
高齢化率 45.7％
面積 273.27k㎡

◆就業者数 8,248人
1次産業 16.9％
2次産業 22.3％
3次産業 60.8％

【能登町の概要】



石川県能登町

都市部
社会人

観光客
ワーケーター

能登町の
コアなファン

共創パートナー

能登の暮らし
能登人との出会い

共創/自己実現
能登の課題解決

交流 関係 移住/副業

観光
ワーケーション

能登の暮らしを
体験しながら仕事する

能登の
コアなファンに！

･何度も来たい！
･能登で何かやりたい！
･能登に移住したい！

能登の居場所/関わりしろを
つくる

町内
事業者
集落

能登での出番をつくる

能登の
コアなファンの
コミュニティへ

移住者/副業人材

コアなファンづくりの出番と居場所をつくる



将来人口推計
2015年 2040年

人口 17,568人 8,648人
高齢化率 45.6％ 56.6％
※2040年には人口の1割が90歳以上

【背景】

・ライフステージごとの人が少なくなる
・過疎化による一人当たりの距離や空間
が広くなる
・高齢化による人口構造の変化

・就業者や地域社会の担い手の減少

能登の暮らしが受け継げない

若者流出から始まる負の連鎖

※新型コロナウィルス感染症による影響
宿泊客数の減少
2019年_100千人 → 2020年_48千人

石川県能登町

これをワクワクに変えたい！



【活動内容】 ※募集人数 3名

〇活動地域 能登町全域/東京都

〇活動内容 ①能登のコアなファンのコミュニティづくり

②多様な共創を生む場づくり オフライン/オンライン

③ワーケーションプログラム企画実証など

〇活動期間 ６月～２月 オンライン×現地２回

（８or９月_現地活動、２月_現地報告会）

〇受入体制 町地域戦略推進室/定住促進協議会職員と共に創っていきます

石川県能登町



石川県能登町

能登のワクワクをつくる学生を待っています



フィールドスタディ型政策協働プログラム オリエンテーション 2021年４月20日

日本で一番しあわせな福井で

一生の思い出に残る夏
を

大野市
小浜市



全４７都道府県
幸福度ランキング

４回連続日本一
仕事分野１位（雇用が安定、働く女性も日本一）
教育分野１位（子供から大人まで学び続ける環境が充実）

北陸新幹線の整備により
大環状ルートが形成北陸新幹線

2024年春福井・敦賀延伸

福井の人口は2000年の82.9 万人をピークに、2040 年には64.7 万人まで減少（推計）

一方、北陸新幹線の大阪全線開業により立地条件が飛躍的に向上する見込み

地域課題の解決、関係人口の創出にみなさんの発想力や企画力を発揮しませんか

そして福井を第２のふるさとに！

福井県の紹介

東京から

福井 2:53 3:2532分短縮



私たちの小浜市は、

日本ではじめて象が来たまちです。

水と魚や野菜が一番うまいまちです。

京や奈良の都へ文化を伝えたまちです。

時代の先覚者をたくさん生み出したまちです。

（小浜市民憲章より）

福井県 小浜市
ＯＢＡＭＡ ＣＩＴＹ

みんなで描く！悠久の歴史と風土が活きるまち

～ 新たな時代の御食国 若狭おばま ～
みけつくに

【人 口】 ２８,９３４人 （R3.1.1現在）

【世帯数】 １２,１０９世帯（R3.1.1現在）

【面 積】 ２３３.１１㎡

「おばま市」
ココ！

名勝「蘇洞門」(そとも)

（米ＣＮＮ）日本の「最も美しい場所」3１選

「若狭塗箸」

塗箸生産 日本一！
（全国シェア80％超）



小浜市の特徴 ＜観光まちづくり編＞

体験観光エリア
教育旅行＆体験型観光エリア

４駅連携エリア
まち歩き＆周遊型観光
古い町並み・歴史文化拠点

＆鯖街道の起点

日本遺産エリア
（日本遺産構成遺産群集中地域）

歴史・文化遺産
＆鯖街道（針畑越）

若狭地域全体

自然を生かした滞在型・体験観光

「交流結節点」として
栄えてきた
歴史・文化、食、自然、
海・山・川・里・街

全てが上質の「本物」を備えた
四季を感じられる

「スロー」なまち。

人を押しのけてでも
前に出ようとする気がない
“穏やかな!?”気質の住民たち

故に、ＰＲベタ・・・ なまち。

国宝「明通寺」



 

小浜新幹線駅 

小浜から60分以内で
新大阪駅や金沢駅へ

新幹線沿線都市との
所要時間の短縮

京都まで19分！ 大阪まで38分！
⇒関西や北陸が生活圏に！

東京と直通
⇒国内外とのアクセス向上！

◇ 平成２８年１２月 北陸新幹線 小浜・京都ルート 正式決定！◇

北陸新幹線 全線開業 インパクト！ （５００年に１度のビッグバン！）

小浜市公認キャラクター

さばトラななちゃん



2017
H29

2018
H30

2019
Ｒ１

2020
Ｒ２

2021
Ｒ３

2022
Ｒ４

2023
Ｒ５

2024
Ｒ６

2025
Ｒ７

2026
Ｒ８

2027
Ｒ９

2028
Ｒ１０

2029
Ｒ１１

2030
Ｒ１２

北陸新幹線
スケジュール

新幹線整備計画

まちづくり計画

＜課題＞北陸新幹線全線開業に向けたＳｏｃｉｅｔｙ５.０の活用

北
陸
新
幹
線

全
線
開
業

（
目
標
）

北
海
道
新
幹
線
開
業

第６次 小浜市総合計画
「みんなで描く、悠久の歴史と風土が活きるまち」 ～新たな時代の御食国若狭おばま～

敦
賀
以
西
ル
ー
ト
決
定

敦
賀
開
業

全
体
ル
ー
ト
公
表

（Ｒ２策定） 北陸新幹線全線開業を活かした小浜市新まちづくり構想
「スマート＆スローシティ 御食国若狭おばま」～あなたらしく、ここちよく、あなたらしく～

小
浜
新
幹
線
駅
位
置

発
表
予
定

第５次 小浜市総合計画 「夢、無限大」感動おばま
～自然と文化が織りなす地域力結集プラン～

用地買収・新駅ほか建設工事

５Ｇ(６Ｇ?)

ＭａａＳ

ＡＩ
ＩｏＴ

ＳＤＧｓ ビッグデータ

★小浜市は新幹線時代に向かって・・・

① 何が活用できるの？

② 何を準備すればいいの？

Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０
ワケわからん!?

新幹線まちづくり戦略
新幹線駅周辺整備基本計画

≪策定しなきゃ！≫

敦
賀
開
業



活動エリア 新幹線駅整備予定エリアおよび小浜市街地

活動内容
・小浜市の状況把握
・新幹線時代の小浜市に適したＳｏｃｉｅｔｙ５.０の研究

目 標
【提案】
① 新幹線開業に向けて「何が」活用できるか。
② そのためには「何を」準備するべきか。

スケジュール

＜６・７月＞ ワークショップ（顔合わせ・現状把握）

＜８・９月＞ 現地調査・交流
・活動エリアは概ね５km四方
・自転車アリ
・宿泊先 古民家 手配可能

＜10～１月＞ ワークショップ（現地活動振り返り）

＜２・３月＞ 報告会

※新型コロナウイルスの感染状況により調整

＜活動エリア・スケジュール＞

★将来像★

スマート
＆

スローシティ！

“スロー”な暮らしに
北陸新幹線や先端技術を
かしこく取り入れた

“スマート”な暮らしの実現！



①人口 ⇒ ３２，２９５人 （令和３年２月１日現在）
②面積 ⇒ ８７２．４３ｋ㎡ （県全面積の２０％）
市面積の８７％を森林が占めている。

③人口減少、少子高齢化

名水のまち 現在でも約7割の人が自宅に井戸を持ち、
地下水をそのまま飲用、生活用として利用している。

名水のまち 大野市



世界で輝く大野の水

①豊かな水に育ま
れた「水の箱庭」

②枯渇の苦難を
乗り越えた歴史

③古来より伝わる
「結」の心

地下水を守り続けて、今も使い続けている
世界に誇れる40年以上継続している保全活動、恵まれた地形

大野から水のありがたさを世界に発信



「水」というテーマについてのボードゲーム

● フランス・オルレアン市とベナン・パラク―市（オルレアンの支援地）と協力し、水に対する市民の意識を高めるために、市民が共通し
て使うことのできる教材として制作。

〇 楽しみながら、水のことを学べる。

〇 互いの国や文化を知り、尊重することが、協力して水を守ることにつながる。
〇 こどもたちもゲームのコンポーネントであるクイズ作りに参加。

Ono

Parakou

Orléans

FRANCE

BENIN

JAPAN

ロワール川の流域

http://wikipedia.orange.fr/wiki/Fichier:Africa_(orthographic_projection).svg


流れ

【活動スケジュール】

5月～7月 学内ワークショップ オンライン

7月 3市ZOOM会議にてメンバー紹介。3～6月の実績報告、話し合い

以降、フランス担当者、ベナン担当者と意見交換しながら、
ゲームの普及と魅力向上に取り組む。

9月、12月に市の担当者に経過報告
市の担当にゲーム大会を開催してもらい、アンケートを実施する。

2月 ワークショップ
アンケート結果を反映し、ボードゲーム2021改良版完成

2月 報告会 学内 大野市

【コミュニケーションツール】
ZOOMかskypeのいずれか、電子メール、電話

【留意点】
時差、水環境の違い、文化の違い、フランス語（英語）



フィールドスタディ型政策協働プログラム
オリエンテーション 1



１

八ヶ岳

南
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ル
プ
ス

富士山

甲州市

●

甲府市

・人口 30,670人

・H17年塩山市､勝沼町､大和村が合併

・新宿から、ＪＲ中央線、中央自動車道

で９０分

甲州市大和町【甲斐大和地区】
◼ 地区の特色
• 甲府盆地の玄関口（鉄道、国道、高速道路）
• 高齢化率３８．２％（Ｈ２８年度現在）
• 年間約３万人の大菩薩連嶺への登山客
• 自然（大菩薩連嶺、日川渓谷）
◼ 課題
• 豊富な地域資源が、上手く活用されていない。

• まちづくりや地域活性化を推し進める人材が不足し
ている。

• 観光客（登山客）は来訪しているが、経済的な循環
が構築されていない。



戦国大名武田信玄公の四男で信玄公と諏訪姫の子である
戦国時代最強と言われた甲斐の虎信玄の後を継いだが、最後には家臣の裏切
りもあり甲斐武田家が滅亡してしまう

武田勝頼公の評価
芳しくない評価に対し近年違う評価されるようになっている

武田家を滅亡させてしまった無能な武将？

3



フィールドの勝頼公関連史跡
1. 菩提寺「景徳院」
2. 姫ヶ淵
3. 首洗い池
4. 最後の戦場「鳥居畑古戦場」
5. 最後に目指した「栖雲寺」
6. 武田家一門を慰める「巫女の舞」
7. 四郎作古戦場跡
8. 片手千人切
9. 鞍懸
10.血洗沢

4



• 日本百名山「大菩薩嶺」への入り口であり大菩薩連嶺
• そば切り発祥の地「栖雲寺」
• 旧甲州街道「駒飼宿」
• 特産品甲州鞍馬石
• 日川渓谷「竜門峡」
• うらじろ（オヤマボクチ）のうらじろ饅頭
• 田野十二神楽

5



令和3年6月・7月

月日 4月‐5月 6月‐7月 8月‐9月 10月‐11月 12月‐1月 2月‐3月

フェイズ

スケジュール

●6月：状況説明等（連絡調整）

●7月：事前研究

●8月-9月：現地フィールドワーク（地元ヒアリング）

●10月-12月：調査結果の整理及び提案メニュー検討

１．現地調査・ヒアリング

現地踏査やヒアリングを
行い状況把握と課題を

確認

２．活用メニューの検討

勝頼公を活用したPRの
方法やターゲット層など

の検討

３．提案メニューの作成

活用メニューの案を数個
作成し提案

４．メニュー実現へ企画

提案頂いた活用メニュー
のより実現に向けた企

画の作成

事前学習 現地研修 提案・検討 振り返り・報告

●2月-3月：報告会 提案

フィールドワークの内容

6



連携

観光協会

地域まちづく
り協議会

勝頼公を詳し
く知ろう

勝頼公と地元
の関わりを調
べよう

勝頼公を持続
可能な観光資
源にしよう

勝頼公とほか
の資源をつな
げよう

7
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観光

Tourism

・桃狩り、ブドウ狩り
・ゴルフ場やスキー場があり
通年で観光誘客ができる

・市内（石和温泉）や隣町の
富士河口湖との観光格差

・季節ごとの楽しみはあるが
通年を通しての観光資源が
乏しい

・縄文時代からの歴史ある地区

・鎌倉街道が通り面影が残る

・歴史資源を活用できていない

・日本一の桃ブドウの生産地

・耕作放棄地の拡大

・農家の担い手不足

歴史

History
農業

Agriculture

-2-



観光

tourism
歴史

history

若者、東大生ならではの気づきを活か
した持続可能な街づくりのための提案

①歴史から未来の農業に繋げる
稼ぐ農業経営の提案

（例）土壌・これからの気候を予想した
作物の提案

③地域の歴史に着目した歴史観光づくりの提案
（例）清水の次郎長親分は静岡でとても有名だが、
ライバルとして知られる黒駒の勝蔵は有名ではな

いため、その人物に着目した観光地づくり

農業

agriculture

②主要産業である農業(桃・ブドウ)と
観光が結びつく提案

（例）夏の収穫時以外にも農作物を利用
し集客できる提案

-3-



顔合わせ(6月)
ワークショップ

(7月)

・顔合わせ

・ワークショップ

・ヒアリング調査

・大まかな方向性の
決定

・御坂地域視察とフルー
ツ狩り体験
(時期が合えば納涼祭り
や、伝統行事の観覧など
も予定)

※コロナウイルスの状況
で中止又は内容変更が生
じる場合があります。

・プレ報告会

・報告会前最終調整

・現地報告会
（市の職員や御坂地
域の農業、観光業事
業者）

現地調査(8月)
オンライン打ち合わせ
(９月～12月)

プレ報告会(2月)
現地報告会(3月)

-4-

可能であれば地元のテレビ局や新聞社等にも取材依頼をして学生と本市のPRを予定



長野県
雪の利活用の推進と地域活性化の研究

2021年度 東京大学フィールドスタディ型政策協働プログラム オリエンテーション

1

～雪とともに育む豊かな故郷 北信州～



「北信地域」ってどんなところ？

2

北信地域は、長野県の最北端に位置し、高社山を境に

北部は最深積雪が２ｍを超える全国有数の豪雪地帯※

です。

農業と観光が基幹産業となっており、県内でも有数の米、

果物、きのこ等の産地です。

また、志賀高原、斑尾高原などの雄大な自然環境や、

湯田中渋温泉郷や野沢温泉などの豊富な観光資源に

恵まれた観光エリアでもあります。

※豪雪地帯対策特別措置法による指定の状況

特別豪雪地帯・・・飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

豪雪地帯・・・・・・・中野市

高社山

中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村の２市１町３村を言います。

（北信州、北信濃など、他にもいろいろな言い方をします。）



若者定着のための雪に強い故郷暮らしプロジェクト

◆雪に負けない、雪を楽しむ暮らしづくり

・豪雪に対応した除雪体制の確保

・生活エリアの除雪の仕組みづくり、克雪住宅の普及

・地域用水を活用した消雪施設の総合的な検討・支援

・観光資源としての雪の活用、食品等の雪中貯蔵等に

よる高付加価値化の研究、雪国暮らしの知恵を学ぶ

機会の提供等

「信越自然郷」等通年型広域観光推進プロジェクト

◆稼げる通年型の観光地域づくり

・「雪遊び」（スノーシュー等）、「かまくら村」等 「豪雪ＧＯ
遊」の推進

「米・果物・きのこ」産地パワーアッププロジェクト

◆雪中貯蔵・雪室熟成の研究

・農畜産物や加工食品の雪中貯蔵・雪室熟成による

高付加価値化に向けた研究

全国有数の豪雪地帯にあって、雪に強い生活基盤が整備され、年齢を重ねても安心・安全で健康な生活を送ると

ともに、地域住民が支え合い、子どもたちの声が響きわたる中で、絆と活気に満ちた故郷暮らしが実現している。

雪や温泉、信越トレイル、スノーモンキーなどの恵まれた観光資源を基に、「世界水準の山岳高原観光地」「日本

の原風景と文化の『故郷』」が形成されている。

北信地域のめざす姿 （長野県総合５ヶ年計画２０１８北信地域編から抜粋）

米、果物、きのこなどの一大産地として発展するともに、地元農産物の地消地産が進んでいる。

め
ざ
す
姿

重

点

政

策
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➢ 気候非常事態宣言の理念を具現化するための方針として2020年4月1日に策定

➢ 二酸化炭素排出量を2050年度までに実質ゼロにします

➢ 最終エネルギー消費量を７割※削減し、再生可能エネルギー生産量を３倍※以上に拡大します

➢ 県のあらゆる政策に気候変動対策の観点を取り入れ、県民とのパートナーシップで施策を推進します

➢ エネルギー自立地域を確立するため、地域主導による再生可能エネルギー事業を推進します

※2016年度実績に対する2050年度の比較。長野県気候危機突破方針から一部抜粋。

参考ですが・・・長野県の気候非常事態宣言

4

➢ 2019年12月６日、都道府県としては全国で初めての宣言

➢ 県民一丸となった徹底的な省エネルギーと再生可能エネルギーの普及拡大の推進、さらにはエネル

ギー自立分散型で災害に強い地域づくりを進め、本県の持続的発展を図っていく

気候非常事態宣言－２０５０ゼロカーボンへの決意－

長野県気候危機突破方針～県民の知恵と行動で「持続可能な社会」を創る～

雪（雪氷熱）の利活用は、この方針にも合致します！



5

具体的な活用例

観光資源として

～検討や試験も行っています～

◼ 昭和６１年～平成２３年まで利雪農業開発振興協議会で、雪中保存や抑制栽培の試験、検討などを実施。

◼ 市町村では、雪エネルギー検討会議、雪室利活用協議会などで雪の活用方法を探っています。

雪まつり（いいやま雪まつり）

かまくら祭り・レストランかまくら村

雪室コンビニ

もちろん、スキー、

スノボ、スノーシュー
での雪山歩きも！

ゆきはきみへの
おくりもの

雪チャリ

雪室とは・・雪を使った
『天然の冷蔵庫』！



6

具体的な活用例

雪中貯蔵・雪室熟成
◆農畜産物は雪中貯蔵で甘みが増すと言われています。

花（ユリや桃など）の
抑制栽培もあります。

冷房などの使用
◆野沢温泉スパリーナ

館内の冷房に雪を利用しています。

お隣の新潟県では
小・中学校の冷房

に利用。

◆日本酒は味がまろやかになります。

りんご、人参、じゃがいも、キャベツ、そば、肉、その他にもいろいろ。

◆スポットクーラー
夏のイベントなどで簡易型の雪冷房装置による冷房や、

雪を運んで涼しさを体験していただきます。



みなさんにやってほしいこと

7

課題はいろいろあります！

➢ そもそも雪の有効活用って、どうやればいいか方法がわからない（今も検討しています）

➢ これまで取り組んで来た人たちも高齢化している（活動の後継者がいません）

➢ 雪は厄介者のイメージが根強く、地域資源として活用ができていない（機運の醸成が不足）

市町村、地域団体・住民、事業者のみなさんと意見交換・ヒアリング

地域外の若者の視点を通してアイデアを提案

地域での取組を一緒に考える

➢ 雪中保存での味の変化についてエビデンスがない（望む結果が出るとは限りません）

ミッション

②雪中貯蔵による農産物等の味の変化の検証へのアドバイス

①雪を地域資源として利活用する効果的な方法の提案

そして、この取組が地域の活性化につながることを期待!!



✓ フィールドワーク、課題整理
雪室などの施設見学と、取組を行う皆さんとの意見交換等から、課題や悩みを整理し取組の検証をしてください。
そして、イベントに参加して一緒に活動してみましょう。

✓ 事前調査、事後調査
お隣の新潟県など他の道県、また長野県内の他の地域でも様々な取組が行われています。
参考にできるものや、新たな取り組み、発想のヒントになるものを調べ検討してみてください。

みなさんにやって欲しいこと

8

✓ 味の変化の検証
農畜産物やお酒を雪中貯蔵すると、甘みが出たりまろやかになるなど、味が変化すると言われています。
この味の変化を、科学的な数値で示すことができると、雪の効果がわかりやすく伝わります。

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

４月 ５月 6月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

･７月:学内での事前調査

･4月:オリエンテーション

･8～9月:オンラインでの事前調査

･1～2月現地フィールドワーク(冬期)

･10～12月:学内での課題整理、事後調査

・2月:現地報告会

現地活動 冬期それぞれ１週間程度、現地報告会
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［フィールド］

森宮野原駅
駅における日本最高積雪地点
(観測史上最高の７m85cmを記録）

飯山市

・米、アスパラガス等の産地

・オヤマボクチをつなぎに使った

「富倉そば」、「笹ずし」が有名

・雪室実験棟での貯蔵実験

中野市

・えのきたけ等きのこ類、りんご、

ぶどう、もも等の果物の産地

・市内の酒造会社が木島平村の

生産者らと連携して雪中貯蔵酒を

販売

山ノ内町

・りんご、もも等の果物の産地

・志賀高原、北志賀高原、湯田中渋温泉郷、

スノーモンキーなど県内有数の観光地

・オヤマボクチをつなぎに使った「須賀川そば」

が有名

・雪室「スノーパル」での農産物の貯蔵等

栄村

・秘境「秋山郷」が観光名所

・米、山菜等の産地

・貯雪実験の実施

野沢温泉村

・野沢温泉、スキー場など県内有数

の観光地

・野沢菜の産地、野沢菜漬が有名

・スパリーナでの雪利用（冷房利用）

木島平村

・米、酒米（金紋錦）の産地

・雪中貯蔵酒「内山の雫｝

・オヤマボクチをつなぎに使った

「名水火口そば」が有名

●地獄谷野猿公苑
（スノーモンキー）

●野沢温泉村 「スパリーナ」

●飯山市「雪室実験棟」

●山ノ内町 「スノーパル」



みなさんへのメッセージ

ミッションは「雪の有効活用を一緒に考えてほしい！」ですが、

自然の恵みでもある雪のおかげで、当地域には豊富な水があり、

その水で育つ米や野菜、果物のおいしさは格別です。

温泉もスキー場もたくさんあって、夏も冬もいろいろな

アクティビティが楽しめます。

ぜひ、この地域を楽しんで、ミッション達成のため

地域の皆さんと触れ合ってください。

10



フィールドスタディ型政策協働プログラム

オリエンテーション

2021年4月20日

鳥羽市
TOBA CITY

しろんご祭り 伊勢えび（９月解禁）

カルスト地形
漁村風景



遊休施設の未来検討プロジェクト

鳥羽市プログラム



答志島
・伊勢湾最大の島、三つの集落で構成
・漁業が盛んで、若い漁師も多い
・県下でも有数の漁獲量を誇り、魚種も漁獲量も豊か
・島の女性たちが島の旅をプロデュースする「島の旅社推進協議会」が活躍
・「寝屋子制度」など島ならではの文化や風習が残る

菅島
・本土から約3ｋｍ離れた鳥羽の離島の中で2番目の大きさ
・伊勢志摩を代表する海女の祭り「しろんご祭り」が毎年７月に開催
・日本最古のレンガ造りの洋式灯台「菅島灯台」が現存
・小学生が「島っ子ガイド」として、観光客に島の魅力をＰＲ

坂手島
・本土から約600ｍ沖合いに浮かぶ小さな島
・伊勢の地に天照大神を祀った皇女・倭姫命が都からアヤメを持って
きて植えたとされるアヤメ池が見どころ
・鳥羽市水産研究所の施設があり、種苗の研究、海洋調査、
藻場再生などに取り組む
・江戸川乱歩の妻・隆の出身地

神島
・本土から約14ｋｍ
離れた伊勢湾の入口に
浮かぶ小さな島
・漁師が多く、潮の流れ
が速い海で育ったタコ
は美味い
・三島由紀夫の小説
「潮騒」の舞台

325人
159世帯

288人
200世帯

520人
218世帯

539人
264世帯 378人

160世帯

1,014人
350世帯

桃取地区

坂手地区

菅島地区

和具地区

答志地区

神島地区

４つの有人離島 概要

遊休施設の未来検討プロジェクト



遊休施設・空き家が増えることで起きるデメリット

〇防災性の低下

倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下、火災発生のおそれ

〇防犯性の低下
犯罪の誘発

〇ゴミの不法投棄
〇衛生の悪化・悪臭の発生

蚊、蠅、ねずみ、野良猫の発生、集中

〇風景・景観の悪化
〇その他

樹枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散等

鳥羽市にある集落の多くは海に近いため家屋が塩害を受け劣化しやすい
離島においては資材の海上運搬なども必要となり費用が割高になる

遊休施設の未来検討プロジェクト

遊休施設の課題



４つの有人離島 遊休施設の例

遊休施設の未来検討プロジェクト

移住体験住宅

旧桃取小学校（保育所併設）

寺田宅（三島由紀夫が潮騒執筆）

旧坂手保育所 江戸川乱歩奥さん生家 旧坂手小学校

移住者向けモデルハウス整備



遊休施設の管理や活用を実施する中間支援組織の必要性に関する検討

市民への啓発を促すツール作成に向けた内容の検討

遊休施設の未来検討プロジェクト

各島へのフィールドワーク

具体的な活動と期待したい事

【具体的な活動】

【期待したい事】

住民と活動団体への聞き取り及びワークショップ



4/19/2021 1

滋賀県 長浜市
田根地区・地域づくり協議会

空き家を活用した関係人口

・交流人口の創出による

移住・定住の促進



滋賀県長浜市・田根地区

4/19/2021 2



4/19/2021 3

◼ 自治会 ⇒ １４自治会 （14自治会）

◼ 世帯数 ⇒ ５６５世帯 （565世帯）

◼ 人 口 ⇒ １５２７人 （1848人）

◼ 高齢化率 ⇒ ３９.６２％ （29.44％）

◼ 児童数 ⇒ ４９人 （ 81人）

長浜市田根地区の現状
Ｒ３．２．１現在 （カッコ内は１０年前）



4/19/2021 4

田根の地域課題

少子高齢化過疎化

空き家



4/19/2021 5

これまでの空き家に対する取り組み

慶應大生と地元高校生がサマーセミナーを実施

樽を使ってお風呂づくり
２０１７年

昔ながらの土壁塗り
２０１８年



4/19/2021 6

これまでの空き家に対する取り組み

空き家を使って映画製作や交流会を実施

空き家をテーマに映画制作
２０１５年

空き家を活用した交流会
２０１１～２０１９



課題解決のステップ

「空き家のネットワーク化」

4/19/2021 7

「活用の可能性を高める」

「交流を深め、移住につなげる」



4/19/2021 8

東京からの移住者 慶應大学小林研究会

最近の空き家に対する取り組み

令和元年度 「空き家ネットワーク化事業」を実施



4/19/2021 9

「床板の張替え体験」「茅葺き体験」

最近の空き家に対する取り組み

令和２年度 「体験型交流事業」を実施



東大生の皆さんに期待すること

◆ 自前の空き家バンク機能の構築

・ＳＮＳ等による情報発信のプラットホーム

◆ 空き家活用を運営するシステムの構築

・継続的かつ安定的に運営できる地域内システム

4/19/2021 10



4/19/2021 11

地域課題

過疎化 少子高齢化

地域資源

空き家



4/19/2021 12

悩みのタネ空き家

希望のタネ地域の魅力





滋賀県近江八幡市
OMIHACHIMAN CITY

近江八幡市概要

京都（約40分）
（約1時間）名古屋

PROFILE

人 口 ： 82,322人（R3.2末時点）

世帯数 ： 34,573世帯（Ｒ3.2末時点）

面 積 ： 177.45㎢（内、琵琶湖76.03㎢）

その他 ： 平成22年、旧近江八幡市と安土町が合併

A C C E S S

近江八幡市の概要

大阪（約1時間）

（約3時間）東京



近江八幡市の概要

国内唯一 淡水湖上の有人島

沖島

ヴォーリズ建築
安土城跡

重要伝統的建造物群保存地区

商家のまちなみ・近江商人

滋賀県下観光客数№１

ラ コリーナ近江八幡（たねやグループフラッグシップ店）

近江牛

©たねやグループ

©内藤昌 復元

伝統の湖魚文化

八幡堀



西の湖

現存する琵琶湖最大の内湖

絶景の夕日『近江八幡の水郷』
重要文化的景観国内選定第１号

フィールド〔西の湖〕について

ヨシのある風景

ヨシ刈り

ヨシ焼き

ラムサール条約登録湿地帯であることに加
え、琵琶湖国定公園の一部でもあり、今な
お自然の原風景が多く残されている。
県内最大級のヨシ（葦）の群生地であり、
多くの湖魚や水鳥の棲み処となっているな
ど、琵琶湖の生態系にとっても重要な役割
を果たしている。
雄大な琵琶湖とはまた違った魅力を見せて
くれる。



西の湖を取り巻く周辺環境

安土城跡
観光客数：約7万人/年（Ｒ元）

旧近江八幡市エリア

ラコリーナ近江八幡
観光客数：約320万人/年（Ｒ元）

©たねやグループ

八幡堀周辺
観光客数：約72万人/年（Ｒ元）

廻遊性の不足

旧安土町エリア

旧近江八幡市エリア

©内藤昌 復元



びわ湖よし笛ロードの活用びわ湖よし笛ロード

〔 延長：約26.2㎞（西の湖南側：約8㎞）〕

すぐ傍には西の湖が広がり、自然の景観と風を感じることのできる、
風光明媚なサイクリングロード。
しかし、周辺に休憩スポットなど、人を呼び込むための施設整備はな
されておらず、サイクリストをはじめ利用者の姿はほとんどない。



今後の方向性（初期検討段階）

◼ 安土エリア、西の湖のポテンシャルが活かされてお
らず、観光客など人の流れを呼び込む環境が整って
いない

◼ びわ湖よし笛ロードの経年劣化が進み、自転車や歩
行者にとって危険な状況が生じている

◼ 旧近江八幡エリア、安土エリア間の人の流れを誘導す
る回遊性の向上

◼ 観光客の周遊箇所数・滞在時間を増やすことでの、観
光消費額の増大

◼ 生態系を含む自然環境の保護と、西の湖自体に人を惹
きつける賑わい創出の両立

◼ 自転車や徒歩移動を前提とした西の湖の景観を活か
した廻遊路、及び周辺施設の整備
（官民連携による施設整備）

◼ 「かわまちづくり計画」の策定によるかわまちづく
り支援制度の活用

「西の湖廻遊路計画」イメージパースより抜粋

本市の課題

現 状

課 題

対 策



想定整備対象エリア

豊浦港

びわ湖よし笛ロード（大規模サイクリングロード）

湖上交通

Ｂ＆Ｇ海洋センター
西の湖すてーしょん

既存施設活用検討エリア



想定整備対象エリア（広域）

安土駅

近江八幡駅

ラコリーナ

安土城跡

八幡堀

商家のまちなみ
（旧市街地）

琵琶湖

公共交通との接続



貴学に期待すること学生の皆さん・貴学に期待すること

若者の感性、トレンドを取り入れたアイデア

こんなことに興味のある学生の皆さんのご参加をお待ちしています！

期待するＰＯＩＮＴ

水辺空間の
オープン化

ランド
スケープ

移動手段
観光客
行動分析

生態系
保全

官民連携
文化財の
保全・活用

自然公園
利活用

情報発信

西の湖周辺の整備（賑わいを生み出す仕掛け、施設内容、移動手段など）検討

賑わい
創出



スケジュール

４月 ６～７月 ８～９月 10～２月 ３月

現地説明会

事前打合せ

西の湖を取り巻く状況、
本市の検討の方向性など
を共有

現地活動（２～３日）

実際のフィールドを確認
してもらい、課題の原因
が何なのか、どんな活用
方法が考えられるのか、
肌で感じてもらいます

アイデア検討期間

本市や関係団体で組織
する検討協議会や、庁
内連携会議などとも意
見共有を図りながら、
魅力的な整備方針を検
討してもらう期間とし
ます

オリエンテーション



新しく開館する
境港市民交流センターを
地元高校生に
活用してもらうためには

２０２１年４月20日

東京大学フィールドスタディ型政策協働プラグラム

オリエンテーション



境港市ってどんなところ？
≪人口≫約3万3千人 ≪面積≫約30㎢

≪地質≫平坦な砂地で大きな川がなく、水害や

土砂災害がない

・鳥取県の北西部、弓浜半島の北端に位置

し、三方が海に開けた『港町』

・「米子鬼太郎空港」から東京便が発着

東京 飛行機 約１時間２０分

・小学校６校、中学校３校

・高等学校

普通科高校１校、技術科高校１校



境港市の楽しみ方（さかな・海・妖怪）
• 日本屈指の水産基地「境漁港」では、主にマ
グロ・松葉ガニ・ベニズワイガニ・イワシ・
スルメイカほか多種多様な魚が水揚げされて
いる（カニの水揚量は全国１位）

• 水産王国・境港ならではの新鮮な水産物の取
引風景や市場の活気を体験できる『境漁港見
学ツアー』が好評

• 昨年、境港から米子の皆生温泉までのコース
「白砂清松の弓ヶ浜サイクリングロード」が
完成（約15.8km）

• 海辺では、ビーチスポーツやボート・ヨッ
ト・SUP等のマリンスポーツも充実

• 釣り目的で移住される方も。

・水木しげるロード

平成５年７月にオープンし、平成30年７
月に大規模リニューアル。鬼太郎やねずみ
男、ねこ娘など大小177体もの妖怪ブロンズ
像が設置

・水木しげる記念館

平成15年に水木ワールドの集大成として
建設。水木しげる氏の独創的かつ多様な作
品・人生哲学等を展示や映像で紹介

市場に並ぶカニ マグロの水揚げ 2019ｾｰﾘﾝｸﾞ世界選手権大会 水木しげるロードの賑わい



境港市民交流センターの概要

基本理念

「市民が集い、安心できる、交流と防災の拠点づくり

～みんなが集まる広場のような複合施設～」

機能

•ホール

（800人収容）

•図書館

•会議室

•防災拠点 等

開館予定

令和4年

春頃

エントランスホールのイメージ弓ヶ浜広場と建物外観のイメージ



境港市民交流センターの概要

ホール（平土間）のイメージホール（客席展開時）のイメージ 図書館のイメージ



新しく開館する境港市民交流センターを
地元高校生に活用してもらうためには

学生に期待すること

①市民交流センター内の図書館、ホール、会議室等の機能を
踏まえて、境港市の高校生がどうすれば市民交流センターを
活用したくなるか提案してほしい。

②境港市のこれまでの生涯学習・社会教育に関する取組を踏
まえ、他の社会教育施設と市民交流センターが相互に連携し
た活用方法を提案してほしい。

③境港市の高校生と交流して、外部人材だがらわかる境港市
の課題や魅力、住んでいてわかる東京の課題や魅力について
伝えてほしい。



①高校生がどうすれば市民交流センターを
活用したくなるか提案してほしい。

活動内容

・類似施設の事例調査（〇〇市民交流センター）

・若者世代による複合施設活用の事例調査

（例：武蔵野プレイス ティーンスタジオ）



②社会教育施設と市民交流センターを相互連携し
た活用方法を提案してほしい。

活動内容

・市内の社会教育施設の現地調査

（市内７公民館、海とくらしの史料館 等）

・高校生活用のヒントとなる場所や人の現地調査



③高校生と交流してほしい

活動内容

・境高校、境港総合技術高校、市内在住高校生と
交流して、地元高校生の生の声をヒアリングして
ほしい。



活動スケジュール（案）

６月：オンライン形式での交流

・類似施設の事例調査

・若者世代による複合施設活用の事例調査

８月：現地活動

～ ・市内の社会教育施設の現地調査

９月 ・高校生活用のヒントとなる場所や人の現地調査

・地元高校生との交流

～：オンライン形式での交流（2回程度）

３月：現地報告会



皆さんのお越しを
お待ちしております！

みなと祭の大漁船 てぬぐいひらひら 特産の白ネギ

ベニズワイガニ 水産まつり まぐろの解体 伯州綿伯州綿



南部町企画政策課



鳥取県南部町ってドコ？

★面積 114k㎡
★人口 10,589人
（3,897世帯）
★高齢化率 37.67％
（令和３年１月末現在）
★産業構造
第１次 1,029人（16.35％）
第２次 2,065人（31.65％）
第３次 3,412人（51.65％）

2



地元住民に
とっても

暮らしやすい
まちづくり

全世代・全員活躍のまち 南部町

3

年齢や性別、障がいの有無を問わず、このまちに暮らし、あるいは関わる人々に対し、その方の経験や人脈を活かせる
フィールドを提供するとともに、誰もが居場所と役割を持つコミュニティづくりを進める。それにより全ての町民が生涯にわ
たって活躍し、誇りをもって住み続けたいと思えるまちづくりを進める。そして、これらの情報を説教区的に発信することに
より、町内への人の流れをそっく紳士、地域課題を解決するための人材誘致や関係人口の拡大に努める。

各地域振興協議会エリア

生涯活躍のまちづくり

ケアが必要になった場合

介護

医療

空き家等

健康づくり
介護予防

参加

活躍フィールド
の提供

地域社会との協働

新しい生き
方の実現

ノウハウの提供



法勝寺拠点エリアプロジェクト

多世代住民や障がい者
の方等との協働
（ごちゃまぜ）

えん処
米や

【平成28年度】
・お試し住宅
・地域交流拠点

複合
施設

【令和２年度】
・社会教育機能
・図書館機能
・交流の場
・バスターミナル

佛子園
モデル
拠点

【令和元年度～】
・就労支援Ａ・Ｂ
・生活介護（障）
・放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
・短期入所（障）
・相談支援

賀野サテ
ライト拠

点

【平成29年度】
・起業支援・地域交流拠点
・地域振興協議会事務所
・ジェラート販売（６次産業化）・学びの場

手間サテ
ライト拠

点

【平成30年度】
・ゲストハウス・カフェ＆ＢＡＲ・地域交流拠点
・芝生広場（ポケットパーク）・英会話教室

地域共生
社会実現
拠点

【平成29年度】
・引きこもり者等支援・耕作放棄地対策
・特産品開発・地域交流拠点・宿泊施設

農産物
加工施
設めぐ
みの里

【平成30年度指定管理】
※とっとり花回廊に隣接
する物販・飲食施設

【平成30年度指定管理】
※果樹の６次産業化
（フリーズドライ等）

【平成30年度】
※後継者不在の果樹園
借上げ

サテライト拠点プロジェクト

＜生産＞

＜加工＞ ＜販売＞

青年海外協力隊経験者の人材を誘致し、多世代
住民や障がい者の方等と協働し、果樹の担い手
対策等の課題解決に向けた取組を行うとともに、
住民皆が生涯にわたって活躍できる地域共生社
会を実現する。

（一社）手間山の里

社会福祉協議会

NPO法人なんぶ里山
デザイン機構・高齢福祉

・レストラン
・温泉
・子育て支援

各拠点を起点に町全域で
『全世代・全員活躍のまち南部
町』を実現する。

地域再生推進法人の指定等により
官民連携で生涯活躍のまちづくりを行う。

特産セ
ンター
野の花

公益社団法人
青年海外協力協会

ＮＰＯ法人
なんぶ里山デザイン機構南部町

ＪＯＣＡプロジェクト

ＪＯＣＡ

活躍を創出する特色ある拠点

南さいは
くサテラ
イト拠点

【令和３年度】
・特産品加工・地域交流拠点・健康づくり
・IoTを活用した学びの場・里山体験
・地域振興協議会事務所

NPO法人
南部町総合型地域スポー
ツクラブ スポnetなんぶ



手間地区サテライト拠点施設（てま里）

5

地域住民と地域おこし協力隊でまちづくり会社
（一般社団法人 手間山の里）をH30.3に設立。
平成30年度以降サテライト拠点の整備・運営を行う
【拠点施設の機能】
・ゲストハウス ・Café&Bar・英会話教室 ・芝生広場

・予約なしで誰でも使える多目的スペース

ゲストハウス・英会話担当
（東京から移住）
今回のFSの拠点とする予定

手間地区の住民でまちづくり会社
「一般社団法人手間山の里」を設立



複合施設「キナルなんぶ」

6

・中央公民館
・図書館
・交流スペース
・バスターミナル

・法勝寺地区地域振興協議会事務所
・里山学習館
・コワーキングスペース
・カフェ

老朽化した南部町公民館さいはく分館の機能を拡充したうえで改築し、南部
町生涯活躍のまち構想の中核施設となるハブ拠点として、多世代の地域住民や
移住者が集い、交流できる機能を有した複合施設を新規整備する。

（主な機能）
新規整備部分（1,800㎡）
既存図書館改修（325㎡）

※新規整備建物に既存図書
館を改修して連結する。
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取組みを進める上での課題

１. 利用者層の固定化

〇どの施設においても
10代～50代男性および10～20代女性の利用が少ない

〇セレンディピティを生み出す多世代交流って？

２．多世代交流の仕掛けの弱さ

３．負担（やらされ感）
〇若い世代が中心となって欲しいがそれって大人のエゴ？？

４．そもそも多世代交流って必要？？？

５．ってか、俺らチャリだし！！！！
ワシャ、免許返納したで！！！！！

〇若者や高齢者が交流の必要性を感じているか

〇２次交通もしっかり検討を！！！！！



６月 ７月 ８月 ９月 10月 12月 １月 ２月

（仮称）
Team
なんぶ

8

今後のスケジュール

現地FS

課題の共有・整理

オンライン追加調査

現地調査項目
の整理

顔合わせ 最終意見交換会
（１月中旬）

現地報告会
（２月中旬）

定期意見交換会（オンライン・１回/月）
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会
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・
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市
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米
子
市
・
境
港
市
）



中海・宍道湖・大山圏域市長会
平成２４年４月１日 結成

構成
（島根県）松江市・出雲市・安来市
（鳥取県）境港市・米子市

＋
鳥取県西部７町村（オブザーバー）

目的

中海・宍道湖・大山圏域の構成市の
行政上の共通課題等について連絡
調整を行い、圏域の総合的・一体的
な発展の推進を図る。

雲伯（うんぱく）＝出雲国（島根県東部）＋伯耆国（鳥取県西部）

（めざす圏域の将来像）
水と緑がつながる 人がつながる神話の国から 未来へつなげる

ウンパくん



ポテンシャルの高い圏域
日本海側で、新潟、金沢に次ぐ
６５万人の人口が集積 東アジアとの圏域を結ぶ

歴史と文化、豊かな自然を活かした観光資源

松江市 松江城（国宝）、玉造温泉

国際文化観光都市、堀川遊覧船

出雲市 出雲大社（国宝）、日御碕灯台

安来市 月山富田城址、足立美術館

安来節演芸館

米子市 米子城址、皆生温泉、

伯耆古代の丘公園

境港市 水木しげるロード、

サイクリングロード

大山圏域 大山、とっとり花回廊

運行停止中の路線あり



うんぱく３城のこれまでの取組

Ｈ２７年に松江城天守国宝指定
・桜まつり
・武者行列
・松江水燈路
・常設ライトアップ

松江城

月山富田城跡
山城ブーム到来！
歴史番組や雑誌掲載で高評価！
・ 幸盛祭
・歴史体感ウォーク開催

米子城跡

「海に臨む天空の城
国指定史跡 米子城跡」

・石垣ライトアップ
・歴史ウォーク開催



うんぱく3城のこれまでの取組

目指す姿
この圏域の持つ歴史、文化、自然などの魅力に新たな付加価値を加え、圏域
各市はもとより山陰観光連盟や山陽圏とも連携した観光客の増加を目指す

城マニアのコアな層に訴求しているが、インバウンドも含めた観光消費拡大に
向けた仕組みづくりや探求心の強い層、ライト層の獲得に課題感を持っている。

【国宝松江城と月山富田城・米子城跡の３城連携した事業】

「うんぱく三城」御城印めぐりキャンペーン

「お城ＥＸＰＯ」への共同出展

「御将印」の三将販売

課題

【2020新規事業】うんぱく三城スタンプラリー



多くの観光客向けのアプローチ手法を検討しよう！

東京に住む大学生の視点で、地域住民では気づかないようなことを率
直に伝えてみよう！

若者の感覚で自由に発想した新たな楽しみ方を創造しよう！

東大生ならではの深い歴史・学術知識から見える3城の魅力を深堀りし、
更なる「お城マニア」確保策を考えよう！

コロナ終息を見据えた情報発信のアイディアにも期待！

ＭＩＳＳＩＯＮ

山陰の多種多様な観光資源を見つけて新しいファンの創出に協力
してください。ＦＳ終了後も、ご家族・ご友人に紹介してくださいね！

其ノ弐 ３城がつなぐ雲伯地域の魅力発信と広域周遊観光の振興を検討せよ！

其ノ壱 ３城の特色をいかした観光戦略を提案せよ！

例えば、広域サイクリングコースの周遊ツールの１つとして３城を取り込
むなど、健康・体力増進・歴史文化・観光要素を備えた観光プログラム
の中に取り込むような新メニューなどの提言も期待している。

其ノ参 雲伯地域のファンを増殖させよ！



プログラムの概要
活動地域 島根県松江市、島根県安来市、鳥取県米子市
人数 ３～４人
現地調査 ８月中旬～９月中旬の間に１回
行政支援 現地活動を支援します

地域組織や住民、地域おこし協力隊等との連携
交流会のセッティングその他施設等の案内や手配

スケジュール

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

事前調査 現地調査 振り返り 発表

3城訪問調査（1週間程度）

圏域内等観光事業調査

地域資源の確認および体験
地元でのヒアリング

打合せ等

事前調査
追加調査

観光戦略検討

概要説明
現地活動振り返り
学内での事後調査 発表前打合せ

現地報告会

現地活動 オンライン



ご
清
聴

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た



米子市文化振興課 濵 野 浩 美

2021.04.20中海・宍道湖・大山圏域市長会

東京大学フィールドスタディ型政策協働プログラムオリエンテーション資料
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１ 米子城の価値と魅力

❖本質的な価値 （国史跡となった理由）

①文献・絵図資料が良好に伝えられ、城郭の構造をよく知ることができる。

（関連資料が豊富）

②城郭建物は取り壊されたが、天守台等の礎石がそのまま残されている。

（貴重な遺構）

③室町時代の砦から始まる平山城で、戦国時代末期から江戸時代 まで

西伯耆支配の拠点城郭であった。（歴史的に重要）

④山稜部の縄張り、石垣、桝形等の遺稿も良好に遺存している。

（ビジュアル的にわかりやすい）

❖付加的な価値

①天守からの360度のパノラマ眺望。（文化庁、お城ファンのお墨付き）

②中心市街地エリアにあって気軽に登れる自然豊かな憩いの場という

利便性の高さ。（中心市街地=城下町として楽しめる）

赤字のところは誰にでも
アピールする魅力だね



２ 城山イズグッドロケーション

ここです

城下町も楽しめるね！



３ まずは城山に登ってみよう

見晴らしのよきことピカイチなり！



上空から天守台と四重櫓台を望む 天守台

四重櫓台 二の丸高石垣

４ すごいぞ米子城！

石垣のすごさは一目瞭然だね！



天守台 天守から四重櫓を望む

天守から中海を望む 遠見櫓から大山を望む

４ すごいぞ米子城！

城跡に桜がジャストフィット！



天守からダイヤモンド大山を望む 天守から日の出の大山を望む

天守から初日の出を望む 天守から望む朝焼け

４ すごいぞ米子城！

天守からはもれなく大山コラボ！



天守台を望む 謎の武将現る

四重櫓から天守、市街地を望む 四重櫓台

４ すごいぞ米子城！

じつは雪の日がいちばん好きだったりする…

ときどき武者などが…どきどき



天守台（ライトアップとあわせて） 天守から中海を望む

天守から中海を望む 月の出に天守から大山を望む

４４ すごいぞ米子城！

さすが錦海！夕方は格別だね！

十八万石の夜景も裏ワザ



登り石垣跡 竪堀跡

米子城大好き！春風亭昇太師匠と発掘現場 内堀跡

４４ すごいぞ米子城！

春風亭昇太さんもオドロキの新発見満載！



ご清聴ありがとうございました
米子城
どら焼き

❖米子城に関する情報は、文化振興課ホームページをご覧ください。

https://www.city.yonago.lg.jp/17789.htm



浦戸まちづくり連携協議会、高知市立浦戸小学校、高知市地域活性推進課

東京大学フィールドスタディ型政策協働プログラム
オリエンテーション資料（オリエンテーション版）

2021.4.

高知県高知市 浦戸地区

受入団体

地元小学校と地域住民の連携による地域活性化の取組

～地域名物 「うらどめし」づくり～



活動のフィールド「浦戸地区」ってどんなところ？

浦戸地区

■高知県高知市の南部の沿岸地域
■太平洋と浦戸湾に挟まれた位置
■景勝地桂浜を有するエリア
■地区の産業：小売業（観光物産、じゃこ天）

漁業（しらす）他



MIMASE

御畳瀬地区
愛され住みたい

潮香るまち御畳瀬

ＮＡＧＡＨＡＭＡ

長浜地区
歴史と文化が

人をつなぐまち長浜

ＵＲＡＤＯ

浦戸地区
歴波の音と笑い声が
聞こえるまち浦戸

最終ゴール 〈全体将来像〉 歴史や風土を活かし、住む人・訪れる人に笑顔があふれるまち

方策１ 賑
① 「まち・歴史・文化」

を活かしたイベント
② 「自然」を活かしたイ

ベント

方策2 食
① 農水産物等を活か

した食づくり

方策3 巡
① ウェルカムアート・案内

板・地域ガイドの作成
② 気軽に周遊できるしく

みづくり
③ ランニング･ウォーキン

グの推進
④ お遍路さんの支援

方策4  場
① 拠点を活かした賑わ

いづくり
② 旧御畳瀬小学校の

利活用
③ 多世代交流、スポー

ツに親しむ場づくり
④ 空き家の活用

方策5  伝
① 伝統行事や祭りの

継承・発展
② 歴史・文化財の保

護の推進

方策6  育
① 地域のファンづくり
② 保小中高との連携

重点
取組

6方策15事業（計画搭載事業）

地域の活性化を進めるための「人・チーム・ファンづくり」

御畳瀬
地区住民

長浜地区
住民

浦戸地区
住民

地元企業
事業者

連携・参画

協力者 大学生 高知市

重点
取組

【想定される新たな協力者】

参画

協力隊等

こうち南フェスの開催

地域・関係団体・行政が連携し、イ
ベント開催に向けて取り組むとともに、
地域資源の周知を行う。

6方策15事業の推進

計画に搭載された各種事業につい
て、実施に向けた検討を行う。

各地区の拠点となる場について、
候補場所や機能等の検討を行う。

各地区の場の検討

地域外の協力者
・地域の出身者 ・地域のファン
・企業（県内外）・学生
・行政職員 など

地域おこし協力隊・集落支援員

行政（国・県・市）、県内外企業
アドバイザー、専門家、ＣＦ・寄付金

令和３年度の取組

地域内

地域内の協力者

活性化を進めていく上で必要となる
担い手の発掘・育成を引き続き実施。

人材発掘・育成事業

大学連携

各大学との連携により、まちづくりに
意欲的な大学生を受け入れる。

Ｒ４年度導入に向けて、隊員のミッ
ション設定や受け入れ準備を実施。

地域おこし協力隊

イベント・地域行事の
参加者数増加

情報発信の促進
公共交通の利用者数

の増加

第1ステップ

長浜・御畳瀬・浦戸地域振興計画の概要



これまでの浦戸地区の活動は？

色々な課題もある中で、「浦戸の人に楽しんでもら
うために！」 現在まで活動している地域づくりの中心
的な団体。お花見、夏祭り、敬老会等の様々な行事を
主催。

健康維持・増進と親睦のために５地区対抗の地区民
運動会を42年間開催（昨年は、コロナ禍で中止）、５
つのクラブが活動。

2018年の閉園の危機の際に、住民有志が集まり発足。
地区内の水族館との連携や送迎バスを運行するなどの
取組を実施し、園児数が回復。

地区から子どもの声を絶やさないために、保育園・

小学校と連携した地域づくりを進めている。

浦戸コミュニティ市民会議

うらど龍馬保育園応援隊



これまでの浦戸小学校の活動は？

令和２年度５・６年生総合的な学習の時間 大テーマ「地域振興」

10年後も笑顔あふれる浦戸地区を目指して ～今わたしたちにできること～

地域にとっても
大切な学校！

県外
小学校 地域活性

推進課

東京大学
ＦＳ

地 域

家 族

学 校

自 分

10年後も学校
を残したい！

オリジナルキャラクター

「うらごん」

ARゲームで学
校の良さを知っ
てもらおう！



？ ミッション

浦戸地区の活性化に向けて、小学生の発案である「食」による交流人口・関係人口の拡大を実現するための商品づくりを、小学生を中心

に大学生と地区住民が連携して行い、開発した商品の販売を目指す。

浦戸小学校 児童

浦戸まちづくり連携協議会

（地区住民）

高知市地域活性推進課

東京大学（ＦＳ）

連携

後方支援

 多様な世代の人と連携する中で
様々なものの見方を学習する

 課題解決までのプロセス（一部）
を現場実学の中で学習する

 地区の大人を巻き込む原動力

 郷土愛の醸成（卒業後の関係人
口）

 後輩へこの流れを引き継ぐ（継続
性）

連携

 地区住民や児童参加型で「食」を
活用した事例紹介

 地域資源掘り起こし支援、商品開
発サポート

 課題解決に向けた取り組み方法の
紹介等

 地区住民と児童の活性化への勢い
を加速化

 継続的な連携の実施（カリキュラ
ムを超えた関係人口としての交流
を深める）

 児童、学生が動きやすいような環
境づくり

 連携事業者との調整

 最終ゴールを意識した支援

 地域づくりを今まで以上にわが事
に感じてもらう（児童を含めた活
動を通じて地区での一体感を作り
出す）

 地区外の人を誘客する視点を今ま
で以上に持っていただく

 関係者（３者）がスムーズにミッ
ションを進めるための全体調整、
支援を行う

行 政

地区住民

大学生

児 童

連携



活動の概要

最大５人

地区課題・背景・
地域資源の共有

浦戸地区の課題や今ま
での取組等の背景、地
区内外の資源を児童・学
生の両視点から共有する

地域資源の掘り起こし、
調査、アイデア出し①

地域資源の掘り起こし、
調査、アイデア出し②

アイデアまとめ、現地活
動に向けて

商品開発・地区交流 商品開発
ブラッシュアップ

報告会打ち合わせ
（商品開発ブラッシュアップ）

試験販売・地区交流
（試食実施）

2021年６月～2022年２月

「商品」の開発に向けた
ターゲット（ペルソナ）の
設定、開発に向けた調査、
アイデア出しを行う

引き続き、「商品」の開発
に向けた調査、アイデア出
しを行う

アイデアをまとめて、協力
事業者との調整、事前準
備等を行う

協力事業者と連携して、実
際に試作品づくりを行う

協力事業者と連携して、試
作品のブラッシュアップを行う

報告会及び試食販売に向
けての最終打ち合わせ、情
報共有を行う

報告会及び試食販売を実
施する

プログラムの内容

活動期間

受入れ人数

？

オンライン オンライン オンライン オンライン

現地学習オンラインオンライン現地学習



フィールドスタディ型政策協働プログラム

高知県日高村

大学がない村で大学生が関わりつづけ、

人材が育つ環境づくり



要は…

資源
課題

好きを表現できるフィールドづくり
〜 地方に関わるってなんだ？ 〜

フィールド
価値創造



日高村の
概略



むらの概略



日高村航空写真

グリーンフィール

ゴルフ倶楽部

霧山茶園

錦山C.C

総合運動公園

調 整 池

村の北部を流れる仁淀川
・夏期の水遊び利用者数全国１位の実績
・平成22,24,25,26年度に水質日本一に輝く！

むらの概略



日高村！って、

むらの概略



日高村の
村長です

駐日
イタリア
大使です

むらの概略



むらの概略



むらの概略



好きを
表現できる
場づくり

フィールドスタディ型政策協働プログラム



好きを表現できるフィールドとして

協力隊の活動支援環境が県内でもトップクラス

現在、活動中１１名（令和３年度予定１５名）

＃新規ハウス取得：トマト農家

＃古民家カフェ「村の台所おきな」

＃キッチンカー「MASACASATAKOSU」＃酒蔵カフェ

＃地域商社

＃交流拠点「eat＆stayとまとと」

＃インバウンド

etc …

活動しやすい
フィールド素地あり

背景



日高村初の地域商社について

自分らしく生きるを

探す人のための

参加型地域商社

一般社団法人

NOSSON

キーパーソン



キーパーソン
現役東京大学３年生活動先について

村内事業者
合同会社ショープロジェクト

日高村地域おこし協力隊
R2.12~R3.11

会社概要：村内に拠点をもち、タレントマネジメント、
映像製作、イベント企画、演劇プロディースなど展開

あつかんDragon：高知大学卒業のローカル芸人
日高村の「オムライス街道大使」など

高知県内の大学生との
関係性構築や活動を企画中



■ N＝１の大学生視点からみた地方の可能性ってなんだ？ ⇨ 地方の魅力の再定義

■ 都市部大学生が関わり・活動やすい環境ってなんだ？ ⇨ ニーズや環境、制度の調査検討

■ 外部の視点と内部の視点 ⇨ ニーズ調査を村内外の両面から実施

■ 地域資源の確認 ⇨ キーパーソンと協力して実現可能性の高い事業設計

■ 仕組み化 ⇨ スキーム・アーキテクチャの構築

■ POC実施 ⇨ ためしにやってみよう

現状と課題

■ 地域おこし協力隊が活発に活動している ⇨ 活動できる環境がある

■ 東京大学３年生が協力隊活動中 ⇨令和２年１２月〜着任

■ 人口流出の原因の１つに進学がある ⇨ 高校・大学が村内にない

■ 公設民営の交流拠点施設がある ⇨ 協力隊含めメディアや来村者が訪れる場

■ 令和２年度関係人口創出事業を実施 ⇨２件の商品開発にかかる成果

現状

課題（検討概要）



方針

好きを表現できる
チャレンジできる
そんな場を
日高村と
一緒に。

大学生は、
大人のようで、子どもなところもある多感な時期
この時期に、多様な人と会うことはとても大切
東京で、社会人になって
「社会がこうあるべき」と固まった環境に身を置き、
あれ？なんで生きてるんだっけ？と感じる時がくる。

日高村は、価値観が違う、時間のすすみも違う
関わることで、自分の悩みや経験をバージョンアップして
社会に出る助走を付けてほしい

助走には体験が必要
フィールドスタディで、「考える」だけでなく実装し、
自分たちで体験してみよう。

大学生が成長できる種と要素はすでにある。
あとは、自分たちのために自分たちがどうありたいかを点検し、
カスタマイズするだけ。

自分たちで、自分たちだけでなく、後に続く子たちのために、
大学生のためのフィールド作りを一緒に。



フィールドワークプログラム概要

大学がない村で大学生が関わりつづけ、人材が育つ環境づくり

１．地域 高知県日高村

２．人数 ５名まで

３．期間 ６月〜２月（FW：８月頃を予定）

４．キーパーソン 地域おこし協力隊（東大３年生）
一般社団法人nosson（協力隊起業事業者、地域商社）
合同会社ショープロジェクト（村内事業者、ローカル芸人「あつかんDragon」）

５．行政支援 ディレクションおよびコーティネート
活用可能な制度調査・設計支援
FWにかかる調整支援



スケジュール

アクション ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

テレカン

ニーズ調査

FW・MTG

報告会

個別相談

●キックオフ

●KP顔合わせ

●ニーズ調査等

●現地FW
事業アイディア出し

●ブラッシュアップ
●予算化用資料

●中間報告

●最終レビュー
フィードバック

●報告会

●適宜（個別orチーム）

フィールドワークプログラムの内容

村内エクスカーション
キーパーソンとの
ワークショップ

企画設計
⇨事業化案の作成

不足情報、体験の
整理

学内にて
情報収集
など計画



村



Appendix





人口推移

● 2020年
○ 総人口：4,575人
○ 年少人口：381人(8,33%)
○ 生産年齢人口：2,192人(47,91%)
○ 老年人口：2,002人(43,76%)

● 2005年から急激な人口減少
● 2020年時点で、生産年齢人口

と老年人口の比率はほぼ一緒
● 2025年には老年人口が生産年

齢人口を抜く



人口ピラミッド

● 30年間の変化
○ 老年人口は20%増
○ 生産年齢人口は15%減
○ 年少人口はほぼ半減

● 図の通り少子高齢化が進行



年齢階級別順移動数（高知県）

● 転出年齢層は、15~24歳まで
で約90%近く
○ 進学・就職に伴う若者の

転出が原因か
● 転入層は10~14歳が若干見ら

れる



地域ブロック別純移動数（高知県）

● 移動ブロック上位は、東京圏＞
関西圏＞四国＞中国となってい
る
○ 都心部もしくは、中四国圏

内への移動
● 上位4エリアには年々増加傾向

が見られる



地域経済循環図（2015年：日高村）

▼地域経済循環図と

は
①地域内企業の経済活動を通じて生産

された付加価値は、②労働者や企業の

所得として分配され、③消費や投資と

して支出されて、再び地域内企業に還

流する。日高村の場合、64億の流出

その他支出が49億円の流出

と顕著に多い



生産分析（総額と構成）



生産分析（2次・3次産業別割合）



産業構造（企業数：中分類）
企業単位の企業数
163社

上から順に、

建設業＞総合工事業
21社

宿泊業・飲食サービス＞飲食店
15社

卸売業・小売業＞飲食料品小売業
14社

次以降の資料でポイントなる中分類産業は、

総合工事業
社会保険・社会福祉・介護事業
パルプ・紙・紙加工品製造業
食料品製造業



東京大学フィールドスタディ型
政策協働プログラム

オリエンテーション



Nagasaki Prefectural Government

長崎県

長崎県の県域は
ほぼ九州本土と同じ

長崎県の位置・特徴について

人口
約１，３７７千人
（Ｈ２７年国勢調査、全国２９位）

面積 ４，１３２km2

有人島の数 ５１島（日本最多）

長崎港では女神大橋が
クルーズ客船をお出迎え。美
しい入港風景も魅力。

•長崎県は日本の最西端、九州の西北部に位置しています。

•成長著しい中国沿海部の大都市や、韓国まで片道1,000km以内です。

長崎県

仙台
新潟

東京

静岡

長野
金沢

名古屋

大阪

岡山
広島

宮崎

熊本

鹿児島

福岡

那覇

長崎県

台湾

東シナ海

北朝鮮

韓国

北京

上海

南京

福州

香港

天津

済南

杭州

約800km

長崎－上海

島原半島



■長崎県雲仙市の概況

・長崎県の南東部、島原半島の北西部

雲仙普賢岳を取り巻くように位置

・Ｈ１７年１０月に７町合併

・人口 ４２，６９５人（R3.2末現在）

・面積 ２４１.３１㎡

・農業産出額 ２４４．７億円
（長崎県内１位）

長崎県雲仙市



長崎県雲仙市

☆雲仙国立公園（1934年 日本初の国立公園に指定）
雲仙天草国立公園（1956年 天草地区編入）

☆島原半島ジオパーク（2008年 日本ジオパーク認定）
島原半島ユネスコ世界ジオパーク（2009年 日本初の世界認定）
第5回ジオパーク国際ユネスコ会議（2012年 島原半島で開催）

☆ほっとふっと１０５（日本一長い105ｍの足湯）

☆小浜温泉の熱量（日本一）
※源泉温度105℃×１日湧出量15,000トン＝熱量

☆平成新山（日本で最も新しい山）

☆雲仙ゴルフ場（1913年 日本初のパブリックコース）

■観光について



長崎県雲仙市■国立公園「雲仙」



長崎県雲仙市

春 spring 夏 summer

冬 winter秋 autumn

■雲仙の四季



地方と都市の交流によるオープンイノベーションで地域課題解決！
ソリューションの創出！相互に学び、高め合う場所づくり！

目指すべき将来像：地域内外の人の気持ちの良い交流・交友関係づくり！
雲仙市をチャレンジできる場所に！ そして、地域も元気に！
住む人も、働く人も、関わる人も、訪れる人もHAPPYに！

（雲仙ファンづくりから、移住定住・多拠点居住なども含めた関係交流人口の増加へ）

雲仙市側
２大産業の農業と観光等すばらしい魅力があるのに、プレーヤー不足、ノウハウ不足で、生かし切れていない

●長崎県一の農業生産高

●世界でも稀な食材の生産集積地（オーガニック、伝統野菜）

●普賢岳山頂1400m～海0mまでが一つの自治体に

●山頂域は日本初の国立公園

●周囲は性格の違う2つの海（遠浅の有明海、急に深い橘湾）

●火山の恵みでもたらされた、温泉街や肥沃な農業地帯

●自然と人が共に作り上げてきた景観や暮らしや信仰がある

●小中学校の廃校もあり、このまま行くと10年後には、
雲仙市の人口は7100人減、消費額95億円のロス。

●観光と他産業の連携が脆弱で、体験プログラムや
アクティビティのニーズにも応えられていない。

●地元プレーヤーの不足・高齢化、
連携するパートナー不足、地域のノウハウ不足。

●加えて、新型コロナウイルス感染症の影響で、
市の主要産業である観光業は大きな岐路に立っている。

都市側
個人：健康・安心安全、生き甲斐、自分らしい生き方・働き方へのニーズの高まり
企業：三密・通勤を避けリモートワークの推奨、高額な事務所維持経費の削減

魅力 課題

長崎県雲仙市

オープンイノベー
ションのプラット
フォーム構築が
必要！！



雲仙大学（仮称）

観光地域
づくり学部

～魅力的な課題がここにはある～

設立
目的

【雲仙側】オープンイノベーションにより、地域課題を解決を目指す。

【都市側】雲仙の地域課題を事例に、アイデアの種を生み出したり、
ソリューションに磨きをかけ、ビジネスの成長を目指す。

【共通】これらを通して、関わる人材の育成や企業の価値向上を目指す。

令和２年度

① 参加者に、雲仙側が課題（魅力を生かせていな
い）と考えていることを伝える

② 参加者とともに、各課題の現場と、それを何とか
しようとしている熱い人たちに会いに行く

③ 今後、様々な人に、「参加したい」「関わりた
い」と、思ってもらえるように、課題（問い）を
ブラッシュアップする

④ その課題を、教室・ゼミと見立て、雲仙観光地域
づくり大学のカリキュラムとする

① 雲仙観光地域づくり大学の開校

② 課題解決に向けた取り組みを行い、
関わる人がレベルアップしていく

③ それに魅せられて、関係する人が
増えていく

① 地域課題の解決も図れ、好循環が
起こっていく

② 島原半島内でも、関わる人（課題
を持ち込む人）が増えていく

③ 長崎におけるオープンイノベー
ションのプラットフォームの一翼
を担う

なぜ
雲仙で

▶雲仙市観光戦略において、地域の課題が洗い出され、

その解決に向けたワーキングが活動し、各種プロジェクトが推進されている。

▶地域に、関わる熱い人々がいる。

▶長崎におけるオープンイノベーションのプラットフォーム構築の機運の高ま
り。

雲仙大学（仮称）イメージ

雲仙側のニーズ 都市側のニーズ（企業、組織、学生）

●課題を解決したい…

●問題意識はあるが、何が課題かわからない…

●どこに相談してよいかわからない…

●課題解決のための新たな考え方やノウハウを学びたい…

●ビジネスベースに持っていきたい… 等々

●地域のリアルな課題にふれたい…
（その中でも、本気の地域と関わりたい）

●そこで、地域と共に、ソリューションの種を、
ビジネスに昇華させたい…

●その過程で、地域課題のような複雑系の課題に
対処できる人材を育成したい…

●それが、地域貢献にもなれば… 等々

●普段出会えない地域の人や課題に出会える！

●ビジネスの種を見い出したり、ソリューション
の磨き上げ、ビジネスモデルの構築につながる。

●生み出されたソリューションを、他地域に横展
開できる！

●地域課題のような複雑系の課題に対処できる人
や企業になる！

●自分事に置き換えて、想像できるようになる！

●普段出会えない人や考え方・ノウハウに出会える！

●地域課題の解決が図れる。

●アイデアが、ビジネスになる。

●人が育つ。雇用が生まれる。

●産業が活性化し、地域の持続可能性が高まる。

●関わる人が増え、観光地としての幅が広がる。

雲仙での地域課題解決に参加することにより、

雲仙側・都市側の両方の

関わる人や企業のレベルアップを目指す仮想大学

都市側に期待される効果雲仙側に期待される効果

スケジュール

令和３年度 令和４年度以降 ●地域の人が、課題を持って参加した
くなる場に！
●それら課題を、地域内外の交流で、
ブラッシュアップする場に！
●それら課題を解決するためのソ
リューションを生み出し、磨きをかけ、
人が育つ場に！
●地域の高校生などにも参加してもら
えるような場に！
●魅力的な課題設定（問いの立て方）
自体も、学ぶコンテンツになる！
・・・

地方と都市の交流による
オープンイノベーションでの
Win-Winの地域課題解決型
ソリューション創出実践大学



仮想大学『雲仙大学』について、

都会の学生や企業が積極的に関わっていただける仕組
み・方法やきっかけづくりについてご提案いただきたい♪

みなさんに取り組んでいただきたいこと

スケジュール（案）
４月 オリエンテーション

6月～8月

8月

ＴＶ会議等で、本市の現状、多様な資源（魅力）と様々な課題の共有
事前学習

雲仙市での現地活動で現場の課題を把握

8月～11月 東京で都市側の大学や企業等にヒアリング
課題解決に関わりたくなる仕組みやきっかけづくりのアイデアを検討

11月～2月 アイデアをもとに、ＴＶ会議による意見交換等で相互に議論
雲仙大学への実装スキーム案として提案

2月～3月 現地報告会にて、雲仙大学へ実装スキームを提案

長崎県雲仙市



『全員集合！雲仙ポータル』
https://www.unzen-portal.jp/

昨年６月に策定した「雲仙市観光戦略～雲
仙温泉編～」では１０年後を見据えた目標を
掲げ、雲仙温泉を中心に課題解決に向けた様
々な取組みを進めています。
その取組みを「見える化」し、プロセスを

共有するための情報発信サイトです。
情報発信にあたっては、観光戦略のワーキ

ングメンバーをはじめ、雲仙が好きな人、地
域振興に興味がある人、ワーケーションに興
味がある人など、それぞれの関わり方で雲仙
温泉を盛り上げる仲間たちが、記事・写真・
動画により行います。
「雲仙ポータル」により、雲仙市観光戦略

を多くの人に知っていただき、雲仙をより身
近に感じていただくと共に、雲仙の進化を共
に喜んでいただけるような場になるように運
用していきたいと考えています。

長崎県雲仙市

雲仙市観光戦略

ぜひご覧ください♪⇒

https://www.unzen-portal.jp/


11

南島原市地域づくり課定住移住班

空き家を生かした地域づくり



南島原はみなさんがホッとできる場所、

東大生の皆さん、ぶっちゃけ

「南島原市」って知ってますか？

「南島原市へ、おかえりなさい」

突撃！南島原情報局【神回】

話題性に富んだYou-Tube配信♪

南島原市を舞台にした
ショートアニメーション

メイメンいつメン島原手延素麺

南島原市を舞台にしたショートムービー「夢」

天草地域

南島原
市

長崎市

佐世保市

熊本県

九
州
新
幹
線

福岡県

長崎県
熊本県

佐賀県

【人口】44,433人(R2.12末時点)

【面積】170.11㎢

【近隣】島原市、雲仙市、

海を挟んで天草市



南島原は島原・天草一揆の移住者をルーツとするまち。

帰りたいと思える場所になりたい。

世界文化遺産「原城跡」

全国第2位の生産量

特産の「島原手延そうめん」の
生産量は全国第2位を誇る。

200年に一度のペースで噴火する
雲仙岳。こんなに噴火している
のに何故人は住んでいるのか

雲仙岳噴火（火山の恵み）三井三池石炭の海外輸出

ヨーロッパとの繋がり

明治39年
輸出高

南蛮船来航

世界を揺るがした
島原・天草一揆

天正遣欧少年使節

口之津町4,430,397円
長崎市 2,559,120円

賑
わ
っ
て
た
の
ね
～

銅版画ｾﾋﾞﾘｱの聖母

巡察師ｳﾞｧﾘﾆｬｰﾉ

火砕流被災校舎



南島原ではお客様を、「おかえりなさい」とお出迎えし、

ここには移り住む人を迎え入れる土壌があります。

南島原市の高齢化率

な・な・なんと

約５５％

南島原市の人口推移

年別 総人口

分布率

0～19歳 20～39歳 40～65歳
65歳～

(高齢化率)

1985年 65,565 29.3％ 23.8％ 31.8％ 15.1％

2015年 46,535 15.7％ 14.1％ 25.0％ 36.3％

2045年 23,947 11.2％ 9.4％ 17.0％ 55.4％

（出典）国立社会保障人口問題研究所による将来人口推計（H30）

年配者がいまだ元気に頑張ってます♪
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総人口及び将来人口推計 高齢化率

このまま推移すると



南島原が皆さんの帰りたくなる場所になりたい。

「いってらっしゃい」と見送ります。

南島原市の空き家の現状

南島原市

空き家件数 1,046

特定空き家等 312

一部修繕 324

利活用可能 385

判定不可 25

空き家が
７０９件！

本市内で利活用可能、
一部修繕で住める

（出典）南島原市空家等対策計画（H28調査）

南島原市 2005 2010 2015

全人口 54,045 50,363 46,535

65歳以上人口 15,980 16,255 16,866

世帯数 17,419 17,160 16,664

高齢者世帯 4,135 4,530 5,034

（出典）国勢調査○国勢調査結果により、高齢化率が高くなり、高齢者だけの世帯も増え続けている。

さらに 空き家が増えていく！！

そ
ん
な
に
？

○平成28年に空き家を調査した結果、本市の空き家件数は1,046件あった。

【南島原市空き家バンク制度】
″空き家のオーナー″と″移住希望者″の橋渡し。

常時 紹介可能件数 ３０軒程度

年度 登録 契約済 情報終了 照会可能

R01 142件 13件 46件 22件

R02 173件 15件 11件 31件

※契約済とは、移住希望者は売買若しくは賃貸された件数
※情報終了とは、ｵｰﾅｰが直接市民に売買若しくは賃貸された件数



南島原市の「絵になる暮らし」。

清らかな水と澄んだ海、陽光に照らされて輝く、深い緑に包まれた南島原のくらし。

少子高齢化に伴う空き家が増加し続けており、
今後も増え続けていくこと。

空き家は地域の負の遺産にも

STOP ＆ 利活用

空き家になって

３～５年経つと 改修が必要

１０年以上経つと 危険家屋に！！

だ
け
ん

東大生の皆さん、知ってますか？

家も使わなければ悪くなることを

南島原市の喫緊課題 南島原市が今やらなければいけんこと①

STOP空き家を
①空き家を増やさない！！

②空き家をそのままにしない！！

③空き家を危険家屋にしない！！

どうすればを東大生の皆さんと一緒に考えていきたい。

そのためには？

南島原市が今やらなければいけんこと②

空き家を 利活用
①空き家バンクに登録する！！

②空き家を地域資源と融合させよう！！

地域資源 ①世界遺産「原城跡」等の関連遺産

②島原半島世界ジオパーク

③南島原スローサイクル

空き家で拠点づくり（交流の場所など）
空き家を使って昔の賑わいを取り戻したい！！



ある人は「ここにしかない何かがあるの」と微笑んだ。

ある人は「ここには何にもないよ」と話し、

①深江瀬野

②深江八立

③布津飯野

④布津大崎鼻

⑤有家堂崎⑥有家駅跡⑦西有家龍石⑧北有馬谷川⑨北有馬有馬川⑩南有馬大江⑪南有馬菖蒲田

1
3 １

2

８ ７
６

５

４

３

２

１

９

1
１

１
０

南島原スローサイクル

⑫口之津東大屋⑬加津佐下馬松



それが、ここ、南島原のくらし。

ただただそこに流れる時間が、人が、空気が、とても特別に、愛おしく思えてくる。

事業スケジュール

○6月 本市の資料提供（各種計画）

○6月～7月 先進地事例等による協議

〇8月～9月 現地活動（1回）
本市の歴史や文化などの地域資源について学んで頂きます。

○9月～10月 方向性の決定
○11月 中間報告（資料提出）

○12月～1月 とりまとめ

〇2月～3月 現地報告会（１回）

○随時 電話、電子メールのやり取り

テレビ会議による打合せ



「絵になるくらし」、はじめませんか？

人生の時間を大切に歩むあなたを色彩豊かに描いてくれるこのまちで、

地域づくり課定住移住班のメンバー

みなさんと一緒に活動させていただくのは

荒木
田中松本

ご清聴ありがとうございました。



諸塚村 ２０２１.３.５



 九州山脈中央に位置する旧高千穂郷

 人口１,５４２人 ６９２世帯

 面積１８,７５９㌶

 林野率９５％の山間に８４集落が点在

https://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/

1



 林業立村 ～「森林理想郷」を目指す村づくり

明治４０年(１９０７年) 村是で宣言

家族労働による小さな循環型経済が主流

人を育む自然を大事にする ～経済性より社会性を重視

 自治公民館制度 ～相互扶助の原則

昭和２３年(１９４８年)～伝統文化と集落を守る

相互扶助の精神が自立を促し、人材を育てる

 小規模自治体ならではの産学官民の連携
量を補う、人材の質と連携の組織力と社会運動力

・経済への依存ではなく、人や森林資源など
山村の地域の力を活かす手法を重視





20世紀末に地球規模で環境汚染、地球温暖化、資源の枯渇等
の環境保護の重要性の高まり
⇒循環型社会への転換が世界的な課題と認識

1992年 リオ地球サミット
～環境マネジメントシステムISO14000ができる

1993年 カナダ大会
ＦＳＣ（Forest Stewardship Council 森林管理協議会）

★木材の環境ブランド化
2004年諸塚村は日本で初めての
村ぐるみでの取得に成功
「森林認証の村」



㉙



●ＦＳのミッション：アクティブラーニング
・正解のない課題に取り組むことで、多様な中山間
地域の課題に主体的・協働的に問題を発見し、解決
能力を持つ人材を育成し、関係人口形成につなげる

・正しい答えを導くのでなく、答えにたどり着くま
での過程（プロセス）を重視し、地域住民に対し、
机上の「絵に描いた餅」ではなく、実践に即した
「使える提案」を求める

●従来の事業＝正解、解答のある課題に取組み

知識や技能を得る

6



持続可能な開発目標ＳＤＧｓ
（Sustainable Development Goals）
ＥＳＧ課題を考慮した投資への対応
[環境(Environment)・社会(Social)・ガバナ
ンス(Governance)]

地域や企業の課題を解決する手法には
社会的な指針を活用することが有効

7



人づくりの重要性

～一人一人の役割を明確にし、認識を共有する

自治公民館制度による社会教育推進

～人財の量より質を重視し、組織の在り方、

連携手法による解決を図る

日本全国で超高齢化、人口減少が進む
⇒自治体としてなすべき課題は、人口増加策
なのか？
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