
 

資料－４ 

第 1 回中国圏広域地方計画学識者会議 参考資料 

※ 分野については、会議の進行上、事務局で分類させていただきました。 

（各学識者の意見を要約したものではありません。）    （敬称略・分野内五十音順） 

分野 提案者名・所属（専門分野） 事前提出意見の主なキーワード 

伊藤 敏安 

広島大学地域経済システム研究センター長・教授

（地域発展論，地域産業論） 

○ものづくりの高度化、住みやすさ

と産業活力 

大場 充 

広島市立大学情報科学部教授 

（ソフトウェア工学） 

○観光資源の広域連携 

○第三次産業の人材確保 

岡本 輝代志 

岡山商科大学商科学部教授 

（商学 小売経営） 

 

小川 全夫 

山口県立大学大学院健康福祉学研究科教授 

（地域社会学） 

○アジア交流圏の拠点形成 

○持続可能なコンパクトビレッジ

のモデル構築 

戸田 常一 

広島大学大学院社会科学研究科教授 

（経済政策，国土計画） 

○環瀬戸内海交流圏 

櫟本 功 

（社）中国地方総合研究センター理事長 

（経済政策） 

 

産 

業 

・ 

経 

済 

循 

環 

中村 良平 

岡山大学経済学部教授 

（地域経済） 

○中国圏域、場合によっては四国も

含んだ一定の経済循環を形成 

田中 耕太郎 

山口県立大学社会福祉学部長・教授 

（ドイツの社会保障政策（介護保険，年金改革，

医療保険制度，家族政策など）） 

○医療・福祉と権利擁護のネットワ

ーク 

○東アジアとの経済連携 

藤井 大司郎 

山口大学経済学部長・教授 

（財政学） 

○自然や住環境を活かした観光振

興、圏域をまたぐ広域観光 

古川 郁夫 

鳥取大学農学部生物資源環境学科教授 

（木材組織・材質学，環境樹木学） 

○安全・安心して暮らせる地域、豊

かな自然を親しむ 

暮 

ら 

し 

・ 

観 

光 

道上 正規 

（財）とっとり政策総合研究センター理事長 

（水工学，防災工学，河川工学） 

○魅力ある広域観光、健康福祉都市

の創設 
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資料－４ 

作野 広和 

島根大学教育学部助教授 

（人文地理学，過疎地域論，ＧＩＳ研究） 

○中山間地域、過疎地域のあり方 

杉惠 頼寧 

広島大学大学院工学研究科教授 

（都市交通計画） 

○中核都市、中小都市の再生、中山

間地域の保全と活用 

谷口 守 

岡山大学大学院環境学研究科教授 

（都市・地域計画，交通計画，環境計画） 

○Sustainability の確保 

八田 典子 

島根県立大学総合政策学部教授 

（比較芸術学，地域文化論） 

○地方都市と田園地帯 

藤井 正 

鳥取大学地域学部教授 

（都市地域論，都市圏整備論，地域計画論，都市

地理学等） 

○個性ある地域づくり 

拠 

点 

都 

市 

・ 

中 

山 

間 

地 

域 

藤山 浩 

島根県中山間地域研究センター地域研究グルー

プ科長 

（ＧＩＳ分析，環境管理，地域計画，中山間地域

政策） 

 

住民 

・ 

地域 

づくり 

折登 美紀 

広島女学院大学人間・社会文化学科助教授 

（行政法） 

○協働と連携、集中と分化 

 

8



中国圏広域地方計画

岡山大学大学院

社会文化科学研究科

中村良平

中国地方の特徴

• 首都圏からみれば特徴がないのが特徴か？

• 九州への渡り廊下的存在。

• 萩、出雲、倉敷など個別の都市の知名度はあっても
全体としての存在感は希薄。

• 北海道や東北地方は、気候条件のハンディなどか
ら相対的に開発が後れていた。

• このことが逆に地域の存在感を高める努力につな
がった。

• 瀬戸内側と日本海側では事情が大きく異なる 。
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中国地方開発促進計画平成11年3月

• 7年前と地域の大きな状況の変化はない。

• 7年前の展望は間違っていない。

• むしろ、格差は広がり、人口は減少した。(次
の２つのスライドを参照)

• ということは、問題は何も解決していない。

• ７年前の計画を実行する手だてを考える必要
性。

• 長期の展望も必要だが、中期的な課題を解
決するような計画も必要。
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Income Disparities : Japanese Regions
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課題の共通性と固有性

• 大都市圏域と地方圏域に共通の課題
・少子高齢化への対応(程度は異なる)
・省エネルギー型、循環社会型の地域構造
・安全な都市作り

• 地方圏域に固有の課題
・中山間地問題への対応
・都市間のCompetitiveness（競合・競争）, Cohesion（結束）, 
Collaboration（連携）

・経済(資金)循環の必要性、一定の自立性

・大都市圏とは違った多様性をどのように生み出すか
• 中国地方に固有の課題

・対四国地方との連携、本四架橋の有効利用
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多様性（diversity）に関して

• 多様性が高いと効用水準が高まる。
• しかし、多様性（diversity）と特化性(specialization)のバラン

スも重要。
• 大都市というのは、多様性があり、それぞれに特化している

ことが可能。
• コンパクトな都市も度を過ぎると多様性が欠如する。
• 地方圏においては、都市部と農村部、中山間地の間での

collaborationによって多様性を供給する。

• 一次三品の供給や国土保全の意味から中山間地と都市部
との間には便益のスピルオーバーが存在する。

• このことから、全体としてのoptimumを考える必要がある。

• これは、首都圏と地方圏の構図も同様。
• 多様性の考えは非常に重要

地域経済のleakage（漏出）

• 地方経済は漏出が大きい

• 生産要素の投入

• 多くの出荷額示しても、付加価値は大都市圏へ

• 資金循環が不十分

• 交付税交付金が来ても投資先がなく、その資金が
首都圏に環流している。

• 中国圏域、場合に依れば四国も含んで、一定の経
済循環を形成することが地域の自立につながる。

• そのシステムを構築すべき。
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1

地域経済循環分析について
－新たな地域経済をとらえる枠組み－

岡山大学経済学部
中村良平

平成１７年３月２４日、島根県

2

１）首都圏の人口シェア拡大
・依然として首都圏への人口集中

・東京依存であることが地方経済を支える

２）地域間所得格差の動向
・バブル期における地域間所得格差の拡大

東京圏の収穫逓増が凌駕

・バブル崩壊後の地域間所得格差の縮小

移転所得（地方交付税）の効果

・人口規模が２万人を下回ると１人当たり交付税が急増

・高齢就業者割合が高い地域は労働生産性が低い

１．非自立型の地域経済

3

地域別人口割合の推移
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首都圏の転入・転出者数の推移
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5

近畿圏の転入・転出者数の推移
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地域間所得格差の推移
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東北各県の所得格差の推移
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北関東各県の所得格差の推移
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中国地方各県の所得格差の推移
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中国地方各県の所得格差の推移
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四国各県の所得格差の推移
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九州各県の所得格差の推移
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自治体規模と地方交付税の関係
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14年度決算状況調べ

人口が千人以下の自治体は割愛している。
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就業者の高齢化と労働生産性

東京都の60以上割合は14%、就業者当たり所得は862万円、２０００年度

15

• 公共工事で関連産業への波及効果を期待した
が・・・、工事費の数％しか地元に落ちない。

• 企業誘致をしたが、持ったほど雇用が増えない。固
定資産税も増えない。

• 大型ショッピングセンターができて地域の消費支出
を吸収できたが、その売上げの何割かは東京本社
へ、仕入れも域外からで地元への波及効果は小さ
い。

地域経済の循環における漏出（スピルオーバー）

２．地域経済循環における漏出

16

地域に立地している大企業の工場は、部品・原材料を域外から調達し、
加工組立のみを行っているケースが多い。

また、利益は本社に還流され、再投資は企業全体の経営判断の中で
行われ、地域内に再投資されるとは限らない。

こうしたケースでは、生産が増加しても、地域経済へのインパクトは小。

地域の工場が好調でも、地域経済に好影響が１００％還元さ
れるとは限らない

要素需要と分配所得の漏れ

＜例＞ 帯広松下電工㈱

金属材料等のほとんどを本州から調達。加工組立も地元企業数社への下請けを除き、ほ
とんど自ら行っている。

また、資金は、松下電工グループ全体として管理されており、同社に再投資の決定権はな
い。

1
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工場と製造業における付加価値の関係

18

公共事業が行われても、地元の地域経済に波及効果が予
想していたほどあるとは限らない

土木・建設の事業費の約５～６割はセメントや鋼材などの原材料・基
礎資材費。地域で生コン業者等は存在あっても、セメント工場、高炉等
はない。

また地域では、公共事業について指名競争入札を行っているが、大
規模なものについては大手ゼネコンが「上請け」をするのが一般的で
あり、地域の業者は少額の手数料を得るのみ。

この結果、地域で公共事業を行っても、お金はあまり地域に落ちない。

＜例＞ 帯広市庁舎の建設（平成４年）

建設現場に並んだトラックのほとんどは室蘭など域外ナンバー（十勝圏域にはセメント、
鉄骨、アルミ等の製造業は存在しない）。

この結果、建設作業員の給与等を除き、事業費の多くは域外に流出。

要素需要と分配所得の漏れ

19

域内消費の増加が、必ずしも域内所得を増加させるとは限
らない

域内消費の増加が、必ずしも域内所得を増加させるとは限
らない

要素需要と分配所得の漏れ

住民が域内で消費をすれば、小売店等の従業者の給与につながり、
その従業者が再び消費をするという地域内での経済循環が生まれ、域
内の雇用機会や域内所得を増加させる。しかしながら、地方圏において、
域内消費の比率が高まっても、大手量販店での消費が必ずしも域内の
所得とはならず、また域内産業への生産需要には必ずしも直結しない。
この結果、域内の商業販売額が増加しても、域内の生産需要、域内所
得の大きな増加にはつながらないことがある。

＜例＞

大手量販店、複合店舗の出店は、住民の効用を増加させることはあるが、その
効果は十分に域内に還元されるとは限らない。

20

域内貯蓄は域内に再投資されるとは限らない

＜例＞

○帯広信金
預金残高は5,306億円、貸出金残高は2,702億円（14年度）。これは、十勝管内の銀行、
信金、信組の預金総額（1兆669億円）の約50％、貸出金総額（6,156億円）の約44％に
相当（14年度）。近年、預貸率（貸出／預金）が低下、預証率（有価証券／預金）が上昇

（有価証券の中でも、国債・金融債の伸びが大きい）。
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度

預貸率 64.0％ 58.3％ 56.3％ 52.6％ 50.9％
預証率 25.9％ 29.4％ 31.4％ 33.5％ 38.4％

○帯広市川西農協
貯金残高は622億円、貸付金残高は157億円（14年度）。集められた資金のうち、地元

に貸し付けが行われているのは
25.3％（14年度）。多くは上部団体（信連、農林中金）に預金。

地域の金融機関で集められた資金は、金融機関を通じ、国債や金
融債に充てられ、国内他地域・海外の事業等に投資されている（地域
内の貸出に充てられる比率は昨今減少している）。

支出と分配所得の漏れ

1
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資金循環構造に漏れがある
◇分配所得の在り方、所得の地域間移動

・間接経費として本社へ送金
・域外での不動産所得
・市町村だと、通勤による所得の流出入
・交付税などの財政トランスファー

◇支出（需要）の在り方、域内需要・域外需要
・域内に投資先がない
・余ったものを移入していないか
・域外からの需要（観光、買い物）
・域外への需要
・余剰分の移出、不足分の移入のバランス

これらのことから

フロー図で示すと
22

土 地

建物・設備
資本

労働

中間投入物

生産物・サービス

商 業

製造業
本社等売り上げ一部送金

移

出

域 外

域 外

域 外

付
加
価
値
の
分
配

消 費
域 外

域 内

所得流出

所得循環家 計

投 資

政 府
納 税

産 業

企 業

貯 蓄

所

得

一次産業

その他産業

所得移転

他地域の所得

他地域の所得

原材料・素材・部品
などの移入

原材料や基礎資材
などの移入

域 内

域 外 資金の流出

地域経済循環の構図

域 外

資金の還元

地域にあるも
のまで移入し
ていないか？

23

３．岡山県赤坂町での経済循環の実践

［統計データ＋独自調査］で、町の産業連関表を作成

従来の工場誘致や公共事業などの波及効果を算出し、
比較検討。どのような施策を実行することが地域の経
済循環を高め、活性化につながるかを見出した。

これによって

移出を内生化した「赤坂天然ライス」工場の経済波及
効果、雇用効果を算出し、今後の地域振興のあり方
の素材に。

有効度の高い政策が実施可能、政策に責任が持てる
24

重要な地域活性化施策に思ったほど効果が感じられない、つかめない

地域経済力の定量的把握

代替案の比較検討、より有効な政策の選択、実施後の効
果の検証などが可能となる。

地域経済循環構造の定量的把握のための枠組み

赤坂町の問題意識

産業振興、雇用促進・購買力拡大、財政政策などの町の政策に問題！

それには

＋

が必要で、これで

1
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１）赤坂町の現況

・岡山市の北２０㎞に位置、岡山市内中心部から車で約３０分
・人口：５３００人
・面積 42.99 km2
内）山林原野：21.45 km2（50%）、田畑：8.19 km2（19.0%）、宅地：1.71 

km2（4.0%）
ゴルフ場：1.70 km2（4.0%）、その他：9.88 km2（23.0%）

・６５歳以上比率 25.9 % (2000年３月)
・農業特産品

雄町米、朝日米、マスカット、ピオ－ネ、いちご、柿
・観光、レジャ－

サッポロワイン ㈱サッポロワイナリィ 見学者 年間約10万人
ゴルフ場 赤坂カントリ－クラブ 来客数 年間80,978人
幡降山野営場 来客者 年間3,000人
観光農園 来客数 年間1,500人

26

２）地域振興のきっかけ

難波町長（元岡山県商工部長）

「雇用力のある企業を創らないと住民は逃げていく」

それを成した上で

「自治体は町の経済力に応じた政策を選択すべき」

1992年６月 三井物産と「町おこしに関する業務提携」 初当選
から１年半後

2000万円のコンサルティング料

事業内容に対する責任の明記

・農村振興を目的にした農水省の外郭団体との関係

・会社幹部に旧制六高等学校ＯＢの存在も

27

そこでの論理は？

・法律は遵守、減反政策も生産系統も守る。

・しかし、米はやがては自由化される。

・自由化されても、赤坂町では地力で米を販売できる力のある
農家は存在しない。

・買い取り業者も零細農家の米など買いには来ない、相手は大
型の専業農家である。

・自由化されると、赤坂町の農家は一挙に潰れる。

・しかし、流通経路（販路）を確保しておけば、わずかな米でも町
が買い取ることができる。

・したがって、零細農家でも安心して米を作り続けられる

・これが、農業振興事業である。

28

３）「地域経済循環構造の定量的
把握の枠組み調査」

• 1995年度の事業

• さくら総合研究所（東京）と契約、２０００万円

• 赤坂版の産業連関表の作成を目指す

→ 1996年３月に報告書

• 調査過程で、無駄な移入が判明

• 例＞ 町内で余剰となっているはずの農産品まで他
地域に依存している場合

• 他の地域のコスト優位性ではない

1
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①赤坂町経済力の定量的把握

統計データの収集（赤坂町、岡山県）
個別のインタビュー調査、アンケート調査

町内生産額の推計

町内分配所得の推計

町民支出額の推計

町の特性分析（経済循環構造）

経
済
循
環
フ
ロ
ー

町民経済計算（町民所得統計）

30

②定量的把握のための「枠組み」

（１）町民所得統計（基礎データ）
個別企業・個人インタビュー調査、アンケート調査

町内企業の販売先・購入元・
分配先の行動の定量的把握

町民の町外からの支出行動
の定量的把握

町内・町際取引表の推計

町の特性分析（経済循環構造）

人
口
・
雇
用
動
態
出
入
表

町内外域際収支（赤坂町版簡易産業連関表）

支出面での町内・町際資金
移動表の推計

簡易型産業連関表

31

中
間
投
入

付
加
価
値
部
分

域外から
（７８％）

域内から
（２２％）

域外から
（４１％）

域内から
（５９％）

域外へ分配

投入・生産

中
間
需
要

最

終

需

要

域外へ
（７８％）

域内に
（２２％）

赤
坂
町
の
総
供
給
・
総
需
要

２７０億円

域外へ
（６３％）

域内で
（３７％）

産出・支出

赤坂町全体の域際収支：需給両面

移入部分

移出部分

移出部分

32

○製造業

＊原材料を仕入れて加工の上、出荷する工場が存在。
地元に落ちるカネはわずか（工場出荷額が大きくても
中間投入財の仕入れも大きく、差額（＝付加価値）は
わずか）。

＊わずかながらの付加価値ではあるが、一部が従業者
の給与所得として支払われ、町内で買い物をすること
で経済効果が生じ得る。しかし、従業員の多くは町の
外から通ってきているケースが多く、消費は町内で行
わず、経済効果小。

○商業

＊問屋機能はなく、問屋から仕入れて小売りするリテー
ルのみで、わずかなマージンしか残らない。

○観光

＊テーマパークのような観光施設は、飲食・土産が内部
で完結するため、地域にお金が落ちにくい仕組み。ま
た、最近の観光形態として、バスで複数の観光地に少
しずつ立ち寄るだけのものあり。こうした状況の中で、
単に観光客数を増やしても意味はない。

○農業

＊コメの生産・売上げ（購入）全てが町内で循環している。

ここが基盤産業として素質が大。

◇ 赤坂町分析の結論のポイント ◇ 施策

○町内のコメを買い取って、炊飯加工事業（寿司、弁当、
お握り、ご飯等のコメの加工食品の製造）を行う会社を

設立。

◇ 施策効果

コメの生産農家

農 協 農 協

㈱赤坂天然ライス

事業後

域内消費等

13億円

売上げ：18億6,000万円

人件費

2億円

13億円

（平成11年）

【事
業
前
】

【事
業
後
】

具体的には

2
0



33

４）「炊飯加工販売事業」プロジェクト

・基幹産業「農業」と産業構造の変化

・地元米１００％活用の「炊飯加工販売事業」プロジェクト

・赤坂町で生産される「米」全てを対象

・米の生産・流通系統は守る → 農家からではなく農協を通す

年間生産高は、24000俵

内） 農家の保有米 4000俵

酒米 5000俵

残りが15000俵（１日当たり40俵）→ これを炊飯加工に投入

・最近では、赤坂町で生産する米では足りず、県の経済連を通
じて、近隣の市町村からも朝日米を購入

→ 町長の希望：10万俵の米を炊飯加工へ投入したい

34

５）プロジェクトの具体化

・事業立ち上げの補助金の申請
・1994年 ウルグアイ・ラウンド緊急対策事業の一環として補助金が決定

３年間の準備期間を経て
1995年３月 第三セクタ－「㈱赤坂天然ライス」
資本金７千万円町が51%の出資、物産が10%の出資

・工場建設費 ６億円、10月完成
内訳） 農水省の補助金：３億円、町の起債：３億円

・実質的経営は、京阪神にテイクアウトショップを経営する「芙蓉物産」（守口
市）

・工場長は芙蓉物産からの出向
・赤坂町で生産された米、それを町が農協から全て買い取る
・弁当、朝日米のおにぎり、すし飯などに加工して岡山市と京阪神、中四国

のス－パ－に出荷
１日平均で約４トンの米を炊きあげる
ピ－ク時には、従業員約１２０人が三交代で２４時間操業に入る

35

６）克服した課題

・赤坂天然ライスの商品は原価が高い
・「まぼろしの米 朝日米」、このブランド定着に１年
・１００円のおにぎりが、朝日米使用ということで、１３０

円でも売れるようになった。
・政府の買い上げ価格が「Ａランク」の米になった。

今日（2001年）、Ａランクの米は、新潟コシヒカリと岡
山朝日米のみ。

・しかし、政府の買い上げ価格が高いことから、工場が
朝日米を購入するコストも高値安定となる → ブラ
ンドの悲哀

・販路開拓 （三井物産の知名度と信用力）

36

７）経済波及効果

・ ㈱赤坂天然ライスの売り上げが、地域経済にどの
ような経済波及効果をもたらしているであろうか？

• ㈱赤坂天然ライスの売上は、
1995年10月 操業開始 ９月末が決算

1995年10月～1996年９月 ５．８億円
1996年10月～1997年９月 １４．３億円

５％の配当開始
1997年10月～1998年９月 １８．３億円
1998年10月～1999年９月 ２０．６億円
1999年10月～2000年９月 ２３．４億円

2
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７）経済波及効果

・赤坂町では、1998年の「㈱赤坂天然ライス」の売上額（出荷額）が18.3億円

内、農家の主婦が工場で働いて得た賃金総額が約２億円
ということは、産業連関表を縦（購入）方向に見て

• 販売額（出荷額）＝原材料（米）＋中間投入＋人件費（労働）＋設備費（資本費
用）

↓ ↓ ↓ ↓
18.3億円 13.0億円 ？ ２億円

・ここで出荷額は大半が赤坂町外であるので、この18.3億円のほとんどは移出である。
投入量に関しての経済波及効果は、原材料である米に関しては域内の米作農家
からの間接的な買い取りであり、米自体の生産額の増加がないと、その波及効果
はない。一方、食品加工に用いられる食材や包装などは中間投入であり、これが
どの程度域内で調達できているかが域内への経済波及効果にとっては重要。こ
の程度によって経済波及効果の程度が異なる。調達可能であるのに調達されて
いないのか、それとも域内に調達できる企業が存在しないのか、などを調べる必
要がある。いずれにしても、中間投入物の移入率を調べる必要がある。これが判
れば、産業連関表を援用して波及効果が求められる。

・また、人件費である労働コストは雇用者所得として分配される。そこで働いている
人々にとっては労働収入となり、一部は貯蓄され、一部は消費に回る。これらの
割合は二次的波及効果を調べる上で重要なことである。さらに、消費が町内なの
か町外なのかも地域経済にとっては波及効果の漏れを見る意味から重要である。

38

国と自治体の行財政制度の改革

税財源の充実

政策決定権の確保
地方分権

国と地域経済循環構造の定量的把握と改革

地域経済循環構造の把握

移出財・サービスの育成・創出

自己決定・自己責任型の地域

地域経済

４．自立型の地域経済への転換

39

１）地域経済の循環構造の把握
・生産（供給）の在り方、生産要素・生産財の流れ
・所得分配の在り方、所得の流入・流出
・支出（需要）の在り方、域内需要・域外需要
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２）制度上の問題
・税財源の問題
・意志決定権限の問題
・地方自治体の規模と役割（都道府県制→道州制・連邦制）

３）政策面で自立
・行政の役割と範囲
・事業評価、政策評価

自立型地域経済への転換には

40

５．地域経済の循環構造の把握

地域経済の把握には、
①モノ・サービスの流れ ②情報の流れ ③資金の流れ

の３つを把握することが重要。
①に関しては都道府県単位で、地域産業連関表によって産業間の取引や

最終需要が把握能。しかし、これは５年に１回で、2000年調査は今年に
公表される予定で実体経済からは４年以上の遅れがある。また、取引と
はいっても、モノの流れであって、サービスの流れに関してはとらえること
ができていない。

地方工場での出荷額は、それがそのまま地方の所得とはならず、本社など
間接部門への所得として業務部門へ送金する。この額は当然東京が最
大で、地方交付税などの所得移転額よりも大きいという推計結果もある。

他方、地方によっては余剰生産物でさえ、域外から移入しているということも
ある。これは独占的競争において生まれる品質差別化で産業内交易が
生まれるというものではなく、単純に地域社会（自治体、企業、住民）が余
剰と不足を把握していないことによるもの。

②の情報の流れに至っては、その把握が極めて困難なことから、地域間の
流れに関する統計は皆無である。

事 例

2
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・市町村単位では、財政分析を除くと、分析と解釈に限界
・都道府県単位では、行政地域であり経済圏域ではない
そこで、

・都市圏域：中心都市と郊外地域で構成
・通勤圏域とか商業圏域で把握可能
・圏域内での空間的人口動態が分析できる

→ 都市の発展段階仮説
・１つの経済循環単位として把握可能
・なぜ郊外の大規模量販店が存立しているか

しかし、
・最小単位は自治体であることの限界

本来は、
・中心都市はＤＩＤ地区が望ましい

が、データ作成の作業が繁雑となる

０）都市圏域で考える地域経済システム

42

＜周辺Ｄ市＞

＜中心市Ａ市＞

商業、サービス業
通勤

買い物

＜周辺Ｂ町＞

製造業

住民

農業

住民

＜周辺Ｃ市＞

製造業

大学等

＜周辺Ｅ村＞

工業団地

＜周辺Ｄ市＞

産業振興支援

【経済社会圏】

・ Ｃ市は多くの住民がＢ町の工業団地に通勤。この意味で、Ｃ市にとってＢ町の製
造業振興は重要。Ｂ町は主として固定資産税狙いで工場を誘致する。しかし、雇用
の増加はＣ市にとっては意味があるものの、Ｂ町にとってあまり効果がないため、
それ以上の産業振興は行わず、Ｃ市もＢ町の産業振興は行わない。

・ Ａ市の商業にとって、Ｅ村の農業従事者の買い物は重要であり、Ｅ村の農業振興
は重要。しかし、Ａ市はＥ村の農業振興は行わない。

・ 新産業育成に取り組んでいるＤ市にとってＡ市の中心部にある大学や研究機関
などは産学連携の拠点として重要であるが、Ａ市の中心部の空洞化に伴う都市
的機能が衰退。

・ 農業振興のうまくいかないＥ村は農地開発と大規模スーパーの誘致を推進。その
結果、Ａ市の中心部が空洞化。Ｅ村の農業の縮小がＡ市の商業の不振を加速。

経済社会圏単位
で取組を行わな
いと以下のような
ことが生じ得る

重点化、有機的な連携等により、効果的な産業振興等を図る

【参考１】

７

43

１）地域経済の長期的動向の把握

地域における経済活動の与件となる人口の長期的動向を把握する。
都市圏とそれを構成する中心都市、郊外地域の動向をみる。

◆クラーセン・パエリンクの仮説

視点としては

◆都市のライフサイクル仮説

長期人口動向で都市圏の栄華盛衰を展望する

切り口として

44

クラーセン・パエリンクの仮説

ヨ－ロッパの地域学者クラ－センとパエリンクは、
都市圏を中心都市と郊外地域に区分し、それ
らの人口や雇用の相対的変化を調べた。

そして、それによって都市化のプロセスをいくつ
かの段階に区分し、各都市圏における都市
化のプロセスがどういう段階になってきている
かをみようとした。

2
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都市のライフサイクル・プロセス

成長期 ［都市圏人口増減］＞０
都市化

① 絶対的集中期 ［中心都市］ ＞ ０ ［郊外地域］ ＜ ０ ［都市圏］ ＞ ０
② 相対的集中期 ［中心都市］ ＞ ［郊外地域］ ＞ ０ ［都市圏］ ＞ ０

郊外化
③ 相対的分散期 ０ ＜ ［中心都市］ ＜ ［郊外地域］ ［都市圏］ ＞ ０
④ 絶対的分散期 ［中心都市］ ＜ ０ ［郊外地域］ ＞ ０ ［都市圏］ ＞ ０

停滞期 ［都市圏人口増減］±０
⑤

衰退期 ［都市圏人口増減］＜０
逆都市化

⑥ 絶対的分散期 ［中心都市］ ＜ ０ ［郊外地域］ ＞ ０ ［都市圏］ ＜ ０
⑦ 相対的分散期 ０ ＞ ［郊外地域］ ＞ ［中心都市］ ［都市圏］ ＜ ０

再都市化
⑧ 相対的集中期 ０ ＞ ［中心都市］ ＞ ［郊外地域］ ［都市圏］ ＜ ０
⑨ 絶対的集中期 ［中心都市］ ＞ ０ ［郊外地域］ ＜ ０ ［都市圏］ ＜ ０
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都市ライフサイクルの特徴

中心都市
の変化（＋）

郊外地域
の変化（＋）

絶対的集中

絶対的集中

相対的集中

相対的集中

相対的分散

絶対的分散

絶対的分散 相対的分散

都
市
化

再都市化

郊外化

逆
都
市
化

衰 退

成 長分 散

集 中
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クラ－センとパエリンクのモデルは、過去の都市化の
推移やその段階を検証し、また都市化の国際比較
をするには有用である。

しかしながら、どのような理由によって都市の発展段
階が生じ、さらに都市圏が将来どのように推移して
いくかについて、明快な説明がなされているわけで
はない。

それは結局のところ、このモデルは経済理論的な背景
を持っておらず、経験的な仮説に基づいていること
に起因しているからなのである。

都市の成長や衰退のメカニズムを考えるには、経済理
論をもとにした分析が必要なのである。

仮説の限界

48

松江都市圏の構成

松江市
（76,117人）

島根町
（2,014人）

美保関町
(3,361人）

661人(19.7%)
807人(38.4%)

1,179人(26.7%)

鹿島町
（4,413人）

八束町
（2,405人）503人(20.9%)

八雲村
（3,819人）

東出雲町
（6,502人）玉湯町

（3,642人）

宍道町
（4,935人）

大東町
（7,934人）

加茂町
（3,673人）

2,432人(37.4%)
2,010人(52.6%)

1,180人(23.9%)

1,201人(33.0%)

13.3%
15.4%

2
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松江都市圏
人口の推移

出雲都市圏
人口の推移
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郊外地域 中心都市
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浜田都市圏
人口の推移

益田都市圏
人口の推移

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
0
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郊外地域 中心都市
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松江都市圏のライフサイクル

相対的分散（衰退）－－－＋1955-65年

相対的集中（成長）＋＋＋＋＋1975-85年

＋

＋

都市圏

絶対的集中（成長）－＋1985-00年

絶対的集中（成長）－＋＋1965-75年

郊外地域中心都市

50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-00

-10

-5

0

5

10

15

千
人

中心都市 郊外地域 都市圏全体
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出雲都市圏のライフサイクル

（衰退）→（成長）（－－）→（＋）（－－）→（－）（－）→（＋）1955-75年

相対的集中（成長）＋＋＋＋＋1975-85年

＋

＋

都市圏

絶対的集中（成長）－＋1985-00年

絶対的集中（成長）(±)＋1950-55年

郊外地域中心都市

50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-00

-10

-5

0

5

10

千
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中心都市 郊外地域 都市圏全体
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浜田都市圏のライフサイクル

相対的集中（衰退）－－－－－1960-70年

（衰退）→（停滞）（－）→（±）（－）→（±）（＋）→（±）1970-85年

－

（±）→（－）

都市圏

相対的集中（衰退）－－1985-00年

（停滞）→（衰退）(－)  → (－ －)（＋）→（－）1950-60年

郊外地域中心都市

50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-00

-20

-15

-10

-5

0

5
千

人

中心都市 郊外地域 都市圏全体
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益田都市圏のライフサイクル

相対的集中型衰退（－－）→（－）－（－）→（＋）1960-75年

相対的集中型（停滞）±－＋1975-85年

－

（＋）→（－）

都市圏

衰退－－1985-00年

（成長）→（衰退）(＋)  → ( －)（＋）→（－）1950-60年

郊外地域中心都市

50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-00

-15

-10

-5

0

5

10

千
人

中心都市 郊外地域 都市圏全体
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２）産業の識別：基盤産業と非基盤産業

地域経済を構成する産業は、大きく、地域内を市場とする「域内市場産業」と、地域内よりむしろ
地域外を市場とする「域外市場産業」に二分することができる。それらは地域経済に与える影響
等の点で、異なった特質を有する。

域外市場産業 例）製造業、農業、観光など

域内市場産業 例）日用品の小売業、対個人サービス業など

主たる市場が域外であり、そこから所得を稼いでいる。基盤産業とも言える。域外の
需要動向にも左右され、外的要因によって域外市場産業が急激に衰退し、かつての
造船業のように域内経済の深刻化の契機となる可能性がある。国内外・他地域の同
業種との価格競争、品質競争に直面する傾向があり、これに打ち勝つために、創意工
夫（イノベーション）が必要。域外への情報提供産業、県庁所在都市の県庁（公務）な
ども移出産業としての性格で、基盤産業となる。

主に域内の需要を充足するための産業。地元建設業、金融機関、地方交通、小売業
（スーパー）など。基本的には、基盤産業があって域内市場産業が成立する。域内需
要が拡大すると、域内市場産業の事業が拡大、域内市場産業の雇用・所得の増大、
雇用・所得の増加による域内需要の更なる拡大という好循環が生じる可能性がある。

56

松江都市圏 出雲都市圏

特化係数による産業の識別

特化係数とは、当該地域の産業構成比を全国の産業構成比で基準化したもの。
上の例は、域内の就業者数でみて、松江都市圏は農林水産業の従業者構成が
全国水準の1.34倍であることを示している。産出額だと、仮に全国で農林水産
物の純輸出入が０とすると、松江都市圏では、その0.34の部分が域外需要、即

ち移出に回っていると考える。

2000年の国勢調査、従業地で
の就業者数

0.5

1.0

1.5

2.0
農林漁業

建設業

製造業

商業

運輸・通信業

金融保険・不動産

サービス業

公務

松江市 松江都市圏

0.5
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1.5

2.0
農林漁業

建設業

製造業

商業

運輸・通信業

金融保険・不動産

サービス業

公務

出雲市 出雲都市圏
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浜田都市圏 益田都市圏

特化係数による産業の識別

特化係数とは、当該地域の産業構成比を全国の産業構成比で基準化したもの。
上の例は、域内の就業者数でみて、益田都市圏は農林水産業の従業者構成が
全国水準の2.26倍であることを示している。産出額だと、仮に全国で農林水産
物の純輸出入が０とすると、益田都市圏では、その1.26の部分が域外需要、即

ち移出に回っていると考える。

2000年の国勢調査、従業地で
の就業者数

0.5

1.0

1.5

2.0
農林漁業

建設業

製造業

商業

運輸・通信業

金融保険・不動産

サービス業

公務

浜田市 浜田都市圏

0.5

1.0

1.5

2.0
農林漁業

建設業

製造業

商業

運輸・通信業

金融保険・不動産

サービス業

公務

益田市 益田都市圏
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市町村の生産額、産出額を推計し、それを都市圏レベルに集計

都道府県単位で、生産額とそれを規定する変数の関係を定量化

市町村でも存在するデータの必要性

それにはまず

産業別に

県民経済計算の生産額をｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞ・ﾄｰﾀﾙとし、市町村単位の
データを用いて都道府県別に市町村の産業別生産額を推計

そのつぎに、

県民経済計算の産出額・生産額の比率を各県別に市町村へ適用
し、産出額を推計。ただし、製造業は業種によってその比率が大
きく異なることから、工業統計市町村編での比率データを採用

都市圏経済データの推計

59

都市圏域際収支（移出入額）の推計

集積度の計測

都市圏単位で、産業別の産出額を用いて特化係数を計算

日本全体が特化している産業もあるので

全国産業連関表で、産業別の閉鎖経済を分母に特化度を計算

この数値を用いて

各都市圏の産業別の特化係数を修正： modified location quotients

１．０を上回った部分の産出額が純移出額
１．０を下回った部分の産出額が純移入額 と考える
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帯広都市圏

帯広市

北海道 農林水産業
鉱業

製造業
建設業

電気ガス等
商業

金融保険業
不動産業

運輸通信業
サービス業

公務
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純移入 域内産出額 純移出 産出額の内、自地域需要
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津山郊外圏

津山市

岡山県

農林漁業
鉱業

製造業
建設業

電気ガス他
商業
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サービス業
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熊本郊外圏

熊本市

熊本県

農林漁業
鉱業

製造業
建設業

電気ガス他
商業
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運輸通信業
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石巻都市圏

米沢都市圏

64

常住就業者
(44,102人)

昼間就業者
(49,128人)

域外へ通勤
(7,524人)

域外から通勤
(12,550人)

面　積
(185.73km2)

可住地面積
(87.24km2)

生産額
（3651 億円）

中間投入額
（2319 億円）

総産出額
（5970 億円）

分配所得生産要素

［農林水産業］
域内産出：57.1 億円
純移入額：58.2 億円

［製造業］
域内産出：1717.6 億円
純移入額：  52.4 億円

［建設業］
域内産出：422.2 億円
純移入額：  60.3 億円 域外建設業が受注

［商　業］
域内産出：819.4 億円
純移出額：262.1 億円

域外から消費の流入

［サービス業］
域内産出：1338.9 億円
純移入額： 130.2 億円 域外へのサービス依存

［公　務］
域内産出：299.5 億円
純移出額： 73.5 億円 域外への公的サービス

域外からの資金流入

［金融保険業］
域内産出：294.4 億円
純移出額： 56.7 億円

津山市の経済循環構造

人件費
（62.8 億円）

従業地での雇用者所得
（1979 億円）

雇用者当たり 480 万円

民間法人企業の所得
（300 億円）

常住地での雇用者所得
（1744 億円）

雇用者当たり 482 万円

産出額と同程度を移入

個人市民税
（31.7 億円）

歳入総額：１３年度一般会計
（335.3 億円）

法人市民税
（12.6 億円）

固定資産税他
（68.6 億円）

地方交付税
（73.0 億円）

国庫支出金
（40.4 億円）

地方債
（31.7 億円）財産所得

歳出総額：１２年度一般会計
（317.4 億円）

建設事業費
（42.1 億円）

公債費
（43.0 億円）

扶助費
（43.7 億円）

消費支出

民間投資

公的投資

移出－移入
-29.7 億円

［電気・ガスなど］
域内産出：344.9 億円
純移出額：176.7 億円 域外にエネルギー供給

支出（需要）
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視点：域外市場産業は成長的・安定的か

地域経済は国民経済よりも開放的であり、規模や資源などの制約から、限られた
域外市場産業に依存せざるを得ない場合が多い。
域外市場産業は外的要因（為替レート、産業の国際的な比較優位の変化等）に
よって影響を受けることが多く、地域経済を深刻な状況に直面させる契機となる可
能性があるから、域外市場産業の持続性・安定性を把握する。

多様性

３）域外市場産業の成長性と安定性

現代ポートフォリオの考え方を適用する。マーコビッツの分散・平均アプローチの考
え方で、一定のリターン（収益）を維持し、リスク（分散）をできるだけ小さくする資産
（株式銘柄）の組み合わせを探す。もちろん、リスクとリターンはトレードオフの関係
にある。これを地域経済の産業の成長率（リターン）と不安定性（成長率の分散）に
適用する。フロンティア曲線に近い産業が、地域にとって効率的に活動が行われて
いる
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地域産業の不安定性（リスク）と成長性（リターン）

島根県産業別生産額：90～02年度

産業

一次
農業

林業漁業

鉱業製造
食料品

繊維

ﾊﾟﾙﾌﾟ

化学

石油

窯業
一次金属

金属

機械

電気

輸送

精密

その他

建設

電気

商業

金融

不動産

運輸

ｻｰﾋﾞｽ

0 5 10 15 20 25 30

リスク：成長率の標準偏差

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

リ
タ

ー
ン

：
成

長
率

の
平

均

67

４）分配所得の域外流出の調査

各産業の従事者や公務員など、域内住民が得た所得が、地域内の需要として、域
内市場産業を支えているか。具体的には、消費は、地域内で行われているかを把
握する（最寄品・買回品ともに域内で消費／買回品を中心に一部域外流出／最寄
品・買回品ともに大幅に域外流出）。
さらに、域内住民の通勤状況等も併せ、そもそも、域内市場産業が成立し得る状況
にあるか否か（引き続き一つの都市圏として成立し得るか否か）を把握する。

2002年の小売業販売額、
2000年の国勢調査。島根
県下の46市町村。赤の線

は島根県全体の水準値。
消費流出地域は、一般に、
昼夜間人口比率も低い。
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５）生産要素の域内調達の調査

他産業の投入面に影響を与える効果。例えば、川上の産業（繊
維）の技術進歩で、川下の産業（衣服）が発展するといった産出
物利用の効果。

前方連関効果

後方連関効果

ある産業の生産規模の拡大が、そこでの中間投入物を生産する
産業に影響を与える。例えば、川下の自動車産業の生産需要が
高まると、川上の自動車部品製造業のアクティビティが高まると
いった派生需要効果。

2
9
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６）資金の循環：域内への再投資

利潤の増加
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貸出の増加
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倉吉都市圏が属する鳥取県の銀行における預金残高は1兆7991億円、貸出残高は1兆1798億円（2004年4月）
で、預貸率は65.6％。
これは、域内の資金需要が低い、或いは、資金供給が過剰であるため、預金残高の約3割５分が域内で投資
先を見出すことができず、金融機関を通じ、国債や金融債に充てられ、国内他地域・海外の事業等に投資され
ていることが主要因。
倉吉都市圏の主要銀行である山陰合同銀行の預貸率、預証率の推移は以下の通り。

預金残高は３兆６０９億円（２００２年度）、貸出金残高は２兆１１０５億円（２００２年度）。
近年、預貸率（貸出／預金）が低下、預証率（有価証券／預金）は上昇。

山陰合同銀行

倉吉都市圏における調査例
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預貸率の推移
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・生産と分配の関係

Ｑ＝Ｙ

・所得と支出（消費・投資・移出・移入）の関係

Ｙ＝Ｃ＋Ｉ＋Ｇ＋Ｘ－Ｍ

・可処分所得と消費・貯蓄の関係

Ｙ－Ｔ＝Ｃ＋Ｓ

これらから事後的に

貯蓄超過 ＝ 財政赤字 ＋ 域際収支

［Ｓ－Ｉ］ ＝ ［Ｇ－Ｔ］ ＋ ［Ｘ－Ｍ］

７）開放体系のマクロバランス

74

地域経済の成長基盤

移出超過（域際収支）の割合

貯
蓄
超
過
の
割
合

移出産業の存在は地域が自立的に成長する基盤といえる。純移出
の割合が高ければ、それだけ域内に資金が貯まることになる（→貯
蓄増）。これは、この資金が域外に投資として循環する可能性を意味
している。
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域際収支と受益超過の関係：2000年度

域際収支黒字の割合
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貯蓄超過と受益超過の関係：2000年度
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地域経済の循環構造を定量的に把握することが必要

何が出ていって、何が入ってきているか

産業の製造・サービスの連関がわかる

これによって

不要なもの・余っているものまで移入していないか？

地銀系シンクタンクの役割

６．自立した地域経済に向けて

シンクタンク（地銀系）・地元大学・自治体の役割

78

既存の産業集積を活かす方向

新たな産業集積を目指す方向

少子・長寿型の社会
（実は、人口減少時代）

環境重視型の社会
都市圏の地域特性

地方分権型の社会

時代の潮流＋

都市および都心再生

各産業の立地特性・輸移出特性

加
味

地理的特性、インフラ状況（情報）

人的資本、歴史資源、企業特性 他

規制緩和（特区）

地域連携

たとえば産業活性化の方向性として

79

産業政策

雇用政策

環境政策 福祉政策

地域政策における資金循環への貢献

コミュニティ
ファンド

エコファンド

ベンチャー
ファンド

シルバー
ファンド

様々なところで資金を
必要としている。それ
がどこか見出せない。
見出せても、その見通
しが評価できない。

80

総 括

・これまで地域政策に対する効果の有効性が分析されてこなかった。

・随所に［漏れ］がある。需要面、生産面、分配構造などに漏れがある。

・これらが政策効果を弱めているあるいは効力を無くしている可能性がある。

・分析には、経済力（所得など）と枠組み（経済循環構造）を知る必要がある。

・しかし、データが整備されていない。また、分析道具にも不案内である。

・データ収集とヒアリング、アンケート調査など赤坂町型リサーチが参考。

・地域経済が自立するのに、地域にとって何が必要で、何が十分かを見極める。

・それによって、域外との経済循環、域内での経済循環を確立する政策を見出す。

・つまり、具体的には地域の基幹産業と基盤産業の関係を明確にする。

・高齢化社会において、地域ファンドを活用して経済（資金）循環を構築する。
・環境重視型社会において、付加価値型リサイクルは正に経済循環である。
・地方分権型社会において、自立するには一定の経済規模が必要である。

地域経済再生（活性化）に向けて

自己完結ではない開放体系での優位性の発見・創出が自立につながる

3
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中国地方の中山間地域の現状・課題と今後の展開戦略

「生命地域」宣言 2002年新センター整備
島根県中山間地域研究センター（全国初＆唯一）
地域研究グループ 科長 藤山 浩

中国地方知事会

鳥取県島根県

岡山県広島県山口県

中国地方中山間地域
振興協議会 H10～

事務局：
中山間地域
研究センター

中山間地域に関する
共同研究・共同事業

１．これからの５年の重要性・緊急性

～中国地方中山間地域の現状から

従来とは不連続の決定的転換局面

～新たな国のかたちの「夜明け前」

中国地方の約８割が
■■中山間地域
（面積・市町村数＝2000年）
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島根県中山間地域町村の今後の人口予測

（現行推移モデル，コーホート変化率法）
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島根県中山間地域町村の人口ピラミッド（２００５年、国勢調査）
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-

年齢層

人

女

男

中山間地域の主力世代＝70代
→「昭和ひとケタ世代」の引退
→「代替りの時代」への対応が緊急課題

６人に１人
（16.25％）が70代

●今後５～１０年が勝負＝昭和ひとケタ世代の引退
（主力世代として社会・産業・環境管理・文化を維持）

●基幹的農業従事者
（島根県中山間地域）

＊2005
農業センサス

＊200１
中山間C
調査

●売上げの世代割合
（中山間地域B産直市）

６割が７０歳以上 ７割が65~74歳世代

58．8％

0 50 100 150 200 250 300

福島県

山形県

秋田県

宮城県

岩手県

青森県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

全国

人

小規模な中国地方の集落（過疎地域）
集
落
規
模
の
全
国
比
較
（19
97
年
過
疎
地
域
調
査
）
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35.2

21.8

40.2
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36.4

36.5

7.0

13.0

5.3

2.6

6.9

3.8

24.2

35.6

15.0

16.5

23.3

42.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中国地方　

山口　　

広島　　

岡山　　

島根　　

鳥取　　

①

②

③

④

⑤

⑥

⑥④④④

⑤

⑤

⑤

③③③

③②②

③②①
高
齢
化
率
％

世帯数

70

50

40

10 20 30

●小規模・高齢化する集落
７集落に１集落（14．2％）が
高齢化率50％以上
世帯数19 世帯以下

＊市町村数で71.8％の196市町村、
13,463集落データを集約した中間報告

＜集落規模・高齢化タイプ＞ 集落規模・高齢化タイプ別の集落分布： ●●小規模高齢化集落
13，453集落（約７割） ＊暫定速報版

世界的にも希な分散型共生＝「里山・里海」居住地域

２．新たなコミュニティのかたち

～集落を超えた重層・協働型地域運営

集落の限界的状況の進行

～新規参入を促進する支援結節拠点
20

18

7

21
1

11

19

17

12

16
15

9

8

2

5

10

3

14

13

4

6

集会所

幹線道路

神社

バス停 （男70）

女92

女60

女75

男86女82

男83女76

男77女71

男78女72

女87

男55女56

女88

男61女57

男66女66

男41

男62女65

男52女51

男68女68

男46女46

（女21）

男58女59

男23

男73

男53女52

女79

男48女47

男16,男11,  (女18）

女81

男69

男39女42

女12女6

女74

男43女36

男13男9

男63女64

男32女27

男0女3

＜車無＞

＜車無＞

＜車無＞

＜車無＞

＜車無＞

＜自治会長＞

青空

市場

＊入院中

＊学生
＊学生

男72

女75

縁辺集落モデル
（１９９８年時点での島根県邑智郡町村のサンプル平均）
●６１人、２１戸、高齢化率４１％

＊
世
帯
モ
デ
ル
を
作
成
し
、
コ
ー
ホ
ー
ト
変
化
率
等
で
推
測
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集会所

幹線道路

神社

バス停

女92

女60

女87

男55女56

女88

男61女57

男66女66

男41

男62女65

男52女51

男68女68

男46女46

（女21）

男58女59

男23

男73

男53女52

女79

男48女47

男16,男11,  (女18）

男69

男39女42

女12女6

女74

男43女36

男13男9

男63女64

男32女27

男0女3

＜車無＞

青空

市場

＊学生
＊学生

●１５年後試算：４４人、１３戸、高齢化率４５％
（高齢化率が高く、世帯規模が小さい＝高齢者独居世帯が
多い集落では、人口よりも世帯が早く減少するケースあり）

進む無秩序な耕作放棄と「限界集落」化

放棄後１５年経過の田

A集落

B集落

C集落

中山間
地域

消滅 消滅

衰退

土地・資源
土地・資源

土地・資源

土地・資源

放棄

放棄

放棄

放棄

「限界集落」化

負の連鎖反応

中山間地域
全体の衰退

持続性の
無い国土

所有の
空洞化

「限界集落化」・「集落消滅」
から生まれる負の連鎖反応

27

3
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遊休資源
の活用

A集落

B集落

C集落

中山間
地域

個人

資源の
棚卸し
（利用
可能に）

パートナー

パ
ー
ト
ナ
ー

起業

都市
住民・企業

地
域
再
生

プ
ロ
グ
ラ
ム

持続可能な
中山間地域

持続可能な
国土・暮らし

中山間地域の
豊かさ提供

「負の連鎖」を防ぐ
新たな地域運営組織
＜資源棚卸し→新規参入＞

新規
参入

個人

個人

個人

個人

新たな公＝地域運営組織

３．新たな所有のかたち

～所有から利用優先の制度設計へ

急速な所有の不在化・空洞化の進行

～必要な土地資源の「棚卸し事業」

決まっている

決まっていない

回答無

農地山林の相続予定者が
決まっていると答えたのは３分の１

知っている

知っていない

わからない

回答無

相続予定者の３分の１だけが
農地山林の境界を認知

＜島根県弥栄村世帯主アンケート調査より
２０００年、回答３４７世帯、藤山＞

必要な地籍調査（羽須美村は山林も含め１００％完了）
と有効相続促進条例（京都府園部町の森林及び農地に関する管理条例制定）

防ぎたい所有の空洞化

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

山林

保安林

田

宅地

墓地

旧匹見町内

旧益田市内

島根県内

広島県

大阪府

東京都

その他府県

住所不明

●現況地目ごとの納税義務者の地域分布（面積割合）

＊固定資産税
（H18.1)

＜旧匹見町役場
による集計データ
から集約、藤山＞

不在化が進む中山間地域の土地所有者

3
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島根県中山間地域の旧匹見町
における納税義務者の全国分布

＊固定資産税

●山林、保安林、田、宅地、墓地
の所有権者の分布は
全国２６都府県に分散

三次地方森林組合：：経営信託モデル事業経営信託モデル事業を今年度から展開を今年度から展開

平
成
の
「
荘
園
」化
？

１０年後には約６割の農地管理が75歳以上

現在(2005年) 5年後(2010年)

10年後(2015年)

2004年 戸数67戸 人口151人 高齢化率39.1%

管理者年代別農地面積割合

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

2005年 2010年 2015年

65歳未満

75歳未満

75歳以上

地域現場における「棚卸し事業」支援例
～農地一筆マップの活用事例（中山間CのWeb-GISで提供)～

地域の農地、農用資源の利用実態、現状をみんなで把握した上で将
来設計づくり！

契約
栽培
ゾーン

稲作ゾーン

エコファーマー
ゾーン

田園住宅
ゾーン

「農園」
ゾーン

放
牧
ゾ
ー
ン

（
粗
放
的
管
理

焼
き
畑
等
含
む
）

食糧危機時の
生産転換プログラム
など（例：スイス）

新
規
参
入

管
理
支
援

都市住民
・企業
NPO

出資

無秩序な管理放棄 新たな土地管理事業体
（例：●●荘園）

●一社一村運動

レンジャー

「棚卸し」事業
所有・管理の現況確認
所有から利用優先へ
持続可能な活用計画 ●

山
林
の
所
有
界
確
認
↓
信
託
化

里
山
化
ゾ
ー
ン

（
山
野
草
の
谷
，
オ
ー
ナ
ー
制
）
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４．新たな連携のかたち

～目指すべき「分散」と「集中」の両立

階層的なハブ＆スポーク構造が必要

～地域内外を束ねてつなぐ結節点整備

0%-1.9%-6.1%増減率

6,7136,86317,9712004年計

6,7186,99319,1351999年計

高齢者世帯数人口項目

中山間地域の基幹病院３０分圏内の人口動態分析の事例

①人口分布変動
②拠点配置
（機能分担）
③交通ﾈｯﾄﾜｰｸ
の複合計画
（GISの活用）

基
礎
的
な
生
活
圏
に
お
け
る

分
散
的
な
拠
点
配
置
の
実
情

島根県飯南町
来島地区
中心連担地
２００４年現在

国道
５４号

旧道

行政 教育 医療
福祉レストラン

パブ

ゲートウェイセンター

交通 配送 観光案内

スーパー
直売市
コンビニ

金融

中心広場

地方都市

コンビニ・カー１号

情報

コンビニ・カー２号

村にひと・もの・情報の
結ぶ目としての
中心広場をつくる！！

Web-GIS
を活用した
情報ネットディマンド型の

新交通システム
で人もモノも

中山間Ｃ

幹線との
結節点整備

ゆったりした
域内循環系
フロー

速い幹線系
フロー
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屋根付き
バス

ターミナル

隣は
道の駅
と直売市

診
療
所
・保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
・役
場
・文
化
ホ
ー
ル
・生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
図
書
館
・道
の
駅
・直
売
市
・バ
ス
タ
ー

ミ
ナ
ル
・駐
車
場
の
十
の
拠
点
機
能
を
集
中
配
置

人口減少社会・分散型居住地域において必要な発想＝

「規模の利益」よりも「範囲の利益」（分野横断複合型）
＊実現を阻む「縦割り行政」・「細切れ補助金」

三次市

広島60分圏

三次40分圏

飯南町

基礎生活圏・二次生活圏・三次生活圏での「分散と集中」の再設計

分散型居住の
基礎生活圏での
「中心広場」創出

二次生活圏の
地方都市での

「シビックコア」創出

広島市

三次生活圏の
拠点都市での
「中枢機能」創出

分散的居住が広がる
中国地方を支え
つなぐ 三層の
ハブ＆スポーク構造

●重要な結節点（ハブ）
の双方向（内・外から）
GATEWAY機能
（交通・観光・物流・情報）
＊人と人が出会う仕組み

広島２時間圏

５．持続可能な文明のかたち

～「都市」と「田園」の二軸構造へ

本気で「持続可能」を考える時

～生命地域としての中山間地域

東京都区内DID
13,093人/km
１人当り76㎡

中山間地域

１人当り
１４６２７㎡

１人当り面積は１９２倍！

中山間地域
１７４３万人
人口１３．８％
面積６８．６％
密度：68人/km

人口集中地区
人口：８,２８１万人
人口割合：６５．２％
面積：３．３％
密度：6,647人/km

中山間地域と都市地域の比較(２０００年国勢調査）

全国DID
１人当り150㎡

自覚・共有したい中山間地域の希少価値＝土のある暮らし
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東京 ミュンヘン ハンブルグ リヨン パリ

％

＜都市別夫帰宅時間、東京30km圏内妻年齢35~44歳世帯＞

＊
出
典
：
（
財
）家
計
経
済
研
究
所
「
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
家
庭
生
活

調
査
」（20
05
年
刊
行
）

都
市
へ
の
過
密
に
よ
る
生
活
の
質
低
下

東京圏の夫の６割以上
が８時以降に帰宅

世界都市・東京の光と影 私たちが半世紀かけて
つくってきた都市の姿
＜費やし捨てる地域＞

「土と水」の無い都心

初めて「老いと死」を
迎える郊外団地

★地方都市４点セット：
大型スーパー，コンビニ
パチンコ，サラ金

神
社

元
・
小
学
校

お
寺

小
川

お
墓

かんな流し跡

牛
小
屋

集
会
所

飯南町：鉄穴流しで作られた美しい棚田
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田園地域 都市地域

百
万
人

0
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8
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12

14

16

％

人口増

人口増加率

＜イングランドにおける1981~2002年の田園回帰
2002年現在人口 田園地域1,410万人、都市地域3,540万人＞

The Countryside Agency, (2004), 
“The state of the Countryside 2003”, The Countryside Agency 

背景：
美しい環境の中で
の質の高い暮らし，
犯罪の少なさ，
田園関係の仕事
や趣味
地域社会への参
加意識

「都市」一軸国土の限界

海外

東京

大都市

中核都市

地方都市

郡部町村

中山間地域

■
都
市
の
限
界

（養
老
孟
司
顧
問

「
不
可
能
な
自
然
の

排
除
と
完
全
な
人
工

化
」
）
↓
参
勤
交
代

化石燃料
食糧等の大量輸入

ゴミ・熱・CO2
大量廃棄

●都市の「豊かさ」を支えた
一度限りの大量消費

中国の
大量輸入

最終処分場不足
ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ
地球温暖化

●「活性化」とは，
都市に追いつくこと？

■
人
間
の
限
界

■
子
供

の
限
界

持続可能な
国土への
先行投資

東京

都市軸 田園軸

二軸構造で奥行きのある国のかたちを

●２１世紀のたたら

山・川・海・人

共 生 圏

都市とは異なる
機能・価値を提供

集中

●待つ楽しみ＆
創り上げる喜び
＝週末は田舎に

中国地方の伝統とは？

共生型技術の
最先端地域

ソフトエネルギー

環境管理

ソフト交通

★田園～都市
社会実験の展開

分散

消費 育命

効率 安全

廃棄 再生ヒューマンサポート

基盤=
教育・情報の
ネットワーク
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