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○基本計画の名称：上田市中心市街地活性化基本計画

○作成主体：長野県上田市

○計画期間：平成 22年 3月～平成 27年 3月

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針

［１］上田市の概要

(1) 位置・地勢・歴史

上田市は長野県の東部に位置し、東京からは約 190km の距離にあり､長野新幹線上田駅ま

では約 90 分、上信越自動車道上田・菅平ＩＣまで約 150 分で日帰り圏内となっている。高

速交通網以外に国道 18 号、国道 141 号、国道 143 号、国道 144 号、国道 152 号、国道 254

号、国道 406 号などの幹線道路のほか､しなの鉄道、上田電鉄別所線が､市内外を結ぶ重要な

交通手段となっている。

県庁所在地の長野市の中心部からは約 40 ㎞で、道路や鉄道で概ね軽井沢町との中間の位

置にあたり、市の周囲は、北は長野市、千曲市、須坂市、坂城町、西は松本市、青木村、筑

北村、東は嬬恋村（群馬県）、東御市、南は長和町、立科町と接している。現在の市域の面

積は 552ｋ㎡で、南北約 37km、東西約 31km の広がりを持っている。

佐久盆地から流れ込む千曲川（新潟県に入ると「信濃川」となる）が市の中央部を東から

西に通過し､北は上信越高原国立公園の菅平高原、南は八ケ岳中信高原国定公園に指定され

ている美ケ原高原などの 2,000m 級の山々に囲まれ、また、河川沿いに広がる平坦地や丘陵

地帯に市街地及び集落が形成されている、緑溢れる森林・里山と清らかな水の流れる川に育

まれた自然豊かな地域である。

盆地部分の年平均気温は、摂氏 11.8 度で、昼夜、夏冬の寒暖の差が大きい典型的な内陸

性の気候で、晴天率が高く、年間の降水量が 800mm から 900mm と全国でも有数の少雨乾燥地

帯となっている。

この気象条件を活かして農業では水稲のほか、果樹、野菜や花きを生産している。特に市

内でも寡雨である塩田地域では､農業用水の確保のため､古くから大小数多くのため池がつ

くられ､雨乞いの祭である「岳の幟」は 500 年以上も続いているとされ､現在は国選択無形民

俗文化財として指定されている。

上田地域の歴史は古く、奈良時代には、国分寺、国分尼寺が建立され、信濃国で最初の国

府が置かれた地ではないかとも考えられている。鎌倉時代に入ると、幕府の信濃守護職、北

条氏が市内の塩田平に居を構え、三代 60年に渡り鎌倉の仏教文化を花咲かせたため､現在の

塩田平は『信州の鎌倉』といわれ、安楽寺の日本で唯一の木造八角三重塔（国宝）をはじめ、

重要文化財など数多くの歴史的建造物、史跡が残されている。

■上田市内の文化財（国指定）

種 別 主なもの

国 宝 建 造 物 安楽寺八角三重塔

重要文化建造物 前山寺三重塔、信濃国分寺三重塔、中禅寺薬師堂、常楽寺石造多宝塔

重要文化財彫刻
薬師如来坐像附木造神将立像（中禅寺）、木造惟仙和尚坐像（安楽寺）、木造恵仁和尚坐

像（安楽寺）、銅造観音菩薩立像（長福寺）
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史 跡 上田城跡公園

重要文化財古文書 紙本墨書生島足島神社文書

選択無形民俗文

化 財

別所温泉の岳の幟行事、八日堂の蘇民将来符頒布習俗、戸沢のねじ行事

時代が下った戦国時代の天正 11 年（1583 年）､真田昌幸によって上田城が現在の場所に

築かれてから､城下町として発達が始まり､上田の地は､政治・文化の中心、物資の集散地と

して長いこと栄えた。

徳川軍の侵攻を二度にわたって退け､さらに、その後の大阪冬・夏の陣での真田一族らの

活躍は、池波正太郎氏によって『真田太平記』に描かれ､市内では上田城のほか､別所温泉や

安楽寺などが物語の舞台として登場している。

明治から大正時代にかけては､全国有数の蚕種（さんしゅ）の生産地となり、全国の蚕糸

業を支える「蚕都」として隆盛を極めた。その名残りとしての近代化産業遺産の指定を受け

た建物などが中心市街地内にも残されている。

上田市の商業は、蚕糸業の発展によってさらに促され、明治 21年（1888 年）当時の上田

町の戸数約 2,800 のうち商家が 1,031 戸（約 37％）を占めており、その後新設された大屋

駅を使って依田窪（現在の上田市丸子、同武石、長和町）地方、和田峠を越えた諏訪・伊那

方面からも繭や諸物資が集まり商圏も大きく広がった。

「蚕都（さんと）」として発展した技術的基盤や進取の精神を受け継いだ輸送関連機器や

精密電気機器などを中心とする製造業が､現在の地域経済を牽引しており、製造品出荷額等

は 5,806 億円（平成 19年）と、県内屈指の工業地域となっている。

菅平高原、「信州の鎌倉」塩田平、別所温泉、信州国際音楽村などの雄大な自然や温泉と

併せて観光資源が数多く存在している上田市は､年間約400万人の観光客が訪れており､現在

は観光をリーディング産業として位置付けているほか､晴天が多いという気象上のメリット

を生かして､映画・テレビのロケ撮影を官民一体となって支援するフィルムコミッション活

動に積極的に取り組み､劇場公開された著名な作品も多い。

平成 18年 3月には上田市、丸子町、真田町、武石村が新設合併して人口 16万 4千人を擁

する新上田市が誕生し、東信州地域の中核都市としての歴史をさらに発展させるための歩み

を始めている。

上田市

長野県
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(2)中心市街地の歴史

上田城を築いた真田氏は､一族の所縁の

地から､商人などを移住させ城下に住まわ

せた。それが現在の「海野町」､「原町」

の原形となっており､その名残が､上田市

真田地域の「本原（もとはら）」､隣接す

る東御市の「本海野（もとうんの）」とい

う地名となっている。その他市内には､城

下に住んだ町人の職業に由来するとされる

「鍛冶町」､「紺屋町」､「鷹匠町」等の町

名が残っている。

江戸時代になって松代に転封された真田氏から、仙石氏(約 84 年間)、松平氏（約 160 年

間）と城主が代わるなかで形成された城下町が､現在の中心市街地の基礎になっている。

また、上田城の築城を契機として形成された城下町としての賑わいのほかに、江戸時代に

発達した北国街道沿いの宿場町として、松本方面と結ぶ「保福寺道」や鳥居峠越えで上州吾

妻郡と結ぶ「上州道」との結節点となって栄えた歴史を持っており、現在の「柳町」は北国

街道沿いの歴史的街並みとして往時の面影を残している。当時の上田は城下町に住む武士・

町人と宿場を往来する旅人によって栄えたといってよい。

しかし､城下町として発達した結果､市街地では､狭い道路でカギの手形に曲がっていると

ころも多く不便とされ､大正から昭和にかけて､市街地内の道路の整備が進められた。

明治 21 年（1888 年）に､信越線が一部開通し､上田駅が千曲川の近くに設置されると､原

町、海野町と駅を直線的に結ぶ道路が河岸段丘を切り崩して作られたため､駅の利用者を見

込んで新たな商業集積が生まれ､現在の「松尾町」が生まれた。また､松尾町の通りを作るた

めに切り崩した土を利用して作った道路と､初めて千曲川の対岸を結ぶ上田橋が明治 23 年

（1890 年）に接続すると､左岸から多くの鉄道利用者が通る現在の「お城口天神通り（旧ニ

ューパール通り）」の元となった。

一方､鉄道の出現によって､それまで､商業の中心であった木町､柳町等は､徐々にその集積

を失い､少しずつ上田駅寄りに商業の重心が移っていった。

呉服屋であったほていやが昭和 15年（1940 年）に海野町に移転し､昭和 35年（1960 年）

には同地で､当時、市内唯一の百貨店として改築した（その後昭和 58 年（1983 年）閉店）

以降､イトーヨーカ堂（昭和 52 年（1977 年）開店）､西友ストア上田店（昭和 49 年（1974

年）開店､後 51 年に「上田西武」に改称､平成 12 年に「ＬＩＶＩＮ」と改称、平成 21 年 3

月閉店）などの大規模小売店舗が､比較的、上田駅に近い場所に開店したのも､結果的にはそ

の流れに沿ったものであるとも言える。

ほていや百貨店の出店以降､昭和 30年代後半には､上田ショッピングセンター（昭和 35年

（1960 年））､上田中央ビル（昭和 37年（1962 年））､上田名店ビル（昭和 38年（1963 年））

が､商業者の共同事業によって続々と誕生し､中央交差点付近は､「中央一番街」として中心

商店街の中でも一番の賑わいの場所となったが､40 年以上を経過した現在､共同ビルを含め

商店街をどのように再構築していくか大きな課題である。

昭和 30年代に入ってから車が増え始めたため､当時､狭かった市内の道路は混雑するよう
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になった。同 35年（1960 年）からは現在

の中央通り､同 45年（1970 年）からは海

野町通りの道路拡幅を実施し､同 48年

（1973 年）には､商店街の通りにアーケー

ドを設置した。

一方､信越線とともに公共交通の要であ

った鉄道として､大正末期から昭和初期に

かけて隣接する丸子町と上田市を結んで

いた上田丸子電鉄丸子線は昭和 44年

（1969 年）､真田町と上田市を結んでいた

上田交通（上田丸子電鉄が改称）真田傍陽

線が昭和 47 年（1972 年）に続々と利用者の減少を理由に廃止された。現在は､同社の路線

は別所線のみが残り､官民挙げて存続支援に取り組んでいる。

昭和 49 年（1974 年）､ユニーが原町に出店した後、大型店の出店が相次ぎ、商店街は活

況を極めた。その一方で海野町は､上田市の中心商店街の中では最も早い昭和 42 年に商店

街振興組合を設立して､利用客確保のために駐車場

の設置や､全国の中でも先進的とされる歩行者天国

「海野町広場」の取組みを始めた。

昭和 58 年（1983 年）には､ほていや百貨店が､駐

車場不足による客離れのため海野町から撤退し､市

内の常田に移転したことを始め､大型店舗は､次第

に中心商店街以外の場所に立地するようになり､

1988 年（昭和 63 年）にはユニーがやはり駐車場の

不足による客離れによって上田市から撤退した。中

心商店街の歩行者通行量は調査の開始以来、減少傾

向が続いており現在に至っている。

上田市全体に占める中心商店街の年間商品販売額

は低下しており､上田駅から遠い商店街ほどその傾

向が顕著になりつつある。

（３）中心市街地に蓄積されている歴史的・文化的資源・景観資源、社会資本や産業資

源などのストック状況

ア 上田城跡公園

天守閣を擁する派手な城郭ではないが１５８３年の築城以来４２６年の歴史を持

ち、都市公園法の施行 50 周年を記念した「日本の歴史公園百選」（（社）日本公園緑

地協会などが構成する記念事業実行委員会による）、「日本１００名城」（財団法人日

本城郭協会による）にも選ばれた上田市の市街地の形成の礎としてのシンボルであ

る。市民にとっては憩いの場所であり、年間約 100 万人の観光客が訪れる場所でもあ

る。

海野町商店街七夕祭り

上田わっしょい（夏祭り）
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イ 近代化産業遺産

蚕都として経済的に発展した歴史を今に伝える建物であり現役として使われている

建物もある。明治から昭和初期の雰囲気を持つため映画・テレビの撮影にも良く使わ

れる。

＜中心市街地付近の製糸関連近代化産業遺産＞

信州大学繊維学部講堂

上田蚕種㈱事務棟

笠原工業㈱繭倉

笠原工業㈱倉庫

常田館、同館所有物

ウ 柳町

江戸時代の北国街道の雰囲気を残す通りである。上田市の中でも景観の保全に住民

が積極的に取り組む先例となっている。訪れる観光客も多いほか、映画・テレビの撮

影にもよく使われる。

エ 中心商店街

北国街道沿いに発達した古い歴史を持つ原町、海野町のほか、鉄道の開通によって

新たに発達した松尾町、天神など。

その商圏は

かつて「北上

州から諏訪､

伊那地方にも

及んだ」(諏訪

倉 庫 ７ ５ 年

史)とされて

いる。明治 21

年（1888 年）

当時の上田町

で は 戸 数 約

2,800 戸のう

ち 商 家 が

1,031 戸（約

37％）を占め

て い た と い

う。現在も東

信州地域の中

核的な商都と

して､商業も

盛んである。

柳町
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［２］中心市街地の現状分析

(1) 人・コミュニティに関する状況

1) 人口・世帯

中心市街地の人口は 6,897 人、世帯数は 3,225 世帯であり、上田市の人口の約

4.2％、世帯の約 5.0％の世帯数が集積している地域である。（平成 20年 6月末現在）。

上田市の人口は、近年大きな変更が無く横ばいの状況であるが、平成 13年をピーク

に減少に転じている。

この間も中心市街

地の人口は減少を続

け、現行の基本計画策

定後も同様である。平

成7年を100とした場

合に既に約 85 ポイン

ト以下になっている。

図１　中心市街地の人口の推移（資料：住民基本台帳）
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中心市街地　（人）　 7,930 7,854 7,701 7,613 7,538 7,462 7,328 7,177 7,071 7,078 7,038 7,052 6,963 6,897

新上田市合計（人） 163,551 164,260 164,754 165,603 166,097 166,815 167,319 166,955 166,611 166,668 166,451 167,779 166,868 165,892

中心市街地の比率（％） 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
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図３　中心市街地の人口の推移（増減率） （資料：住民基本台帳）
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図２　中心市街地の世帯の状況（資料：住民基本台帳）
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2) 年齢別人口

中心市街地の 15歳未満の年少人口の割合は、約 10％、65歳以上の老年人口の割

合は約 33％（いずれも平成

20 年 6 月末現在）である。

上田市（旧）の中心市街地

以外の状況（年少人口約

13％、老年人口約 25％）と

比較すると少子化、高齢化

が顕著に現れている。5歳階

級別の人口の構成比をみる

と、中心市街地では今後も

子どもの比率は減少が予想

される一方で、60歳から 64

歳までの区分の割合が高く、今後さらに高齢化が進展するものと考えられる。

(2) まちに関する状況

1) 人口集中地区（DID 地区）

上田市（旧）の人口集中地区は拡

大傾向を続けており、平成 17 年に

は 12.6k ㎡となっており、市街地の

郊外への拡散が続いている。

また、地区面積の拡大に比べ、平

成 17 年には、人口集中地区の人口

密度は 38.2 人/ha まで低下してい

る。

2) 低未利用地等

中心市街地では低未利用地の土地活用が図られた場所（※）もあるものの、駐車場の

増加がみられ、平成18年には平成11年に比べ約9,000㎡の駐車場が増えている（約4％

の増加）。それらの駐車場は中心市街地全体に虫食い状に拡散している。

図６　人口集中地区の推移（資料：国勢調査）
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図４　年齢階層別の人口構成比（資料：住民基本台帳）
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図５　5年齢別人口構成比(資料：住民基本台帳　平成20年6月末現在）
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規模の大きな未利用地となっていたＪＴ上田工場跡地、旧第一中学校では具体的な土

地活用が進みつつあり、写真美術館用地はイベント会場として活用を始めているが、平

成 20年には中央二丁目交差点に空き地が生じ、未利用地となっている。

※）主な低未利用土地の活用予定

①写真美術館用地⇒街なか駐車場

②旧一冨士跡地 ⇒大手門地区（緑地広場、商業等施設）整備

③ＪＴ上田工場跡地⇒交流･文化施設、商業施設、大規模分譲住宅地

④旧第一中学校跡地⇒総合保健センター、商業施設

3) 地価

中心市街地の地価は商

業地、準工業地域、住宅地

とも下落を続けている。

長い間の懸案であった

駅前再開発が 15 年度に完

了したにもかかわらず、中

図７ 駐車場の動向

資料：(旧)上田市中心市街地活性化基本計画報告書（平成 11年 9月）及び平成 18年住宅地図

※前回調査（平成 11年）の駐車場と平成 18年度の住宅地図上の駐車場を比較し表示

図８　地価の動向（商業地・準工業地）（資料：上田市の統計）
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図９　地価の動向（住宅地）（資料：上田市の統計）
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央１丁目が平成 10 年時点の地価の 22.6％に下落し、中心商店街以外の地点との幅が縮

小している。

全体に近年は、下落幅が

10%以下に縮小してきてお

り、やや下げ止まり傾向が

見られる。

住宅地では大手１丁目

が平成 10 年時点の地価の

45.2%に下落しているが全

体的として概ね 50％前後

であり商業地よりも下落

率が少ない。中心市街地に

比べ郊外は下落幅が小さ

く、従前に比べ差が縮小している。

(3) 商業・賑わいに関する状況

1) 小売商業

① 商店数

上田市（旧 4 市町村合計）の小売商店数は、昭和 57 年がピークとなり、以後は減少が

続いている。中心市街地では商業環境立地特性の調査が開始された昭和 54 年以後、一

貫して減少している。

上田市全体に比較して中心市街地

の方が大きく減少している。平成 9年

から 19 年の間のわずか 10 年間で約

1/3 の商店がなくなっている。

② 小売年間販売額

上田市（旧 4 市町村合計）の年間販売額は平成 3年がピークとなり、平成 3 年から 9

年までは 2,100 億円台で概ね横ばいに推移した後、減少傾向を示している。中心市街地

では昭和 57年がピークとなっている。

中心商店街でのいわゆる大規模小売店舗の出

店は概ねこの頃までで、以後は郊外への出店と

中心商店街からの撤退・移転が続く。

その後は年を追うごとに減少傾向が激しくな

っており、平成 19年では、平成 9年からのわず

か 10年間で半分以下の販売額となっている。上

田市全体に占める中心商店街のシェアは減少し

続けている。

図10　小売店舗数の推移（資料：商業統計）
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図11　年間商品販売額の推移（資料：商業統計）
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平成6年以降、上田市の年間商品販売額は前

年比で減少が続いていたが、平成 19 年では、

長野市、松本市とともに若干持ち直している。

一方、佐久地方の商圏を形成している小諸市、

佐久市は微減となっている。

平成 6 年以降、上田市の年間商品販売額は前年比で減少が続いていたが、平成 19 年

では、長野市、松本市とともに若干持ち直している。一方、佐久地方の商圏を形成して

いる小諸市、佐久市は微減となっている。

2) 商圏

上田市は、周辺市町村、並

びに 小諸、佐久商圏を含む

東信州における商業の中心都

市であるが、このうち近年の

特徴として佐久商圏が大きく

伸張している。商圏人口では

佐久市の商圏の伸びが大きく

なっており、上田市とほぼ拮

抗する状態になっている。

平成 18 年の調査では、現在の上田市、青木村、坂城町、長和町、東御市の５市町村

が吸引率 30％以上の一次商圏を形成している。

上田市の一次商圏に含まれる自治体の

数は近年、大きくは変わっていないが、

18 年の調査では立科町が上田市の一次商

圏から二次商圏になるとともに佐久市の

一次商圏に組み込まれている。また、上

田広域圏である東御市や長和町が、佐久

市の二次又は三次商圏となっている。

商圏人口は、上信越自動車道の長野－軽

井沢間が開通する前年の平成 7 年がピー

クとなっており、その後、商圏に含まれる自治体数の変動や人口動向によって、18年ま

での 11年間に約 17％減少している。

今後は人口の減少により商圏は拡大しても商圏人口の数値は減少する場合があると

考えられる。

図13　県内他都市の商品販売額の推移（資料：商業統計）
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図12 中心商店街のシェアの推移（資料　商業統計）
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図14　東信三市の商圏人口の推移 (資料　長野県商圏調査）
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図１５　上田市の商圏人口の推移（資料：長野県商圏調査）
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3) 歩行者通行量

歩行者通行量（休日）は昭和 55年の調査開始からほぼ一貫して減少傾向にあり、昭

和 55年当時、全体で約 82,000 人であった歩行者通行量は、平成 20年には約 20％の約

16,000 人にまで落ち込んでいる。19年に比較するとわずかであるが持ち直した。

現行基本計画策定後、平成 15年、16年に歩行者通行量の増加がみられるが、これは

お城口の再開発事業の完成や商店街の電線地中化工事が終了したことなどの効果の現

れと考えられる。（暦年の調査地点で異動があるため全期間に渡って調査ﾎﾟｲﾝﾄになっ

ている地点の数値による）

図１８　歩行者通行量の推移(資料：商店街通行量調査)
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上図：休日歩行

者通行量(3月)

左図：平日歩行

者通行量(10 月)

図 16 上田市商圏（平成 7 年） 図 17 上田市の商圏（平成 18 年） 資料：長野県商圏調査
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平成 7 年にほていや百貨店が閉店したときは全体では大きな影響がなく平成 10 年ま

では横ばい傾向であったものの、平成 11 年当時、県内最大といわれたショッピングセ

ンターが佐久市に開店したときと同じくして、減少の幅が拡大している。

◆大型商業施設の出退店、公益施設・中心市街地の基盤整備との前後の比較

・昭和 58年 ほていや百貨店が常田へ移転

海野町／昭和 55年：24,841 人 昭和 59年：21,881 人

・昭和 63年 4月 ユニー上田中央店（原町）の撤退

原 町／昭和 63年：16,612 人 平成 元年： 8,864 人

・平成 11年 4月 佐久市に当時県内最大といわれたショッピングセンターがオープン

駅 前／平成 11年： 7,845 人 平成 12年： 3,064 人

・平成 14年 11 月 中央通りの電線地中化、歩道の高質化完成（海野町は１２年１２月に

完成）

原 町／平成 14年： 3,061 人 平成 15年： 3,714 人

松尾町／平成 14年： 8,281 人 平成 15年： 9,009 人

海野町／平成 14年： 5,156 人 平成 15年： 6,978 人

駅 前／平成 14年： 2,585 人 平成 16年： 3,134 人

（駅前は、再開発事業施工中につき 15年は未調査）

・平成 15年 12 月 駅前再開発事業完成によって、商店街の基盤整備がほぼ終了。

原 町／平成 15年： 3,714 人 平成 16年： 3,305 人

松尾町／平成 15年： 9,009 人 平成 16年： 9,454 人

海野町／平成 15年： 6,978 人 平成 16年： 8,646 人

駅 前／平成 14年： 2,585 人 平成 16年： 3,134 人

（駅前は再開発事業施工中につき 15年は未調査）

・平成 16年 8月 八十二銀行松尾町支店が統合のため移転

松尾町／平成 16年： 9,454 人 平成 17年： 8,449 人

・平成 18年 4月 スーパーやおふく海野町店閉店

海野町／平成 18年： 4,716 人 平成 19年： 3,566 人

・平成 19年 8月 お城口天神通り電線地中化

駅 前／平成 19年： 8,216 人 平成 20年：7,072 人

(4) 交通に関する状況

上田駅は､3つの鉄道事

業者による路線が接続す

る交通の結節点として重

要な位置を占めている。

北陸新幹線上田駅の一

日の乗車人員は開業以来

わずかな増加傾向が見ら図19　JR新幹線の利用状況(一日平均の乗車人員）
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図2１　別所線の利用者の推移
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れるが、東信州の他の各駅との差は年々縮小し、平成 19年度ではほぼ同じになっている。

近年、首都圏から上田駅まで新幹線を使って観光バスに乗り換えるツアーが増えている

が、上田駅温泉口を乗り換えに使い駅での滞在時間も短いため中心商店街への集客に結び

つきにくい状況である。

図２０　しなの鉄道の利用者の推移（資料　地域交通政策課）
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しなの鉄道の利用者は、減少傾向にある。定期券利用の割合は、近年は約 65％前後で

推移している。

上田電鉄の利用者は、減少傾向が続いていたが、平成 18 年以降３年連続で乗車人員が

増加した。

2) バス

上田市内には路線バス 8路線、廃止代替バス 8路線、市が運営するコミュニティバス６

種類（上田地域循環バス、丸子

地域循環バス、真田地域バス、

真田地域ふれあいバス、武石デ

マンド交通システム、オレンジ

バス）が運行されている。

中心市街地を運行するコミュ

ニティバスとしては、上田地域循

環バス、オレンジバスの二種類で

ある。

上田地域循環バスの利用者数

は、年間約 3 万人前後で推移し

ている。右岸東コースの利用が減少し、右岸西コースの利用は増えている。なお、循環バ

スは平成 20年 10 月からコースを見直した。

高齢者福祉センター利用者の送迎の途上で一

般客の乗降も可能なオレンジバス全体の利用者

数は、年間約 4.2 万人前後で推移していたが、

近年は減少傾向を示している。コース別には、

城下・塩尻、神川・神科、豊殿・神科の千曲川

右岸を走るコースの利用者数は比較的堅調だ

が、浦里・室賀、西塩田、東塩田の左岸を走る

コースでは平成 15 年度をピークに減少傾向に

あり、最近は特に減少幅が大きくなっている。

図22　循環ﾊﾞｽの利用者の推移（資料　地域交通政策課）
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図23　オレンジバスの利用者の推移（資料　地域交通政策課　　13年度10月事業開始）
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図２４　私営路線バスの利用者の推移(資料　地域交通政策課）
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私営バス路線（上電バス、千曲自動車、JR関東）は、ほとんどが上田駅にアクセスして

いるが、年々利用者は減少し、15年に再び増加し始めている。高齢化社会を迎えて公共交

通の維持は不可欠となるが現時点では利用者はかつてに比べて減少している。

3) 車利用

上田市(旧上田市)の自動車保有台数は増

加傾向にあり、平成 16 年度末現在で

90,161 台である。

上田市の人口は平成13年にピークを迎え

ているが、世帯数は平成19年がピークとな

っているため、保有台数は増えても一世帯

あたりの自動車保有台数は、約2.1台/世帯

で推移し、大きな変化はない。

今後は、高齢化社会の一層の進展によ

り 運転免許の返納者も含めて自動車を

運転できない年齢層の増加が今後、懸念

される。

4) 自動車交通量

中心市街地周辺の主要な道路の平日 12

時間自動車交通量は、国道 18 号バイパス

（新田）において増加している。

一方で、中心市街地の国道 141 号（松尾

町）においては、減少しており、道路整備

等に伴って、自動車交通の集中が郊外部

へ移っている。 0
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25,000

平成2年 平成6年 平成9年 平成11年 平成17
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国道18号(常磐城4丁目） 国道141号(松尾町）

上田停車場線（上田駅） 国道18号バイ パス（新田）

（台）

図 26 主要道路の平日 12時間自動車交通量

図２５　自動車保有台数の推移（資料：北陸信越運輸局長野運輸支局）
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図28　観光客の推移（資料：観光地利用者統計）
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（5) その他

①上田城観光客

平成 16年から「千本桜まつり」と称して上田城跡公園への観光誘致に力を入

れた結果、最近は近隣の他の観光地に比較して大きく伸びているが、団体バス

の利用が多いため、商店街への来街には結びついていない。どのように結びつ

けるかが課題となっている。

図 27 平日 12時間自動車交通量（平成 17年度）

資料：道路交通センサス
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② 池波正太郎真田太平記館

中心市街地活性化の拠点施設である真田太平記池波正太郎館は平成 10 年度に

開館して以来 20,000 人から 25,000 人程度の間で推移していたが、17年度以降は

入場者数が増え続けている。

図２９　年間入場者数の推移（資料：池波正太郎真田太平記館）
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［３］地域住民のニーズ等の把握・分析

(1) 消費者動向調査（平成 13年度）

平成 13 年度、上田商工会議所がＴＭＯ構想の策定にあたり、消費者の消費動向

ならびに消費者ニーズなどを把握し、構想づくりの基礎とすることを目的に消費者

動向調査を行っている。

■調査の概要

○調査対象者
・上田・小諸・佐久商工会議所管内事業所に勤務する女性
・商工会管内事業所に勤務する女性
・大学に通学している女性

○調査状況
・配布 900 枚、回収 524 枚（回収率 58.2％）

○調査期間
・平成 13年 7月 16 日～8 月 4日

1) 一番行く購入先

日ごろの買い物先（食料品、雑貨品等

の購入、または、衣料品、スポーツ・レ

ジャー用品、書籍、医薬・化粧品など）

は、「自宅近くの大型店、スーパー」が

53.0％と半数を超え、上田市中心商店街

は 2.1％と最も低い。

2) 上田市中心商店街の利用状況

この６ヶ月間の上田市中心商店街での

買い物歴は、「買い物をした」が 52.9％

と半数を超えたものの、「買い物をして

いない」も 46.2％である。

3) 上田市中心商店街にほしいと思う業種、業態

上田市中心商店街にほしい業

種・業態については、「興味のあ

る小さなものを売る店」が38.5％

と最も多く、次いで「喫茶店」

（31.5％）、「食堂レストラン」

（30.2％）である。

一番行く購入先

上田市中心商店街の利用状況

（過去 6ヶ月）

上田市中心商店街にほしいと思う業種、
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(2) 中心市街地来街者動向調査（平成 17年度）

平成 17 年度、上田商工会議所が中心市街地の実態調査の一環として、来街者動

向調査のアンケートを行っている。

■調査の概要

○調査対象者
・中心商店街の来街者（10代以上）

○調査状況
・街頭面接調査、回答総数 314 件

○調査期間
・平成 17年 10 月 14 日（金）、22日（土）

1) 中心商店街へ来られた目的

中心市街地への来街目的の 38.1％が

「買い物（ウィンドウショッピング含

む）」であり、次いで「仕事・用事」

（18.2％）となっており、飲食、観光、

娯楽などは少ない。

2) 普段の買い物場所

普段の買い物場所は、いずれの品目についても「まちなかの大型店」の割合が高

く、次いで衣料品（おしゃれ着）を除くと「地域・郊外の大型店」の割合が高い。

衣料品（おしゃれ着）については、「まちなかの個店・専門店」の割合が高い。
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3) まちなかのお店（買い物）で不満に思うこと

まちなかのお店（買い物）で不満に思うこととしては、「不満はない」の割合が、

最も高い。以下、「品揃えが少ない・良品が少ない」（16.8％）、「家から遠い・

行きづらい」（11.2％の割合が高い。
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(3) 市民アンケート（平成 18年度）

平成 18 年度、中心市街地活性化法の改正を踏まえた、新生上田市全体の中での

中心市街地の今後のまちづくりの方向性を検討するにあたって、市民の意向把握を

目的としたアンケートを行っている。

■調査の概要

○調査対象者
・満 18歳以上の市民 2,000 人

○調査状況
・郵送配布回収アンケート、配布 2,000 件、回収 909 件（回収率 45.5％）

○調査期間
・平成 18年 10 月 12 日～24日

1) 居住意向、生活状況等

ア 居住意向

「中心市街地」への居住意向として

は、中心市街地の居住者では、「住み続

けたい」との回答の割合が 70％以上と高

いが、郊外も含む市全体の回答では「住

みたくない」との回答が約 38%と最も多

い。

年齢別には、65 歳以上で「ぜひ住みた

い、住み続けたい」との回答の割合が約

32％と高いが、「住みたくない」との回答

の割合も約 32％である。

⇒現在の居住地に 10 年以上住んでいる者が回答者全体の約 68％となっており､そ

れぞれ愛着を持っているため､全体として中心市街地でも郊外でも､それぞれに

長く住み慣れた地区に住みつづけたいという傾向と考えられる｡

イ 中心市街地の利用状況

「月に１～２回」との回答が全体の約 32％と最も多く、利用目的としては、「買

い物」が全体の約 70％で最も多い。中心市街地の居住者においても、「ほとんど行

かない」との回答が約 12％ある。利用交通手段としては、「自分で運転する車、バ

イク」が全体の約 78％である。「中心市街地」では、「徒歩・自転車」を選択する
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

中心市街地（上田地区）

上記以外の上田地区

上丸子、中丸子、下丸子

上記以外の丸子地区

真田地区

武石地区

全体

ぜひ住みたい、住み続けたい 機会があれば住んでみたい 条件があえば住みたい

住みたくない わからない 無回答

n=909
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割合が約 42％であるものの、全体に

「徒歩・自転車」、公共交通機関を利

用して中 心市街地を訪れる人はほと

んどいない。

年齢別には、65歳以上では、「ほぼ毎

日利用」との回答が約 7％と他の世代

と比較してその割合が低く、利用交通

手段としては、「自分で運転する車、バ

イク」が約 58％と減り、「家族等の車に

便乗」が約 19％と他の世代と比較してそ

の割合が高い。

65歳以上においては、「買い物」の利用

が約 64％と最も多いものの、「銀行、郵便局など」、「病院、福祉施設」の利用が

それぞれ約 36％ある。

⇒中心市街地は、自動車（マイカー）利用を前提とした買い物の街として利用さ

れているという実態であるが、高齢者においては車の運転ができないことから

利用を控えている状況もうかがえる。

2) まちづくりに対する意向

ア 上田市の活力づくりのあり方

全体では、「地域の特徴を活

かした活力の向上」が約 51％と

最も多いものの、地区別に見る

と、中心市街地以外の居住者

は、「市全体で平均的な活力の

向上」を選択する割合が高く、

「上丸子、中丸子、下丸子地

区」では約 70％と、その他の地

区と比較してその割合が特に高

い。

⇒各地域の歴史や文化を活かしつつ、市全体で発展していくまちづくりが必要と

の意識がうかがえる｡

イ 郊外の開発のあり方

「新たな開発計画を適正な場所や規

模に誘導できるルールをつくる」が全

体の約69％と最も多く、「中心市街地」

及び「上丸子、中丸子、下丸子地区」

では、「厳しく規制していくべき」を

選択する割合が、その他の地区と比較

して高い。

中心市街地（上田地区）への利用交通手段

1.7%

8.1%

5.4%

3.2%

10.8%

14.1%

10.0%

8.5%

50.5%

81.9%

75.7%

76.1%

85.7%

90.0%

77.8%

41.8%

4.9%

1.1%

7.5%

11.1%

7.9%

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

中心市街地（上田地区）

上記以外の上田地区

上丸子、中丸子、下丸子

上記以外の丸子地区

真田地区

武石地区

全体

鉄道 バス タクシー
家族等の車に便乗 自分で運転する車、バイク 徒歩・自転車
その他 無回答

n=909

上田市の活力づくりのあり方

70.3%

56.9%

16.2%

28.3%

38.1%

30.0%

51.4%

12.1%

24.3%

78.4%

56.5%

50.8%

65.0%

31.2%

7.7%

9.8%

6.6%

4.2%11.2%

9.8%

4.8%

4.3%

2.7%

4.3%

3.2%

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

中心市街地（上田地区）

上記以外の上田地区

上丸子、中丸子、下丸子

上記以外の丸子地区

真田地区

武石地区

全体

地域の特徴を活かした活力の向上 市全体で平均的な活力の向上

わからない その他

無回答

n=909

郊外の開発のあり方

9.4%

68.6%

6.7%

9.4%

3.3%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%

厳しく規制していくべき

今後の人口等の変化を見て判断

今までどおり進めればよい

わからない

その他

無回答

n=909

新たな開発計画を所･･･※

※新たな開発計画を適正な場所や規模に誘導できるルールをつくる
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中心市街地（上田地区）の活気状況

3.0%

21.7%

18.9%

19.6%

24.5%

10.6%

1.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

とても活気が出てきた

少し活気が出てきた

変わらない

少し寂れてきた

とても寂れてきた

わからない

無回答

n=909

中心市街地（上田地区）に不足すること

14.5%

16.1%

18.3%

1.8%

8.8%

22.9%

1.6%

3.0%

20.0%

19.2%

16.2%

14.8%

26.7%

27.5%

24.2%

5.0%

23.3%

52.1%

21.0%

8.2%

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

学ぶ場所

生鮮食料品店

飲食店、喫茶店

日常サービス店

専門店

大型商業施設

官公庁

金融機関

病院、診療所

子育て支援、児童向け施設

高齢者向け施設

娯楽施設

公園、広場

観光客向け施設

イベント・催物など

住宅

道路整備

駐車場

バス等の公共交通手段

その他

n=876

⇒計画的なまちづくりの推進が必要との意識がうかがえ、市街地の拡散を抑制す

るための一定のルール作りが必要と考えられる｡

ウ 中心市街地の活気状況

「とても寂れてきた」が全体

の 24.5％と最も多い。

一方で、「少し活気が出てき

た」も 21.7％と第二位の割合で

ある。

エ 中心市街地に不足すること

「駐車場」が全体の約 52％と

特に多く、２位以下の「観光客

向け施設（27.5％）」、「公園、

広場（26.7％）」、「イベント・

催物（24.2％）」と大きく離れて

いる。

「生鮮食料品店」は、全体で

は約16％とさほど高くないもの

の、「中心市街地」の居住者に

おいては約 34％と、「駐車場」

に次いで第２位の項目である。

これは現状の中心商店街にとっ

て大きな課題といえる｡

⇒中心市街地には駐車場はあ

るものの、裏通りに立地し

たり､小規模なものが多い

ことから､自動車（マイカ

ー）を移動手段として利用

している市民においては、

相対的に駐車場を不足とする回答が多くなったと考えられる。

一方で、大型店以外を利用する理由が「専門的、個性的な品物がある

（37.2％）」となっていることから、駐車場の有無だけが中心市街地離れの

原因であるかどうかは検討が必要である｡

オ ＪＴ上田工場跡地の考え方

全体では、「開発を進めてほしい」あるいは「役立つ方向で活用してほしい」と

いう開発に期待する回答が約 78％を占め、特に「上田市の将来のまちづくりに役立

つ方向で活用してほしい」が全体の約 48％と最も多い。
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地区別にも、各地区で「開発を

進めてほしい」あるいは「役立つ

方向で活用してほしい」という開

発に期待する回答が 60％を超

え、上田地区においては、その

回答が 80％を超えている。

⇒ＪＴ上田工場跡地を地区内

にもつ上田地区において

は、開発への期待感から、

開発推進の意見が多いとみ

られる。

(4) 上田市総合計画策定に伴う住民アンケート（平成 18年度）

平成 18 年度、上田市総合計画の策定にあたって、市民の意向把握を目的とした

アンケートを行っている。

■調査の概要

○調査対象者
・満 18歳以上の市民 4,500 人

○調査状況
・郵送配布回収アンケート、配布 4,424 件、回収 1,956 件（回収率 44.2％）

○調査期間
・平成 18年 10 月 13 日～23日

1) 上田市の土地利用上の課題、重点的に取り組んでいくこと

上田市の土地利用上の課題としては、「中心市街地空洞化」が突出しており、以

下、「市街地のオープンスペースの不足」、「耕作放棄地の増加」の順である。

この結果、将来の上田市の土地利用について重点的に取組んでいくこととしても

「既存商店街の活性化」が最も多く、以下、「計画的な宅地開発」、「ゆとりある

居住環境」の順である。

ＪＴ上田工場跡地の考え方

19.8%

20.5%

16.2%

14.1%

6.3%

10.0%

18.2%

13.2%

13.9%

5.4%

6.5%

12.7%

10.0%

12.5%

51.6%

47.5%

47.8%

44.4%

45.0%

47.7%

18.9%

16.3%

19.0%

10.0%

10.2%

2.7%

5.4%

4.8%

10.0%

5.4%

6.5%

7.9%

5.0%

51.4%

5.5%

8.4%

3.3%

2.3%

3.3%

5.5%

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

中心市街地（上田地区）

上記以外の上田地区

上丸子、中丸子、下丸子

上記以外の丸子地区

真田地区

武石地区

全体

新たな拠点として積極的に開発を進めてほしい
既存の商業集積との連携に配慮した開発を進めてほしい

上田市の将来のまちづくりに役立つ方向で活用してほしい
開発は慎重に進めるべきだ
わからない
その他

無回答

n=909
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土地利用上の課題（順位別）

232

63

142

120

938

177

87

35

310

88

153

318

350

261

130

269

113

136

211

169

279

62

163

73

75

95

21

28

18

30

57

46

14

17

61

29

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

オープンスペース

火災時の延焼

悪条件での宅地開発

低未利用地の増加

中心市街地空洞化

耕作放棄地の増加

山間部での開発

水害・土砂災害の危険箇所

土地利用の規制

無秩序な開発

問題なし

その他

第1位

第2位

第3位

＜データ形態凡例＞ N=3728
【課題解決に向けた重点的取組み】(ma)

50(2.6%)

48(2.5%)

105(5.4%)

471(24.1%)

288(14.7%)

286(14.6%)

322(16.5%)

167(8.5%)

363(18.6%)

684(35%)

477(24.4%)

467(23.9%)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

ゆとりある居住環境

計画的な宅地開発

既存商店街の活性化

大規模商業施設誘致

郊外への出店規制

工場誘致

農山村集落の整備

優良農地の保全

自然環境の保全

わからない

その他

不　明

2) 望ましい土地利用のために必要な取組み

望ましい土地利用を進めていくた

めに必要なこととしては、公共交通

の充実が突出して多い。以下、バリ

アフリーの促進、オープンスペース

の確保と続いている。

3) 産業振興の重要な取組み

上田市を「元気あるまち」にする

ために必要な産業振興の取組みと

しては、「観光振興」が最も多く、

以下、街並み整備・空き店舗対

策、地場産業の順となっている。

一方で新規優良企業の誘致や大型

店の誘致とした回答は比較的少な

く、「元気あるまち」の実現に向け

て、市民は既存の資源や資産の活

用を望んでいる傾向がみられる。

地域の将来像実現化に向けた取り組み（優先順位別）

84

134

227

271

459

118

69

83

51

117

46

124

96

206

224

407

162

89

135

81

51

87

131

79

116

91

136

108

197

110

90

165

118

69

157

289

21

204

23

20

24

3

5

35

17

0 200 400 600 800 1000

広告・看板等の規制

街並み形成のルールづくり

計画的な宅地開発

オープンスペースの確保

バリアフリーの促進

公共交通の充実

既存商業施設の活性化

新たな商業施設の誘致

地域資源の再発見と活用

新たな観光資源の開発

都市と農村の交流促進

コミュニティの再生

森林・河川等の維持管理体制

わからない

その他

第1位

第2位

第3位

＜データ形態凡例＞ N=3782
【「元気あるまち」にするための取り組み】(ma)

81(4.1%)

37(1.9%)
780(39.9%)

366(18.7%)

239(12.2%)

689(35.2%)

591(30.2%)

333(17%)

666(34%)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

地場産業を盛り上げる

新規優良企業誘致

新規産業育成・起業支援

街並みの整備・空き店舗対策

大型店舗の誘致

農業の活性化

観光振興

その他

不　明
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(5) 上田市都市計画マスタープラン策定に伴う住民アンケート（平成 18年度）

平成 18 年度、上田市都市計画マスタープランの策定にあたって、市民の意向把

握を目的としたアンケートを行っている。

■調査の概要

○調査対象者
・満 16歳以上の市民 5,000 人

○調査状況
・郵送配布回収アンケート、配布 5,000 件、回収 1,089 件（回収率 36.2％）

○調査期間
・平成 18年 11 月～12月

1) 新市の道路整備や公共交通の優先事項について

新市の道路整備や公

共交通の優先事項とし

ては、「歩行者や自転車

が安全に通れる道路整

備」が過半数を超えてい

る。地域別には、真田

地域、武石地域におい

て、「公共交通の利便性

の向上」への要望が高く

なっている。

2) 市街地や住宅地の拡大について

市街地や住宅地の拡大や開発は

自由でよいとする意見は少数で

ある、無秩序な市街地や住宅地

の拡大に対しては、慎重な意見

が多くなっている。また、今あ

る市街地や住宅地を充実させる

という、既存の都市基盤を生か

した市街地形成を望む意見が最

も多くなっている。

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

上田地域 丸子地域 真田地域 武石地域 無回答

歩行者や自転車が安全に通れる道路整備

身近な生活道路の整備や補修

地域をつなぐ幹線道路の整備

通勤・通学・通院・買い物などのため、バス、電車の利便性の向上

中心市街地に行きやすいように、まちなかの道路、駐車場の整備

5.6%

1.8% 5.0%

14.9%4.8%

32.1% 35.7%

市街地・住宅地の拡大はおさえたほうがよい
今ある市街地・住宅地を充実させたほうがよい
良好な開発であれば、多少の拡大はしてもよい
市街地・住宅地の拡大や開発は自由でよい
わからない
その他
無回答
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［４］旧中心市街地活性化基本計画に基づく各種事業の把握・分析

(1) 旧中心市街地活性化基本計画に基づく各種事業の実施状況の概要

本市では、旧基本計画において、「歴史が暮らしをつつむ、ときめきの街をめざし

て」をキャッチフレーズに、計 56 の事業を計画し活性化に取組み、駅周辺の再開

発事業や、都市計画道路や一般市道の整備等により、上田市の顔となる都市基盤の

整備を進めてきた。

これまでの取り組みについて検証をした。

①上田市中心市街地活性化基本計画（平成 11 年度策定）

１）基本テーマ

歴史が暮らしをつつむ、ときめきの街をめざして

－歴史・文化、環境、交流都市上田の再生計画－

２）基本方針

①上田市の顔としての中心市街地の再生

②中心市街地を支える都市基盤の整備

③複合的土地利用による魅力的市街地の形成

④上田広域都市圏の中心交流拠点の形成

⑤歴史景観資源を生かした中心市街地の再生

【実施】

・計画策定後、平成１７年度末現在で 56 事業中、市街地整備 29 事業

に対し 80.6％、商業等活性化 13 事業に対し、61.5％、その他事業で

42.9％の事業が実施された。

（主な事業については別紙のとおり）

【検証】

（良かった点）

・駅前の再開発事業が完成したほか、県が実施主体となった商店街の電線

類地中化、歩道の拡幅・高質化の工事が完成した平成 15 年、平成 16

年には、商店街の歩行者通行量が前年比増となるなどの成果が得られ

た。

（悪かった点）

・商業集積や賑わいの拠点を形成する事業については、合意形成が困難で

あったことや、事業資金の見込みが立たないことなど、計画段階で事業

関係者の調整が不十分であったことから、未実施あるいは中止となった

事業が多い。

・とくに旧基本計画の重点事業として検討してきた旧ほていや跡地整備事
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業については、民間事業によるものとして居住人口の増加という面で成

果は得られたものの、商業活性化の起爆剤とする施設を整備することが

できなかった。このため、複合的な機能を備えるべき中心市街地の形成

は進んでいない。

●事業の進捗状況（平成 17年度末現在）

分類 実施状

況

事業名

市街地整

備

（31事業）

実施率

80.6％

完了 上田駅お城口地区市街地再開発

事業

バリアフリー歩行者空間ネット

ワーク整備事業

馬場町地区整備事業 中央通りまちなみ整備事業

中央地区優良建築物等整備事業 新参町線電線共同溝事業

南天神町常田線（第２期）整備

事業

上田駅温泉口駐車場整備事業

南天神町常田線（第３期）整備

事業

上田城跡公園整備事業

秋和上堀線（第１期）整備事業 千曲川親水空間整備事業

秋和上堀線（第２期）整備事業 水辺を活かしたまちづくり事業

諏訪部伊勢山線整備事業 景観形成の促進

常田新橋先線改良事業 花と緑のまちづくり事業

賑わいの道づくり事業 市道天神４の７号線道路整備事

業

コミュニティゾーン形成事業

実施中 中常田新町線改良事業 ウォーキングトレイル事業

市道上田橋下堀線道路整備事業 水辺を活かしたまちづくり事業

未実施 上田駅川原柳線改良事業 連続立体交差事業

旧ほていや跡地整備事業

中止 歴史的地区環境整備街路事業 水辺を活かしたまちづくり事業

上田城跡ケヤキ並木緑道整備事

業

商業等活

性化

（13事業）

実施率

61.5％

完了 中小小売商業高度化事業構想策

定事業等

上田市観光会館再整備事業

商業活性化人材育成事業 産学官連携支援施設整備事業

海野町アーケード設置事業 空店舗活用事業

実施中 民間推進組識の育成事業 駐車場システム事業

未実施 歴史の道活用事業 テナントミックス事業

交流拠点活性化事業

中止 上田城観光レストラン運営事業 歴史的建物活用事業
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その他

（14事業）

実施率

42.9％

完了 総合福祉センター整備事業 通り、辻の名称表示事業

清明小学校空き校舎活用事業

実施中 市内循環バス運行事業 国際会議観光都市推進事業

上田城跡整備事業

未実施 ソーラーバス運行事業 新上田文化会館建設事業

第一中学校跡地活用事業 写真美術館建設事業

総合美術館建設事業

中止 町人文化･産業資料館整備事業 歴史的建造物保存事業

市街地コミュニティ施設整備事

業

【見直し・改善すべき点】

・これまでの取組体制が、中心市街地全体を把握し、ハード、ソフトが一

体となって検討できる体制でなかったことが要因と考えられ、今後は、

多様な主体が参加する中心市街地活性化協議会を早期に立上げ、様々な

主体が連携した事業展開を進めていくことが求められている。

(2) 中心市街地の課題のまとめ

（１）の検証結果を踏まえ、中心市街地の課題を整理する｡

1) 人口動向による課題の視点

人口減少社会において中心市街地の人口をどのように維持していくのか具体策が必

要

・上田市の人口は既に減少に転じており、国立社会保障・人口問題研究所の『日

本の市区町村別将来推計人口』（平成 20年 12 月推計）によっても今後、減少の

幅が加速すると見られている。

・中心市街地の人口が占める割合、数とも上田市の人口動向に比べて大きく減少

しており、中心市街地の活力維持のためには、上田市の他地域からの住み替え

の促進も含め大きな努力が必要である。

・しかし、市民アンケートによると中心市街地の区域の外から中への居住指向は

低いので､地域外からの居住人口を呼び込むには､居住地としての魅力向上の取

組が必要である。

・多様な都市機能が集積する市街地での居住人口の増加は､高齢化社会の進展に対

する有効な対策の一つとして、中心市街地の活性化の目標として国の基本方針

に示されている「多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせる生

活空間の実現」を上田市のまちづくり施策としてどのように実現していくかの

検討が必要である。
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2) 土地利活用の動向による課題の視点

大規模な低未利用地（ＪＴ跡地､旧第一中跡地）の利活用が進んでおり、拠点として

の位置づけが必要

・平成 17年 3月にＪＴ上田工場は操業を停止し、土地所有者であるＪＴは、跡地

に隣接地１ha を加えた約 20ha について個人施行の土地区画整理事業を平成 19

年 4月から実施しており、「まちづくりの視点」を取り入れた民間主導による利

活用が進む。「商業ゾーン」の利活用については、純粋な民間事業としてイトー

ヨーカ堂との間に出店のための基本協定が締結されており平成23年に開店が予

定されている。また、「公共公益ゾーン」については､「交流・文化施設」の整

備に向けて市民参画による交流・文化施設等整備検討委員会で論議が進んでい

る。「住宅ゾーン」については、開発事業者が決まり 21 年度から分譲が開始さ

れた。

・旧第一中学校の跡地（2.2ha）は平成 10年度に学校が移転して以来､中心部の求

心力を高めるための有効活用が検討されていたが、進展する少子高齢化社会に

対応するための（仮称）総合保健センターの整備が進んでいるほか、民間活力

を導入して活性化を進めるための検討に着手している。

・かつて中心商店街の一番の賑わいの拠点であった中央二丁目交差点に大規模な

空き地が生じている。今後の活性化の拠点のひとつとしてどのような役割を持

たせるか検討が必要になっている。

3) 商業動向による課題

消費者の意識を踏まえ、東信州の拠点都市として商業機能の再構築が必要

・平成 17年に行った中心市街地の来街者動向調査では、中心市街地への来街目的

の 38％が「買い物（ウィンドウショッピング含む）」であり、次いで「仕事・用

事」（18.1％）となっており、飲食、観光、娯楽などの滞留時間が長くなるよう

な楽しみを目的とする来街が少ない。

・平成 13年度に上田商工会議所が行った消費者動向調査では、中心商店街にほし

いと思う業種、業態は、「興味のある小さなものを売る店」が 38.5％と最も多く、

次いで「喫茶店」（31.5％）、「食堂レストラン」（30.2％）である。

・社会的、経済的、文化的活動が行われる活力ある地域で変動する消費者ニーズ

や進展する少子高齢化社会などの社会情勢に対応した新たな商業機能のあり方

の検討が必要である。

・中心市街地にある上田城跡公園への観光客が増加していること、北陸新幹線の金

沢延伸が 2014 年までに予定されていることから、観光による地域外との交流に

も対応できる業種・業態の商業集積によって活性化を図る必要がある｡
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［５］中心市街地の活性化に関する基本方針

(1) 中心市街地活性化の意義

1）上田市のまちづくりの考え方

1 市 2町１村の合併により誕生した新上田市は、第一次上田市総合計画に基づき地

域協議会の充実、地域自治センターの機能見直しなどで分権型自治による地域づく

りを進めるとともに、「自立と協働」、「循環と交流」、「創造と調和」を基本理念とし

てまちづくりを進める。

●上田市のまちづくりの考え方

[背 景] [方向性]

図 27 分権型自治の概念図

＜時代の潮流＞

人口減少・少子高齢社会

７つの地域自治センター

を中心とした地域づくり

＜上田市の歴史＞

城下町・宿場町 ・交通の要衝

東信州の中心都市

７つの地域が交流・連携

し、発展する上田市づくり

＜上田市の概況＞

４市町村合併・分権型自治

中心市街地の空洞化

生 活 快 適 都 市

自ら考え行動する自立と多様な主体が協働す

るまちづくり

地域資源を活用 ・循環させ、上田市の魅力を内外

に発信し、こころ触れ合う交流を推進するまちづくり

安全、安心に暮らせる持続可能な社会の創造と

自然環境や地域文化が調和するまちづくり

[基本理念]
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2）中心市街地活性化の意義

中心市街地の活性化に取り組む意義は、以下のとおりである。

①東信州の中心都市である上田市の経済活動を支えている地域であること

・上田市は、周辺の６市町村を含んだ商圏を形成（商圏人口は市の人口の約 1.7

倍の約 26万人）するとともに、市内へ約 16,000 人が通勤・通学で流入（平成

17年国勢調査）しており、東信州の中心的な都市である。

・上田市はあらゆる面で東信州の拠点的な役割を担ってきた。その上田市の中心

市街地では近年、人口、商店数、小売年間販売額等が減少しているが、活性化

によって引き続き拠点都市としての地位を確保していく必要がある。

・市民アンケートにおいても、中心市街地の活気が薄れてきたとする回答が全体

の約 44％を占め、活性化が必要な地域と考えられている。

②市街地の拡散を抑制するため、都市機能を集約していく必要があること

・近年は、自動車の利便性の高い上田バイパス､築地・下之郷バイパス沿線など

に商業施設が立地し､「賑わい」の郊外への拡散が進んでいる。

・中心市街地への各種の都市機能の集約とともに、市街地の郊外への拡散を抑制

して、各地域の豊かで個性的な地域づくりを進めていく必要がある。

・新市として各地域の既存の都市機能の集積を活用するとともに中心市街地は、

市内で最も各種の都市機能が集積したまちとして、活性化を図るべき地域であ

る。

③中心市街地の活性化は、新生「上田市」の“強み”を育てること

・新生上田市は､温泉・高原・史跡など多彩な地域資源を持ち、それらの連携に

よって地域のブランド力を高め､広域から呼び込んだ人を中心市街地の活性化

に結びつけていくことが求められている。

・地域内での「循環と交流」を進めるためには、行政と市域の事業者､住民が一

体となって活力の向上に取り組むことが必要である。

・中心市街地は、市内で最も機能集積が図られているとともに、上田駅という公

共交通の結節機能を有しているため、連携の中心として上田市全体の発展に寄

与することが必要である。
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3)中心市街地活性化のテーマ

現在の上田市の中心市街地の基礎となったのは真田氏による上田城築城であ

り、その城下町を基礎として以後 400 年以上を数える長い間、発展してきたこと

は上田市民の理解が共通しているところである。

そこで、上田市の中心市街地の活性化のテーマを

「400 年の歴史を超えた城下町ルネッサンス」

として、真田昌幸以後の城主や明治以後の先達がまちづくりに賭けた熱意を超

えて、地域が一体となって中心市街地の活性化に取り組むこととする。

具体的な事業についてはテーマをさらに区分して「城下町としての賑わいの再

興」、「歴史的・文化的資産の活用」、「城下町としての意識の高揚」の視点を取り

入れて展開を図る。

4）中心市街地活性化の将来像（イメージ）

中心市街地の将来像を、多様な人々が安心・安全に暮らすとともに、「東信州の

観光拠点都市」上田の玄関口として、様々な連携を育み、賑わいを形成する快適

都市とする。

住む人が豊かで快適な時間を過ごせる生活快適都市

・生活に必要な都市機能の集積によって、誰もがコンパクトシティの利便性を

享受できるまち。

・「上田地域30分
サ ン マ ル

交通圏構想」による道路網の整備や公共交通がネットワー

ク化され、各地域からも人を集めることができるまち。

・地域に密着した活動が主体的に展開されるまち｡

・中心市街地の魅力が再評価され移り住む人が増えるまち｡

訪れる人が豊かで快適な時間を過ごせる交流快適都市

・専門的・個性的な品揃えなど魅力ある商店が増え、ゆっくりと歩いて買い物

が楽しめるまち。

・市内外の地域資源の連携によって東信州の新たなファンが交流の拠点として

訪れるまち｡

・市内の農産物を活かした郷土食など、地域色あふれるサービスを提供できる

まち｡
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(2) 中心市街地活性化の基本方針

将来像を実現していくための活性化の目標を、以下の３つに整理する。

1)居住満足度の高い安全・安心な中心市街地の形成を進める（生活快適都市）

～良好な居住環境の形成を進める～

【施策の方向性】

・都市機能が集積した中心市街地で民間活力を生かした良質な住宅供給を支
援する。

・進展する高齢化社会にも対応した歩いて買い物ができるような店舗の集積
や公共交通機関のネットワーク化を図る。

・診療所や病院、介護保険施設が中心市街地に立地する特性を活かして、医
療・福祉のサポートが受けられやすい体制づくりを図る。

2) 市民・事業者等が連携した活動により地域活力の向上を図る（域内交流）

～市民がつくり、市民が楽しむ、新生「上田市」の交流の舞台をつくる～

【施策の方向性】

・中心市街地に訪れるきっかけづくりを行う（市民参加型の活性化事業、イベ
ントの開催の増加）。

・市民による主体的な文化活動やまちづくり活動への参画の取り組みの展
開。

・市民活動の舞台や上田市としての誇りを育む集客拠点の形成（域内交流の場
づくり）。

・中心市街地と農村部の連携・交流による地産地消の推進。

3) 新生「上田市」の総合的なブランド力を高める（域外交流）

～中心市街地内の拠点や市内各地の資源などの活用を図る～

【施策の方向性】

・上田城跡公園、柳町通りなどの中心市街地内の地域資源を生かした観光を
推進する。

・郊外の温泉、高原、史跡などの地域資源と連携のための体制づくり。（地域
資源を生かした域外交流の推進）。

（3）中心市街地の拠点

中心市街地は、旧上田市の中小小売商業活性化ビジョン（平成 8 年 3 月策定）

において、中央通り、海野町商店街を中心的な軸とする基本構想を描き、改正法

前の中心市街地活性化基本計画においては、にぎわいの交流拠点等の６つの拠点、

南北軸､東西軸､北国街道や小河川を散策する歩行者軸の３種の軸等による整備の

方向性を示し、活性化に取り組んできた。

上田駅に至近の場所であるＪＴ上田工場跡地において、「交流・文化施設」など

の公共施設の整備、商業施設、住宅地の方向性が示されたことを踏まえ、新たな

視点により拠点を位置付け､まちを構築する。
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■拠点の位置づけ及び方向性

1) 出会いと交流の拠点

北陸新幹線の長野開通に伴い、駅前広場、幹線道路､再開発ビルの整備等上田市の

玄関口にふさわしい都市基盤の整備が重点的に行われ､現在も駅環状道路の整備が

進められている地区である。

北陸新幹線、しなの鉄道、上田電鉄別所線という鉄道三線とバス路線の結節点と

して多くの人が集まるため、多様な利便性を提供する必要がある。観光客にとって

も､郊外の観光拠点と中心市街地を結ぶ重要な場所であり､出発地または帰着地とし

ての機能を高める必要がある。

2) 文化と交流の新拠点

上田駅から至近距離で、上田市のシンボルである千曲川に広く面した位置にあり､

新生上田市全体の発展に寄与することが期待されている。かつてＪＴ上田工場の 800

人以上の従業者と52世帯の社宅が存在し､通勤客や居住者によって､中心市街地の賑

わいの創出に一定の役割を果たしていた地区である。現在は、民間が主体となって

利活用のための事業が進められ、商業施設の整備や住宅地の分譲が予定されている

ほか、公共公益施設の中心市街地への集積を進めるため、中心市街地内において老

朽化した市民会館の機能を含む「交流・文化施設」の立地について検討を進めてい

るほか、上田警察署の郊外からの移転についても検討が進められている。

図 31 中心市街地の拠点
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拠点を訪れる人を中心市街地に滞留させ、全体で賑わい・楽しさを作り出すため、

商店街との連携によって回遊性を図る必要がある。

3) 歴史と憩いの拠点

真田氏による築城以来、城下町の歴史を持つ上田市の精神的シンボルである上田

城は「日本 100 名城」にも選定されたほか、城跡公園は「日本の歴史公園 100 選」

にも指定され、けやき、桜などの豊かな緑によって市民の憩いの場となっているほ

か、四季を通して市民の憩いの場となる都市公園であると同時に多くの観光客を呼

び込む魅力を持つ拠点である。

「歴史公園」としての魅力を高めるとともに中心商店街との回遊性を図る必要が

ある。

4) 歴史と散策の拠点

北国街道沿いに発達した古い街並みの名残があり、中心市街地の中では、比較的

落ち着きを見せる地区である。また､真田昌幸､信之・幸村兄弟を主人公にした『真

田太平記』を始めとして､上田市に造詣の深い池波正太郎氏の作品に関する展示等を

行っている池波正太郎真田太平記館もあり､観光客は､上田城跡公園と併せて城下町

や宿場町としての歴史を見ることができる場所である。

古い街並みを感じさせる建物等を資源として有効に活用して街歩きを楽しむ仕組

みが必要である。

5) 健康と子育て支援の拠点

旧第一中学校跡地には「総合保健センター」及び「こどもセンター」の設置が決

まっており、また、隣接して上田市医師会付属看護専門学院も立地しており､幅広い

年代層から､多くの人が集まる場所であり､既存の中心商店街への来街に結びつける

仕組みが必要である。

6) 商業と観光の結節拠点

かつての城下町で「大手門」として機能し、中心市街地の商業の要として発達し

てきた。商店街の真ん中と言う好立地にありながら空き店舗が比較的集中しており、

対策が必要である。

観光客(歩行者)にとって、上田駅―城跡公園間、及び上田駅―柳町・池波正太郎

真田太平記館の重要なルート上にある拠点のひとつとしてここを通るような仕組み

が必要である。
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２．中心市街地の位置及び区域

［１］位置

位置設定の考え方

上田の市街地は、天正 11年（1583 年）に真田昌幸が築城した上田城の城下町として、

また、北国街道の宿場町として形成されてきた。現在でも数多く残されている文化財や

歴史的建造物などが当時の面影を残し、現在の中心市街地の骨格となっている。

大正時代以降も、養蚕業を中心に発展した上田地方の中心都市として、また、30 万

人以上の商圏人口を抱えた東信州の中核都市として発展してきた地域である。

近年の車中心の社会に進展による郊外居住化、生活圏域の広域化などにより、市街地

の中心性、求心力は､以前に比べ小さくなってきてはいるものの、官公庁、文化施設、

歴史的資源などが狭い範囲に集積し、徒歩圏域の賑わい形成が可能な市街地である。

今後の高齢社会の進展などを踏まえ、車に頼らず生活できる市街地の形成を目指し、

上田駅を中心とする地域を中心市街地とする。

（位置図）

中心市街地
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［２］区域

区域設定の考え方

(1) 中心市街地の境界となる部分

中心市街地活性化法第２条各号の要件を満たし、多様な都市機能の集約により上田

市全域に波及効果を及ぼす活性化を実現していく中心市街地の区域を、以下の考え方

に基づいて設定する。

(2) 中心市街地の境界となる部分

・北の境界は、旧北国街道（中央５丁目、中央４丁目の一部）

・南及び東の境界は、千曲川、信州大学繊維学部、上田合同庁舎、中央公民館

・西の境界は、常磐城１丁目、天神３丁目一部、

・町丁字界としては、中央１～６丁目、二の丸、大手１～２丁目、天神１～４丁目、

常田１～２丁目

(3) 区域の面積

・約 193ha

（区域図）

○既存の都市機能等をもとに、様々な要素を構成できる区域

○車を使わずに生活しやすい徒歩圏域を形成できる半径およそ 1km 圏域の区域

○中心市街地内外の連携を強化するに必要な区域（幹線道路を境界とする）
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［３］中心市街地要件に適合していることの説明

要 件 説 明

第 1号要件

当該市街地に、相

当数の小売商業者

が集積し、及び都市

機能が相当程度集

積しており、その存

在している市町村

の中心としての役

割を果たしている

市街地であること

中心市街地は、上田市の可住地面積約16,545haの約2.3％に対し、

以下の集積があり、いずれも上田市内で最も高い集積度合いとなっ

ている。

○各種事業所が集積し、金融・保険業が特に集積

・市内総事業所の約 17％が集積し、市内総従業員の約 15％が働い

ている（平成 18年事業所・企業統計）。

・金融・保険業については、市内事業所の約28％が集積し、市内

関連従業員の約 38％が働いている経済の中心地である（平成 18

年事業所・企業統計）。

表１ 各種事業所の状況

中心市街地

（Ａ）
新上田市（Ｂ）

対市割合

（Ａ/Ｂ）

事業所数（全） 1,415 事業所 8,472 事業所 16.7％

従業者数（全） 11,477 人 77,843 人 14.7％

事業所数（金融・保

険業）
35事業所 116 事業所 27.6％

従業者数（金融・保

険業）
537 人 1,427 人 37.6％

資料：平成 18年事業所・企業統計（上田市分）

○小売業が集積

・小売業については、市内事業所（店舗）の約 18％が集積してい

る商業の中心地である（平成 18年事業所・企業統計）。

・小売業の年間販売額については、中心市街地の商店街のみで、

市内の約 7.3％を占めている（平成 19年商業統計）。

表２ 卸・小売業の事業所の状況

中心市街地（Ａ） 新上田市（Ｂ）
対市割合

（Ａ/Ｂ）

事業所数 384 事業所 2,091 事業所 18.4％

資料：平成 18年事業所・企業統計（上田市分）

表３ 小売商業の状況

中心市街地商店街（Ａ） 新上田市（Ｂ）
対市割合

（Ａ/Ｂ）

店舗数 161 店 1,558 店 10.3％

従業者数 909 人 11,257 人 8.0％

年間販売額 133 億円 1,835 億円 7.3％

資料：平成 19年商業統計（上田市分）

○行政、文化施設などの公共公益施設が立地

・市役所、市民会館などの主要な都市施設が立地している。
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表４ 中心市街地に立地する公共・公益施設
分類 施設名

公
共
施
設

国の施設 上田労働総合庁舎

県の施設 上田駅前交番、染谷交番

市の施設 市役所（本庁舎、やぐら下庁舎）市民会館、上田城跡公園、
市立博物館、山本鼎記念館、池波正太郎真田太平記館、ふ
れあい福祉センター、市営球場、上田情報ライブラリー

医療・福祉施設 病院：上田病院、柳澤病院、安藤病院
介護保険施設等：上田市社会福祉協議会（介護相談センタ
ー、介護サービスセンター）、中央地域包括支援センター、
上田病院、柳澤病院、うえだ敬老園、うえだ南敬老園、
やまぎわ薬局、上田市中央デイサービスセンター、宅老
所もくれん、南天神の家
保育園等：甘露保育園、聖ミカエル保育園、常田保育園、
東部保育園、きっずうえだみなみ

公
益
施
設

教育関係施設 幼稚園：梅花幼稚園、たちばな幼稚園、聖マリア幼稚園
小学校（こども館併設）：清明小学校
中学校：第二中学校
高等学校：県立上田高等学校（全日、定時）
各種学校・専門学校：
上田市医師会附属看護専門学院、上田医療衛生専門学校、
上田情報ビジネス専門学校、綿良学園上田総合文化専門
学校、長野外語カレッジ､駿台信州予備校

その他の公益的施設 銀行、郵便局、上田商工会議所、宿泊者数の大きなビジネ
スホテル・旅館

資料：商工課調べ

図：中心市街地に立地する公共・公益施設
資料：商工課調べ

以上のとおり中心市街地は、上田市の可住地面積の 3％に満たな

い範囲に相当数の小売商業、各種事業所、公共公益施設等が密度高

く集積しており、様々な都市活動が展開されている。

また、三つの鉄道（北陸新幹線、しなの鉄道、上田電鉄別所線）

と、バスの乗換ポイントである上田駅があることから、地域の商圏、

通勤及び通学圏の中心都市である上田市の中でも、さらに中心的な

役割を果たしている地域である。
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第 2号要件

当該市街地の土

地利用及び商業活

動の状況等からみ

て、機能的な都市活

動の確保又は経済

活力の維持に支障

を生じ、又は生ずる

おそれがあると認

められる市街地で

あること

人口、商業機能や業務機能の空洞化から、機能的な都市活動の確

保又は経済活力の維持に支障を生じており、上田市全体の経済活力

の停滞につながるおそれがある。

○低未利用地の土地が増加

・低未利用地の土地活用が図られた場所（※）もあるものの、駐車

場としての利用の増加がみられ、平成 18 年には平成 11 年に比

べ約 9,000 ㎡の駐車場が増えており（約 4％増加）、それらの駐

車場は中心市街地全体に虫食い状に拡散している。

※）主な低未利用土地の活用予定

①写真美術館用地⇒街なか駐車場

②旧一冨士跡地 ⇒大手門地区（緑地広場、商業等施設）整備

③ＪＴ上田工場跡地⇒交流･文化施設、商業施設、大規模分譲住宅地

④旧第一中学校跡地⇒総合保健センター、商業施設

図：低未利用地の状況 資料：住宅地図

○中心市街地の事業所集積が低下

・ 中心市街地の事業所数が、平成 8年から平成 18 年の 5 年間で約

22％減少したのに対し、市全体の事業所数は約 13％の減少に留

まっている。また従業者数は、中心市街地では約 15％減少した

のに対し、市全体では約 6％の減少に留まっている。このことか

ら、事業所数、従業者数において中心市街地の占める割合はいず

れも落ち込んでいる。
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図31　歩行者通行量の推移(資料：商店街通行量調査)
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表５ 事業所数、従業者数の状況

中心市街地（Ａ） 新上田市（Ｂ）
対市割合

（Ａ/Ｂ）

平成 8年
事業所数 1,825 事業所 9,749 事業所 18.7％

従業者数 13,432 人 83,210 人 16.1％

平成18年
事業所数 1,415 事業所 8,472 事業所 16.7％

従業者数 11,477 人 77,843 人 14.7％

○中心市街地の小売商業集積が低下

・中心市街地に位置する商店街の小売年間商品販売額は、平成 19

年には平成 6年のおよそ 1/3 の額となっている。上田市全体の小

売年間商品販売額も減少しているが中心市街地の落ち込みが大き

く、販売額における中心市街地のシェアは約 17％から約 7.3％に

落ち込んでいる。

表６ 小売商業の店舗数、従業者数、年間販売額

中心市街地商店街

（Ａ）

新上田市

（Ｂ）

対市割合

（Ａ/Ｂ）

平成 6年

店舗数 248 店 1,955 店 12.7％

従業者数 1,506 人 10,783 人 14.0％

販売額 355 億円 2,117 億円 16.8％

平成 19 年

店舗数 161 店 1,558 店 10.3％

従業者数 909 人 11,257 人 8.0％

販売額 133 億円 1,835 億円 7.3％

資料：商業統計

○中心商店街の歩行者通行量は減少し、人の集積が低下

・休日の中心商店街歩行者通行量は、平成 11 年から平成 20年の間

で約 40％減少しており、中心市街地の重要な機能である中心商

店街に集まる人が減っている。
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第 3号要件

当該市街地にお

ける都市機能の増

進及び経済活力の

向上と総合的かつ

一体的に推進する

ことが、当該市街地

の存在する市町村

及びその周辺の地

域の発展にとって

有効かつ適切であ

ると認められるこ

と

中心市街地の活性化は、上田市及び東信州の発展にとって有効か

つ適切であると認められる。

○上田市において経済的、社会的に中心的な役割を担う地域

・上田市は東信州の中核的な都市として、商業の中心、就業の中心

となる重要な役割を担っている。その上田市において中心市街地

は、商業、事業所の高い集積がある地域であり、中心市街地の活

性化は、上田市及び東信州の発展に有効かつ適切である。

○上田市は東信州の商圏、通勤・通学圏の中心都市

・上田市は、５市町村（上

田市、青木村、長和町、

東御市、坂城町、北御牧

村）によって形成

される一次商圏の中心

都市であり、商圏人口は

市の人口の約1.5倍の約

26万人である。

・上田市は、東信州の中心的な市であり、通勤・通学の流入人口

15,729 人に対し、流出人口は 11,741 人と、流入人口が超過して

いる（平成 17年国勢調査）。

図 上田市を中心とした通勤・通学の状況
資料：平成 17年国勢調査

流出人口 流入人口計 11,741 人 計 15,729 人

長野市
2,398人

千曲市
751人

坂城町
1,686人

青木村
611人

東御市
3,678人

小諸市
991人

佐久市
1,042人

長和町
584人

長野市
1,985人

千曲市
1,918人

坂城町
1,817人

青木村
1,174人

東御市
4,804人

小諸市
1,506人

佐久市
1,339人

長和町
1,186人

上田市 上田市

図 上田市の商圏

資料：平成 18年長野県商圏調査

一次商圏
（吸引率 30％以上）

二次商圏
（吸引率 10％以上 30％未満）

三次商圏
（吸引率 50％以上 10％未満）

長野市

更埴市

戸倉町

上山田町
上田市 東部町

青木村

坂城町

和田村

長門町

小諸市

北御牧村

佐久市

立科町

望月町
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○協働によるまちづくりとしての中心市街地の活性化

・平成 18年 3月に上田市、丸子町、真田町、武石村が合併し、人口

16万 4千人を擁する新上田市が誕生した。新たな総合計画におい

て地域内分権を進めるため、地域協議会の充実、地域自治センタ

ー機能の見直しや施設の整備・建設を進め、また、行政の説明責

任を果たすとともに、新たな広報・広聴制度の確立など環境の整

備をしながら、市民協働のまちづくりを推進することとしている。

・中心市街地は、その中でも市役所本庁舎が立地し、地域経営の要

となる地域である。

○観光によって上田市全体の活力向上につなげられる地域

・中心市街地には、上田城跡、柳町通りの街並み、池波正太郎真田

太平記館など、歴史的な観光資源が立地している。

・特に上田城及び上田城跡公園は、上田駅からも近い上、「日本 100

名城」、「日本の歴史公園百選」に選ばれ、上田市がリーディング

産業としている観光事業における大きな資源の一つである。郊外

も含めた観光の起点と位置付けて事業を展開していくことが必要

である。

○「上田地域30
サン

分
マル

交通圏」構想を展開する中心地

・上田市では、上田・東御・小県圏域のどこからでも各高速インタ

ーや新幹線上田駅へ 30分以内で結ばれる交通圏域を形成し、市民

生活の利便性向上や経済活動の展開を図ることを進めている。

・中心市街地では駅環状道路、都心環状道路とともに、市街地の外

周部を走る市街地環状道路、都市環状道路によって、３社の鉄道

路線が結節する上田駅を中心とした「上田地域 3 0
サンマル

分交通圏」を

形成することとしており、様々な都市活動の集積・交流が促進さ

れる中心市街地において活性化を図ることは、その効果は上田市

及び周辺地区の地域の発展に及ぶと考えられる。



43

３．中心市街地の活性化の目標

［１］中心市街地活性化の目標

（１）中心市街地活性化の目標

本計画では、中心市街地活性化の基本方針(Ｐ２９)を踏まえて、以下の３つを中心市街地活性

化の数値指標として設定する。

（２）計画期間の考え方

本計画の計画期間は、平成２２年３月から始まり、主要な事業が完了し事業実施の効果が現

れると期待される平成２７年３月までの５年間とする。

（３）数値目標設定の考え方

本計画で設定した中心市街地活性化の目標の達成状況を的確に把握できるよう、定期的なフ

ォローアップに使用できる指標とすることを前提に、数値目標を設定し、目標の達成状況を管

理する。

目標１ 居住満足度の高い安全・安心な中心市街地の形成を進める。（生活快適都市）

「中心市街地の居住人口」

目標２ 市民、事業者等が連携した活動により地域活力の向上を図る。（域内交流）

「中心市街地の歩行者通行量」

＜参考数値目標＞

新生「上田市」の総合的なブランド力を高める。（域外交流）」

「中心市街地にある上田城跡公園周辺施設利用者数」
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［２］数値目標指標の設定の考え方

目標１ 居住満足度の高い安全・安心な中心市街地の形成を進める。（生活快適都市）

「中心市街地の居住人口」

目標設定の理由

①中心市街地の活力を維持していくためには定住人口の維持は欠かせない。

②客観的な指標である。

③住民基本台帳によって定期的にフォローアップが可能な指標である。

目標数値設定の考え方

①天神三丁目住宅供給事業住宅供給に基づく予測

②民間事業マンション建設住宅供給供給に基づく予測

③大手門地区中心市街地共同住宅整備事業住宅供給に基づく予測

中心市街地の人口は平成 20年 9月末現在で 6,897 人、世帯数は 3,225 世帯であり、

上田市の人口の約 4.2％、世帯の約 5.0％の世帯数が集積している地域である。（P6・7）

中心市街地以外うち旧上田市区域は横ばいであるのに対し、中心市街地の人口は減

少を続ける一方である。

しかし、今後、中心市街地の区域では、大規模な住宅地の開発計画が進んでいるほ

か、民間資本によるマンションの予定があり、こうしたことから中心市街地の居住人

口を概ね現状維持の 7,059 人を数値目標とする。

具体的な数値目標

(１)目標：居住人口（人）

(２)関連事業及び目標数値の根拠

【関連事業】

（直接的効果） 天神三丁目住宅供給事業

民間資本によるマンション建設（2件）

大手門地区中心市街地共同住宅整備事業

（間接的効果） 上田橋中島線道路整備事業、櫓下泉平線道路整備事業、天神町新

屋線道路整備事業、上田藩主屋敷跡遊歩道整備事業、材木町線道

路整備事業、都市計画道路中常田新町線道路整備事業、交流・文

化施設整備事業、総合保健センター整備事業、交流サロン整備事

業、定期野菜市事業、コミュニティバス運行事業、上田駅前パト

ロール等

【目標数値の根拠】

① 近年のトレンド（趨勢）による減少 6，369 人

（※１次変数の線形回帰モデルを使用し予測計算）

平成 20 年

6,897 人

平成 26 年

7,059 人

（概ね現状を確保）

+ 690人
6,369 人
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○ 上田市全体の人口が、この 10年ほぼ横ばいの状況にあるのに対し、中心市街

地（上田地区）の人口は、平成 7年から 10年間で約 11％の減少（Ｐ６参照）と

なっている。

○ また、全国的な人口減少社会の動向と同様に、上田市の人口も減少に転じて

おり、このままでは中心市街地（上田地区）の人口減少はさらに加速するもの

と考えられる。

② 天神三丁目住宅供給事業による増加 295 人

○ 天神三丁目土地区画整理事業地区において住宅供給を進める事業で、上田駅

からの徒歩圏に良質な住宅を供給する事業であり、居住満足度の高い住宅 130

戸の供給が計画されている（ただし販売予想は、地方経済の停滞を考慮し９割

とする）。

○ 本事業により 117 戸の住宅が新たに供給されるため、旧上田市の世帯平均人

数 2.52 人（平成 20年 10 月）を乗じ 295 人の増加を見込む。

③ 民間事業マンション建設による増加 249 人

○ 今後、中心市街地で２件のマンション建設される。（完売）

２棟 99戸程度の集合住宅が供給される。このことから、中心市街地の世帯平

均人数 2.52 人を乗じて、249 人の増加を見込んでいる。

④ 大手門地区中心市街地共同住宅整備事業による増加 146 人

○ 賑わいの拠点となる中央二丁目交差点にある「一冨士」跡地の隣接地でマン

ションが建設され住宅 65戸の供給が計画されている（ただし販売予想は、地方

経済の停滞を考慮し９割とする）。

○ 本事業により 58戸の住宅が新たに供給されるため、旧上田市の世帯平均人数

2.52 人を乗じ 146 人の増加を見込む。

①から④により、平成 26年度における居住人口の目標を 7,059 人とする。

<現状からの推定> 
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（集合住宅建設に伴う増加） 戸数
販売戸数

（見込含む）

平均世帯

人員（仮定）
増加見込数

天神三丁目住宅供給事業 130×0.9 117 2.52 295 人

中央四丁目マンション（完売） 49 49 2.52 123 人

中央三丁目マンション（完売） 50 50 2.52 126 人

大手門地区中心市街地共同住宅整備事業 65×0.9 58 2.52 146 人

合 計 690 人

※ 空地の土地活用による住宅供給に基づく予測、建築動向に基づく予測は見通しが

つかないため実施しない。

【フォローアップ】

「居住満足度の高い市街地の形成を進める。（生活快適都市）」に関する目標

：「中心市街地の居住人口」

毎年 10 月１日現在の居住人口を住民基本台帳から把握するとともに事業の進

捗状況について毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じ

る。

計画期間の中間年度にあたる平成 24年度には数値目標の達成状況を検証し、

必要に応じて目標達成に向けた改善措置を講じていく。また、計画期間の最終

年度終了後に再度検証を行う。

目標２ 市民、事業者等が連携した活動により地域活力の向上を図る。（域内交流）

「中心市街地の歩行者通行量」

目標設定の理由

①市域内の交流を活発にし、来街者の増加を図ることは中心市街地活性化には不可欠な要

素である。

②客観的な指標である。

③歩行者通行量については、平成 19 年度から定期的（毎年 10月 15 日（休日の場合は直前

の平日））に上田商工会議所で調査をしておりフォローアップしやすい指標である。

目標数値設定の考え方

①大手門地区中心市街地共同住宅整備事業、天神三丁目住宅供給事業及び民間資本によ

る中央三丁目・四丁目共同住宅供給事業（マンション建設）による予測

②天神三丁目土地区画整理事業地区の商業施設設置による予測

③大手門地区商業等施設整備事業による予測

④街なか駐車場整備により観光客及び市街地買物者増による予測

⑤総合保健センター整備（旧第一中学校跡地）による通行者予測

⑥赤ちゃんステーション整備により中心市街地来街者予測

⑦テナント出店支援制度※活用による出店による来街者予測
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具体的な数値目標

(１)目標：平日（一日）歩行者通行量（人／日）

(２)関連事業及び目標数値の根拠

【関連事業】

（直接的効果）・大手門地区中心市街地共同住宅整備事業

・天神三丁目住宅供給事業

・天神三丁目土地区画整理事業地区の商業施設設置事業

・大手門地区商業等施設整備事業・街なか駐車場整備事業

・総合保健センター整備事業、

・海野町会館運営・改修整備事業、

・赤ちゃんステーション設置推進事業・テナント出店支援事業

・まちなかレンタサイクル事業

（間接的効果）街なみ環境整備事業 柳町紺屋町、市民緑地広場整備事業、大手門地

区緑地広場整備事業、ＩＴネットワークなどによる情報発信事業、

共通駐車券発行事業、海野町商店街駐車場運営事業、空き店舗コミ

ュニティ施設整備・運営事業、AED 設置・運用事業、コミュニケーシ

ョンボード設置事業、商店街イルミネーション事業、定期野菜市事

業、交流サロン整備事業、「軍手ィ」プロジェクト事業等

【目標数値の根拠】

① 過去のトレンド（趨勢）を踏まえた平成 26年の歩行者通行量

（※１次変数の線形回帰モデルを使用し予測計算） 21,705 人/日

○ 平日（毎年 10 月 15 日（休日の場合は直前の平日））の歩行者通行量調査は平成

19 年度からであるので昭和 55 年度から実施している休日歩行者通行量調査を

参考にする。

○ 歩行者通行量（休日）は、昭和 55年の調査開始からほぼ一貫して減少傾向に

あり、昭和 55 年当時、全体で 82,414 人であった歩行者通行量は、調査開始以

来年々減少している。駅前再開発が終了した平成15年から 16年にかけて一時的に

増加したものの、その後は再び減少し、平成 20 年には 14％の 11,593 人にまで落

ち込んでいる。

○ 過去からの傾向が今後も続くとすると平成 26 年までに 700 人／日減少し、

21,705 人／日となることが見込まれる。

平成 20 年

22,404人/日

平成 26 年

24,257人/日

21,705人/日 +2,552人/日
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図31　歩行者通行量の推移(資料：商店街通行量調査)

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500

23,000

平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26

(人）

<現状からの推計>

②大手門地区中心市街地共同住宅整備事業、天神三丁目住宅供給事業及び民間資本に

よる中央三丁目・四丁目共同住宅供給事業（マンション建設）による増加

678 人/日

本事業により整備される住宅への入居者見込みである 690 人のうち、上田駅方面

へ通勤・通学する者が世帯あたり 1/3 人とする。

これにより、共同住宅建設に伴う通行量増加は 2.52×1/3≒0.76 人。また、それ

ぞれの住宅に戻ると仮定し、以下の表から 678 人／日の増加が見込まれる。

ただし、朝 10時から午後 7時の調査時間のため片道のみカウント。

（集合住宅建設に伴う増加）
入居世帯数

（見込含む）

一世帯あたり

通行数
箇所 調査地点№

増加

人数

天神三丁目住宅供給事業 117 0.76 人 1 ⑪ 89 人

中央四丁目共同住宅供給事業（完売） 49 0.76 人 6 ⑪⑨⑦⑤③① 223 人

中央三丁目共同住宅供給事業（完売） 50 0.76 人 5 ⑩⑧⑥④② 190 人

大手門地区中心市街地共同住宅整備事業 58 0.76 人 4 ⑪⑨⑦⑤ 176 人

合 計 678 人

③天神三丁目土地区画整理事業地区の商業施設設置による増加 1,360 人/日

上田リヴィン（LIVIN.西友）がＨ21年 3月末に閉店したが、上田リヴィンがあ

った平成 20年の調査地点⑪「よろづや前」は約 3,400 人の歩行者数があった。

上田リヴィンの店舗面積 8,795 ㎡に対し、天神三丁目土地区画整理事業地区の

商業施設 イトーヨーカ堂・アリオ上田は約 20,000 ㎡で約 2倍の広さ。

単純に約 2倍の通行量が期待される。3,400 人×2倍＝6,800 人。

ただし、車での来店者が多いと想定されるため駅からの徒歩による来店者は半

数程度と想定する。さらにこのうち 3 割程度は駅反対側（温泉口）から行くと想

定。上田駅お城口からは調査地点⑪「よろづや前」を行き帰りに通ると仮定。

6,800 人×1/2×7/10×(１箇所)2回＝4,760 人

これにより、4,760 人－3,400 人＝1,360 人の通行量増加が見込まれる。

調査地点№⑪

④大手門地区商業等施設整備事業による増加 250 人/日

大手門地区商業等施設は、戦国武将「真田」をテーマにした資料展示、商店街･

観光情報発信、喫茶・交流スペース及び物販等からなる歴史・文化・食が楽しめ
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る、来街者・居住者を滞留させるための施設を想定しており、真田に惹かれて訪

れる者が観光会館（レジ数）入館者、平成 20 年度実績 26,105 人のうち 1/2 は訪

れると想定。

来店は主に観光客であり上田駅から調査地点 7箇所程度を通過すると想定。

26,105 人×1/2÷365 日×7箇所≒250 人/日

調査地点：行き№⑪⑨⑦⑤、帰り№⑥⑧⑩

⑤街なか駐車場整備により観光客及び市街地買物者増による増加 57人/日

｛バス１台（40人）＋乗用車 30台（60人）｝

街なか（調査地点 4箇所程度）を歩くと想定。

100 人×52週÷365 日×4箇所≒57人/日 調査地点：行き№②①③④

⑥総合保健センター整備（旧第一中学校跡地）による通行者増加 36人/日

現在、塩田母子健康センターで行っている「母乳育児相談」（約 3,000 人/年）及び

「両親学級」（約1,500人/年）事業が総合保健センターに移管になることにより、

当該事業参加者相当者数が市街地駐車場を利用して総合保健センターまで行くと

想定。その際、街なか駐車場から往復で 2箇所を通過。

（3,000 人/年＋1,500 人/年）÷250 日×2箇所＝36人/日 調査地点：行き№⑭⑮

⑦赤ちゃんステーション整備により中心市街地来街者増加 24人/日

赤ちゃんステーション※利用 6人/日

※授乳・おむつ交換設備、赤ちゃんと一緒に入れるトイレなどが完備。

ただし、街なか駐車場に停めて往復と想定。

6人/日×4箇所＝24人/日 調査地点：行き№⑬⑮⑭⑫

⑧テナント出店支援制度※活用による出店による来街者増加 147 人/日

5店舗程度新規開店するものと想定。

来店客数は平日の平均入店者数 7人（各種店舗業態：商店街聞き取り）。

市街地商店街のうち原町、松尾町、天神には各 1、空店舗の多い海野町には 2

店舗出店と想定。また、通過地点数は原町と海野町は街なか駐車場又は海野町

駐車場を使って来店すると仮定し各 4 ヶ所。松尾町と天神は上田駅から来店す

ると仮定し7箇所と2箇所を通過。以下の表から147人/日の増加が見込まれる。

商店街 回遊の起点 出店数 来店者数 箇所 調査地点№ 増加人数

原町 街なか駐車場 1 7人 4 ①②③④ 28 人

海野町 海野町駐車場 2 7人 4 ⑫⑬⑭⑮ 56 人

松尾町 上田駅 1 7人 7 ⑪⑨⑦⑤⑥⑧⑩ 49 人

天神 上田駅 1 7人 2 ⑪往復 14 人

合計 147 人

※・出店時改修補助 1/3（上限 300 万円）
・商店街の家賃補助に補助 1/2（上限 100 万円、最長 6箇月）

上記②～⑧の増加要因により 2,552 人の増加を見込む。

トレンド予測の①から 2,552 人増加を見込み、平成 26年度における歩行者通行量

の目標を 24,257 人とする。
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【フォローアップ】

市民、事業者等が連携した活動により地域活力の向上を図る。（域内交流）

：「中心市街地の歩行者通行量」

中心市街地の現況把握のために上田商工会議所において行った通行量調査を今

後も毎年 10 月（平日（一日））に実施するとともに事業の進捗状況について毎年

度確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じる。

計画期間の中間年度にあたる平成 24 年度には数値目標の達成状況を検証し、必

要に応じて目標達成に向けた改善措置を講じていく。また、計画期間の最終年度終

了後に再度検証を行う。

調査地点

第 ①② 原町一丁目 瀬 川 園 木 村 陶 器 店

第 ③④ 中央一番街北 カ ワ イ あ ぶ か つ

第 ⑤⑥ 中央一番街南 だ い こ く や 宮 沢 鰹 節 店

第 ⑦⑧ 松尾町北 ラブ・ファンファン 藤 岡 薬 局

第 ⑨⑩ 松尾町南 飯 島 商 店 武 重 ビ ル

第 ⑪ 駅お城口広場西 よ ろ づ や 前

第 ⑫⑬ 海野町西 ポ ケ ッ ト パ ー ク 丸 陽 ビ ル

第 ⑭⑮ 海野町 海 野 町 会 館 白 井 信 子 美 容 室



51

参考数値目標：新生「上田市」の総合的なブランド力を高める（域外交流）

「中心市街地にある上田城跡公園周辺施設利用者数」

【目標数値：参考】

目標設定の理由

①上田市は観光をリーディング産業（他の産業の発展を促す起爆剤）と位置付け、平成 20 年５

月に「信州上田観光ビジョン 〜旅のミュージアム都市上田の創造〜」を策定し、四季を通じ

誘客に努めている。

②「観光ブランド力」に関しては、広域的な地域から人を呼び込むという視点から、中心市街地

にある「上田城跡公園周辺施設（上田城南櫓、上田市立博物館、観光会館及び池波正太郎

真田太平記館）利用者数」が数値目標として考えられる。

③「上田城跡公園周辺施設利用者数」は年度ごとに常にカウントし定期的にフォローアップが可

能な指標である。

目標数値設定の考え方

①上田城南櫓、上田市立博物館、池波正太郎真田太平記館及び観光会館との連携による街な

か回遊による増加

②千本桜等イベントや中心市街地商店街との連携による池波正太郎真田太平記館入館者

増加

具体的な数値目標

（１）目標：「上田城跡公園周辺施設（上田城南櫓、上田市立博物館、池波正太郎真田太平

記館及び観光会館）年間利用者数」（4 月～3月）

（２）関連事業及び目標数値の根拠

【関連事業】

（直接的効果）街なか駐車場整備事業、観光会館売店運営事業、交流サロン整備事業、

まち中観光誘客事業、まちなかレンタサイクル試行事業、上田市立博

平成 20 年度

174,754 人/年

平成 26 年度

180,000 人/年

+5,246人
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物館開館８０周年記念事業、原町一番街商店会幸村まつり事業等

（間接的効果）上田真田まつり事業、公共サイン整備事業、定期野菜市事業、市街

地景観整備促進事業等

【目標数値の根拠】

①平成 20年度 上田城跡公園周辺施設入館者数 174,754 人/年

・市立博物館 55,873 人/年

・上田城南櫓 60,666 人/年

・池波正太郎真田太平記館 32,110 人/年

・観光会館 26,105 人/年

合計 174,754 人/年

（統計資料：「上田市の教育」及び観光会館レジ）

②上田市立博物館及び池波正太郎真田太平記館等との連携、五館共通観覧券利用者

の増加 1,037 人/年

「五館共通観覧券（上田市立博物館、上田城南櫓、池波正太郎真田太平記館、山

本鼎記念館、信濃国分寺資料館）」は一般 500 円で購入（別々に五施設全て入館す

ると 800 円）でき利用が徐々に増え、平成 19年度実績で約 5,100 枚、平成 20年

度実績では約 6,100 枚あり、街なか回遊につながっている。最も五館入場券の売

上げが多い上田城跡公園内にある上田市立博物館での販売枚数を見ると、平成 20

年度 3,300 枚で、平成 19年度 2,800 枚の約 1.17 倍。今後も戦国武将・真田幸村

ブームにより、真田関係施設が安く入館できる五館共通券は売り上げ増加が見込

まれる。そこで、今後少なくとも平成 20年度売上げ枚数 6,100 枚の 1.17 倍、7,137

枚の売上げが想定され、7,137 人－6,100 人＝1,037 人増が見込まれる。

③「街なか駐車場整備」及び「交流サロン整備」による池波正太郎真田太平記館への

入場者増加 3,200 人/年

池波正太郎真田太平記館近くの市有地（旧写真美術館用地）に「街なか駐車場」を

整備し、さらに池波正太郎真田太平記館の「交流サロン整備」することにより、街なか

観光に、これまで以上の観光バスを誘導できる。

｛観光バス１台（40人）×2台×0.8（乗車８割程度）×50週×2（土日曜日）｝

のうち半数を池波正太郎真田太平記館に誘導できると想定し 3,200 人増加が見込ま

れる。

★五館共通観覧券：

上田市立博物館、上田城南櫓、池波

正太郎真田太平記館、山本鼎記念

館、信濃国分寺資料館の五館利用
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④地元商店街との連携による池波正太郎真田太平記館入館者増加 450 人/年

平成 21 年 4 月に「上田城千本桜まつり」開催中、池波正太郎真田太平記館のある

原町に観光バス臨時駐車場を開設した。その際、地元うえだ原町一番街商店会も「幸

村まつり」、「真田市（野菜市）」などの「おもてなしイベント」を行った結果、原町の調査２

地点（瀬川園前、木村陶器前）における歩行者通行量は、同年３月に比較し約２倍の通

行量があった（上田商工会議所調査）。

千本桜まつりの際の原町の

調査２地点（瀬川園前、木村陶

器前）の歩行者通行量は、

2,191 人/日（4 月）－1,082 人/日

（3 月）≒1,000 人/日

このうち、千本桜まつり期間中の

土日曜日（6回）、増加した通行者

の１割を入館に結びつけることにより、

1,000 人/日×6回×0.1×0.75＝

450人増が見込まれる。（ただし、年によって桜の咲く日が前後することによる観光客数

への影響を考慮し 0.25 割落として計算）

⑤まちなかレンタサイクル事業による、上田駅又は上田城跡公園からの池波正太郎

真田太平記館への来館者増加（休日） 500 人/年

休日利用者は、「まち中観光」と想定されるので、約半数は池波正太郎真田太平

記館に来ると想定。（平日試行結果の平均利用者数 1.5 人を使用）

当面レンタサイクルは 8台導入し、平均利用者が 1.5 人とする。

年間 52週のうち冬期間は利用が少ないことを想定し、年間 42週×2（土日曜日）

とする。このうち約半数は池波正太郎真田太平記館へ誘導できると想定

8台×1.5 人×42週×2（土日曜日）×1/2≒500人

⑥観光会館：「うえだの四季」写真コーナーの設置による入館者増加 59人/年

観光会館は上田城跡公園の前に

あることから、観光客及び市民に改

めて上田の魅力を知ってもらうため

「うえだの四季」写真コーナーを設け

写真展示を行う。写真は、地元で著名

なアマチュアカメラマンの作品をお借

りし展示する。当事業による観光客の

増加は難しいと思われるが、市内で写

真撮影を趣味にしている者が新たに入館

してくれることが期待される。

平成 19 年度からで市主催する「うえだの四季の写真コンテスト」にも毎年延べ

200 人以上が作品（800 点）を寄せている。

池波正太郎真田太平記館

観光会館
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そこでコンテスト入選作品も併せて

展示することにより、コンテスト参加

者が家族や友人（2人で）と展示作品や

入選者の写真を見に来館し、うち 1/3は

ついでに観光会館で買物をしてくれると

想定。

ただし、応募者の内訳を見ると年 2～4

回出している方もいる。そこで少なく見

積もって、実数は平成 20年度の実績 265

人に対し 1/3 とする。

265 人×1/3×2 人×1/3＝59 人増を見込む。

平成 19年度 平成 20年度

応募作品数（点） 応募者数（人） 応募作品数（点） 応募者数（人）

春の部 399 138 323 113

夏の部 165 55 103 35

秋の部 180 57 244 77

冬の部 206 65 130 40

合 計 950 315 800 265

上記②～⑥の増加要因により 5,246 人/年の増加を見込む。

トレンド予測の①から 5,246 人増加を見込み、平成 26年度における「中心市街地

にある上田城跡公園周辺施設利用者数」の目標を 180,000 人/年とする。

【参考】

1＜池波正太郎真田太平記館の入場者数（年度ごと）＞

年 度 入館者数（人） 備 考

平成１１年度 22,831 市制 80 周年無料開放実施

平成１２年度 20,294 8～10 月無休期間設定、初めての通常年実績

平成１３年度 21,330 開館 3 周年

平成１４年度 21,663 入館者 10 万人突破

平成１５年度 23,376 開館 5 周年記念「上野浅草まつり」他開催

平成１６年度 21,169 市制 85 周年記念無料開放実施（20 日間、1,193 人）

平成１７年度 24,885 池波正太郎絵画展ほか開催

平成１８年度 29,786 新生「上田市」発足、台東区記念文庫との姉妹館提携

平成１９年度 31,502 大阪城特別展・出張企画展の開催

平成２０年度 32,110 開 館 １０周 年 記 念 事 業 特 別 企 画 展 （２回 ）、特 別 講 演 会 （２回 ）開 催
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２＜平成 21 年度 池波正太郎真田太平記館事業計画（館内企画）＞

開催回 企画展：タイトル 開催期間

第１回
春の企画展池波正太郎自筆絵画展

「池波正太郎ヨーロッパの風景と人びと」

H21.4. 4（土）

～6.30（火）

第２回
夏の写真展・池波正太郎『剣客商売』番外編

－「ないしょないしょ」の舞台を歩く－

H21.7.9（木）

～ 9.29（火）

第３回
秋の企画展「関ヶ原合戦と真田氏の活躍

－池波正太郎『真田太平記』の背景－」

H21.10.10（土）

～ H22.1.11（月）

第４回
冬の企画展

磯田和一風景画展「池波正太郎が愛した街を歩く」

H22.1.21（木）

～ 2.28（日）

第５回 上田の作家展 － 武舎亮一 「森の詩
うた

」（仮題）
H22.3.4（木）

～ 3.30（火）

開催回 サロントーク：タイトル・内容 日 程

第１回
「関ヶ原合戦と徳川幕府創業神話」

講師：宮本裕次氏（大阪城天守閣主任学芸員）
H21.11.29（日）

第２回
事前学習会「池波正太郎が描いた江戸－本所篇」

講師：鶴松指導員
H21.12.10（月）

第３回
磯田和一氏

「池波正太郎が愛した街を歩く」（仮題）
未定

第４回
未定

講師：鶴松指導員
未定

開催回 文学・歴史に親しむ講座（街と共催） 日 程

第１回 文学散歩「池波正太郎ゆかりの軽井沢」 H21.6.3（水）

第２回 文学散歩「池 波 正 太 郎 作 品 の 舞 台 を歩 く－ 関 ヶ原 ・近 江 － 」 H21.11.24(火)25(水)

３ 台東区池波記念文庫との姉妹館関係事業

文学散歩 協力：台東区池波記念文庫

開催回 行 先・内 容 日 程

第１回 文学散歩「池波正太郎の描いた江戸－本所篇」 H21.12.16（水）

４ 上田市立博物館、上田城南櫓及び上田市観光会館の入場者数の推移 (単位：人)

上田市立博物館 上田城南櫓 上田市観光会館

平成 ７年度 15,241 45,015 －

平成 ８年度 15,590 45,036 －

平成 ９年度 19,202 51,890 －

平成１０年度 54,821 59,691 28,541

平成１１年度 55,114 57,347 20,402

平成１２年度 48,839 61,193 17,130

平成１３年度 43,704 57,091 17,210
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平成１４年度 40,740 55,097 15,856

平成１５年度 41,693 52,219 14,690

平成１６年度 38,103 50,872 21,296

平成１７年度 42,625 51,159 22,273

平成１８年度 50,996 58,514 28,738

平成１９年度 67,435 75,668 38,888

平成２０年度 55,873 60,666 26,105

※有料入館者と無料入館者数の合計人数、観光会館は（POS レジ数）

※参考）Ｈ10 年度：長野冬季オリンピック・パラリンピック開催（長野新幹線、上信越自動車道）、

Ｈ19 年度：ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」ブーム（上田は真田氏ゆかりの地）

【フォローアップ】

新生「上田市」の総合的なブランド力を高める（域外交流）

：「中心市街地にある上田城跡公園周辺施設利用者数」

上田城跡公園周辺施設入館者数の現況把握を毎年実施するとともに事業の進捗状

況について毎年確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じる。
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ࡁࡿ࡞㹈㹒㛤Ⓨᆅከࡢࡃேࢆࡧ㎸ࠕࡳ㈰ࡢ࠸ࢃ⯆ࠖࠕࠊࡆ࡞ࡘᇛୗ⏫ࣥࢧࢵࢿࣝࡢ

 ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡵࡓࡿᅗࢆࠖࢫ

㸦┠ᶆࡢ㛵㐃㸧 
ᪧᇶᮏィ⏬⟇ᐃᚋつᶍࡢ࡞ࡁ✵ᆅࡓࡗ࡞㹈㹒㛤Ⓨᆅ࡚ࡘࡣ♫Ꮿ୍࡞ᐃࡢᒃఫேཱྀࡀ

⏣ୖࠊࡣᅾ⌧ࠋࡓ࠸࡚ࡗᢸࢆᙺࡢᐃ୍ฟࡢ࠸ࢃ㈰ࡀ⪅㏻࡚ࡋᴗᡤ࡞ࡁࠊࡓࡗ࠶

㥐⮳㏆ࡢ㏻౽ᛶࡢ㧗࠸୰ᚰᕷ⾤ᆅ୍ࡢゅ࡚ࡋά⏝࡚ࡅྥᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᴗࢀࢃ⾜ࡀ

ࡉࠊࡾ࠾࡚ࡋ㐍ᒎࡣὝ✵ࡢᕷ⾤ᆅ࡛࡞㛢ᗑࡢ⯒ᆺᗑࡸῶᑡࡢᒃఫேཱྀࠊ᪉୍࡛ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᚲせࡀࡳ⤌ྲྀࡢ✚ᶵ⬟㞟ࡿ࡞ࡽ

ࠊࡓࡲ 30 ᖺ௦୰ᚰၟᗑ⾤࡛ᘓタࡓࢀࡉඹྠࡀࣝࣅ⪁ᮙࡢࡑࠊࡋ࿘㎶ࡁ✵ᗑ⯒ࡀ┠❧

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ㄢ㢟ࡢᚋࡀ࡞࠼ᘓ࡚᭰ࡢ≀ᘓࡣࡵࡓࡿࡏࡉ✚㞟ࢆ⬟㒔ᕷᶵࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡗ

ᒃఫ‶㊊ᗘࡢ㧗࠸୰ᚰᕷ⾤ᆅࠊࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋ㒔ᕷᇶ┙ᩚࡢഛ㒔ᕷᶵ⬟ࡢ᭦᪂࣭ྥୖࢆ㐍ࡿࡵ

ᕷ⾤ᆅࡢᨵၿࡃ࠸࡚ࡋಁࢆᚲせࠋࡿ࠶ࡀ 

㸦㔜Ⅼᴗ㸧 
௨ୖࡢ⌧≧ཬࡧᚲせᛶࢆ㋃ࠊ࠼ࡲ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶࢆ┠ᣦ࡛ୖࡍᚲせᛶࡀ㧗ࠊࡃ┠ᶆ㐩ᡂ

 ࠋࡿࡅ⨨ࢆᴗࡢ௨ୗࠊ࡚ࡋഛᨵၿࠖᴗᩚࡢᕷ⾤ᆅࠕࡿࡍᐤࡃࡁ

⏬ᅵᆅ༊ࡿࡍഛᩚ㠃ⓗࢆᅵᆅࡿࡍணᐃࢆഛᩚࡢὶ࣭ᩥタࡸఫᏯࡿࡵ㐍ࢆᒃఫ࡞⾤ ①

ᩚ⌮ᴗ 

ᆅᇦ⏣ୖࠕ ② 30 ศ㸦࣐ࣝࣥࢧ㸧㏻ᅪᵓࠖࢆᐇ⌧ୖࠊࡋ⏣㒔ᕷᅪ㐨㊰ィ⏬⨨ࡓࡅ㒔ᚰ

⎔≧㐨㊰୍ࡢ㒊ࡿ࡞⾤㊰ᩚࢆഛࡿࡍᴗ 

③ Ᏻ࣭Ᏻᚰ࡞ᕷ⾤ᆅࢆᙧᡂࡢࡵࡓࡿࡍᆅᇦෆࡢ㐨㊰ᩚࢆഛࡿࡍᴗ 

④ ᅵᆅࡢ᭷ຠά⏝ಁࢆ㐍ࡿࡍᴗ 
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㸦࠼⪄ࡢࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ᪉㸧 
ᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣ࡚࠸ࡘẖᖺᗘࡈㄪᰝࢆᐇࠊ࡚ࡋᚲせ࡞ᑐᛂ᳨ࢆ࡞ウࡋ⩣ᖺᗘ௨㝆ࡢ

ᐇᫎࠋࡿࡍ 

 

㹙㸰㹛 ලయⓗᴗࡢෆᐜ 

㸦㸯㸧 ἲᐃࡢู≉ࡿࡵᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ヱᙜࡋ࡞ 

㸦㸰㸧ձ ㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋᨭᥐ⨨ࠊࡕ࠺ࡢㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋ≉ᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜཬࡧ

ᐇᮇ 

ᐇ 

య 
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 

ᨭᥐ⨨ࡢ

ෆᐜཬࡧᐇ

ᮇ 

ࡑ ࡢ 

 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
ձୖ⏣ᶫ୰ᓥ⥺㐨
㊰ᩚഛᴗ 
 
■ෆᐜ 
༓᭤ᕝሐ㜵㐨㊰ࡢ
ᨵಟࡾࡼ㏻ࡢ
ࢆᅗࡿ㐨㊰
ᩚഛᴗ 
㸦ᘏ㛗㸸1,540㹫㸧 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 20㹼26 ᖺᗘ 

ୖ⏣ᕷ ྂ⯚ᶫୖ⏣ᶫࡪ⤖ࢆሐ㜵㐨㊰ࠊࡣ༓᭤

ᕝᕥᓊᆅ༊ୖࡽ⏣㥐ࢫࢭࢡࡢ㐨㊰

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᮍᨵⰋࡀ㒊୍ࠊࡀࡿ࡞

ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡣ㐨㊰ᩚഛࡿࡍࢫࢭࢡ

㧗࠸Ᏻ࣭Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࡵ

ᶆ┠ࢆቑຍࡢᒃఫேཱྀࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿ

ᴗ࡛࡞ᚲせάᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍ

 ࠋࡿ࠶

 

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 

♫㈨ᮏᩚഛ

⥲ྜ㔠㸦㒔

ᕷ⏕ᩚഛィ

⏬ᴗ㸧 

㸦༓᭤ᕝࣜࣂ
ᆅ༊ࢻࢧ࣮
Ϩᮇ࣭ϩᮇ㸧 
 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 20㹼26
ᖺᗘ 

 

■ᴗྡ 
ղᷳୗἨᖹ⥺㐨㊰
ᩚഛᴗ 
 
■ෆᐜ 
ኳ⚄୕┠ᇛ㊧
ୗࡿࡍ⤖┤ࢆ㐨㊰
࡛ࡇࡿࡍ᪂タࢆ
㏻ࡢࢆᅗ
 㐨㊰ᩚഛᴗࡿ
㸦ᘏ㛗㸸132㹫㸧 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 20㹼27 ᖺᗘ 
 

ୖ⏣ᕷ 㹈㹒㛤Ⓨᆅ㸦ኳ⚄୕┠㸧ୖ⏣ᇛ㊧බ

ᅬࡣ㕲㐨࡛ศ᩿ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᅇ㐟ᛶࢆ㧗ࡵ

ᚲせࡀ᪂タࡢ㐨㊰ࡄ㊬ࢆ㕲㐨ࡣࡵࡓࡿ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞

ᆅᇦఫẸࡢᛌ㐺ᛶࢆ㧗ࠊࡵᒃఫ‶㊊ᗘࡢ

㧗࠸Ᏻ࣭Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࡵ

ᶆ┠ࢆቑຍࡢᒃఫேཱྀࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿ

ᴗ࡛࡞ᚲせάᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍ

 ࠋࡿ࠶

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 

♫㈨ᮏᩚഛ

⥲ྜ㔠㸦㒔

ᕷ⏕ᩚഛィ

⏬ᴗ㸧 

㸦༓᭤ᕝࣜࣂ
ᆅ༊ࢻࢧ࣮
Ϩᮇ࣭ϩᮇ㸧 
 
 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 20㹼27
ᖺᗘ 

 

■ᴗྡ 
③ኳ⚄⏫᪂ᒇ⥺㐨
㊰ᩚഛᴗ 
 
■ෆᐜ 
Ṍ⾜⪅ࡢᏳ
㏻ࡢࢆᅗࡿ
㐨㊰ᩚഛᴗ 
㸦ᘏ㛗㸸440㹫㸧 
 
■ ᐇᮇ 
ᖹᡂ 22㹼23 ᖺᗘ 

 

ୖ⏣ᕷ ㏆ࡢᑠ㺃୰㺃㧗ᰯ㏻࠺ඣ❺⏕ᚐཬୖࡧ

⏣㥐ୖࡽ⏣ᇛ㊧බᅬ࠺ྥほගᐈࡢᏳ

ᑐ⟇ࡀᛴົࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ 

ኳ⚄⏫᪂ᒇ⥺Ṍ㐨ࡢᣑᖜࡾࡼṌ⾜⪅ࡢ

Ᏻᛶࡢ☜ಖࠊࡣᒃఫ‶㊊ᗘࡢ㧗࠸Ᏻ࣭

Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ

⾤ᆅࡢᒃఫேཱྀࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰ

ᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࡓࡲࠋࡿ࠶

ほගᐈࡢᅇ㐟ᛶࡿࡀ⧄ࡶୖྥࡢᚲせ࡞

ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
♫㈨ᮏᩚഛ
⥲ྜ㔠㸦㒔
ᕷ⏕ᩚഛィ
⏬ᴗ㸧 
(ୖ⏣ᇛୗ⏫ᆅ
༊) 
 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 22㹼23
ᖺᗘ 
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ᴗྡࠊෆᐜཬࡧ

ᐇᮇ 

ᐇ 

య 
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 

ᨭᥐ⨨ࡢ

ෆᐜཬࡧᐇ

ᮇ 

ࡑ ࡢ 

 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
մୖ⏣⸬ᒇᩜ㊧
㐟Ṍ㐨ᩚഛᴗ 
 
■ෆᐜ 
Ṍ㐨ࡢ㧗㉁ࠊ⥳
タ➼㸦᳜᱂࣭
⥳タ➼㸧 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 22 ᖺᗘ 

 

 

 

ୖ⏣ᕷ ఫᏯᆅୖࡿ࠶⏣⸬ᒇᩜ㊧㐟Ṍ㐨ᩚഛ

୰ᚰᕷ࡞Ᏻ࣭Ᏻᚰ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡣ

⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫே

άᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢཱྀࠖ

ᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

ᅾୖ⏣㧗ᰯ࡛⌧ࡣᒇᩜ㊧⸬⏣ୖࠊࡓࡲ

ほ࡞⾤ࠊࡀᒇᩜ㛛ࡿ࠶ධཱྀ࡛ࡢ㧗ᰯࡾ࠶

ගࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡘ୍ࡢṌ㐨ࡢ㧗㉁࣭⥳

タᩚഛࡣほගᐈࡢᅇ㐟ᛶࢆ㧗ࡵṌ⾜⪅

㏻⾜㔞ቑຍࡿࡀ⧄ࡶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
♫㈨ᮏᩚഛ
⥲ྜ㔠㸦㒔
ᕷ⏕ᩚഛィ
⏬ᴗ㸧 
(ୖ⏣ᇛୗ⏫ᆅ
༊) 
 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 22 ᖺᗘ 

 

■ᴗྡ 
㥔㌴ሙᩚ࡞⾤⑤
ഛᴗ 
 
⑤-1 㥔㌴࡞⾤
ሙᩚഛᴗ 
⑤-2 㥔㌴࡞⾤
ሙᩚࣞࢺഛᴗ 
■ෆᐜ 
୰ኸ୕┠㥔㌴ሙ
බࡧᩚഛཬ⯒ࢆ
 ⨨タࢆࣞࢺ⾗
⑤-1 㥔㌴࡞⾤
ሙᩚഛᴗ 
㥔࣭㌴ሙ㸿㸻2,090
੍ 

⑤-2 㥔㌴࡞⾤
ሙᩚࣞࢺഛᴗ 
࣭බ⾗㸦ほග㸧ࢺ

タ⨨ᖹᒇᘓࣞ
࡚㸦ⶶ㢼㸧55੍ 

 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 26 ᖺᗘ 

ୖ⏣ᕷ ᙜヱᆅࡣụἼṇኴ㑻┿⏣ኴᖹグ㤋ࡶ㏆

ࠊࢀࡽࡅ⨨ᣐⅬࠖࡢ⟇ᩓṔྐࠕࡃ

ୖ⏣ᇛ㊧බᅬୖࡸ⏣㥐ࡢほගᐈ࡞⾤ࢆ

ᅇ㐟ࡿࡏࡉ㔜せࠋࡿ࠶࡛ࢺ࣏ࣥ࡞㥔㌴ሙ

ᩚഛཬࣞࢺࡧタ⨨ࠊࡾࡼほගᐈୖࡢ⏣

ᕷᑐࡿࡍ༳㇟ࢆ㧗ࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ

ࠊ࡚ࡗዪᛶࡸ⪅㞀ᐖࡅࢃࡾ⪅⏝ࠊࡓ

ࡋᏳᚰ࡛ࡇࡿࡍࢆഛᩚࢆ㥔㌴ሙ࣭ࣞࢺ

Ẽ㍍࡞⾤ほගゼࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࢀ 

ࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࡽࡇࡢࡇ

άືࡾࡼᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ

⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍ᪂⏕ୖࠕ⏣

ᕷࠖࡢ⥲ྜⓗࢻࣥࣛࣈ࡞ຊࢆ㧗ࠕࡿࡵ୰ᚰ

ᕷ⾤ᆅୖࡿ࠶⏣ᇛ㊧බᅬ࿘㎶タ⏝⪅

୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢࠖᩘ

 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせ

 

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
♫㈨ᮏᩚഛ
⥲ྜ㔠㸦㒔
ᕷ⏕ᩚഛィ
⏬ᴗ㸧 
(ୖ⏣ᇛୗ⏫ᆅ
༊) 
 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 26 ᖺᗘ 
 

 

■ᴗྡ 
նබඹᩚࣥࢧഛ
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ࢨࢹࣝࢧ࣮ࣂࢽࣘ
ࠊࡋ㓄៖ࣥ
ෆࣥࢧ㸦ᶆ㆑㸧
 ⨨タࢆ
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 25㹼26 ᖺᗘ 

 

ୖ⏣ᕷ ほගᐈࡀ㌴࡛୰ᚰᕷ⾤ᆅゼࡿࢀ㝿ࠊ┠

ⓗᆅࡢ࡞ㄏᑟࠋ࠺⾜ࢆほගタࠊ

せ࡞㞟ᐈタඃඛࡋタ⨨ࠋ 

ࢧෆࠊࡋ㓄៖ࣥࢨࢹࣝࢧ࣮ࣂࢽࣘ

⏣ୖ≉ࠊࡣࡇࡿࡍ⨨タࢆ㸦ᶆ㆑㸧ࣥ

ᕷࡢ㌿ධ⪅ࠊ㧗㱋⪅ཬࡧ㞀ࠊࡀ⪅࠸ࡀ⾤

ⓗ┠ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍື⛣ᏳᚰᏳࢆ࡞

ᆅࡢⓗ☜࡞ㄏᑟࢆᅗࠊࡾࡀ࡞ࡘࡇࡿ

᪂⏕ୖࠕ⏣ᕷࠖࡢ⥲ྜⓗࢻࣥࣛࣈ࡞ຊࢆ㧗 

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
♫㈨ᮏᩚഛ
⥲ྜ㔠㸦㒔
ᕷ⏕ᩚഛィ
⏬ᴗ㸧 
 (ୖ⏣ᇛୗ⏫ᆅ
༊) 
 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 25㹼26
ᖺᗘ 
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ᴗྡࠊෆᐜཬࡧ

ᐇᮇ 

ᐇ 

య 
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 

ᨭᥐ⨨ࡢ

ෆᐜཬࡧᐇ

ᮇ 

ࡑ ࡢ 

 㡯ࡢ

ᇛ㊧බᅬ࿘㎶⏣ୖࡿ࠶୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿࡵ  

タ⏝⪅ᩘࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ

⾤ᆅάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

  

■ᴗྡ 
չᮦᮌ⏫⥺㐨㊰ᩚ
ഛᴗ 
 
■ෆᐜ 
Ṍ⾜⪅ࡢᏳ
㏻ࡢࢆᅗࡿ
㐨㊰ᩚഛᴗ 
(ᘏ㛗㸸85㹫) 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 23㹼26 ᖺᗘ 

ୖ⏣ᕷ ᾏ㔝⏫ၟᗑ⾤᪂つ㛤ᗑࡿࡍᆺ࣮ࢫ

࡞୰ኸබẸ㤋ࠊ࣮ࢱࣥࢭಖࡢᕷࡸ࣮ࣃ

㌿㌴⮬ࡸ⪅⾜㐨㊰࡛Ṍࡪ⤖ࢆබඹタࡢ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᛴົࡀ⟇Ᏻᑐࡢ⪅⏝

ᮦᮌ⏫⥺Ṍ㐨ࡢᣑᖜࡾࡼṌ⾜⪅ࡢᏳ

ᛶࡢ☜ಖࡣᆅᇦఫẸࡢᛌ㐺ᛶࢆ㧗ࠊࡵᒃఫ

‶㊊ᗘࡢ㧗࠸Ᏻ࣭Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧ

ᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫேཱྀࠖࡢቑ

ຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ

࣮ࢥࡾᇛୗ⏫ᑎ♫ᕠࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞

ୖྥࡢᅇ㐟ᛶࡢほගᐈࡾ࠾࡚ࡗ࡞ࡶࢫ

 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせࡿࡀ⧄ࡶ

♫㈨ᮏᩚഛ
⥲ྜ㔠㸦㒔
ᕷ⏕ᩚഛィ
⏬ᴗ㸧 
 (ୖ⏣ᇛୗ⏫ᆅ
༊) 
 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 23㹼26
ᖺᗘ 
 

 

 

 

㸦㸰㸧ղ ㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋᨭᥐ⨨ࠊࡕ࠺ࡢㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋ㔜Ⅼⓗ࡞ᨭᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜཬࡧ

ᐇᮇ 

ᐇ 

య 
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 

ᨭᥐ⨨ࡢ

ෆᐜཬࡧᐇ

ᮇ 

ࡑ ࡢ 

 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
շ⾤ࡳ࡞⎔ቃᩚഛ
ᴗ ᰗ⏫⤃ᒇ⏫
ᆅ༊ 

 
■ෆᐜ 
ᪧᅜ⾤㐨ࡢṔྐ
ⓗ⾤ࡋ⏕ࢆࡳ࡞
㐨㊰࣭ࡓ ᗈሙᩚഛࠊ
ᘓ≀ࡢಟᬒᩚഛ 
㸦ᘏ㛗㸸700㹫㸧 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 16㹼26 ᖺᗘ 

ୖ⏣ᕷ ᰗ⏫⤃ᒇ⏫ᆅ༊ࡣ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢほගࡢᣐ

Ⅼ࡛ୖࡿ࠶⏣ᇛ㊧බᅬࠊụἼṇኴ㑻┿⏣ኴ

ᖹグ㤋ࡢ୰㛫⨨ࠊࡋ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᅇ㐟

ᛶࢆฟࡿࡍ㔜せ࡞ᆅⅬ࡛ࠊࡽࡇࡿ࠶

ᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦ

άຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻

⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢά

ᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
♫㈨ᮏᩚഛ
⥲ྜ㔠㸦⾤
ቃᩚഛ⎔ࡳ࡞
ᴗ㸧 
㐨㊰ 

ᅜ 㸯㸭㸰 
ᕷ 㸯㸭㸰 

ಟᬒ 
ᅜ 㸯㸭㸱 
ᕷ 㸯㸭㸱 

ᴗ⪅ 㸯㸭㸱 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 16㹼26  
ᖺᗘ 
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㸦㸱㸧 ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ㈨ࡢࡑࡿࡍࡢᨭᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜཬࡧ

ᐇᮇ 

ᐇ 

య 
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 

ᨭᥐ⨨ࡢ

ෆᐜཬࡧᐇ

ᮇ 

ࡑ ࡢ 

 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
ո᪥ᮏࡢṔྐᩥ
㑇⏘ಖᏑࡿࡼほ
ගタᩚഛィ⏬ࡢ
⟇ᐃ㸦ᘓタᴗᆅ
ᇦࡢඖẼᅇຓᡂ
ᴗ㸧 
 
■ ෆᐜ 
⧄⥔⏘ᴗ㛵ࡿࡍ
Ṕྐⓗ㑇⏘ࡸほග
㈨※ࠊேᮦ➼ࢆά
ᆅᇦάᛶࠊࡋ⏝
⏬ഛィᩚࡢࡵࡓࡢ
 ࠋࡿࡍᐃ⟇ࢆ
 
■ ᐇᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ 
 

⾤ࡢ⤱
ಖᏑ 

᫂ࡽ࡚ࡅ⺋㒔࡚ࡋ⦾ᰤࡋ

Ṕࡿࡍ㛵⣒ᴗ⺋࡞⧚ࡣᆅᇦ⏣ୖࡓ

ྐⓗ࡞⏘ᴗ㑇⏘ࢆࡽࢀࡇࠊࡾ࠶ࡀᚋୡṧ

⾤୰ᚰᕷ࡞ᆅሙ⏘ᴗࡸほගࠊࡶࡍ

ᆅάᛶࡢᣐⅬᩚ࡚ࡋഛࢆᅗၟࠊࡵࡓࡿ

ᕤᴗࠊᘓ⠏ࠊほග➼ࡢ␗ᴗ✀ࡢ㐃ᦠࡾࡼ

ᆅᇦࡀಖ᭷ࡿࡍேᮦࠊ࢘ࣁ࢘ࣀࠊほග㈨※

ࢆ⏬ィࡽࡀ࡞ࡋ㐍ಁࢆពᙧᡂྜࡋ⏝άࢆ➼

⟇ᐃࡿࡍᚲせࠊࡣࡇࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀ᪂⏕ୖࠕ

⏣ᕷࠖࡢ⥲ྜⓗࢻࣥࣛࣈ࡞ຊࢆ㧗ࠕࡿࡵ୰

ᚰᕷ⾤ᆅୖࡿ࠶⏣ᇛ㊧බᅬ࿘㎶タ⏝

άࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢࠖᩘ⪅

ᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

ᴗ○21ୖ⏣ᕷ❧༤≀㤋㛤㤋㸶㸮࿘ࠊࡓࡲ

ᖺࢆグᛕ࡚ࡋ㛤ദࡓࡋ≉ูᒎࠕ⺋㒔ୖ⏣ᒎࠖ

⪅ᙜヱタぢᏛࡿ࠶ᕷ⾤ᆅࡅࡗࡁࢆ

 ࠋࡿࢀࡉᮇᚅࡀቑຍࡢ

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
ᘓタᴗᆅ
ᇦࡢඖẼᅇ
ຓᡂᴗ 
ୖ㝈 2000 
 
 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ
㹼 
 

 

 

㸦㸲㸧 ᅜࡢᨭࡢࡑ࠸࡞ࡀࡢᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜཬࡧ

ᐇᮇ 

ᐇ 

య 
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 

ᨭᥐ⨨ࡢෆ

ᐜཬࡧᐇ

ᮇ 

ࡢࡢࡑ

㡯 

■ᴗྡ 

պ୰ᖖ⏣᪂⏫⥺㐨

㊰ᩚഛᴗ 

 

■ෆᐜ 

㏻ࡢࢆᅗ

 㐨㊰ᩚഛᴗࡿ

㸦ᘏ㛗㸸65㹫㸧 

 

■ᐇᮇ 

ᖹᡂ 24㹼26 ᖺᗘ 

ୖ⏣ᕷ ༓᭤ᕝྑᓊᆅ༊ࠊࡽ㒔ᕷィ⏬㐨㊰୰ᖖ

⏣ᑠ∾⥺ࠊ⛅㋃ධ⥺ࢆ⤒࡚㥐࿘㎶᥋⥆

࡚ࡗ࡞ᮍᨵⰋࡀ㒊୍ࠊࡀࡿ࠶㐨㊰࡛ࡿࡍ

㊰ᴗ⾤ࡢ┴ࡣ㒊༊㛫୍ࡢ⥺ᮏ㊰ࠋࡿ࠸

㧗ࢆᴗຠᯝࠊࡽࡇࡿ࠶ᐇ୰࡛ࡾࡼ

ࡇࡿᅗࢆᙉࢫࢭࢡࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠊࡵ

୰ᚰ࡞Ᏻ࣭Ᏻᚰ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡣ

ᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫ

ேཱྀࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢά

ᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 
 

※♫㈨
ᮏᩚഛ⥲
ྜ㔠
㸦㒔ᕷ
⏕ᩚഛィ
⏬ᴗ㸧 
 (ୖ⏣ᇛ
ୗ ⏫ ᆅ
༊)㸦ᖹᡂ
24 㹼 26
ᖺᗘ㸧
⏦ㄳணᐃ 
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㸳㸬㒔ᕷ⚟タᩚࢆഛࡿࡍᴗ㛵ࡿࡍ㡯 

㹙㸯㹛㒔ᕷ⚟タᩚࡢഛࡢᚲせᛶ  

(1) ⌧≧ศᯒ 

㸦⌧≧㸧 

ୖ⏣ᕷ࡛ࠊࡶ㌴୰ᚰࡢ⏕άᵝᘧࡢ㐍ᒎࡽ࡞ᕷ⾤ᆅࡢᣑࡀ㐍ࠊࡀࡔࢇ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡛ࠊࡣ㏻Ꮫ

༊ᇦෆࡢ⏕ᚐᩘࡀ೫ᅾࡓࡋ୰Ꮫᰯࡸ㒑౽ᒁ୍࡞㒊ࡢタࡀ༊ᇦእ⛣㌿ࠊࡢࡢࡶࡓࡋᕷᙺᡤࠊᕷ

Ẹ㤋ᩥࠊ㤋ࠊᅗ᭩㤋ࡢ࡞タࡀ୰ᚰᕷ⾤ᆅ❧ᆅࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᚋࢱࣥࢭ♴⚟࠸࠶ࢀࡩࡶ

ࠊタ♴⚟ࠊ㝔ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉഛᩚ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡣබඹタ࡞ࡓ᪂࡞࣮ࣜࣛࣈሗࣛࡸ࣮

ㆤ㛵㐃タࡶ࡚࠸ࡘ୰ᚰᕷ⾤ᆅከࡃ❧ᆅࡿ࠸࡚ࡋ≧ἣ࡛ࠋࡿ࠶ 

୍᪉࡛ྛࠊタࡣ 40ࠊ30 ᖺ௦ᘓタࠊࢀࡉ⪁ᮙࡀ㐍ࠊࡾ࠾࡛ࢇᑗ᮶ⓗᘓ᭰ࢆ࠼㐍࡚ࡵ

ࡣ࡚࠸ࡘᕷẸ㤋≉ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᚲせࡀࡇࡃ࠸ 38 ᖺᘓタࡵࡓࡢ⪁ᮙࡀ㐍ࡿ࠸࡛ࢇ

16ࠊࡸࡇ ᕷẸᩥࡢタࡣ࡚ࡋᡭ⊃ࠊྐࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ ㊧බᅬෆ❧ᆅࠊࡽ࡞ࡿ࠸࡚ࡋ

᪩ᛴ࡞ᘓ᳨᭰ࡢ࠼ウࡀᚲせࡿ࠸࡚ࡗ࡞≧ἣ࡛ࠋࡿ࠶ 

㸦ᴗྲྀࡢ⤌≧ἣ㸧 
୰ᚰᕷ⾤ᆅࡣ㧗㱋⋡ࡀ㧗ࡽࡇ࠸ᪧࠊ ᇶᮏィ⏬࡛ࡣ㤿ሙ⏫ᆅ༊࡚࠸࠾බႠఫᏯᩚࡢഛ

ቑࡢᒃఫேཱྀࠊࡾ࠶࡛ࢁࡇࡓࡁ࡚ࡋᨭࢆഛᩚࡢඹྠఫᏯ㺂♫⚟♴タࡿࡼ⪅Ẹ㛫ᴗࡶ

ຍࡸᒃఫ‶㊊ᗘୖྥࡢᑐ୍࡚ࡋᐃࡢᡂᯝࢆᚓ࡚ࡿ࠸≧ἣ࡛ࠋࡿ࠶ 

⌧ᅾࠊά⏝ࡢࡵࡓࡢᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᴗࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞⾜ࡀ㹈㹒㛤Ⓨᆅ୍ࡢ㒊ࡣ࡚࠸ࡘබඹⓗ

ὶ࣭ᩥࠕࡓᚓࢆ⏬ᅾᕷẸཧ⌧ࠊࡾ࠾࡚ࡗࡲỴࡀ᪉ྥᛶ࡚࠸ࡘᘓタࡢὶ࣭ᩥタ࡚ࡋ⏝

タ᳨ウጤဨ࡛ࠖලయⓗ࡞ෆᐜ᳨࡚࠸ࡘウࢆ㐍ࠋࡿ࠸࡚ࡵ 

ᪧ➨୍୰Ꮫᰯ㊧ᆅ➼࡛ࠊࡣ㐍ᒎࡿࡍᑡᏊ㧗㱋♫ᑐᛂ࡚ࡋᏊ⫱࡚ࡸಖண㜵㛵ేྜ࡚ࡋᚋ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆഛᩚࡢ࣮ࢱࣥࢭ㸦௬⛠㸧⥲ྜಖࡘᣢࢆᙺ࡞୰࡛ᇶᖿⓗࡢᕷ⏣ୖࡢ

(2) 㒔ᕷ⚟タᩚࡢഛࡢᚲせᛶ 

㸦ࡢ࣐࣮ࢸ㛵㐃㸧 
ୖ⏣ᇛ㊧බᅬࡸụἼṇኴ㑻┿⏣ኴᖹグ㤋ࠊୖࡣ ⏣ᕷࡢᇛୗ⏫ࡢ࡚ࡋṔྐࢆఏࡿ࠼㈗㔜࡞㒔

ᕷ⚟タ࡛ᩚࡢࡑࠊࡾ࠶ഛࠊ㐠ႠࠕࡣṔྐⓗ࣭ᩥⓗ㑇⏘ࢆά⏝ࠖࠕ࡚ࡋᇛୗ⏫ࠖࢫࣥࢧࢵࢿࣝࡢ

 ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡵࡓࡿᅗࢆ

࠶ṧ࡛ྡࡓࡋ࠺ࡼ࠼ഛ⏫ᇛୗࢆ⬟ᶵ࡞ከᵝࡣྡ⏫ࡓࡋ᮶⏤ே⫋ࡢ࡚ࡘࡿṧᕷෆࠊࡓࡲ

ࢆᒃఫேཱྀࡢ୰⾤ࠊࡋഛᩚࢆ⬟㒔ᕷᶵࡢ✀ྛ࡞ࡿࡍᑐᛂᑡᏊ㧗㱋ࡣࡾࡃ࡙ࡕࡲࡢ௦⌧ࠋࡿ

ቑࠕ࡛ࡇࡍࡸ㈰ࢆ࠸ࢃ⯆ࠖࠕ࡚ࡋᇛୗ⏫ࢆࠖࢫࣥࢧࢵࢿࣝࡢᅗࡵࡓࡿᚲせ࡛ࠋࡿ࠶ 

㸦┠ᶆࡢ㛵㐃㸧 

୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡛࡞⾤ࠊࡣᒃఫࢆᅗࡵࡓࡿᚲせ࡞㒔ᕷ⚟タࡣᴫࡡᥞࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗᙜࡢ㛤Ⓨ

ྍ⬟ᆅᩚഛࡓࢀࡉ⤖ᯝࠊⅬᅾࡓࡋᙧࠊࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞タࡢ⪁ᮙࡶ㐍ࡾ࠾࡛ࢇ㺂ᕷẸ

 ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡋపୗࡣ౽ᛶ࡚ࡗ

᪂⏕ୖ⏣ᕷࠊࡶࡿࡵ㧗ࡽࡉࢆᒃఫ‶㊊ᗘ࡚ࡗᕷẸࡴఫ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠊࡽࡇࡢࡇ

 ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀ᭦᪂ࡢ⬟㒔ᕷᶵ࠸ࡋࢃࡉࡩࡘ୍ࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ

㸦㔜Ⅼᴗ㸧 

௨ୖࡢ⌧≧ཬࡧᚲせᛶࢆ㋃ࠊ࠼ࡲ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶࢆ┠ᣦ࡛ୖࡍᚲせᛶࡀ㧗ࠊࡃ┠ᶆ㐩ᡂᐤ

ࠕࡿࡍ㒔ᕷ⚟タᩚࡢഛࠖᴗࠊ࡚ࡋ௨ୗࡢᴗࢆ⨨ࠋࡿࡅ 

① ୖ⏣ᕷࠊࡾ࠶࡛ࣝ࣎ࣥࢩࡢᕷẸࡢ࠸᠁ࡢ࡚ࡗሙ࡛ࡶࡿ࠶ᗈᇦⓗ࡞ほගᣐⅬࡿ࡞

ୖ⏣ᇛ㊧බᅬᩚࢆഛࡿࡍᴗ 

② 㹈㹒㛤Ⓨᆅ➼ࢆά⏝ࠊࡋ᪂⏕ୖ⏣ᕷࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅᩥࠊ࡚ࡋ࣭ᕷẸάືࢆάⓎࡿࡏࡉ

ὶ࣭ᩥタᩚࢆഛࡿࡍᴗ 

③ ᪧ➨୍୰Ꮫᰯ㊧ᆅࢆά⏝ేྜࠊࡋᚋୖࡢ⏣ᕷࡢ୰࡛Ꮚ⫱࡚ᨭ࣭ಖண㜵ࡢᇶᖿⓗ࡞ᙺࢆ

ᣢࡘ⥲ྜಖ࣮ࢱࣥࢭ㸦ే࣮ࢱࣥࢭࡶࡇタ㸧ᩚࡢഛࠋ 
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 ᴗࡿࡍ㐠Ⴀࢆබඹබ┈タ࠺ᢸࢆ⬟㒔ᕷᶵࡢ✀ྛ ④

 

㸦࠼⪄ࡢࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ᪉㸧 

ᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣ࡚࠸ࡘẖᖺᗘࡈㄪᰝࢆᐇࠊ࡚ࡋᚲせ࡞ᑐᛂ᳨ࢆ࡞ウࡋ⩣ᖺᗘ௨㝆

 ࠋࡿࡍᫎᐇࡢ

 

㹙㸰㹛ලయⓗᴗࡢෆᐜ 

㸦㸯㸧 ἲᐃࡢู≉ࡿࡵᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ヱᙜࡋ࡞ 

㸦㸰㸧ձ ㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋᨭᥐ⨨ࠊࡕ࠺ࡢㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋ≉ᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜ 

ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 

య 
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 

ᨭᥐ⨨ࡢ 
ෆ ᐜ ཬ  ࡧ
ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ

 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
ջὶ࣭ᩥタ
ᩚഛᴗ 
 
■ෆᐜ 
ᕷẸࡀ㞟ࠊ࠸ὶ
ࡢබඹタࡿࡁ࡛
ᩚഛ 
 㸿㸻17,000 ੍ 
 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 22㹼26 ᖺᗘ 
 

ୖ⏣ᕷ ᕷẸὶࡸࢫ࣮࣌ࢫᑠࠊ࣮ࣝ࣍ࡢᕷẸࢠ
ὶ㺃ᩥࡿ࡞ࡽᖖタᒎ♧ሙࠊ࣮ࣜࣛࣕ
タࠊࡣ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ㹈㹒㛤Ⓨᆅ࡚࠸࠾ᘓタ
ࠊࡋ㔊ᡂࢆయឤ୍ࡢᕷࠖ⏣ୖࠕ⏕᪂ࠋࡿࢀࡉ
᭦ࡿ࡞Ⓨᒎࡢ㇟ᚩ࡚ࡋ⨨ࡿࡅタ࡛
άຊὶ࡞ࡓ᪂ࡓ࠼㉸ࢆୡ௦ࡸᆅᇦࠊࡾ࠶
ࡓ᪂ᢎ⥅ࡢఏ⤫ᩥࠊࡶࡍฟࡳ⏕ࢆ
ࡢ㒔ᕷࠊ࡛ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ㐀ࡢᕷẸᩥ࡞
㨩ຊࢆ㧗ࠋࡃ࠸࡚ࡵ⏕άᛌ㐺㒔ᕷࠊ࡚ࡋᒃ
ఫ‶㊊ᗘࡢ㧗࠸Ᏻ࣭Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧ
ᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫேཱྀࠖࡢቑຍ
࡞ᚲせ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶࡿࡍᶆ┠ࢆ
ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

࠙ᨭᥐ⨨  ࠚ
♫㈨ᮏᩚഛ
⥲ ྜ   㔠
㸦㒔ᕷ⏕ᩚ
ഛィ⏬ᴗ㸧 
(ୖ⏣ᇛୗ⏫ᆅ
༊) 
 
࠙ᐇᮇ  ࠚ
ᖹᡂ 24㹼26
ᖺᗘ 

 

■ᴗྡ 
ռᕷẸ⥳ᆅᗈሙᩚ
ഛᴗ 
 
■ෆᐜ 
ᕷẸࡀ㞟ࠊ࠸ὶ
ࡢබඹ⥳ᆅࡿࡁ࡛
ᩚഛ 
 㸿㸻24,000 ੍ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 22㹼26 ᖺᗘ 

ୖ⏣ᕷ ὶᩥࡢᣐⅬࠕࡿ࡞ὶ࣭ᩥタࠖ
᪂ࠊࡣࡇࡿࡍഛᩚࢆᕷẸ⥳ᆅᗈሙࡋタే
ᕷࠊࡾ࡞ࡇࡿࡍᥦ౪ࢆሙࠖࡢ࠸᠁ࠕ࠸ࡋ
Ẹࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦάຊ
Ṍ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢ
άᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢ
ᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

࠙ᨭᥐ⨨  ࠚ
♫㈨ᮏᩚഛ
⥲ ྜ   㔠
㸦㒔ᕷ⏕ᩚ
ഛィ⏬ᴗ㸧 
(ୖ⏣ᇛୗ⏫ᆅ
༊) 
 
࠙ᐇᮇ  ࠚ
ᖹᡂ 22㹼26
ᖺᗘ 

 

■ᴗྡ 
վ⥲ྜಖࢱࣥࢭ
࣮ᩚഛᴗ 
 
■ෆᐜ 
つᶍ㐟ఇᆅࡢ᭷
ຠά⏝ᴗ 
㸦⨨㸧 
୰ኸභ┠ 
㸦つᶍ㸧㝵ᘓ࡚
㸦ᘏᗋ㠃✚㸧 
3,200 ੍ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 20㹼21 ᖺᗘ 

ୖ⏣ᕷ ᪧ➨୍୰Ꮫᰯ㊧ᆅࠊࡣ࿘㎶୰ኸබẸ㤋ࠊ
ᅗ᭩㤋➼ᩥ࣭ᩍ⫱タࡀ㞟✚ࡿࡍᆅᇦ࡛࠶
᪂ࡓࡋᑐᛂᑡᏊ㧗㱋♫ሙᡤࡢࡇࠋࡿ
ࣥࢭಖྜ⥲ࠕ࡚ࡋ࣮ࢱࣥࢭᇶᖿಖ࡞ࡓ
ࢆ⬟Ꮚ⫱࡚ᨭᶵ࡚ࡏࢃ࠶ࠊࡋ⨨タࢆ࣮ࠖࢱ
㞟⣙ࠕࡓࡋᏊ⫱࡚ᨭ࣮ࢱࣥࢭ Ⓨ㐩┦ㄯࠕࠊࠖ
࿘㎶タࠊࡣࡇࡘᣢࡶ⬟ᶵࡢ࣮ࠖࢱࣥࢭ
୰ᚰ࡞Ᏻ࣭Ᏻᚰ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡶ
ᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫே
ࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡧቑຍ୪ࡢཱྀࠖ
୰ᚰᕷࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼάືࡓ
⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰
ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 
 

࠙ᨭᥐ⨨  ࠚ
ࡾࡃ࡙ࡕࡲ
㔠 
(ୖ⏣ᇛୗ⏫ᆅ
༊) 
 
࠙ᐇᮇ  ࠚ
ᖹᡂ 20㹼21
ᖺᗘ 
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■ᴗྡ 
տὶᩚࣥࣟࢧഛ
ᴗ 
 
 
 
■ෆᐜ 
ụἼṇኴ㑻┿⏣ኴ
ᖹグ㤋ෆࠊὶࢧ
ࣟࣥᩚഛᴗ 
 
 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 26 ᖺᗘ 
 
 
 

ୖ⏣ᕷ ụἼṇኴ㑻┿⏣ኴᖹグ㤋ࠊࡣ┿⏣Ặ㛵ࡍ
ࡋ㐃ᦠ⾤ᗑၟࠊࡶࡿࡍ⤂ࢆసရࡿ
࡚୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶࢆᅗࡿᣐⅬタࡦࡢ
ụἼṇኴ㑻┿⏣ኴᖹグ㤋ෆࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡘ
⾤ᆅඖၟᗑࠊࡣࢫ࣮࣌ࢫὶ⌧ࡓࢀࡉ⨨タ
⯆⤌ྜ㐠Ⴀࢆጤクࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⊃㝼ࡢ
࠾࡚ࡗ࡞タࡿࡁ࡛⏝ࡀࡅࡔ⪅ධ㤋ࠊୖ
ᮏᴗࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⏝άࢇᅾ⌧ࠊࡾ
ᗑ⾤㏻ၟࠊࢆࢫ࣮࣌ࢫὶࠊ࡚ࡗࡼᑟධࡢ
㤋ྠࠊࡋタ⛣ሙᡤ࠸ࡍࡸࡋ⏝ࡓࡋ㠃ࡾ
ࡶࡿࡍഛᩚࢆ⬟ᶵࡢ࡚ࡋࠖࣥࣟࢧὶࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ

᮶㤋⪅ほගᐈࡧࡼ࠾ᕷẸࡀάⓎὶ
⏣ୖࠕ⏕᪂ࠊࡣࡇࡿࡍഛᩚ࡚ࡋሙࡿࡁ࡛
ᕷࠖࡢ⥲ྜⓗࢻࣥࣛࣈ࡞ຊࢆ㧗ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ
⾤ ᆅ  ࠶ ࡿ ୖ ⏣ ᇛ ㊧                
බᅬ࿘㎶タ⏝⪅ᩘࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ
୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

࠙ᨭᥐ⨨  ࠚ
♫㈨ᮏᩚഛ
⥲ ྜ   㔠
㸦㒔ᕷ⏕ᩚ
ഛィ⏬ᴗ
୍యࡢຠᯝಁ
㐍ᴗ㸧㸦ୖ⏣
ᇛୗ⏫ᆅ༊㸧 
࠙ᐇᮇ  ࠚ
ᖹᡂ 26 ᖺᗘ 
 

 

 

㸦㸰㸧ղ ㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋᨭᥐ⨨ࠊࡕ࠺ࡢㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋ㔜Ⅼⓗ࡞ᨭᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ヱᙜࡋ࡞ 

㸦㸱㸧୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ㈨ࡢࡑࡿࡍࡢᨭᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜ 

ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 

య 
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 

ᨭᥐ⨨ࡢ 
ෆ ᐜ ཬ  ࡧ
ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ

 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
րᾏ㔝⏫㤋㐠
Ⴀ࣭ᨵಟᩚഛᴗ 
 
■ෆᐜ 
࣭ᾏ㔝⏫㤋┬࢚
࣮ࣜࣇࣜࣂ࣭ࢿ
ཬࠕࡧᏛࡼࡧ
࠸ࢃ㈰࡞⾤ࡿ
 ᥎㐍ᴗࠖࡾ
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ㹼 
 
 

ᾏ 㔝 ⏫

ၟ ᗑ ⾤

 ⯆ ⤌

ྜ 

ၟᗑ⾤⯆⤌ྜࡀタ⨨ࠕࡓࡋᾏ㔝⏫㤋ࠖ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౪⏝ࡢᆅᇦάືࡢ⯡୍ࡣ

ᾏ㔝⏫㤋ࠕ Ꮫࠕ①ࠊᖹᡂ㸰㸯ᖺᗘࠊࡣࠖ
ᾏ㔝ࡵࡓࡢ᥎㐍ࠖࡾ࠸ࢃ㈰࡞⾤ࡿࡼࡧ
⏫㤋ྛ㒊ᒇࡢ✵ㄪᩚഛ↷ᗘࣉࢵ㸦㹊㹃
㹂㟁⌫ࢿ࢚┬ࡿࡼ㸧ࡕࡲࠕࡋ୰ㅮᗙ 㸦ࠖṔ
ྐㅮᗙᩥྂࠊ᭩ゎㄞ➼ࠊㅮᗙࡣㅮᖌࡀᚋタ
ᐃ㸧ࡀ㛤ദࡿࢀࡉணᐃࠊ②Ꮚ⫱࡚୰࠾ࡢẕࡉ
ࢩ࣮ࢸࢫࢇࡷࡕ㉥ࠕࡵࡓࡍಁࢆ⾤᮶ࡢࡕࡓࢇ
Ꮚ⫱࡚ሗ⨨タ➼ࣞࢺࡓࡋᑐᛂࠖࣥࣙ
ࡓࡢᏳᚰᏳ☜ಖ③ࠊⓎಙ㸦ᥖ♧ᯈタ⨨㸧ࡢ
タࠋࡿ࠶ணᐃ࡛ࡢ⨨タ࣓ࣛ࢝≢㜵㸯㝵ࡵ
ᩚഛࡾࡼ⏝⪅ࡀቑࠊࡾ࡞ࡇࡿ࠼ᕷ
Ẹࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦάຊ
Ṍ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢ
ᚲ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢ
せ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

࠙ᨭᥐ⨨  ࠚ
ᆅᇦၟᗑ⾤
άᛶᴗ
㈝⿵ຓ㔠 
 
࠙ᐇᮇ  ࠚ
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ 
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ᴗྡࠊෆᐜ 

ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 

య 
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 

ᨭᥐ⨨ࡢ 
ෆ ᐜ ཬ  ࡧ
ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ

 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
ց࣮ࢸࢫࢺ࣮࣏ࢧ
 㐠Ⴀᴗࣥࣙࢩ
 
■ෆᐜ 
ᑵປၥ㢟࡛ᝎࡴⱝ
ᨭࡿࡍᑐ⪅
㺕㺊㺶㺏㺔㺑㺻㺜㺶㺻࡚ࡋ
㺖㺼ࠊ㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻ࡢ㺛
㺕㺷㺏㺍㺪㺽➼ࠋ࠺⾜ࢆ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 20 ᖺᗘ㹼 

NPO ἲே
ౝ Ꮫ ᅬ
ࢫ ࢡ ࢜
࣮ ࣛ 
ே 

ࡴᑵປၥ㢟࡛ᝎࡣࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫࢺ࣮࣏ࢧ
ⱝ⪅ࡢ┦ㄯሙᡤ࡚ࡋᅜࡢጤク࡚ࡅཷࢆᖹ
ᡂ 20 ᖺᗘࠋࡓࡋࢺ࣮ࢱࢫ 

୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ୰࡛㔜せ࡞᪤Ꮡ࡛ࢡࢵࢺࢫ
࡞ከᵝ࠺࠸ᑵປᨭࡢ⪅ⱝࠊᴗᆅၟࡿ࠶
㒔ᕷᶵ⬟ࢆ㞟✚࡚ࡋ᮶⾤⪅ࢆቑࠊࡣࡇࡍࡸ
ᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦά
ຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜
㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせ

࠙ᨭᥐ⨨  ࠚ
ཌ⏕ປാ┬
ጤクᴗ 
ཌ⏕ປാ┬
ጤクࠕᆅᇦⱝ
ࢺ࣮࣏ࢧ⪅
ࣙࢩ࣮ࢸࢫ
ࣥᴗࠖ 
 
࠙ᐇᮇ  ࠚ
ᖹᡂ 20 ᖺᗘ
㹼 

 

■ᴗྡ 
○61✵ᗑ⯒ࢆά⏝ࡋ
ࢸ࣑ࣗࢥࡢ㣗ࡓ
ேᮦ࣭ࢫ࣮࣌ࢫ
⫱ᡂᴗ 
 
■ෆᐜ 
✵ᗑ⯒ࢆά⏝ࡓࡋ
ࢸ࣑ࣗࢥࡢ㣗ࠕ
タࡢࠖࢫ࣮࣌ࢫ
⨨࣭㐠Ⴀ࠺⾜ࢆ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 22 ᖺᗘ 

ୖ ⏣ ᕷ
ᯇ ᑿ ⏫
ၟ ᗑ ⾤
 ⯆ ⤌
ྜ 

ၟᗑ⾤ࡀయⓗࠊ✵ᗑ⯒ࢆά⏝ࠕࡓࡋ㣗
⾜ࢆタ⨨࣭㐠Ⴀࡢࠖࢫ࣮࣌ࢫࢸ࣑ࣗࢥࡢ
⨨タࡢࢫ࣮࣌ࢫࢬࢵ࢟ࡸ㛤ദࡢᩍᐊ✀ྛࠊ࠸
ࡉࠊࡇࡿᅗࢆ㞟ᐈࡢᏊ⫱࡚ୡ௦ࠊࡾࡼ➼
㟁Ꮚࡿ࠼ࡶᆺᗑ࡛ࠊ⯒ᗑ⾤ྛᗑၟࡽ
౽ᛶࡢ㢳ᐈࠊࡾࡼᑟධࡢ࣒ࢸࢫࢩ࣮ࢿ࣐
ࡇ࠺⾜ࢆᴗࡿᅗࢆቑຍࡢᩘ⪅᮶ᗑࠊࡵ㧗ࢆ
ࡾࡼάືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡣ
ᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅
㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢά
ᛶࡶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

࠙ᨭᥐ⨨  ࠚ
ᆅᇦၟᴗά
ᛶᴗ⿵
ຓ㔠 
 
࠙ᐇᮇ  ࠚ
ᖹᡂ 22 ᖺᗘ 
 
 

 

 

㸦㸲㸧ᅜࡢᨭࡢࡑ࠸࡞ࡀࡢᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜ 

ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 

య 
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 

ᨭᥐ⨨ࡢ 
ෆ ᐜ ཬ  ࡧ
ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ

 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
ւほග㤋ᗑ㐠
Ⴀᴗ 
 
■ෆᐜ 
ୖ⏣ᇛ㊧බᅬ㞄
᥋ࡿࡍほග㤋ෆ
࠾ࡢほගᐈࠊ࡛
ほගࡋ࡞࡚ࡶ
ሗࡢⓎಙ࠺⾜ࢆ
ᴗ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ㹼 

ୖ ⏣ ᕷ
⏘ ᴗ 㛤
Ⓨබ♫ 

ほග㤋ୖࠊࡣ⏣ᇛ㊧බᅬ㞄᥋ࠊࡋᆅඖ
≀⏘ရࡢ㈍ࡶほගෆࡢ⏣ୖࠊ㨩ຊ
ࠊ㢼ᬒࡢᅄᏘࡢ⏣㸸ୖ࣮ࢼ࣮ࢥ┿㸦⤂ࢆ
ᫎ⏬ࣟࢣ㢼ᬒࢆᒎ♧㸧࡞ࡿࡍሗⓎಙࡢሙ
 ࠋࡿ࠶࡛

ほග≉ࡓࡋタ࡛ࡿ࠶ほග㤋ࡢ✚
ᴟⓗ㐠Ⴀࠊࡣ᪂⏕ୖࠕ⏣ᕷࠖࡢ⥲ྜⓗࣛࣈ࡞
ᇛ㊧⏣ୖࡿ࠶୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿࡵ㧗ࢆຊࢻࣥ
බᅬ࿘㎶タ⏝⪅ᩘࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ
୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 
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■ᴗྡ 
փඹྠసᴗᡤࡱࠕ
 㐠Ⴀᴗࠖࡗࡅ
 
■ෆᐜ 
▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆ
୰ᚰࠊႚⲔᗑࡢ
㐠Ⴀࡸ㈍ᴗࢆ
㏻࡚ࡌ᪥ᖖⓗ࡞⏕
άカ⦎♫ཧຍ
ᆅࡶࡿᅗࢆ
ᇦࡢὶࢆᅗ
 ࠋࡿ
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 13 ᖺᗘ㹼 

NPO ἲே
ࡱ ࡅ ࡗ
 

ሙࡢ⦏άカ⏕ࡢ⪅࠸ࡀ㞀ࠊࡣࠖࡗࡅࡱࠕ
࠶ሙ࡛ࡢὶࡢᆅᇦ♫ࠊࡶࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ

୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ୰࡛㔜せ࡞᪤Ꮡ࡛ࢡࢵࢺࢫ
♫ࡧάカ⦎ཬ⏕ࡢ⪅࠸ࡀ㞀ࠊᴗᆅၟࡿ࠶
ཧຍࡢሙ࡛ࠊࡾ࠶ከᵝ࡞㒔ᕷᶵ⬟ࢆ㞟✚࡚ࡋ
᮶⾤⪅ࢆቑࠊࡣࡇࡍࡸᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃
ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰
ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡍ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせάᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿ
 
 

 㨩 ຊ ࠶
ࡿ ၟ ᗑ
⾤ ࡙ ࡃ
ࡾ ᨭ 
 ᴗ ⿵
ຓ 㔠
(ᕷ) 
࣑ࣗࢥ)
ࢽ ࢸ 
 タ タ
⨨) 
 

 

■ᴗྡ 
⑳ୖ⏣ᕷ❧༤≀㤋
㛤㤋㸶㸮࿘ᖺグᛕ
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ୖ⏣ᕷ❧༤≀㤋㛤
㤋㸶㸮࿘ᖺグᛕ≉
ูᒎࠕ⺋㒔ୖ⏣ᒎࠖ
㛤ദࡅࡗࡁࢆ
㒔㛵㐃タ⺋ࡓࡋ
ᅇ㐟ᴗ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ㹼 
 

ୖ⏣ᕷ ᕷ❧༤≀㤋ࢆ⏣ୖࠊࡣ௦⾲ࡿࡍ┿⏣Ặ㛵
ࡓࡲࠊࡾ࠶タ࡛ᩥࡿࡍ♧ᒎࢆ➼㈨ᩱࡿࡍ
ୖ⏣ᇛ㊧බᅬࡢ୰࡚ࡗ࠶㔜せ࡞ほග࣏
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࢺࣥ

㛤㤋 80 ࿘ᖺ࡛㛤ദࠕࡓࢀࡉ⺋㒔࣮ࠖࢸࢆ
ࡢṇ࣭ࡿṧᕷෆࠊࡣᒎู≉ࡓࡋ࣐
⺋✀࡛ᰤࡓ࠼௦ࢆ㎺ࠊ࡛ࡢࡶࡿከࡢࡃཧຍ
㒔⺋ࠊࡿࡍⅬᅾ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠋࡓࢀゼࡀ⪅
㛵ࡿࡍタ࡛ࡇࡿࡄࡵࢆᕷෆᅇ㐟ࡀᮇᚅ
άࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠊࡾ࠶࡛࣐࣮ࢸ࡞㔜せࡿࢀࡉ
ᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ᚋࠊᴗոࠕࡢ᪥
ᮏࡢṔྐᩥ㑇⏘ಖᏑࡿࡼほගタᩚഛ
ィ⏬ࡢ⟇ᐃ ࠖᴗࡶ㛵㐃ࠊࡋ᪂⏕ୖࠕ⏣ᕷࠖ
୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡵ㧗ࢆຊࢻࣥࣛࣈ࡞ⓗྜ⥲ࡢ
ቑຍࡢࠖᩘ⪅⏝ᇛ㊧බᅬ࿘㎶タ⏣ୖࡿ࠶
࡞ᚲせ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶࡿࡍᶆ┠ࢆ
ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

  

■ᴗྡ 
○21ୖ⏣ሗࣛࣈ
࣮ࣛࣜ㐠Ⴀᴗ 
 
■ෆᐜ 
ୖ⏣㥐㞄᥋ࡿࡍ
㤋ෆ࡛ࠊᅗ᭩㤋ᶵ
⬟ᾭᏛ⩦ᶵ⏕⬟
タࡘᣢࡏేࢆ
NPOࠊ࡚ࡋ ἲேᅗ
᭩㤋ᴦ㒊ࡶ༠
ຊࣥ࣋✀ྛ࡚ࡋ
ᕷࠊࡋ㛤ദࢆ➼ࢺ
Ẹࡢ౽ᛶࢆ㧗ࡵ
 ᴗࡿ
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 16 ᖺᗘ㹼 

ୖ⏣ᕷ ୖ⏣ሗࣛࠕࠊࡣ࣮ࣜࣛࣈᬽࢪࣅࡋࡽ
࠸࡞ࢀࢃࡽ᭩⡠࣐࣮ࢸࢆᨭࠖࢫࢿ
ሗ㞟ࡢሙ࡛ࠊࡶࡿ࠶ᆅᇦࡢ㔜せ࡞㈨
ࠊࡋ㞟ࡃᗈࢆ㈨ᩱࡢ༓᭤ᕝὶᇦࡿ࠶࡛※
ࣉࢭࣥࢥࢆ㐀࣭Ⓨಙࠖࢆ༓᭤ᕝᆅᇦᩥࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆᥖࢺ

୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ୰࡛㔜せ࡞᪤Ꮡ࡛ࢡࢵࢺࢫ
㥐๓ᅗ᭩㤋ࡓࡋ≉㹇㹁㹒ࠊᴗᆅၟࡿ࠶
タࠊ࠺࠸ከᵝ࡞㒔ᕷᶵ⬟ࢆ㞟✚࡚ࡋ᮶⾤
ࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡣࡇࡍࡸቑࢆ⪅
୰ᚰᕷࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼάືࡓ
⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰
ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 
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■ᴗྡ 
○22㉥࣮ࢸࢫࢇࡷࡕ
タ⨨᥎㐍ࣥࣙࢩ
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
Ꮚ⫱࡚୰ࡢዪᛶ
࡚ࡋᏳᚰࡶ࡚ࡗ
᮶ࡿࢀ⎔ቃᩚഛ 
 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ㹼 
 

ୖ⏣ᕷ ࠕ㉥ୖࠊࡣࠖࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫࢇࡷࡕ⏣ᕷࡀ⊂
࠾ࠊᤵஙሙᡤࠊᏊ⫱࡚ᨭᴗ࡛ࡴ⤌ྲྀ⮬
ࢆࣞࢺࡿࢀධ⥴୍Ꮚ౪ࠊሙᡤࡘࡴ
↓ᩱ࡛㈚࠾ࡿࢀࡃ࡚ࡋᗑࡸタࢆᣦᐃࡿࡍ
ไᗘ࡛ࠋࡿ࠶ 

ഛᩚ୰ࡕࡲࢆࠖࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫࢇࡷࡕ㉥ࠕ
Ᏻᚰࠊ࡚ࡗዪᛶࡢᏊ⫱࡚୰ࠊࡣࡇࡿࡍ
ቃ⎔ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࢀゼࢆ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡚ࡋ
ᩚഛࠋࡿ࡞ 

ࡴ⤌ࡾྲྀᗑ⾤య࡛Ꮚ⫱࡚ᨭၟࠊࡓࡲ
ࣉࢵࢪ࣮࣓ࡢ⾤ᗑၟࡢᏳᚰᏳࠊࡣࡇ
┿ࡢᕷ⏣ୖࡽ࡞ࡿࡍ࡚⫱Ꮚࠕࡽࡉࠊࡾ࡞
ᒃఫ‶㊊ࠊࡾࡀ࡞ࡘࡶព㆑࠺࠸୰࡛ࠖࢇ
ᗘࡢ㧗࠸Ᏻ࣭Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍
࡞ࡶቑຍࡢᒃఫேཱྀࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿࡵ
άືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࡽࡉࠊࡾ
Ṍࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼ
⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせάᛶࡢ

 

  

■ᴗྡ 
○59ᡭ㛛ᆅ༊㧗㱋
⪅⚟♴タᴗ 
 
■ෆᐜ 
 ୰ኸ┠
ㆤ⪁ே⚟♴タࠊ
ࠊ࣒࣮࣍ࣉ࣮ࣝࢢ
᭷ᩱ⪁ே࣒࣮࣍
ᴗ 
㸿㸻3068.26 ੍ 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 23㹼25 ᖺᗘ 

♫⚟♴
ἲே 
ᚿ 

ᮏ᮶ࠊࡣ㈰ࡢ࠸ࢃᣐⅬࡿ࡞୰ኸ┠
ᕪⅬ୍ࠕࡿ࠶ኈࠖ㊧ᆅࠊࡣẸ㛫ᴗ⪅ࡀ
ᅵᆅྲྀࢆᚓࠊࡋ⌧ᅾࡣ✵ᆅࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ 
⪅㧗㱋ࠊࡀ⪅Ẹ㛫ᴗࠊ㞄᥋ᆅࡢᅵᆅࡢࡇ
⚟♴タࢆタ⨨ࠊࡣࡇࡿࡍᒃఫ‶㊊ᗘࡢ㧗
ࡿࡵ㐍ࢆᙧᡂࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡞Ᏻ࣭Ᏻᚰ࠸
ࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢᒃఫேཱྀࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせάᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿ

♴⚟⪅㧗㱋ᕷ⾤ᆅ࠸㏆ࡽ㥐⏣ୖࠊࡓࡲ
タᩚࡀഛࠊࡾࡼࡇࡿࢀࡉᐙ᪘ୖࡶ⏣㥐
ୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼࡇࡿࢀゼ࡚ࡗࢆ
ቑຍࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆ
ᚲせࡶάᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍᶆ┠ࢆ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞

 

 
 
 

㛗 㔝 ┴
ࠕ  ㆤ
ᇶ ┙ ⥭
ᛴ ᩚ ഛ
➼ ≉ ู
ᑐ ⟇ 
ᴗ ⿵ ຓ
㔠ࠖ 
ୖ ⏣ ᕷ
⿵ຓ㔠 

■ᴗྡ 

○68 ኳ⚄୍┠ඹ

ྠఫᏯ౪⤥ᴗ 

 

■ෆᐜ 

 ኳ⚄୍┠ඹ

ྠఫᏯ౪⤥ᴗ࡛

ᒃఫேཱྀቑຍ㸦55

ᡞࠊ㸿㸻4,899.18

੍㸧 

 

■ᐇᮇ 

ᖹᡂ 24㹼25 ᖺᗘ 

Ẹ 㛫 

ᴗ⪅ 

୰ᚰᕷ⾤ᆅⰋ㉁࡞ఫᏯࢆ౪⤥ࡿࡍᴗ
ࡿࡁᥦ౪࡛ࢆఫᏯ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡾ࠶࡛
୰࡞Ᏻ࣭Ᏻᚰ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡽࡇ
ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫ
ேཱྀࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ
ᚲせ࡞ᴗ࡛ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶᪂ࡕࡲࠕ࠸ࡋ
సࡾᣐⅬ࡚ࠖࡋᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋ
άືࡾࡼᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤
ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰ
ᕷ⾤ᆅࡢάᛶࡶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 
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㸴㸬බႠఫᏯ➼ᩚࢆഛࡿࡍᴗࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅඹྠఫᏯ౪⤥ᴗࡢࡑࡢఫᏯࡢ౪⤥ࡢࡵࡓࡢ

ᴗཬࡧᙜヱᴗ୍య࠺⾜࡚ࡋᒃఫ⎔ቃࡢࡵࡓࡢୖྥࡢᴗ➼㛵ࡿࡍ㡯 

 

㹙㸯㹛⾤࡞ᒃఫࡢ᥎㐍ࡢᚲせᛶ  

(1) ⌧≧ศᯒ 

㸦⌧≧㸧 

୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢேཱྀࠊࡣ㌴୰ᚰࡢ⏕άᵝᘧࡢ㐍ᒎࠊࡽ࡞㑹እᒃఫࡀ㐍ୖࠊࡳ⏣ᕷయࡢேཱྀ

ࡢࡇࠊࡀ 10 ᖺࡰᶓࡢ࠸ࡤ≧ἣࡢࡿ࠶ᑐࠊࡋᖹᡂ 7 ᖺࡽ 10 ᖺ㛫࡛⣙ 11㸣ࡢῶᑡ࠸࡚ࡗ࡞

࡛ࡲࡲࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࡌ㌿ῶᑡࡶேཱྀࡢᕷ⏣ୖࠊᵝྠྥືࡢேཱྀῶᑡ♫࡞ᅜⓗࠊࡓࡲࠋࡿ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡢࡶࡿࡍ㏿ຍࡽࡉࡣேཱྀῶᑡࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡣ

୍᪉࡛ࠊ㏆ᖺࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡛ࡣẸ㛫ࣥࣙࢩ࣐ࣥࡿࡼᘓタ୍ࠊࢀࡽࡳࡀ㒊࡛ࡣேཱྀࡀቑຍ࠸࡚ࡋ

ࡇࠊࡾ࠶ከᩘࡶపᮍ⏝ᆅࡿࢀࡉ⏝࡚ࡋ㥔㌴ሙࡣ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡛ࠋࡿ࠶ἣ࡛≦ࡿࢀࡽࡳࡶᆅᇦࡿ

ࢀࡽ࠼⪄ࡀࡇࡿࡵ㐍ࢆᒃఫ࡞⾤ࠊ࡛ࡇࡿࡵ㐍ࢆ⤥ఫᏯ౪࡞Ⰻ㉁ࠊࡋ⏝άࢆపᮍ⏝ᆅࡓࡋ࠺

 ࠋࡿ

㸦ᴗྲྀࡢ⤌≧ἣ㸧 
ᪧᇶᮏィ⏬࡛ࠊࡣ㤿ሙ⏫ࠊ࡚࠸࠾බႠఫᏯᩚࡢഛ㸦10 ᡞ㸧ඃⰋᘓ⠏≀➼ᩚഛᴗࡿࡼඹྠ

ఫᏯ㸦50ᡞ㸧ࡢᘓタᨭࠊ࠸⾜ࢆ㞄᥋࡚ࡋᘓタࡓࢀࡉ≉ู㣴ㆤ⪁ே࡚ࡏే࣒࣮࣍ᖹᡂ 14ᖺࡽᖹ

ᡂ 16 ᖺࡢ㛫⣙ 100 ேࡢேཱྀቑࡢຠᯝࢆᚓ࡚ࠋࡿ࠸ 

㺂㹈㹒㛤ࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀᘓタࡢඹྠఫᏯࡢ㧗ᒙ࡚ࡗࡼ୰࡛Ẹ㛫ᴗࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡶࡢࡑ

Ⓨᆅࡶ࡚࠸࠾ఫᏯࡀ࣮ࣥࢰタ⨨࡞ࡿࢀࡉ㺂ᅵᆅά⏝୍࠸ࡍࡸࡋࡀᐃࡢつᶍࡢᏯᆅࠊࡣ࡚࠸࠾⾤

 㹿ࡿ࠶ἣ࡛≦ࡿ࠸࡚ࢀࡽᅗࡀ᥎㐍ࡢᒃఫ࡞

 

 ᚲせᛶࡢ᥎㐍ࡢᒃఫ࡞⾤ (2)

㸦ࡢ࣐࣮ࢸ㛵㐃㸧 
ᕷෆࡣᇛୗ⏫ᙜࡢඛேࡢ▱ᜨࡢ㞟✚ࠕࡿ࠼࠸ࡶṔྐⓗ࣭ᩥⓗ㈨⏘ࠖࡀṧࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

♫ࡀᡂ⇍ࡓࡋࡕࡲ࡞ࢇࠕࠊఫࡣࡇ࠺࠸ࠖࡴ㔜せ࡞せ⣲ࠊࡾ࠶࡛ࡘࡦࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ

⏘Ṕྐⓗ࣭ᩥⓗ㈨ࠕࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ୖྥࢆᒃఫ‶㊊ᗘࡀࡇࡴఫ⏫ࡿࡌឤࢆࡳ㔜ࡢṔྐ࡚࠸࠾

 ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡵࡓࡿᅗࢆ㺁ࢫࣥࢧࢵࢿࣝࡢ⏫㺀ᇛୗࡣ㧗ᥭࠖࡢᇛୗ⏫ព㆑ࠕࠖ⏝άࡢ

㸦┠ᶆࡢ㛵㐃㸧 

୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫேཱྀࡢቑຍࠊࡣ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢከᵝ࡞㒔ᕷᶵ⬟ࡢ⏝⪅ࢆቑࠊࡾ࠶࡛ࡇࡍࡸᕷ

Ẹάືࠊ࡚ࡗࡼᆅᇦෆࡢάຊࠊୖྥࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸᏳ࣭Ᏻᚰࡵࡓࡢࡾࡃ࡙ࡕࡲࡢ

ྍḞ࡞せ⣲ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ 

 ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᒎ㛤ࢆ࡞⟇ࡿࡵ㐍ࢆᒃఫ࡞⾤ࡸ⤥౪ࡢఫᏯࠊࡽࡇࡢࡇ

㸦㔜Ⅼᴗ㸧 

௨ୖࡢ⌧≧ཬࡧᚲせᛶࢆ㋃ࠊ࠼ࡲ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶࢆ┠ᣦ࡛ୖࡍᚲせᛶࡀ㧗ࠊࡃ┠ᶆ㐩ᡂᐤ

࡞⾤ࠕࡿࡍᒃఫࡢ᥎㐍ࠖᴗࠊ࡚ࡋ௨ୗࡢᴗࢆ⨨ࠋࡿࡅ 

 Ẹ㛫ᴗࡿࡍ᥎㐍ࢆᒃఫࡢ࡞⾤ ①

ࡢࡵࡓࡿࡏࡉୖྥࢆᒃఫ⎔ቃࡢ࡞⾤ࠊࡸᴗࡿࡍ㛵➼ᨭไᗘ✀ྛࡿࡍ㐍ಁࢆᒃఫ࡞⾤ ②

 ᴗࡢ✀ྛ

 

㸦࠼⪄ࡢࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ᪉㸧 

ᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣ࡚࠸ࡘẖᖺᗘࡈㄪᰝࢆᐇࠊ࡚ࡋᚲせ࡞ᑐᛂ᳨ࢆ࡞ウࡋ⩣ᖺᗘ௨㝆ࡢ

ᐇᫎࠋࡿࡍ 
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㹙㸰㹛ලయⓗᴗࡢෆᐜ 

㸦㸯㸧 ἲᐃࡢู≉ࡿࡵᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜ 

ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 

య 
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 

ᨭᥐ⨨ࡢ 
ෆ ᐜ ཬ  ࡧ
ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ

 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
○60ඃⰋᘓ⠏≀➼ᩚ
ഛᴗ㸦ᾏ㔝⏫ᆅ
༊㸧 
 
■ෆᐜ 
୰ኸ┠㸦ᾏ㔝
⏫ၟᗑ⾤㸧ࡢ✵ᗑ
ඃⰋ㈤࠼ᘓ᭰ࢆ⯒
㈚ఫᏯᩚࢆഛ 
 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 23㹼24 ᖺᗘ 

 

ओ  ࣛ

 

୰ኸ┠㸦ᾏ㔝⏫ၟᗑ⾤㸧ࡿ࠶✵ᗑ⯒
タࢆඃⰋ㈤㈚ఫᏯࠊࡋᚓྲྀࡀ⪅Ẹ㛫ᴗࢆ
 ࠋ⨨

୰ᚰᕷ⾤ᆅⰋ㉁࡞ఫᏯࢆ౪⤥ࡿࡍᴗ
ࡿࡁᥦ౪࡛ࢆఫᏯ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡾ࠶࡛
୰࡞Ᏻ࣭Ᏻᚰ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡽࡇ
ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫ
ேཱྀࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ
ᚲせ࡞ᴗ࡛ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶᪂ࡕࡲࠕ࠸ࡋ
సࡾᣐⅬ࡚ࠖࡋᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋ
άືࡾࡼᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤
ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰ
ᕷ⾤ᆅࡢάᛶࡶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 
㸺ணᐃఫᏯᡞᩘ 21 ᡞ㸼 

࠙ᨭᥐ⨨  ࠚ
୰ᚰᕷ⾤ᆅ
ඹྠఫᏯ౪
⤥ᴗ 
 
 
࠙ᐇᮇ  ࠚ
ᖹᡂ 23㹼24
ᖺᗘ 

 

 

 

㸦㸰㸧ձ ㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋᨭᥐ⨨ࠊࡕ࠺ࡢㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋ≉ᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ヱᙜࡋ࡞ 

㸦㸰㸧ղ ㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋᨭᥐ⨨ࠊࡕ࠺ࡢㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋ㔜Ⅼⓗ࡞ᨭᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ヱᙜࡋ࡞ 

㸦㸱㸧 ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ㈨ࡢࡑࡿࡍࡢᨭᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ヱᙜࡋ࡞ 

㸦㸲㸧 ᅜࡢᨭࡢࡑ࠸࡞ࡀࡢᴗ 

 

ᴗྡࠊෆᐜ 
ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 
య 

┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 
ᅜ௨እࡢᨭ
ᥐ⨨ࡢෆᐜཬ
ࡧ ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ
 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
○23ᡭ㛛ᆅ༊୰ᚰ
ᕷ⾤ᆅඹྠఫᏯᩚ
ഛᴗ 
 
■ෆᐜ 
୰ኸ┠ᕪⅬ
ኈ୍ࠖࠕࡿ࠶
㊧ᆅ㞄᥋ᆅඹྠ
ఫᏯ㸦ࣥࣙࢩ࣐ࣥ㸧
ᘓタ 
 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 23㹼25 ᖺᗘ 
 

 ᡂ ⏘
ᴗ ᰴ ᘧ
♫ 
 
 
 

ᮏ᮶ࠊࡣ㈰ࡢ࠸ࢃᣐⅬࡿ࡞୰ኸ┠
ᕪⅬ୍ࠕࡿ࠶ኈࠖ㊧ᆅࠊࡣẸ㛫ᴗ⪅ࡀ
ᅵᆅྲྀࢆᚓࠊࡋ⌧ᅾࡣ✵ᆅࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ 

㧗㱋ࠊࡀ⪅Ẹ㛫ᴗࠊ㞄᥋ᆅࡢᅵᆅࡢࡇ
⪅⚟♴タ㸦㛵㐃ἲே㸧ేタࣥࣙࢩ࣐ࣥࡋ
Ᏻ࣭࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡣࡇࡿࡍᘓ⠏ࢆ
Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤
ᆅࡢᒃఫேཱྀࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤
ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

ࡿࡍᕪࡀ⾤୰ᚰၟᗑࡣሙᡤࡢࡇࠊࡓࡲ
ࡿࡀ࡞ࡘᇛ㊧බᅬ⏣ୖࡽ㥐⏣ୖࠊࡶ
ࡇࡿࢀࡉഛᩚࡀࣥࣙࢩ࣐ࣥࠊࡾ࠶ࡶ࡛ࢺ࣮ࣝ
άືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡾࡼ
Ṍࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼ
⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせࡶάᛶࡢ
 

 ♫  ㈨
ᮏ ᩚ ഛ
⥲ ྜ 
㔠㸦ඃ
Ⰻᘓ⠏
≀➼ᩚ
ഛ 
ᴗ㸧 
㸦᳨ウ
୰ࠊᖹ
ᡂ23ᖺ
ᗘ㸧 
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■ᴗྡ 
○24ኳ⚄୕┠ఫᏯ
౪⤥ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ኳ⚄୕┠ᅵᆅ༊
⏬ᩚ⌮ᴗᆅ༊
ࢆ⤥ఫᏯ౪࡚࠸࠾
㐍ࡿࡵᴗ 
㸦㠃✚㸧⣙ 4㸬6ha 
 
■ᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ㹼 
 

✚Ỉࣁ
ᰴࢫ࢘
ᘧ♫ 

㹈㹒ୖ⏣ᕤሙࡣ 19㹦㹟ࡢᅵᆅࢆ᭷ࠊࡋᖹᡂ

17 ᖺ᧯ᴗࢆṆࡓࡋᚋࠊ㛤ⓎࡢయࢆẸ㛫

ࡿᅗࢆ⏝άࠊどⅬ࡛ࡢࡾࡃ࡙ࡕࡲ࡚࠸࠾

 ࠋࡓࡗ࡞ࡇ

ⰋᚐṌᅪࡢࡽ㥐⏣ୖ࡚ࡋ⎔୍ࡢࡑ

㉁࡞ఫᏯࢆ౪⤥ࡿࡍᴗ࡛ࠊࡾ࠶ᒃఫ‶㊊ᗘ

ᒃఫ‶㊊ࠊࡽࡇࡿࡁᥦ౪࡛ࢆఫᏯ࠸㧗ࡢ

ᗘࡢ㧗࠸Ᏻ࣭Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍

ᶆ┠ࢆቑຍࡢᒃఫேཱྀࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿࡵ

ᴗ࡛࡞ᚲせάᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍ

ࡋᣐⅬࠖࡾࡃ࡙ࡕࡲࠕ࠸ࡋ᪂ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶

࡚ᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦ

άຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜

㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ

 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせࡶ

 

 

 

 

 

  

■ᴗྡ 
○25Ṕྐⓗ⾤୪ࡳᬒ
ほಖᴗ 
 
■ෆᐜ 
ᰗ⏫࡛⎰ⅉ⠢ࡢ〇
స࣭Ⅼⅉࡢᚑ
᮶ࡽᏛ⩦ࡵࡓࡢ
ᑎᏊᒇሿࠕࡢ 㸦୍ࠖ
⯡බ㛤㸧ྛࠊ ࣋✀
 ᐇࢆࢺࣥ
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 18 ᖺᗘ㹼 
 

ᰗ ⏫ ࡲ
ࡕ ࡙ ࡃ
ࡾ ༠ ㆟
 
 

ᰗ⏫ࠊࡣᅜ⾤㐨ἢ࡚ࡋ⏫ࡢ࠸Ụᡞ௦

ࡓࢀゼࡀほගᐈࠊࡾ࠾࡚ࡋṧࡃⰋࢆ㞺ᅖẼࡢ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃࡶࢣࣟࡢࣅࣞࢸ࣭⏬ᫎࠊࡾ

ᬒほಖࡀ㐍ࠊ࡛ࡇࡴᒃఫ⎔ቃୖྥࡀ

⾤୰ᚰᕷ࡞Ᏻ࣭Ᏻᚰ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡋ

ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫேཱྀࠖ

άᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢ

ᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

ࡼάືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡓࡲ

⾜Ṍࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾ

⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࡶᮇᚅࠋࡿࢀࡉ 

  

■ᴗྡ 

○26ୖ⏣㥐๓ࣟࢺࣃ

࣮ࣝ 

 

■ෆᐜ 

ᆅᇦ୍ࡀయࡗ࡞

࣮ࣟࢺࣃ࠺⾜࡚

࣭ࣝኌࡅάື 

 

■ᐇᮇ 

ᖹᡂ 15 ᖺᗘ㹼 

 

ᭀ ㉮ ᪘

ᑐ ⟇ 

㆟㸦ᕷࠊ

ྛ ✀ ᅋ

య㸧 

ୖ⏣㥐๓ࠊࡣᖹᡂ 15 ᖺᗘ㛤Ⓨࡗࡼ

࡚ᗈሙࡀࢀࡲ⏕ࡃࡁኚࠊࡀࡓࡗࢃఇ᪥ࡢ๓

᪥ࡢኪ㛫ࡿࡼࢡࣂࠊࡣᭀ㉮⾜Ⅽ࡞㟷

ᑡᖺࡢ⫱ᡂࡶᝏ࠸ᙳ㡪ࡀᠱᛕࡿࢀࡉ

 ࠋࡓࡗ࠶ࡶࡇ

ᕷẸࡀ୰ᚰࡓࡗ࡞ᐃᮇⓗ࡞㥐๓ࣟࢺࣃ

‶ᒃఫࠊࡾࡀ࡞ࡘୖྥࡢᒃఫ⎔ቃࠊࡣ࣮ࣝ

㊊ᗘࡢ㧗࠸Ᏻ࣭Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ

㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫேཱྀࠖࡢቑຍࢆ┠

ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ

 ࠋࡿ࠶࡛
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■ᴗྡ 
○27୰ኸ୕┠ඹྠ
ఫᏯ౪⤥ᴗ 
 
■ෆᐜ 
୰ኸ୕┠ࡅ࠾
ඹྠఫᏯ౪⤥ࡿ
ᴗ 
ࢸࢩࣥࣂ࣮ࠕ
ୖ⏣࣭୰ኸࠖ 
㸿㸻4,870 ੍ 
 
■ᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ 
 

Ẹ 㛫 
ᴗ⪅ 

୰ᚰᕷ⾤ᆅⰋ㉁࡞ఫᏯࢆ౪⤥ࡿࡍᴗ

ࡿࡁᥦ౪࡛ࢆఫᏯ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡾ࠶࡛

୰࡞Ᏻ࣭Ᏻᚰ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡽࡇ

ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫ

ேཱྀࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ

ᚲせ࡞ᴗ࡛ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶᪂ࡕࡲࠕ࠸ࡋ

సࡾᣐⅬ࡚ࠖࡋᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋ

άືࡾࡼᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤

ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰ

ᕷ⾤ᆅࡢάᛶࡶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

  

■ᴗྡ 
○28୰ኸᅄ┠ඹྠ
ఫᏯ౪⤥ᴗ 
 
■ෆᐜ 
୰ኸᅄ┠ࡅ࠾
ඹྠఫᏯ౪⤥ࡿ
ᴗ 
 ᇼࠖࢫࣃ࣮ࢧࠕ
㸿㸻4,435 ੍ 
 
■ᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ 

Ẹ 㛫 
ᴗ⪅ 

୰ᚰᕷ⾤ᆅⰋ㉁࡞ఫᏯࢆ౪⤥ࡿࡍᴗ

ࡿࡁᥦ౪࡛ࢆఫᏯ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡾ࠶࡛

୰࡞Ᏻ࣭Ᏻᚰ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡽࡇ

ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫ

ேཱྀࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ

ᚲせ࡞ᴗ࡛ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶᪂ࡕࡲࠕ࠸ࡋ

సࡾᣐⅬ࡚ࠖࡋᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋ

άືࡾࡼᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤

ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰ

ᕷ⾤ᆅࡢάᛶࡶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

  

■ᴗྡ 
○62୰ኸ୍┠ඹྠ
ఫᏯ౪⤥ᴗ 
 
■ෆᐜ 
୰ኸ୍┠ࡅ࠾
ඹྠఫᏯ౪⤥ࡿ
ᴗ 
 ࠖ⏫ᮏࢫࣃ࣮ࢧࠕ
㸿㸻5,853 ੍ 
 
■ᮇ 
ᖹᡂ 22㹼23 ᖺᗘ 
 

Ẹ 㛫 
ᴗ⪅ 

୰ᚰᕷ⾤ᆅⰋ㉁࡞ఫᏯࢆ౪⤥ࡿࡍᴗ

ࡿࡁᥦ౪࡛ࢆఫᏯ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡾ࠶࡛

୰࡞Ᏻ࣭Ᏻᚰ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡽࡇ

ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫ

ேཱྀࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ

ᚲせ࡞ᴗ࡛ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶᪂ࡕࡲࠕ࠸ࡋ

సࡾᣐⅬ࡚ࠖࡋᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋ

άືࡾࡼᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤

ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰ

ᕷ⾤ᆅࡢάᛶࡶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

 

■ᴗྡ 

○59ᡭ㛛ᆅ༊㧗㱋

⪅⚟♴タᴗ 

 

■ෆᐜ 

 ୰ኸ┠

ㆤ⪁ே⚟♴タࠊ

ࠊ࣒࣮࣍ࣉ࣮ࣝࢢ

᭷ᩱ⪁ே࣒࣮࣍

ᴗ 

㸿㸻3068.26 ੍ 

 

 

■ᐇᮇ 

ᖹᡂ 23㹼25 ᖺᗘ 

♫  ⚟

♴ἲே 

ᚿ 

ᮏ᮶ࠊࡣ㈰ࡢ࠸ࢃᣐⅬࡿ࡞୰ኸ┠
ᕪⅬ୍ࠕࡿ࠶ኈࠖ㊧ᆅࠊࡣẸ㛫ᴗ⪅ࡀ
ᅵᆅྲྀࢆᚓࠊࡋ⌧ᅾࡣ✵ᆅࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ 

㧗㱋ࠊࡀ⪅Ẹ㛫ᴗࠊ㞄᥋ᆅࡢᅵᆅࡢࡇ
⪅⚟♴タࢆタ⨨ࠊࡣࡇࡿࡍᒃఫ‶㊊ᗘࡢ
㧗࠸Ᏻ࣭Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࡿࡵ
ࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢᒃఫேཱྀࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせάᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿ

♴⚟⪅㧗㱋ᕷ⾤ᆅ࠸㏆ࡽ㥐⏣ୖࠊࡓࡲ
タᩚࡀഛࠊࡾࡼࡇࡿࢀࡉᐙ᪘ୖࡶ⏣㥐
ୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼࡇࡿࢀゼ࡚ࡗࢆ
ቑຍࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆ
ᚲせࡶάᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍᶆ┠ࢆ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞

 
 
 

㛗㔝┴

ㆤࠕ

ᇶ┙⥭

ᛴᩚഛ

➼≉ู

ᑐ⟇

ᴗ⿵ຓ

㔠ࠖ 

ୖ⏣ᕷ

⿵ຓ㔠 
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㸵㸬୰ᑠᑠၟᴗ㧗ᗘᴗࠊ≉ᐃၟᴗタ➼ᩚഛᴗࡢࡑၟࡢᴗࡢάᛶࡢࡵࡓࡢᴗཬ

 㡯ࡿࡍ㛵⨨ᥐࡧ

 

㹙㸯㹛ၟᴗࡢάᛶࡢᚲせᛶ  

(1) ⌧≧ศᯒ 

㸦⌧≧㸧 

ୖ⏣ᕷࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡚࠸࠾Ⓨ㐩ࡓࡁ࡚ࡋ୰ᚰၟᗑ⾤ࡣ㺂ᮾಙᕞၟࡿࡅ࠾ᅪࡢ୰ᚰ࡛ࡓࡗ࠶ࡶ

ᖿ⥺㐨㊰ࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅእࠊࡣ௨㝆࡚ࡗධᖹᡂࠊ࡚ࡋᬒ⫼ࢆ࡞ከᵝࡢάᵝᘧ⏕ࡢ㌴୰ᚰࠊࡀ

ἢ㐨࡞ከࡢࡃᆺᗑࡀ❧ᆅࠊࡽࡇࡢࡇࠋࡓࡋ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᑠ㈍㢠ࠊࡣᖹᡂ 19 ᖺࡣ

ᖹᡂ 6 ᖺࡢ⣙ 38㸣ࡢ㢠ⴠࡕ㎸ୖࠊࡳ⏣ᕷయࡢᑠ㈍㢠༨ࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢྜࠊࡣᖹᡂ 6

ᖺࡢ⣙14.5㸣ࡽ⣙7㸣࡛ࡲⴠࡕ㎸ࠋࡿ࠸࡛ࢇ୰ᚰၟᗑ⾤ࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࡶࡃࡁῶᑡࠊࡾ࠾࡚ࡋ

ၟᗑ⾤య࡛ 55 ᖺࡢㄪᰝ㛤ጞⅬࡣ⣙ 82,000 ே࡛ࠊࡀࡢࡓࡗ࠶⣙ 22㸣ࡢ⣙ 16,000 ே࡛ࡲ

ⴠࡕ㎸ࠋࡿ࠸࡛ࢇ 

ࡿࡅ࠾ᖺ㛫ၟရ㈍㢠ࡢᯇᮏᕷࡿ࠶ᣐⅬ㒔ᕷ࡛ࡢ୰ಙᆅᇦࡸ㛗㔝ᕷࡿ࠶㛫㺂┴ᗇᡤᅾ࡛ࡢࡇ

᱁ᕪࡣᣑࡋ㺂ྠࡌᮾಙᆅᇦෆࡿ࠶బஂᕷࡢᕪࡣ⦰ᑠࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ㹿 

ᖹᡂ 18 ᖺᗘࡓࡗ⾜୰ᚰᕷ⾤ᆅ㛵ࡿࡍᕷẸࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ⏝┠ⓗࡣ㈙࠸≀

⣙ࡀ 70㸣ࡶ᭱ከࠊࡀ࠸⏝ࡿ࠸࡚ࡋሙᡤࡢᅇ⟅࡛ࡣᆺᗑၟࡀᗑ⾤ࡢ㸱ಸࢆ༨ࠊࡾ࠾࡚ࡵ୰ᚰ

ᕷ⾤ᆅࡢ୰࡛ࡶ⏝ࡢ≧ἣ೫ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽࡳࡿ࠶ࡀࡾ୰ᚰᕷ⾤ᆅ㊊ࠕࡣ࡚ࡋࡇࡿࡍ㥔

㌴ሙࠖࡀ⣙ 52㸣ࡶ᭱ከࠊࡃ㌴࡛⾜࠸ࡍࡸࡁሙᡤࢆᮃࡴኌࡀከࠋ࠸ 

㸦ᴗྲྀࡢ⤌≧ἣ㸧 

ᪧᇶᮏィ⏬࡛ࠊࡣᾏ㔝⏫ࢻ࣮ࢣ࣮タ⨨ᴗୖࡸ⏣ᕷほග㤋ᩚഛᴗၟࡢ࡞ᴗάᛶ

 ࠋࡿ࠶ἣ࡛≦ࡿ࠸ᚓ࡚ࢆᡂᯝࡢⅬ୍࡛ᐃ࠺࠸ቃᩚഛ⎔ࡢ⾤ᗑၟࠊࡳ⤌ྲྀഛᩚࢻ࣮ࣁࡿࢃ㛵

ࣇࢯࡢ࡞ᴗࢫࢡࢵ࣑ࢺࣥࢼࢸࠊᗑ⯒ά⏝ᴗ✵࡞࠺ࡼࡿࡵ㧗ࢆᑠ㈍㢠ලయⓗࠊࡋࡋ

ࡀウ࣭ᐇ᳨ࡁ⥆ࡁᘬࠊࡃከࡀࡢࡶ࠸࡞࡚ࡗ⮳࡛ࡲࢁࡇࡍฟࢆᡂᯝࠊࡣࡳ⤌ྲྀࡢ࡚࠸ࡘᴗࢺ

ᚲせ࡞≧ἣ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

(2) ၟᴗࡢάᛶࡢࡵࡓࡢᴗཬࡧᥐ⨨ࡢᚲせᛶ 

㸦ࡢ࣐࣮ࢸ㛵㐃㸧 
ୖ⏣ᕷࡣᇛୗ⏫࡚ࡋⓎᒎࠊၟࡀࡓࡁ࡚ࡋ ᴗࡢࡑࡣ୰ᚰⓗ࡞⨨ࢆಖࠊࡕ᫂௨ᚋࡶ㕲㐨ࡢ㛤㏻

࠸ࢃ㈰ࠕࡿࡼάᛶࡢᴗၟࠋࡓࡁ࡚ࡋ❧☜ࢆᆅࡢ࡚ࡋᣐⅬ㒔ᕷࠊࡆᗈࢆᅪၟࡽࡉ࡚ࡗࡼ

 ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡵࡓࡿᅗࢆࠖࢫࣥࢧࢵࢿࣝࡢ⏫ᇛୗࠕࠊࡣࠖ⯆ࡢ

 

㸦┠ᶆࡢ㛵㐃㸧 

ၟᴗࡢάᛶࠊࡣ୰ᚰᕷ⾤ᆅୖࡀ⏣ᕷࡎࡽ࡞ࡳࡢᮾಙᆅᇦࡢ⤒῭ⓗ୰ᚰࡵࡓࡿࡅ⥆ࡾ࠶࡚ࡋ

ᚲせྍḞ࡞せ⣲࡛≉ࠊࡾ࠶ᕷẸᑐ࡚ࡋồᚰຊࢆၟࡿ࠼ᴗ㞟✚ࠊ㨩ຊ࡙ࡀࡾࡃᚲせࡽ࠼⪄

 ࠋࡿࢀ

ࡢ࡞ࡾࡃ࡙✚ᴗ㞟ၟࡓࡋ༶ࢬ࣮ࢽࡢ⪅㈝ᾘࠊ᭦᪂࡞㨩ຊⓗࡢ⾤ᗑၟࡢ᪤Ꮡࠊࡽࡇࡢࡇ

 ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᒎ㛤ࢆ⟇

㸦㔜Ⅼᴗ㸧 
௨ୖࡢ⌧≧ཬࡧᚲせᛶࢆ㋃ࠊ࠼ࡲ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶࢆ┠ᣦ࡛ୖࡍᚲせᛶࡀ㧗ࠊࡃ┠ᶆ㐩ᡂᐤ

ၟࠕࡿࡍᴗࡢάᛶࠖᴗࠊ࡚ࡋ௨ୗࡢᴗࢆ⨨ࠋࡿࡅ 
① ᆺᗑ᪤Ꮡၟᗑ⾤ࡢ㐃ᦠࠊ࡚ࡗࡼᾘ㈝⪅ᑐၟ࡞ୖྥࡢࢫࣅ࣮ࢧࡿࡍᴗ㒔ᕷࡢ࡚ࡋ

㨩ຊࢆ㧗ࡿࡵᴗࠋ 

② ᪤Ꮡၟᗑ⾤ࡁ✵ࡿࡅ࠾ᗑ⯒ࡢゎᾘࡸᇛୗ⏫ࡢ࡚ࡋṔྐࢆ᮶⾤⪅ఏࡿ࠼ሗⓎಙ࡞

 ࠋᴗࡿࡵ㧗ࢆ㨩ຊࡿࡼ
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③ ఫࡴேၟࡀᗑ⾤ࢆゼୖࡸࢺࣥ࣋ࡢ✀ྛࡿ࡞ࡅࡗࡁࡿࢀ⏣ᇛ㊧බᅬࡢ㞟ᐈࡅࡗࡁࢆ

 ࠋᐇࡢࢺࣥ࣋ࡿᅗࢆᅇ㐟ࡢ᪤Ꮡᕷ⾤ᆅ࡚ࡋ

㸦࠼⪄ࡢࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ᪉㸧 

ᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣ࡚࠸ࡘẖᖺᗘࡈㄪᰝࢆᐇࠊ࡚ࡋᚲせ࡞ᑐᛂ᳨ࢆ࡞ウࡋ⩣ᖺᗘ௨㝆ࡢ

ᐇᫎࠋࡿࡍ 

 

㹙㸰㹛ලయⓗᴗࡢෆᐜ 

㸦㸯㸧 ἲᐃࡢู≉ࡿࡵᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

      ヱᙜࡋ࡞ 

㸦㸰㸧ձ ㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋᨭᥐ⨨ࠊࡕ࠺ࡢㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋ≉ᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜ 
ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 
య 

┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 
ᨭ  ᥐ ⨨  ࡢ
ෆ ᐜ ཬ  ࡧ
ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ
 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
ࢱࣥࣞ࡞ࡕࡲ29○
 ᴗࣝࢡࢧ
 
■ෆᐜ 
ᐇࣝࢡࢧࢱࣥࣞ
ࡓࡅྥヨ⾜ᐇ
㦂 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 22 ᖺᗘ㹼 

ୖ⏣ᕷ పⅣ⣲♫ࡢᐇ⌧࡙ࡕࡲ࡞ࢺࢡࣃࣥࢥࡸ

ᕷ⾤ᆅ࠸࡞ࡽᴟຊ㢗㌴ື⮬ࠊ࡚ࡅྥࡾࡃ

㧗ࡢ⋠ᬕኳࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀ᥎㐍ࡢᡭẁື⛣ࡢ

ࡢ࡛ࡸほගࠊࡋάࢆⰍ≉ࡢᆅᇦ⏣ୖ࠸

᮶ゼ⪅ࡓࡲࠊ᪥ᖖ⏕άࡶ࡚࠸࠾⮬㌿㌴࡛ࡢ

⛣ືᡭẁࡣຠᯝⓗ࡛ࢧࢱࣥࣞࠊࡽࡇࡿ࠶

ࡢࡶ࠺࡞⾜ࢆヨ⾜ᐇ㦂ࡓࡅྥᐇࣝࢡ

ࡼάືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡾ࠶࡛

⾜Ṍࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾ

⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍ୪ࡧ᪂⏕ୖࠕ⏣ᕷࠖࡢ⥲

ྜⓗࢻࣥࣛࣈ࡞ຊࢆ㧗ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࠶

ࢆቑຍࡢࠖᩘ⪅⏝ᇛ㊧බᅬ࿘㎶タ⏣ୖࡿ

┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶᚲせ࡞ᴗ

 ࠋࡿ࠶࡛

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
♫㈨ᮏᩚഛ
⥲ྜ㔠㸦㒔
ᕷ⏕ᩚഛィ
⏬ᴗ୍య
ຠᯝಁ㐍ࡢ
ᴗ㸧㸦ୖ⏣ᇛୗ
⏫ᆅ༊㸧 
 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 26 ᖺᗘ 

 

■ᴗྡ 
○30ၟᗑ⾤ࢺࣥ࣋
㛤ദᴗ 
 
 
■ෆᐜ 
ၟᗑ⾤⯆⤌ྜࡀ
㞟ᐈࡋ⥆⥅ࡵࡓࡢ
࡚㛤ദࣥ࣋ࡿࡍ
ࠊࡋᑐ⏝㈝ࡢࢺ
㸱㸭㸯㸮௨ෆ㸦㸴
㸮㝈ᗘ㸧ࢆ⿵
ຓ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 14 ᖺᗘ㹼 

ၟ ᗑ ⾤
 ⯆ ⤌
ྜ 

ୖ⏣ᕷ࡛ၟࠊࡣᗑ⾤⯆⤌ྜ➼ࡀᐇ࣋
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋಁࢆάᛶࡋຓ⿵ࡋᑐࢺࣥ

ၟᗑ⾤ࡢ⮬⊃ࡢ⮬ⓗయⓗάືࢆᨭ
άືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡣࡇࡿࡍ
ࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼ
Ṍ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤
ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 
 
①ᾏ㔝⏫ၟᗑ⾤⯆⤌ྜ㸸ኤ⚍➼ 
②ኳ⚄ၟᗑ⾤⯆⤌ྜ㸸࣮ࣝࢨࣂࢺࢼ➼ 
③ᯇᑿ⏫ၟᗑ⾤⯆⤌ྜ㸸ᗁⅉ⯋ࢺࣥ࣋➼ 
④ၟᗑ⾤⯆⤌ྜࡔ࠼࠺ཎ⏫୍␒⾤ၟᗑ
㸸ᱜࡾࡘࡲ➼ 

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
୰ᚰᕷ⾤ᆅά
ᛶࢺࣇࢯ
ᴗ 
 
 
 
 
࠙ᐇᮇࠚ
ᖹᡂ 14 ᖺᗘ
㹼 

ୖ ⏣ ᕷ
ຓᡂ㔠 

■ᴗྡ 
○31㈰࡙ࡕࡲࡢ࠸ࢃ
㸦୰ᚰᕷ⾤ᆅࡾࡃ
άᛶᨭᴗ㸧
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ୖ⏣ᕷ㹒㹋㹍㸦ୖ
⏣ၟᕤ㆟ᡤ㸧ࡀ

ୖ ⏣ ၟ
ᕤ  ㆟
ᡤ 

ୖ⏣ᕷ㹒㹋㹍㸦ୖ⏣ၟᕤ㆟ᡤ㸧ࡀ㹒㹋㹍
ᵓᇶ࡙ၟࠊࡁᴗ⪅ࡸᕷẸࡢཧ⏬ࢆᚓ࡚⾜
ࡘࠊࡋᑐᴗࡾࡃ࡙ࡕࡲࡢ࠸ࢃ㈰࠺
ᐇຠᛶࡿ࠶ࡢᐇࡢࡵࡓࡢᚲせ࡞ᨭ㸦ᴗ
㈝㸯㸭㸰┦ᙜࢆຓᡂ㸧࠸⾜ࢆάᛶ࡚ࡋಁࢆ
 ࠋࡿ࠸

ᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦ
άຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜
㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
୰ᚰᕷ⾤ᆅά
ᛶࢺࣇࢯ
ᴗ 
 
 
 
 
࠙ᐇᮇࠚ

ୖ ⏣ ᕷ
ຓᡂ㔠 
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㹒㹋㹍ᵓᇶ࡙
ᕷẸࡸ⪅ᴗၟࠊࡁ
࠺⾜ᚓ࡚ࢆ⏬ཧࡢ
㈰ࡃ࡙ࡕࡲࡢ࠸ࢃ
ࠊࡋᑐᴗࡾ
࠶ࡢᐇຠᛶࡘ
ᚲせࡵࡓࡢᐇࡿ
ᨭ㸦ᴗ㈝㸯࡞
㸭㸰┦ᙜࢆຓᡂ㸧 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 16 ᖺᗘ㹼 

 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせ
 
 

ᖹᡂ 16 ᖺᗘ
㹼 

■ᴗྡ 
○32୰ᚰၟᗑ⾤✵ࡁ
ᗑ⯒ά⏝ຓᡂᴗ 
 
 
 
■ෆᐜ 
ၟᗑ⾤⯆⤌ྜ➼
࠾ᴗᆅᇦၟࠊࡀ
ࢆ⯒ᗑࡁ✵ࠊ࡚࠸
タࢸ࣑ࣗࢥ
ࡵࡓࡿࡍ౪⏝ࡢ
ᨵࡢࡵࡓࡢഛᩚࡢ
㈝⏝ཪࡣ㈤㈚ᩱ
⿵࡚ࡋᑐ㒊୍ࡢ
ຓ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 12 ᖺᗘ㹼 
 

ၟ ᗑ ⾤
 ⯆ ⤌
ྜ➼ 

ၟᗑ⾤ࡁ✵ࡿࡅ࠾ᗑ⯒ࡣቑຍഴྥ࠶
ࢁࡇࡿࢀࡉᠱᛕࡀἣ≦ࡿࡅḞࡀ㐃ᢸᛶࠊࡾ
 ࠋࡿ࠶࡛

ࡢタࢸ࣑ࣗࢥ࡚ࡋ⏝άࢆ⯒ᗑࡁ✵
ᩚഛ㐠Ⴀၟࠊࡣࡇ࠺⾜ࢆᗑ⾤ࡿࡅ࠾౽
ᛶࡾࡼୖྥࡢ᮶⾤⪅ࢆቑ࡚ࡋࡸṌ⾜⪅㏻
⾜㔞ࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ
ᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

ᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦ
άຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜
㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせ

⿵ຓ㔠㢠 
ᨵ㸸㸱ศࡢ㸯௨ෆࠊࡋࡔࡓࠋ㸯௳ࡁࡘ

300 ࢆ㝈ᗘࠋ 
 ㈤㈚ᩱ㸸㸰ศࡢ㸯௨ෆࠊࡋࡔࡓࠋᖺ㛫 200

ࢆ㝈ᗘࠋ 
 
①ᗁⅉ⯋(ᯇᑿ⏫)  
 㸦ᯇᑿ⏫㸧ࢫࢡࢵ࣎ࢹ࣓②
③㍯㺞㺖㺛㺡㺎㺚㺌㺻(ཎ⏫୍␒⾤ၟᗑ)  
 㸦ཎ⏫୍␒⾤ၟᗑ㸧ࡗࡅࡱ④

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
୰ᚰᕷ⾤ᆅά
ᛶࢺࣇࢯ
ᴗ 
 
 
 
 
࠙ᐇᮇࠚ
ᖹᡂ 12 ᖺᗘ
㹼 

ୖ ⏣ ᕷ
ຓᡂ㔠 

 

㸦㸰㸧ղ ㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋᨭᥐ⨨ࠊࡕ࠺ࡢㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋ㔜Ⅼⓗ࡞ᨭᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ヱᙜࡋ࡞ 

㸦㸱㸧 ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ㈨ࡢࡑࡿࡍࡢᨭᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜ 
ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 
య 

┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 
ᨭ  ᥐ ⨨  ࡢ
ෆ ᐜ ཬ  ࡧ
ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ
 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
○33ཎ⏫୍␒⾤ၟᗑ
ᖾᮧࡾࡘࡲ㸦ಙ
ᕞୖ⏣┿⏣භᩥ㖹
ࣝࣂࢸࢫ࢙ࣇ
ࣥ㸧ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ṔྐⓎ᥀ࠊ⎔ቃಖ
ࠊᆅ⏘ᆅᾘࢸࢆ
ࡢ㛵㐃⏣┿࣐࣮
ㅮ₇ࢆ⏣┿ࠊ
ฟࡸࢺࣥ࣋ࡍPR 
 
■ᐇᮇ 

ᖹᡂ 20 ᖺᗘ㹼 

ཎ ⏫ ୍

␒ ⾤ ၟ

ᗑ 

ᡓᅜࠊ࣒࣮ࣈ┿⏣ᖾᮧ࡛࣒࣮ࣈከࡢࡃほග

ᐈୖࡀ⏣ᇛ㊧බᅬ➼ࢆゼၟࠋࡿ࠸࡚ࢀᗑ⾤ࡀ

┿⏣㛵㐃ࡢㅮ₇ࢆ⏣┿ࠊฟࡸࢺࣥ࣋ࡍ

PR ࠊၟࡓࡲࠋ࠺⾜ࢆ ᗑ⾤ࡿ࠶ụἼṇኴ㑻┿

⏣ኴᖹグ㤋ࡢ㐃ᦠࡽࡉࠊࢆ᥎㐍ࡇࡿࡍ

ࢻࣥࣛࣈ࡞ⓗྜ⥲ࡢᕷࠖ⏣ୖࠕ⏕᪂ࠊࡾࡼ

ຊࢆ㧗ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅୖࡿ࠶⏣ᇛ㊧බᅬ

࿘㎶タ⏝⪅ᩘࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰ

ᕷ⾤ᆅάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

 

 

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
ᆅᇦၟᗑ⾤ά
ᛶᴗ㈝⿵
ຓ㔠 
 
࠙ᐇᮇࠚ
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ 
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㸦㸲㸧 ᅜࡢᨭࡢࡑ࠸࡞ࡀࡢᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜ 
ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 
య 

┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 
ᅜ௨እࡢᨭ
ᥐ⨨ࡢෆᐜཬ
ࡧ ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ
 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
○35ၟᴗタタ⨨
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ᗑ⯒㠃✚⣙ 20,000 ੍ 

 
 

■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 22㹼23 ᖺᗘ 

ओ  ࢺ
࣮ ࣚ ࣮
 ᇽ࢝
 
 
 
 

㹈㹒㛤Ⓨᆅ㸦ኳ⚄୕┠㸧ၟᴗタࢆタ
ࡳ㎸ࡧࢆᐈ≀࠸㈙ࡽᗈᇦࠊࡣࡇࡿࡍ⨨
ୖ⏣ᕷၟࡢᴗ㒔ᕷࡢ࡚ࡋᣐⅬᛶࢆ㧗ࠊࡵ㒔
ᕷࡢ࡚ࡋ㨩ຊࢆ㧗ࡀࡇࡿࡵᮇᚅࠋࡿࢀࡉ 

ᙜヱᴗࠊࡣᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋά
୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼື
୰ᚰᕷࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ
⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

  

■ᴗྡ 
○36ၟᴗタタ⨨
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ᗑ⯒㠃✚ 2,495 ੍ 

 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 22 ᖺᗘ 

ओ ࢶ ࣝ
ࣖ 
 
 
 
 

୰ᚰၟᗑ⾤㞄᥋ࡿࡍᪧ➨୍୰Ꮫᰯ㊧ᆅ
⪅ᕷ⾤ᆅᒃఫࠊࡣࡇࡿࡍ⨨タࢆᴗタၟ
ࡢ⾤ᗑၟࡿࡍ㞄᥋ࡽࡉࠊࡵ㧗ࢆ౽ᛶࡢ
㐃ᦠࢆ㧗࡞⾤ࡾࡼࡇࡿࡵᅇ㐟ࢆㄏᑟ
 ࠋࡿࢀࡉᮇᚅࡀࡇࡿࡍ

ᙜヱᴗࠊࡣᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋά
୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼື
୰ᚰᕷࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ
⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

  

■ᴗྡ 
ᗑ⯒ሗ୍ࡁ✵37○
ඖᴗ 
 
■ෆᐜ 
ᡤࢆᗑ⯒ሗࡁ✵
᭷⪅➼ࡢ༠ຊࢆᚓ
୍࡚ඖࠊ᪂つฟ
ᗑᕼᮃ⪅࡚ࡅྥ
ሗⓎಙࡿࡍᴗ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 17 ᖺᗘ㹼 

ୖ ⏣ ၟ
ᕤ  ㆟
ᡤ 

✵ᗑ⯒ሗ୍ࢆඖࠊࡋฟᗑ᳨ࢆウ࠸࡚ࡋ
ࡼࡇࡿࡍᥦ౪ࢆሗ☜㐺ⓗ⪅ࡿ
ྍḞ࡛ࡣࡵࡓࡍಁࢆฟᗑࡢ⾤ᗑၟࡾ
 ࠋࡿ࠶

ᙜヱᴗࡣฟᗑቑຍࠊࡾࡀ࡞ࡘᕷẸࠊ
ᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦάຊྥࡢ
ቑࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖ
ຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞

  

■ᴗྡ 
ฟᗑᨭࢺࣥࢼࢸ38○
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ၟᗑ⾤ၟࡢᴗ⪅
 ฟᗑᨭࡢ
ฟᗑᨵಟ⿵ຓ
1/3㸦ୖ㝈 150 
㸧 
 
 
 
 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ㹼 

ୖ ⏣ ᕷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ୖ⏣ᕷ࡛ࠊࡣ⌧ᅾၟࠊᗑ⾤⯆⤌ྜ➼ࡀタ
✵ࡾࡼຓ⿵ࡢタࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿࡍ⨨
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᅗࢆ⏝άࡢ⯒ᗑࡁ

ࠊࡣฟᗑሙྜࡾࡼ⮴ㄏࡢ⾤ᗑၟࠊࡽࡉ
ฟᗑᨵಟ⿵ຓ 1/3㸦ୖ㝈 150 㸧࠺࠸
⿵ຓไᗘࢆタ⨨ࠋࡓࡋ 

ၟᗑ⾤ࡁ✵ࡢᗑ⯒ࡢά⏝᥎㐍ࢆᅗࡓࡿ
⯒ᗑࡁ✵࡛ࡇࡿࡍ⮴ㄏࢆ⯒ᗑࡿ࠶㨩ຊࡵ
ࢆ⾤ᗑၟࡿ࠶ࡢᚩ≉ࠊࡶࡿࡏࡉῶᑡࢆ
ᙧᡂࠊࡣࡇࡿࡍᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋ
άືࡾࡼᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤
ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰ
ᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 
 

  

■ᴗྡ 
○39ୖ⏣ᇛ༓ᮏᱜࡲ
 ᴗࡾࡘ
 

ಙ ᕞ ୖ
⏣ ࡲ ࡘ
ࡾ ᐇ ⾜
ጤဨ 

ୖ⏣ᇛྡࠕࡣᇛ㸯㸮㸮㑅ࠖࡶ㑅ࠊࢀࡤ㏆
ᖺࡣほගᐈࡶቑຍഴྥࠋࡿ࠶ 

ୖ⏣ᇛ㊧බᅬࠊࡣ୰ᚰᕷ⾤ᆅ୍ࡿ࠶ほ
ගᆅ࡛ࠊࡾ࠶බᅬෆࡢ༓ᮏᱜࡣぢ࡛ࡾ࠶ከ 
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■ෆᐜ 
ୖ⏣ᇛ㊧බᅬࡢᱜ
ࢆ PR ✀ྛࡓࡋ
 ᐇࡢࢺࣥ࣋
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 16 ᖺᗘ㹼 
 

 
 

 ࠋࡿࢀゼࡀほගᐈࡢࡃ
ୖ⏣ᇛ༓ᮏᱜࡣࡾࡘࡲほගᐈࢆㄏ⮴ࡿࡍ

ᴗ࡛ࠊࡾ࠶୰ᚰᕷ⾤ᆅᅇ㐟ࡗࡁࡿࡏࡉ
ᕷࠖ⏣ୖࠕ⏕᪂ࠊࡣᴗࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡾࡃ࡙ࡅ
୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿࡵ㧗ࢆຊࢻࣥࣛࣈ࡞ⓗྜ⥲ࡢ
ቑࡢࠖᩘ⪅⏝ᇛ㊧බᅬ࿘㎶タ⏣ୖࡿ࠶
ຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞

 

  

■ᴗྡ 
ࡾࡘࡲ⏣┿⏣40ୖ○
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
┿⏣㌷ᅋฟ㝕ᘧࠊ
Ṋ⪅⾜ิࠊᴦᕷᴦ
ᗙ࡞ 
 
■ᐇᮇ 
 57 ᖺᗘ㹼 

ಙ ᕞ ୖ
⏣ ࡲ ࡘ
ࡾ ᐇ ⾜
ጤဨ 
 

ୖ⏣ᇛ㊧බᅬࡽ୰ᚰᕷ⾤ᆅၟᗑ⾤ࢃ
ᫀࠊᖾ㝯⏣┿ࠊࡣิ⾜⪅㌷ᡓᅜṊ⏣┿࡚ࡗࡓ
ᖾࠊಙஅࠊᖾᮧࠊຓຍྛࠊ࠼ጲྩ㝲ࡀ
 ࠋࡿᙬࢆ⏣ୖࡢࡀṔྐ⤮ᕳ࡞ኊ㯇࡚࠸

ᖺ࡛ 27 ᅇࡣࡾࡘࡲࡢࡇࡿ࠼ᩘࢆᕷẸࡢ
ࡇࡿࢀゼࡀほගᐈࡢࡃከࡓࡲࠊ࡚ࡋࡾ⚍
ຊࢻࣥࣛࣈ࡞ⓗྜ⥲ࡢᕷࠖ⏣ୖࠕ⏕᪂ࠊࡽ
ᇛ㊧බᅬ࿘⏣ୖࡿ࠶୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿࡵ㧗ࢆ
㎶タ⏝⪅ᩘࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ
⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

  

■ᴗྡ 
୰ほගㄏᐈࡕࡲ41○
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ࠊࢆ㨩ຊࡢ୰ࡕࡲ
ほගᐈཬࡧᕷẸ
㹎㹐ࡕࡲࡋ୰ࡢ
ㄏᐈࢆᅗࡿ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ㹼 
 
 
 

ୖ ⏣ ᕷ
⏘ ᴗ 㛤
Ⓨබ♫ 
 

ᇛୗ⏫ࡢ㨩ຊࡣṌ࡚ࡵึ࡚࠸Ⓨぢࡇࡿࡍ
ࢶ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡽᇛ㊧බᅬ⏣ୖࠋ࠸ከࡀ
୰ࠊࡆ࡞ࡘ୰ほගࡕࡲࠊࡳ㎸ࡧࢆᐈ࣮
ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ㈨ࠋࡿࡍ 

①ᇛୗ⏫ᡓᅜṔྐᩓ⟇ 
②⺋㒔ୖ⏣ᩓ⟇ 
③ᇛୗ⏫ᑠ㊰ᩓ⟇ ࡞ 
ࡉᅇ㐟ࢆ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠊ࡚ࡗࡼ୰ほගࡕࡲ

άືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸ࡛ࡇࡿࡏ
Ṍࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼ
⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍ୪ࡧ᪂⏕ୖࠕ⏣ᕷࠖࡢ
⥲ྜⓗࢻࣥࣛࣈ࡞ຊࢆ㧗ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
ቑຍࡢࠖᩘ⪅⏝ᇛ㊧බᅬ࿘㎶タ⏣ୖࡿ࠶
࡞ᚲせάᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍᶆ┠ࢆ
ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

  

■ᴗྡ 
○42ᾏ㔝⏫ၟᗑ⾤ࣇ
 ᴗࢺࢵ࣑ࢧࢻ࣮
 
■ෆᐜ 
࣐࣮ࢸࢆ㣗ࠖࠕ
⾤ᾏ㔝⏫ၟᗑࡓࡋ
άᛶ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ㹼 
 

ᾏ 㔝 ⏫
ၟ ᗑ ⾤
 ⯆ ⤌
ྜ 

ᾏ㔝⏫ࠊࡣᅜࡢ୰࡛ࡶ᪩ࡕ࠺࠸Ṍ⾜⪅
ኳᅜࢆᐇࡾࡓࡋ୰ᚰၟᗑ⾤ࡢ୰࡛၏୍ࠊ㥔
㌴ሙၟࢆᗑ⾤⯆⤌ྜ࡛タ⨨ྲྀࡢ࡞ࡿࡍ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆࡳ⤌

ᾘ㈝⪅ࢬ࣮ࢽࡢ༶ࡓࡋᶵ⬟ࢆᑟධࠊࡋ㈙
㨩ຊࡢ࡚ࡋ⾤ᗑၟ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔሙࡢ≀࠸
ụἼṇኴࡧᇛ㊧බᅬཬ⏣ୖࠊ࡛ࡇࡿࡵ㧗ࢆ
㑻┿⏣ኴᖹグ㤋ࡢㄏᐈࡀࡇࡿࡀ࡞ࡘ
ᮇᚅ࡛ࠊࡁ᪂⏕ୖࠕ⏣ᕷࠖࡢ⥲ྜⓗࣥࣛࣈ࡞
ᇛ㊧බ⏣ୖࡿ࠶୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿࡵ㧗ࢆຊࢻ
ᅬ࿘㎶タ⏝⪅ᩘࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰
ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

  

■ᴗྡ 
○43ᯇᑿ⏫ၟᗑ⾤㹇
㹒ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ
ሗⓎಙᴗ 
 
■ෆᐜ 
ሗタࡢタ⨨ཬ
Ⓨཷࡢᆅᇦሗࡧ
ಙࠊ㏻ಙ㈍ࢆ⾜
 ᴗ࠺
 

ᯇ ᑿ ⏫
ၟ ᗑ ⾤
 ⯆ ⤌
ྜ 

ᯇᑿ⏫ୖࠊࡣ⏣㥐ࡢ㛤ᴗక࠸ཎ⏫ୖ⏣
㥐ࢆ┤⥺ⓗࠊࡵࡓࡪ⤖Ἑᓊẁୣࢆษࡾᔂࡋ
ࡉᙧᡂࡀ✚ᴗ㞟ၟ࠸ᆏ㐨ἢࡓࢀࡽࡃࡘ࡚
 ࠋࡓࢀ

㏆ᖺࡣ᪂࡚ࡋࡳ⤌ྲྀ࡞ࡓ㏻ྡࡢࡾ๓ࢆ
ࡓࡋ⾜Ⓨࢆ࣮ࣃ࣮࣮࣌ࣜࣇࡓࡋᆏࠖ⏣┿ࠕ
㏻ಙ㈍࡚ࡋ⏝άࢆ࡞ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡾ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀධࢆຊࡶ

ႚࡿࡍ⤂ࢆᆅࢣ࡚ࣟࡋ⏫ࡢ⏬ᫎࠊࡓࡲ
Ⲕᗑࠕᗁⅉ⯋ࠖࠊࡾ࠶ࡀᆅᇦࡢሗཷⓎಙຊ
ࡋⓎಙ☜ⓗࢆሗࡿࡵồࡀ⪅㈝ᾘࠊࡵ㧗ࢆ
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■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 19 ᖺᗘ㹼 

 

ࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡽࡇࡃ࠸࡚
άືࡾࡼᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤
ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰ
ᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 
■ᴗྡ 
○44ඹ㏻㥔㌴ๆⓎ⾜
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
୰ᚰၟᗑ⾤㏆㞄㥔
㌴ሙࠊ࡚࠸ࡘ㈙
ࡢ౽ᛶࡢᐈ≀࠸
ࠊࡵࡓࡿᅗࢆୖྥ
㈙࠸≀㢠ᛂ࡚ࡌ
㥔㌴ᩱ㔠ࡀᘬ
ࢆඹ㏻㥔㌴ๆࡿ࡞
Ⓨ⾜ࠋ 
 
■ᐇᮇ 
 59 ᖺᗘ㹼 

㥔 ㌴ ๆ
Ⓨ⾜ 

ၟᗑ⾤࡛ࡣಶᗑࠊࡀ㥔㌴ሙࢆ☜ಖࡿ࠸࡚ࡋ
ࠊࡀࡿ࠶ࡶ㐺ᆅ࠸࡞ࡀሙྜࠊࡾ࠶ࡶ⮬ື㌴
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᚲせࡀᑐᛂࡿࡍᑐ

ᙜヱᴗࡕࡲࠊࡣ୰ࡢ㥔㌴ሙࡢ⏝ࡍಁࢆ
࡞ࡘୖྥࡢ౽ᛶࡿࡅ࠾⾤ᗑၟࠊ࡛ࡇ
ࡾࡼάືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡾࡀ
ᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅
㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢά
ᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

  

■ᴗྡ 
○45ᾏ㔝⏫ၟᗑ⾤㥔
㌴ሙ㐠Ⴀᴗ 
 
■ෆᐜ 
୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ᮶⾤
౽ᛶࡿࡍᑐ⪅
㥔㌴ሙࡵࡓࡢୖྥ
࣭⨨タࢆ 㐠Ⴀࠋࡿࡍ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 8 ᖺᗘ㹼 

ᾏ 㔝 ⏫
ၟ ᗑ ⾤
 ⯆ ⤌
ྜ 
 
 

ၟᗑ⾤࡛ࡣಶᗑࠊࡀ㥔㌴ሙࢆ☜ಖࡿ࠸࡚ࡋ
ࠊࡀࡿ࠶ࡶ㐺ᆅ࠸࡞ࡀሙྜࠊࡾ࠶ࡶ⮬ື㌴
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᚲせࡀᑐᛂࡿࡍᑐ

ᾏ㔝⏫ၟᗑ⾤⯆⤌ྜ⮬⊃ࠊࡣ㥔㌴ሙࢆ
タ⨨࣭㐠Ⴀၟࠊ࡛ࡇࡿࡍᗑ⾤ࡿࡅ࠾౽
ᛶࠊࡾࡀ࡞ࡘୖྥࡢᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠ
୰ᚰࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼάືࡓࡋ
ᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ
୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 
 
 

  

■ᴗྡ 
○46㸿㹃㹂タ⨨࣭㐠
⏝ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ᅄၟᗑ⾤ AED ࢆ
タ⨨㐠Ⴀ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 19 ᖺᗘ㹼 

ၟ ᗑ ⾤
 ⯆ ⤌
ྜ 

᭱㏆ࠊࡣAED බඹࠊࢀࡉㄆ㆑ࡀ᭷ຠᛶࡢ
タࢆጞ࡚ࡋࡵタ⨨⟠ᡤࡀቑࠋࡿ࠸࡚࠼ 

㧗㱋♫ࡢ㐍ᒎࡿ࠸࡚ࡋ୰࡛୰ᚰၟᗑ
ࡵ㐍ࢆࡾࡃ࡙ࡕࡲࡢᏳ࣭Ᏻᚰࡶ࡚࠸࠾⾤
άືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡣࡇࡿ
Ṍࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼ
⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせάᛶࡢ

 
 

  

■ᴗྡ 
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ47○
タ⨨ࢻ࣮࣎ࣥࣙ
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
㉎㈙ࡢヰࢆ
࣮࣎Ꮠ࡛ᩥ⤮
ࡢࡶࡓࡋ♧ࢻ
ࡍ⨨タᗑෆࢆ
እࠊࡾࡼࡇࡿ
ᅜேᐈࡶᑐᛂ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 20 ᖺᗘ㹼 

ၟ ᗑ ⾤
 ⯆ ⤌
ྜ 

ୖ⏣ᕷࡣ࿘㎶ᕷ⏫ᮧẚእᅜேᒃఫ⪅
ࡲ࠺ࢆ᪥ᮏㄒࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠸ẚ㍑ⓗከࡀ
ࢀゼ≀࠸㈙ࡶᗑၟࠊ࡚࠸ࡶ⪅࠸࡞ࡏゎࡃ
ⱞ៖ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢእᅜேᐈࡓ
 ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇࡿ࠸࡚ࡋ

ၟᗑ⾤ࡿࡅ࠾౽ᛶࠊࡣୖྥࡢᕷẸࠊ
ᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦάຊྥࡢ
ቑࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖ
ຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞
 

  

■ᴗྡ 
○48ၟᗑ⾤ࢿ࣑ࣝ

ၟ ᗑ ⾤
 ⯆ ⤌

㈙࠸≀ᐈࡀቑࡿ࠼ᖺᮎᖺጞࡢᮇၟᗑ
➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡣୖྥࡢፗᴦᛶࡿࡅ࠾⾤
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 ᴗࣥࣙࢩ࣮
 
■ෆᐜ 
ྛၟᗑ⾤ཬࡧ㥐
๓ᗈሙ࡛ᖺᮎᖺ
ጞࡢẼศࡾ┒ࢆ
ၟࡿ࠶㨩ຊࡆୖ
ᗑ⾤࡙ࡾࡃ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 12 ᖺᗘ㹼 

ྜ 
ࣛ  ࢺ
 ࢵ ࣉ
ᐇ ⾜ ጤ
ဨ 

ᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼάືࡓࡋ㐃ᦠࡀ
┠ࢆቑຍࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿ
ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ
 ࠋࡿ࠶࡛
 

■ᴗྡ 
○49ᐃᮇ㔝⳯ᕷᴗ 
 
■ෆᐜ 
㏆㞄ࡀ⪅⏘⏕ࡢ⏕
ᗑၟࢆ㔝⳯ࡓࡋ⏘
ࠊᆅ✵ࠊ⯒ᗑ✵ࡢ⾤
㤋࡛࡞┤ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 5 ᖺᗘ㹼 

 

ᾏ 㔝 ⏫
ၟ ᗑ ⾤
 ⯆ ⤌
ྜ 
ཎ ⏫ ୍
␒ ⾤ ၟ
ᗑ 
 

୰ᚰၟᗑ⾤࡛ࡣ⏕㩭㣗ᩱရࢆ⥲ྜⓗᢅ
࠸࡞ࡋᡤ᭷ࢆ㌴ື⮬ࠊ≉ࠊࡋ㊊ࡀ⯒ᗑ࠺
㧗㱋⪅࡞้῝ࡣ࡚ࡗㄢ㢟࡛ࠋࡿ࠶ 

ᆅ⏘ᆅᾘࡢどⅬࡾྲྀࡶධ࡚ࢀᾘ㈝⪅࣮ࢽ
ࡍᗑ⾤࡛㈍ၟࢆ㔝⳯࡞᪂㩭࡚ࡋᑐᛂࢬ
୰࡞Ᏻ࣭Ᏻᚰ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࠊࡣࡇࡿ
ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫ
ேཱྀࠖࡢቑຍ୪ࡧᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡋ
୰ᚰᕷࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼάືࡓ
⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞 ୰ࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢࠖ
ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

①ᾏ㔝⏫ၟᗑ⾤⯆⤌ྜࡁࡰࡁࠕᕷ  ࠖ
②ཎ⏫୍␒⾤ၟᗑࠕཎ⏫ᕷࠖ 
 

 
 

 
 

■ᴗྡ 
ࣟࣉࠖ㌷ᡭࠕ50○
 ᴗࢺࢡ࢙ࢪ
 
■ෆᐜ 
ಙᕞᏛ⧄⥔Ꮫ㒊
ࡢ⾤ᗑၟࡀ⏕Ꮫࡢ
ᗑ⯒࡛ࣥࢨࢹ㌷
ᡭࢆ〇㐀࣭㈍ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ㹼 

࢜ ࣥ ࢹ
 ࢻ࣐ࣥ
࣓࣭ࣜ
 ࢡ

୰ᚰᕷ⾤ᆅ㞄᥋ࡿࡍಙᕞᏛ⧄⥔Ꮫ㒊
࣐ࢹࣥ࢜ࠕࡓࡋ㛤ᗑࡽᖹᡂ㸯㸵ᖺࡀ⏕Ꮫࡢ
ࣜࣉ㸦⧄⥔㸧ࢶࣕࢩ㹒ࡣࠖࢡ㺃࣓ࣜࢻࣥ
ᖹᡂࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋᒎ㛤ࢆᴗࡿࡍࢺࣥ 19
ᖺࡓࡋࢺࣥࣜࣉࣥࢨࢹࠊࡽ㌷ᡭࠕࢆ㌷ᡭ
 ࠋᗑ⾤࡛㈍ၟࡅྡࠖ

ၟᗑ⾤ࡢ㈍ࠊ࿌▱ᨭ㐃ᦠࡓࡗྲྀࢆά
ᕷࠊࡣࡇࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼື
Ẹࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦάຊ
Ṍ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢ
ᚲ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢ
せ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

  

■ᴗྡ 
ᇛୗ⏫ᫎࡔ࠼࠺51○
⏬⚍ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ᫎࡓࡋࢣ࡛ࣟ⏣ୖ
୰ࡕࡲ୰ᚰࢆ⏬
࡛ୖᫎࡿࡍᫎ⏬⚍ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 7 ᖺᗘ㹼 
 

࠺ ࠼ ࡔ
ᇛ ୗ ⏫
ᫎ ⏬ ⚍
ᐇ ⾜ ጤ
ဨ 

ୖ⏣ᕷ࡛ᙳࡓࡋᫎ⏬㸦᭱㏆࡛ࣦࣚࠕࡶ
ጔࡢࣥ ୖ୰ᚰࢆⅬࠖ➼ከᩘ㸧↔ࡢࣟࢮࠕࠖ
ᫎୖࠕࡿࡍ⏣ᇛୗ⏫ᫎ⏬⚍ࠖࡣ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
⏬ᫎࡢࡃẖᖺከࠋ㛤ദሙࢆᫎ⏬㤋ࡿ࠶
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࢺࣥ࣋ࡿࡲ㞟ࡀࣥࣇ

ᙜヱᴗࠊࡣᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋά
୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼື
Ṍ⾜⪅㏻⾜㔞ࡢ ᕷࠖ⏣ୖࠕ⏕᪂ࡧቑຍ୪ࡢࠖ
୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿࡵ㧗ࢆຊࢻࣥࣛࣈ࡞ⓗྜ⥲ࡢ
ᩘ⪅⏝ᇛ㊧බᅬ࿘㎶タ⏣ୖࡿ࠶ ቑࡢࠖ
ຍࢆ┠ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶᚲせ࡞
ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

  

■ᴗྡ 
࣮࢛࣮࣐࢘ࢧࠕ52○
࢙ࢪࣟࣉឤືࠖࢬ
 ᴗࢺࢡ
 
■ෆᐜ 
࡞ᆅࢣࣟࡀ⏣ୖ
ࡋ㛵㐃⏬ᫎࡓࡗ
 ㄏᐈ࡛ࢺࣥ࣋ࡓ

ୖ ⏣ ほ
ග ࢥ ࣥ
࣋ ࣥ ࢩ
ࣙ ࣥ ༠
 
 

ᖹᡂ 21 ᖺᗘᩥᗇ࣓ࢹⱁ⾡⚍࣓ࢽ
ࢽࡓࡋ㈹ཷࢆ㒊㛛㈹ࣥࣙࢩ࣮ ࣮࣐ࢧࠕ࣓
ᖹᡂࠊࡣࠖࢬ࣮࢛࢘ 22 ᖺୖࡢ⏣ᕷࡢኟࡀ⯙
ࡋ㔛ࠖࡢࢬ࣮࢛࣮࣐࢘ࢧࠕࡣᕷ⏣ୖࠊ࡛ྎ
࡚ほගᐉఏࢆᒎ㛤୰ࠋ 
①ᕷẸᅋయࠕឤື࡞ྎ⯙ࡣࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ
 ࠊࡾᅗࢆసᡂ࡛ㄏᐈࢆࣉࢵ࣐ࡢሙᡤࡓࡗ
②ୖ⏣ᕷ࡛၏୍ࡢᫎ⏬㤋ࡣ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࠶
 ࠋ㞟࡛ୖᫎ≉ࢆ⏬ᫎࡓࡋࢣ࡛ࣟ⏣ୖࠊࡾ
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■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ㹼 

ࢬ࣮࢛࣮࣐࢘ࢧࠕ ࢣࣟࡀᕷ⏣ୖ࠺ࡼࡢࠖ
ᆅࡓࡗ࡞ᫎ⏬ࡣከࠋ࠸ᫎ⏬ࠊ࣐࣮ࢸࢆᕷࠊ
ᕷẸᅋయ➼ࡀ㐃ᦠࡋᆅᇦάຊࢆୖྥࡢᅗࡿ
ࡼάືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡣࡇ
⾜Ṍࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾ
⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍ୪ࠊࡧ᪂⏕ୖࠕ⏣ᕷࠖࡢ
⥲ྜⓗࢻࣥࣛࣈ࡞ຊࢆ㧗ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
ᩘ⪅⏝ᇛ㊧බᅬ࿘㎶タ⏣ୖࡿ࠶ ቑຍࡢࠖ
࡞ᚲせ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶࡿࡍᶆ┠ࢆ
ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 
■ᴗྡ 
○53ኟ⚍ࡾ㛤ദᴗ 
 
■ෆᐜ 
㸵᭶㸸ࠕ♲ᅬ⚍ ࠊࠖ
ࡻࡋࡗࢃ⏣ୖࠕ
 ࠖ࠸
㸶᭶㸸ᾏ㔝⏫ኤ
⚍ 
 
■ᐇᮇ 
㸦ୖ⏣ࡻࡋࡗࢃ
㸧࠸ 46 ᖺᗘ㹼 
 
 

㐃 ྜ ⮬
࣭ᐇ
⾜ ጤ ဨ
 

୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡛ኟ㛤ദࠕࡿࢀࡉ♲ᅬ⚍ࠖࡣ
100 ௨ୖࡢ⚄㍿㐃ࠖ࠸ࡻࡋࡗࢃ⏣ୖࠕࡓࡲࠊࡀ
ࡣ 100 ௨ୖࡢ㋀ࡾ㐃ࡀཧຍࢀࡒࢀࡑࠋࡿࡍ
ᕷ⾤ᆅ⮬㐃ྜၟࡸᗑ⾤ࢆ୰ᚰࡿࡍ
ᐇ⾜ጤဨࡀദࠋ 

⚍ኤࡿࢀࡉᾏ㔝⏫ၟᗑ⾤࡛㛤ദࡽࡉ
 ࠋࡿࢀࡽࡆᥖ⾤ᗑၟࡀࡾኤ㣭࡞ࡁࡣ࡛

ኟࡢ⏣ୖࡿࡲ㞟ࡀぢ≀ᐈࡢໃࡶࢀࡎ࠸
 ࠋ㢼≀リࡢ

ၟᗑ⾤ࠊ⮬ཬࡧᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋά
⏣ୖࠕ⏕᪂ࠋࡿᅗࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼື
ᕷࠖࡢ⥲ྜⓗࢻࣥࣛࣈ࡞ຊࢆ㧗ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ
⾤ᆅୖࡿ࠶⏣ᇛ㊧බᅬ࿘㎶タ⏝⪅ᩘࠖ
ᚲ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢ
せ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

  

■ᴗྡ 
○54ᕷ⾤ᆅᬒほᩚഛ
ಁ㐍ᴗ 
 
■ෆᐜ 
ࡓࡗస࡛ࢶ࣐ࣛ࢝
 ⨨タࢆ࡞ࢳࣥ࣋

 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 20 ᖺᗘ㹼 

㹌 㹎 㹍
ἲ ே ࣇ
࢛ ࣞ ࢫ
ࢺ ᕤ ᡣ
ࠕ ࡶ ࡃ
 ࠖࡾ
ୖ ⏣ ၟ
ᴗ 㸰 㸯
ୡ⣖ 

㹌㹎㹍ἲேࢺࢫ࢛ࣞࣇᕤᡣࡣࠖࡾࡃࡶࠕ㛫
ఆᮦࢆࡓࡗ〇ရ࡞ຍᕤ㺃㈍ࡋ⮬↛⎔ቃ
 ࠋᅋయࡿࡍ࠺ࡼ࠼ఏࢆࡉษࡢ

ୖ⏣ၟᴗ㸰㸯ୡ⣖㐃ᦠࡋ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
ࠊᕷẸࠋ⨨タࢆ࡞ࢳࣥ࣋ࡓࡗ㛫ఆᮦ࡛స
ᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦάຊࡢ
ࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥ
ቑຍ୪ࡧ᪂⏕ୖࠕ⏣ᕷࠖࡢ⥲ྜⓗࣥࣛࣈ࡞
ᇛ㊧බ⏣ୖࡿ࠶୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿࡵ㧗ࢆຊࢻ
ᅬ࿘㎶タ⏝⪅ᩘ ୰ࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢࠖ
ᚰᕷ⾤ᆅάᛶᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

  

■ᴗྡ 
○63ᡭ㛛ᆅ༊ၟᴗ
タタ⨨ᴗ 
 
■ෆᐜ 

ࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ
ᗑၟࠊᕷࡀࢺࢫ
⾤ཬၟࡧᕤ㆟ᡤ
ࠊࢀධࢆせᮃࡢ➼
ᡓᅜṊᑗࠕ┿⏣ࠖ
≀⏘㈍ࠊほග
ሗⓎಙࠊᏳᚰ࣭Ᏻ
ࡢሙࡢᥦ౪ࠊ⾤
࡞ࡘࡶᅇ㐟࡞
ࡋ⨨タࢆ⯒ᗑࡿࡀ
㐃ᦠ࡚ࡋ㈰ࢆ࠸ࢃ
ฟ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 23 ᖺᗘ 

ओ ࢭ ࣈ
࣭ࣞࣥ
ࢪ࣭ࣥࣈ
 ࣥࣃࣕ

ࡿࡍᕪࡀ⾤୰ᚰၟᗑࠊࡣኈࠖ㊧ᆅ୍ࠕ
ࡀ࡞ࡘᇛ㊧බᅬ⏣ୖࡽ㥐⏣ୖࡶ
࡞ᣐⅬࡢ࠸ࢃ㈰ࠊࡣᮏ᮶ࠊࡾ࠶ࢺ࣮ࣝࡿ
ᚓྲྀࢆᅵᆅࡀ⪅Ẹ㛫ᴗࠊࡀࡿ࠶ሙᡤ࡛ࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᆅࡁ✵ࡣᅾ⌧ࠊࡋ

ᙜヱᆅࡀࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥࠊᮏ㒊┤
Ⴀᗑ࡚ࡋ᪂つฟᗑࠋࡿࡍ㆟ᶵ⬟ࡶ᭷ࡿࡍ
㸱㝵ᘓ࡚ࡢタࠋ 

ᆅඖၟᗑ⾤ၟࠊᕤ㆟ᡤཬࡧᕷ➼ࡢせᮃࢆ
ධୖࠊࢀ⏣ᇛᡭ㛛⨨ࠊࡽࡇࡿࡍእ
ほࡣᬒほ㓄៖ࡋ㢼ࠊࡋࣥࢨࢹရᥞ࠼
ᅵ⏘≀≀㈍ཬࡓࡋ㛵㐃ࠖ⏣┿ࠕᡓᅜṊᑗࡶ
ࡶほගᐈࡾࡼ⨨㓄ࢺࢵࣞࣇࣥࣃほගࡧ
ᑐᛂࠊࡋ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ㈰ࢆ࠸ࢃฟࠋࡿࡍ 

ᑠᏛᰯ㏻Ꮫ㊰㠃ࡓࡋᗑ⯒24ࠊࡣ㛫Ⴀᴗ
ཬࡧ㢳ᐈ⏝ࣞࢺタ⨨➼ࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ
ࡕࡓࡶᏊࡣࢫࣅ࣮ࢧ࣭⬟ᶵࡢࡣ࡛ࡽ࡞ࢺ
 ࠋࡿࡀ࡞ࡘୖྥࡢᏳᚰ࣭Ᏻࡢᆅᇦࡵጞࢆ

ࡍ⨨ሙᡤࡿࡍᕪࡀ⾤୰ᚰၟᗑࠊࡓࡲ
ᖺࠊࢀධࢆせᮃࡢ➼⾤ᆅඖၟᗑࠊࡽࡇࡿ
㛫ࢆ㏻ࡢࢺ࣭ࣥ࣋ࡾ⚍ࡌ㝿ࡣ㥔㌴ሙ୍ࡢ㒊

࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 23 ᖺᗘ 
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㛤ᨺ࡞ᆅᇦ୍యࡓࡗ࡞㈰ࡾࡃ࡙࠸ࢃ
 ࠋணᐃࡢ⫣㈉

ၟᗑ⾤ࡢ࡚ࡋ㐃⥆ᛶࠊほග≀⏘ࠊ࠸ᢅࡢ
Ᏻᚰ࣭Ᏻࠊᆅᇦ୍యࡓࡗ࡞㈰࠸ࢃసࡾ
⪅ᴗࠊᕷẸࠊࡣ᪂タࡢᙜヱタࡿᅗࢆ࡞
ࢆୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼάືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼
ᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢቑຍࢆ
┠ⓗࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞
ᴗ࡛ୖࠊࡓࡲࠋࡿ࠶⏣ᇛ㊧බᅬụἼṇኴ㑻
┿⏣ኴᖹグ㤋ࡄ࡞ࡘࢆ⨨ࡽࡇࡿ࠶
ᇛ㊧බᅬ࿘㎶タ⏣ୖࡿ࠶୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕ
⏝⪅ᩘࠖࡢቑຍࡀࡇࡿࡀ࡞ࡘࡶᮇᚅࡉ
 ࠋࡿࢀ

 
■ᴗྡ 
○64㟁Ꮚ࣮ࢿ࣐➃ᮎ
ᑟධᴗ 
 
■ෆᐜ 
୰ᚰၟᗑ⾤ࡢከࡃ
ࡢᩘ「ࠊ࡛⯒ᗑࡢ
㟁Ꮚࡀ࣮ࢿ࣐࠼
ࡍ⨨タࢆᮎᶵ➃ࡿ
ᆺᗑ࡛ࡇࡿ
 ࡿᅗࢆᅇ㐟ࡢ
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 23 ᖺᗘ 

୰ ᚰ ᕷ
⾤ ᆅ ၟ
ᗑ⾤ 

୰ᚰၟᗑ⾤ࡢᗑ⯒࡛ࠊnanaco(ࢥࢼࢼ)ࠊ㹃
㹢㹷㸦ࢹ࢚㸧㸪㹕㹟㹭㹬㸦࣡ࣥ࢜㸧ࡢ㸱✀
 ࠋ⨨タࢆᮎᶵ➃ࡿ࠼ࡀ࣮ࢿ࣐㟁Ꮚࡢ
㟁Ꮚၟࡣ࣮ࢿ࣐ᗑ⾤࡛ࡶᆺᗑ࡛ࡶࠊ࠼
͆ࡽࡇࡿࡲ㈓ࡀࢺ࣏ࣥࡌᛂ⏝ ㈍ಁ
㐍ຠᯝ͇͆⏝⪅ࡢᅖ࠸㎸ࡀ͇ࡳᮇᚅ࡛ࡁ
ࡴ⤌ྲྀ⮬⊃ಶᗑࢆไᗘࢺ࣏ࣥࠊࡓࡲࠋࡿ
ᚲせࡢ㈝⤒ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡀ⠇ῶࠋࡿ࡞ 

ᆺᗑ࡛ࠊࡣ㟁Ꮚ࠸ᢅྲྀ࣮ࢿ࣐ᗑၟ࡚ࡋ
ᗑ⾤ᗑ⯒ࢆᐉఏࠊࡋඹ㏻࣮ࣜࣛࢺ࣏ࣥࡢ㛤
ദ࡞⾤ࡾࡼᅇ㐟ࢆᅗࠋࡿ 

ᕷ⾤ᆅࠊࡣࢪ࣮ࣕࢳࡢ࣮ࢿ࣐㟁Ꮚࠊࡓࡲ
ࠊ୍࠼ຍᆺၟᴗタࡿ࠶ 㒊ᡭ㛛ᆅ༊ၟ
ᴗタ࡛ࠋࡿ࡞⬟ྍࡶ 
㹬㹟㹬㹟㹡 ࡢࣝࢼࢪࣜ࢜ᆅᇦ⏣ୖࡽࡉ
㹭ࢻ࣮࢝Ⓨ⾜ࡾࡼᆅᇦࡢ㹎㹐ࡀ࡞ࡘࡶ
 ࠋࡿ

ᆺᗑᕷ⾤ᆅၟᗑ⾤ࡢ㟁Ꮚྲྀࡢ࣮ࢿ࣐
ᆅᇦࡾࡼάືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅ᴗࠊࡣࡳ⤌
άຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜
㔞 άᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍⓗ┠ࢆቑຍࡢࠖ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせ

 

࠙ᐇᮇࠚ
ᖹᡂ 23 ᖺᗘ 

 

■ᴗྡ 
ࢩ࣮࣓࢛ࣇࣥ65○
⨨タ࣮ࢼ࣮ࢥࣥࣙ
ᴗ 
 
■ෆᐜ 
㹈㹒㛤Ⓨᆅࣜࡢ
ᗑෆࡢ⏣ୖ࢜
࢛ࣇࣥᕷ⏣ୖࠕ
ࢼ࣮ࢥࣥࣙࢩ࣮࣓
୰ࠊࡋ⨨タࢆ࣮ࠖ
ᚰၟᗑ⾤ሗ➼ࢆ
㓄⨨࡞⾤ࡋᅇ㐟
 ࡿᅗࢆ
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 23 ᖺᗘ 

ୖ⏣ᕷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

㹈㹒㛤Ⓨᆅࡀ⏣ୖ࢜ࣜࡢᗑෆୖࠕ⏣ᕷ
୰ᚰࠋ⨨タࢆ࣮ࠖࢼ࣮ࢥࣥࣙࢩ࣮࣓࢛ࣇࣥ
ᕷ⾤ᆅၟࡢᗑ⾤ሗཬࡧほගࠊࢺࢵࣞࣇࣥࣃ
ᗈሗ➼ࢆ㓄⨨ࡋሗⓎಙࠋ 

ᕷእࡶࡽከࡢࡃ㢳ᐈࢆ㎸ࡴᆺᗑࡢ
᮶ᗑ⪅ࡢ࡞⾤ࠊほග࠾ࡸࢺࢵࣞࣇࣥࣃᗑ
ሗ➼ࢆⓎಙࡢ࡞⾤ࠊࡾࡼࡇࡿࡍᅇ
㐟ࢆᅗࠋࡿ 

ᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦάຊ
Ṍ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆୖྥࡢ
άᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍⓗ┠ࢆቑຍࡢ
ᚲせ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 
 
 
 
 

࠙ᐇᮇ  ࠚ
ᡂ 23 ᖺᗘ 
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■ᴗྡ 
○66┿⏣༑ຬኈࣔࢽ
 タ⨨ᴗࢺ࣓ࣥࣗ
 
■ෆᐜ 
┿⏣༑ຬኈࢽࣔࡢ
ࢆ㸯㸮యࢺ࣓ࣥࣗ
୰ᚰᕷ⾤ᆅၟᗑ⾤
ࠊࡋ⨨タᡤྛࡢ
ࢆᅇ㐟ಁ㐍࡞⾤
ᅗࡿ 
 
■ᐇᮇ 

ᖹᡂ 24 ᖺᗘ 

ಙ ᕞ ୖ
⏣ ᇛ ୗ
⏫ ࢘ ࢛
࣮ ࢟ ࣥ
ࢢ ᐇ ⾜
ጤဨ 

 

ୖ⏣ᕷ 

ୖ⏣ᇛࢆ⠏ࠊࡁụἼṇኴ㑻Ặࡢ௦⾲సࡶ
ᥥࠊࢀᅜⓗࡢࣥࣇࡶከ࠸┿⏣Ặࡑࠋ
ࠊ࡚ࠗࡋ⮧ᐙࡢ ❧ᕝᩥᗜ࠘ࡸ㹌㹆㹉ேᙧࠊ
ᡓᅜ㹀㸿㹑㸿㹐㸿࡛࣓࠘ࠗࢽࡣ㏆࡛᭱ࡓࡲ
㸯ࢺ࣓ࣥࣗࢽࣔࡢ༑ຬኈ⏣┿࠸㧗ࡢேẼࡶ
㸮యࢆ୰ᚰᕷ⾤ᆅၟᗑ⾤ྛࡢᡤタ⨨ࡿࡍ
Ꮚࠊ࡚ࡋ⾤ࡿ࠼㐼࣮࣮ࣟࣄࡢ✵ᯫ࡛ࡇ
ྂࡕࡓேࠊ࠼ࢆᕼᮃክࡕࡓࡶ
ឤ࣡ࠊ ✵ࡿࡵࡋᴦࡶぶᏊ࡛ࡋᥦ౪ࢆឤࢡ࣡ࢡ
㛫₇ࢆฟၟࠊࡋᗑ⾤ࡸᕷẸᅋయࡀᐇࡿࡍ
ᅇ㐟ಁ࡞⾤ࠊࡋ㐃ᦠࡶ㛵ಀᴗࠖ⏣┿ࠕ
㐍ࢆᅗࠋࡿ 

ၟᗑ⾤ཬࡧᕷẸᅋయ࡛⤌⧊࣮࢛࢘ࡓࢀࡉ
⪅ᴗࠊࡾ࡞ᐇయࡀᐇ⾜ጤဨࢢࣥ࢟
ᅗࢆᆅᇦάຊྥୖࡾࡼάືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼
┠ࢆቑຍࡢṌ⾜⪅㏻⾜㔞ࠖࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿ
ⓗࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶᚲせ࡞ᴗ
 ࠋࡿ࠶࡛

 

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ
㈈ᅋἲே⮬
⥲ྜࣥࢭ
࠶㸦άຊ࣮ࢱ
࡙⾤ᗑၟࡿ
ຓᡂࡾࡃ
ᴗ㸧 
 
 
࠙ᐇᮇ  ࠚ

ᖹᡂ 24 ᖺᗘ 

 

■ᴗྡ 
○67᪥ᮏ୍ࡢරࠕ┿
⏣ᖾ࢙ࠖࢪࣟࣉ
⾤ᗑၟࡿࡼࢺࢡ
άᛶᴗ 
 
■ෆᐜ 
ၟᗑ⾤ࢼࢪࣜ࢜ࡢ
ࢆ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࣝ
ά⏝ၟࡓࡋᗑ⾤
άᛶᴗ 
 
■ᐇᮇ 

ᖹᡂ 25 ᖺᗘ 

ཎ ⏫ ୍

␒ ⾤ ၟ

ᗑ 

ụἼṇኴ㑻Ặࡢ௦⾲సࡶᥥࠊࢀᅜⓗ
ࡋ㈏୍࣐࣮ࢸࢆࠖ⏣┿ࠕ࠸ከࡢࣥࣇࡶ
ࡺࡢࣝࢼࢪࣜ࢜ࡢ⾤ᗑၟྠࡓ᮶࡛ࢇ⤌ྲྀ࡚
ㅮࠊࡋ⏝άࢆᖾࠖ⏣┿ࠕ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡿ
₇ࢆ㛤ദࠊࡋᅜࡈࡽᙜᆅ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟
⏣┿ụἼṇኴ㑻ࡿ࠶⾤ᗑၟࠊࡓࡲࠊࡵ㞟
ኴᖹグ㤋ࡢ㐃ᦠࢆᅗࠊࡾᅜⓎಙࡇࡿࡍ
࡛ၟᗑ⾤ࡢάᛶࢆᅗࠊࡣࡇࡿ᪂⏕ୖࠕ⏣
ᕷࠖࡢ⥲ྜⓗࢻࣥࣛࣈ࡞ຊࢆ㧗ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ
⾤ᆅୖࡿ࠶⏣ᇛ㊧බᅬ࿘㎶タ⏝⪅ᩘࠖ
ᚲ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢ
せ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 
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㸶㸬㸲ࡽ㸵࡛ࡲᥖࡿࡆᴗཬࡧᥐ⨨୍యⓗ᥎㐍ࡿࡍᴗ㛵ࡿࡍ㡯 

 

 

㹙㸯㹛බඹ㏻ᶵ㛵ࡢ౽ᛶࡢቑ㐍ཬࡧ≉ᐃᴗࡢ᥎㐍ࡢᚲせᛶ  

(1) ⌧≧ศᯒ 

㸦⌧≧㸧 

ୖ⏣ᕷࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠊࡣ㸱♫ࡢ㕲㐨㊰⥺ࡀࢫࣂࠊ⤖⠇ୖࡿࡍ⏣㥐ࢆᢪࠊ࠼ᕷෆ࡛බඹ㏻ᶵ㛵ࡀ

 ࠋࡿ࠶ᕷ⾤ᆅ࡛࡞౽ࡶ᭱

ࡇࡿ࠸࡚ࡋᒙ㺂㐍ᒎ୍ࡀάᵝᘧ⏕ࡢ㌴୰ᚰࠊࡋቑຍࠎᖺࡣ㌴ಖ᭷ྎᩘື⮬ࡢᕷෆྛୡᖏࠊࡋࡋ

ᖹᡂࡣ㕲㐨ࡢ࡞ࡋࠊࡾ࠶ῶᑡഴྥࡣ⪅⏝ࡢ㕲㐨ࡃ㝖ࢆ⥺᪂ᖿࠊࡽ 11 ᖺࡽᖹᡂ 19 ᖺࡢ㛫

⣙ 13㸣ῶᑡୖࠊ⏣㟁㕲ูᡤ⥺ࡣ⣙ 19㸣ῶᑡࡿ࠸࡚ࡋ≧ἣ࡛ࠋࡿ࠶ 

ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿࡍ㐠Ⴀࡀᕷࠊ⥺㸶㊰ࢫࣂᗫṆ௦᭰ࠊ⥺㸶㊰ࢫࣂ⥺㊰ࡣᕷෆ࡛⏣ୖࠊࡣ࡚࠸ࡘࢫࣂ

Ṋࠊࢫࣂ࠸࠶ࢀࡩᆅᇦ⏣┿ࠊࢫࣂᆅᇦ⏣┿ࠊࢫࣂ⎔Ꮚᆅᇦᚠࠊࢫࣂ⎔㸴✀㢮㸦ୖ⏣ᆅᇦᚠࢫࣂ

ࢥࡿࡍ⾜㐠ࢆ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠊࡕ࠺ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾜㐠ࡀ㸧ࢫࣂࢪࣥࣞ࢜ࠊ࣒ࢸࢫࢩ㏻ࢻ࣐ࣥࢹ▼

ࠊྜࡾ࠶㸰✀㢮࡛ࡢࢫࣂࢪࣥࣞ࢜ࠊࢫࣂ⎔ᆅᇦᚠ⏣ୖࡣࢫࣂࢸࢽ࣑ࣗ ᖺ㛫⣙࡚ࡏ 6.4 ே๓ᚋࡢ

⏝࡛᥎⛣ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

ᚋࠊ㧗㱋ࡢ㐍ᒎࠊࡾࡼ㌴ࡢ㐠㌿࠸࡞ࡁ࡛ࡀேࡀቑࡿ࠼ணࡓࡋ࠺ࡑࠊࢀࡉேࡢࠎ⏕άࢆ

☜ಖࠊࡣࡵࡓࡿࡍබඹ㏻ࡢ⥔ᣢࡣྍḞ࡛ࠊࡾ࠶ຠ⋡ⓗࢫࣅ࣮ࢧ࡞ᥦ౪ࡾ࠶ࡢ᪉᳨ࡢウࢆ㐍ࡵ

 ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡃ࠸࡚

 

㸦ᴗྲྀࡢ⤌≧ἣ㸧 
ᪧᇶᮏィ⏬࡛ୖࠊࡣ⏣㥐ࡋୖྥࢆࢫࢭࢡࡢ㺂⏝ࠊࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡋ⎔≧㐨㊰ࡢ࡞㐨㊰

㏻య⣔ᩚࢆഛࠊࡋゎᾘ࡞ດࠊࡶࡿࡵᕷෆᚠ⎔࡚ࡋࢫࣂࢪࣥࣞ࢜ࡢࢫࣂ㧗㱋⪅

ࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠊ࠸⾜ࢆ⾜㐠ࡢ⤫ィ㸱⣔ࠊ࡚ࡋ㛤ᨺࡶタ⏝⪅௨እࢆࢫࣂ㏦㏄ࡢ࣮ࢱࣥࢭ♴⚟

౽ᛶ࠺࠸ୖྥࡢⅬ୍࡛ᐃࡢᡂᯝࢆᚓ࡚ࡿ࠸≧ἣ࡛ࠋࡿ࠶ 

ᖹᡂ㸯㸷ᖺࡣබඹ㏻άᛶࢆࣥࣛࣉ⟇ᐃࠊࡋᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸯㸮᭶ࡽᚠ⎔ࡢࢫࣂ㐠⾜ࡢぢ┤ࡋ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉୖྥࢆ౽ᛶࡋ⾜㐠ࡢ᪉ྥࡽ᪉ྥ∦ࡢ࡛ࡲࢀࡇ࠸⾜ࢆ

 

(2) බඹ㏻ᶵ㛵ࡢ౽ᛶࡢቑ㐍ཬࡧ≉ᐃᴗࡢ᥎㐍ࡢᚲせᛶ 

㸦ࡢ࣐࣮ࢸ㛵㐃㸧 

㕲㐨㛤㏻௨๓ୖࡽ⏣ᕷࡣᇛୗ⏫ࠊᐟሙ⏫࡚ࡋ⾤㐨ࡢ⤖⠇Ⅼ࡛ࡾ࠶ከࡢࡃே࡛㈰ࠋࡓࡗࢃ㕲㐨

㛤㏻ᚋࡽࡉࠊࡣ㐲᪉ࡽከࡢࡃேୖࢆ⏣㥐ࢆ୰ᚰࡓࡋᕷ⾤ᆅࡧ㎸ࠋࡔࢇ⌧௦ࡶ࡚࠸࠾බ

ඹ㏻ࡾࡼࡶࡣ⮬ື㌴ࡿࡼ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡾࡼࠊࡢୖྥࡢࢫࢭࢡࡢᗈ࠸⠊ᅖࡽ᪂ᖿ⥺ࢆ

࡚ࡗேࢆࡧ㎸ࠕࡣࡇࡴᇛୗ⏫ࢆࠖࢫࣥࢧࢵࢿࣝࡢᅗࡵࡓࡿᚲせ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

㸦┠ᶆࡢ㛵㐃㸧 

ᚋࡢேཱྀῶᑡ♫ࠊ㧗㱋♫ࡢ㐍ᒎࠊࡿ࠼⪄ࢆ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶࢆ㐍ࡣࡵࡓࡿࡵබඹ

㏻ᶵ㛵࡚ࡗࡼ㑹እࡶࡽ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡀࡇࡿࡍࡃࡍࡸࡋࢫࢭࢡᚲせ࡛ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ಶே᪑

 ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡶ㐃ᦠࡢほගࠊ࠺ࡼࡿࡵࡋᴦࢆほගࡢᕷෆ⏣ୖ࡛ࣥࣛࣉ࡞⏤⮬ࡀ⪅⾜

ࡋࢆ⟇ᒎ㛤ࡿࡵ㧗ࢆ౽ᛶࡢබඹ㏻ᶵ㛵ࡽほⅬ࠺࠸⯆ほගࠊάᨭ⏕ࠊࡽࡇࡢࡇ

 ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚

㸦㔜Ⅼᴗ㸧 

௨ୖࡢ⌧≧ཬࡧᚲせᛶࢆ㋃ࠊ࠼ࡲ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶࢆ┠ᣦ࡛ୖࡍᚲせᛶࡀ㧗ࠊࡃ┠ᶆ㐩ᡂᐤ

ࠕࡿࡍබඹ㏻ᶵ㛵ࡢ౽ᛶࡢቑ㐍➼ࠖᴗࠊ࡚ࡋ௨ୗࡢᴗࢆ⨨ࠋࡿࡅ 

① ୰ᚰᕷ⾤ᆅཬࡧ࿘㎶ࡿࡅ࠾⮬ື㌴ࠊබඹ㏻ࢆࡓࡗ⥲ྜⓗ࡞㏻య⣔᳨ࢆウࡿࡍ 

② 㕲㐨ࡢࢫࣂࠊ⥅ࡢ౽ᛶࢆ㧗ࠊࡵබඹ㏻ࡢ⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿᴗ 



 83 

㸦࠼⪄ࡢࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ᪉㸧 

ᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣ࡚࠸ࡘẖᖺᗘࡈㄪᰝࢆᐇࠊ࡚ࡋᚲせ࡞ᑐᛂ᳨ࢆ࡞ウࡋ⩣ᖺᗘ௨㝆ࡢ

ᐇᫎࠋࡿࡍ 

 

㹙㸰㹛 ලయⓗᴗࡢෆᐜ 

㸦㸯㸧 ἲᐃࡢู≉ࡿࡵᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ヱᙜࡋ࡞ 

㸦㸰㸧ձ ㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋᨭᥐ⨨ࠊࡕ࠺ࡢㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋ≉ᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜ 
ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 
య 

┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 
ᨭ  ᥐ ⨨  ࡢ
ෆ ᐜ ཬ  ࡧ
ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ
 㡯ࡢ

䕔ᴗྡ 
○55ูᡤ⥺⏕ᨭ
ᴗ 
 
䕔ෆᐜ 
ูᡤ⥺䛾Ꮡ⥆ཬ䜃
⏝ಁ㐍䛻ྥ䛡䛯
㈨㔠ⓗ䛺ᨭ䜢䛩
䜛ᴗ 
 
䕔ᐇᮇ 
ᖹᡂ 16䡚27 ᖺᗘ 

ୖ⏣ᕷ ูᡤ⥺ࠊࡣ୰ᚰᕷ⾤ᆅ㑹እࢆ᥋⥆ࡿࡍ㕲
㐨ୖ࡚ࡋ⏣㟁㕲ࡢ୰࡛၏୍Ꮡ⥆ࡿ࠸࡚ࡋ
㊰⥺࡛ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ಙᕞࡢ㙊ࠖྡ࡚ࡋ
㧗࠸ሷ⏣ᆅᇦูࡸᡤ Ἠୖ⏣ᇛ㊧බᅬ࡞
࡛⥺㊰࡞㔜せࡪ⤖ࢆほගᆅࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
 ࠋࡿ࠶

㕲㐨ࡢᏑ⥆ࡾࡼ㑹እࡢࡽఫẸࡢ୰ᚰ
ᕷ⾤ᆅࡢࢫࢭࢡࡢ㺂ሷ⏣ู࣭ᡤ Ἠ
᪉㠃࠺ྥほගᐈࡢ㏻ᡭẁࡀ☜ಖ࡛ࡁ㺂
᮶⾤⪅ࢆቑࠊࡾࡀ࡞ࡘࡇࡍࡸᕷẸࠊᴗ
ୖྥࡢᆅᇦάຊࡾࡼάືࡓࡋ㐃ᦠࡀ➼⪅
Ṍ⾜⪅㏻⾜㔞ࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠕࡿᅗࢆ ቑຍࡢࠖ
࡞ᚲせάᛶࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍᶆ┠ࢆ
ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

ᒃࠊࡣ⏕ᡤ⥺ูࡢ࡚ࡋ㏻ᡭẁࠊࡓࡲ
ఫ‶㊊ᗘࡢ㧗࠸Ᏻ࣭ Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧ
ᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫேཱྀ ቑຍࡢࠖ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせࡶ࡚ࡗ

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
♫㈨ᮏᩚഛ
⥲ྜ㔠㸦㒔
ᕷ⏕ᩚഛィ
⏬ᴗ㸧 
㸦༓᭤ᕝ࣮ࣜࣂ
ᆅ༊Ϩࢻࢧ
ᮇ࣭ϩᮇ㸧 
 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ16㹼27ᖺ
ᗘ 

 

 

㸦㸰㸧ղ ㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋᨭᥐ⨨ࠊࡕ࠺ࡢㄆᐃ㐃ᦠࡓࡋ㔜Ⅼⓗ࡞ᨭᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜ 
ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 
య 

┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 
ᨭ  ᥐ ⨨  ࡢ
ෆ ᐜ ཬ  ࡧ
ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ
 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
○56㒔ᕷᆅᇦ⥲ྜ
㏻ᡓ␎⟇ᐃᴗ 
 
■ෆᐜ 
㐨㊰ࠊබඹ㏻ࢆ
ࡢ␎㏻ᡓࡓࡵྵ
⟇ᐃ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 20㹼21 ᖺᗘ 

ୖ⏣ᕷ ୖ⏣ᕷ࡛ࡣᖹᡂ 19 ᖺᗘࠕබඹ㏻άᛶ
ࣥࣛࣉ ࠊྜࡋᐃ⟇ࠖࢆ ే๓ࡢᕷ⏫ᮧ࠸࠾
࡚ᐇࢫࣂࡓ࠸࡚ࢀࡉ㏻ࡾ࠶ࡢ᪉࠸ࡘ
࡚㕲㐨ࡢά⏝࡚ࡵྵࡶㄽ㆟࠶࡛ࢁࡇࡓࡋ
ࠋ᳨ࡿ ウࡢᑐ㇟ࢆ୰ᚰᕷ⾤ᆅཬࡧ࿘㎶ࡢᆅᇦ
ࢆ␎ᡓ࡞ⓗྜ⥲࡚ࡵྵࡶ㌴㏻ື⮬ࡾ⤠
⟇ᐃࠊࡣࡇࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ᮶⾤ࡗࡼ
࡚ᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦ
άຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜
㔞 ࡼࡋᒃఫ࡞⾤ࡀ⪅㧗㱋ࡧቑຍ୪ࡢࠖ
‶ᒃఫࡾࡼୖྥࡢ౽ᛶࡢሙྜࡿࡍ࠺
㊊ᗘࡢ㧗࠸Ᏻ࣭ Ᏻᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ
㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᒃఫேཱྀ ┠ࢆቑຍࡢࠖ
ᶆࡿࡍ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶࡿࡀ࡞ࡘᚲ
せ࡞ᴗ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
⾤㊰ᴗ 
 
࠙ᐇᮇࠚ 
ᖹᡂ 20㹼21
ᖺᗘ 

 

 

 

 



 84 

㸦㸱㸧 ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ㈨ࡢࡑࡿࡍࡢᨭᥐ⨨㛵㐃ࡿࡍᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜ 
ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 
య 

┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 
ᨭ  ᥐ ⨨  ࡢ
ෆ ᐜ ཬ  ࡧ
ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ
 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
ࣂࢸࢽ࣑ࣗࢥ57○
 㐠⾜ᴗࢫ
 
■ෆᐜ 
ᚠ⎔ࣥࣞ࢜ࠊࢫࣂ
㐠⾜ᵓࡢࢫࣂࢪ
⠏ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 20㹼22 ᖺᗘ 
 

ୖ⏣ᕷ ୖ⏣ᕷ࡛ࡣᖹᡂ 19 ᖺᗘࠕබඹ㏻άᛶ
ࣥࣛࣉ ࢧࡁࡿ࠶ࡢ⥺㊰ࢫࣂࠊࡋᐃ⟇ࠖࢆ
 ࠋࡓࡋウ᳨࡚࠸ࡘࣝ࣋ࣞࢫࣅ࣮

ࡧཬࢺ࣮ࣝࡾࡼ➼᪂タࠊ⦆ࡢ⥺㊰ࢫࣂ
㐠⾜㛫ࡢぢ┤ࠊ࠸⾜ࢆࡋ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ
ࡢ౽ᛶື⛣ࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅෆࠊୖྥࡢࢫࢭࢡ
ࠊᚋࠊࡣࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࡞ࡇࡿᅗࢆୖྥ
ᕷẸࠊᴗ⪅➼ࡀ㐃ᦠࡓࡋάືࡾࡼᆅᇦά
ຊࢆୖྥࡢᅗࠕࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢṌ⾜⪅㏻⾜
㔞 Ᏻ࣭Ᏻ࠸㧗ࡢᒃఫ‶㊊ᗘࡧቑຍ୪ࡢࠖ
ᚰ࡞୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂࢆ㐍ࠕࡿࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
ᒃఫேཱྀࡢ ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡿࡍᶆ┠ࢆቑຍࡢࠖ
 ࠋࡿ࠶ᴗ࡛࡞ᚲせάᛶࡢ

 

࠙ᨭᥐ⨨ࠚ 
ᆅᇦබඹ㏻
άᛶ࣭⏕
⥲ྜᴗ 

 

࠙ᐇᮇࠚ

ᖹᡂ 20㹼22

ᖺᗘ 

 

 

㸦㸲㸧 ᅜࡢᨭࡢࡑ࠸࡞ࡀࡢᴗ 

ᴗྡࠊෆᐜ 
ཬࡧᐇᮇ 

ᐇ 
య 

┠ᶆ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢ⨨ࡅཬࡧᚲせᛶ 
ᨭ  ᥐ ⨨  ࡢ
ෆ ᐜ ཬ  ࡧ
ᐇ   ᮇ 

 ࡢࡑ
 㡯ࡢ

■ᴗྡ 
○58㝣᪂ᖿ⥺ἢ⥺
㒔ᕷὶ㐃ᦠᴗ 
 
■ෆᐜ 
2014 ᖺ࡛ࡲ㔠
ἑᘏఙࡿࡍ᪂ᖿ
⥺ἢ⥺㒔ᕷࡢ㐃ᦠ
ὶேཱྀ࡚ࡗࡼ
ࡍᣦ┠ࢆቑຍࡢ
ᴗ 
 
■ᐇᮇ 
ᖹᡂ 22 ᖺᗘ㹼 
 

ୖ ⏣ ᕷ
 

ୖ⏣ᕷࡢほගࡢᣐⅬୖࡿ࡞⏣ᇛ㊧බᅬ
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９ ４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項

[１] 市町村の推進体制の整備

（１）中心市街地活性化に向けた庁内の総合的な体制づくり

① ＪＴ上田工場跡地利活用調整委員会の設置

日本たばこ産業株式会社上田工場は平成１７年３月に操業を停止したが、工場用地が約

19ｈａと広大であり、用地の利活用の方向性によっては、中心市街地の活性化に対して大

きなポテンシャルを持つことから、行政としても一定の関わりを持つため庁内に「ＪＴ上

田工場跡地利活用調整委員会」を設置し、論議することとなった。

設 置 年 月 日 平成１８年５月１１日

構 成 市長、助役（当時、現副市長）、収入役（当時）、教育長、上

下水道事業管理者

全部長職

② 庁内の関係各課で構成された中心市街地調整委員会の設置

中心市街地の活性化に大きなポテンシャルを持つJT開発地の利活用以外にも、庁内の

複数部局において課題を有していることから、中心市街地活性化に関する事業の実施に

ついて組織横断的に調整及び連携を図る必要があるため、一元化を図る委員会を設置し

た。

設 置 年 月 日 平成２１年３月２５日

構 成 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者

全部長職

[ 委員会 ]（１８名）
助役（委員長）、収入役、教育長、上下水道事業管理者、政策企画局長、総務部長、政
策参事、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、商工観光部長、農政部長、都市建
設部長、消防部長、教育次長、丸子地域自治センター長、真田地域自治センター長、
武石地域自治センター長

［事務局］ 政策企画課

[ 公共利用検討部会（部会長：政策企画局長）]
政策企画課、自治振興課、財政課、管財課、消防部、教育総務課、文化振興課、
体育課、都市計画課、建築指導課、公園緑地課、土木課

[ 開発調整部会（部会長：都市建設部長）]
都市計画課（主幹課）、財政課、土木課、管理課、公園緑地課、建築指導課、上
下水道局、商工課、生活環境課、廃棄物対策課、消防部、土地改良課
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（２） 市議会との連携

①市街地活性化特別対策委員会の設置

対等新設合併によって発足した新上田市のまちづくりに必要な中心市街地の活性化並び

に公共用地の利活用に関することについて論議する市街地活性化特別対策委員会が市議会

に発足し、市側との情報交換、連絡・調整を図ることとなった。

設 置 年 月 日 平成 18年 6月 22 日

構 成 市議会議員 10人

第 1回 平成 18年 6 月 22 日

第 2回 平成 18年 7 月 24 日

第 3回 平成 18年 8 月 10 日

第 4回 平成 19年 5 月 28 日 （完結）

協議題１ ＪＴ上田工場跡地利用に関する経過について、

協議題２ 仮称上田市天神三丁目土地区画整理事業土地利用・整備計画案について、

協議題３ 県による上田警察署移転用地の取得について

協議題４ 中心市街地活性化基本計画策定の経過について概要

⑤事業部会は、個別事業または事業地区ごと必要に応じて幹事長が設置し、部会長は当該事業にお
　ける関係部長があたる。部会での検討結果は、幹事会に報告するものとする。

①市長を委員長、副市長を副委員長とし、他の特別職、関係部長で組織する。

②委員会に、全体会、幹事会、事業部会を設け、事務局は商工課に置く。

③幹事は、副市長を幹事長として、政策企画局長、財政部長、都市建設部長、商工観光部長が就任
　し、事務局及び案件に応じて関係部課長を加えて幹事会を構成する。

④委員会の意思決定は、幹事会の決定を経て、全体会において決定するものとする。

委 員 長　市  長
副委員長　副市長（幹事長）
委    員；教育長、上下水道事業管理者、政策企画局長、総務部長、財政部長、市民生活部長、
          健康福祉部長、子ども未来部長、商工観光部長、農政部長、都市建設部長、消防部長、
　　　　　教育次長、丸子地域自治センター長、真田地域自治センター長、武石地域自治センタ
　　　　　ー長、会計管理者

事業部会

 

幹事長　副市長、
幹　事；政策企画局長、財政部長、商工観光部長、
        都市建設部長

　　　　政策企画課、都市計画課、事務局

事業部会 事業部会

幹 事 会 　商　工　課
（市街地商業活性化係）

全 体 会

事務局
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②商業活性化議員懇談会の設置

上田市が東信州において商業の拠点都市であること、旧丸子町が行政区域を超えて上田市

の商圏のうち、依田窪地域(旧丸子町、旧武石村、長和町)の住民にとっても一定の拠点的な

役割を担っていることから、上田市全般の商業についても行政並びに関係者との情報交換・

連絡調整を図るため、市街地活性化対策特別委員会とは別に市議会議員の自主的な組織とし

て商業活性化議員懇談会が設置された。

設 置 年 月 日 平成 18年 6月 22 日

構 成 市議会議員（発足当初 8名、現在は 14名）

第 1回 平成 18年 6月 22 日

第 2回 平成 18年 7月 31 日

第 2回 平成 18年 10 月 3日

第 3回 平成 18年 10 月 23 日

第 4回 平成 19年 6月 25 日

第 5回 平成 20年 2月 19 日

第 6回 平成 20年 6月 27 日

第 7回 平成 20年 8月 4日

第 8回 平成 20年 10 月 3日

第 9回 平成 20年 12 月 19 日

第 10回 平成 21年 2 月 21 日

第 11回 平成 21年 4 月 24 日（現在も継続中）

（３）中心市街地の活性化に係る各種検討組織の設置

①イトーヨーカ堂の出店にかかる関係者連絡会議の設置

平成１７年３月に操業を停止した日本たばこ産業株式会社上田工場(以下「ＪＴ跡地」)

の跡地は、面積が約 19ha という広大な土地でありながら、上田駅から歩いて 10分程度と

いう中心市街地の一角にある土地として、今後の中心市街地の活性化に大きな影響を持つ

ことも想定されたことから、市議会や市民の間でも大きな論議となった。

地元経済関係者を代表する上田商工会議所内においても、会員による内部組織の「卸商

業小売部会」、「明日の市街地活性化を考える委員会」、「明日の地域経済を考える委員会」

などで論議があったほか、市長を呼んで意見交換会を実施するなどして、会議所としても

対応を図っていた。

その後、商工会議所では、この問題について内部でも組織横断的に意見交換を行うため

平成 18年 2月に「JT跡地問題検討のための合同会議・小委員会」を設置し、さらに行政、

商店街関係者と中心市街地の活性化のために協力し、連絡調整を行うこととして「イトー

ヨーカ堂の出店に係る関係者連絡会議」を設置することとなった。
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設 置 年 月 日 平成 19年 3月 13 日

構 成 商工会議所

副会頭 2名（市街地活性化担当）、（地域経済担当）

明日の地域経済を考える委員会委員長

明日の市街地活性化を考える会委員長

卸・商業小売部会長

商店街

中央通り商店街振興組合理事長ほか

海野町商店街振興組合理事長ほか

松尾町商店街振興組合理事長ほか

天神商店街振興組合理事長ほか

上田市商店会連合会会長ほか

上田市

商工観光部長、商工課長、市街地商業活性化主幹

政策企画局長、政策企画課長ほか

（事務局）

商工会議所専務理事ほか

第 1回 平成 19年 3 月 13 日 参加者意見交換

第 2回 平成 19年 6 月 20 日 日本たばこ産業株式会社による土地利用計画の説明

第 3回 平成 19年 8 月 31 日 株式会社イトーヨーカ堂による出店計画の説明

第 4回 平成 20年 2 月 27 日 上記 2社との意見交換

この間、上田商工会議所では「まちづくり支援室」を設置、職員 2名を配属して中心市

街地の活性化について専任体制を敷くこととなった。

また、商工会議所において「出店を視野に入れた視点からの街づくりの論議に入るべき

だ」との意思決定がなされた。

この連絡会議は、イトーヨーカ堂の出店問題にテーマを限定して論議していたが、中心

市街地の活性化全体について論議が必要であるとされ、発展的に解消し、中心市街地活性

化協議会の設立に向けて検討を進めることとなった。（完結）

②日本たばこ産業株式会社上田工場跡地における公共的整備内容に関する研究会の設置

ＪＴ跡地は上田駅から至近の場所にあり、中心市街地及び平成 18 年 3 月に新設合併に

よって発足した新上田市の発展に寄与する可能性を持った土地である。

上田市としては、開発の主体を民間においてまちづくりの視点での利活用を土地の所有

者である日本たばこ産業株式会社に求めた。

この結果、同社から敷地の活用について次の基本コンセプトが示された。

・中心市街地の一端を担う商業的な「賑わいの拠点」

・千曲川の魅力を最大限に引き出す「水と緑の拠点」

・上田城跡公園とのネットワーク形成による「文化の拠点」

これに対し上田市としては、同社に民間の開発であるが中心市街地及び新上田市全体の



91

発展につながる土地利用を求めると同時に、公共利用について市民参画を得た「ＪＴ上田

工場跡地における公共的整備内容に関する研究会」を設置し、検討を進めることとした。

設 置 年 月 日 平成 18年 8月 4日

構 成 地域代表、学識経験者、関係団体、上田市議会、上田商工会

議所、公募、上田市 （計 20名）

（事務局）政策企画局政策企画課

第 1回 平成 18年 8月 4日

第 2回 平成 18年 8月 10 日

第 3回 平成 18年 8月 31 日

第 4回 平成 18年 9月 21 日

第 5回 平成 18年 10 月 13 日

第 6回 平成 18年 10 月 23 日

第 7回 平成 18年 11 月 28 日 （完結）

研究会では、ＪＴ跡地に導入すべき公共施設として、市民会館又は文化会館に美術館等

を加えた「交流・文化施設」及び市民公園・広場からなる新生上田市のシンボルとしての

施設整備が適当と判断した。

③交流・文化施設等整備検討委員会の設置

ＪＴ跡地の一部について、上田市として公共利用の基本的な方向性を示した整備の内容

について、多くの市民が賛同でき、整備費用、管理運営まで含め財政事情等に配慮した施

設整備となるように基本コンセプト、施設の内容、規模、機能などを検討する「交流・文

化施設等整備検討委員会」を設置して論議を進めている。

設 置 年 月 日 平成 18年 8月 4日

構 成 学識経験者、各種団体代表、地域・市民代表、公募（計 25名）

（事務局）政策企画局交流・文化施設準備室

第 1回

第 2回

第 3回

第 4回

第 5回

第 6回

第 7回

第 8回

第 9回

第 10回

第 11回

第 12回

第 13回

平成 20年 8月 1日

平成 20年 8月 25 日

平成 20年 9月 11 日

平成 20年 9月 30 日

平成 20年 10 月 14 日

平成 20年 10 月 28 日

平成 20年 12 月 17 日

平成 21年 2月 20 日

平成 21年 3月 24 日

平成 21年 3月 31 日

平成 21年 6月 25 日

平成 21年 7月 8日

平成 21年 7月 15 日

専門委員会 日時

第 1回

公園広場部会

美術館部会

第 2回

ホール部会

第 3回

第 4回

第 5回

第 6回

第 7回

平成 20年 10 月 20 日

平成 20年 11 月 11 日

平成 20年 11 月 13 日

平成 20年 11 月 21 日

平成 20年 11 月 26 日

平成 20年 12 月 8日

平成 21年 1月 20 日

平成 21年 3月 10 日

平成 21年 7月 15 日

（第13回検討委員会合同開催）

平成 21年 8月 21 日

（第16回検討委員会合同開催）
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第 14回

第 15回

第 16回

第 17回

平成 21年 8月 6日

平成 21年 8月 11 日

平成 21年 8月 21 日

平成 21年 8月 28 日

※市民公聴会とパブリックコメントによる意見募集を実施

●中間報告に対する市民公聴会 開催状況 期間：５月 13日〜30 日

会場：上田市民会館、上田創造館、丸子ふれあいステーション、真田公

民館、武石公民館を会場に計８回開催

●パブリックコメント：募集：５月１日〜31 日まで募集期間を設け、郵送、ＦＡＸ、電

子メール、市役所本庁舎・各地域自治センター及び各公民館計 16 か所

に設置した受付箱への投入による方法

※平成 21年 8月に、検討委員会からのそれまでの「結果報告」が市長に提出された。

今後、市は、検討委員会からの報告を踏まえ、さらに検討を加えながら、またさらに

市民の意見を聞きながらさらに整備を進めていく。

④上田地域における公共交通活性化プラン策定のための検討委員会の設置

平成 18 年に発足した新上田市内では旧来の行政区域ごとに公共交通が構築され、廃止

路線代替バス、コミュニティバス、デマンド交通、福祉バスなどの様々な形態が混在して

いた。これを拡大した新市域に適合させ、新たな地域間交流を促進するため、北陸信越運

輸局と上田市が関係者と連携して公共交通の活性化プランの策定について協議すること

とした。

プランの策定に当たっては、中心市街地への午前、午後それぞれの時間帯で往復及びし

なの鉄道を使って長野方面、小諸方面に通勤・通学が可能なサービスレベルの確保ができ

る内容を目指した。

設 置 年 月 日 平成 18年 12 月 15 日

構 成 委員会：学識経験者、交通事業者、関係団体、交通利用者、

地域代表、上田市、北陸信越運輸局

作業部会：交通事業者、上田市関係課、北陸信越運輸局

委員会 作業部会

第 1回 平成 18年 12 月 15 日 第 1回 平成 19年 3月 9日

第 2回 平成 19年 3月 19 日 第 2回 平成 19年 10 月 5日

第 3回 平成 19年 7月 18 日 第 3回 平成 20年 3月 6日

第 4回 平成 19年 10 月 23 日 第 4回 平成 20年 3月 14 日（完結）

第 5回 平成 19年 12 月 20 日

公共交通活性化プランに基づいて中心市街地と周辺と結ぶコミュニティバスについて

は運行コース、時間などを見直した。
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⑤上田市総合交通施策協議会の設置

さらに、より安全で円滑な交通の確保と将来を見据えた持続可能な都市づくりを進める

ため、概ね上田市都市計画の用途地域の範囲を対象とした総合的な交通のあり方、施策・

事業に関して検討を進めるため総合交通戦略を策定することとした。

設 置 年 月 日 平成 21年 1月 16 日

構 成 学識経験者、交通管理者、道路管理者、住民、各種団体、交

通事業者 （計 13名）

（事務局）都市建設部都市計画課

第 1回 平成 21年 1月 16 日

第 2回 平成 21年 6 月 24 日

第 3回 平成 21年 10 月 9日

第 4回 平成 21年 12 月 22 日

※今後、「総合交通戦略」の素案をまとめ、パブリックコメントを行い意見募集をしな

がらまとめていく。



94

[２]中心市街地活性化協議会に関する事項

「イトーヨーカ堂の出店に係る関係者連絡会議」が発展的に解消した後も、中心商店街の

四つの商店街振興組合の連絡・調整組織である「上田商業２１世紀会」において、新たに出

店を計画しているアリオ上田との連携を模索する動きや、中心商店街の真ん中に生じた「旧

一富士跡地」でのマンション開発計画が浮上するなどの問題が個別に生じていた。

商工会議所においても、「中心市街地活性化準備室」を設置し、中心市街地の活性化に向

けて、行政や関係団体と共同作業が行える環境を整えていた。

また、中心市街地活性化基本計画策定委員会の再開などもあり、中心市街地活性化全般に

ついて論議する組織の立ち上げが急がれていたが、中心市街地活性化法第 15 条に定めた協

議会の設立母体のひとつとなるまちづくり会社又は中心市街地整備推進機構に該当する公

益法人がない状態となっていた。

この状態を打開するため、法定の要件は満たしていないが、設立母体の一つであると中心

市街地活性化法で定められている上田商工会議所が中心になって上田市中心市街地活性化

協議会を設立した。

（１）中心市街地活性化協議会

設 置 年 月 日 平成 21年 1月 29 日

構 成 設立母体：上田商工会議所

事業者：・土地区画整理事業関係

日本たばこ産業㈱不動産室

・都市福利施設関係

社会福祉法人上田市社会福祉協議会

・住宅の供給、居住環境の改善

大成産業㈱、積水ハウス㈱長野支店、㈲モリタ商事

・商業の活性化

上田商業２１世紀会（４商店街振興組合代表）、

海野町商店街振興組合、商店街振興組合うえだ原

町一番街商店会、上田市松尾町商店街振興組合、

天神商店街振興組合、上田市商店会連合会、本町

商工親交会、柳町まちづくり協議会、㈱イトーヨ

ーカ堂店舗開発部

・公共交通関係 しなの鉄道㈱、上田電鉄㈱

・地域住民など：

まちづくり上田㈱、上田市産業開発公社、信州う

えだ農業協同組合、社団法人上田青年会議所、

上田市中央地区自治会連合会、上田市西部地区自

治会連合会、上田・城下町活性会、上田まちづく

り推進会議、NPO 法人ルーバンデザイン研究所、
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エムケイ商事㈱

・行政機関：上田市

・事務局：上田商工会議所まちづくり支援室

本会 運営委員会 プロジェクト別検討会議

第１回 平成 21 年 1 月 29 日

第２回 平成 21 年 5 月 7 日

第３回 平成 21 年 9 月 24 日

第４回 平成 22 年 1 月 18 日

第１回 平成 21 年 2 月 13 日

第２回 平成 21 年 2 月 24 日

第３回 平成 21 年 3 月 13 日

第４回 平成 21 年 4 月 14 日

第５回 平成 21 年 9 月 10 日

第６回 平成21年12 月21 日

第７回 平成 22 年 1 月 22 日

（２）上田市中心市街地活性化協議会 会員名簿 敬称略・順不同

構 成 団 体 等 代 表 者 名

上田商工会議所 会頭 宮下 茂

まちづくり上田㈱ 代表取締役社長 宮下 茂

上田市 市長 母袋 創一

上田市産業開発公社 理事長 石黒 豊

上田商業２１世紀会（４商店街振興組合代表） 会長 寺島 秀則

海野町商店街振興組合 理事長 塚田 昭彦

商店街振興組合うえだ原町一番街商店会 理事長 中村 公彦

上田市松尾町商店街振興組合 理事長 寺島 秀則

天神商店街振興組合 理事長 細野 馨

上田市商店会連合会 会長 山田 豊

本町商工親交会 会長 成澤 秀造

信州うえだ農業協同組合 組合長 芳坂 栄一

社会福祉法人 上田市社会福祉協議会 会長 石川 幸

社団法人 上田青年会議所 理事長 小林浩太郎

上田市中央地区自治会連合会 会長 塩入 肇

上田市西部地区自治会連合会 会長 廣田 泰年

上田・城下町活性会 会長 久保 忠夫

柳町まちづくり協議会 会長 岡崎 光雄

上田まちづくり推進会議 会長 小笠原光三

NPO 法人ルーバンデザイン研究所 理事長 牧谷 孝則

しなの鉄道㈱ 代表取締役専務 古坂 和俊

上田電鉄㈱ 代表取締役 角田 朗一

㈱イトーヨーカ堂 店舗開発部 総括マネジャー 島村 良一

日本たばこ産業㈱ 不動産室 室長 越山 光宏

大成産業㈱ 代表取締役 竹内 伊吉

積水ハウス㈱ 長野支店 支店長 石濱 淳
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㈲モリタ商事 代表取締役 森田 千晴

エムケイ商事㈱ 代表取締役 河合 良則

（３）意見書
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[３]基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進

（１）様々な主体の巻き込み

上田市の中心市街地の活性化にとって利活用の方向性によっては大きなポテンシャル

を持つＪＴ跡地は、平成 17 年 3 月末に工場の操業を停止し、新生上田市の発足当初から

まちづくりにとって大きな課題となっていた。従来は大規模な空き地については、中心市

街地の活性化というような公益的な目的で利活用しようとする場合には、行政で一括取得

する手法が数多くとられてきたところであるが、当該地については民間が開発の主体とな

って活性化に寄与する形で事業化が図られるプランが提案された。

これを受けて、行政としても具体的な利活用の段階に入る前に市民及び関係者の意見を

聞きながら慎重に進めてきた結果、ＪＴ跡地の利活用については市民の理解を得たところ

である。

①新上田市のまちづくり意見発表会の開催

1 市 2町 1村による新設対等合併によって発足した上田市のまちづくりについては、そ

れぞれの地域の住民が、多種多様な意見を持っていた。また、新市発足の約 1年前に操業

を停止したＪＴ上田工場跡地の利活用についても多くの市民の注目が集まっていた。

住民側としても自発的にこれからのまちづくりについての声を集約しようとする動き

があり、商業者、商工会議所、上田市などによる実行委員会によって「私はこう思う！ 新

上田市のまちづくり 16 万住民あなたが主役の 5 分間意見発表会」を開催することとな

り、市民 23人が意見発表を行った。

開催日：平成 18年 11 月 12 日

②中心市街地活性化シンポジウム

経済産業省が全国 7 箇所で主催する中心市街地の活性化に関する情報提供や関係者の

意識向上を図るためのシンポジウムを開催し、予定した人員を上回る参加者を得た。

開催日：平成 21年 2月 9日

基調講演：横森豊雄氏（関東学院大学教授）

パネルディスカッション：母袋創一（上田市長）、服部年明氏（中小機構まちづく

りサポーター）、田口邦勝氏（商工会議所専務理事）、古畑貴生氏（海野町商店

街振興組合理事）

（２）市民に対する広聴

ＪＴ開発地をはじめ、中心市街地に存在する大規模な未利用地は活性化に関して大きな影

響を及ぼすため、民間事業者が具体的な活用の提案にあたり自らが利活用の内容について説

明する市民広聴会を事業者と連携して実施した。

①ＪＴ開発地

開催日：平成 18 年 5 月 19 日、20 日、出席者：開発事業者（日本たばこ産業株式会社）、上田市

②旧第一中学校跡地

広聴会：開催日 平成 21 年 1 月 21 日、24 日、出席者：土地利用提案者（株式会社ツルヤ）、上田市

審査会：開催日：平成 21 年 2 月 17 日、出席者：商工会議所、商業者団体、地域住民代表、上田市など
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ＪＴ開発地での整備について検討を進めている「交流・文化施設」について「交流・文化

施設等整備検討委員会の最終報告を受け、市として運営管理も含めた整備計画や整備に関す

る長期的な財政見通しも併せて説明会を実施した。

③交流・文化施設等整備計画説明会

開催日：平成 22年 1月 7日～26日（10回）

参加者：378 人

（３）各種事業との連携・調整

中心市街地活性化協議会では、事業別プロジェクト会議を下部組織として位置づけ、規模

の大きな具体的な事業については事業者と商工会議所、行政が参画して連絡・調整を行うこ

ととなっている。また、協議会において、自らの事業と連携を希望する他の事業者とのコー

ディネートも事務局である商工会議所まちづくり支援室が行うことを予定している。

上田市では観光産業をリーディングプロジェクトと位置づけ、現在は中心市街地にある上

田城跡公園への誘客に力を注いでおり、これまでに観光客数を伸ばした実績を残している。

上田城跡公園に来場する観光客は年間１００万人近くとなっており、これらの者は中心市

街地内で回遊してもらうことで活性化を図れるポテンシャルを持っている。中心商店街をは

じめとしてその取組みが始まりつつある。

中心商店街の真ん中に生じた旧一富士跡地の活用については、地元商店街の意向を受けて

開発事業者が、それまでに検討していたマンション建設計画を延期して老朽化したビルも含

めて一体の跡地開発の可能性について検討を進めている。

また、地方にとって公共交通の存続は非常に重要な意味を持つ。特に高齢化が進展する今

後は、中心市街地への来街のために維持することが重要なことであり、住民の協力が不可欠

である。

中心市街地と郊外を結ぶ上田電鉄別所線は、「乗って残す」を合言葉に、地域住民が回数

券を購入するなどして、平成１９年度は乗客数が増加している。

（４）まちづくり上田株式会社設立

上田商工会議所を中心に論議が続けられ、平成 21年 6月 29 日に設立された。

発起人は、上田商工会議所の正副会頭及び専務理事。資本金は 300 万円。

「まちづくり上田株式会社」は、「上田市中心市街地活性化協議会」の主要構成員となる。

また、市街地活性化に関する情報・意見集約及び合意形成を行なう。

平成 21年 5月 7日 第１回発起人会

平成 21年 5月 28 日 第２回発起人会

平成 21年 6月 1日 定款認証

平成 21年 6月 3日 株式申込および払込依頼

平成 21年 6月 23 日 創立総会

平成 21年 6月 29 日 法人設立登記
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１０ 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項

[１] 都市機能の集積の促進の考え方

現在の上田市は、平成１８年３月に 1市２町１村が新設対等合併により発足した。合併に当た

っては分権型合併を基本とすることとし、平成１７年３月にまとめられた新生「上田市」建設計

画において旧市の支所、旧町村の役場を地域自治センターとして整備し、周辺部が寂れることの

ない均衡ある発展を目指すこととし、旧町村の機能を旧上田市の中心に一気に集中するのではな

くそれぞれの地域の集積を活用しながらまちづくりを進めることとしてきている。

【第一次上田市総合計画】（平成１９年１０月策定）

既存ストックの有効活用をベースに、集約型都市構造への誘導を図り、各地域の特色を生か

した地域づくりを目指すとともに、土地の有効活用を促し活性化させることにより市街地の再

構築を図り、行政・交通・商業・業務・居住等のさまざまな機能が集積された、利便性が高く

快適な都市空間を創出していく。

【上田市都市計画マスタープラン】（策定中）

「地域の個性が輝く生活快適都市“上田”」を基本理念に、郊外の開発など市街地の拡散を

抑制し、山林や里山を保全しながら、各地域における都市機能の既存ストックを活かした暮ら

しやすい都市機能集約拠点や生活複合拠点の形成を目指す。

[２] 都市計画手法の活用

（１）上田市の土地利用のあり方や都市施設の整備の方針など、具体的なまちづくり方針を定

めるため策定中の「上田市都市計画マスタープラン」のなかでは、「都市づくりの主要課題」

として、人口減少社会、少子高齢化社会などの社会的大きな変化の中において、「生活者の

利便性の向上と農地保全や低炭素社会の実現を目指した都市づくり」や「市域一体として市

街地の無秩序な拡散を抑制し、それぞれの地域において都市機能の集積や充実を図る集約型

都市を形成することが望ましい」と位置付けている。また、「都市づくりの目標と方針」で

は、「郊外の開発など市街地の拡散を抑制し、各地域における既存ストックを活かした暮ら

しやすい都市機能集積拠点や生活複合拠点を形成することを目指す」こととされている。

このことから、上田地域では産業道路周辺や都市計画道路秋和踏入線周辺、丸子地域では

国道１５２号線沿いに広範囲に点在している準工業地域における 1 万㎡を超える大規模集

客施設の立地規制を行います。なお、中心市街地内にある準工業地域は、工業施設が減少し

商業施設や戸建て住宅・集合住宅などへの転換が見られますが、今後、必要な場合は、地域

特性を十分考慮した上で、適切な土地利用規制に見直す検討も必要と考えております。
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準工業地域における大規模集客施設の立地規制

対象地域

準工業地域全域 ２２６ｈa（上田都市計画 １３６ha 丸子都市計画 ９０ha）

建築物の制限の内容

建築してはならない建築物

劇場、映画館、演芸場又は観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で、その用途に供する部分（劇

場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限

る。）の床面積の合計が１万平方メートルを超えるもの

＜特別用途地区決定までの流れ＞

平成２１年 ７月 特別用途地区に関する住民説明会の開催

平成２１年 ７月 素案の縦覧・公述申出の受付

（申出がなかったため公聴会は開催せず）

平成２１年９月～10月 計画案の縦覧

平成２２年１月 上田市都市計画審議会開催

平成２２年２月 建築条例案の市議会議決

平成２２年３月 都市計画決定告示

平成２２年３月 建築条例施行

■用途地域の状況

区分 上田都市計画 丸子都市計画

第 1種低層住居専用地域 320ha 30 ha

第２種低層住居専用地域 0ha 0 ha

第１種中高層住居専用地域 107ha 5.4 ha

第２種中高層住居専用地域 16ha 36 ha

第 1種住居地域 332ha 99 ha

第 2種住居地域 3.9ha 20 ha

準住居地域 55ha 27 ha

近隣商業地域 107ha 19 ha

商業地域 71ha 0 ha

準工業地域 136ha 90 ha

工業地域 103ha 7.1 ha

工業専用地域 18 ha 0 ha
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[３]都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等

（１）中心市街地内の大規模建築物等の既存ストックの現況

店舗名 所在地 店舗面積 開店年月日 主な販売品項目

イトーヨーカ堂上田店 天神 1-1894-1 8,144 ㎡ S52. 3. 3 食品、衣類ほか

イオン上田ショッピン

グセンター
常田 1-930-1 外 24,045 ㎡ S58. 7.29 食品、衣類ほか

（２）公共公益施設等の都市福利施設の立地状況

① 行政機関

名称 所在地 備考

上田労働総合庁舎 天神２－４－７０ ハローワーク、労働基準監督署

上田市役所本庁舎 大手１―１１－１６

〃 櫓下庁舎 天神２－４―７４ 教育委員会、こども未来部

〃 教育委員会第二庁舎 天神２－４－５５ 教育委員会

② 教育・文化施設

名称等 備考

小 学 校 清明小学校 こども館併設

中 学 校 第二中学校

高 等 学 校 長野県上田高等学校

各 種 学 校 上田市医師会付属看護専門学校、上田医療

専門学校、上田情報ビジネス専門学校、綿

良学園上田総合文化専門学校、長野外語カ

レッジ、駿台信州予備校

市 民 会 館

上 田 城 跡 公 園
隅櫓、市立博物館、

山本鼎記念館

池 波 正 太 郎

真 田 太 平 記 館

市 民 体 育 館 第二体育館隣接

上 田 市 営 球 場

上田情報ライブラリー

③ 医療・福祉施設

名称など 備考

ふ れ あ い 福 祉

セ ン タ ー

上田市社会福祉協議会、上小圏域障害者総

合支援センター
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医 療 機 関 （ 病 院 ） 上田病院、柳澤病院、安藤病院

介 護 保 険 施 設 上田病院、柳澤病院、特養うえだ敬老園、

有料老人ホームうえだみなみ敬老園、

ケアハウスざいもくちょう敬老園、宅老

所南天神の家、グループホームぼうやま

敬老園、グループホーム北大手（柳沢病

院）

保 育 園 甘露保育園、聖ミカエル保育園、常田保

育園、きっずうえだみなみ（認定こども

園併設）

幼 稚 園 梅花幼稚園、聖マリア幼稚園

④ その他の施設

名称など 備考

金融機関 三井住友銀行、八十二銀行、群馬銀行、長野

銀行、長野県信用組合、上田信用金庫、長野

県労働金庫、信州うえだ農業協同組合、郵便

局

その他の公的施設 上田商工会議所
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（３） 市内の大規模集客施設の立地状況

大規模小売店舗立地法の対象となる店舗は下記のとおりとなっている。10,000 ㎡を越える大規

模集客施設は 1箇所のみとなっている。近年は、郊外に立地する例が増えている。

※上田地区の記載のうち「（市）」は中心市街地の計画区域内に立地している。丸子地区の（市）

は、旧法に基づいて策定した旧丸子町中心市街地活性化基本計画の計画区域内に立地してい

る。以下、大規模小売店舗立地法届出による。

地 区 名 称 所 在 地 開店年月日 店舗面積

上 田 や お ふ く 秋 和 店 常磐城４－７－１８ S51 .  5 .  1 1,368 ㎡

上 田 （ 市 ） イ ト ー ヨ ー カ 堂 上 田 店 天 神 1 - 1 8 9 4 - 1 S52 .  3 .  3 8,144 ㎡

上 田 ツ ル ヤ 上 田 東 店 常 田 ３ － ４ － ８ S52 .10 .26 1,206 ㎡

上 田 （ 市 ） イオン 上田ショッピ ングセンター 常田 1-930-1 外 S58 .  7 .29 24,045 ㎡

上 田 西 友 三 好 町 店 御 所 6 0 7 - 1 外 S58 .11 .23 2,010 ㎡

上 田 マ ツ ヤ 上 田 店 小 泉 7 1 5 - 1 外 S63 .10 .15 2,739 ㎡

上 田 マ ツ ヤ 上 田 中 之 条 店 中之条 390-2 外 H 3. 3 .20 1,715 ㎡

上 田 上 田 シ ョ ッ ピ ン グ タ ウ ン 中央 5-2203-1 外 H 3.11.14 5,213 ㎡

上 田 ヤマダ電機テックランド新上田店 古里 2019-4 外 H 21. 10.30 6,482 ㎡

上 田 戸 田 書 店 上 田 店 常磐城 2266 外 H19.11.23 1,478 ㎡

上 田 ツ ル ヤ 上 田 原 店 上田原 449-2 外 H 4.10.26 1,928 ㎡

上 田 上 田 塩 尻 シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー 秋 和 3 6 1 - 2 外 H 5.11.20 7,126 ㎡

上 田 紳 士 服 ア オ キ 上 田 産 業 道 路 店 材木町 2-93-2 外 H 6. 4 .16 1,150 ㎡

上 田 カ イ ン ズ ホ ー ム 上 田 店 秋 和 1 5 2 - 1 外 H 6. 4 .21 5,854 ㎡

上 田 本 久 デ ー ツ ー 上 田 神 畑 店 神 畑 9 2 外 H 6.11.23 5,500 ㎡

上 田 万 代 書 店 上 田 原 店 上田原 670-17 外 H 7. 5 .27 2,659 ㎡

上 田 し お だ 野 シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー 神 畑 3 7 4 外 H 7. 6  .7 6,958 ㎡

上 田 ツ ル ヤ 塩 田 店 保 野 7 5 1 - 2 外 H  9 . 6 . 1 9 2,538 ㎡

上 田 マ ツ ヤ 上 田 東 店 住 吉 5 8 4 - 1 H  9 . 9 . 2 3 2,572 ㎡

上 田 蔦 屋 書 店 上 田 大 屋 店 大 屋 2 1 7 - 2 H10. 6 .27 1,865 ㎡

上 田 カ イ ン ズ ホ ー ム 上 田 店 ガ ー デ ニ ン グ セ ン タ ー 秋 和 1 4 5 - 1 H10. 9 .19 2,050 ㎡

上 田 上 田 古 里 シ ョ ッ ピ ン グ タ ウ ン 古 里 8 4 - 1 9 H10. 9 .25 3,520 ㎡

上 田 ア ル ペ ン 上 田 バ イ パ ス 店 住 吉 4 9 - ﾛ 外 H10.12.18 3,939 ㎡

上 田 西 友 上 田 東 店 常田 3-300-1 外 H11. 4 .17 2,316 ㎡

上 田 ア メ リ カ ン ド ラ ッ グ 塩 田 店 本 郷 7 5 9 - 1 H11.12. 4 1,358 ㎡

上 田 ツ ル ヤ 山 口 シ ョ ッ ピ ン グ パ ー ク 上 田 1 2 2 1 - 1 H12.12. 12 6,983 ㎡

上 田 グ リ ー ン パ ー ク し お だ 野 シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー 神 畑 5 1 2 - 1 外 H12.11. 3 6,744 ㎡

上 田 ユー ･パ レ ット サ ン ラ イン 上 田 店 芳田 1513-1 外 H13.11.23 3,709 ㎡

上 田 上 田 駅 前 ビ ル パ レ オ 天 神 1 - 1 7 8 9 - 2 H15.12. 6 2,290 ㎡

上 田 カ ワ チ 薬 品 上 田 北 店 秋 和 3 1 0 - 5 H15.11.21 2,891 ㎡

上 田 上 田 築 地 フ ァ ッ シ ョ ン モ ー ル 築 地 1 5 0 - 1 H17.3. 23 4,248 ㎡

上 田 西 源 上 田 築 地 店 築 地 6 8 1 - 4 外 H18.12.13 2,062 ㎡



104

上 田 サ ン タ の 創 庫 上 田 秋 和 店 秋 和 3 3 5 - 2 外 H19. 5 .16 1,988 ㎡

上 田 上 田 ア メリ カ ン ド ラ ッ グ シ ョッ ピ ン グ モ ー ル 踏入 2-１１５４－１ H20．12. 3 1,135 ㎡

上 田 ニ ト リ 上 田 店 踏入 2-１１38－12 H21．12. 25 2,989 ㎡

丸 子 （ 市 ） ベ ル ・ プ ラ ザ 中 丸 子 1 2 8 1 - 3 H 4.12. 3 4,978 ㎡

丸 子 （ 市 ） ヤ ス イ 家 具 店 上 丸 子 1 0 3 9 S48 .10 .30 1,424 ㎡

丸 子 （ 市 ） あ さ か わ 上 丸 子 1 0 3 7 - 2 S 5 2 . 9 . 2 2 1,265 ㎡

丸 子 ア ッ プ ル ラ ン ド 長 瀬 2 8 4 1 S 6 2 . 9 . 1 6 1,220 ㎡

丸 子 （ 市 ） マ ツ ヤ 丸 子 店 上 丸 子 1 0 2 3 H 1. 4 .21 1,171 ㎡

丸 子 大 坂 屋 家 具 セ ン タ ー 下 丸 子 2 9 7 - 1 S 5 7 . 7 . 1 1,981 ㎡

丸 子 （ 市 ） フ レ ス ポ 丸 子 中 丸 子 1 7 4 5 - 1 H18. 4 .25 4,505 ㎡

真 田 西 友 真 田 店 本 原 6 1 4 - 1 H 1 2 .  3 . 1,314 ㎡

武 石 武 石 シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー 武 石 沖 2 0 4 - 1 H  2 . 7 . 2 0 1,554 ㎡
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[４]都市機能の集積のための事業等

１．市街地の整備改善のための事業

○上田橋中島線道路整備事業

○櫓下泉平線道路整備事業

○天神町新屋線道路整備事業

○上田藩主屋敷跡遊歩道整備事業

○街なか駐車場整備事業

○材木町線道路整備事業

○中常田新町線道路整備事業

○街なみ環境整備事業 柳町紺屋町地区

○日本の歴史文化遺産保存による観光施設整備計画の策定

２．都市福利施設を整備する事業

○交流・文化施設整備事業

○市民緑地広場整備事業

○大手門地区緑地広場整備事業

○総合保健センター整備事業

○交流サロン整備事業

○海野町会館運営・改修整備事業

○観光会館売店運営事業

○赤ちゃんステーション設置推進事業

３．住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上

のための事業

○大手門地区中心市街地共同住宅整備事業

○天神三丁目住宅供給事業

○歴史的街並み景観保全事業

４．商業の活性化のための事業及び措置

○大手門地区商業等施設整備事業

○まちなかレンタサイクル試行事業

○商業施設設置事業

○テナント出店支援事業

○上田城千本桜まつり事業

○空店舗コミュニティ施設整備・運営事業

５．公共交通の活性化その他の事業

○都市地域総合交通戦略策定事業

○コミュニティバス運行事業
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１１ その他中心市街地の活性化に関する必要な事項

[１]基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項

（１）「まちづくり新拠点」（天神三丁目地区再開発計画）について

中心市街地の一角にあり、上田駅からも至近の位置にある JT跡地は面積が約 19ha という

広大な土地でありながら、民間の事業者が所有していた。広大な土地の上、厳しい財政事業

の折、行政で一括購入して利活用することは困難であったため、開発の主体を民間においた

まま、中心市街地の活性化に資するようまちづくりの視点で利活用をするように所有者であ

る日本たばこ産業株式会社には要望してきた。また、中心市街地の活性化に及ぼす影響も大

きいことから、開発については慎重に各種団体や市民、議会の声に耳を傾けながら、公共的

な利用も含め、中心市街地の中の新たな拠点と位置付けて、具体的な利活用を進めていくこ

とになる。

【ＪＴ開発地（天神三丁目地区）位置図】

● ＪＴ開発地における天神三丁目土地区画整理事業整備計画

現在、ＪＴ開発地（全体面積約 20ha）は、ＪＴ が主体となった土地区画整理事業による

整備が進められています。

今回交流・文化施設の整備を予定するのは、この区画整理区域の一部「公共地区①」の部

分になります。
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【ＪＴ開発地整備計画】

※ 以下は、あくまで「交流・文化施設検討委員会」における（案）であり、決定ではありません。

・交流文化施設構成・規模等

建物 敷地面積 約 15,000㎡

延床面積 約 17,000㎡

多目的

ホール

・大ホール（1,700 席）

・小ホール（300 席）

・他附帯施設 約 9,100 ㎡

美術館 ・常設展示室

・企画展示室

・市民ギャラリー

・アトリエ

・収蔵庫

・他附帯施設 約 2,500 ㎡

交流施設 ・リハーサル室

・多目的ルーム 約 2,400 ㎡

商業地区

・事業者 ㈱イトーヨーカ堂

(仮)アリオ上田

・内 容 物販、飲食等の大型

複合施設

住宅地区

・事業者 積水ハウス㈱

・区 画 予 定 約 130 区画

公共地区①

交流・文化施設等整備予定地

公共地区②

・取得予定者 長野県

（上田警察署用地）

複合用途地区

区域内権利者の

権利変換地
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・練習室

・会議室

・ボランティアルーム

・エントランスホール等

管理部門 ・キッズスペース

・総合案内

・事務室

・施設管理関連諸室・共有部分 約 3,000 ㎡

市民緑地・

広場

・芝生広場

・交流広場

・桜並木等 約 18,000 ㎡

駐車場 ・普通車約 400 台

・大型車（必要台数分） 約 12,000 ㎡

公共利用全体 全体敷地面積 約 45,000 ㎡

（２）公共交通について

① 別所線の存続支援

少子高齢化社会に向けて公共交通の維持が重要な課題になっているが、上田市内では中心

市街地と郊外を結ぶ上田電鉄別所線の存続問題が以前から論議されていた。別所線は、地域

住民にとっては、通学・通勤に欠かせないばかりでなく、「信州の鎌倉」と称され、数多く

の文化財が散在する塩田地域の観光にとっても重要な交通手段である。

市は、平成 17年 2月に別所線に関係する 25団体により別所線再生支援協議会を設立し、

同年 3 月、平成 17 年度から 5 年間にわたる「別所線再生計画」を策定。上田電鉄は、国、

県、市の補助を受けながら、鉄道機能向上のための整備を行っている。

また、同協議会では、「乗って残そう」をキーワードに、地域住民や支援団体等による自

治会回数券の販売斡旋、利用促進シンポジウムや写真撮影会などを開催し別所線の利用促進

策に取り組み、その成果もあり平成 18年以降３年連続で乗車人員が増加した。

これにより、国土交通省「平成 20 年交通関係環境保全優良事業者等大臣表彰」を受賞す

るなど、事業者並びに地域住民が一体となった別所線存続に向けた取組みの成果が現れて来

ている。
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図2１　別所線の利用者の推移
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② 循環バスについて

平成１９年に策定した公共交通活性化プランに基づいて、平成２０年１０月から国土交通

省の市内の循環バスの運行コース、運行間隔を見直している。

名称 コース 運行日

上田市街地循環

バス

青運行（あおバス）
月曜から土曜

1乗車200円（高校生以下及び障害者

の方は100円、小学生以下は無料。）赤運行（あかバス）

丸子地域循環バ

ス（まりんこ号）

東コース
月曜から土曜

1乗車200円（高校生以下及び障害者

の方は100円、小学生以下は無料。）西コース

オレンジバス

城下・塩尻コース 月・木曜日

1日2便

1乗車100円

（60 歳以上・障害者の方・幼児は無

料。）

西塩田コース

神川・神科コース 火・金曜日

1日2便東塩田コース

豊殿・神科コース 水・土曜日

1日2便浦里・室賀コース

※日曜・祝祭日及び 12月 31 日から 1月 3日までは全便運休
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（３）総合保健センター

１ 事業概要

（1）基幹保健センター兼上田地域保健センター

基幹保健センターは、各地域保健センターとの連携により全市民対象の効果的な健

康づくり施策を展開する。

（2）こどもセンター(子育て支援センター・発達相談センター)

子育て・子育ちを総合的にとらえた拠点「こどもセンター」として位置づけ活用し

ていく。

（3）子どもに関わる相談の連携(健康福祉部・こども未来部・教育委員会)

子どもに関する相談窓口を集約し、心配ごとはここにきて相談すると解決の糸口が

見つかるような場とする。

２ 施設整備概要

（1）面積・構造 3,677.87 ㎡ 鉄骨造 2階建て

（2）内 容

○１階

施 設 名 主な内容、特徴

健診スペース 乳幼児及び成人健診、保健指導を行う場

各種相談室 母乳育児や妊婦相談室、健康相談室

健康体験コーナー 健康づくりの情報発信、体組成・運動量測定などで健康に

関心を高める場

親子広場 常設の親子広場、子育てサークルの活動拠点

感染症対策室 ワクチンやインフルエンザ対策備蓄品の保管室

事務室 各種手続きなどの受付カウンター

共用部分 エントランスホール、多目的トイレ、親子トイレ



112

○２階

施 設 名 主な内容、特徴

多目的ホール ウオーキングや運動の集団指導室

健康増進ルーム 運動器具を使った運動体験室、個別運動処方と実践

調理室・食育ルーム 離乳食教室や栄養講座の実践指導室

発達相談室 発達障害児やその親に対しての相談や支援を行う場所

教育相談所 不登校や就学等に関する相談

会議室 大会議室 1、小会議室 2

共用部分 多目的トイレ、幼児トイレ、書庫

○外構

施 設 名 主な内容、特徴

駐車場 駐車台数約 270 台（うち身障者スペース 5台）

緑地 芝生広場、周回遊歩道 500ｍ、植栽

３ 整備スケジュール

（1）既存施設解体工事 H21.4～H21.6

（2）本体工事 H21.7～H22.3

（3）外構工事 H21.10～H22.3
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[２]都市計画との調和等

（１）新生「上田市建設計画」との整合について

平成１８年３月に１市２町１村の新設対等合併によって発足した上田市は、合併前に上田

市・丸子町・真田町・武石村合併協議会によってまちづくりの指針となる新生「上田市」建

設計画を策定した。建設計画では旧市町村の役場、支所に地域自治センターを整備し、周辺

部が寂れることのない均衡ある発展を目指すとともに、上田駅を中心とした地区を新市の玄

関口として都市機能の充実を推進することとしていた。新市発足後、建設計画の内容を基礎

として第一次上田市総合計画の策定に着手した。

（２）第一次上田市総合計画との整合について

新市発足後、第一次上田市総合計画、国土利用計画の策定を進め、平成２０年から実行に

移している。総合計画では中心市街地の商業をはじめとする各種の都市機能の充実と郊外へ

の無計画な拡散を抑制することとし、近隣の

観光資源と商店街との回遊性を高め、観光と

商業の相乗効果の発揮を促すこととしてい

る。また、中心市街地に公共施設や文化機能

を集積させるとともに、「まちなか居住」を進

めることとしている。

また、市内外の交流を円滑に進めるため、

近隣市町村とも連携を図りながら、「上田地域

３０分（サンマル）交通圏」構想の実現にむ

け道路網を整備し、上田駅のアクセスを高め

ることで、上田市の中心市街地の活性化が広

域的な効果を発揮することを図っている。

国土利用計画では集約型都市構造への誘導

と個性あふれる地域づくりの推進を基本方向

として掲げ、既存の都市ストックを生かしな

がら中心市街地の活性化を図るとしている。

（３）上田市都市計画マスタープランとの整合について

新上田市のうち、旧上田市、旧丸子町が都市計画域を設定していた。新市発足後、全市域

を一体の都市としてまちづくりの指針を定める必要があることから都市計画マスタープラ

ンの策定に着手している。

素案では、まちづくりの方針として集約型都市構造への土地利用の誘導を掲げ、既存スト

ックを生かした拠点集約型都市構造の実現、にぎわいと活力ある中心市街地の充実を掲げて

いる。一方、地域別の方針は多様な都市機能を備えた市民や来訪者が行き交うにぎわいと交

流にあふれる中核拠点づくりを目指すとしている。

上田地域 30 分交通圏概要図
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１２ 認定基準に適合していることの説明

基 準 項 目 説 明

第 1号基準

基本方針に適合するもの

であること

意義及び目標に関する事項 意義は「１ [５]」に記載

目標は３に記載

認定の手続き

中心市街地の位置及び区域に関する

基本的な事項

「２」に記載

４から８までの事業及び措置の総合

的かつ一体的な推進に関する基本的

な事項

「９」に記載

中心市街地における都市機能の集積

の促進を図るための措置に関する基

本的な事項

「１０」に記載

その他中心市街地の活性化に関する

基本的な事項

「１１」に記載

第 2号基準

基本計画の実施が中心市

街地の活性化の実現に相

当程度寄与するものであ

ること

目標を達成するための必要な４から

８までの事業等が記載されているこ

と

「３」の目標を達成するために

必要な事業を「４」から「８」

に記載

基本計画の実施が設定目標の達成に

相当程度寄与するものであることが

合理的に説明されていること

「３」に記載

第 3号基準

基本計画が円滑かつ確実

に実施されると見込まれ

るものであること

事業の主体が特定されているか、また

は特定される見込みが高いこと

事業主体が特定されている事

業は「４」から「８」に記載

なお、特定されていない事業は

関係者と協議し、特定する。

事業の実施スケジュールが明確であ

ること

事業主体が特定されている事

業は計画期間中に着手が見込

まれる。


