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平成 21 年 4 月 

国土交通省国土計画局 

 

過疎集落研究会報告書＜概要＞(案) 

 

 

Ⅰ 過疎集落の現状  

・過疎集落約62,000のうち、今後10年以内に消滅又はいずれ消滅の可能

性のある集落数は約2,600 

・住民が生活する上で最も困っていること・不安なこととして、「近く

に病院がないこと」、「救急医療機関が遠く、搬送に時間がかかること」、

「近くで食料や日用品を変えないこと」など生活に必要な基礎的サービ

スに関することを挙げるものが多く、住民の９割が定住意向をもってい

る。 

・過疎集落の一人当たり公共施設整備水準はほとんどの施設で全国平均

を上回っている。 

・過疎集落のある市町村は非過疎地域に比べて財政力が低く、歳出に占

める公債費比率は高い。 

・過疎集落のある市町村では合併が進み、一市町村あたりの人口規模や

面積が拡大している。 

 

Ⅱ 過疎集落の抱える課題と取組みの基本的考え方  

１ 過疎集落を巡るこれまでの施策  

・過疎地域対策緊急措置法（昭和 45 年制定）をはじめとして、その後

10 年ごとに新法が制定されてきており、過疎対策が継続的に実施され

てきた。 

・既存施設の再編整備、地域公共交通の活性化・再生、農業生産におけ

る条件不利格差是正、へき地保健医療対策、公立学校施設整備、へき

地学校等の教育条件改善等に対する国の補助などが講じられている。 

２ 過疎集落の抱える課題  

・医療をはじめとする基礎的な生活サービスを受けることが困難になっ

ていること 

・生活基盤となっている農林業等の維持が困難となっていること 
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・地域の活性化、自立に向けた取組みが必ずしも成果をあげていない 

・地方自治体の財政制約が大きくなり、新たな取組みを行う余力が少な

くなっていること 

３ 取組みの基本的考え方  

・人口増で地域活力を向上させようとする政策は現実的ではない。 

・現居住者の生活の安定確保が第一 

・既存施設の効果的な利活用と維持更新・運営の持続可能性に力点 

・手軽に利用できる移動手段の確保、医療のプライマリーケアの充実、 

対面でのコミュニケーション機会の充実を図る。 

・農林業等の維持と内発型産業の起業促進 

・地域の活性化の取組みの目的を明確化（「元気づける取組み」から「市

場ベース」にのる産業の育成） 

・取組みにふさわしい地区単位を設定し、効果的に取り組む必要 

・住民の一体感が確保できる地区単位での住民自治の活性化 

・財政制約に十分に配慮し、施策の取捨選択 

 

Ⅲ 基礎的な生活サービスの確保  

１ 持続可能なサービス提供  

・日常的な医療、福祉、買い物、地域交通等の生活に必要な基礎的サー

ビスを提供する小さな拠点の整備 

・運転免許を保持していない者や高齢者が気軽に利用できる移動手段の

確保 

・移動販売など戸別サービスの維持 

 ２ 新たなサービス提供単位の考え方  

・財政・経営面と住民満足度の両面から、両者の折り合う最適と考えら

れる単位として昭和の市町村合併前の旧村単位あるいは中学校区くら

いの範囲を想定（概ね２千人から５千人の人口規模） 

３ サービス提供の担い手の機能分担と育成  

・サービス提供は基礎的自治体、各種組合、ＮＰＯ、民間企業、自治会、

地域住民、自然学校など地域資源を活用しようとする者など地域関係

者が分担 
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・既存組織（郵便局、農協、地元商店）には、多様なサービス提供、地

域の「公共的な」サービス提供の担い手になることに期待 

・総合的かつ戦略的な視点から企画立案、調整等を行い得る人材の配置

が必要 

・過疎地域における活動の大学のカリキュラムへの取り込みや本人のキ

ャリアアップとして認識される仕組みも必要 

 

Ⅳ 生活基盤としての農林業等の維持  

１ 持続的な農林業等の必要性  

・条件不利地域である中山間地域等では、多職の複合経営、「半農半Ｘ」

という働き方が所得確保の基本モデル 

 ２ 管理放棄地の問題  

・管理放棄地が周辺土地利用に悪影響を及ぼしている場合に、周辺土地

利用者がその管理行為を簡便な手続きで行える仕組みづくりの検討

が必要 

・農林地を将来的に生産資源として利用可能なもの、災害発生防除など

市場では評価されない機能の維持を目的とする管理を要するもの、管

理を放棄するものとに精査分類する検討が必要 

・農林地等を所有に拘ることなく、土地を適正に利用管理する意欲と能

力のある者にゆだねるための施策体系の構築が必要 

 

Ⅴ 地域の活性化に向けた取組み～新しい産業の創出  

 １ 地域資源を活用した産業創出  

・マーケティングの自前化と統合、地域ぐるみのライフスタイルの提案、

地域ファン（見込み顧客）の確保とコミュニケーションなどが効果的。

外部専門家を仲介する中間支援組織の設立支援、活動促進について検

討が必要 

２ 地域資源の発掘とビジネス立ち上げ支援  

・試行的、実験的な取組みへの支援が必要。人材育成機能の構築が重要 

３ 活動を継続させるための体制の構築  

・作業の集団化から経営の集団化への発展が必要。民間からの資金調達

の工夫が必要 
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Ⅵ 林業ビジネスの可能性  

１ 林業と森林管理の関係  

・林業経営が可能な区域の明確化が重要 

２ 地域における林業経営の可能性  

・収益性を向上させるため、経営コンサルタント機能の充実、地域外か

らの資金導入など（森林ファンド等）の仕組みが必要 

・信頼を得る手法として、国内・国際認証の取得なども有効 

３ 林業の経営環境整備  

・森林評価に必要な基礎情報の一層の精度向上を 

４ グリーンツーリズムの展開  

５ エネルギーの負荷・環境負荷減の推進  

 

Ⅶ 支援のあり方  

過疎集落を巡る生活の安定、地域の活性化に対する取組みに対する支援

については、 

・施設の新設から既存施設の維持・管理及び運営に対する支援に重点を

移すこと 

・施設整備事業に、その施設のサービス提供にかかる人材確保措置も併

せ行うなど支援の総合化を図ること 

・地域の条件に応じた取組みが行えるよう、自治体の裁量が大きくなる

ような支援方法をとること 

が重要 

 


