
����
��
��
��
��
��
���
���
���
���
���

���
���
���

����
����
����

����
����
����

����
����
����
����

����
����
����
����

�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

����
����
����
����
����

����
����
����
����

����
����
����
����

���
���
���
���

���
���
���
���

���
���
���

���
���
���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��

5.9

9.2 9.6

8.0

6.0

4.7
5.4

5.9

3.8
4.3

3.1

2.1

3.8

2.6

0.8

3.6

6.0

6.9

6.1 6.4

6.6

4.3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

平成4 6 8 10 12 14 16（年） 
0

2

4

6

8

10

12
（千坪） （％） 

新規供給面積 

空室率（優良ビル） 

空室率（全体） 

2.1
2.6

0.8

3.6

6.9

6.4

１．業務機能の状況

（１）最近のオフィス需給動向～東京都区部の空室率の動向～

平成１５年に大量供給された新築大型ビルに

既存のオフィスビルから企業が移転すること

により、従前入居ビルの空室率が上昇するこ

とが懸念されていたが、平成１６年末の空室率

は６．０％と、平成１５年末の６．９％と比べると空

室率は低下した。これは、賃料の下落傾向が

続く中で、企業が移転を検討しやすい状況に

あったことや、景気の改善がみられたこと等

によると考えられる。また、一定の規模や設

備を有する優良ビル１）の空室率についても、

賃料下落の影響もあり、「新・近・大」と呼

ばれる物件へ移転のしやすい状況となり、平

成１５年末の６．４％から平成１６年末には３．６％と

大きく改善している（図表２‐２‐１）。

（２）最近のオフィス等のコンバージョン事例

近年、入居率の低下したオフィスビルを集合住宅に転用したり、他の用途に変更したりする

ことにより、オフィスの再生を図る動きが活発化しつつある。このような動きは、コンバージョ

ンと呼ばれており、既存ストックの有効活用や地域の活性化にもつながる有効な手法の一つと

考えられる。

オフィスビルから住居へのコ

ンバージョンの事例は数多く存

在するが、それ以外にも様々な

用途に関するコンバージョンが

実施されている。例えば、杉並

区では民間の空室化していたオ

フィスビルを、別の民間企業が

借り受け、有料老人ホーム「ア

リア高井戸」にコンバージョン

１）優良ビルとは、以下の条件を満たすビルである。①地域：都心５区（千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区）

を中心とするオフィス街として成熟度の高い地域、または将来性の高い地域、②延床面積：１０，０００坪以上、③フロ

ア面積：２００坪以上（賃貸対象有効面積）、④竣工年：築２１年未満のビル、⑤天井高：２．６m以上、⑥空調：１フロア

以下の単位で調整が可能なもの、⑦床配線：３WAY、フリーアクセス採用のもの、⑧電気容量：３０VA／m２以上、

⑨入退室時間：２４時間可能なもの

図表２‐２‐１ 空室率と新規供給面積の推移

活力創出に資する機能の状況
第2節

注 ：新規供給面積は年間の値、空室率は年末の値（東
京２３区）。

資料：（株）生駒データサービスシステム資料により国土
交通省国土計画局作成

ちよだプラットフォーム

コンバージョン前 コンバージョン後

資料：国土交通省
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し、有効活用している。また、民間施設から民間施設へのコンバージョンばかりでなく、公的

施設から民間施設へのコンバージョンも行われており、千代田区では、地元企業向けに会議室

や展示場として貸し出しを行ってきた中小企業センターを、民間事業者にビルの維持・管理を

含めて一括して委託し、委託を受けた民間事業者が、利用率の低下していた中小企業センター

を、「ちよだプラットフォームスクウェア」（写真）として、オフィスビルに用途変更した。こ

こでは、必要なスペースや、ロッカー、メールボック

ス等の小規模オフィス機能を提供し、SOHO事業者を

呼び込み、育った事業者を周辺の空室ビルに移転させ

るという機能が期待されており、地域の活性化を目標

としたコンバージョンの事例といえる。

実際にコンバージョンを実施した建物所有者及び事

業者などを対象にアンケート調査を行ったところ、コ

ンバージョンを行った事による周辺地域への影響につ

いては、８割以上が良い影響を与えたと回答している

（図表２‐２‐２）。具体的にどのような良い影響を与え

たかについて見てみると、活性化した、景観がよみが

えったといった回答が多かった（図表２‐２‐３）。

また、その他の回答の中には、空きビルがあったり、

人通りの少なかった地域においてコンバー

ジョンを実施することにより、地域が活性化

し、治安が良くなったとの回答もあった。こ

れらのことからもコンバージョンが地域の活

性化に有用であると考えられる。同様に、コ

ンバージョン実施過程での阻害要因について

聞くと、設備がコンバージョン後の用途に適

さない、構造上コンバージョンの実施が困難

な部分がある、コンバージョンすることによ

り現行規定に不適合となるといったハード面

の問題のほか、コンバージョンのコストが確

定しにくく収支計画が立たないなど、コン

バージョン事例の情報の少なさに起因する問

題点もみられた。

近年、採光規定の緩和などコンバージョン

に関する規制の緩和が行われているほか、都

心部の既存ストックを賃貸住宅へ再生し供給する場合の税制上の特例も認められている。また、

公的な施設についても、地域再生のため、地域再生計画の認定を通じて、廃校舎の転用など補

助金の交付を受けて整備した施設を有効利用する場合の手続きの迅速化等を行っており、本年

４月１日に公布、施行された「地域再生法」（平成１７年法律第２４号）において法制度化されたと

ころである。今後も引き続き、既存ストックの有効活用という観点からコンバージョンが円滑

に進められる環境を整備していくことが重要であると考えられる。

図表２‐２‐３ コンバージョンの実施による
影響の内容

図表２‐２‐２ 実施したコンバー
ジョンが周辺地域
に与えた影響

注 ：単数回答 n＝６０。
資料：国土交通省国土計画局作成

注１：複数回答 n＝４４。
注２：図表２‐２‐２にて「非常に良い影響を与えた」、「多

少は良い影響を与えた」を選択した人に質問。
資料：国土交通省国土計画局作成
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２．産業機能の状況

（１）首都圏における産業の成長

「第５次首都圏基本計画」（平成１１年３月内閣総理大臣決定）では、首都圏が目標とする社会

や生活の姿の一つとして「我が国の活力創出に資する自由な活動の場の整備」を掲げており、こ

れからの首都圏整備においては、個人・組織による多様な経済的・社会的活動が展開しやすい

場の形成が重要としている。

日本経済における首都圏経済の位置付けを見ると、首都圏は全国のGDPの３分の１超を占め

ている（図表２‐２‐４）。また、圏域内の総生産における産業のシェアを見ると、第３次産業が大

きなウェイトを占めている（図表２‐２‐５）。こうしたことから首都圏経済が更なる成長を遂げる

ためには、第３次産業の活性化が重要と考えられる。

従業者数の伸びをもとに産業の発展度合いを見た場合、産業が地域の特性に関係なく発展し

ていくとすれば、東京における産業の従業者数の伸びと東京以外の地域での伸びが等しくなる

と考えられる。しかし実際には、物流の効率化や情報化の進展等により、立地する場所の制約

が少ない業種や、集積による効果や顧客との関係といった要因から、大都市に立地することが

有利な業種もあり、その伸びは業種によって違いがある。平成３年、８年、１３年の事業所・企

業統計調査を用いて標準産業分類における中分類で第１次産業を除く各業種の従業者数の伸び

を東京と東京以外の地域で見てみると、平成３年から８年にかけては「その他の小売業」や「家

具・じゅう器・家庭用機械器具小売業」が東京においてその他の地域よりも伸びている。これ

は、ドラッグストアや家電量販店が増加したことによると考えられる。また、平成８年から１３

年にかけては、全体として東京と東京以外の地域での従業者数はほぼ同じ伸びを示しているが

（図表２‐２‐６）、東京では「情報サービス・調査業」の、東京以外の地域では「社会保険、社会

福祉」の増加率が高くなっている。

図表２‐２‐４ 全国のGDPに対する首都圏の
シェアと実額

図表２‐２‐５ 首都圏の圏域総生産における
第３次産業のシェア

資料：「県民経済計算」（内閣府）により国土交通省国土計画局
作成

注 ：圏域総生産は第１次から第３次産業の総計。
資料：「県民経済計算」（内閣府）により国土交通省国土

計画局作成
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さらに平成８年から１３年について標準産業分類における第１次産業以外の小分類で同じよう

に各産業の増加率をみると、「ソフトウェア業」や「電子計算機・同附属装置製造業」等のIT

関連産業等の業種が東京で大きな伸びを示していることがわかる（図表２‐２‐７）。このような特

徴は、近年のIT化の進展とそれに関連する産業が東京において優位性を持つことを示している

と考えられる。

図表２‐２‐６ 標準産業分類の中分類における第１次産業を除く各業種の従業者数（民営）の伸び率

図表２‐２‐７ 標準産業分類の小分類における第１次産業を除く各業種の従業者数（民営）の伸び率

注 ：プロットは従業者数（民営）の伸び率（左図：平成３年→平成８年、右図：平成８年→平成１３年）を表す。
資料：「事業所・企業統計調査」（総務省）により国土交通省国土計画局作成

注 ：プロットは平成８年から平成１３年までの従業者数（民営）の伸び率を表す。
「他に分類されない事業サービス業」はディスプレイ業、非破壊検査業等。
「その他の医療業」は看護師業、介護老人保健施設等。

資料：「事業所・企業統計調査」（総務省）により国土交通省国土計画局作成

第
２
章

首
都
圏
の
現
況

51



（２）ソフト系IT産業の集積動向

新規参入や業態変化等の動向の早いIT産業の中でも、主にソフトウェアやホームページデザ

イン等を扱うソフト系IT産業１）は、他産業に比べ参入が容易であることやインターネットが急

速に普及したことに伴い、平成１１年頃には「ネットバブル」と呼ばれるほど活発な参入が行わ

れた。我が国の経済が長期の低迷を続ける中で、こうしたソフト系IT産業は多くの雇用を生み

出したと考えられている。

以下では、NTTのタウンページに地域別、業種別に登録されている事業所数等から調査した

結果をもとに、ソフト系IT産業の全国の動向と日本最大のソフト系IT産業の集積地である東

京都山手線沿線における動向について紹介する。

①全国及び首都圏のソフト系IT産業の動向【平成１６年４月～９月期】

ソフト系IT産業の事業所数は、平成１４年１０月～平成１５年３月期以来、事業所数の減少が続

いていたが、平成１６年４月～９月期調査では２年ぶりに事業所数が増加し、最も多かった平

成１４年４月～９月期に次ぐ事業所数となった（図表２‐２‐８）。

平成１５年度情報処理実態調査２）の結果によれば、ITバブル以降減少を続けていた一企業当

たりのIT投資額が４年ぶりに増加に転じ、事業収入に占めるIT投資額の割合も上昇するな

ど、企業のIT投資が確実に拡大していることが確認され、また、最近の傾向として、戦略的

な新規システムや設計・製造管理を中心に、全社共通の部門横断的なシステムへの投資が伸

びているとしている。このように企業のIT投資額が増加に転じていることも、平成１６年４月～

９月期のソフト系IT産業の事業所数の増加に繋がっている一要因と考えられる。

地域別では、平成１６年４月～９月期には栃木県や群馬県、埼玉県、神奈川県などにおいて

インターネット関連サービスの事業所数の増加が目立った（図表２‐２‐９）。

ソフト系IT産業の開業後１年後、２年後の存続率（ある期間に開業した事業所のうち１年

後、２年後に存続している事業所数の割合）を見ると、１年後、２年後ともに、わずかずつ

ではあるが上向いている。特に平成１５年４月～９月期の開業後１年後の存続率は、平成１２年

４月～９月期以来、３年ぶりに８０％を超えている（図表２‐２‐１０）。

１）本稿では「ソフト系IT産業」として、NTTの編集するタウンページの業種分類において「インターネット関連サー

ビス」「ソフトウェア業」「情報処理サービス」の３業種を選び、各時点のタウンページにおける事業所数の登録数

等から調査を行っている。

＜参考＞ソフト系IT産業の全国の集積動向については国土交通省のホームページ

http : //www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/02/020223_.htmlにて紹介している（平成１７年４月現在）。

２）「平成１５年度情報処理実態調査」の調査対象期間は、平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日までの１年間。
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図表２‐２‐８ ソフト系IT産業の開廃業率の推移

図表２‐２‐９ 事業所数の伸び率

図表２‐２‐１０ 全国の期間別開業率と１年後、２年後の存続率

注 ：開廃業率は年率換算している。
資料：国土交通省国土計画局調べ

注 ：事業所数の伸び率は平成１６年４月～９月の半年間のもの。
資料：国土交通省国土計画局調べ

資料：国土交通省国土計画局調べ
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②東京都心部の状況

（東京２３区及び山手線周辺を中心とした集積の動向）

全国のソフト系IT産業の事業所数は平成１６年４月～９月期に増加へと転じたが、我が国の

ソフト系IT産業の多くが分布する東京都２３区全体では事業所数の減少が続いている。減少率

は、前期と同程度の年率０．８％である。

区毎の動向としては、新宿区の事業所数が大幅に減少し、また、渋谷区の事業所数は引き

続き減少している。千代田区、港区、中央区の事業所数は、ほぼ同水準の伸び率で増加して

いる（図表２‐２‐１１）。

業種別動向の特徴をみると、千代田区ではソフトウェア業が、港区ではインターネット関

連サービスが特に増加し、中央区ではソフトウェア業、インターネット関連サービス、情報

処理サービスの３業種いずれの事業所数も増加と、区毎に一定の傾向が見受けられる。また、

新宿区では、とりわけ情報処理サービスの事業所数の減少が著しい。渋谷区では、これまで

２３区内で最も多かったインターネット関連サービスの事業所数が３００を下回り、事業所数が特

に増加した港区と順位が逆転した。

この背景としては、新宿区、渋谷区周辺の地域では、老朽化したビルが多く、ソフト系IT

産業の事業に適さなくなってきていることと、港区では汐留の再開発や大型ビルの建設など、

立地環境の整備により、ソフト系IT産業の事業所の進出や、取引先の企業のそうした再開発

地域等への進出によって、事業活動の利便性を重視するソフト系IT産業の事業所が進出した

ことなどが考えられる。

港区と渋谷区には、インターネット関連サービスの事業所が多く、これらの事業所数が両

区のソフト系IT産業の総事業所数に占める割合はともに２０％を超えている。２３区全体で見て

も、渋谷区から港区にかけての「ビットバレー」と呼ばれた地区においては、依然として、イ

ンターネット関連企業の集積がみられるが、前述のように、渋谷区では事業所数が減少傾向

図表２‐２‐１１ 東京都事業所数上位５区における事業所数の伸び率の推移（年率換算）

資料：国土交通省国土計画局調べ

第
２
節
■
活
力
創
出
に
資
す
る
機
能
の
状
況

54



にあり、港区では事業所数が増加している（図表２‐２‐１２）。

東京都山手線周辺におけるソフト系IT産業の事業所数（主要なターミナル駅（基準駅）か

ら半径１km圏内にある事業所）の過去１年間（平成１５年１０月～平成１６年９月）の伸び率は、

秋葉原、神田、九段下から銀座、浜松町にかけての山手線東部地域で高く、山手線東部地域

での堅調な事業所数の伸びが見られた。一方で、山手線西部地域では、渋谷駅周辺で微増と

なったほかは、減少傾向となっている（図表２‐２‐１３）。このように山手線周辺におけるソフト

系IT産業の事業所の立地動向は、東高西低となっていることがうかがえる。

山手線東部地域でソフト系IT産業の事業所数が伸びている背景には、前述の汐留の状況と

同様に秋葉原、丸の内の地域でも、再開発や大型ビルの建設など立地環境の整備が進んだこ

とから、そうした地域にソフト系IT産業の事業所が進出したことや、さらに取引先の企業が

これらの地域に進出したことによって、事業活動の利便性を重視するソフト系IT産業の事業

所が、取引先の企業に近接した地域へと進出したことなどが一要因として考えられる。

図表２‐２‐１２ 事業所集積上位５区の業種毎の事業所数の推移

平成１３年３月 平成１３年９月 平成１４年３月 平成１４年９月 平成１５年３月 平成１５年９月 平成１６年３月 平成１６年９月
業種別事業所数割合
（平成１６年９月）

千代田区 計 １，２５３ １，３１３ １，３２３ １，３６３ １，３６８ １，３８７ １，３８３ １，３９９

インターネット
関連サービス

１９１ ２１２ ２２４ ２２５ ２３０ ２３０ ２２７ ２２４ １６．０％

ソフトウェア業 ７４７ ７７９ ７７６ ８０４ ８０３ ８１６ ８１９ ８３６ ５９．８％

情報処理サービス ４４６ ４５６ ４４３ ４５１ ４４８ ４５２ ４４４ ４４６ ３１．９％

新宿区 計 １，１７６ １，１８８ １，１８３ １，１６９ １，１６４ １，１４０ １，１３４ １，１００

インターネット
関連サービス

１８１ １９０ ２０２ ２０６ ２１２ ２０２ ２１０ ２０８ １８．９％

ソフトウェア業 ７１２ ７２５ ７１１ ６９９ ６８９ ６８４ ６７６ ６６６ ６０．５％

情報処理サービス ４１８ ４０６ ３９２ ３８６ ３８６ ３７５ ３６６ ３３８ ３０．７％

港区 計 １，３０８ １，３３９ １，３２１ １，３２２ １，２９２ １，２８２ １，２８９ １，３０５

インターネット
関連サービス

２８５ ３０７ ３０２ ２９７ ２９８ ２９１ ３０１ ３１９ ２４．４％

ソフトウェア業 ７２２ ７３８ ７１１ ７２１ ７０２ ７０７ ７０７ ７１３ ５４．６％

情報処理サービス ４１７ ４１０ ４０６ ３９７ ３８６ ３７４ ３７０ ３５９ ２７．５％

渋谷区 計 １，１８６ １，１９９ １，２０２ １，１９６ １，１８５ １，１４９ １，１３２ １，１１９

インターネット
関連サービス

２６６ ２８８ ２８７ ３１０ ３１１ ３０１ ３０４ ２９２ ２６．１％

ソフトウェア業 ６９２ ６９２ ６９７ ６８２ ６７９ ６６１ ６４５ ６４９ ５８．０％

情報処理サービス ３３９ ３２７ ３１９ ３０２ ２８９ ２８０ ２７４ ２６７ ２３．９％

中央区 計 ８５５ ８７２ ８８９ ８９５ ９００ ８９６ ９１７ ９２８

インターネット
関連サービス

１１７ １２３ １２３ １２８ １３１ １４０ １５３ １５６ １６．８％

ソフトウェア業 ４８９ ５０４ ５１６ ５２０ ５２９ ５１８ ５３１ ５３６ ５７．８％

情報処理サービス ３３１ ３２５ ３２７ ３２５ ３１７ ３１１ ３０６ ３１１ ３３．５％

注 ：同一の事業所が複数の業種に登録している場合があるため、各業種の事業所数の単純合計とソフト系IT産業の総事業所数
は異なっている。

資料：国土交通省国土計画局調べ
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〈凡例〉 
基準駅から半径1km 
圏内の事業所数 

基準駅から半径1km 
圏内の事業所数 
円の面積が比例 

600以上 

300以上600未満 

300未満 

3.0％～7.0％未満 

0.0％～3.0％未満 

－1.0％～0.0％未満 

－3.0％～－1.0％未満 

－5.0％～－3.0％未満 

－7.0％～－5.0％未満 

－7.0％未満 

〈凡例〉 
事業所数伸び率 
7.0％以上 

図表２‐２‐１３ 基準駅から半径１km圏内の事業所数とその伸び率～山手線沿線～

資料：国土交通省国土計画局調べ
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（３）工業機能の状況

①工業出荷額等の動向

首都圏における製造業

は、平成１５年に事業所数、

製造品出荷額が増加し、

従業員数は微減した。首

都圏で最も事業所が多い

東京都では、事業所数は

前年比で、２．０％増となっ

たが、従業者数は２．７％減

となった（図表２‐２‐１４）。

この背景には、日本経

済が平成１４年初めから回

復を続けている中で、企

業の過剰雇用や債務が縮

小し、人件費圧縮等によ

り収益が増加して新規参

入等による事業所数が増加しているものの、個々の企業は依然として厳しい競争にさらされ

ており、雇用の増加に対しては慎重になっていることがあると考えられる。

②工業等制限制度廃止の影響

平成１４年７月に廃止された

「首都圏の既成市街地におけ

る工業等の制限に関する法

律」の制度廃止前後に当たる

平成１３年末と平成１５年末を比

較すると、制度廃止後も埼玉

県、東京都及び神奈川県１）

の製造業の事業所数及び従業

者数は減少しており、全国

シェアも低下傾向にある（図

表２‐２‐１５）。また、平成１５年

度の工業立地動向調査によると、埼玉県、東京都及び神奈川県１）の工場立地件数は、低調な

傾向にあり、旧制限区域内で新増設された工場で、旧制限施設の要件を満たすものは、件数

で２０件、作業場面積の規模で４０，７４４m２であるが、これらのほとんどが現地での増設や建て替

えであった。これらのことから、現在のところ、工業等制限制度の廃止による工場の都心部

への再集中は見られない。

１）工場等制限制度が適用された地域は、埼玉県、東京都及び神奈川県に含まれる既成市街地である。

図表２‐２‐１４ 首都圏の製造業の事業所数等

図表２‐２‐１５ 埼玉県、東京都、神奈川県の製造業のシェア

事業所数 従業者数 製造品出荷額等

実 数 前年比
（％）

実 数
（人）

前年比
（％）

金 額
（百万円）

前年比
（％）

全 国 ２９３，９１１ １．１ ８，２２８，１５０ ▲ １．１２７３，７３４，４３６ １．６

茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神奈川
山 梨

７，２４４
６，１７３
７，２５１
１６，６２９
７，０３２
２３，５２１
１１，８２４
２，７５１

１．７
２．４
３．３
２．４

▲ ０．５
２．０
１．４
４．１

２６３，６１４
２０５，４９８
２１５，１８９
４２９，９８０
２２２，０９６
４１４，０１５
４３２，３００
７５，１７３

▲ ０．３
１．２

▲ １．１
▲ １．１
▲ ２．５
▲ ２．７
▲ １．７
▲ １．８

１０，０７２，１５２
７，７０４，４５６
７，２８５，５５０
１３，０６９，１０８
１０，８８８，７９６
１１，３０６，０６３
１８，７５２，２０１
２，２３９，２２８

１．１
０．６
０．８
２．４
３．４

▲ ３．８
４．４
５．８

平成１３年末 平成１４年末 平成１５年末

製造業事業所数
（全国シェア）

５５，７６６
（１７．８％）

５０，９５１
（１７．５％）

５１，９７４
（１７．７％）

製造業従業者数
（全国シェア）

１，３９５，７０１人
（１５．９％）

１，３００，０９７人
（１５．６％）

１，２７６，２９５人
（１５．５％）

注 ：従業者数が４人以上の事業所。
資料：「平成１５年度工業統計表」（経済産業省）

注１：従業員数が４人以上の事業所。
注２：調査は毎年１２月３１日現在で実施。
注３：平成１３年末の数値については「新聞業・印刷業」を除いた数値。
資料：工業統計（経済産業省）により国土交通省国土計画局作成
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（４）農林水産業に関する機能の状況

①農林水産業の現況

首都圏の農業は、都市化の影響を受けつつも、世界最大規模の消費地に近いという有利性

をいかし、全国有数の農業産出額をあげる県（千葉県２位、茨城県３位（平成１５年推計値ベー

ス））を有している。同産出額については、平成１１年～１５年の間で約７％（全国は約５％）の減

少となっているものの、常に全国の２

割程度を占めている（図表２‐２‐１６）。

また、野菜については、東京都中央卸

売市場に集まる野菜総取扱量の約４６％

（平成１６年）を産出しており、食料供

給基地としての重要な役割を果たして

いる。

我が国の食料安定供給に向け、国内

生産量の維持増大は重要な事項であ

り、首都圏においても実需者の多様な

ニーズにこたえる生産体制の整備や農

業に対する理解の向上に向けた取組が

なされている。

首都圏の林業は、林業産出額で４１３

億円（平成１５年）と全国の１割程度を

占めており、栃木県、群馬県の２県の

合計額が首都圏全体の約６割となって

いる。同産出額については、減少傾向

にある（平成１１年～１５年の間で約２０％

減少）が、平成１３年以降の減少幅は小

さくなっている（図表２‐２‐１７）。

森林には水源かん養等の公益的機能

の発揮も期待されており、首都圏にお

いても林業経営体の経営基盤の強化等

による担い手の育成、森林づくりにお

ける都市部との交流・連携等のための

取組がなされている。

首都圏の水産業は、漁業生産額（海

面漁業・養殖業）で９０８億円（平成１５

年）と全国の約６％を占めている（図

表２‐２‐１８）。また、千葉県、東京都の

２都県の合計額が首都圏全体の６割強

を占めている。

水産資源の持続的利用等の重要性が

提唱される中、首都圏においても、生

産性の高い漁場の確保、漁場環境の維

持・向上等の取組がなされている。

図表２‐２‐１６ 首都圏における農業産出額の推移

図表２‐２‐１７ 首都圏における林業産出額の推移

図表２‐２‐１８ 首都圏における漁業生産額（海面
漁業・養殖業）の推移

資料：「生産農業所得統計」（農林水産省）により国土交通省国
土計画局作成

資料：「生産林業所得統計」（農林水産省）により国土交通省国
土計画局作成

資料：「漁業養殖業生産統計」（農林水産省）により国土交通省
国土計画局作成
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②食料の安定供給や公益的機能の発揮に関する首都圏農林水産業の持続的な発展への取組

（本格的な耕作を目指して中高年を育成す

る取組事例）

神奈川県では、県が農園を開設し、企業

などを退職した中高年者などに農地を貸し

出し、利用者に健康や生きがいを提供する

とともに、農地の保全を図ることを目的に

「中高年ホームファーマー制度」を開始し

ている。

具体的には、１年目に１００m２の農地を耕

作する「ホームファーマー体験研修」と、

さらに体験研修を終えた者が２年目に３００

～５００m２程度の農地を耕作し、より高度な

研修を実施する「ホームファーマー実践研

修」を行っている。

（学校教育と連携した森づくり体験学習の

取組事例）

平成１５年度より、学校教育と連携した森

づくり体験学習を進めるため、神奈川県で

は、南足柄市にある県立２１世紀の森で、県

内の小学生を対象に、植樹や下草刈り並び

に自然観察や木工体験等を「こどもの森づ

くり」として行っている。この活動は、学

校単位で３年間継続して参加することとし

ており、子どもたちが体験を通して、森林

のはたらきを学び、森林への理解を深める

ことを目的としている。これまでに、

４校約３５０名の小学生による「こども

の森づくり」が行われている。

（都市近郊における漁業の公益的機能

の発揮事例）

横浜市漁協では、魚介類の産卵場や

稚魚の育成の場として重要であるアマ

モ場の再生にボランティアとともに取

り組むとともに、海に投棄された粗大

ゴミなどを底曳網で回収するなど沿岸

域の環境保全に貢献している。また、

週に一度開かれる獲れたて魚介類の直売所は多くの地域住民が訪れ交流の場になっている。こ

のように、漁業者は水産物の安定供給以外にも様々な役割を担っている。

体験研修の様子

下草刈り作業の様子

アマモ種子の採取作業の様子
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３．研究開発・高等教育機能の状況

（１）首都圏における大学の新設

平成１６年度に首都圏において開設された大学は８校（大学院大学２校を含む。また、８校の

うち２校は短期大学を廃止して大学を設置するもの。）であり、新たに大学院が開設された大学

は６校（大学院大学２校を含む。）であった。この結果首都圏における大学数は２３２校、大学院

を持つ大学数は１８４校となった１）。

新たに開設される大学では、例えば、東京都において、首都大学東京が平成１７年４月、東京

都八王子市・日野市等に開設された（Ｐ５参照）。首都大学東京は、大都市の現場に立脚した教

育研究に取り組むとともに、都市の文化、経済、技術などが集積する東京でしか学べない「都

市文明」を中心とした教養教育等に取り組むことを目的としている。また、構造改革特別区域

制度の下、平成１６年４月に、初の株式会社立大学が２校設置された（東京都千代田区）。

（２）高等教育機関の活性化

①特色ある大学教育支援プログラム

個性輝く大学づくり、国際競争力の強化等が求められる中、大学教育の質の充実や世界で

活躍し得る人材養成が重要な課題となっている。

文部科学省は、大学教育の改善に資する種々の取組のうち、今日まで継続的に実施され、実

績を挙げている特色ある優れた取組を選定し、選定された事例を広く社会に情報提供するこ

とにより、各大学等が選定された事例を参考に教育の改善に取り組む「特色ある大学教育支

援プログラム」を実施している。平成１６年度は、５８件の取組が採択された。

②現代的教育ニーズ取組支援プログラム

今後、大学における教育面での改革を一層促進していく必要性から、文部科学省は、社会

的要請の強い政策課題に対応したテーマ設定を行い、各大学等から申請された取組の中から、

テーマの趣旨、目的に沿った確実な計画のもと、新たな大学教育改革に資する教育プロジェ

クト（取組）を選定し、財政支援を行う「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」を実施し

ている。平成１６年度は、８６件の取組が採択された。

③世界的研究教育拠点の形成（２１世紀COE２）プログラム）

我が国の大学が、世界トップレベルの大学と伍して教育及び研究活動を行っていくために

は、第三者評価に基づく競争原理により競争的環境を一層醸成し、国公私を通じた大学間の

競い合いが活発に行われることが重要である。こうしたことから、文部科学省は、我が国の

大学の世界最高水準の研究教育拠点を学問分野毎に形成し、研究水準の向上と世界をリード

する創造的な人材育成を図り、国際競争力のある個性輝く大学づくりを推進することを目的

として、「２１世紀COEプログラム」を実施しており、平成１６年度は、２８件の取組が採択され

た。

１）文部科学省調べ（平成１６年５月現在）。放送大学（千葉県）を除く。

２）Center of Excellence（卓越した研究拠点）の略。

第
２
節
■
活
力
創
出
に
資
す
る
機
能
の
状
況

60



④大学等発ベンチャー

大学等では、それらが持つ研究機能・技術シーズ等の知的資源を活用する方策として、大

学等が関係したベンチャー企業の創設等が活発化している。このような大学等が関係して設

立されたベンチャー企業の数は９１６社（平成１６年８月末現在）となっており、前年同期の６１４

社から大幅に増加した。首都圏に本部を持つ大学では、早稲田大学（６５社）、慶應義塾大学（４３

社）、東京大学（３３社）、筑波大学（３０社）、東京工業大学（２２社）等が関係したベンチャー企

業の設立が多い３）。

キャンパス・イノベーションセンター

キャンパス・イノベーションセンター

文部科学省では、東京都港区芝浦に「知の創造と継承」を担う大学の英知を結集し、これを
広く社会に還元していくための「知の集積拠点」として、サテライトキャンパスやリエゾンオ
フィス４）等の様々な機能を有する「キャンパス・イノベーションセンター」を平成１６年４月に
開設した。
「キャンパス・イノベーションセンター」は、交通の便が良くアクセスしやすい環境にあり、
入居した大学がそれぞれの特色や個性をいかしつつ、相互に刺激を与えあい、切磋琢磨して、
教育研究及び地域や社会に向けた各種の活動を行っていくことにより、「教育」、「研究」、「社
会貢献」等の大学に求められる重要な使命をより一層果たしていくことが期待されている。

３）平成１６年度文部科学省２１世紀産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム「大学等発ベンチャーに関する調査結

果について（第一次調査結果の発表）（平成１６年１１月４日）による。

４）学外の諸機関と大学を結び付ける窓口としての機能を担当する事務局。

資料：独立行政法人国立大学財務・経営センター
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