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1 ．は じめ に

　ま ちづ く り と は文献に よ っ て 「街づ く り」 と も 「ま ち

づ くり」 とも表示 さ れ、それ ぞ れ ハ
ード、ソ フ トが語 ら

れ て い る が、一
概 に 前 者が ハ ードで 後者 が ソ フ トで ある

と 定義づ け ら れ て い る もの で は な い 。ま ちづ く りの 内 容

も、都市計画や 都市の 基盤 整 備 な どの よ うな 公 共主体に

よ る施策 か ら、地域産業の 振興 と い う公共 と住民 との
一

体的 な 取組み や 、地 域の 生活環境の 保全 と い っ た 住民主

体 に よ る 展開 ま で 幅広 い。

　本稿 は、滋賀県内に お け る 事例か ら、地域住民等が ま

ちづ くりを実践する に あた っ て 基本 とな る 事項 を 考 察 し

た も の で あ る。

2 ．ま ち づ く り の 実 践 に お け る 3 つ の キ ーワ ード

　滋賀県内で 行 わ れ て い る ま ち づ く りの 事例 に よ り、実

践に お け る 3 つ の キ ワードを抽出す る こ とが で き る 。

〔1｝地域の 特性
・
魅力の 発見

　 まち づ く りを展 開 す る に は 、ま ず地域 の 生活環境、自

然環境、文化財、地 域 文 化 等 を 資 産 と捉 えて そ の 価 値 に

着目す る必 要 が あ る。

  まち づ く りを リ
ードす る 人 々

　地域資産を活用 して まちづ くりを進 め て い くな か で 、

ま ち づ く りを リードす る人 々 の 力 が大 き い 。そ の ため 、

キ ーパ ーソ ン の 存在 が 欠 か せ な い 。

  ま ちづ く り活動の た め の 仕 組 み

　地域の 資産を活用 し、キ
ー

パ
ー

ソ ン が リ
ー

ドしな が ら

ま ち づ く りを進め て い くた め に は、ま ちづ くり活動 の た

め の 仕組 み が必要 と な る 。

3 ．3 っ の キ ー
ワ
ードの 特性

　次 に 、前述 の 「地域 の 特性
・
魅力の 発見」、 「ま ちづ

く りを リ
ードす る人 々 」 、 「まち づ くり活動の ための 仕

組 み 」 と い う 3 つ の キ ー
ワ
ードに つ い て 、具 体 例 に よ り

そ の 特 性 を述 べ る 。

〔1）地 域 の特 性 ・魅力の 発見

　地域 の 特性
・
魅力の 発見 は地 域 に お け る ア メニ テ ィ の

発見 とい え る。ア メ ニ テ ィ環 境 実 現 へ の チ ェ ッ ク ポ イ ン

ト と し て 5 っ の 視点が 提案 さ れ て い る 。LP

　例 え ば、滋賀県内で 棚田 の 存在 す る 地 域 の 特性 ・魅 力

を こ の 5 つ の 視点か ら 分析す る と 次の よ うに な る 。2 ，

  Physical　　 用 ・機能性
一

実用性、身体性

　琵琶湖の 西岸丘陵地に は 地すべ り地帯が 多い が、そ の

中で 棚田の 稲作は 、洪水や 地すべ り防止な どの 治水、利

水 の う えで も重 要 な 役割を果た す と と もに 、地質、気候

な ど の 条件 に よ り、お い し い 米を 供給 して い る。

  Visual− 一一一景 ・視覚性一 景 観性、美観性

　斜面や丘陵地に 作 られ た 棚田 は、正 確な 水平面 とゆ る

や か な曲線、そ して 長 い 法面や高い 石積 とい っ た 地形的

な 美 しさ と、四 季 折 々 の うっ ろ い の 美 しさ が あ る。更 に

棚 田 に 立 っ て 琵琶湖 を遠望す る こ との 快 適性 が あ る。

  Ecological一 自然性一一一生 態循環性、生物性

　琵琶湖 か ら山地に 至 る河川流域中で、山裾に 位置す る

棚田 は 、水 と緑の ネ ッ トワ
ーク上の 重要な拠点 と して、

周辺 の 里山林、屋敷林、溜池な ど と一
体 とな っ て 豊 かな

生物層 を保持 して きて い る。

  Social　　 　 社会性　　 　 地域性、時代姓

　比良、比叡 山 麓の 起伏の 多 い 地形の 中で、棚田は 、平

坦な 農地を持 た な い 山間住民が、何 代 に もわ た っ て 山を

切 りひ ら き築 い た苦労 の結晶で ある 。そ こ に は 人 々 が農

業的営 み を通 し て 培 っ て き た風土 ・
文化が あ る。3 レ

  Mental− 一一一精神性　　　 原風景性、ふ る さ と性

　棚 田 は 、田 な ら し、耕耘、田植 え、稲刈 り、稲干 しな

ど の 農 作 業 に よ り、四季 を通 じて 多彩 な景観を見せ る 。

タ ガ メ やカ エ ル な どの 動物 や ヒ ガ ン バ ナ な ど の植物 も生

育 し、四 季 折々 の祭 りな どの風物 も、滋賀 の 原風景 と し

て 絵画や 写真 とな っ て 表現さ れ て い る 。

（2）まち づ く りを リ
ー

ドする 人々

　 「ま ち づ く りは 人づ く り」 と も 言 わ れ る よ う に 、まち

づ くりは 地域をは じめ とす る 人 に よ っ て リードさ れ 、ま

ちづ く りに よ っ て 人が 育ち、ま ちづ く りに よ っ て 地 域 の

コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン が 促進さ れ る。そ こに は、次の よ う

な 特色が み られ る 。

  ま ちづ く りを 先 導 して い く 「町 衆 」 の 存在

　 と りわ け、伝統的 な 祭事 や 歴 史 的街道景観の 保存な ど

に つ い て は 、町衆の 存在が 大 きい 。

  世代間の 連携が うま く行 っ て い る

　 祭 や 運動会な どの 行事を通 じ て 、中高年者、青年、子

供 と い っ た世代間の 連携、有形無形の 伝統的地 域 資産 の
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引 き継 ぎが 行 わ れ る。

  女性の 活躍

　 水環境の 保全 や、農産物加工、販売 な ど に よ る ま ちづ

く り にお い て は、特 に女性 が リードす る 活動 が 顕著で あ

る。

  子供の 参加

　 学校教育 との 連携 に よ る 地域 の 自然観察活動 や 、子 供

が 主役 と な る 伝統行事 な ど に よ り地域の 活性化 が 図 ら れ

る。

  情報をキャ ッ チ し、発進す る 人 の 存在

　 ま ちづ くりの 櫞想や戦略 を考 え る に あ た っ て 適切 な情

報 をキ ャ ッ チ す る こ とや、活 動 の 成果を 外部 に 発進す る

こ とが ま ちづ く りに 活力を 与 え る 。そ れ ら を行 う た め に

ア ン テ ナ を高 く掲 げ る情報マ ン の 存在は 大 き い 。

（3｝活動の た め の 仕組 み

　 活動の た め の 仕組 み を構築して い くに あた っ て 、 「何

を 目的 と した まち づ くり活動か 」 「誰が 参加 す る ま ちづ

く り活動 か」 を 前提 と して 考 えて お く必要が ある 。 次 に

こ の よ うな 視点 か ら 3 つ の 例を示す 。

  景観の 向上を目的 と した 住民 同 士 の 協定 に よ る ま ちづ

　 くり

　 滋賀県 で は 「ふ る さ と 滋賀の 風景 を守 り育 て る条 例 」

　（風景条例）に 基 づ き r近隣景観形成協定」 制度 が運用

さ れ て い る。こ の 制度は、町内会などを単位 と して地 域

住 民 が 自主的 に 建築物の 形態、意匠、色彩 の 調和や 敷地

の 緑化な どに っ い て 取 り決 め、こ れ を知事 が 認定 し、県

が 技術的資金的支援を行 う と い う制 度 で あ る。条例が 施

行 さ れ た S5年度以来 2000年度 ま で に 57の 協定地区 が 認定

さ れ 、そ れ ぞ れ 特色あ る ま ちづ く りが 進 め ら れ て い る。

  農村振興を目的 と した 都市住民 との 連携 に よ る ま ちづ

　 く り

　都会の 人 た ち に 農業を楽 し ん で も らい な が ら棚 田 の 景

観保全や 地域 の 活性化 を 図ろ うと、全国で 「棚 田 オ ーナ

ー
制度 」 が 運用 さ れ て い る。滋賀県 で も、日本 の 棚田百

選 に 選定 さ れ た 高島町畑地 区に お い て 棚田オ ー
ナー制度

を今年度 か ら採用 し て い る 。そ こ で は、各 オ ーナ ー
は 約

1a の 区画 に お い て 田 植 え、稲 刈 りな ど の 農作業を年会

費 3 万円で行 い 、収穫 し た米 40kg や 地 元特産の 野菜な

どが 獲 られ る も の で、今年 は県 内 外 か ら 21組の オ ー
ナー

が 参加 した。こ の 制度に よ っ て 山間地 にお け る 農業問題

が 解決 さ れ る わ け で は な い が 、地 域 の 人 々 の む ら づ く り

意識の 高 ま りに よ る地 域 活 性 化 が 図 られ つ つ ある 。

  里山林再生 を 目的 と した 自由な参加に よ る地 域 づ く り

　八 日市市の 愛知川河畔 に 生育す る 荒廃 し た里山林を対

象 と して 、楽 しみ な が ら ボ ラ ン テ ィ ア 活動を行 っ て い る

「遊林会 」 は、市 役所の 職員が リ
ー

ドす る オ ープ ン な 団

体で 、地域 内 外 の 人 々 に 自由な 参 加 を呼 び か け、毎週竹

や 枯 れ木 の 伐採、炭 焼 きな ど を 行っ て い る 。 そ の 活動 に

よ っ て 里山林 は 再 生 しつ つ あ り、最近近畿地方で 絶 滅 し

た と考 え ら れ て い た 植物 の ハ イ ハ マ ポ ッ ス の 存 在 も確認

さ れ て い る。

4 ．まちづ く り の た め の 連携 と役割

　今後 の ソ フ ト、ハ ードを交え た ま ち づ く りの 実践に は

次 の よ うな 連携 と役割分担の 認識 が 必要で あ る。

（1）地域住民の 役割

　今 後 の まち づ く りは 行政主体 で は な く、地域住民が 主

体 とな っ て 進め ら れ る べ きで あ る。公 共事業 との 関係で

は、批判的な 活動 か ら創造的な活動 へ と進む 中で ま ち づ

くり活動の 進展 が み ら れ る 。 近江八幡市の八幡堀 な ど、

河川改修や 堀の 埋立 て 反対運 動 な ど を きっ か け と して 、

積極的な ま ちづ くりの 実践 に 移行 して い る例 も多い 。

  行政 の 役割

　行政 は 地域住民 が行 う まちづ く りに対 して、裏方と し

て の役 割 が重 要 で あ る。そ の た め、地域 の 特性や時代の

背景 か らみ た望 ま しい 公共 施 設 の 姿 を提 示 して い く こ と

や 、行 政 の 仕 組 み や 事業 の 流 れ、技術的情報 な ど を的確

に住民 に伝 え る こ と な ど、情報公開 と説明責任 の 認識 が

必要 あ る。

（3m第　3 セ クタ
ー、NPO 団体等の 役割

　 財 団 法 人淡 海 環 境 保 全 財 団 な どの 各種団体 は 、設立 の

趣旨 に 沿 っ た ま ちづ く り活動 に 対 し、協賛、後援、助成

等を行 う こ と、地 域 が 行 う活動 に 対 して 人材の 派遣を行

う こ と こ と、講演会、研修会な どの 実施 に よ りま ちづ く

りの 実践 に必要な人材の 育成 を図 る こ とな ど を行 っ て い

る。今 後 も更に 、ま ち づ くりに 対す る積極 的な 関与が 必

要 で ある。

〔4〕専門家の 役割

　地域が 行 う まち づ く りの 中で 、専門的技術を必要 とす

る 取 り組に つ い て は 専門家の役 割 は 大 きい 。住 民か ら 依

頼 さ れ た ま ち づ く りを 計画す る こ とや、公共事業などの

計 画案 に つ い て 行政 に 替わっ て わ か りや す く説明す る こ

とな ど を、情熱 と説得力 を も っ て実践する プ ロ デュ
ー

サ

ー、ア ドバ イザ ー
と し て の 役割 は 重要 で あ る。

5 ．おわ り に

　ま ちづ くりは 、目標が 達成さ れ る こ と に よ り目に 見 え

た成果が 評価さ れ る が、そ れ と同時 に 活動の プ ロ セ ス に

お け る 地 域住民 が か か わ る様 々 な取 り組 が、コ ミ ュ ニ テ

ィ を活 性 化 させ て い る。

　ま ちづ く りを実践 し て い くに は、そ れ ぞ れ の 地 域 に よ

っ て まちづ くりの 目標や 地 域の 特性、住民の 意識や ラ イ

フ ス タ イル な どが ま ち まち で ある の で 、今後更 に情報 や

事 例 の 収集 を重ね て 考察 して い く必 要 が あ る。
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