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狭山ニュータウン地区再生への期待

１）狭山NT地区の活性化指針に基づく
「活性化指針アクションプラン」

２）狭山NTが目指す「まちづくりの方向性」

３）地域の固有性と公民連携の大切さ



「狭山NT地区の活性化指針(2019)」の将来像と視点

＜視点１＞
■新たなにぎわい
やふれあいの創出

＜視点２＞
■子育て世代に
選ばれる子育て
支援・教育環境

の充実

＜視点５＞
■地域の安全
・安心の向上

＜視点３＞
■日常生活を支
えるサービスと
支え合いの展開

＜視点４＞
■快適で魅力的な
都市空間の形成

将 来 像

○集い「交流」するまち
○健やかに「活躍」できるまち
○らしさを「発信」し続けるまち



多様な主体の連携
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多様な主体の連携による推進イメージ
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モデルとなる取組み

共通のプラットフォームの形成

事業の実施 機運の醸成

NT活性化



「狭山NTの未来を育む
プロジェクト推進会議」

Facebookの立ち上げ
公園マルシェ など

活性化指針のアクションプラン
「狭山NT地区再生推進計画」

多様な主体の連携による推進イメージ



活性化指針アクションプランの概要

＜基本的視点(5)と取り組み項目（２７）＞



＜4つの施策と重点取組（多様な主体の連携による取組）＞



＜重点取組を効果的・効率的に進める戦略＞

＜シンボルプロジェクト＞

［戦略１］PR ⇒ ［戦略２］参加促進
⇒ [戦略３]再生実感 ⇒ [戦略４]効果的推進











＜世界の動き＞ ＜大阪狭山市の動き＞

■成長の限界
　(1972)

■環境庁発足
　(1972)

■都市公園等整備
緊急措置法(1972)
■重要伝統的建造物
保存地区(1975)

■狭山ＮＴ入居開始(1969)
■ラブホテル・パチンコ
建築規制（1983）
■青少年野外活動センター
　（1987）

■地球サミット
　(1992)

■環境基本法(1993)
■第１次環境基本計画
　(1994)
「循環・共生・参加」

■緑の基本計画
　(1994)
■NPO法
　(1998)

■市民ふれあいの里
　（1994）
■市民コミュニティセン
ター（1998）

■京都議定書
　(2005)

■第3次環境基本計画
　(2006)
「環境・経済・社会」

■景観法(2004)
■歴史まちづくり法
　(2008)

■まちづくり円卓会議
　（2008）
■第四次総合計画
　（2010)

■SDGs
　(2015)
■新型コロナ
　(2019)
｢ライフスタイ
ルの再構築｣

■第5次環境基本計画
　(2018)
「地域循環共生圏」

■まち・ひと・しごと
創生法(2014)

■大阪狭山市総合戦略
　(2015)
■狭山NT地区活性化指針
　(2019)
■第五次総合計画、
　第2期総合戦略(2021)

＜日本の動き＞

狭山NTが目指す「まちづくりの方向性」の検討

■狭山NT入居開始(1969)
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＜大阪狭山市の動き＞

■狭山ＮＴ入居開始(1969)
■ラブホテル・パチンコ
建築規制（1983）
■青少年野外活動センター
　（1987）

■市民ふれあいの里
　（1994）
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大阪狭山市の動き
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■自立・持続するまちづくりとは
・環境面（景観形成、自然共生、持続性）
・社会面（市民参画、協働、自立性）を兼ね備えたまち

⇓
・地域課題に向け行動する人（健康な人）が多いまち

⇓
・自分毎として、認識し（戦略１）、参画し（戦略２）、
実感し（戦略３）、推進し（戦略４）、地域への愛着を育てる。
⇓

・地域への愛着が、さらなる地域活動を生む。
⇓

＜コロナ禍を受けて生活、生業などライフスタイルの変化＞
⇓

・地域の固有性の重視 ⇒ 地域資源の再認識
(例）丹波地域で、移住者、二地域居住者の増大が顕著

⇓
・多様な主体の連携の重視 ⇒ 公民連携による取組の推進



地域の固有性の重視 ⇒ 地域資源の再認識



狭山NTおよび周辺部の固有な地域資源の再認識①

■あまの街道 ： 歴史街道の自然の保全と活用

■NT街路の修景・緑化活動



狭山NTおよび周辺部の固有な地域資源の再認識②

■NT周辺の地域資源

＜貴重種の生息地：ヒメボタル＞

＜営農地域：大野ぶどう＞



狭山NTおよび周辺部の固有な地域資源の再認識③

■大阪狭山市内の歴史文化資源

＜神社＞



経済

環境

社会

「環境」「社会」「経済」の統合的なマネジメントによる
自立・持続するまちづくりの推進

多様な主体の連携の重視⇒公民連携による取組の推進



公民連携によるシンボルプロジェクトの推進

経済社会

環境

■市民協働・公民連携による
公園・緑地の魅力
の向上活動の促進



公民連携によるシンボルプロジェクトの推進

経済

環境

社会

■地域包括ケアシステム
の推進に寄与する
スマートシニア実証事業との連携



公民連携によるシンボルプロジェクトの推進

環境

社会 経済

■空スペース等を活用した
にぎわい空間づくり



公民連携によるシンボルプロジェクトの推進

経済

環境

社会

■地域ポータルサイト
との連携による
魅力情報の発信強化



公民連携によるシンボルプロジェクトの推進

＜自立・持続するまちづくり」 へ＞

経済

環境

社会

■地域ポータルサイト
との連携による
魅力情報の発信強化

■市民協働・公民連携による
公園・緑地の魅力
の向上活動の推進

■地域包括ケアシステム
の推進に寄与する
スマートシニア実証事業との連携

■空スペース等を活用した
にぎわい空間づくり

◆NT内の多様な人（若者、主婦）、外の学生などとの連携
◆NTの周辺地域との連携 ⇒ 取り組みを全市的に展開


