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NEWS LETTER NO.30

【KIRP】2023年度　京都地域未来創造センター新体制�

 2022年9⽉14⽇鱰、府内⾃治体職員鱳⽅鲗対象鱰、ACTR成果鲗鱙報告鱞鲐鳕鲩鲻
鳀鲳鳗鳂鱅鱭、⼤学連携鱰関鱞鲐意⾒交換会鲗鲢鳫鳡鲜鳫鱬開催鱜鲃鱜鱤。⼤学連携
担当課鱰限鲎鱟、広鱔参加鲗募鱨鱤鱭鱘鲒13⾃治体22名鱳参加鲗鱉鱤鱥鱒鲃鱜鱤。��
 鳕鲩鲻鳀鲳鳗鳂鱅鱬鱴、⽣命環境科学研究科鱳板井章浩教授、⽂学部鱳諫早直⼈准
教授、⻘⼭公三名誉教授鲍鲏、⼤学鱳地域貢献鱳取鲏組鲄鱭鱜鱫ACTR鱳研究成果鲗
鱢鲑鱣鲑鱙報告鱉鱤鱥鱒鲃鱜鱤。鱢鱳後、⾃治体職員鱭本学教員鱭鱬、⼤学連携鱰鱩
鱉鱫意⾒交換鲗⾏鱉鲃鱜鱤。��
 参加者鱐鲎鱴「実際鱰ＡＣＴＲ鱰取鲏組鲘鱬鱉鲐教員鲉⾃治体職員鱳説明鲉意⾒鲗
聞鱖鱫参考鱰鱯鱨鱤� 」「普段鱯鱐鱯鱐接鱞鲐機会鱳鱯鱉、⼤学教員鲉他市町村鱳職
員鱭鱳意⾒交換鲗鱞鲐鱘鱭鱑鱬鱒鱫良鱐鱨鱤」鱭鱉鱨鱤感想鲗鱉鱤鱥鱒鲃鱜鱤。���
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※企画・地域連携課の職員も参加予定

【開催報告】1,地域貢献型特別研究（府大ACTR）

■京都地域未来創造センター長	挨拶	

 「地域貢献」鱭鱉鱋本学鱳重要鱯使命鲗担鱋当鲳鳫鲷鱅鱴鱮鱋鱇鲐鱾鱒鱐。

2020年度鱰鲳鳫鲷鱅⻑鱰就任鱜鱫以来、私鱑問鱉続鱖鱫鱉鲐鱘鱭鱬鱞。⼤学鱴

鱤鱥研究鱞鲐鱥鱖鱬鱯鱔、鱢鱳成果鲗地域鱰鱮鱳鲍鱋鱰還元鱞鲐鱳鱐。⼤学鱭

地域鲗鱮鱳鲍鱋鱰鱩鱯鱉鱬鱉鱔鱳鱐。鲃鱤、鱢鱋鱜鱤活動鲗地域鱭⼀緒鱰考鱍

鱫、発信鱜鱫鱉鱔鱘鱭鲇⼤切鱬鱞。模範解答鱳鱯鱉鱘鱳鲍鱋鱯問鱉鱰鱮鱳鲍鱋

鱰応鱍鱫鱉鱔鱳鱐。鱉鲃鱥鱢鱳解鱰鱴辿鲏着鱉鱫鱉鲃鱠鲘鱑、鱢鱳⼿鱑鱐鲏鱭

鱯鲐鱳鱴、鲉鱴鲏職場仲間鱭鱳⽇常的鱯鲫鳗鳝鳃鲩鱅鲯鳟鳫鱭多様鱯⼈的鳅鲻

鳀鳧鱅鲧鱳構築鱬鱞。��

 当鲳鳫鲷鱅鱑鳞鳃鱅鲧鱯鱳鱴、学内外鱰次々鱭仲間鱑増鱍鱫鳅鲻鳀鳧鱅鲧鱑

広鱑鱨鱫鱉鱔鱘鱭鱬鱞。鱜鱐鲇鱢鱳関係鱑「鲋鲐鲉鱐」鱬鱇鲐鱘鱭鲇特徴鱬

鱞。関係鱑強鱔鱯鲏鱞鱓鲐鱭個⼈鱳⾃由鱑奪鲔鲑、個⼈鱳意欲鱭能⼒鱑⼗分鱰

引鱒出鱠鱯鱔鱯鲐鱐鲎鱬鱞。互鱉鱰協⼒鱜合鱋鱘鱭鱬個々⼈鱳能⼒鲗鲍鲏発揮

鱬鱒鲐。⾃発的鱬強固鱯連帯鱑⽣鲃鲑鲐。当鲳鳫鲷鱅鱴、鱢鲘鱯鲫鳗鳝鳃鲾鲛

鱬鱇鲏鱤鱉鱭思鱨鱫鱉鲃鱞。��
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2,桜楓講座の開催（生涯学習）�

 本学鱬鱴府⺠・地域住⺠鱰向鱖鱫⼤学鱳「知」鲗広鱔提供鱞鲐鱤鲆鱰、⽣涯学習講座「桜楓講
座」� 鲗毎年開催鱜鱫鱉鲃鱞。2020年度鱐鲎鲢鳫鲿鳖鳫鳁形式鱬鱳実施鱰取鲏組鲘鱥鱘鱭鱬、幅
広鱉世代鱳⽅鱰鱙視聴鱉鱤鱥鱖鲐鲍鱋鱰鱯鲏、受講⼈数鲇徐々鱰増鱍鱫鱉鲃鱞。2022年度鱰鱩
鱉鱫鱴、以下鱳鲾鱅鳖鱬鲢鳫鲿鳖鳫鳁形式鱰鲍鲏配信鱜、延鱾567名鱳⽅鱰受講鱉鱤鱥鱒鲃鱜
鱤。��

川勝�健志�公共政策学部教授

■「精華キャンパスACTR（地域貢献型特別研究）成果発表」の開催�

■2022年度ポケットセミナー（ACTR成果報告会）・大学連携に関する意見交換会�

■2021年度京都府立大学地域貢献型特別研究（ACTR）パネル展示�

 府⺠鱳皆様鱽地域貢献型特別研究（ACTR）鱳研究成果鲗広鱔
知鱨鱫鱉鱤鱥鱔鱤鲆、� 2021年度鱳研究成果鲗鳕鲱鲷鱅鱰鲃鱭鲆、
京都府⽴京都学・歴彩館鱰鱫9⽉1⽇鱐鲎30⽇鲃鱬鱳間、鳉鳅鳣展
⽰鲗実施鱜、延鱾449名鱳⽅鱰鱏越鱜鱉鱤鱥鱒鲃鱜鱤。鲃鱤、鳉鳅
鳣展⽰鱰併鱠鱫、関係図書鲉資料鱳展⽰、鱚鲎鱰、今年度鱴映像資
料鱳放映鲇⾏鱉、鱙好評鱉鱤鱥鱒鲃鱜鱤。��

 京都府⽴⼤学精華鲥鳛鳫鳉鲱鱬鱴、地域課題鱳解決鱰向鱖鱤研究鱰積極的鱰取鲏組鲅鱤
鲆、地域貢献型特別研究（ACTR）鲗活⽤鱚鲑鱫鱉鲃鱞。��
 精華鲥鳛鳫鳉鲱鱰鱏鲎鲑鲐先⽣⽅鱑研究代表者鱬鱇鲐2022年度ACTR鱳研究成果鱰鱩
鱉鱫発表鱞鲐報告会鱑2023年3⽉10⽇鱰開催鱚鲑鲃鱜鱤。��
 報告会鱬鱴「鲱鳖鱅鳀農業鲗利⽤鱜鱤⿃獣害軽減⽅法鱳確⽴鱭果樹栽培鱳⾼度化技術開
発」鲉「京都府希少農産物鱑持鱩有効成分鲗⽣鱐鱜鱤鳎鳡鳫鳁化推進鱭商品開発」鱯鱮計
５鲾鱅鳖鱳研究鱰鱩鱉鱫、2022年度鱰鱏鱉鱫鱮鱳鲍鱋鱯結果鱑鲄鲎鲑鱤鱳鱐鲗発表鱚鲑
鲃鱜鱤。各先⽣⽅鱑、専⾨的鱯研究内容鱰鱩鱉鱫、写真鲉図鲗⽤鱉鱫鱭鱫鲇分鱐鲏鲉鱞鱔
説明鲗鱚鲑鱫鱏鲏、発表後鱳質疑応答鱬鱴、府⺠鱳⽅鱐鲎活発鱰質問鱑鱚鲑鱫⼤変盛況鱯
様⼦鱬鱜鱤。��

①果物の品種改良―京都府立大学の取り組み―　　　生命環境科学研究科　森本 拓也講師  
②昆虫が、植物に虫こぶを作る仕組みを解明する　　生命環境科学研究科　佐藤 雅彦教授  
③人新世の食と健康　　　　　　　　　　　　　　　文学部　ハイン・マレー特別専任教授  
④「しあわせ」になるためのコミュニケーション－相談面接からのヒント－ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公共政策学部 中村 佐織教授  
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ポケットセミナーの様子

報告会の様子



 【受託研究・ACTR】2022年度調査報告� 京都地域未来創造センターが関わった調査研究を以下の通り報告します。�

　　  京都府立大学 京都地域未来創造センター　No.30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都府立大学 京都地域未来創造センター　No.30　             　　　　　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　         　　　　                　　 

「京田辺市「住民協働型まちづくり協議会」の在り方提案」（府大ACTR）「京丹後の海の魅力あるブランディングに向けた海水浴場の調査・分析�
　およびデジタルアーカイブ化」�

 2021年度鱴海⽔浴鲯鱅鲲鳫鲗除鱔鱭鳋鱅鲹鱰鱴我々鱥鱖鱭鱉鱋状
況鱑多鱐鱨鱤鱳鱬鱞鱑、2022年度鱴観光鱳鱏客鱚鲘鱑戻鲏始鲆、鱉
鲒鱉鲒鱭鱏話鱞鲐機会鱑増鱍鲃鱜鱤。鱢鱳中鱬研究内容鲗充実化鱚
鱠鲐鳊鳫鳀鱰鱯鱨鱤鱳鱑鲯鳥鲦鲱釣鲏鱬箱⽯浜海⽔浴場鱰来鲎鲑鱤
⽅々鱭鱳会話。⼦鱮鲇鱳鱘鲒鱳記憶鱑蘇鲏、箱⽯浜海⽔浴場鱴投鱗
釣鲏党鱰鱴憧鲑鱳尺鲦鲱（30cm超鱳⼤型鲦鲱）鱑狙鱍鲐有名鲱鳕鲻
鳀鱬、隣接鱳葛野浜海⽔浴場鲇全⽇本鲭鱅鳍鲥鳛鲱鲾鲛鳫鲨連盟鱳
全国⼤会鱑開催鱚鲑鲐鱯鱮、鱘鱳⼀帯鱴投鱗釣鲏鱳鳙鲻鲣鱬鱇鲐鱘
鱭鲗思鱉出鱜鲃鱜鱤。実際鱰箱⽯浜海⽔浴場鱳鲯鳚鳢（岩礁鲠鳢
鲚）付近鱬鱴⼤型鱳⽣息鲗確認鱬鱒鲃鱜鱤鱑、反⾯、鲯鳚鳢鱐鲎離
鲑鲐鱭鲥鲱鲗⽬鱰鱞鲐鱘鱭鱑少鱯鱔鱯鲐鱤鲆、鲯鳚鳢付近鲗攻鲆鲎
鲑鱯鱖鲑鱵鲍鱉釣果鱴望鲆鲃鱠鲘。鱩鲃鲏、釣鲏⼈鱤鱦鱴箱⽯浜海
⽔浴場特有鱳鲯鳚鳢鱳⼊鲏組鲄⽅鲗鱒鱦鲘鱭頭鱰⼊鲑、鱐鱩正確鱰
鲥鳛鲱鳀鱞鲐必要鱑鱇鲐鱳鱬鱞鱑、鲿鱅鲷鱑鱯鱉鲃鲃鱘鱳鲍鱋鱯箱
⽯浜海⽔浴場鲗攻略鱞鲐鱳鱴相当難鱜鱉鱭思鲔鲑鲃鱞。�
 鱭鱉鱋鲔鱖鱬、2022年度鱴海⽔浴鱥鱖鱬鱯鱔釣鲏鱬鲇有⽤鱭鱯鲐
鳤鳑鳣鱳海底3D鳖鲻鳏鱳作成鱰時間鲗鱐鱖鱫取鲏組鲄鲃鱜鱤。下図鱴

⼋丁浜海⽔浴場鱳海底3D鳖鲻鳏鱳⾼精細版鱬鱇鲏、⿊鱳部分鱴鲯鳚鳢鲗表鱜鱫鱉鲃鱞。京丹後市内鱳宿泊施設
鱬鱇鲑鱵鱘鱳鲍鱋鱯海底3D鳖鲻鳏鱑閲覧鱬鱒鲐鲍鱋鱯仕組鲄鲇今後考鱍鱫鱉鱔予定鱬鱞。�
 体制：岩㟒雅史（⽣命環境科学研究科准教授）・新庄雅⽃（同志社⼤学理⼯学部助教）鲀鱐

「精華町次期総合計画策定支援業務」（精華町受託）

 2023年度鱐鲎鱳10年計画鱭鱯鲐第６期精華町次期総合計画鱪鱔鲏鱳⽀援鲗⾏鱉鲃鱜鱤。
２年⽬鱭鱯鲐本年度鱴、本学⽣命環境科学研究科応⽤数学研究室（岩崎雅史准教授・本鲳鳫
鲷鱅鲿鱅鲷鱅鲭鲜鲠鳫鲱鲚鳁鳈鲜鲮鱅）鱳協⼒鲗得鱫、精華町鱰関鱞鲐SNS（主鱰Twitter）
鱬鱳情報収集鱭分析鲗⾏鱉鲃鱜鱤。具体的鱰鱴、精華町鱳鳡鳫鳁鳖鱅鲧（17�件：鱖鱉鱴鲘
鱯鳏鳡鲮、鱖鱉鱴鲘鱯公園、鉄道鱳駅鲉公共施設等）鱳印象評価鲗⾏鱉、投稿者鱑鳡鳫鳁
鳖鱅鲧鱰対鱜鱫鱮鱳鲍鱋鱰感鱝鱫鱉鲐鱐鲗鲼鲜鱅鳀内容鱐鲎読鲄取
鲏、数学鱳分析⼿法鲗⽤鱉鱫、５段階鱬数値化鱜、現状把握鲗⾏鱉
鲃鱜鱤。鲿鱅鲷鲭鲜鲠鳫鲱鱳急速鱯発展鱰鲍鲏、⾃治体鱳政策鱪鱔
鲏鱰鱏鱉鱫、鲠鳋鲿鳫鲱鱰基鱪鱔思考鲉将来予測鱳重要性鱑⾼鲃鱨
鱫鱉鲐鱯鱐鱬、双⽅型鱳広報公聴活動鲉統計思考鱰鲍鲐政策鱪鱔鲏
鲉基礎鲿鱅鲷鱭鱜鱫鱳活⽤鱑期待鱚鲑鲃鱞。�
 体制：川勝健志（公共政策学部教授）、岩㟒雅史（⽣命環境科学研究科准

教授）、武内奎太（⽣命M1）鲀鱐

「文化的景観の価値を活かした地域づくり」研究会の報告（科研費）�

 「⾃治会等」鲗補完鱞鲐役割鱭鱜鱫「鲃鱦鱪鱔鲏協議会」鱳設⽴鱑全国的鱰進鲘鱬鱉鲃鱞。�
鱜鱐鱜鱯鱑鲎運営上鱳課題鱴多鱔存在鱜、鱯鱐鱬鲇「⼈材不⾜」鱰関鱞鲐懸念鱴⼤鱒鱉鲇鱳鱑鱇
鲏鲃鱞。京⽥辺市鱰鱏鱉鱫鲇今後「鲃鱦鱪鱔鲏協議会」鲗展開鱜鱫鱉鱔予定鱭鱯鱨鱫鱉
鲃鱞鱑、「⼈材不⾜」鲗鱮鱋鱞鲐鱐鱰鱩鱉鱫鱴、避鱖鱫鱴通鲑鱯鱉論点鱭鱯鲐鱭考鱍鲎
鲑鲃鱞。��
 鱢鱘鱬、京⽥辺市鱰鱏鱉鱫地域⼈材鱑存在鱞鲐鱳鱐実態調査鱬明鲎鱐鱰鱜鱤上鱬、鲃
鱦鱪鱔鲏協議会鱰鱏鱉鱫地域⼈材鱑有効鱰活⽤鱚鲑鲐鱤鲆鱰鱴鱮鱋鱞鲑鱵鱉鱉鱐提⾔鱞
鲐鱘鱭鲗⽬的鱭鱜、研究活動鲗⾏鱉鲃鱜鱤。��
 調査⽅法鱭鱜鱫①18歳以上鱳市⺠2,000⼈鲗対象鱭鱜鱤市⺠鲚鳫鲩鱅鳀調査②三⼭⽊
地区鱳区⻑・⾃治会⻑11名鲗対象鱭鱜鱤鳊鲚鳢鳫鲨調査③先進⾃治体鱬鱇鲐三重県名張
市・兵庫県宝塚市鲗対象鱰鳊鲚鳢鳫鲨調査鲗実施鱜鲃鱜鱤。��
 鱢鱜鱫鱘鲑鲎鲗踏鲃鱍、調査報告書「京⽥辺市鱳地域鱳⼈材活⽤鱐鲎⾒鲐鲃鱦鱪鱔鲏
協議会鱳可能性〜区・⾃治会鱳実態調査鱯鱮鲗踏鲃鱍鱫〜」鲗作成鱜鲃鱜鱤。�

体制：今堀誠弥（研究員）、駒寄忠⼤（公共政策学部准教授）、川勝健志（公共政策学部教授）、前川由⾐（研究員）鲀鱐）��

Instagram▶

八丁浜海水浴場の海底3Dマップの高精細版

「五島列島における瀬戸を介した久賀島及び 
奈留島の集落景観」（久賀島）

「奥内の棚田及び農山村景観」
（愛媛県松野町）

「宇治の文化的景観」

報告書

ヒアリングの様子

Kyoto Institute for Regional Prospects

報告書

ワークショップの様子 

 鱘鲑鱐鲎鱳地域鱪鱔鲏鱬鱴、歴史鲉⽂化、⽣業鲉景観鱭鱉鱨鱤地域固有鱳要素鲗⾒鱩鱖、鱉鲃鲃鱬埋鲇鲑鱫鱉鱤
視点鲗再発⾒鱜地域鱳鲇鱳鱚鱜鲗鱩鱔鲐鳏鳥鲳鲱鱑鱉鱨鱢鱋重要鱰鱯鲏鲃鱞。本研究鱬鱴、⽂化的景観鱳考鱍⽅
鱰基鱪鱒、国鱳重要⽂化的景観鱰選定鱚鲑鱤地域鱑鱮鱳鲍鱋鱯地域鱪鱔鲏鲗⾏鱨鱫鱒鱤鱳鱐鱰鱩鱉鱫⽐較検討鱜鱫
鱉鲃鱞。研究鱳3年⽬鱭鱯鲐2023年度鱴、重要⽂化的景観鱰選定鱚鲑鱤地域鱳取鲏組鲄鱰鱩鱉鱫議論鲗鱞鲐研究
会（⽉１回）鱰加鱍、選定時期鱰鲍鲐進度鱳違鱉鲗検証鱞鲐鱤鲆、愛媛県⻄予市鱏鲍鱸松野町、⻑崎県五島市
（福江島・久賀島・奈留島）、沖縄県今帰仁村鲗訪問鱜、⾃治体鲉地域鱪鱔鲏実践者鱽鱳聞鱒取鲏、現地鱬鱳調
査鲗⾏鱉鲃鱜鱤。次年度鲇引鱒続鱒、⽂化的景観鱳価値鱭鱢鲑鲗活鱐鱜鱤地域鱪鱔鲏鲗有機的鱰連動鱚鱠鲐「価
値論（評価）×計画論（持続）」鱳鳚鲿鳣鱪鱔鲏鱰向鱖鱫基礎的研究鲗⾏鱉鲃鱞。�
 研究代表者：上杉和央 准教授（⽂学部歴史学科）、奥⾕三穂（⽂学部共同研究員）、鈴⽊暁⼦（鲳鳫鲷鱅鲫鱅鲿鲛鳅鱅

鲷鱅）、今堀誠弥（研究員）、前川由⾐（研究員）

風光明媚な蒲井浜海水浴場


