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は じ め に 
 
 
 ２００５年３月に「ふくい２０３０年の姿 -２５年後のふくい 夢と希望の未

来像- 」（前報告書）を作成してから４年が経過しましたが、この間、中国のめ

ざましい経済発展や石油をはじめとするエネルギーの高騰など、これからの世

界のあり方に大きな影響を及ぼす出来事が続きました。 

 また、規制を廃し市場に全てを任せるという新自由主義・市場原理主義の行

き過ぎが、アメリカ発の金融危機とそれを発端とした世界不況や、都市と地方、

正社員と派遣社員など格差の拡大、世界的な環境破壊をもたらしたとの批判が

強まっています。これを受け保護主義的な揺り戻しなどが起きていますが、新

しい世界の形はまだ見えてきません。 

 

 ２００７年６月に、検討会のメンバーを大幅に入れ替えて、この報告書の作

成に着手しましたが、作業を進める過程でも社会経済情勢は大きく変動しまし

た。前報告書では、福井の２５年間の変化を多くのデータから読み取り将来を

予測しましたが、現在の大きな動きがどのように将来に影響を及ぼすのか、ま

だ現在のデータだけでは計りきれません。 

 このため、今回は、福井を取り巻く環境の変化を大学や研究機関などの先進

的な知見や研究成果などから学び、理解し報告書に反映しました。また、   

２００７年１１月に実施した「福井の暮らしをよりよくするためのアンケート」

の結果などを踏まえ、福井の特長を活かした「暮らしの姿」について検討し、

２０３０年の世代ごとの物語を、私たちの夢も織り込みながら描こうと考えま

した。 

 前報告書が２０３０年の「社会全体の姿」を描いたのに対し、この報告書は

２０３０年の社会における福井人の「暮らしの姿」を描いており、前報告書の

続編と位置付けられます。また、この報告書では、描いた２０３０年の姿を実

現するための「行動」についても考え、「希望の輪」と「地域の幸福度（ＱＯＣ）」

の活用を提案します。 

  

 この報告書を作成する過程では、東京大学社会科学研究所希望学プロジェク

トや東京大学総括プロジェクト機構ジェロントロジー寄付研究部門の先生方を

はじめ様々な大学、研究機関、企業の方々から多くのアドバイスやご意見をい

ただきました。この場を借りてお礼申し上げます。 

  

 前報告書とこの報告書を併せた２０３０年の姿は、まだまだ十分なものでは

ありませんが、報告書を読んでいただいた方々が、２０３０年の自分の姿を思

い描き、そのための行動を起こす一助となれば幸いです。 

 

 ２００９（平成２１）年３月 

「ふくい２０３０年の姿」検討会 
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第１部 ふくい２０３０年の暮らし 
 

 

第１章 「ふくい２０３０年の姿」見直しの視点 

 

１－１ 前報告書の概要と見直しの視点 

 
 

＜前報告書の概要＞ 

２００５年３月に策定した「ふくい２０３０年の姿 －２５年後のふくい 夢と

希望の未来像－」（以下「前報告書」とする。）では、２５年前の様々な基礎的デー

タ等との比較分析や時代の変化を示すキーワードを手がかりとして、福井県を取り

巻く社会経済情勢の変化、その歴史的背景、メカニズムの実態等を整理・分析し、

メンバーの夢や希望を折り込みながら２５年後の福井の未来像を描きました。 
 

そして、人口が減少し、価値観の多様化が進む２０３０年の目指すべき社会像と

して、従来の「金（カネ）」や「物（モノ）」中心の価値観とは異なる、個人が自立

した自分の生活をつくり、官民の役割を見直しより広い分野で民が官に頼ることな

く自立し、地方も国から自立した、新しい価値観と生活感、豊かさを伴った「生活

優先・自立社会」という基準を掲げました。 
 
さらに、こうした社会を成り立たせるため、福井人の気質や考え方、生活スタイ

ルを進化させた新しい価値観、生活感として、次の４つの新しい基準を打ち出しま

した。 
 
  ○「みんなの価値観」から「一人ひとりの価値観」へ 

 価値観・ライフスタイルや仕事・雇用の「多様化」が進む中、社会的な人間関係に

おいて、人々の価値観は地域、職場など「集団」の中での均一、横並びといった「み

んなの価値観」から、自分らしさや「個」の自由という「一人ひとりの価値観」に心

のよりどころをおくという基準に転換していく。 

 しかし、自分らしさや個の自由を確立するためには、子どもから大人へ成長する過

程で、「親」や「集団」から「自立」し、さらに自らルールを持ち「自律」することが

必要で、できない場合は「孤（孤立・孤独）」に陥ってしまいかねない。 

 

 

 



 第 1 部 ふくい２０３０年の暮らし 

 2

  ○「自己的な満足」から「ともに分かち合う満足」へ 

 これまでは、所得の上昇やマイホーム、車の取得など生活する上での「自己的な満

足」を豊かさであると考えてきたが、物があふれる中、「自己的な満足」ではこれまで

のように豊かさを感じられなくなる。 

 今後は、豊かさの基準が、「自己的な満足」を超えて、伝統、文化の継承・発展や生

活のよりどころとしてのまちづくり、他人への奉仕などから得られる誇りやゆとり、

思いやりなど「ともに分かち合う満足」へと転換していく。 

 

  ○「内」から「外」へ 

 これまで福井人は、積極的に人の前に出るよりも１歩下がる、県外、海外に打って

出るよりも、県内の内輪の競争で満足するといった「内」向きの気質が強くあった。 

 ２０３０年に向けて、グローバル社会が到来し、北陸新幹線や高規格道路などの交

通基盤の整備が進むと、地域社会をオープンにし、「外」から積極的に人がやってくる

環境づくりが必要となる。さらに、自ら積極的に外に向かい人と関わる中で常に外に

いるような考えを持つことや、福井に住むということの豊かさを実感するため、外へ

出て、他県や他国の実情を自分の目で見て、肌で感じ、自ら発信しなければならない。 

 ２０３０年に向けては、これまでの福井人気質の殻を破り、積極的に「外へ出る気

風」を醸成していくことが必要となる。 

 

  ○「消費」から「活用」へ 

 人口の減少や環境上の制約、自然保護の観点などから、これまでのように資源や食

材をふんだんに使って新しいものや料理を大量に「つくり」、古いものや食べ残しを大

量に捨てるような「消費」社会から脱却しなければならない。これからは、自らの判

断で、既存のものを「いかし」、有効に無駄なく「活用」する社会に移行していくこと

が必要となる。 

 さらに、リサイクルの推進など消費・浪費を抑制し環境への負荷を低減する「循環

型社会」、さらには植物由来原料や自然エネルギーなどを積極的に活用する「自然素材

型社会」への移行が必要となる。 

 
 
 前報告書は、こうした社会像や福井人の新しい価値観、生活感を軸として、主に

２０３０年の目指すべき「社会全体の姿」を、「産業・働き方」、「社会基盤」、「地域

社会」、「人」の４つの未来像として描きました。 
 
 それから４年が経過しましたが、この間に「ともに分かち合う満足」を具体化さ

せた『ふるさと納税制度』や『ママ・ファースト運動』など、「内から外へ」の考え

方を反映した『考福学』や『ふくい帰住の推進』、「消費から活用へ」を目指した『お

いしい福井食べきり運動』など４つの新しい基準に基づいた制度・政策を展開し実

現してきました。こうした成果は、先進的な施策として県外からも高い評価を得て

います。 
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＜時代の転換＞ 

現在、世界の社会経済の流れが大きく変わろうとしています。新自由主義・市場

原理主義が世界中に広まり、十数年来アメリカ系金融資本を中心に虚構の繁栄を謳

歌してきましたが、金融商品の信用崩壊等から金融危機を引き起こし、多くの企業

が破綻し、世界経済を大混乱に陥れています。 
 
アメリカ社会は、個人の利益を中心に構成される「自己責任の社会」であり、生

活の様々な場所で個人に強いストレスがかかるとともに、個人間に激しい競争を生

む「競争社会」です。アメリカ型の自由主義的資本主義社会は、圧倒的多数の敗者

を生み、アメリカには、十分な医療や教育を受けられない何千万人もの国民が存在

します。しかし、アメリカも、新自由主義・市場原理主義から転換するのではない

かといわれています。 
一方、ヨーロッパ社会、特に北欧は、個人がお互いに協力し、支え合うことを重

要な原理とする「連帯社会」であり、ヨーロッパ型資本主義とも呼ばれています。

オランダのワークシェアリングやフィンランドの教育などが、成功事例として取り

上げられるなど、北欧型の社会システムが再評価されています。もちろん、北欧な

どは「高福祉・高負担」であり、高負担に対する国民の合意がなくてはこうした制

度は成り立ちません。 
 
最近では、国民総幸福（Gross National Happiness）を国の理念とするアジアの

小さな王国が注目されています。そこでは、環境を劣化させ野生の動植物の生態を

脅かす工業・商業活動が法律で禁止され、その一方で医療と教育は原則無料とする

など「国民が幸せを感じられる国づくり」が進められています。 
 
アメリカ型の競争社会が行き詰まりを見せ、北欧型の連帯社会が見直されるなど、

今、私たちは大きな時代の転換点にいるのかもしれません。 
 
しかしながら、時代の転換点のただ中では、その動きをデータ等で検証すること

は困難です。このため、大学や研究機関などの先進的な知見や研究成果あるいは  

ＮＨＫの「視点論点」などを参考に、２０３０年の福井を考えるために必要な大き

な環境の変化として、「グローバル化」、「環境とエネルギー」、「科学技術（イノベー

ション）」、「人口の大都市問題」の４つの課題を抽出し、その現状と今後の動向を調

べました。 
 
 
 
 



 第 1 部 ふくい２０３０年の暮らし 

 4

＜県民の価値観の転換－福井の暮らしをよりよくするためのアンケート－＞ 

県では、２００７年１１月、「福井の暮らしをよりよくするためのアンケート（以

下「県民アンケート」という。）」を実施しました。 
その結果、福井県に住むことに満足している人の割合が８割を超え、雇用環境や

子育て・福祉の充実、治安の向上など、身近な日常生活の基盤となる事柄に「暮ら

しの質」を見出す傾向のあることが明らかになりました。 
 
また、各分野の重要度を見ると、生活の満足度が全体として高い中で、個々人が

それぞれ、様々な分野により高いレベルの欲求を持つなど「一人ひとりの価値観」

への転換が進んでいることも読み取れます。 
 
そこで、今回の報告書では、２０３０年の福井人の「暮らし」に視点を置き、   

２０３０年の「暮らしの姿」を描きたいと考えます。そのため、暮らしの基盤であ

り、福井に生きる人々の暮らしの豊かさの源泉ともいえる「地域」を中心に分析し、

「地域の質」について検討します。 
 
具体的には、アンケートの結果を踏まえ、福井の特長的な身近な日常の暮らしの

８分野（「家族」、「健康」、「食」、「働き方」、「教育」、「交通」、「自然・環境」、「地域」）

を抽出しました。 
 
また、福井人の２０３０年の暮らしをよりわかりやすく分析するために、「世代」

という概念に着目しました。世代が背負っている歴史を知りその特性を把握するこ

とにより、２０３０年における各世代それぞれの地域の助け合いや男女の役割など

に対する意識の違い、それが地域社会や働き方、家族のあり方などに与える影響を

重層的に検討し、世代ごとに暮らしの姿を描いていきます。 
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１－２ つながる希望と幸福 

 

 

２０３０年の姿は予測するものではなく作り上げていくものです。 
２０３０年の姿を実現するためには、一人ひとりが自分の価値観に基づく「一人

ひとりの希望」を持ち、その実現を目指して「行動」することが必要です。さらに、

「一人ひとりの希望」が「みんなの希望」につながり、ともに分かち合う満足とし

て広がっていかなければなりません。そうすることによって、暮らしの基盤である

地域について一人ひとりが関心を持ち、さらに暮らしの質をより良くするための行

動に結びつくものと考えます。こうした行動が地域に住む一人ひとりの幸福につな

がると思います。 
 
このため、本報告書では、県民の「希望」の実現を目指すための「行動」をチェ

ックするシステムとして「希望の輪」を、また、「地域の質」の指標として『地域の

幸福度「ＱＯＣ（Quality of Community）」』を活用することを提案します。 
この二つを組み合わせることによって、今後大きく時代が変化したとしても、福

井に住む一人ひとりの２０３０年に「つながる希望と幸福」を描いていけるのでは

ないかと考えます。 
 

 

＜希望の輪＞ 

前報告書では、副題を「２５年後のふくい 夢と希望の未来像」としました。未来

に夢や希望を持つことが大切であることは誰しも分かっています。しかし、現代社会

においては、価値観が多様化し、暮らしが豊かであるがゆえに、共通する希望や新た

な希望を見出せないという状況が見られます。 
 
また、全国の小学６年生、中学３年生を対象に行われている学力・学習状況調査の

結果をみると、福井県の子どもたちの学力は全国トップクラスの成績を収めています

が、同時に行われたアンケート調査の結果によると、「将来の夢や目標を持っている」

と答えた子どもの割合は全国に比べとても低い状況にあります。 
 
ただ、こうした傾向は石川県、富山県でも同様に見られることから、北陸地方に共

通する住民気質なのかもしれませんが、意欲を持っていろいろな分野に積極的にチャ

レンジする子どもたちを増やしていくためには、将来への夢や希望、目標をしっかり

とはぐくむ教育が必要です。 
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同調査では、学校に対するアンケート調査も実施されていますが、「生徒に将来就

きたい仕事や夢について考えさせる指導をしている」中学校の割合は、福井県が   

６１．６％（全国平均：３８．８％）で全国１位となっています。 
 
今後も引き続き、学校においては子どもたちの夢や希望をはぐくむ指導に磨きをか

けるとともに、各家庭においても、わが子の夢や希望を実現していくための助言、応

援をしていくことが強く求められます。 
 

このような状況の中で、２０３０年の福井で夢や希望を持ち続けるためにはどうし

たらよいのか、また、そのために、我々は何をするべきなのかを検討するため、東京

大学社会科学研究所の希望に関する研究成果（希望学）を取り入れ、福井の一人ひと

りの希望と地域の希望について考えました。 
 
希望学では、「希望」は「現状を変えるために必要なもの」、「変革の力」と位置づ

け、「幸福」は「続いてほしいもの」、「維持したいもの」としています。また、希望

は過去から未来へ時間という軸で語るものであり、幸福は現在の表象と位置付けてい

ます。 
 
 

将来の夢や目標を持つ子どもの割合 
（都道府県別の位置） 

 
（小学６年生） 

順位 都道府県名 割 合 
１

２

３

３６

宮 崎 県 
鹿児島県 
山 口 県 

（全国平均） 
富 山 県 

74.0％ 
73.7％ 
72.3％ 
67.6％ 
65.2％ 

４４ 福 井 県 63.7％ 
４５

４６

４７

石 川 県 
島 根 県 
鳥 取 県 

62.9％ 
62.6％ 
62.4％ 

（中学３年生） 
順位 都道府県名 割 合 

１

２

３

宮 崎 県 
鹿児島県 
徳 島 県 

（全国平均） 

48.7％ 
46.5％ 
46.2％ 
43.1％ 

３９ 福 井 県 40.4％ 
４２

４５

４５

４７

富 山 県 
石 川 県 
滋 賀 県 
新 潟 県 

39.8％ 
39.4％ 
39.4％ 
39.3％ 
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「希望（A wish for something to come true by action）」は、分解すると「想い

(Wish)」、「具体的な何か（Something）」、「行動(Action)」、そして「実現(True)」の

４つになります。この４つのポイントをチェックしていくシステムが、「ＷＳＡＴ（ダ

ブルサット）」＝「希望の輪」です。 
 
希望の輪（ＷＳＡＴ）では、一人ひとりの希望が起点となりますが、希望の実現に

向けて行動していく過程で、希望の実現にはウィークタイズ（ゆるやかなつながり）

と呼ばれる人とのつながりや周囲のサポートが必要であるなど、様々な「発見」が起

こります。そして、サポートしてくれた人も含めたみんなが幸せになるにはどうした

らよいか、自分だけでなくサポートしてくれたみんなの希望も実現するにはどうした

らよいかということを考え、対話するきっかけとなります。 
 
このように、希望は、実現に向けて「行動」していく中で、一人ひとりの希望から

みんなの希望へと広がり、さらに新たな希望へと輪がつながっていきます。そこで、

希望の輪（ＷＳＡＴ）を、「一人ひとりの希望」が「みんなの希望」に広がる、また、

県民が「ともに分かち合う満足」を体感できるシステムとして位置付けます。 
 
しかし、希望はいつも実現するわけではありません。時には、挫折して希望を見失

うこともあります。しかし、多くの福井人が希望の輪（ＷＳＡＴ）を意識し、行動す

ることで、挫折した人でも温かく受け入れ、また次の希望に向けて応援してくれる土

壌ができていくと考えます。利己的なウィッシュリストではなく、多くの人が共有で

きる利他的な希望を一人ひとりが自分の中に持つことが重要となります。 
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希望の輪「ＷＳＡＴ（ダブルサット）」 

Wish
（私の想い）

Something
（具体的な何か）

Action
（行動）

True
（実現）

発見

Something
（具体的な何か）

Action
（行動）

True
（実現）

Wish
（私たちの想い）

 

Ｗ：子育てと仕事を両立させたい

（例）

Ｓ：子どもを安心して預けられる
　　施設が必要

Ａ：探す

Ｔ：子育てと仕事を両立

Ｓ：子育てボランティアが足りない
　　ことに気付く

なかなか見つからない

Ａ：子育てボランティア活動に自ら
　　参加する

Ｔ：地域にボランティアによる子育て
　　支援組織ができる

Ｗ：子育てと仕事の両立をみんなで
　　支える地域になる

一人ひとり
の希望

みんなの希望
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さらに、希望の輪（ＷＳＡＴ）は、県民の想いを実現する、ＰＤＣＡ（Plan（計画）、

Do(実行)、Check（評価）、Act（改善））に代わる新しい希望のチェックポイントとし

て、長期的な目標とその実現を目指した行動を考えるツールとしても活用していける

と考えます。また、希望を持たせる授業に取り組みながら「将来の夢や目標を持って

いる」子どもの割合が低い福井で、子どもたちが夢や希望を考えるための教材として

も使えると考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②希望の輪（小学生バージョン） 
Ｗ：やりたいことを考えてみる。 
    ↓ 
Ｓ：どうすればできるかを３つ考えてみる。 
    ↓ 
Ａ：やってみる。 
    ↓ 
Ｔ：できたかどうかを考えてみる。 

（できた場合は、なぜできたのか、できなかった場合は、な

ぜできなかったのかを考えてみる。） 

①希望の輪（中学生バージョン） 
Ｗ：いつも自分を温かく見守ってくれているおじいちゃん、おば

あちゃんが暮らしやすい地域にしたい。 
    ↓ 
Ｓ：自分たちのまちの様子や住んでいるみんながどのような暮ら

しを望んでいるかを調べて、自分のできることを考える。 
    ↓ 
Ａ：自分ができることをやってみる。 
    ↓ 
Ｔ：地域の暮らしの質が高まったかどうかを考えてみる。 

（みんなの地域に対する意識が高まったかどうかを考えて

みる。） 
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＜地域の幸福度「ＱＯＣ（Quality of Community）」＞ 

 
幸福については、これまでも、幸福に影響を与える要因が研究され、経済企画庁（現

内閣府）が発表していた新国民生活指標（いわゆる豊かさ指標、現在は廃止）など家計、

雇用、社会資本の整備状況等を指数化したものが、幸福度や満足度の指標とされてきま

した。また、現在、医療や介護の分野では個人の生活（life）の質を指数化し評価する

ＱＯＬ（Quality of life）が利用されています。 

 
しかし、少子高齢化や家族の細分化、人間関係の希薄化などが進行する中、２０３０

年には、一人ひとりの幸福に対し、「地域の質」が与える影響がより大きくなると考え

られます。そのため、個人の暮らしに着目した指標だけではなく、地域の信頼関係や規

範、ネットワークなどソーシャル・キャピタル（社会関係資本）の視点を取り入れて、

これまで以上に地域の人々が自分の住む地域のことを考えることが必要です。 
また、希望と幸福の関係においても、一人の希望がみんなの希望に広がり、その希望

が幸福につながるためには、みんなで共有できる指標が必要であると考えます。 
 
このため、本報告書では、地域に着目した暮らしを支える社会インフラやサービスに

加え、ソーシャル・キャピタルの状況などを評価項目とする『地域の幸福度「ＱＯＣ

（Quality of Community）」』を福井人が共有する指標として位置付けたいと考えます。 
 
本報告書のＰ１３に、ＱＯＣの評価項目例を示しましたが、この項目を考えるに当た

っては、「県民アンケート」において、県民が「現在の暮らしに重要」、「将来の暮らし

に重要」と回答した項目を参考にしました。 
県民アンケートでは、「安心して十分な医療が受けられること」、「自然や生活環境（空

気、飲み水など）が豊かで美しいこと」など、１７項目についてアンケートを行ってい

ます。そのうち、「現在の暮らしに重要」、「将来の暮らしに重要」と回答した上位の項

目は、次のとおりです。 
 

○現在の暮らしに重要 

 項目 割合（複数回答）

１ 治安や交通安全が保たれていること ６４％

２ 安心して十分な医療が受けられること ６３％

３ 十分な災害対策がとられていること ６０％
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○将来の暮らしに重要 

 項目 割合（複数回答）

１ 
高齢者がいきいきと元気に生活し、必要な介護が受けられる

こと 
６３％

２ 安心して十分な医療が受けられること ５９％

３ 自然や、生活環境（空気、飲み水など）が豊かで美しいこと ５０％

 
 
この県民アンケート結果から、県民が、医療・介護や安全・安心な生活、自然・生活

環境などを重要に思っていることが分かります。 
 
さらに、東京大学で高齢者や高齢社会の諸課題を総合的に研究している「東京大学総

括プロジェクト機構ジェロントロジー寄付研究部門（以下「ジェロントロジー寄付研究

部門」）という。」では、高齢者の生活の質（ＱＯＬ）を規定する３つの主要因として「身

体と精神の健康」、「収入・資産などの経済状況」、「家族・友人・近隣などの社会関係」

を挙げています。 
 
今後、本格的な人口減少、高齢社会を迎える中、高齢者を中心とした暮らしが地域の

暮らしの質にも大きく影響するものと考えます。 
ジェロントロジー寄付研究部門の生活の質の要因を地域の質の要因に置き換えると、

「身体と精神の健康」は「地域の医療・介護等の状況」および｢安全な食べ物の供給状

況｣、「収入・資産などの経済状況」は「地域のインフラや経済などの状況」、「家族・友

人・近隣などの社会関係」は「地域活動（ソーシャル・キャピタル）などの状況」と言

い換えられます。 
 
以上のことから、暮らしやすい地域に必要な項目をまとめると、「衣食住」を進化さ

せた、 
「移」 ・・・ 地域インフラが整備され、自由に人・情報が行き交う地域 
「医」 ・・・ 心身ともに健康で安心を感じられる地域 
「食」 ・・・ 食が安全・安心に供給される地域 
「楽」 ・・・ 地域活動（ソーシャル・キャピタル）などが活発で人々が楽し    

める地域 
「住」 ・・・ 安全・安心で自然・環境が豊かな地域 

の５つの分野に大まかに区分できると考えます。 
 
さらに、この「移、医、食、楽、住」の５つの分野の中で、具体的にどのような項目

が暮らしの質に必要となってくるのかを検討しました。 
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ただし、地域の暮らしで必要な項目は、都市部と農村部では異なり、さらに、その地

域に暮らす人の年齢構成などでも異なるものです。今回提案したＱＯＣは地域に暮らす

人々が主観的に捉えるべきものと考えます。そのため、人々が求めるＱＯＣは常に進化

し、以下に示した評価項目もこれに限定されるものではありません。また、地域により、

評価項目が全く異なるものになる可能性もあります。 
 
大切なことは、人々がＱＯＣを意識すること。さらに、ＱＯＣの評価項目を地域の人々

が自ら考えることで、その地域と向き合い、何が地域に必要なのかを考えることです。 
 

 例えば、地域の小中学生が、自分たちのＱＯＣ項目を考え、具体的に調査してみても

おもしろいのではないでしょうか。調査の中で、地域での新しい発見や人との出会いが

あったり、地域の一員として自ら取り組むべきことや役割などが見つかったりするので

はないかと考えます。 
 そこで見つかった自ら取り組むべきことや役割を希望の輪（ＷＳＡＴ）で行動に移す、

こうしたサイクルがつながることで、ふくい２０３０年の姿が実現していくものと確信

します。 
 



第 1 部 ふくい２０３０年の暮らし 

13 

地域の幸福度「ＱＯＣ（Quality of Community）」の例 

 
大分類 中分類 小分類 具体的な内容と調査項目

移動手段の状況 コミュニティ交通

・定期運行のコミュニティバスがある
・バスの巡回先に医療機関、商店街、公共交通機関への接続駅等
が含まれている
・コミュニティ交通の運営に住民が参加している
・乗り合いバス・タクシーのサービスがある

　＜主な調査項目＞
　　・コミュニティバス・路線バスのバス停の状況や利用状況
　　・平日の自家用車の利用頻度

歩行者・自動車の
状況

まちづくり

・歩行者に優しいまちのデザインになっている
・歩行者・自転車・小型電動低速車両用に車道・歩道の空間が再配
分されている
・意識して、歩行や自転車利用などを行っている人が多い

　＜主な調査項目＞
　　・ユニバーサル・デザインを取り入れた施設数
　　・子ども、高齢者が歩いて移動する割合

情報の移動の状況 地域情報

・高速情報ネットワークが整備されている
・回覧板や地域情報誌で地域情報が発信されている

　＜主な調査項目＞
　　・情報ネットワーク（情報のインフラ）
　　・地域ホームページ・タウン誌等の数

健診

・地域の人が何でも相談できるようなかかりつけ医（総合医）がいる
・かかりつけ医が健康状況を長年に渡って記録している
・かかりつけ医と専門医の連携がスムーズである
・医師会等が訪問診療のサービスを行っている
・薬の配達をしてくれる

　＜主な調査項目＞
　　・かかりつけ医の数
　　・医療機関のネットワークの充実

介護

・独居老人でも自分で元気に外出することができる
・一人の高齢者に対して複数人で介護している

　＜主な調査項目＞
　　・ディサービス数
　　・地域の介護士資格者数

健康づくりの状況 寿命

・地域住民の平均寿命が長い
・特定健康診査を気軽に受診する環境にある

　＜主な調査項目＞
　　・平均寿命
　　・特定健康診査の受診率

心の状況 笑い・やすらぎ

・落語の開催など、人が集い、笑う機会が地域で設けられている
・地域に気軽に相談したり、あいさつする人がいる

　＜主な調査項目＞
　　・演劇、落語等の開催数
　　・安らぎの場所の数

移

介護・医療の状況

医
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大分類 中分類 小分類 具体的な内容と調査項目

地産地消

・旬の農作物を提供してくれる農家があるか、または、農作物を都市
の人へ提供をしている
・地域で共同管理している農園がある

　＜主な調査項目＞
　　・地産地消率
　　・シュレバーガルテンの数

食の継承

・地域の伝承料理を学ぶための料理教室が開かれている
・地域の小学校等で食育が実施されている

　＜主な調査項目＞
　　・伝承料理を作ることができる人の割合
　　・食育を行っている学校数

水

・安全でおいしい水が飲める

　＜主な調査項目＞
　　・おいしい水の数
　　・水道の水がおいしいと思う人の割合

外食

・定期的に外食して、多様な食を食べることができる

　＜主な調査項目＞
　　・こだわりレストランなどの飲食店数

食の提供の状況 デリバリー

・高齢者等の自宅まで食が提供されるサービスがある
・食料品の移動販売や買い物代行のサービスがある

　＜主な調査項目＞
　　・高齢者向け配食サービス
　　・移動販売や買い物代行の充実

きずなに関する状
況

人の集り

・住民同士の情報交換の場所がある
・同窓会や、パーティーなどの地域外の人と交流する機会が設けら
れている
・地元自治体や地域に寄付をしている

　＜主な調査項目＞
　　・井戸端（雑談できる場所）の数
　　・同窓会・パーティーの数
　　・地元自治体への寄付件数

地域の活動

・地域の拠点施設の公立小中学校に人が集まるようになっている
・公共空間が地域の共有のものと意識されている
・地域の達人が小中学校で課外授業を行う環境が整っている
・地域の住民が地域の活動に関わり合う仕組みになっている

　＜主な調査項目＞
　　・地域活動、イベントに参加する人の割合
　　・地域の公共空間を清掃する時間
　　・地域の達人による課外授業の開催頻度
　　・コミュニティビジネスに参加している人の割合

たまり場

・文化サークルがあり、住民が参加している
・多くのスポーツクラブがあり、スポーツを通して他の地域との交流
が促進されている
・地域の公園に、屋外で食事ができるような施設がある

　＜主な調査項目＞
　　・地域での文化サークルの数
　　・スポーツをする人の数
　　・公園を利用する人の数

地域への愛着の状
況

歴史

・地域の歴史を知る人が多くいる。また、その人を通じて地域の歴史
が語り継がれている
・古い建物を保存しようとする意識が高い

　＜主な調査項目＞
　　・地域の歴史の語り部の数
　　・古い建物の数

地域活動の状況

食の安全・安心の
状況

食

楽
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大分類 中分類 小分類 具体的な内容と調査項目

地域の共同体とし
ての状況

つながり

・地域内であいさつを交わす環境がある
・転入者に対して、地域が説明会を開催するなど、地域に溶け込み
やすい仕組みがある
・地域の多くの人が子育てに関わっている
・農作物や、季節の贈り物を他の地域へ贈るような交流がある

　＜主な調査項目＞
　　・地区の小中学校へ行く頻度
　　・子育て（子ども）に関わる人の数
　　・贈り物（おすそ分け）の数

地域の安全の状況 防犯

・子どもが公園や学校で安全に遊べる
・犯罪がなく子ども・高齢者にも安全・安心な地域である

　＜主な調査項目＞
　　・公園や学校で遊ぶ子どもの数
　　・刑法犯認知件数
　　・自主防犯・防災の組織の数

資源の活用

・食の安全への関心の高さや経済的、精神的豊かさとして畑付き１
戸建て住宅が増加している
・空き地や空き家が管理され、その活用方法が考えられている

　＜主な調査項目＞
　　・畑付き１戸建て住宅数
　　・不動産活用率

人物

・各専門分野の第一線で活躍する人が多く輩出されている
・社会のルールを守れる人が多い

　＜主な調査項目＞
　　・ヒーロー率
　　・タバコ・空きカンのポイ捨ての数

自然・環境の状況 自然・環境

・家の周りの生き物の数
・もったいないの気持ちで生活している人の数
・リサイクル品を利用している

　＜主な調査項目＞
　　・ホタルやメダカの生息地域の広さ
　　・１人当たりの食べ残しの量
　　・１人当たりの不燃物ゴミの量

住

地域の経済・人物
の状況



 第 1 部 ふくい２０３０年の暮らし 

 16

第２章 ふくいを取り巻く環境の変化 

 
 

前報告書では、福井を中心としたデータを収集し、分析しましたが、ここではより

広い視点からデータ等を集めて、その動向を分析し、福井の２０３０年に与える影響

を検討します。 
 

２０３０年までの長い視点でみると、世界規模の変化や新たなテクノロジーは我々

の暮らしに影響を及ぼします。 
このため、特に福井の暮らしに影響を与えると考えられる「グローバル化」、「環境

とエネルギー」、「科学技術（イノベーション）」、「人口の大都市問題」の４項目につ

いて考察します。 
 

２００８年秋以降、行き過ぎた金融のグローバル化が破綻しましたが、現在、中国

やインド、ロシアなどのＢＲＩＣｓ、あるいはアフリカなどが世界市場で台頭してき

ており、また、高度情報化の進展や高速交通網の発達により、国や地域のボーダレス

化が進み、どの国や地域も世界全体を考えなくては生きていけないグローバル化が、

引き続き進行していくと予測されます。 
 
こうした時代背景の中、「グローバル化の中の福井」、「アジアや世界から見た福井」

といった新たな視点や新たなデータ、資料を用いて福井の特徴を再評価し、２０３０

年の未来像を検討します。 
 
また、現在、私たちの身近な環境とエネルギー問題として、地球温暖化や石油価格

の高騰、バイオエタノールの導入など大きな社会変化が生じていますが、こうした動

きが福井の２０３０年にどのような影響を与えるのかを検討します。 
 
さらに、２０３０年までの間には、様々な新しい技術や考え方が生み出され、社会

あるいは生活に大きな変化が起きると考えられます。政府が２００７年に策定した

「イノベーション２５」や日本学術会議が取りまとめた「科学者コミュニティが描く

未来の社会」などを参考に２０３０年の未来像を検討します。 
 

一方、大都市が抱える問題は、地方にも大きな影響を与えます。首都圏をはじめと

する大都市は、地方から若年人口を吸収し続けるにもかかわらず、今後急速に高齢化

して活力を失い、大都市と地方が共倒れになるおそれがあります。２０３０年に向け

て大都市と地方はどうあるべきかを検討します。 
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前報告書では、福井に関連した様々な基礎的データ等やキーワードを手がかりとし

ましたが、今回は東京大学社会科学研究所希望学プロジェクトや東京大学総括プロジ

ェクトジェロントロジー寄付研究部門、㈱博報堂生活総合研究所、㈱コンポン研究所

など大学や研究機関と積極的に連携し、最新の学術研究成果を参考とするとともに、

研究者の方々との意見交換などを通じて、福井に関する新しい知見の習得を目指しま

した。 
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２－１ グローバル化 

 

 

＜概要＞ 

人・モノ・カネ・情報のボーダーレス化・グローバル化は、世界の経済情勢の低

迷により、一時的に停滞する可能性がありますが、今後もその動きは進展するもの

と考えられます。 

福井が抱える課題の多くは、日本の課題・世界の課題と共通してきています。世

界の大きな課題としては、発展途上国の人口増加等による地球規模の持続可能性の

危機、国際競争の激化と南北格差の拡大などがあります。また、現在、経済成長著

しいアジア各国では、今後、少子高齢化が進んでいくことが予想されます。 

 福井に生きる私たちは、福井独自の文化や技術を活かして、アジアや世界と友好

関係を結びつつ、世界共通の課題解決に貢献する必要があります。福井は全世界的

に見ても少子高齢化が進んでいる地域の一つであり、福井での少子高齢化社会を生

きる経験は、アジアの少子高齢化対策に活かすことができます。 

 

 

 

＜２０３０年に向けた課題＞ 

グローバリゼーションとは、「人々の結びつきが、次第に拡大し、全世界的規模に到

達する歴史的趨勢（トレンド）」のことを意味します。近代という時代が、概ね国民規

模（nation-wide）で再生産を中心とする暮らしが成立していた時代とすれば、現代は

人々の生活が世界規模・地球規模（world-wide）の相互作用のもとに展開する時代です。 

グローバリゼーションは、近代の終わりを意味するものではありません。「グローバ

リゼーションとは近代性のグローバルな拡大である。」（Tomlinson,1999）といわれるよ

うに、近代社会の特性が全世界に広がり浸透していく過程であるという視点から捉える

必要があります。 
グローバリゼーションの成立過程は、３つの時期に分けられるといわれます。 
①１８世紀までのグローバルな想像力の生成期 
②１８５０年頃から１９５０年頃までのグローバリゼーションの始動期 
③１９６０年代から現在までのグローバリゼーションの本格期 

 
 そして、１９６０年代以降グローバリゼーションが本格的になった契機として次の 

４つのことが指摘されます。 
○核兵器使用の戦争に対する危機意識 
○地球環境の劣化による自然環境保護の必要性 
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○ＩＴ革命に伴うグローバル・エコノミーの進展 
○マルチメディアの発展、特に映像メディアによるコミュニケーションの大衆化 

 
２００８年の米国発の金融危機は全世界に広がり、世界の金融市場をパニックに陥れ

ただけでなく、実体経済にも影響を及ぼしています。一つの企業、一つの国の判断の過

ちが、かつては想像できなかった速さで世界的な経済の危機を招くことを教えられまし

た。 
 
また、情報通信技術の発展により、国際間の情報交信・コミュニケーションは今後さ

らに活性化し、グローバル化の進展はますます加速することが予想されます。 
グローバル化・ボーダレス化の進展により、福井が抱える課題も、世界共通・人類共

通のものが多くなっています。 

 

一方、グローバル化が進む中で、自分たち独自の生活スタイルや産業のあり方なども

見直され、ローカルなもの、地域の独自性が再発見され、再生していきます。ローラン

ド・ロバートソンは、グローバルとローカルが弁証法的に進んでいく過程を示すために

「グローカリゼーション（glocalization）」という造語を提唱していますが、福井にお

いても、福井のローカルなものと世界規模のグローバルなものが互いを刺激し磨きあい

ながら、新しい社会を形づくっていくと考えられます。 

 

集落の助け合いが不可欠な「稲作を中心とした農業文化」、繊維や眼鏡などの製造業

など、福井の「米作り・ものづくり」を基盤とした産業や文化が、グローバル化の影響

を受けつつ、さらに進化を続け、「福井型ハイブリッドモダン」と呼ばれる独自の文化

や産業が産み出されることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「福井型ハイブリッドモダン」とは、モダン（欧米型近代）と福井の土着・伝統

とがミックスした産業や文化のあり方を指します。米作りや繊維・眼鏡産業、三

世代同居・近居、地域の助け合いといった福井の経済・社会のあり方と近代工業・

ＩＣＴ・金融・個人主義などが結び付き独自の進化を遂げた産業や文化です。 
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１ 地球規模における持続可能性の危機 

 
・世界の人口は、今後も爆発

的に増加して、国連の予測

によれば、２０３０年には、

８３億２千万人になると予

測されています。２００５

年の６５億１千万人に比べ

て、約１８億人（２７．６％）

増加します。 
 
 
 

 

 
・人口増加に伴い、資源・エネルギー需要が急激に増加します。エネルギーが化石燃

料系資源でまかなわれた場合、地球温暖化が進み、その影響により、全世界で水・

食料問題が深刻化することが予想されます。 
 

 

 

２ 国際的競争の激化 

 
・アジア、アメリカ、欧州を中心とした経済が進展する一方で、特定の地域間での  

ＦＴＡ（自由貿易協定）の締結とネットワーク化も進展することが予想されます。

また、ＢＲＩＣｓのような新興国が現われる一方で、最貧国から抜け出すことがで

きない国や地域も多く、国際間格差を解消することは容易ではありません。 
 

・ＩＣＴ（情報通信技術：Information & Communications Technology）、ナノテクノ

ロジー、バイオテクノロジー等の科学技術の進展と新産業の発展に伴い、各国が世

界中の研究者等の人材獲得にしのぎを削り、国際的な競争が激化します。日本も最

先端の科学技術研究に対する投資が必要となります。 
 

・高齢化問題は、先進国に特有の問題ではなく、アジア地域や開発途上国を含めた世

界的な問題「グローバル・エイジング（Global Ageing）」となると推測され、高

齢者の視点も取り入れたユニバーサル・デザインの地域づくりが必要となります。 
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２０３０年
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世界の人口ピラミッドの変化（２００５－２０３０）

出典：総務省統計局「世界の人口の推移」
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３ アジアの経済成長とその限界 

 
・国連によると、アジア

の人口は、２０３０年

には３７億６１５４

万人となり、２００５

年の３１億１８８５

万人に比べて、６億 

４２６９万人   

（２０．６％）増加す

ると予測されていま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
・「アジアの奇跡」といわれる高い経済成長が続きますが、経済成長を支えた人口ボ

ーナス（生産年齢人口の割合の高さが経済発展を後押しする作用）の効果が２０１

５年頃から薄れるといわれます。これに伴い、経済発展は次第に減速することが予

想されます。また、アジア各国では、都市部の成長の一方で、農村の過疎化・高齢

化が進み、都市と地方の問題が大きな課題となってくると考えられます。 
 
＜人口ボーナスの終点＞ 

日本：１９９０～１９９５年（バブル崩壊の時期とほぼ一致） 
韓国・台湾などのＮＩＥＳ、中国、タイ：２０１０～２０１５年 
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出典：United Nations,World Population Prospects:The 2006 Revision
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・人口ボーナスの階層が高齢化することにより、アジア各国の社会全体が急速に高齢

化します。２０２５年には、アジアの高齢者は、４億１２０７万人になると予想さ

れています。これは、２００５年の２億１４３７万人に比べて、１億９７７０万人

（９２．２％）増加することになります。 
 
・アジアは「老年人口爆発の時代」に入り、世界で最も高齢者の多く住む地域となり、

２０３０年には老年人口（６５歳以上）は欧州の２．５倍となることが予想されま

す。 
 
・アジアで製品を作っている日本の企業では、従来のような安い労働力の確保が困難

となります。また、アジア向けの製品・サービスも高齢者向けに変化します。 
 
・高齢者が増加することから、アジアでは、高齢者の医療・介護などの人々の健康に

関する問題が課題となります。日本は、先に高齢社会を経験し、特に福井は、健康

長寿な地域として、持続可能なコミュニティを目指し、また、アジア共同体として、

アジアの健康に関する問題に積極的に関わっている必要があります。 
 

出典：小峰隆夫「超長期予測 老いるアジア」

資料：United Nations,World Population Prospects:The 2004 Revision

注：１．人口ボーナス期間は、従属人口が低下を続ける期間。５年ごとの数字で計測 

２．２００６年以降は日経センターが予測 
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高齢化率・合計特殊出生率・人口増加率 

高齢化率（％） 合計特殊出生率（人） 年平均人口増加率（％）  

 1980 2000 2005 2030 1990 2005 2010-30 2030-50 

日 本 9.1 17.3 19.7 31.8 1.5 1.3 －0.39 －0.71

ＮＩＥＳ    

韓 国 3.8 7.4 9.4 23.4 1.6 1.1 －0.03 －0.67

台 湾   9.6 1.7 1.1  

香 港   12.0 1.3 1.0  

 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 4.7 7.2 8.5 27.4 1.9 1.2 0.63 －0.17

中 国 4.7 6.8 7.6 16.2 2.1 1.8 0.38 －0.17

ＡＳＥＡＮ４    

タ イ 3.8 6.7 7.1 17.4 2.2 1.9 0.31 －0.13

ﾏﾚｰｼｱ 3.7 3.9 4.6 10.4 3.8 2.7 1.18 0.58

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 3.4 4.9 5.5 10.7 3.1 2.3 0.78 0.30

 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 3.2 3.5 3.9 7.5 4.3 3.2 1.38 0.69

ベトナム 5.0 5.5 5.4 10.9 3.6 1.8 0.98 0.42

インド 3.6 4.6 5.3 8.8 3.8 2.8 1.06 0.48

イギリス 14.9 15.8 21.6 1.8 0.36 0.19

イタリア 13.1 18.2 27.0 1.3 －0.13 －0.26

ドイツ 15.6 16.4 27.3 1.4 －0.19 －0.34

フランス 14.0 16.3 23.2 1.9 0.32 0.12

ロシア 10.2 12.3 18.9 1.3 －0.62 －0.69

アメリカ 11.2 12.3 19.4 2.1 0.76 0.47

世 界 5.9 6.9 11.7 0.93 0.50

出典：United Nations,World Population Prospects:The 2006 Revision

アジア各国の高齢化の推移と予測
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４ グローバル化の中における日本の存在感の希薄化 

 
・日本の世界のＧＤＰに占めるシェアは、２００４年の１３％から、２０３０年には

１０％未満に低下すると予測されています。一方、中国は、２００４年の４％から

２０３０年には１０％以上になると予測され、経済における日本のアジア、世界で

の存在が希薄化すると考えられます。 
 
・経済成長を続けるアジアから、日本への製品・サービスの流入が続くことから、県

内企業の国際的競争力を確保する必要があります。 
 
・また、日本は食料品を輸入に頼っていますが、食料を安定的に確保するには、アジ

アなどに過度に依存することを防止する必要があります。 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

福井県の輸入状況 

福井県の輸出状況 

出典：福井県国際・マーケット戦略課資料
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５ 在福外国人の増加 

・２００７年末の福井県の登録外国人の数は１４，１０４人で増加傾向にありました

が、２００８年末には１３，６３４人となり、前年比で４７０人減少しました。特

に、ブラジル人が４３５人と大きく減少しており、景気悪化の影響を強く受けてい

ると考えられます。 

 

・全国と比較すると、「研修生」が多く、「留学生」が少ない傾向にあります。留学生

や専門性の高い領域での外国人の増加を誘導していく必要があります。 

 

・福井が、原子力産業関連の人材育成等で、アジアをはじめとする外国人を受け入れ

るために、共生の仕組みづくりが必要です。 

 

県内の在日外国人の人員                         （人） 
 ２００３年 ２００７年 ２００８年 

合 計 13,318 14,104 13,634

中 国 3,838（28.8％） 5,151（36.5％） 5,231（38.3％）

韓国または朝鮮 3,899（29.3％） 3,427（24.3％） 3,318（24.3％）

ブラジル 2,726（20.5％） 2,975（21.1％） 2,540（18.6％）

フィリピン 1,480（11.1％） 1,310（ 9.3％） 1,306（ 9.6％）

 
県内の在日外国人の資格別人員                      （人） 

 

 
２００３年 ２００７年 ２００８年 

総数 13,318 14,104 13,634

永住者 4,283（32.2％） 5,015（35.6％） 5,227（38.3％）

うち一般永住者 945（ 7.1％） 2,202（15.6％） 2,521（18.5％） 

特別永住者 3,338（25.1％） 2,813（20.0％） 2,706（19.8％）

非永住者 9,035（67.8％） 9,089（64.4％） 8,407（61.7％）

うち定住者 1,807（13.6％） 1,708（12.1％） 1,406（10.3％）

日本人の配偶者 1,909（14.3％） 1,742（12.4％） 1,433（10.5％）

留 学 324（ 2.4％） 354（ 2.5％） 350（ 2.6％）

家族滞在 196（ 1.5％） 216（ 1.5％） 244（ 1.8％）

 

研 修 1,355（10.2％） 1,702（12.1％） 1,692（12.4％）

 出典：福井県国際・マーケット戦略課資料
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＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・世界から留学生や研究者を福井に集め、世界に「知福派」を増やすとともに、

福井で学び育った留学生、研修生などの「福育人」がアジアをはじめ世界で活

躍 

 

・恐竜、福井の食文化、大本山永平寺の禅文化、白山・平泉寺、若狭の国宝群、

三世代同居・近居等、福井独自の文化・歴史遺産・自然を継承し、世界に向け

その魅力を発信 

 

・携帯型自動翻訳機が普及し、世界の人々と手軽にコミュニケーションができる

ようになるとともに、テレワークシステムが広がり、福井人が世界で活躍 

 

 

 

【アジアをはじめとした世界との共創・共動】  

・世界の少子高齢化社会のモデル地域として、福井独自のシステムを発信するととも

に、アジアや世界の少子高齢化対策（福祉・医療・教育等）に貢献するなど、アジ

アや世界と共創、共動し世界的課題の解決を図ります。 
  

・福井は、関西・中京・北信越圏のアジアやロシアへのゲートウェイとして、敦賀か

らウラジオストクまでを高速コンテナ船で結び、ウラジオストクからシベリア鉄道

を経て欧州へ向かうという、大きな物流の一翼を担いうる地理的条件を活かした港

湾づくり、交通体系の整備が進みます。 
 
・若狭湾エネルギー研究開発拠点を中心として、福井（特に嶺南地域）で、アジア型

標準化原子炉の開発、太陽光、バイオマス、水力、風力、海洋エネルギーなどの研

究・実用化が進み、福井発の技術がアジアをはじめ世界に普及しています。 
 
・アジアの原子力発電所の保守・メンテナンスを福井で研究を受けた研修生が担い、

アジア地域での安全安心な原子力発電の運転を支えるなど、「福育人（福井で学び

育ち、福井を身近に感じ、福井とつながりを持った人）」がアジアをはじめ世界各

地で活躍します。 
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【福井文化の発信と交流】 

・三世代同居・近居、夫婦共働き、地域の助け合い等、高齢社会でも持続的発展が可

能な「福井型生活スタイル」を進化させ、世界に向けて発信します。 
 
・恐竜、福井の食文化、永平寺、白山・平泉寺、若狭の国宝群、白川文字学等、福井

独自の文化、歴史的遺産、自然等を継承し、世界に向けて発信し、世界中から多く

の人を呼び込みます。 
 
・海外マーケット開拓、友好都市づくり、文化交流など、福井独自のネットワーク作

りが進んでいます。また、留学生を積極的に受け入れ「知福派」を増やすとともに、

積極的に世界に出る「世界を知る福井人」も増加します。 
 
・福井のこだわりや感性を活かした商品やサービスを、高齢化が進む東アジア市場に

提供しています。 
 

 

【福井の技術による世界貢献】 

・大学や研究機関、企業が核となり、原子力、新エネルギー、陽子線がん治療など、

特色のある分野の研究者を世界から集め、アジアや世界に貢献する技術開発・教育

を行います。 
 
・世界的に水不足が深刻化する中、福井の技術と最新のナノテクノロジーが結合した

水質変換技術等により、世界の水資源、水環境管理に貢献します。 
 
・福井の稲作技術がアジア・アフリカで応用され、食料問題、環境問題の解決に寄与

します。 
 

【グローバル化を促進する技術・システムの活用】 

・テレワークシステムの活用により、福井人が世界の労働市場に進出するとともに、

福井の企業が世界の労働力や知識を活用します。 
 
・福井においても、携帯型自動翻訳機が普及し、世界から訪れた人々と円滑なコミュ

ニケーションができるとともに、言語の壁なく世界を訪れることができるようにな

り、異文化理解が大きく進みます。また、アジア諸国に向けて福井発の文化や情報

を簡単に発信できるようになり、アジア各国で福井の文化などが親しまれるように

なっています。 
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２－２ 環境とエネルギー 

 

 

＜概要＞ 

 原油や天然鉱物といった資源には限りがあり、いずれ枯渇するということは、こ

れまでも様々な場で議論されてきましたが、科学技術の進展がこれらの問題を解決

するだろうという楽観的なとらえ方が先行し、福井県民を含め多くの国民も痛みを

伴う対応にはあまり積極的ではありませんでした。 

 しかしながら、中国やインドといった新興国の爆発的ともいえる急速な経済発展

により、世界的にエネルギーおよび資源の需要が高まったため、一転して将来への

不安感が広がっています。 

 さらに、原油を起源としたエネルギー利用の増大に伴い、温室効果ガスの一つで

ある二酸化炭素の排出量が増加しています。近年、気候変動が一因である大規模な

干ばつや洪水が世界各地で発生するなど、地球規模での気候変動が大きな課題とな

ります。 

 また、代替エネルギーの一つとして、バイオエネルギーが注目され、小麦等の食

料生産から、トウモロコシのバイオ原料生産へシフトする動きが出ています。 

 こうしたことから、福井においても、再生可能なエネルギーの供給割合の増加や

天然鉱物の再利用の徹底といった社会を構築する必要があります。また、福井が世

界的な優位性を誇る原子力発電について、人材養成を中心に世界に貢献するととも

に、その技術のメッカとしての役割を果たしていくことも期待されます。 

 

 

 

＜２０３０年に向けた課題＞ 

世界規模でのエネルギーおよび資源の需要の高まりは、エネルギー源を石油に依存

した現在の生活を変えざるを得ない状況をもたらします。また、化石燃料の消費によ

る温室効果ガスの排出量の増加は、地球環境の変化とともに、生活環境にも影響を及

ぼします。 
急激な生活環境の変化を引き起こさないためにも、身の回りでの地球温暖化防止の

ための活動を促進させるとともに、エネルギー不足、エネルギー転換に対応した社会

全体の動きに合わせて、一人ひとりが省エネと家庭等でできるエネルギーの転換を進

めていく必要があります。 
さらに、福井に集積した原子力技術を核に、新エネルギーの研究・開発を進める必

要があります。 
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１ エネルギー・食料品の高騰、資源の枯渇 

 

・中国、インドなどの経済発展に伴い、今後も世界的に原油の需要は増加が見込まれる

ことから、２００８年夏のような原油価格の高騰による、ガソリン、電気といったエ

ネルギー価格の上昇、また、これに伴う運搬コストの増加による食品・日用品などの

高騰が懸念されます。 

 

・東アジアやインドの経済発展に伴い、プラスチック原料の高騰や稀少金属（レアメタ

ル）資源の不足が深刻化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内ガソリン価格推移　　（消費税を含まない）
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２ 地球温暖化問題 

 

・世界の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら長期的には１００年当たり   

０．６７℃（統計期間：１８９１年～２００７年）の割合で上昇しています。 

 

・さらに、ＩＰＣＣ第４次評価報告書では、地球温暖化の影響により２１世紀末までに、

世界平均気温は１．８℃～４．０℃上昇し、世界平均海面水位は最大で０．５９ｍ上

昇すると予測しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地球温暖化が進行し、異常渇水による水不足や台風等の自然災害の発生増加による農

業被害の発生確率が高まることが懸念されます。 

 

・また、冬季の気温上昇により降雪量が減少し、水資源に恵まれている福井でも、地下

水の水位低下や深刻な水不足が発生するおそれがあります。 

 

 

 

３ 低炭素社会に向けた動き 

 

・地球温暖化防止のため、省エネルギー活動などの運動が一部で始まっています。経済

産業省によると、日本の２０３０年度の電源構成における原子力発電のシェアは  

４９％に増加すると予測されており、原子力発電の重要性がますます高まっていきま

す。 
 

出典：気象庁「気候変動監視レポート２００７」
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・また、太陽光発電等の新エネルギーの導入見込みは、約４％にとどまっており、さら

なる普及の拡大が望まれます。 
 
・化石燃料の代替燃料としてバイオ燃料の利用が拡大し、その原料は米やトウモロコシ

等から、草や木といった食料以外の物への転換が進みます。 
 

 

 

 

＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・エコロジー教育等により、県民のエコロジカルな行動や省エネルギーが進むと

ともに、エコハウスの考え方が浸透し、太陽光発電と燃料電池を併用した家庭

での電力の自給自足が普及 

 

・エネルギーは化石燃料を中心とした炭素社会から水素などの新エネルギー社会

への転換が進む一方で、世界中で原子力発電への依存率は高まり、福井の原子

力技術が貢献 

 

・バイオエタノールとガソリンの混合によるバイオマス燃料車が普及し、稲わら

や間伐材など、福井で生産される農林業副産物を原料として活用 

 

出典：経済産業省資源エネルギー庁「長期エネルギー需給見通し」 
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・環境に配慮して、化石燃料を中心とした炭素社会から、太陽光発電と燃料電池を併用

した電力の自給自足が普及し、水素による発電が増加するなど、社会全体のエネルギ

ー源の転換が進みます。 
 
・福井は「安全な原子力発電のトップランナー」として、世界のモデルとなっています。

世界中で原子力に関する人材不足が課題となる中、福井では、原子力発電所および大

学等での人材養成の実績を活かし、世界中へ人材を輩出するとともに、中国・東南ア

ジアをはじめ世界から多くの研究生・留学生を受け入れています。また、福井に原子

力関連技術が根付き、特にメンテナンスに関する技術で、世界に貢献しています。 
 
・バイオエタノールの製造に関する技術革新により、米やトウモロコシに代わって、稲

わらや間伐材など農林業副産物が原料となっています。 
 
・福井のナノテクノロジーを活用した容量小型電池の生産が可能となり、送電線に代わ

る実用的なエネルギー輸送方法の一つとして普及し、自動車や電車、船舶などでも利

用されています。 
 
・太陽光発電や雨水の高度処理、食品のリサイクルなどにより、家庭で消費するエネル

ギーのほとんどを自宅でまかなうエネルギー自立ハウスが普及します。 
 
・学校施設はエコ施設として整備が進み、太陽光発電や野菜のカーテンなどにより、学

びやすい環境が整備され、夏休み・冬休み期間中も学校で勉強や活動ができるように

なります。 
 
・省資源・省エネルギー社会が構築され、下取りされた使用済み製品は、稀少金属を含

む金属類が回収された後、廃プラスチック類は完全に再資源化されています。 
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２－３ 科学技術（イノベーション） 

 

 

＜概要＞ 

人口や労働力の減少、高齢化、エネルギー・環境問題等、２０３０年に向けた課

題の解決には、科学技術（イノベーション）の進展が欠かせません。ＩＣＴなどイ

ノベーションの進展は、地域の地理的格差を縮小する契機にもなります。 

環境・資源が重要な時代に、繊維や眼鏡など物を小さく作る福井の技術が、福井

本拠の世界市場の新しい産業を産み出します。 

また、健康・医療・介護、防災・防犯などの分野でもイノベーションが進み、よ

り快適で安全・安心な生活が可能となります。 

 

 

 

＜２０３０年に向けた課題＞ 

科学技術による解決が期待されている将来的な課題としては、生活の安全性や利便性

の向上、人口・労働力の減少や高齢化への対応、社会の持続可能性やエネルギー問題・

環境問題などが挙げられます。また、こうした課題解決に資する科学技術をはぐくむた

めには、研究環境の整備も欠かせません。 
イノベーションの進展とＩＣＴの進歩は、地域の地理的な格差を縮小させます。福井

においては科学技術と豊かな発想を組み合わせたイノベーションを起こしていくこと

が重要です。 

 

 

１ 内閣府「イノベーション２５」における課題認識 

 

・今後、日本および世界を取り巻く環境として、次の３つの潮流が考えられます。 

①日本の人口減少・高齢化の急速な進展 

（日本の労働力の減少と、世界の経済勢力地図の変化） 

②知識社会・情報化社会およびグローバル化の爆発的進展 

（知識・頭脳をめぐる世界大競争、世界中の消費者が外国の商品・サービスに  

容易にアクセス） 

③地球の持続可能性を脅かす課題の増大 

（人口増加が、資源・エネルギー問題、環境問題、感染症問題等を深刻化） 
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・この３つの潮流の中で、日本のような人口減少国家における唯一の持続可能な経済

発展の手段は生産性の向上であり、世界を視野に入れたイノベーションです。 

 

＜イノベーションの考え方＞ 

・イノベーションとは、個人個人の能力を高めるとともに、情報化社会の利点も活

用した「外」、「異」との融合、協働を通じ各人が能力を最大限発揮し、新たな科

学技術・サービスで新たな付加価値を社会に生み出し、その結果、生活者の暮ら

し方等の社会に変化をもたらすもの。 

出典：内閣府「イノベーション２５」 

 

 

２ ２０３０年までに実現可能な科学技術例 

 
（１）家族 
・家事・子育て・介護など、男女共立社会の社会生活と家族生活の両立をサポートす

るロボット技術や、家族や友人同士のコミュニケーションや楽しみを促進する技術

などが進んでいます。 
例）生活支援ロボット、テレビ電話、３Ｄ再生テレビ、ポータブルディスプレ

イ、ＧＰＳ端末や監視カメラのネットワーク化、自然災害の事前予測技術

など 
 

（２）健康 
・手軽に健康状態を把握し、診断に合わせた医療処置を可能にする技術や、個々人の

特性合わせた「テーラーメイド治療」を可能とする技術、高齢者や障害者の身体機

能を回復・補完する機械技術などが実現しています。また、人々の健康に対する意

識の高さから、健康に関する産業はヘルスニューディールとして、新技術開発や雇

用の受け皿など、産業の大きな柱になっています。 
例）マイクロカプセルによる健康自己診断、医療情報システムによる早期適切

治療、細胞治療・再生技術、遺伝子解析技術、感覚・機能補完用具 など

 
（３）食 
・消費者が生産から流通履歴を簡単に確認できるシステムや、伝統的な技術を最新の

テクノロジーに生かす技術などが実現しています。また、農業分野では、天候の影

響や品質管理や農作業などを軽減するテクノロジーが実現しています。 
例）食品タグ（超小型無線ＩＣタグ）、発酵技術を活かしたバイオ燃料、節水型

農業技術 など 
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（４）働き方 
・オフィスを持たずに事業運営を可能とするための技術や、様々な産業において労働

力を補完する高度な産業ロボット製造技術が実現しています。 
例）バーチャルカンパニー、ディスプレイ会議システム、自動翻訳機、テレワ

ーク、各種産業用ロボット など 
 
（５）教育 
・子どもの健全な発達を促し、学習や文化活動を促進するメディア技術や、身体的・

心理的な状態を見守る技術が実現しています。 
例）思考力・創造力・コミュニケーション力の発達を促すメディア技術、非言

語的な情報から意図を理解する技術、子どもを見守るための技術 など 
 
（６）交通 
・交通事故原因となる人的要因を未然に防ぐ技術や、公共交通と低環境負荷の自動車

や道路インフラが高度情報システムにより融合した新交通システムが実現してい

ます。 
例）追突防止システム（ＩＴＳ）、渋滞発生予測技術、交通需要把握技術 など

 
 
（７）自然環境 
・自然環境にやさしい製品技術や、悪化した環境を浄化する技術、限りある資源やエ

ネルギーを有効に活用するための技術が実現しています。 
例）微生物を利用した毒物の除去技術、クリーン発電技術、水処理技術、大容

量小型電池 など 
 
（８）地域 
・不審者などから未然に危険を回避する技術などにより、子どもたちが外で安心して

遊べるような安心・安全な地域づくりが可能となっています。 
例）超小型ＧＰＳ端末、監視カメラのネットワーク化 など 

 
参考：内閣府「イノベーション２５」 
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３ ナノテクノロジーの市場規模予測 

 

・ナノテクノロジーは、様々な産業分野に応用され得る基盤的な技術であり、今後ま

すます発展が期待される新しい技術分野です。カーボンナノチューブの分野は特に

将来性が高いと考えられ、医療分野でも展開が期待できます。 
 
・福井には、繊維産業や眼鏡産業、セラミック技術など、ものを小さくつくる微細加

工技術（サイズリダクション）が豊富にあり、「軽薄短小」が福井の産業を貫くキ

ーワードの一つと考えられます。普遍的に必要だが巨大すぎるものを「小型・軽量

化」する技術から福井本拠の世界市場の産業が産まれる可能性があります。 
 

出典：経済産業省「ナノテク関連市場規模動向調査」 

 

 

 
ナノテク関連市場規模推移予測 

（２００５年～２０３０年） 

４．２ 

兆円 
２．８ 

兆円 

 

１３．４ 

兆円

 

２６．３ 

兆円 

２００５年 

２０１０年 

２０２０年

２０３０年 

黎 明 期 普 及 期 拡 大 期 

○ナノテク市場に先行商品が次々登場 

○「第一世代」 

○携帯電話、フラッシュメモリー、 

リチウムイオン電池、化粧品等 

○2000～2005 年の研究成果が市場を形成 

○「第二世代」 

○ＦＥＤ／ＳＥＤ、ナノガラス、燃料電池等 

○ナノテク搭載製品が広範囲に普及 

○「第三世代」 

○次世代ＬＳＩ、 

 フレキシブルエレクトロニクスデバイス
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＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・福井型技術の特長として、「革新的な電気技術と世界一の軽薄短小技術」とい

うコンセプトを共有し、世界的に貢献できる技術を創出 

 

・科学、医療と健康的な生活習慣が融合した「生涯健康な福井」が実現し、様々

な地域から多くの人が治療に訪れる。地域セキュリティシステムが導入され、

災害や犯罪に強い「テクノウォッチ」社会を実現 

 

・理数系教育の充実や産学官連携によりイノベーション先進地となり、テクノロ

ジーを活かした新産業や多様な教育、新交通システムが広がり、快適な生活を

実現 

 

 

 

【革新的な電気技術と世界一の軽薄短小技術（世界に誇る産業創造）】 

・ナノテクノロジーをはじめとした「軽薄短小型テクノロジー」を中心に、福井発の

世界に貢献できる技術の開発・普及が行われます。 

 

・サイズリダクションとともに、魅力ある「デザイン」がますます重視されるように

なり、性能・デザインともに優れた福井発の「デザイン・テクノロジー産業」が盛

んになります。 

 

・熟練者の技能・ノウハウが若い労働者でも再利用・学習できるようなサポートシス

テムや技術教育プログラムの充実により、進歩しながらも継承される技術と、バー

チャルカンパニーなどによる新たな企業スタイルを取り入れ、産業が活性化してい

ます。 

 

・日本有数のエネルギー生産地である福井においては、他地域に比べエネルギーにつ

いての意識が高く、燃料電池や風力発電といった環境にやさしいエネルギーに関す

る研究開発や実用化が進むなど、クリーンテック集積地となっています。 

 

・漬け物やみそ、へしこといった福井でもなじみの深い伝統食品のテクノロジーであ

る「発酵技術」を活かしたバイオ燃料、新たなエネルギー源の研究・開発が進んで

います。 
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【科学と健康が融合する福井（生涯健康な社会の実現）】 

・遺伝子情報の解析技術などにより、三大疾病やアルツハイマーなど難病の発病リス

クを的確に診断し、「個」に対応したテーラーメイド医療や再生医療を行うことが

可能となっていて、様々な地域から治療に訪れる人が絶えません。 

 

・遺伝子情報の解析技術などによって様々な疾病の発病リスクなどを分析し、病気に

なる前から自分の体をケアできる予防医学が広まっており、福井ではより健康で、

より長く生きることが可能となっています。 

 

・要介護者の自立を促す介護ロボットの発達や、合成音声・人工網膜・視覚ゴーグル

など言語や感覚に障害がある人などに有用な補助具の開発が進み、家族や専門家が

介護しやすい環境が整っています。 

 

・高齢者の状態に応じて身体の機能をアシストする機器・システムが充実し、高齢者

が自立した社会生活を長く続けることができるようになっています。 

 

【テクノウォッチ（安全･安心な社会の実現）】 

・災害監視衛星、通信衛星、ＧＰＳ、無人飛行機などを利用して、災害や犯罪を監視

する地域セキュリティシステムが導入されています。 

 

・人命救助ロボットなど生命を救う分野においても科学技術が活用されることで、災

害や事故、急病の際のレスキュー能力が向上し、福井ではより安全・安心に過ごす

ことができます。 

 

・街中にはＩＴＳ（高度交通道路システム：Intelligent Transport Systems）によ

り制御された公共交通と自動車の融合型新交通システムが整備され、子どもや高齢

者も安心して出かけることができます。 

 

・社会のネットワーク化に伴うウイルスやハッキング行為の増加に対応するセキュリ

ティサービス産業など、新しい技術による新産業が福井で発達しています。 

 

・監視システムが発達する一方、個人のプライバシーがしっかり守られる制度・シス

テムが設計されています。 
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２－４ 人口の大都市問題 

 

 

＜概要＞ 

人口の集中する大都市と人口減少の大きい地方。大都市は若者が集まり経済的に

繁栄し、地方は高齢化が進み疲弊しているというイメージがあります。 

しかし、これからは、大都市においても急速に高齢化が進み、また、若者がこれ

までのように大都市に流入し続けることはなくなると考えられます。 

「子どもを産み育てるなら地方で」という意識と行動が若者の間で広がり、また、

農業や田舎暮らしのよさが見直される中で、大都市に住んでいた幅広い世代の人た

ちが地方を目指すようにもなります。 

「平日は都会で仕事をし、週末は地方で暮らす」といった二地域居住も徐々に広

がってくることが予想されます。 

大都市と地方とを対立図式で考えるのではなく、ともにそれぞれの希望を持ち、

幸せに暮らせるような生活や社会づくりを進めていく必要があります。 

 

 

 

＜２０３０年に向けた課題＞ 

２０３０年に向けて、大都市での急激な高齢化が進みます。一方、若者の流入はこ

れまでのように進むとは考えられず、空きビルや空き家が増えることが予想されます。 

少子化は日本全体の課題ですが、特に少子化が著しいのは東京、神奈川、大阪など

の大都市圏です。少子化は複雑な要因によるものと考えられますが、大都市では子育

てをするのに十分なスペースのある住環境がないこと、また、親族や地域のつながり

が弱く子育ての協力体制が不十分なこと、子どもの教育費用が高すぎることなどが考

えられます。 

大都市と地方との交流を活発化させ、大都市から地方への人口の移動を促進するこ

とにより、大都市も地方も活性化され、よい循環が生まれることが期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第 1 部 ふくい２０３０年の暮らし 

 40

１ 大都市で進む高齢化 

 
・２０１５年には首都圏（東京

都、神奈川県、埼玉県、千葉県）

の老年人口割合は約２５％と、

２０００年時点で、全国で最も

老年人口割合の高い島根県と

同レベルに達します。 
これに伴い福祉関連支出が

大幅に増加し、財政を圧迫する

ことが予想されます。 
 
 
２ 生産年齢人口の減少とオフィスの過剰化 

 
・大都市圏には団塊の世代をは

じめとして、これまで多くの若

者が地方から流入してきまし

た。しかし、今後は少子化によ

り、地方においても余剰労働力

は少なくなるため、大都市への

若者の流入は減少すると予想

されます。 
 
・就業者人口の減少により、都心部でもオフィスが過剰となり、経済成長が鈍化し、オフ

ィスビルの垂直スラム化や治安の悪化が懸念されます。 
 

 

３ 都市圏の低い出生率による人口減少 

 
・首都圏の合計特殊出生率は低く、日本全体

の人口減少に拍車をかけているのが現状

です。大都市では子どもを持ちたくないの

ではなく、住環境や子育てにかかる費用を

考え、子どもを産みたくても産めない家族

も数多くいます。 
  
 
 

老年人口割合 （％） 
 2000 年 2015 年 2030 年 

福井県 ２０．５ ２８．３ ３３．０

島根県 ２４．８ ３２．６ ３６．８

東京都 １５．９ ２４．２ ２８．０

神奈川県 １３．８ ２４．２ ２９．１

埼玉県 １２．８ ２５．５ ３１．３

千葉県 １４．１ ２６．２ ３１．９

出典：国立社会保障・人口問題研究所 

生産年齢人口 （万人） 
 2005 年 2015 年 2030 年 

福井県 ５１．５ ４６．４ ３９．５

東京都 ８８０．９ ８５３．８ ８２４．３

神奈川県 ６１１．５ ５７８．６ ５３９．９

埼玉県 ４９０．５ ４４２．６ ３８８．４

千葉県 ４１７．０ ３７７．９ ３３６．４

出典：国立社会保障・人口問題研究所 

合計特殊出生率 

 2005 年 2030 年 

福井県 １．５０ １．４４ 

東京都 １．００ ０．９８ 

神奈川県 １．１９ １．１６ 

埼玉県 １．２２ １．１８ 

千葉県 １．２２ １．１８ 
出典：国立社会保障・人口問題研究所 
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・人口の集中と合計特殊出生率

には、都市部への人口の集中

が過度に進むと、合計特殊出

生率が低下するという相関関

係が認められます。 
 
・人口の地方への分散を促すこ

とは、国全体の人口減少対策

としても重要であるといえま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 世界各国の合計特殊出生率 

 
・ＯＥＣＤ開発援助委

員会加盟国の合計特

殊出生率と人口密度

の関係において、大

きく２つのグループ

に分けることができ

ます。 
 
 
 
 
 

 
 

＊人口集中地区とは、国勢調査区のうち、原則として人口密度がk㎡につき約４，０００人以上のもの

で、市区町村のなかでそれらが互いに隣接して、その人口が合計して５，０００人以上となる調査区

の集まりをいう。 

出典：国際調査報告から「ふくい２０３０年の姿」検討会において作成

出典：「ふくい２０３０年の姿」検討会において作成
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５ 福井からの人口の移動 

 
・福井県の社会減は、  

１９６０年代をピーク

に、減少傾向にあります。 
 

・１９５４年から２００７

年までに福井県から 

県外に転出した人は、 

約１６万人（累計）にな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 大都市圏からの移住受入れ 

 
・アメリカで今、「カレッジリンク型」と呼ばれる老人ホーム（リタイヤメントコミュニ

ティ）が注目を集めています。これは、幾つになっても知的刺激や社会とのつながりを

求め、積極的なライフスタイルを営もうとする人たち向けの大学と提携した老人ホーム

です。 
入居者は、“リタイヤ”ではなく“リワイヤ（新たなつながりを創る）”を合言葉に、学

生とともに授業を受け、時には学生の相談に乗り、専門知識がある場合は講師役を務め

ることもあるといいます。 
福井でも、積極的なライフスタイルを営もうとする高齢者向けに「カレッジリンク型」

や「アグリリンク型」などの高齢者コミュニティを作ることにより、大都市から高齢者

の移住を受け入れていく必要があります。 
 

 

 

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」
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＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・大都市圏の青年世代が福井をはじめとする地方に分散し、地方で魅力ある企業

が成長するとともに全国的に合計特殊出生率が回復。「子どもを産み育てるな

ら地方」という意識と行動が全国的に拡大 

 

・首都圏をはじめとする大都市は高齢化が急速に進展するが、二地域居住や地方

転居により達年世代（※）が地方に分散 

※達年世代：６０歳～７５歳の人のこと 

 

・“リタイヤ”から“リワイヤ”へ、カレッジリンク型やアグリリンク型など様々

な高齢者コミュニティに大都市から移住者を誘致 

 

 
・ニート、フリーターも含めた青年世代が地方に移住し、農業や地場産業等に就業する

など、地方経済活性化の原動力となります。 
 
・県内の大学と連携したカレッジリンク型や農業の初心者から始められるアグリスクー

ルと連携したアグリリンク型など、個性的な高齢者コミュニティが整備され、知的好

奇心の高い高齢者がこうしたコミュニティに移住してきます。 
 
・福井で生まれ育ち都会で生活している人たちとも緩やかなつながり（ウィークタイズ）

を持ち続け、福井に住む人も大都市に住む人もともに、それぞれの希望を持ち、幸せ

に暮らせるような交流・共動を続けています。 
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第３章 ふくいの暮らしの特長 

 
技術やサービスなどが日本市場で独自の進化を遂げて世界標準からかけ離れて

しまうという現象は、生物界のガラパゴス諸島における進化の現象にたとえて「ガ

ラパゴス化」といわれています。（『２０１５年の日本』（野村総合研究所 東洋経

済新報社）） 
 
２００７年１１月に実施した「福井の暮らしをよりよくするためのアンケート」

の結果として、県民の多くは趣味や余暇の活用より、日常生活の基盤となる事柄に

暮らしの質を見出す傾向があることが分かりました。特に、福井県に住むことに満

足していると回答した県民は８１％に達し、さらに、自然環境・生活環境の豊かさ・

美しさについても８８％の県民が満足であると回答しています。 
 
このように、福井県民は、福井の暮らしに満足して、その豊かさを実感していま

す。しかし、現在の福井の暮らしの満足が２０３０年の福井においても同様に満足

するものであり続けるのでしょうか。前述の「ふくいを取り巻く環境の変化」を踏

まえて、現状や２０３０年の福井の課題を整理し、２０３０年の福井の暮らしを検

討する必要があります。 
 
この章では、前報告書の「社会全体の姿」を踏まえた上で、福井の特長的な身近

な日常の暮らしの８分野（「家族」、「健康」、「食」、「労働」、「教育」、「交通」、「自

然・環境」、「地域」）について、福井の「強み」は引き続き強みとなり、２０３０

年にも生活満足度を支えているのか、「強み」が「弱み」に転換して「ガラパゴス

化」してしまうことがないのかなどを検討しました。 
 
第３章では、今後、私たちが、この福井で住み続けたとき、どのような課題があ

り、またその対応策はどのようなものか、さらに、実際に住む私たちがどのような

心構えと行動で新たな社会を作り上げていくかを描いています。 
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３－１ 家族の希望が広がる 

 

 

＜概要＞ 

 福井は三世代同居および近居が多く、子育てのしやすさや世帯所得・貯蓄率の高

さなどに結びついています。 

国政レベルにおいても、高齢者が安心して暮らし、世代間の助け合いを支援する

ため、三世代同居や高齢者雇用を促進する支援措置の検討が始められました。 

福井においては、家族・地域・テクノロジーを複合的に組み合わせ、一人ひとり

の役割や能力を最大限に発揮できる社会を目指します。 

 

 
 
＜２０３０年に向けた課題＞ 

福井県の特長である三世代同居は、少子高齢化の影響などによりその数、割合とも

に減少傾向にあります。また、三世代近居においても、日常的な交流が減り、困った

ことがあったときに相談するなど適度な距離を置く付き合い方が増えています。 
一方、平均初婚年齢および出生年齢の上昇に伴い、第１子出生時の父親・母親の年

齢が２０代から３０代へ上昇しています。また、祖父母の年齢も、５０代から６０代

へ上昇します。この傾向が続くと、２０３０年においては、三世代同居で、父親・母

親、祖父母で協力して行っていた子育て（孫育て）が祖父母の高齢化に伴い、今まで

のような祖父母の子育てへの参加が難しくなってきます。さらに、三世代同居におけ

る祖父母の高齢化は、会社での責任が重くなる４０代後半から５０代の父親・母親に

とって、子育て・教育のピークと親の介護が同時に訪れる可能性が高くなることを意

味します。 
このため、三世代同居・近居で豊かな生活を送ってきたこれまでの４０代・５０代

とは違い、２０３０年の４０代・５０代は家庭・地域・会社からの大きな期待と負担

に喘ぐことになるおそれがあります。 
三世代同居・近居には、家族ぐるみの子育てや地域活動への参加、家事の役割分担

など優れた面が数多くあります。人々が適度な距離を保った家族の付き合い方を望む

中、「家族の未来を創造する２０３０年の家族モデル」として三世代同居・近居の良

い面を継承しつつ課題解決につながるような支援を行っていく必要があります。 
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１ 福井県の単独世帯および三世代同居の数と割合 

 
・福井の三世代世帯比率は、

全国的に見れば高いものの、

年々減少しており、また、

単独世帯が急速に増加して

います。 
 
 
・特に、高齢単身世帯は数お

よび比率ともに増加し、 

２０３０年には２００５年

に比べ、約２倍になります。 
 

 

 

 

・今後、三世代同居が減

少していくなかで、家

族形態の変化に伴っ

て、住宅内にあまり使

われない空間が増え

てくると思われます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計
（都道府県別推計）」に基づき福井県政策統計課が独自集計 

 

 

 

 

 

出典：総務省「国勢調査」

福井県の三世代世帯数と単独世帯数の推移 

68,251

27,645

33,281

39,678

53,982

59,583
64,575

67,086

59,618

54,104
47,626

30.6%

28.8%

26.2%

13.0%

14.9%

17.0%

19.3%

20.2%

23.1%
22.3%

20.9%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

１９８０年 １９８５年 １９９０年 １９９５年 ２０００年 ２００５年

世
帯
数

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

一
般
世
帯
に
対
す
る
割
合

三世代世帯数
単独世帯数
三世代世帯比率
単独世帯比率

15
18

22
25

28
31

34

5.7%

6.8%

7.9%

9.4%

10.6%

11.6%

12.9%

6.5%

7.9%

9.3%

11.1%

12.5%
13.5%

14.7%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年

高
齢
者
単
身
世
帯
比
率

0

5

10

15

20

25

30

35

40

世
帯
数

（
単
位
：
千

）

高齢単身世帯数（65歳以上）（福井）

高齢単身世帯比率（福井）

高齢単身世帯比率（全国）

※2030年は近似曲線による推計

高齢単身世帯（６５歳以上）の推移 



第 1 部 ふくい２０３０年の暮らし 

47 

２ 出生年齢の変化 

 
・第１子出生時の年齢層が以前に比べ、一段階上昇しています。このため、１９８０年

代には４０代で初孫が生まれることが珍しくなかったのですが、現在は６０代で初孫

が生まれることが増えています。今後は、晩産化が進んだ世代の子ども世代が出産す

ることから、第１子出生時の祖父母の年齢はさらに上昇することが予想されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「人口動態統計」に基づき「ふくい２０３０年の姿」検討会において作成 

 

 

 

３ 家族のライフサイクル・役割分担の変化の要因 
 

・２０３０年における定年を６５歳に設定した場合、二世代にわたる晩婚化の影響によ

り、貯蓄性向の高い直系二世代共稼ぎ期間が２．８年と大幅に減少します。同期間を

１０年程度確保するためには、２０３０年における定年を７３歳に設定する必要があ

ります。 
 
・前報告書においては、平均寿命・健康寿命の伸びや労働力の数の不足、質の変化など

を踏まえ、労働力として位置付ける年齢層が従来の１８歳～６５歳から２０歳～７５

歳に変わるとしましたが、家族のライフスタイルからも同様の変化が必要となること

がわかります。 

第１子出生時の家族年齢の推移 

母親　２８．５歳父親　３０．６歳

子　０歳

２５歳～２９歳
４２．８％

祖母　５３．４歳祖父　５６．２歳

２００５年（平成１７年）

母親　２５．６歳父親　２８．７歳

子　０歳

２５歳～２９歳
４４．９％

祖母　４８．７歳祖父　５１．８歳

１９８０年（昭和５５年）

２０歳～２４歳
４６．６％

３０歳～３４歳
６．３％

２０歳～２４歳
１８．６％

３０歳～３４歳
２８．５％

３５歳～３９歳
０．９％

３５歳～３９歳
６．６％

第１子出生割合
（母親）

第１子出生割合
（母親）

母親　３２．２歳父親　３２．６歳

子　０歳

祖母　６２．９歳祖父　６３．６歳

２０３０年（平成４２年）
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・一方、定年を引き上げた場合、祖父母が担っていた子育ての機能が失われるなど、家

族の役割分担も変化せざるを得なくなり、それを支える社会システムの整備も必要と

なります。 
 

時代別家族のイベント期間の推移 

  ＊子どもの数：江戸時代（５人）、１９５５年（３人）、１９８０年～（２人） 
   定   年：６５歳（江戸時代は設定なし） 

 

 

 

 

４ 三世代近居の増加 

 
・内閣府の調査では、１９９４

年から２００７年までの１３

年間に三世代同居、近居が 

１２．１％増え、特に三世代

近居は８．８％増えています。 
家族の間でも適度な距離感

が求められる中、今後も三世

代近居は増えていくと考えら

れます。 
 

 

 

 

親世代と住まいの距離

敷地内
 5.2

敷地内
 8.5

１時間以内
 67.5

１時間以内
 58.7

１時間以上
 36.1

１時間以上
 24.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1994

2007

（％）

（年）

  イベント期間 
江戸時代 

(信濃国湯舟沢村)

１９５５年

（全国）

１９８０年

（福井県）

２００５年 

（福井県） 

２０３０年 

（福井県推計）

 結婚年齢 
男 26.4

女 20.6

男 26.6

女 23.8

男 27.4

女 24.3

男 29.3 

女 27.4 

男 31.5

女 31.1

① 出産期間 19.7 6.5 2.7 3.3 3.1 

② 子ども扶養期間 31.6 24.8 22.4 24.0 26.0

③ 直系二世代夫婦同居期間 8.1 20.5 31.8 34.0 27.1 

④ 三世代同居期間 5.0 18.9 30.5 32.9 26.0 

⑤ 老親扶養期間（６５歳定年） － 10.4 17.3 23.2 24.3 

⑥ 直系二世代共稼ぎ期間（③－⑤） － 10.1 14.5 10.8 2.8 

１．内閣府「公民生活選好度調査」（１９９４年、２００７年）により作成 

２．対象は２０歳以上の既婚者で、自分または配偶者の親が別居している者

出典：内閣府「平成１９年版 国民生活白書」

出典：「ふくい２０３０年の姿」検討会において作成
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５ 別居家族との付き合い方は変化 

 
・別居家族の付き合い方を見

ると、世間話や行ったり来

たりなどの付き合いが減る

一方で、「困ったことがあっ

た時の相談」や「孫の世話」

など、明確な目的があって

の付き合いが増えるなど、

距離だけでなく、付き合い

方にも適度な距離を置く家

庭が増えています。 
 

 

 
出典：内閣府「平成１９年版 国民生活白書」 

（内閣府「国民生活選好度調査」（１９８５年、２００７年）により作成） 

 

 

 

６ 三世代同居は地域活動にも積極的 

 

・三世代同居世帯は、町内

会、自治会への参加度合

いが高くなっています。 

一方、単身世帯や核家族

世帯は参加度合いが低い

ことがわかります。 

 

・町内会、自治会への参加

は、地域における「人々

の親交の機会」の第一歩

となりますが、核家族世

帯や単身世帯はそうした

機会から遠ざかるおそれ

が高くなります。 

 

世帯別の町内会、自治会への参加度合い （％） 

参加の程度

世帯別 
月に１回 

以上 

年に数回 

程度 

参加して 

いない 

三世代同居 15.1 43.0 41.9 

核家族 11.3 36.6 52.1 

夫婦だけ 18.6 40.8 40.5 

単身 9.1 21.1 70.0 

その他 8.9 29.1 61.8 

出典：内閣府「平成１９年版 国民生活白書」 
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７ 家族形態の変遷 

 

・家族は、戦前から戦後、そして現代へとその形態が変遷しています。戦前の家（イエ）

を中心とした家族形態から、夫婦単位、個人単位へと変遷しています。 

 

・理想の家族形態として、自分を中心として、自分らしい生活を送る自己実現家族は、

男女共に職が不安定化する中で、その実現が難しくなっています。 

 

 

 

日本の家族形態の変遷
時期 明治～第二次世界大戦 戦後～２１世紀 ２１世紀～

名称 直系制家族 夫婦制家族 合意制家族

概要 長子単独相続制
家族の中心を親子関係から夫婦関係へ転
換（固定的な性別役割分業）

各自の生活選好を重視

出典：野々山久也「現代家族のパラダイム革新」

時期 明治～１９６０年代 １９６０年代～ 現代

名称 直系家族制 夫婦家族制（核家族形態） 任意性家族

概要 家父長制のイエ制度 次三男の都市への移動による核家族化
家族が個人にとっての１つのライフスタイルに変
化。家族の「私化」のはじまり

出典：今村仁司他編「岩波　社会思想事典」

時期 戦前 戦後 現代

名称 直系家族 戦後家族モデル 戦後家族モデルに代わるモデルの不在

概要 長子が結婚後、親夫婦と同居
夫は仕事、妻は家事・子育てを行って、豊
かな家族生活を目指す

「欧米型平等モデル」（夫婦がフルタイムの職に
就き、経済的豊かさの中で、家事・育児を分担し
ながら育てる）
「自己実現家族モデル」（好きな相手と結婚し、
好きな仕事をして、豊かに生活する）
　→いずれも実現可能性が薄くなっている。

出典：山田昌弘「迷走する家族」
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＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・自己実現家族から未来実現家族へ（「相互実現家族」） 

※「自己実現」は１９９０年代から広まっている意識であり、現在、その実現のために家族

が機能化しています。２０３０年には、家族の未来を創造する家族形態になっています。

※「私化」はバラバラ化につながるおそれがあります。自己実現のみを追求するのではなく、

家族がともに生活し「自分たち相互の夢や希望」を実現する場へと家族は進化します。 

 

・子育てや家事、介護など世代間の助け合いを進めるため、三世代同居、近居を

政策的に支援 

 

・家族をつなぐコミュニケーションツールや家庭での介護を支える運動補助ロボ

ットなどの家族応援テクノロジーが普及 

 

 

 

・家族は、これまでの個人の自己実現を支え、子育てや介護などを機能として求める自

己実現家族となってきましたが、今後は、お互いがともにいることを喜び、安心感の

中で、相互に支え合い、夢や希望を実現し、未来を創造していく未来実現家族に変化

します。また、自分の希望が家族の希望に広がり、それを実現するための役割が家族

内で分担できるようになります。 
 

・家族の希望を実現するためには、世代間の支え合いが必要であるため、家族は、自分

のライフスタイルと同様に家族のライフスタイルに応じた住居を考え、同一小学校区

内の近居も含めた三世代同居が増加します。また、これに対する優遇税制等の支援制

度が充実しています。 
 

・達年世代が７５歳まで元気に働き、その後も、テクノロジーの発達により、家族の介

護にかかる負担が軽減されることから、三世代同居、近居が有効に機能を発揮します。 
 

・家族のライフスタイルに合わせて、容易に家の増減築ができる家が普及します。ゆと

りのある空間は庭や菜園として整備する一方で、庭木を植樹し、家庭にいながらにし

て里山を楽しむ人が増えています。増減築と緑化を推進する税制や支援策などにより、

害虫駆除等の維持管理の手間が少なく、花をつけ、鳥や蝶が好む樹木として県が推奨

する「福井に映える庭木７選」（ヤマボウシ、エゴノキ、ムラサキシキブ等）を植樹

する家庭が増え、「四季の見える町並み」となっています。 
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３－２ 健康長寿を楽しむ 

 
 

＜概要＞ 

２０３０年には、日本は世界トップの「超高齢国」となり、福井も世界有数の「超

高齢地域」となります。 

超高齢地域に生きる私たちにとって、単に健康長寿であるだけではなく、できる

だけ長く楽しみのある自立した生活を送ること、また、人生の最期まで個人の尊厳

を最大限に維持できるようにすることが必要です。 

そのため、福井の健康長寿の秘訣（食文化など）を継承しつつ、新たな価値観や

総合的な予防・ケアのシステム、最新の治療技術・テクノロジーを取り入れること

により、心身ともに健やかな、世界に誇れる「健康長寿の福井」を実現します。 

 

 

 

＜２０３０年に向けた課題＞ 

  老年人口がますます増加していく中で、高齢者ができるだけ自立した生活を送れるよ

うにすることが重要です。そのためには、高齢者が要介護状態になるのを予防する「介

護予防」や、要介護状態となった場合の「リハビリテーション」のシステムを社会全体

で充実していくことが必要です。 
  また、２０３０年に生きる後期高齢者の多くは、高度経済成長やバブル崩壊など大き

な社会変動を経験し多様な価値観やライフスタイルを持った「団塊の世代」です。こう

した世代の多様な価値観やライフスタイルを尊重し、要介護状態になったとしても、そ

の人らしい生活を自分の意思で送れるような、細やかな介護・ケアを提供することが求

められます。 
  歳をとっても健康であるためには、若い頃からの健康づくりが重要です。福井の子ど

もは全国上位の体力レベルにありますが、これを維持向上させ生活習慣病になりにくい

体質を育てていくことが必要です。一方、生活習慣の変化やストレスにより、若い世代

の健康維持に懸念がもたれており、心身ともに健康で暮らせる社会的・心理的サポート

が必要です。 
  また、真の健康長寿の推進のためには、高齢者が生きがいを持って楽しく生活してい

くことが必要であり、就労やボランティア、スポーツ、趣味などを、個人の選択に基づ

いて自由に楽しめる社会づくりも必要となります。 
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１ 福井県の平均寿命および将来予測 

 
・２０３０年に向け

て、福井県の平均

寿命は、全国上位

を維持しながら、

男女とも緩やかに

伸び続けていきま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 福井県の２０３０年の年齢別人口 

・２００７年推計による本県の２０３０年の老年人口の割合は、２００２年の推計値 

３１．２％からさらに上昇し、３３．０％となっています。しかし、年齢構成の定義

を見直し、２０歳未満を年少人口、２０歳から７５歳までを生産人口、７５歳以上を

老年人口とした「推計２」では、従来の定義による２０００年の年齢別人口構成とほ

ぼ同じになります。 

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所 

「『日本の都道府県別将来推計人口』（平成１９年５月推計）」
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３ 福井県の２０３０年の老年人口 

 
・２００７年推計による本県の

老年人口は、後期老年人口と

併せて、２０３０年頃に、ピ

ークを迎えるため、要介護者

数も最大になっていると予

測されます。 
なお、２０３０年以降は、

老年人口は減少傾向になり

ます。 
・増加する後期高齢者、またそ

れを支えていく世代のため、 

今後、社会基盤の整備や多様

な福祉サービスの充実など

が必要になります。 
 
 

４ 三大死因の年次推移 

 

・近年は年齢を問わず生活習慣病患者が増加し、三大死因（悪性新生物、心筋梗塞、脳

卒中）での死亡者の増加も問題になっており、予防により発症を抑えることが重要で

す。 
また、病気治療のための病院利用から、予防のために病院等を活用する方向へ転換

していくことが重要であり、医療費抑制の鍵にもなります。 
 

福井県と全国の三大死因による死亡者数の年次推移 

  順位 死因 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 

1 悪性新生物 2,088 2,245 2,240 2,235 2,278

2 心疾患 1,172 1,140 1,213 1,317 1,298

3 脳血管疾患 965 905 962 910 879

三大死因死亡者数 4,225 4,290 4,415 4,462 4,455

福井県 

全死亡数 7,243 7,449 7,772 7,725 7,886

1 悪性新生物 309,543 320,358 325,941 329,314 336,468

2 心疾患 159,545 159,625 173,125 173,024 175,539

3 脳血管疾患 132,067 129,055 132,847 128,268 127,041

三大死因死亡者数 601,155 609,038 631,913 630,606 639,048

全 国 

全死亡数 1,014,951 1,028,602 1,083,796 1,084,450 1,108,334

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所

「『日本の都道府県別将来推計人口』（平成１９年５月推計）」
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福井県民の健康維持に関する懸念材料 

 ○全体 ・運動習慣を持つ人が３０代～６０代で少ない（概ね全国平均より少ない） 

 ○男性 ・３０代の運動習慣を持つ人が全国平均の約２分の１（福井９．１％、    

全国１７．５％） 

     ・２０代～３０代の喫煙率が、それぞれ全国平均より約１０％高い 

 ○女性 ・２０代～６０代で「やせ」の割合が全国平均より高い（「やせ」＝    

ＢＭＩが１８．５未満の者。特に２０代は全国平均より約１２％高い） 

出典：厚生労働省「平成１８年国民健康・栄養調査」、 

福井県健康増進課「平成１８年度県民健康・栄養調査」 

 

 

５ 認知症患者の増加 

 

・近年、認知症高齢者人口が年々増加傾向にあり、２０２５年には全国で３２３万人に

のぼると見込まれています。また、「認知症」の特性に焦点を置いた介護方法の確立

など、介護のあり方の根本的見直しが課題となります。 
 

 

６ 子どもの健康 

 

・食事は健康を維持していく上で欠かすことのできない要素です。特に朝食は、１日の

活動を始めるに当たり、身体と脳が活性化し、充実した１日を過ごすための大切なエ

ネルギー源です。近年、朝食をとらない子どもが増加しているといわれていますが、

福井県では、朝食を欠食する子どもは徐々に減少しており、今後もその傾向を維持し

ていく必要があります。 

 

・朝食をとらない理由としては、「食欲がない」「時間がない」が約８割を占めており、

夜更かしや夜食、運動不足等の生活習慣の改善が必要です。また、「用意されていな

い」が約１割を占めており、朝食に対する保護者の意識向上が求められます。 

 

・小学生の１０人に１人、中学生の５人に１人が抑うつ傾向にあるといわれており、学

校等で気軽に相談できるカウンセラーの配置が望まれます。 

 

 

 

 

 

朝食をとる割合（２００７年） 

 小学校 中学校 

ほとんど毎日食べる ８９．６％ ８０．４％ 

ほとんど食べない  １．１％  ２．４％ 
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・視力１．０未満の者の割合は、小学

校、中学校とも増加傾向にあり、い

ずれも全国平均を上回っています。 

 

 

 

 

出典：福井県政策統計課 
「福井県学校保健統計調査」 

 

 

・むし歯のある者の割合は、小学校、

中学校、高校とも減少傾向にありま

すが、いずれも全国平均を上回って

います。 

 

 

 

出典：福井県政策統計課 
「福井県学校保健統計調査」 

 

 

 

７ 「からだの健康」から「こころとからだの健康」へ 

 

・近年、女性高齢者や男性中高年、若者を中心に、うつ病などの「心の病」や自殺が社

会問題となっており、早急な対策が求められています。充実した人生を送るためには、

からだの健康だけではなく、こころの健康も欠かせません。 
 
 

朝食をとらない理由 

 小学校 中学校 

食欲がない ３９．７％ ３９．４％ 

時間がない ３８．５％ ４１．４％ 

用意されてない １２．８％  ８．４％ 

出典：福井県スポーツ保健課「Ｈ１９食育アンケート 児童・生徒編」 

20

30

40

50

60

70

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

小学校（福井県） 小学校（全国）

中学校（福井県） 中学校（全国）

％
裸眼視力１．０未満の者の割合 

50

60

70

80

90

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

小学校（福井県） 小学校（全国） 中学校（福井県）

中学校（全国） 高校（福井県） 高校（全国）

％ むし歯のある者の者の割合 
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・社会の変化や高齢者の増加により、今後、老人性うつ病の増加が心配されます。老人

性うつ病は、気力や体力の減退、家族や社会的地位の変化などにより発症するといわ

れていますが、若いうちから老後に何をしたいか考え、楽しみを持っていたり、社会

との接点を持ち続けられるよう備えておくことも大切です。 
 

・福井県民は、自殺者率やストレスを感じている割合、精神保健福祉手帳所持率から見

ると、心理・精神面の健康は比較的保たれていると言えます。もちろん、現状で満足

というわけではありません。少しでも多くの県民が心身ともに健やかに生活できるよ

う、家庭、地域、職場、学校、行政などが、これからも力を合わせていく必要があり

ます。心身の健康を県民みんなでサポートしあう体制づくりが求められると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺者数と自殺率（人口１０万人対） 

 自殺者数 自殺率（人口１０万人対） 

福井県 １７６人（４５位） ２１．９人（３７位） 

全 国 ３０，８２７人 ２４．４人 

出典：厚生労働省「平成１９年人口動態統計」 

ストレスを感じている割合 

将来・老後の収入でストレスを感じている者の割合 

全国 ２０．０％ 

１位 大阪府 ２３．８％ 

２位 北海道 ２３．４％ 

３位 東京都 ２１．９％ 

４７位 福井県 １５．９％ 

 

収入・家計・借金でストレスを感じている者の割合 

全国 ２２．１％ 

１位 沖縄県 ２８．１％ 

２位 宮城県 ２５．３％ 

３位 秋田県 ２５．２％ 

３８位 福井県 ２０．５％ 

出典：厚生労働省「平成１３年国民生活基礎調査」 

精神保健福祉手帳所持者数（平成２０年３月３１日現在） 

福井県 全国 

０．３１％：全国最小水準（２，５１１人） ０．４４％ 

出典：厚生労働省「平成１９年衛生行政報告例」 
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患者に対する心理的・社会的サポートに関するアンケート調査の結果概要 

 

 

 

 

 

 

 

出典：広井良典「生命の政治学」 

 

・このアンケート調査の結果から、医療機関でのサポートとして今後求められることは、

心理的な不安への対応や家族へのサポート、医師などへの要望や苦情を仲介すること

など、心理・社会的サポートが多いことがわかります。 

 

 

ストレスの程度、睡眠による休養充足度別にみた健康意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○病院における患者に対する心理的・社会的サポートの状況
人数 ％

十分に行われている 0 0.0
まずまず行われている 7 1.4
あまり十分には行われていない 196 38.1
きわめて不十分である 300 58.3
どちらともいえない 6 1.2
その他 4 0.8
無回答 2 0.4

計 515 100.0

○病院で今後特に充実が図られるべきもの（複数回答）
人数 ％

患者の心理的な不安などに関するサポート 409 79.4
家族に対するサポート 244 47.4
医師などへの要望や苦情を間に立って聞いてくれる者の存在 326 63.3
社会福祉サービスなどの紹介や活用に関する助言 154 29.9
退院後のことや社会復帰に関するサポート 201 39.0
医療費など経済面に関する相談や助言 118 22.9
その他 76 14.8

無回答 1 0.2

ストレス程度別にみた健康意識別構成割合 

7.7

13.4

20.3

37.7

10.0

17.7

20.1

16.5

35.1

46.5

45.6

34.8

33.4

17.8

10.1

7.0

11.1

2.3

1.0

1.2

2.6

2.3

3.0

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大いにある

多少ある

あまりない

まったくない

ストレスの程度

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不詳
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出典：厚生労働省「平成１２年保健福祉動向調査」 

 
 
・この調査の表から、ストレスを感じることの少ない層と睡眠時間が十分だと感じてい

る層が、自分が健康であると感じていることがわかります。 
 
・過剰なストレスを感じないような環境づくり、必要な睡眠時間が確保できる社会づく

りが健康の維持・増進にとって重要です。 
 
 
 

睡眠による休養充足度別にみた健康意識別構成割合 

7.3

10.9

17.5

36.4

10.9

15.4

19.3

16.3

36.9

45.6

45.6

31.9

30.9

22.1

12.8

9.6

10.9

3.3

1.9

2.3

2.7

2.9

3.6

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全く不足していた

やや不足していた

まあ十分だった

十分とれた

睡眠による休養充足度

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不詳
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＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・福井の食生活やストレスの少ないライフスタイル、高齢者の心理・社会的ケ

アの充実、「家庭内健康診断」、「自宅診察」などテクノロジーの進歩により、

世界に誇る「健康長寿の福井」を実現 

 

・高齢者の移動、労働、住まい等をサポートするテクノロジーや社会システム

の発達により、高齢者が多様な分野で活躍 

 

・体力が全国トップクラスの子どもたちが、スポーツや食育を通して、大人に

なってからの健康も維持 

 

 
 

【活動・交流】 

・高齢者の就労を支援するゴールドハローワークが整備されるとともに、高齢者の身体

的・技術的側面のサポートとして、全館バリアフリーのオフィスや音声認識機能付パ

ソコンなど、高齢者の労働を支援する技術が発達・普及していきます。 

 

・活躍する達年、老年世代（※）が、新たな社会的ニーズを生み出し、高齢者の積極的

な外出をサポートするため、駅や基幹停留所までの交通の便が地域単位で構築されて

います。また、高齢者の健康管理のため、手軽に文化活動やスポーツ、トレーニング

を楽しめ、健康管理ができる施設が駅や基幹停留所などに整備されるようになります。 
※老年：７５歳を超える人のこと 

 
・福井の里地・里山や街中の自然が魅力的に整備されることによって、ウォーキングが

ますます多くの人に愛好されるようになります。また、自宅で世界中の美しいウォー

キングコースの風景を体験できるウォーキングマシンが普及して、雨天時や夜間でも

楽しめるようになり、働き盛り世代でも運動習慣を持つ人が増加します。 

 

・子どもたちは、スポーツをしたり身体を動かして遊んだりする中で、全国トップクラ

スの体力を維持しており、食育の効果と相まって、心身ともに元気に活動しています。

こうした子どもたちは大人になってからも生活習慣病にかかりにくく、健康長寿福井

の原動力ともなっています。 
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【治療・ケア】 

・生活習慣改善の意識が高まり、医療通信ネットワークの進化による「家庭内健康診断」、

「自宅診察」等のシステム開発・普及が、我々の健康管理をサポートします。 
 

・ＱＯＣ（Quality of community）の向上のもと、家族のきずなや地域の人と人とのつ

ながりが、改めて重要視されています。「地域で高齢者を見守る」という姿勢が一人

暮らしの高齢者の精神的支えとなり、家事ロボット等の普及が身体的支えとなって、

高齢者が自立した満足度の高い生活を送ることができるようになります。 
 
・介護においても、身体的サポートだけではなく、精神的サポートも重視されるように

なります。身体的サポートについては、介護ロボット等の普及により負担が減ること

から、家族や介護者は、高齢者の精神的サポートにより重点を置くことになります。 
 

・認知症の早期発見・早期対応が進むことにより認知症が重度化することが減り、また、

地域の認知症介護サポーターによる支援、心のバリアフリーの普及などにより、認知

症になっても、家庭や地域で暮らしやすくなります。 

 

・介護施設は、自宅か施設かの二者択一から、双方の長所をとり入れた新しい「住まい」

が普及します。自宅にいながら、施設にいるかのような「２４時間・３６５日安心」

のサービスが受けられる、あるいは施設にいながら通信技術の進歩などにより自宅に

いるかのように家族とふれあえる個別のサービスが受けられるようになります。福井

では、このような心理・社会的ケアも取り入れた総合的・先進的な介護、治療、リハ

ビリテーションが行われ、「日本の心理・社会的ケアの先進地」となっています。 
 
・福井は遺伝子診断・治療や陽子線がん治療などが発達し、「がん治療のレベル日本一」

の地域となっています。 
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３－３ 食のメイドイン福井 

 

 

＜概要＞ 

「医・食・住」といわれるように、食は私たちの生活の基本であり、食を生産す

る農業は、県民に食料を供給する役目だけではなく、豊かな自然を維持し、県民に

やすらぎを提供する機能を有しています。 

しかし、近年、産地偽装、消費期限の改ざん、事故米の転売など食の安全への不

信感が増大し、農業に向けられる消費者の目は厳しいものになっています。また、

農家の大半を占めるパートタイム・ファーマー（※）による安定的な兼業経営や、

米に特化した農業の構造など、本県農業は多くの問題を抱えています。 

一方、２０３０年には世界の人口増加や、砂漠化、土壌の劣化、水資源の枯渇等

の要因による国際的な食料不足等の影響により、食が重要なキーワードとなること

が予測されています。 

※パートタイム・ファーマー：週末にしか農業に従事しないサラリーマンや定年退職後

に年金所得＋農業所得しかない高齢者 

 

 

 

＜２０３０年に向けた課題＞ 

食が抱える様々な問題を解決する方法の一つとして、食料の増産が考えられますが、

本県の食料自給率は、主要作物である米を除くと１０％しかなく、今後米作偏重から

脱却し、消費者が求める多様な農産物を生産することが必要となります。 

また、消費者も質の高い生活を送るため、氾濫する遺伝子組換え農産物を購入する

のではなく、地産地消に取り組むなど、食への正しい理解を深め、バランスのとれた

食生活を維持していくことが必要です。生産者と消費者が「食」を通してお互い支え

合うような仕組みづくりが今後必要となってきます。 

一方、地球温暖化等の影響による異常気象の発生やトウモロコシ等を利用したバイ

オエタノールの生産拡大、世界的な人口の急増等による食料不足が深刻化しており、

食料輸出国が輸出規制を発動するなど、食料の獲得競争が激化しています。２０３０

年には食料を輸入できず、現在のような食生活を維持することができないことも想定

されます。 

また、農業には、食料生産面だけでなく、環境や、文化などの多方面での活躍が求

められており、今まで以上に重要な分野となる可能性を秘めています。 
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１ 食生活の変化 

 

・福井で昔から続いてき

た米を中心としたバラ

ンスのよい食事は、健

康長寿の秘訣の一つと

考えられていますが、

そうした伝統的な食生

活は大きく変化してき

ています。 

 

出典：農林水産省「食料需給」 

 

 

２ 食料自給率の推移 

 
・日本の食料自給率は

年々低下しています

が、福井の自給率は 

６０％台半ばで推移

しています。 
 

 

・福井の食料自給率は 

６５％と全国の  

４０％に比較すると

高くなっていますが、

米以外の自給率は  

１０％と大変低い状

況です。 
 

福井県の食料自給率                          （単位：％） 

品 目 米 いも類 豆類 野菜 果実 肉類 鶏卵 牛乳等 魚介類 合計 

自給率 ２４８ ３３ ２４ ３５ ７ ２ ６ ６ ３０ ６５ 

将来予測 ↓ ↑ ↑ ↑ ─ ↑ ↑ ↑ ─ ↑ 
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出典：農林水産省資料
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・餌を国外から輸入している畜産関係の自給率が低いため、自給飼料の生産拡大が必要

です。 
 

・野菜、いも類、豆類、果実等健康長寿な福井の食生活を支える品目の自給率が低く、

需給バランスの調整が必要です。 

 

・品種改良による主要穀物の栽培や、様々な食品に加工しやすい米を栽培することによ

り、穀物自給社会とすることが必要です。 

 

・嶺南地域に電力を活用した植物工場等を誘致するなどにより、不足する野菜等の生産

を増やすことが必要です。 

 

 

 

３ 世界的な食料不足 

 
・世界的な人口の増加

（２０３０年：８３億

２千万人）に加え、肉

食化に伴う穀物需要

量の増加も予測され

ています。 
 
・異常気象による穀物生

産の減少や農業増産

率の低下、バイオエネ

ルギーへの穀物の転

用などの要因により、

世界的な食料不足が

懸念されています。 
出典：農林水産省資料 
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４ 農業者の世代別推移 

 

・農業就業者人口は、２０

３０年には２００５年

と比較して２０％程度

減少し、農業の担い手不

足が深刻化します。 

 

・６０歳以下の農業就業者

の割合は、２０％弱にま

で減少し、農業者の超高

齢化が進展します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「ふくい２０３０年の姿」検討会において作成 

 

 

５ 耕作放棄地の増加 

 

・福井においても、耕作放棄地が

年々増加しています。 

 
・農地の所有と利用を分けて考え、 

プロ農家への農地集積が進ん

でいくと考えられます。 

 

・二地域居住者に対し、農地を斡

旋するシステムが必要となりま

す。 

出典：農林水産省「農業センサス」 
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６ 求められるメイドイン福井の農産物 

 

・輸入食品の安全性などが大きな社会

問題となる中、国内産の農産物を求

める消費者の割合は８５％に達し、

うち県内産の農産物（特に野菜等）

を求める消費者も多く、直売所等の

販売額が増加しています。 

 

 

出典：福井県「県政マーケティング調査」 

 

 

大規模直売所の売上の推移 

 ２００３年 ２００７年 伸び率 

大規模直売所売上 ６．６億円 １３．７億円 約２．１倍の増加 

出典：福井県販売開拓課資料 

 

 

 

７ 消費者が求める農産物生産へのシフトチェンジ 

 

・水稲中心の福井の

農業は、全国と比

較して土地生産性

が低くなります。 

土地生産性を高

めるためには、水

稲から野菜や果物

など手間のかかる

農産物への転換が

必要です。 
 

   出典：福井県農林水産部資料 

 

 

 

質 問 項 目 
２０年度

調査 

できるだけ県内産農産物を購入する ３３％

県内産にはこだわらないが、国内産を

購入する 

５２％

産地にはこだわらない １１％

 

単 

位 

面 

積 

当 

り 

産 
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額 

（百万円/ha） 
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産出額に占める米の割合（％） 

米の依存度低く、土地生産性が高い 

米の依存度高く、土地生産性が低い

福井

土地生産性と米産出比率 

産地に対する県民の意識 
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８ プロ農家とパートタイム・ファーマーの推移 

 

・パートタイム・ファーマーの割合は９０．３％と全国最上位となっています。 
 
・一方、農家数は１９９０年と比較して３１％減少しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：福井県「福井農林水産統計年報」 

 

 

 

 

 

 

＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・「緑の親戚」制度などにより、生産者と消費者がパートナーシップを構築し、

福井の食料自給率が大きく向上 

 

・地産地消システムが構築されることで、バランスの良い食生活が実現し、健

康長寿の世界的ロールモデルとなる 

 

・Ｅサポーターが誕生して、耕作放棄地の解消や農村環境の保全に活躍 
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・農地維持型の農業から農地活用型の農業に変化し、パートタイム・ファーマーが減

少するとともに、農村交流を行うアグリ交流者や環境保全や食料自給を目的とする

Ｅサポーター(※)と呼ばれる農家が出現し、耕作放棄地の解消や農村環境の保全に

活躍しています。 
（※Ｅサポーター：ＥＣＯ（環境にやさしい）、ＥＡＴ（食）、Ｅ（イー＝良い） 

環境にやさしい、そして人にも良い食を提供する農業者という造語） 
 

・農家の世代交代が進み、パートタイム・ファーマーの農業に対する意識が変化し、

企業的な農業を志す人等にスムーズに農地が集まっていきます。 
 

・農地がプロ農業者に集積されることにより、畜産や野菜などの消費者が求める農産

物を生産・販売し、野菜や豆等の自給率が５０％を超えています。 

 
・植物工場や食品産業会社等が農業企業として、電気を安く入手できる福井に進出し

てきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・農業が持つ自然環境への影響や食料供給の価値が指標化され、農業に対する消費者の

理解が一層進んでいます。Ｅサポーターやアグリ交流者によって農村環境が維持され、

豊かな福井の原風景が残されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在 2030 年

パートタイム・ 

ファーマー 

企業

趣味

E サポーター 

（食料自給や環境保護）

アグリ交流者 

 

農業企業 

プロ農業者 

人的交流 

環境保護 

プロ農業者 

目的

出典：「ふくい２０３０年の姿」検討会において作成
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・都市部生活者と農家をＮＰＯや社会的企業が仲介して、農家からはおすそ分け感覚で

農作物を提供し、都市部生活者は農作物の生産に対する感謝の心で、金銭または農作

業の労働を対価とする「緑の親戚」制度が定着し、県内各地に『六本木ヒルズ畑』や

『東京ミッドタウン畑』などが広がります。これは、現在の血縁を超えて、農作物を

通じた新たなつながりに発展します。 

 

・夏場の熱を蓄熱し、冬場の施設栽培の暖房に活用する蓄熱ハウスや用水路による小水

力発電等が整備され、省エネルギー型農業が発展しています。また、コシヒカリ発祥

の地の福井において、超多収穫米が開発され、飼料米などとして活用されています。 

 

・現在の食育先進地・福井の食育を受けた子どもたちが親世代となり、朝食を毎日取る

ようになり、バランスのとれた食事を実践するなど、家庭での食育を積極的に行って

います。 

 

・外食や中食を含めた食事のバランス等をチェックできるシステムが普及し、生活習慣

病患者が大幅に減少します。 

 

・福井の平均寿命は全国上位を維持し続けており、長寿の要因である福井の伝統的な食

文化がヘルシーな「長寿食」として世界に発信され、世界中の国々でへしこやおろし

そばが人気を集めています。 
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３－４ 働き方で一人ひとりが輝く 

 

 

＜概要＞ 

現在、労働力率が高い福井においても、今後の人口減少に伴い労働力人口自体が

減少していきます。経済発展と豊かな生活を維持するためには、一人ひとりの能力

を十分に発揮することが重要です。 

しかし、現在、全国的に労働時間の増加や非正規労働者が増加しており、今後、

労働環境を改善していく余地があります。 

２０３０年の福井では、就業形態に関わりなく、個々の職業能力を高めることに

よって勤労意欲を向上させ、労働生産性を高める必要があります。また、男女・年

齢に関わりなく、互いの特性や能力を認め合い、多様な場における、柔軟な働き方

が求められます。 

全ての人の働く意識が高まり、さらに、個々のライフサイクルに合わせたワーク

ライフバランスが実現することで、社会全体の労働バランスも向上することになり

ます。 

 

 

 
＜２０３０年に向けた課題＞ 

以前から、福井県民は働き者であるといわれてきました。本県の労働時間が全国平

均よりも長いことや女性就業率が高いことなどもその一つの表れです。しかし、その

働き方に関しては、近年の非正規雇用比率の高まりや、福井の女性の管理的就業従事

者が全国に比べて低いなど、一人ひとりの能力が十分に発揮できる環境が整備されて

いるとはいえません。 
さらに、福井は女性の労働力率および就業率ともに、全国平均を上回っています。

しかし、このことは、新たな労働力としての女性の絶対数が他県等に比べより少ない

ことを意味します。 
また、不況の影響により、正規雇用者の副業が認められ始めた一方で、従来、行政

が担ってきた街づくりなどの分野で、ビジネスを通して社会的課題を解決しようとす

る新たな働き方を促進する動きがあります。 
今後、福井では他県に先駆け多様な就業形態とその受け皿を整備する一方で、就業

形態にとらわれず、一人ひとりの能力を引き出す労働環境を整備する必要があります。

さらに、ライフサイクルに合わせた柔軟な働き方を選択できるようにして、労働生産

性を高めたワークライフバランスを実現する必要があります。 
 



第 1 部 ふくい２０３０年の暮らし 

71 

１ 実労働時間の推移 

 
・１９９０年代に週休２日制の定着などにより一旦は大きく減少した実労働時間ですが、

近年は再び緩やかな増加傾向が続いています。 
 
・また、福井県の月間労働時間は全国より長く、ワークライフバランスの実現には、ワ

ークシェアリング等を進めることで労働時間を短縮することが必要です。 

※常用労働者を常時３０人以上雇用する事業所を対象に調査した月間労働時間の平均値 

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」 

 

 

 

２ 非正規雇用者の増加 

 
・最近、非正規雇用者の増加が全国的に

大きな問題となっていますが、福井県

でも、雇用者全体に占める非正規雇用

者の割合は増加が続いています。 
 
・非正規雇用者の保護やセーフティネッ

トの整備を進めるとともに、正規・非

正規に関わらず、誰もが意欲的に能力

を発揮できる環境を整えていくこと

が重要です。 
※正規雇用者：勤め先で「一般職員」または「正社員」

と呼ばれている雇用者（役員は除く） 
※非正規雇用者：上記以外の雇用者で「パート・アル

バイト」「派遣」「契約社員」「嘱託」などが含まれ
る 

出典：総務省「就業構造基本調査」 
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３ 正規雇用者のアルバイト承認 

 

・不況の影響で、生産能力が余剰となった大手企業が正規雇用者の時間外アルバイトを

承認する動きが出ています。 

 

 

４ ソーシャル・エンタープライズ（社会的企業） 

 
・まちづくりや福祉事業などの従来、行政が担ってきた分野で、社会的課題の解決を目

的とした事業主体が注目されています。利潤よりも社会貢献を第一の目的とし、事業

で得られた利益は、ビジネスやコミュニティに再投資されます。 

 

 

 

５ 労働生産性 

 
・本県の就業者一人当たりの労働生産性は、上昇傾向にあり、都道府県計と同水準と

なっています。今後は、就業人口が減少していく中で、さらなる労働生産性の向上

が求められます。 
 

 

 

ソーシャルビジネス（ソーシャル・エンタープライズ）の概要 

項目 内容 

定義 社会性：現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動の

ミッションとすること 

事業性：上記のミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を

進めていくこと 

革新性：新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組を

開発すること。また、その活動が社会に広がることを通して、

新しい社会的価値を創出すること 

組織形態 ＮＰＯ法人が約半数を占め、営利法人（株式会社等）は約２割 

事業者数等

（推計） 

日本の市場規模：約 ２，４００億円 

事 業 者 数：約 ８，０００人 

雇 用 規 模：約３２，０００人 

出典：経済産業省「ソーシャルビジネス研究会報告書」 
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６ 女性の労働力率 

 
・日本の女性の労働力率は子

育て期の３０～３４歳で一

時的に減少します。この傾

向は半世紀にわたり変わら

ない日本独特のものですが、

福井県の場合、労働力率の

減少は全国に比べて緩やか

です。 

 

・一方、欧米諸国は、半世紀

前には女性の労働力率が日本

の半分程度だったにもかかわ

らず、現在は日本を上回り、

さらに子育て期の労働力率の

低下も生じていません。 

 
・晩婚化、晩産化などの要因に

より、福井の女性の労働力率

の減少期および上昇期の年齢

が高くなっています。 

出典：福井県政策統計課が県民経済計算より算定 
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７ 就労者のうち管理的就業従事者に占める女性の割合 

 
・福井県の管理的就業従

事者に占める女性の割

合は、昭和５５年に比

べ上昇しているものの、

全国との差は広がって

います。 
 
・女性が最大限に能力を

発揮するには、女性自

身の意識改革も必要と

なります。 
出典：総務省「国勢調査」 

 

 

８ 世代間による男女の役割分担に対する意識の違い 

 

・１９７３年と２００３年の比

較では、男女の家庭と職業の

両立に関する意識は、男女と

も全ての年齢層で大きく増加

しています。 
 
・男女とも、１９７３年当時の

年齢が高いほど２００３年時

の意識の変化は鈍化しており、

世代間の格差となっています。 
出典：ＮＨＫ放送文化研究所「現代日本人の意識構造（第六版）」 

 

 

９ 諸外国の事例 

・女性の社会進出が進んでいるといわれるアメリカやイギリス、デンマークをみると、

女性の労働力率が概ね５０％を超えるのは１９７０年代以降、６０％を超えるのは 

１９８０年代以降であることがわかります。また、１９９０年代以降は、概ね８０％

台前後の高い労働力率となっています。 

この数値を福井県の女性と比較した場合、福井では、既に昭和３０（１９５５）年

に女性の労働力率は概ね６割を超えており、アメリカやイギリス、デンマークに比べ

ても女性の労働面での社会進出は進んでいたということができます。 

「女性も家庭と職業を両立するべき」の世代別の回答状況

男性（’７３）

１９７３当時の年齢 ２００３年時の年齢 １９７３当時の年齢 ２００３年時の年齢

新人類ジュニア
（’８４～’９８生）

１６～１９ 39% １６～１９ 43%

団塊ジュニア
（’６９～’８３生）

２０～３４ 46% ２０～３４ 55%

新人類
（’５４～’６８生）

１６～１９ 11% ３５～４９ 52% １６～１９ 19% ３５～４９ 61%

団塊
（’４４～’５３生）

２０～２９ 17% ５０～５９ 47% ２０～２９ 25% ５０～５９ 53%

戦後
（’２９～’４３生）

３５～４４ 15% ６０～ 41% ３５～４４ 28% ６０～ 43%

戦前
（～’２８生）

４５～ 19% ４５～ 19%

男性（’０３） 女性（’７３） 女性（’０３）
世代

9.38

11.18

11.92

8.89

7.517.517.55

6.70

9.249.259.01

6.97

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

1980 1985 1990 1995 2000 2005

福井県 全　国

(%)
就労者のうち管理的就業従事者に占める女性の割合 
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出典：ＮＨＫ放送文化研究所編「現代社会とメディア・家族・世代」 

第２章「近代家族は終焉したか」（落合恵美子）から引用 

 

 

 

 

＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・従来の「公」の仕事を、地域の「社会的企業」が担うようになり、地域貢献な

どの仕事に多くの人が参加 

 

・働く場・働き方の多様化により、世代間ワークシェアリングが進むとともに、

家族や社会全体の労働バランスが向上 

 

・家族のライフサイクルに合わせた社会を構築し、男女の役割分担を意識せず、

互いの特性や能力を認め合う女性・男性の共立社会を実現 

 

 

 

・従来の公の仕事や地域自治に関わる仕事について、福井では半専任の形での参加が可

能となり、多くの人が公の利益に資する事業に参加し、やりがいを持って働いていま

す。 

各国の女性労働力率の推移 
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・社会全体のワークシェアが進み、正規・非正規の枠にとらわれない雇用が実現し、労

働時間や賃金の格差も減少しています。（景気に左右されない公的需要を事業化、多

くの労働者で仕事をシェアするシステムの構築） 

 
・社会的ニーズが高い医療や介護、農業や観光などの分野において、公が担ってきたセ

クターを事業として行う社会的企業が増加し、雇用の受け皿として機能するだけでな

く、保育など、女性の安心基盤創出に関わる事業も増加し、女性のワークライフバラ

ンスの向上に寄与しています。 

 

・雇用対策は、失業対策から、人材育成が中心となり、社会的ニーズを踏まえた「オー

ダーメイド人材育成」が行われています。基礎的技能の習得に加え、求人先やその顧

客固有のニーズに応えられる教育が施されるなど、人材としての付加価値を高めた上

で再就職するため、高いパフォーマンスを発揮し、長期雇用に繋がっています。育児

後の社会参加を望む女性にも活用され、多様な職業選択が可能な社会が実現していま

す。 

 
・熟年（※）・達年・老年世代が、家事・育児・介護等のコミュニティビジネスの担い

手となって、世代間ワークシェアリングを積極的に進めています。 
※熟年：４５～５９歳の人のこと 

 
・福井独自の技術や信用や信頼をコンセプトにしたサービスを提供することで、モノや

サービスの付加価値を高めて、一人当たりの労働生産性を向上させ、短時間勤務でも

効果的な経済活動を行っています。 
 
・男女混合名簿で育ち、男女の役割分担を意識しない世代が社会の中心となる中で、お

互いの優れた特性や能力を認め合い、評価し、最大限に活かすことにより、役割の均

衡が取れた男性・女性の共立社会を実現しています。 
 
・現在の男性のライフサイクルに合わせた仕事中心の社会を見直し、労働時間を自己管

理するとともに、男女間で課題を共有し、子育てや介護に男女を問わず取り組む、家

族のライフサイクルに合わせた社会を構築しています。 
 
・テレワークなど場所や時間にとらわれない柔軟な働き方や、家事支援ロボットの普及

により、男性・女性が同じように子育て期間中の就業の有無や勤務形態を選択し、仕

事と家庭を両立させる柔軟な労働形態「ワークオンオフ」が実現することで、女性が

家庭のみに収束することなく、社会の中で積極的に役割を担い、活力ある社会が実現

されています。 
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３－５ 教育が夢をはぐくむ 

 

 

＜概要＞ 

人口が減少するこれからの時代は、家庭生活や地域づくり、経済活動（仕事）な

どあらゆる生活の場面で、今まで以上に一人ひとりの存在や役割が大きくなりま

す。 

こうした時代をたくましく生き抜く人材を育成するためには、福井の特性を活か

した子育て環境、教育環境をより充実する必要があります。 

子どもたち（人間）の成長にとって最も大事なことは、子どもの資質や能力を理

解しながら「多くの大人（人間）がいかに良質で積極的なかかわりを持つか」とい

うことであり、福井では、広く社会に開かれたオープン・システムの中で子育てや

教育を行う環境づくりを進め、子どもたちも大人も、夢と希望を育みながら学び・

活動しています。 

 

 

 

＜２０３０年に向けた課題＞ 

福井県の子育てについてみると、合計特殊出生率が全国唯一３年連続で上昇してい

ることなど、子どもを生み育てやすい環境が整い、全国有数の子育て先進県となって

います。 

また、福井県の教育については、全国学力テストの結果等をみてもわかるとおり、

長年、全国トップクラスの水準を維持してきました。体力についても全国１、２位の

水準にあります。この背景には、勤勉で粘り強い県民性をはじめ、家族・地域のつな

がりが強く家族等の子育て力や教育力が高いこと、地域や学校に落ち着きのある環境

が残っていること、教員がレベルアップに努めていることなどが考えられます。 

しかし、２０３０年に向けて少子化がさらに進展し、子どもの数そのものが大きく

減少するとともに、子育てや教育を支える家庭や地域社会、学校が大きく変容してい

るため、学校の在り方だけでなく、教育の主体を担う家庭や地域の変容を十分考慮す

ることが重要となります。 
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１ 少子化の進展 

・現在、福井県の１４歳以下の年少人口は１２．１万人（同級生８千人）ですが、    

２０３０年には７．９万人（同級生５千人）で、現在の６５％にまで落ち込みます。

子どもの数の減少は、家庭や地域社会、学校の姿に大きな変化をもたらします。 

 

 ・両祖父母、父母の「６つのポケット」を持つ子どもたちが増加するなど、少ない子

どもが多くの大人に保護されるような環境になります。 

 

・子どもの少ない社会になると、「子どもがいないこと」や「大人の視点」を前提とし

たまちづくりや社会制度となる危険性が高まります。子ども自身にとって優しくな

い、子どもを持つ人の生活や活動が制限される社会が到来する危険性があります。 

 

・少子化が進み、学校・学級規模がさらに縮小するとともに、２０３０年までには学

校の統廃合が避けられない地域も出てきます。集団生活を通して教育効果を上げて

きた学校本来の機能が低下するおそれがあります。 

 

 福井県の年少人口の推移と子育て、教育環境 

   1960 年 1980 年 2005 年 2030 年 
対 05

年 

 年少（0-14 歳）人口 （人） a 231,000 181,000 121,000 79,000 

 
（同級生数：単純平

均値） 
（人） b (=a/15) 15,400 12,067 8,067 5,267 

65.3%

 世帯数 （世帯） c 164,000 213,000 272,000 265,000 97.4%

小学校数（分校含

む、休校除く） 
（校） d 360 254 216 ―  

児童数 （人） e 106,470 76,665 49,922 ―  
小
学
校 

（１小学校当たり

平均児童数） 
（人/校） f (=e/d) 296 302 231 ―  

中学校数（分校含

む、休校除く） 
（校） g 127 83 84 ―  

生徒数 （人） h 46,548 33,293 25,467 ―  
中
学
校 

（１中学校当たり

平均生徒数） 
（人/校） i (=h/g) 367 401 303 ―  

    出典：「福井県統計年鑑」、「学校基本調査」 
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２ 教育面の課題 

・ＰＩＳＡ（ＯＥＣＤによる国際的な生徒の学習到達度調査）等の国際学力調査におい

て、日本人の「学力（科学リテラシー、読解力）」の低下が指摘されています。また、

「理数離れ」現象を指摘する声もあります。学力低下や理数離れは日本の国際競争力

の低下や生活・文化の質の低下につながるおそれがあります。子どもたちの興味・関

心を引き出しながら「学力」を定着させるための教育内容・方法を工夫改善していく

必要があります。 

 

・親の所得や学歴が子どもの学歴などに大きな影響を及ぼすことが社会学的な研究に 

より明らかにされています。生まれた家庭環境により、子どもに大きな不利益が及ば

ないよう、対応が必要です。 

 

・小中学校の連携を強化するための研究・実践が福井県で始まりました。連続性・系統

性のある学習カリキュラムの開発・導入、子どもの成長段階に応じた生活指導の改善

など、義務教育９年を見通した学校教育の在り方が問われています。 

 

・「小一プロブレム」や「中一ギャップ」など、学校への進学を機に学校・学級生活に

適応できない子どもたちが増加しています。将来の「引きこもり」や「ニート」にも

つながりやすいといわれる「不登校」、「いじめ」の件数も増加傾向に歯止めがかかっ

ていません。 

 

・多様化する価値観や学校に対する信頼感の低下への対応が必要であり、学校の情報開

示と評価（オープンな学校）、学校外部の関係者との調整、社会問題化する「モンス

ターペアレンツ」への対応を進める必要があります。 

 

・福井県の子どもは、学力や体力は全国トップレベルの水準にありますが、希望を持っ

ている子どもの割合が全国平均を下回っています。子どもの親世代を含め、みんなが

希望を育てあうようになることが必要です。 

 

・希望実現には挫折がつきものです。挫折は希望や夢の実現のワンステップと考え、新

たな行動に結びつけるような学びあいが必要です。 

 

・自然体験と道徳観・正義感との間には

相関関係が認められるといわれます。 

出典：独立行政法人国立青少年教育振興機構

「青少年の自然体験活動等に関する実

態調査報告書」 7
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＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・福井独自の「六育」の仕組みにより、夢や希望を持った福井っ子、福井人が活

躍 

 

・地域などでの世代間交流を含め、認め合い・競い合い・高めあう福井人が、地

域に誇りと愛着を持って活動 

 

・ソーシャルビジネスを含め、全国トップレベルの子育て支援体制がさらに充実。

男女が共に働き、楽しみながらの子育てを実現 

 

 

 

・福井独自の「六育」の仕組みにより、福井人としての徳を有し、学力・体力に優れ、

夢や希望を持った福井っ子が育っています。六育とは、「知育・体育・徳育・才育（※）・

食育・夢育（※）」を指し、福井独自の教育方法として全国のモデルともなっていま

す。 

※才育は個性を伸ばす教育、夢育は希望の輪を活かした「子どもの夢や希望をは

ぐくむ教育」です。 

 

【知育】 

・持続可能で質の高い文化・社会を形成するため、基礎学力とともに応用力、創造力も

重視され、子どもや親、教員、地域が総合的な学力を向上させる様々な挑戦を続けて

います。また、家庭環境に関わらず高いレベルの教育が保証され、希望が持てるよう

なシステムの整備が進みます。 

 

・「学齢」に縛られないエイジフリーの複線型教育カリキュラムが一般化し、また、双

方向のＩＣＴが広がり、個々人に応じた学習の選択が可能になっています。 

 

・太陽光発電や「野菜のカーテン」など環境に最大限配慮した施設整備等が大きく進み

ます（再掲）。子どもたちは日々の学校生活の中で身近に環境問題について学び、地

域社会で環境を改善するための主体的な活動を展開しています。 

 
【体育】 

・地域活動の拠点となる小学校などの体育館には、簡単なトレーニング機器などが設置

され、また、スポーツ教室・健康教室も開かれ、老若男女が利用しています。地域の

人々が何らかのスポーツやレクリエーションを行い、健康寿命がさらに伸びています。 
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・福井の子どもたちは、日頃の競い合いを通じて全国トップクラスの体力を維持してい

ます。家庭や地域、学校でのスポーツや遊びを通して、小さい頃から運動習慣が身に

付いています。 

 

【徳育】 

・道徳の基本は、人への関心と共感、感謝の心であり、子どもたちが集団の中で支え合

い、切磋琢磨しながら学ぶことのできる教育環境づくりが重視されます。掃除のよう

な普段の作業の中で、自然に徳が育つような教育も大事にされます。 

 

・学校やＮＰＯなどが協力して、自然への感謝や環境保全の重要性を体感する「体験型

学習カリキュラム」を開催し、道徳観・正義感を養う機会を提供しています。 

 

【食育】 

・「Ｓｙｏｋｕｉｋｕ」が世界共通語となり、福井の食育運動が世界中に広まっていま

す。 

 

・子どもの頃から食育を学んだ世代が親となり、家庭で朝食をしっかりとり、地元の旬

の野菜等を使った健康的な食生活が実践されています。（再掲） 

 

・子ども園、小中学校で畑を耕して農作物を作り、自分たちで調理して会食するような

「体験型食育」も広がっています。 

 

【才育】 

・小・中一貫教育、中・高一貫教育などが広がり、住民が選択できる仕組みが整ってい

ます。 

 

・子どもたちの興味・関心、疑問に応えながら、一人ひとりの特性や個性、能力を探り、

最大限に伸ばす「才育」がＩＣＴ機器も活用しながら実践されています。 

 

・オプション教育として、留学、スポーツアカデミーへの参加、農山村での体験宿泊な

ど、子どもの関心に応じた、自由度の高い学習が可能となっています。 

 

【夢育】 

・希望学の成果を取り入れ、対話や行動を通して、希望を育み、実現させる教育が行わ

れます。希望の輪（ＷＳＡＴ）の仕組みが各学校で活用され、各自が「私の夢育カル

テ」を作るなど、それぞれの地域・学校でその仕組みが進化しています。 
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・不登校やひきこもり、ニートなどについても、希望学やカウンセリング、ソーシャル

ワークなどの知見を組み合わせ、チームを組んで解決に当たり、子どもたちの挫折経

験等を希望につなげていきます。 

 

【地域の教育力】 

・子ども会など地域の様々な行事が活発に行われ、子どもも高齢者とのふれあいや農作

業を手伝うなど、子どもが地域の中で一定の役割を担い、多くの人の中で育まれます。 

 

・地域内、地域間にも健全な競争意識が息づいていて、地域対抗の運動会などにより、

お互いが切磋琢磨しながらよりよい地域をつくっています。地域の歴史や地域に生き

る人々についての学習が盛んで、地域に対する理解と誇りを持って生活しています。 

 

【子育て支援】 

・保育園と幼稚園は「子ども園」に一元化され、「子ども園」では、福井六育に基づい

た幼児教育が行われています。 

 

・子育てを地域のみんなでサポートするという意識を持ち、高齢者や子育て経験者が積

極的に母親と課題を共有できる場「井戸端」を設けることで子育てに対する安心基盤

を地域につくり、子育て不安が縮小し、出産に対する抵抗が軽減されています。 

 

・子育て世代の所得支援、低負担での保育・教育サービスの提供や、家族休暇制度など

によって「家族に優しい包括的な社会制度」を整え、持続可能な経済と両立しながら

合計特殊出生率１．７～１．８程度を確保します。 
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３－６ 交通は楽しく優しく 

 

 

＜概要＞ 

福井は１世帯当たりの自家用自動車保有率が全国１位と車中心の社会です。しか

し、高齢社会においても安心して生活できるように、公共交通や自転車などを活か

した地域の交通網を整備することが重要です。 

中部縦貫自動車道や舞鶴若狭自動車道などの高規格幹線道路、北陸新幹線といっ

た高速鉄道の整備が進められており、高速交通体系が整備されつつあります。また、

県内の幹線道路網の整備も進み、えちぜん鉄道や福井鉄道福武線といった地域の公

共交通も地域全体が支え、誰もが使える公共輸送網として維持されています。 

今後も社会インフラを活用し、福井のどこに住んでも安心して生活できる基盤づ

くりが必要となります。 

 

 

 

＜２０３０年に向けた課題＞ 

 高度成長期以降のモータリゼーションの進展に伴い、利用交通手段は鉄道・バスか

ら自動車へと移行しました。自動車運転免許保有者の増加とあいまって利用者の減少

した鉄道・バスは路線網を縮小し、現在では公共の支援が無ければ公共輸送網の維持

が困難となっています。 
 北陸新幹線は、現在、福井駅部が完成していますが、北陸新幹線の整備により首都

圏と福井が直接結ばれることとなり、交流人口の増加が見込まれます。インフラの整

備に併せて、魅力の発掘、魅力発信など、魅力のある地域づくりが必要です。 
 道路網は、北陸自動車道が昭和５５年には県内で全線開通し、モータリゼーション

の進展にあわせ、着実に整備されてきました。現在は、若狭地方を縦貫する舞鶴若狭

自動車道や奥越地方から首都圏へのアクセス向上を図る中部縦貫自動車道をはじめ

県内の幹線道路の整備が進められています。 
 地域交通網に関しては、近年の高齢者人口の増加により高齢者による交通事故が増

加傾向にあり、交通事故死者のうち半数以上を６５歳以上の高齢者が占めている中で、

高齢者に限らず、誰もが安心して安全に暮らせるように、道路網の再構築や公共交通

網の整備を行う必要があります。 
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１ 幹線道路（国道・県道）の改良率（すれ違い可能道路の割合） 

 
・県内の幹線道路は、１９８５

年（２４年前）には約６割の

改良率でしたが、現在は７割

を超える改良率となり、県内

ほとんどの道路で自動車の

すれ違いが可能となってい

ます。 

 

・今後は、新しい交通手段にあ

わせた道路空間の有効活用

が必要となってきます。 
 

 

 

２ 高規格幹線道路の供用率 

 
・自動車による人や物の移動

を支える高規格幹線道路は、

現在、計画の約半分が開通

しているのみで、今後一日

も早い全線の開通が必要で

す。 
 

 

３ 北陸新幹線の整備状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：福井県道路建設課資料

出典：福井県新幹線建設推進課資料 

路線名
計画延長

（㎞）
供用延長

（㎞）
供用率

北陸自動車道 88.2 88.2 100.0%

舞鶴若狭自動車道 70.4 20.4 29.0%

中部縦貫自動車道 59.3 12.0 20.2%

計 217.9 120.6 55.3%

福井県内の高規格幹線道路の整備状況（2009．3．28 現在）

出典：国土交通省道路局「道路統計年報」

国道・県道の改良率の推移 国道・県道の改良率の推移
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・関東、北陸、関西を結ぶ北陸新幹線は、東京・長野間が１９９７年１０月に開業して

います。長野・金沢間については２０１４年度末の開業を目指し工事が進められてお

り、福井駅部については２００９年２月に完成しました。２００８年１２月１６日、

政府・与党合意事項に金沢（白山総合車両基地）～福井間および敦賀駅部が２００９

年末までに認可されることが盛り込まれました。 
 
 

４ 利用交通手段 

 

・福井都市圏（嶺北

一円）においては、

昭 和 ５ ２ 年 に 

７．４％あった鉄

道・バスの利用者

が、２００５年に

は２．５％と大幅

に減少していま

す。 

 

・二輪車・徒歩も約

半分に減少し、自

動車の利用が大幅

に増加しています。 

 

・６５歳以上の高齢

者の自動車利用が

大幅に増加してお

り、団塊の世代の

高齢化により、今

後、さらに増加し

ていきます。 

 

・１４歳以下の子ど

もの自動車利用も

倍増しています。 

 

出典：福井県都市計画課「Ｈ１７福井都市圏パーソントリップ調査」

代表交通手段構成の推移 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 5～14歳：2005年度

 5～14歳：1989年度

15～24歳：2005年度

15～24歳：1989年度

25～34歳：2005年度

25～34歳：1989年度

35～44歳：2005年度

35～44歳：1989年度

45～54歳：2005年度

45～54歳：1989年度

55～64歳：2005年度

55～64歳：1989年度

65～74歳：2005年度

65～74歳：1989年度

75～84歳：2005年度

75～84歳：1989年度

85歳以上：2005年度

85歳以上：1989年度

全体：2005年度

全体：1989年度

徒歩 自転車 バイク 自動車 バス 鉄道 その他

出典：福井県都市計画課「Ｈ１７福井都市圏パーソントリップ調査」

年代別利用交通手段（1989 年度－2005 年度） 
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５ 高齢者（運転免許非保有者）の 1日当たりのトリップ数 

 
・都市の中心部に住んでいる高齢者の約７割が、徒歩または二輪車で行動しています。 

 

・都市の中心部に住んでいる人のほうが、都市の中心部以外に住んでいる人より多く活

動しています。 

 
６ 高齢者の交通の見通し 

 

・２００５年には、自動車

を利用する人が約６５%

を占めていましたが、 

２０２０年～２０３０

年にかけては約７５%に

まで上昇すると見込ま

れます。 

 

・高齢者のトリップ数も 

２０２０年～２０３０

年にかけては２００５

年の約１．５倍となるこ

とが予測されています。 

 
・高齢者の移動手段として、シニアカーの普及が進んでおり、現在、８０歳以上の   

約２０人に１人が利用しています。 

出典：福井県都市計画課「Ｈ１７福井都市圏パーソントリップ調査」

 

自動車運転免許のない高齢者の居住地域別１人１日当たりのトリップ数（生成原単位） 

高齢者の代表交通手段別トリップ数の将来見通し 

出典：福井県都市計画課「Ｈ１７福井都市圏パーソントリップ調査」
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７ 自動車保有台数 

 

・全国の自家用乗用車の保有台数は、頭打ち傾向にあり、今後は、人口の減少や運転し

ない高齢者の増加などにより減少していくものと考えられます。（２００８年３月末

現在 ５，７２８万台） 
 
・本県の１世帯当たり自家用乗用車保有台数も２００７年３月末には１．７６６でした

が、２００８年３月末には１．７５１に減少しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典 (財)自動車検査登録情報協会 

順位 順位

福　井 1.751 1 577.821 8

富　山 1.725 2 596.767 3
群　馬 1.686 3 630.503 1
岐　阜 1.677 4 586.074 6
山　形 1.653 5 547.312 11
栃　木 1.639 6 604.636 2
茨　城 1.625 7 595.719 4
長　野 1.590 8 587.666 5
新　潟 1.541 9 534.695 15
山　梨 1.536 10 583.050 7

兵　庫 0.954 43 392.069 43
京　都 0.885 44 379.074 44
神奈川 0.788 45 343.128 45
大　阪 0.705 46 310.654 46
東　京 0.510 47 252.269 47
全国計 1.095 450.771

平成２０年３月末現在
都道府県別の自家用乗用車の普及状況（軽自動車を含む）

都道府県
一世帯当たり台数 1,000人当たり台数

・
・
・

※乗用車とは、普通乗用車（3ナンバー）、小型乗用車（5・7ナンバー）及び軽自動車のこと
を指します。

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

出典 (財)自動車検査登録情報協会 

自家用乗用車の世帯当たり普及台数 
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８ まちづくり 

 
・北陸新幹線が整備されると、福井市と金沢市との熾烈な商圏争いが始まることが予想

され、それまでに魅力あるまちづくりを進めていく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：藻谷浩介「実測！ニッポンの地域力」、「講演会資料」 

 

出典 (財)自動車検査登録情報協会

■佐世保のパラドックス 

 ・不景気の極みなのに空店舗がほとんどない 
  （地主が家賃を柔軟に上下させ新規参入を誘発） 
 ・郊外や福岡との激烈な競争に負けていない 
  （商圏人口３２万人の１割のニッチ市場をグリップできている） 
 ・新規再開発投資がないのに個店中心に集客 
  （人が歩くのは、１階が切れ目なく店でつながり、空間に華やぎがある

から） 
 

佐世保の客は、モノではなく「雑踏」を消費しに集まってきている!! 

1世帯当たり自家用乗用車保有台数の推移

1.754 1.758 1.766 1.751

1.112 1.112 1.107 1.095

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2005.3 2006.3 2007.3 2008.3

（台/世帯）

福井県 全国計
年 
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＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・農産物等の直販やリラクゼーションルームを備えたゆとり・楽しみの多機能バ

スが、地域で運営・運行され、地域を循環 

 

・空間の再配分および掛け合わせによる利便性の高い交通システムが構築され、

高齢者の足としてゴールデンビークルが普及 

 

・駅やバスの停留所を中心としたレンタサイクルシステムにより、環境に配慮し

た移動手段が交通体系を支える 

 

 

 
【道路空間の再配分】 
・２０３０年の福井では、小型電動の低速型車両（ゴールデンビークル）が普及し、普

通の自動車運転が困難な高齢者が安心して道路を走ることができます。 
 
・２０３０年には、現在の自動車の半分程度の大きさの小型電動自動車が普及し、現在

の小型自動車に変わるものとして普及しています。福井では全国で初となる小型電気

自動車や自転車専用のスロードライブ車線が設置されるなど、現在の道路の幅員構成

が見直され、歩行者・自転車・小型電気自動車のいずれもが安全に走行できるように

なっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

空間再配分のイメージ 

16,000

2,5002,7502,7502,7502,7502,500

16,000

2,5002,5003,0003,0002,5002,500

 
小型電動自動車が普及すると、道

路の幅員構成を見直すことが可能と

なり、歩道側の１車線を小型電動自

動車や自転車専用レーンとして利用

できます。 
現在、自転車は歩道上を通行して

いるため、歩行者が危険にさらされ

ていましたが、道路空間の再配分を

行うと、安全に通行できるようにな

ります。 
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【科学技術の応用】 
・科学技術の進歩により、「ＩＴＳ交通事故減・追突防止システム」が実用化され、交

通事故が大幅に減少し、高齢者でも安全に移動できるようになります。 
（例） 
・車間通信システムと運転予測システムを活用した出会い頭事故などの防止 
・センサーによる自動車故障・事故予知判断ができるシステム 
・交通事故を未然に回避することのできる自動操縦機能 

 
 
【環境に配慮した交通】 
・自家用自動車を率先して小型電気自動車に切り替えることで、福井県の小型電気自動

車の世帯当たり普及率が上位となっています。 
 
・トラックによる幹線貨物輸送を、地球に優しく、大量輸送が可能な海運または鉄道に

転換するモーダルシフトが発達し、敦賀港、福井港の利用が増加しています。 
 
 
【まちづくり】 
・中心市街地では、不動産の所有と利用の分離により、空き店舗の利用が進み、１階部

に切れ目なく個性的な店が並び、人が雑踏を消費しに集まっています。また、中心市

街地の利便性を求める高齢者などの住宅が回帰し、定住人口も回復しています。 
 
・市街地部では、職場と住宅、商業施設、公共施設がまとまって配置されるコンパクト

シティを指向したまちづくりを目指し、市街地内の交通は、高度道路交通システムに

よりＬＲＶ（ライトレールビークル：light rail vehicle）やコミュニティバスなど

の乗り継ぎがスムーズに行える利便性の高い交通システムを構築しています。 
 
・商店街や住宅地内の道路は、車のためだけの道路ではなく、歩行者や自転車を優先し

車のスピードを抑制する道路づくりを進め、ゆとりと譲り合いの心を持った「スロー

ドライブ社会」を実現します。 
 
・環境への負荷の低減を図るとともに、自動車の運転能力が低下した高齢者の自由な移

動を確保するため、鉄道駅や基幹バス路線の停留所周辺に住みやすいまちづくりを進

めています。 
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・近距離の移動は自転車を活用できるように市街地の中にサイクルポートを設置すると

ともに、自転車レーンを整備するなど自転車の走行環境を改善し、自転車を利用しや

すい環境を整えます。 
 
 
【公共交通】 
・２０３０年には団塊の世代が後期高齢者となり、自動車での移動が減ることが予想さ

れますが、郊外部においても、整備が進んだ道路網を活用し、ＮＰＯ、地域住民、行

政が協働してバスや乗り合いタクシーなどを運行し、自動車と公共交通の選択が可能

な交通体系となっています。 
 
・地域では、子どもや高齢者などの交通弱者を携帯電話やデジタルテレビ放送の双方向

通信機能を活用したデマンド方式の「コミュニティ交通」が支えています。コミュニ

ティ交通は、地域の達年世代がコミュニティビジネスにより運営しています。 
 
・バスの循環（山手線風）地区が設定され、その地区を電気バスが１日循環しており、

循環経路を中心としたまちづくりがなされています。また、バスは単なる移動手段だ

けでなく、農産物等の移動直売機能やマッサージチェアなどリラクゼーション機能を

備えた多機能バスが運行しています。 
 
・えちぜん鉄道と福井鉄道は相互に接続し、ＬＲＶで運行されています。市街地の路面

軌道部分は芝生で覆われ、美しい景観や騒音の緩和をもたらしています。また、駅の

清掃等の日常管理は、地域で支える鉄道として、地域住民がボランティアで行ってい

ます。 

【海外事例】 

（フランスのレンタサイクル制度） 

・フランス国内の主要都市では、セルフサービスのレンタサイクル制度が導入されてい

ます。 

・パリでは２００７年７月からレンタサイクル制度が開始され、地下鉄や路面電車、鉄

道などと乗り継げる便利さが受け、多くの人が利用しています。 

・利用方法は、低料金（６０分以内１ユーロ：２００９年３月現在１ユーロ＝約１３０

円）で最寄りのサイクルポートから貸自転車を借り、利用後は近くのサイクルポート

に乗り捨てます。大半の利用者は、短距離、短時間の移動に利用しています。 

・サイクルポートは、約１，５００箇所、貸自転車は２万台以上が準備されています。
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３－７ 自然・環境を活かす 

 

＜概要＞ 

福井は山あり海あり平野あり、自然豊かで水のおいしいところです。県民も福井

の豊かな自然やおいしい水を大事に思っています。しかし、工業化の進展や人口減

少、高齢化により、農林水産業離れが広がり、放置された森林の増加、水田の機能

低下、生物多様性の衰退などが深刻化しています。 

２０３０年に向けて、緑の大切さが再認識され、農林業の役割も見直されます。

また、世界的な水不足が問題となる中、福井のおいしい水が注目され、福井の技術

が世界の水不足解消に貢献します。 

２０３０年には、福井の自然の中での療養や農作業を求めて、関西や中京、首都

圏などの人々が福井で二地域居住をしています。 

 

 

＜２０３０年に向けた課題＞ 

平野部の自然については、人口減少、農家の高齢化などによって、人の管理が行き

届かなくなり、自然が荒れ、耕作放棄地が増加することが懸念されます。 
山林でも、管理が行き届かず、間伐や伐採がなされないまま、木の成長が進まない

植林地が増えています。また、山林の松くい虫の被害が進んでいます。 
小川や田んぼといった身近なところで以前見られたホタルやメダカなどの生き物

が、外来生物の繁殖、農薬の使用、コンクリートを用いた三面張りなどにより、減少

しています。また、宅地造成や資源確保などのため、田や山そのものが減少している

地域もあります。 
海については、奇岩が並ぶ海岸の景観や、越前ガニやカレイなどのおいしい魚を楽

しむだけでなく、リアス式で釣りを楽しんだり、タラソテラピー（海洋療法）により

美と健康を保つなど、福井の海の価値を高めることが重要です。 
水の世界的な需要増加により、水の価値は現在に比べて高まっているため、この機

をビジネスチャンスに結び付けることが求められます。 
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１ 森林の変化 

 
・福井県の県土約４２万ｈａのうち、約７５％

は森林が占めています。そのうち、約１１万

ｈａがスギを主体とした人工林となってい

ますが、近年は十分な整備をされないまま放

置されている人工林が増え、森林の環境保全

機能が低下しています。森林の整備・保全、

木材・バイオマス利用等を進めることにより、

循環型社会の構築を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 水田の機能低下 

 
・田んぼには、米づくりの他にも洪

水や土壌浸食の防止、気温上昇の

防止、動植物のすみかなど、様々

な役割があります。しかし、農業

の担い手不足などにより、近年、

休耕田の面積は年々増加していま

す。 出典：福井県農林水産部「農林漁業の動き」

平成１８年度の水田利用状況

主食用水稲作付面積
２７，６３９ｈａ

大麦・大豆
そば・野菜
７，１９４ｈａ

自己保全管理・
調整水田・その他

２，５５５ｈａ

生産調整実施面積
９，７４９ｈａ

出典：福井県「福井県林業統計書」（平成２００８年３月末現在） 

県内の民有地の状況 

人工林

117,319

42.9%天然林

149,115

(54.6%)

その他

6,689

(2.5%)

スギ

102,256

(37.4%)

ヒノキ

6,554

(2.4%)

その他針葉樹    19

人工林広葉樹  530

(0.2%)

マツ

7,960

(2.9%)

ブナ

5,679

(2.1%)

マツ

7,332

(2.7%)

無立木地

5,294

(1.9%)

竹林

1,395

(0.5%)

民有林面積

  273,123

（単位：ｈａ）

その他広葉樹　135,966

ナラ ・クリ               138

　　　　　(49.8%)

出典：福井県「福井県林業統計書」 

齢　　級 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５以上

割　合　(％) 0.9 1.4 2.3 5.5 9 12.1 10.1 11.2 11.3 7.3 6.8 3.3 4.4 2.2 12.2

1,008
1,646

2,648

6,480

10,594

14,166

11,800

13,169
13,281 14,265

2,574

5,199

3,899

7,988
8,603

0
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8000

10000

12000

14000

16000

除間伐期　６２％

民有人工林の齢級配置（２００８年３月末現在） 
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３ 動植物の変化 

 
・自然豊かな福井ですが、野生生物の種は急速に減少しつつあります。自然資源の持続

可能な利用と生物多様性の保全が課題となっています。 
 
・また、アライグマやブラックバスなど外来生物の増加により、福井の在来種が危機に

さらされています。 

 

福井県の絶滅のおそれのある野生生物 

  絶滅 野生絶滅 
絶滅危惧
ⅠＡ類 

絶滅危惧
ⅠＢ類 

絶滅危惧
Ⅱ類 

準絶滅
危惧 

情報 
不足 

地域 
個体群 

総
計

哺乳類 1   1   2 2     6 

鳥 類   1 5 9 16 11 4   46

爬虫類       1 2   1   4 

両性類     1   1 1     3 

淡水魚類     2   4 1   1 8 

小 計 1 1 9 10 25 15 5 1 67

昆虫類     6 12 11 6   35

陸産貝類       7 9 3   19

淡水貝類     2 2 6     10

小 計 0 0 8 21 26 9 0 64

総 計 1 1 27 46 41 14 1 131

出典：福井県「レッドデータブック」 
 
 
 
４ 飲料水の状況 

 

・北陸地域は水道水を飲む人の割合が高いといえる一方、約４割の方は浄水器を設置し

たり、ミネラルウォーターを購入するなどしています。 

 

特に措置を講じずに、水道水をそのまま飲んでいる人の割合        （単位：％） 

北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 

47.7 65.0 31.3 59.6 41.4 27.0 37.0 46.0 24.0 

出典：内閣府「水に関する世論調査」 
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５ 世界の水需要と福井の水 

 

・世界的に水の需要が高まり、水資源の確保が課題になります。 
 
 

１９９５年       ２０２５年 

１７４リットル  →  ２１３リットル （２０％増） 

出典：国際連合「生活用水需要量将来見通し」 

 
 
 
・福井の上水道は、地下水

からの取水が７割を超え、 

全国３位と、福井の地下

水は、日常生活に欠かせ

ないものです。 
 
 
 

出典：厚生労働省「全国簡易水道統計」 

 

 

６ 自然の活用 

 
・福井を訪問する県外客

の動向を見ると、旅行

の目的として、特に 

３０代～４０代で「海

や山などの自然鑑賞」

をあげる人が多くなっ

ています。今後は、観

光資源として自然をう

まく活用する工夫が大

切です。 
 

 

 

１日１人当たりの生活用水の需要見通し 

71.8 72.2 72.0 72.2 73.4

30.4
28.2 28.1 28.0 27.8

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度

福井県 全国

３位 ３位 ３位 ３位 ３位

福井県および全国の取水に対する地下水の比率 

出典：福井県観光振興課「平成１６年観光客動向調査」

（単位：％）

　
項目
年齢層

海や山な
どの自然
鑑賞

歴史や文
化施設の
見学

温泉
飲食
（味覚）

スポーツ
仕事
（出張）

祭りやイ
ベント

産業観光
（農業体
験等）

全体 20.1 14.9 21.1 15.2 9.9 4.5 2.0 2.7

１０代 25.9 14.5 15.2 8.0 22.5 0.4 1.5 2.1

２０代 20.2 6.0 15.8 9.9 27.1 2.6 3.0 1.9

３０代 22.6 11.6 17.9 10.2 17.3 4.5 1.7 1.7

４０代 21.4 12.9 20.5 13.5 10.7 6.1 2.4 2.4

５０代 17.7 17.4 23.7 18.4 3.0 6.0 1.8 3.4

６０代 19.1 18.9 23.6 20.8 1.4 3.6 1.7 3.5

７０代以上 18.9 23.9 26.0 18.9 0.7 1.5 2.5 2.8

福井県への旅行目的 
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・第二居住地の選定要因としては、「自然景観・周辺環境」、「その土地をよく知ってい

る」の順となっています。 
 
・選定要因の「自然景観」は、各地で見られることであり、福井の特徴をＰＲする必要

があります。 

 

 

 

７ 都市の緑 

・福井の都市公園の面積は

増加しています。都市公

園を憩いの空間づくりに

積極的に活用していく必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：福井県都市整備課資料 

出典：日本総合研究所、楽天リサーチ「二地域居住実践者の実態アンケート」
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＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・グリーンツーリズムや緑の親戚の普及などにより、緑がより身近なものになる

ことで、山や林の重要性が高まり、林業の役割も見直される 

 

・福井の技術が、世界での水資源確保に貢献 

 

・ヘルシー療養や共同農園（シュレバーガルテン）などを求めて、二地域居住者

が増加 

 

 
 
【緑】 
・山林の所有者や林業に携わる人たちが協力することで、山は地域の財産として、公・

民有林の区別を越えて活用されています。 
 
・森林に育つ樹木の入れ替えが進み、花粉症に悩む人が少なくなっています。 
 
・熱帯雨林の保護等により、世界的に木材供給が不足する一方、自然を相手にした仕事

をしたいという人々が増え、林業が見直されます。さらに、自分が子ども世代に遊ん

だトンボやホタルなどが生息する里地・里山を今の子ども世代にも触れ合わせたいと

願う達年世代が、Ｅサポーターとして、放棄水田等の管理を始めています。こうした

動きにより、木材生産のための人工林、天然林、里山の林などにゾーニングされ、適

切な整備が行われています。 
 
・松くい被害を防止する手法が試験研究機関で開発され、森林の景観が良くなっていま

す。 
 
・ＩＴ、デジタル社会が進展する一方で、余暇には自然を体験する志向が高まっていま

す。中山間地域などでは、そうした要求に応えるべく、地元の青年世代が中心となっ

て自然体験型のレクリエーションを提供する動きが活発になっています。里地、里山、

奥山、海岸はトレイル（踏み分け道・山道）でつながり、本物の自然を体感できる聖

地として評価が高まります。林道を活用した親子ウォーク大会などが催されており、

森林浴を楽しんでいます（参考：福井県内の林道延長１１６ｋｍ）。来訪する都市部

の青年世代との交流が活発化します。 
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・森林の癒し効果が改めて見直され、専門家によるカウンセリングと一体となった心理

的ケアが始まっています。 
 
 
【土】 
・地域環境型農業の普及により、意欲的なプロ農業者が耕作放棄地も田畑として再び活

用し、米をはじめ、様々な農作物を生産しています。 
 
・手軽にできる食料生産への関心が高まり、耕作放棄地は、二地域居住者のＥサポータ

ーが使用する共同農園（シュレバーガルテン）としても活用されています。 
 
 
【水】 
・世界の水資源の獲得競争の中、水の循環利用が重要となっており、福井の技術が、世

界での水資源確保にも貢献しています。（再掲） 
 
・よりおいしい水を求める人々が増加し、福井のそれぞれの地域で続けられてきたおい

しい水を守る活動が世界から注目されています。 
 
・カルキ臭さをなくすことのできる上水道処理施設が導入され、日常使用する水道水に

おいても、おいしい水を飲むことができます。 
 
 
【海】 
・生きがいとして地域の自然を守る活動に参加する達年世代が増え、断崖奇岩が連なる

越前海岸の荒々しい海岸線や、嶺南の美しい砂浜などの景観が守られ、遠方からも多

くの人が訪れる人気のスポットとなっています。 
 
・海がめの産卵など、動植物が種を保存する活動を手厚く保護し、話題づくりを行うこ

とにより、観光客の増加につなげます。 
 
・タラソテラピー（海洋療法）と福井に伝わる健康食を組み合わせたヘルシー（健康と

海水）療養に訪れる人が増えています。 
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【動植物】 
・環境ボランティア等により野生生物が生息するための環境（湖や湿地、森林など）を

守る活動が活発となり、かつては絶滅に瀕していた動植物の数が回復しています。身

近な場所で様々な動植物と触れ合える環境が守り継がれています。 

 
 
【自然に触れる】 
・公園の植物や街路樹、民家の庭木など、市街地には緑があふれ、「森の街」となって

います。また、地域の自然環境を大切にする意識に変化し、地域ごとに、地域に住む

動植物の「自然環境マップ」を作成するなどの、自然環境を記録する活動が展開され

ています。 
 
・「植栽の里親」が路側緩衝帯を管理し、在来種を用いて緑の豊富な前庭として育てて

います(植栽の里親制度）。個性的に整備された緑の連続するラインが街中に並んでい

ます。 
 
・釣り（サクラマス、アユ等）や伝統工芸（越前焼、若狭塗）、そば打ちなど福井の気

候風土に根付いた本物の体験、文化（＝聖地）を求め、二地域居住者が増加していま

す。 
 

・環境保護に取り組む企業は、売上げの一部を自治体に寄付しています。 
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３－８ 地域でつながる 

 

 

＜概要＞ 

福井は、隣近所との付き合いが多いなど、地縁、人と人とのつながりがまだ残っ

ています。これは、福井が集落での助け合いが不可欠な「稲作を中心とした農業」

の地であったことや三世代同居が多いこと、県外との交流が比較的少ないなど、福

井独自の産業や文化の影響が大きいと考えられます。 

しかし、福井においても、２０３０年には単独世帯の増加や町内会、自治会等へ

の参加率の低下など、地域のつながりの希薄化が進む要因が増えていくと考えられ

ます。 

地域社会が安定して、人々に安心感を与える存在になるためには、人々の交流が

不可欠であり、交流を促進する拠点が必要となります。 

 

 

 

＜２０３０年に向けた課題＞ 

地域のつながりが強いといわれる福井においても、ボランティア活動は減少傾向に

あり、その理由として、「人々の親交の機会不足」などが挙げられています。 
また、従来、地域の交流を促進してきた子どもの数も減少し、それに伴い、地域の

交流の拠点となってきた小中学校や保育園、幼稚園の統廃合も進んでいます。 
さらに、地域において孤立化する確率が高くなる「集合住宅」は増加傾向にあり、

自治会の加入率も減少しています。また、労働の拘束時間が長いサラリーマンが増え

たことなどによる地域活動の時間の減少など、地域のつながりを生み出す機会そのも

のが喪失されています。 
福井が２０３０年においても地域のつながりのある社会でいるためには、人々のラ

イフスタイルに合わせた新しいつながりを創出する仕組みが必要となってきます。 
新しいつながりは、地域社会に安心感と住み心地のよさを生み出す基盤となり、安

心感や住み心地良さは、地域の幸福度（ＱＯＣ：Quality of Community）として、

地域住民自らが高めていくものとなります。福井はＱＯＣの高い地域として進化を続

けます。 
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１ 自治会加入率の推移 

 
・福井市の事例を見ても、 

加入世帯数は微増してい

るものの、加入率は減少 

傾向にあります。特に、

近年集合住宅が増えた

地域において加入率の

低下が進んでいます。 
 
・自治会活動自体は、「役

員の負担が大きい」、

「担い手がいない」な

ど、地域のつながりを

支えてきた人やつなが

りを維持するための負

担の集中が進んでいま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

２ 県内小中学校等の推移 

 
・福井県内の小中学校数は、

小中学校の児童・生徒数

の減少とともに減少傾

向にあります。 
 
・今後も小中学校の統廃合

が進み、学校を中心とし

た地域行事等も減少し

ていくおそれがありま

す。 

出典：福井市資料

福井市自治会加入率推移

年度 2001 2002 2003 2004

加入率（％） 84.6 83.9 83.3 83.0

加入世帯数（世帯） 71,182 71,134 71,236 71,511

出典：福井市「自治会に関するアンケート」
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自治会活動を行う上で困っていること 

出典：文部科学省「学校基本調査」
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３ 老人クラブ会員数等の推移 

 
・県内の老人クラブの

会員数はほぼ横ばい

で推移していますが、

６０歳以上人口に占

める割合は、減少傾

向にあります。 
 
・高齢者が増加する中

で、高齢者が地域で

主役となり地域のつ

ながりの中心となる

仕組みが必要です。 
 
 

 
４ 青年団の推移 

 

・青年団は、１９６０年

代頃までは、地域にお

ける自治の一端（防

犯・防火・水防の補修

など）を担っていまし

た。 
 
・１９７０年代の高度経

済成長や高学歴化に

より、農村青年団の団

員が減少しはじめ、  

１９９０年代からは、 

組織離れが深刻化し、 

団が消滅した地域など

もあります。 

 

 

 

出典：厚生労働省「福祉行政報告例」
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５ 地域の祭り（つながり）の事例 

 
・地域のつながりの代表例である「祭り」にも人口減少や高齢化により、存続できない

ものが出てきています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・一方で、福井市美山地区では過疎で中止されていた盆踊りを、地域外の児童生徒等が

参加して２０年ぶりに復活させる事例など、人を中心としたつながりを復活させてい

ます。 
 

 

 

６ ボランティア活動行動者率（１５歳以上） 

 
・福井県は、ボランティア活

動行動者率は全国トップク

ラスですが、年々減少傾向

にあります。 
 
・１９９７年のナホトカ号重

油流出事故や２００４年の

福井豪雨災害の際には、 

多くの県民がボランティア

として被災地に駆けつけ、

全力で復旧活動に取り組み

ました。 
こうした力をＱＯＣの向

上に結び付けていくことが

必要です。 
 

 

出典：福井県文化課資料

種別 名称
行われなく
なった時期

理由

無形民俗文化財 宇波西神社の神事芸能 平成１５年
６地区の輪番で王の舞奉納を行っているが、
１地区は戸数減少により中止

太鼓踊 平成１６年 地区の人口が減少したため中止

出典：総務省「社会生活基本調査」
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７ 地域のつながりが弱くなった理由 

 
・地域のつながりが弱くなっ

た理由として、「地域に対す

る親近感の希薄化」や「人々

の親交の機会不足」が上位

の理由となっています。 
 
・地域のつながりの弱さは、

地域の無関心な雰囲気、活

動時間がないなどの環境的

要因が大きいと考えられま

す。 
 

 
 

 

 

 

８ 地域から孤立する確率 

 
・子どもがいること、居住年数が５年以上であることが、地域からの孤立化の確率を低

くし、有業者、借家に住んでいることが孤立化の確率を高くする傾向があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

地域のつながりが弱くなった理由
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高い（孤立する）低い（孤立しない）

　・子どもがいること
　・既婚・有配偶者であること
　・居住年数５年以上であること
　・年齢が高いこと
　・農山漁村地域に住んでいること
　・社会のために役立ちたいと
　　思っていること

　・有業者（サラリーマン・自営業者）
　　であること
　・借家・集合住宅に住んでいること
　・大学・大学院卒であること
　・給与住宅などその他の住宅に
　　住んでいること
　・工場や倉庫が建ち並ぶなど
　　その他の地域に住んでいること

出典：内閣府「平成１９年版 国民生活白書」

（内閣府「国民生活選考度調査」（２００７年）により作成）

出典：内閣府「平成１９年版 国民生活白書」

（内閣府「国民生活選考度調査」（２００７年）により作成）
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９ 新しいつながりの芽 

 
・鯖江市河和田地区においては、

福井豪雨の復興支援をきっか

けに、県内外の大学生等によ

る「河和田アートキャンプ」

が ２００５年から行われて

います。学生は、地区の空き

家に滞在し、創作活動と住民

との交流イベントを行い、地

域の人との交流を深めていま

す。 
 
 
・敦賀市では、ＪＲの直流化を契機に、関西の大学生が中心となり、体験型ブースやス

テージイベント行い、地域住民や駅利用者との交流を図っています。 
 

・Ｕターンに加えて、福井につながりのある人や福井の生活環境の豊かさを魅力に感じ

て、福井に移り住む「新ふくい人」が増加しています。 

 

 

 

 

１０ 安全・安心な暮らし 

 
・刑法犯認知件数（人口千

人当たり）は、近年減少

傾向にありますが、以前

に比べて高い水準にあり

ます。 

 

・犯罪を防止するために、

地域のきずなや見守り活

動を高めていく必要があ

ります。 

 

 

出典：福井県労働政策課資料
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１１ ＱＯＬ（生活の質） 

 
・ＱＯＬ（Quality of Life）は、医療・福祉の分野において、生活を物質的な面から

量的にとらえるのではなく、個人の生きがいや精神的な豊かさを重視する考え方です。 

 

・今後、日常生活においても、経済的豊かさよりも、安心・安全で豊かな生活を送りた

いと願う人が増加すると考えられます。 

 
・高齢者に関して、地域のつながりが高齢者の元気の要因、生活の質の向上につながる

との研究結果（東京大学総括プロジェクト機構ジェロントロジー寄付研究部門）があ

ります。 
 

 

 

 

 

＜ふくい２０３０年の姿＞ 

 

・地域住民の手による「地域の幸福度（ＱＯＣ：Quality of Community）」の

向上 

 

・つながりの主役は「地縁」から「子ども・高齢者を通した縁」へ      

（子縁・ジェロ縁） 

 

・誰もが歩いて通える公立学校が「地域の拠点施設」に変化 

 

 

 

・地域の幸福度（ＱＯＣ）の向上を目指し、地域の住民や企業、学校などが一体とな

って活動しており、地域での「一人一役」が定着し、みんなでこの地域に暮らして

いるという意識でいます。さらに、役割と責任により、ＱＯＣの向上という地域で

共有する希望が生まれます。 
 
・従来の地縁に代わる「子縁」や高齢者の活動による「ジェロ縁」などは、人が生活

する上で、人とのつながりが重視される子育てや介護のシーンにおいて、住民が安

心感を持てる社会基盤となっています。 
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・「子どもや高齢者が歩いて通える」生活圏にある公立小中学校に「福縁サロン」（世

代を交流させる地域のたまり場の施設）が設置され、子ども・高齢者が毎日足を運

ぶことで、地域活動の拠点にもなっています。 
 
・新ふくい人や子ども、高齢者がいない世帯などでも、日常生活の相談や地域活動を

する上で、地域の「福縁サロン」が地域のワンストップサービスセンターとなり、

新たなつながりを生み出す拠点となっています。 
 
・達年世代の人の家が、近所の子どもたちが集う「コミュニティホーム」として指定

され、達年世代が「コミホマスター」として、子どもたちの放課後をサポートして

います。 
 
・労働と地域活動を両立させた達年世代が、豊かな地域を次世代に引き継ぐため、ま

た、老年世代に対して豊かな地域での生活を提供したいという想いから、地域の「子

ども」、「高齢者」を支える地域の担い手となっています。 
 
・達年世代や老年世代が、家から出て地域活動を行うことにより、自然な見守り活動

となり、子どもたちが見守られる安心感と防犯が促進されます。 
 
・達年世代が中心となって、地域の幸福度（ＱＯＣ）を向上させるために、地域の医

療・介護、農業、治安や交通の分野の社会的企業（ソーシャル・エンタープライズ）

を設立し、得られた利益やノウハウを地域社会に再投資しています。 
 
・様々な生活サービス機能が地域内に分散配置され、それをコミュニティ交通がつな

ぐことで手軽に利用できる「コミュニティリビング」が実現しています。 
 
・企業は「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」として、従業員の地域での社会貢献を積極

的に支援しています。 
 
・県内で地域活動を行う県外大学生や県内の大学・研究機関等で学んだ学生などが、

「福育人」として県内外で活躍しています。これらの若者は、福井を身近に感じ、

福井との接点を持ち、福井のサポーターとなり、新たなつながりの担い手となって

います。 
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第２部 ２０３０年のふくい物語 
 
 
この第２部では、前報告書で描いた社会の姿と第１部で考察した２０３０年の福井の

暮らしを、より分かりやすく世代に分けて描きます。 

また、人々の暮らしぶりや課題は、年齢により異なることから、年齢を区分して描い

ていきます。この年齢の区分は、本報告書のＰ１１０のとおり、共通の価値観を有する

「世代」で区分しており、世代ごとに、どのような希望を持ち、活躍しているのかを考

えました。 

さらに、社会の変化に伴い、福井人気質の殻を破り、一人ひとりの気概と行動により、

社会をよりよいものへと変化させていくという想いを込めました。 

２０３０年の福井のみなさんが希望を持って、この豊かな福井で暮らすためにも、こ

れからその準備を進めていく必要があります。次に私たちが描いた２０３０年の福井の

暮らしを参考にしていただき、一人ひとりが２０３０年の自分の世代、その時の家族、

地域を想像しながら、今から何をすべきか、どのような行動をすればよいのかを思い描

けるようにまとめました。 
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第１章 ２０３０年の世代の姿 

 

 

＜世代－対立から継承・共生へ＞ 

 

 スペインの社会学者オルテガは著書「危機の本質－ガリレイをめぐって」の中で、

「世代は歴史を区分する上できわめて重要な概念であり、同年代の人々が同じ経験を

することで形成される。多くの場合はそれと対抗する形で次の世代が形成され、両者

は交替するのではなく、同時に同じ歴史的事実に参与し、しのぎを削りながら時代を

つくる。同一の出来事でも、それが二つの異なった世代の上に起こると、まったく異

なった歴史的事実となる。」とし、さらに一生を１５年間ずつの５つの世代「少年期」、

「青年期」、「導入期」、「壮年期」、「老年期」に分けています。（ただし、オルテガの

時代と比べ現代では平均寿命が延びていることに留意が必要です。） 

 

 また、ドイツの社会学者カール・マンハイムも著書「世代の問題」の中で、同時代

に生まれた諸個人がその人間形成期である思春期に、その時代の特徴をなすような社

会的・精神的な思潮に参加することなどを通じ、一つの世代として連結されるとする

「世代論」を展開しています。 

 

 一方、日本においては、団塊の世代、新人類世代、団塊ジュニア世代など世代ごと

に様々な名前が付けられ世代論が展開されていますが、各種の意識調査などを見てみ

ると、どのような時代に自己形成をしたかにより意識や行動に明らかな違いが生じて

います。また、ＮＨＫ放送文化研究所が実施している「日本人の意識調査」の分析結

果からは、一つの世代の若い頃（青少年期）に形成された考え方は、年を重ねてもあ

まり変化しないことが読み取れます。 

 

 このため、世代による意識の変化を見ることを通して、現代社会の特性をより重層

的に捉えることができます。また、次の世代の意識と行動、さらには働き方や家族の

あり方など、新たな視点から、よりわかりやすく描くことができると考えられます。 

 

 また、従来、「いまどきの若者は・・・」に代表される世代ごとの価値観・文化の

違いや年金・医療・雇用の問題など、世代は「対立」を軸として語られることが多く

見られます。 
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 しかし、少子高齢化の急速な進展による人口、労働力の減少や、晩婚化の影響によ

る家族のライフサイクル・役割分担の変化など、２０３０年に向けて、世代間の関わ

り方が大きく変容し、世代間の問題は「対立」から「継承」、「共生」に変わらなけれ

ばならないと考えられます。 

 

 こうしたことから、前報告書で示した新しい年齢観を踏まえ、「子ども世代」、「青

年世代」、「壮年世代」、「熟年世代」、「達年世代」、「老年世代」の６世代に区分し、各

世代の２０３０年の姿と世代間の関わり方を検討することとしました。これは、オル

テガの示した５つの世代に６０～７５才の達年を加えたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           新しい年齢観と世代（イメージ図）[ふくい２０３０年の姿 P87] 
 

     １０代  ２０代  ３０代  ４０代  ５０代  ６０代  ７０代  ８０代 
 
 ２０３０年 
  の年齢観 
 
 
 
 

 青年  壮年  熟年 少年

労働年齢層（20～75 歳）

知識・技術習得期 

 達年    老年 

出典：「ふくい２０３０年の姿」検討会作成

２０３０年の６つの世代

名称 2009年の年齢 2030年の年齢 ２０３０年の世代

― ― 　0歳～16歳 2014年～2030年生 子ども世代

― 　　  ～10歳 17歳～31歳 1999年～2013年生 青年世代

新人類ジュニア 11歳～25歳 32歳～46歳 1984年～1998年生 壮年世代

団塊ジュニア 26歳～40歳 47歳～61歳 1969年～1983年生 熟年世代

新人類 41歳～55歳 62歳～76歳 1954年～1968年生 達年世代

団塊世代 56歳～65歳 77歳～86歳（以上） 1944年～1953年生 老年世代
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１ 子ども世代（１５歳） 
 

子ども世代：２０３０年の年齢 ０～１６歳 

（２０１４年～２０３０年生） 

 

 

（２０３０年に向けた変化） 

 
 
＜７歳まで：就学前＞ 

福井では、子どもを産み育てることは楽しく素晴らしいことだという意識が広がり、

少子化にある程度歯止めがかかって、３人っ子も増えています。妊婦健診や周産期医療

の整備等により、赤ちゃんが元気に生まれ育っています。 
育児休暇の取得やワークライフバランスの働き方が一般的になり、乳幼児は、父母の

どちらかが休みを取って育てられています。子どもは地域や日本、世界の宝だという意

識が浸透し、育児休暇をとることは仕事に勝るとも劣らず大事なことだと考えられてい

ます。 
父母がともに働きに出る場合は、待機者ゼロの子ども園に預けられます。子ども園は、

保育園と幼稚園が一元化されたもので、「福井六育」の仕組みはここでも取り入れられ

ています。就学前の早期から六育が進められるので、子どもたちは家庭環境に関係なく、

知・体・徳・才・夢・健全な食生活をはぐくむことができます。 
子ども園では、子どもたちは、楽しく遊ぶなかで、仲間を想い、いろんなことに興味

を広げ、学びを深めています。子ども園の先生たちも、乳幼児に適した六育の進め方に

ついて様々な工夫を凝らし、先生同士の勉強会も盛んです。 
子ども園では、父母が迎えに来るまで預けられますが、三世代同居・近居が他府県と

比較してある程度残っているので、祖父母が早めに子どもを迎えに来て、家で子どもの

面倒を見てくれることも多くあります。 
また、地域での助け合いが発達しているので、公園などでの養育・教育も盛んです。

子どもたちは自分の祖父母の住む家やその近所などで、遊び、育っています。こうした、

世代間交流・地域内交流も子どもの成長にプラスに働いています。 
 
 
 

個人の心の変化  社会の変化 

希望をはぐくむ心 → 地域の希望の醸成 

自立する心 → 選べる教育 

周囲のサポートに感謝する心 → つながりの循環 
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近所の公園に行くと、いろんな年代の子どもが遊んでいて、また、時々、ボランティ

アの大人や大学生が遊びに加わってくれます。ままごとをする子、鬼ごっこに興じる子、

ヨーヨーやこま回しを近所のおじいちゃんに習っている子もいます。公園内の畑では、

近所のおばあちゃんが野菜作りをしていて、子どもたちも一緒に手伝っているような風

景も見られます。 
このように、「福井六育」や家庭・地域での養育・教育により、福井の子どもたちは、

発達に必要な経験を楽しみながら積むことができ、戸惑うことなく小学生に進むことが

できるようになっています。 
 
 
＜７歳以降：就学後＞ 

現在、福井の子どもたちは、少子化により、学校での少人数教育や本物に触れる機会

の増加など、以前に比べ充実した学校教育を受けられる環境にあります。しかし、子ど

もたちの数が減少している中で、子どもたち同士の交友から学ぶ機会は減っているとい

えます。 
２０３０年には、現在の福井県の高い教育の質がさらに向上しています。子どもたち

も、自立して学ぶ姿勢を身に付けています。学校もそれぞれの子どもに合った学習が選

べる環境に変化しています。勉強を教える場であることに加え、子どもたちが勉強する

素材を提供する場にもなり、少人数教育やＩＣＴを使った教育が充実しています。 
また、希望をはぐくむ教育「希望の輪」の考え方が教育分野にも導入されることで、

子どもたちは、幅広い事象に関心を持ち、自分の希望に対して努力し、可能性を広げる

ようになっています。さらに、周りの仲間の希望にも関心を持ち、「自分たちの希望」

をはぐくむことも大事にしています。 
子どもたちが自立して学ぼうとする姿は、大人たちにも伝わります。２０３０年の福

井では、教育が広く地域社会に開かれたオープン・システムとなり、大人も子育てをし

ながら学ぶことができる「社会総ぐるみ」の人育ての環境になっています。誰もが先生

であり、生徒であるといった共に学びあう関係が希望を共有し、子どもと大人のそれぞ

れを成長させる関係になっています。 
子どもたちも地域の人と交流して学ぶことで、共感能力を高め、自分の成長のために

周囲がサポートしてくれているという感謝の気持ちを持っています。他世代の福井人と

の交流は、年上・年下のそれぞれを思いやる心を育てることになります。こうした経験

を通して、福井では地域の小さな子もサポートするつながりの好循環をつくり出してい

ます。 
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２ 青年世代（３０歳） 
 

青年世代：２０３０年の年齢 １７歳～３１歳 

（１９９９年～２０１３年生） 

２００９年現在の年齢：～１０歳 

 

（２０３０年に向けた変化） 

 
これまで、青年世代は、学校を卒業すると企業等で働き、仕事を通じて能力開発を行

ってきました。今後、人口が減少する中、豊かな社会を維持し、さらに発展させるため

には、一人ひとりの能力を最大限に発揮することが重要になってきます。 
国境を越えて社会が融合していく中で、現在の青年世代よりもさらに外に向けての広

い視野を持たなければなりません。そこで、グローバル市場での実務経験や大学院での

専門分野の研修など、世界でも通用する能力を身に付けようとしています。 
グローバル市場に目を向ける一方で、自分たちの生活する地域・ふるさとをよくした

いという意識（希望）も強くなってきます。グローバルとローカルを同時に大事にする

「グローカルな心」が育ち、今以上に「都会」でなく「地方」で生活し、活躍したいと

いう人が増えています。こうした｢グローカルな心｣は、社会貢献を基本として活動を行

う社会的企業を通して育まれ、地域社会の問題をどう解決するかを考える人が多くなっ

ています。 
また、業種、職種にとらわれず、現在の自分の仕事に誇りを持ち、自ら挑戦し、生産

性や創造性を高めるなど、仕事の質を重視するようになっています。青年時の徹底した

職業人意識の向上は、福井発の人材養成プログラムとして世界からも注目されるように

なります。 

青年世代は、学生から社会人へ、また、単身から結婚へと、自分の生活環境が大きく

変化し広がりを増す時期にさしかかります。限られた時間の中で、最適なワークスタイ

ルを意識して、ワークライフバランスを積極的に取るようになり、社会全体がゆとりの

ある生活に変化するきっかけになります。 
さらに、２０３０年の青年世代は、幼少の頃から、バーチャルゲームやインターネッ

トが身近にある環境で育った世代です。このため、デジタル社会でのマナーを身に付け、

仮想の世界は仮想の世界と認識しながらも、仮想の世界を生活の一部として楽しむこと

ができます。現実の社会ではもちろん仮想の社会でも誠実な人柄により、信頼できる友

人として福井人を中心とした人の輪（ストロングタイズ＆ウィークタイズ）ができるよ

うになっています。 

個人の心の変化  社会の変化 

仕事の質を高める心 → 生産性・創造性の高まり 

ワークライフバランスを意識する心 → 職場から地域への回帰 

人と交流する心 → 交流人口の増加 
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３ 壮年世代（４５歳） 
 

壮年世代：２０３０年の年齢 ３２歳～４６歳 

世代：新人類ジュニア（１９８４年～１９９８年生） 

２００９年現在の年齢：１１歳～２５歳 

 

＜青少年期の出来事と世代の特徴＞ 

・日本の高度成長やバブル経済を知らず、安定した経済成長の中で成長。普通の

先進国となった日本しか知らない 

・ゆとり教育を受け、男女混合名簿で育ち、協調性が高い 

・パソコン、携帯電話が普及し、コミュニケーションの主な手段は携帯電話、メ

ールとなる 

・新興大国（ＢＲＩＣｓ）の台頭など、世界的な競争が激化する中で、世界にお

ける日本のプレゼンスが低下 

・子どもの頃から環境問題を学び、地球温暖化やエネルギー問題などの地球レベ

ルの課題を理解し行動している 

 

 

（２０３０年に向けた変化） 

 
現在の壮年世代の日常生活は、労働が主となった生活になっています。しかし、家庭

生活や地域活動など、この世代の福井人が周囲から期待される分野は、労働以外でも多

様です。さらに余暇活動や教養の再蓄積など、自らが求める分野も多方面に渡っていま

す。 
２０３０年の社会は、ともに分かち合う社会です。特に、子育てや介護などを他の世

代とともに支え合うことで、この世代が生活を楽しむことができるようになります。 
また、この世代の福井人は、自己所有・自己消費を楽しむという考え方から、社会企

業家として、社会貢献しながらビジネスを行うなど、自分の能力や関心も「分け合う」

という考え方を持つようになります。カーシェアリングなどの物の分け合い、仕事の分

担などの時間の分け合い、二地域居住などの居住地の分け合い、祖父母や地域での子育

ての協力などの精神的な分け合いなど、この世代が直面する課題をみんなで分け合うこ

とで、問題を抱え込まず余裕のある生活の豊かさを共有することが可能になっています。 
 

個人の心の変化  社会の変化 

生活を楽しむ心 → みんなでの支え合い 

分け合う心 → 豊かさの共有 

統合・調和する心 → 現在と未来のバランス 
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さらに、希望を少しずつ実現していくとともに、他の世代と希望を分け合い、新しい

希望を見出していくという役割も期待されます。 
この世代の福井人には、「統合・調和」する役割が期待されます。子ども世代・青年

世代と熟年世代・達年世代間の橋渡し役や、仕事の面でも、専門分野を結合して、総合

的に物事を判断できる能力を身に付け、新たなものを創造する役割を果たします。世代

の中間に位置することで、現在と未来の課題について、バランスを持って判断する能力

が求められる世代でもあり、福井人はそうした社会のニーズに応えようと努力します。 
また、男女混合名簿で育ち、男女の差を全く意識しない世代です。また、子どもの頃

からインターネットや携帯電話を使い、バーチャルな世界をもう一つの空間として使い

こなす世代です。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニンテンドーＤＳ（２００４年） 【ＩＣＴ】携帯電話（２００８年） 

【地球環境問題】クヌギやコナラなどの苗を植樹

する子どもたち（２００８年） 
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４ 熟年世代（６０歳） 
 

熟年世代：２０３０年の年齢 ４７歳～６１歳 

世代：団塊ジュニア（１９６９年～１９８３年生） 

２００９年現在の年齢：２６歳～４０歳 

 

＜青少年期の出来事と世代の特徴＞ 

・バブル経済の崩壊により、青年期に就職氷河期を経験しロストジェネレーショ

ンと呼ばれる（フリーターやニートの増加） 

・ベルリンの壁崩壊、ソビエト連邦崩壊後、金融、物流、経済面でのグローバル

化が進み、国際的な相互依存関係を実生活でも実感 

・ナホトカ号重油流出事故や福井豪雨が起こり、安全を強く意識するとともに、

ボランティアなどの社会貢献の意識も高い 

・小学生で自室とテレビを持つようになり、家庭内のシングル化が進行 

・子どもの頃から、テレビゲーム、パソコンが普及し、多様なメディアにも対応

・男女雇用機会均等法施行後に就職し、男女平等に対する意識が進展 

・親子とも戦争を知らない世代 

 

 

（２０３０年に向けた変化） 

 
現在、一般的な企業では６５歳まで働きます。定年後の人生はセカンドライフともい

われ、それまでに培われた知識や経験を活かして、新たな分野で活躍することが期待さ

れます。しかし、個人や社会からも知識や経験の活用ニーズは高いものの、実際の参加

については難しい面もあります。 
しかし、２０３０年には、熟年世代の福井人の成熟した心と豊富な知識・技能は、長

年の経験と実績に裏付けされた確かなものとして、今まで以上に社会から必要とされて

います。「右肩上がりの成長」から「成熟」へと社会の趨勢が変わっていく中で、真の

豊かさを見極め、自らの能力を社会に還元しようとする成熟した心が大事になります。 
また、これまでの経験が社会でどのように活かすことができるかを考えたり、技術を

さらに磨くなど、自分を時代に合わせて進化させています。さらに、時代に合わせるだ

けでなく、新たな分野に挑戦するなど、経験に基づくパイオニアとしての行動を起こし

ています。 

個人の心の変化  社会の変化 

成熟した心 → 能力の社会への還元 

進化・挑戦する心 → 年齢を問わないチャレンジ 

支援・サポートする心 → 世代間のセーフティネット 
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さらに、この世代の福井人は、若い世代を育てる役割を担うとともに、自らも他の世

代から新たな刺激を受け、他の世代の考え方や文化を積極的に取り入れます。この世代

が社会のアドバイザーとして他の世代の福井人を支援・サポートしています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコンの画面を見ながら自分の能力に応じた学習を

進める生徒（武生東高校）（１９８９年） 

【国際交流】今立町（現越前市）のパピルス館で紙す

きを体験し出来具合を見せ合う生徒たち（１９９０年）

福井豪雨でのボランティア活動（２００５年） 

【就職氷河期】厳しい就職環境（２００３年） 

ファミリーコンピューター（１９８３年） 
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５ 達年・老年世代（７５歳） 
 

 

達年世代：２０３０年の年齢 ６２～７６歳 

世代：新人類（１９５４年～６８年生） 

２００９年現在の年齢：４１～５５歳 

 

＜青少年期の出来事と世代の特徴＞ 

・小学生時代から自宅にテレビ、マイカーがある世代で、特にテレビとともに育っ

た最初の世代 

・高度経済成長を経て経済大国日本となる中で成長し、仕事と余暇の両立志向が強

い 

・進学率が高まり高校・大学を受験する者が増加し、受験戦争を体験（高校進学率

９２％、大学・短大進学率３８％） 

・ロック音楽や漫画、アニメ等のサブカルチャーを生み出し、新たな価値観を創造

・男女雇用機会均等法が施行され、男女平等の意識が社会的に浸透 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ウォータージェット織機の導入を中心に近代

化された織物工場（１９８４年） 

あすを担う子どもたち（プレハブ教室で授業も）

（１９７６年） 

充実する高校教育（１９７６年） 

初代ウォークマン（１９７９年） 
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老年世代：２０３０年の年齢 ７７～８６歳（以上） 

世代：団塊世代（１９４４年（以前）～５３年生） 

２００９年現在の年齢：５６歳～６５歳（以上） 

 

＜青少年期の出来事と世代の特徴＞ 

・傷痍（しょうい）軍人や尋ね人のラジオ放送など、戦争後の姿を見て成長 

・旧正月など、戦前の風習も体験 

・経済成長過程で育ち、高度経済成長後期の担い手であり、右肩上がりの社会を

体験 

・四日市ぜんそく、イタイイタイ病などの公害が発生し、経済の発展と環境災害

の両方を体験 

・安保闘争、全共闘など、学生運動が活発化 

・受験競争が激化していく中で育つ 

・男性が仕事に専念し、女性は家事・育児専門の専業主婦となることで、日本経

済と家庭を支える 

・家電製品が普及し、女性の家事負担が減少 

 

 ＜団塊の世代＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

副業として盛んなワラ加工（１９７６年）  

小売り業者は、品物を買ってもらうために、懸命

に努力をはらう（１９６６年） 

交通量の増加に対処して、今年は１２基の交通信

号機が設置される（１９６６年） 

カラーテレビ（１９６０年）
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＜戦前世代＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年の交際はあくまで健全に（１９６０年） 

素晴らしい模様が熟練工の手によって鮮やかに

捺染（なつせん）される（１９６１年） 

福井空襲（１９４５年） 
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（２０３０年に向けた変化） 

 
２０３０年の７５歳前後の人は達年世代、老年世代と呼ばれ、福井の健康長寿の秘訣

を継承しながら、介護・医療の総合的な予防・ケアシステム、最新の治療技術・テクノ

ロジーを取り入れ、心身ともに健康長寿を享受するようになっています。 

本人や周囲の介護等にかかる負担も大幅に軽減されるため、個人の選択に基づき自由

に生活を楽しめる社会となっています。そこで、さらに心身ともに元気な達年・老年の

福井人は、地域社会のキーパーソンとなり、地域社会の安定をもたらし、住民の多くが

望む安全・安心な居心地の良い地域づくりに貢献しています。「健康でありたい」とい

う状態から、「健康で活動したい」という能動的な気持ちに変化しているためです。 
また、周囲を見守る一方で、誰かに見守られているという相互扶助の精神を培い、安

心感を与える存在として、他世代にとってなくてはならない存在となっています。 
さらに、自分や自分たちの希望を社会の中である程度実現し、そこから得られた知見

を次世代に伝え、希望を次世代につなぐ役割を果たします。これまでの知識・技能を完

成させ、次の世代に伝えたいと望むことから、先人から引き継いだ豊かな福井を再生産

し、次の世代に未来を引き継ぐことができます。 
 

個人の心の変化  社会の変化 

活動する心 → 地域社会の安定 

見守り・見守られる心 → 相互扶助 

伝える心 → 社会の再生産と継承 
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＜世代の主な出来事＞ 

 

 
 
 
 

■時代と世代の関係図
世相等

世代の特徴

世界恐慌（'29） 人絹取引所開設（'32）

国連脱退（'33）

日中戦争（'37～'45） 国民学校令（'41）

国家総動員法（'38） 学徒出陣（'43）

第二次世界大戦（'39～'45） 軍事教育全面強化（'44）

終戦（'45）,日本国憲法公布（'46） 教育意基本法・学校教育法各公布（'47） 大学の男女共学制決定（'45） 福井地震（'48） 改正民法公布（家制度廃止）（'47）

国土総合開発法（'50） 六・三・三・四制（'47）

朝鮮戦争（'50） 学習指導要領に「道徳」（'58）

テレビ放送開始（'53） 高校進学率５２％（'55） 初の女性週刊誌創刊（'57） コシヒカリ誕生（'56） 国連加盟（復帰）（'56）

もはや戦後ではない（'56） 大学・短大進学率１０％（'55）

高度成長期（'55～'73） 金の卵 初の女性大臣（'60） 北陸トンネル開通（'62） 農村の過疎化

新日米安保（'60） 安保闘争（'60） 核家族の進展（'67） 敦賀原電臨界（'69） 家事の省力化（炊飯器、洗濯機）

東海道新幹線開通（'64） 家出少年の増加（'66） 集団就職受入 日本原電・東海原発稼動（'66）

人口１億人突破（'66） 全共闘運動・大学闘争（'69） 県内私鉄路線廃止 ビートルズ来日公演（'66）

高齢化社会（'70） 受験戦争 合繊織物最盛

安定成長期（'73～'91） 高校進学率９２％（'75） 婦人白書（'78） 繊維不況 日本の平均寿命世界一（'84）

バブル景気（'86～'91） 大学・短大進学率３８％（'75） 男女雇用機会均等法（'85） 工場の海外移転

日中平和友好条約（'78） 落ちこぼれ問題（'77） セクシャルハラスメント（'89） 福井港開港（'78） 海外純資産1298億ドルで世界首位（'85）

国鉄民営化（'87） 家庭内暴力・校内暴力・いじめ 北陸自動車道県内全線開通（'80） ファミコン累積生産台数1000万に（'87）

消費税導入（'89） 人口が８０万人を突破（'82）

失われた１０年（'91～'02） 男女混合名簿 育児休業法（'91） 県立大学開学（'92） 就職氷河期（'92～'04）

高齢社会（'90）,介護保険法（'00） 学校週５日制導入（'93） 家庭科の男女必修（'93） ナホトカ号重油流出事故（'97） アジア向け貿易額559億ドルでアメリカ向けを抜く（'93）

少子化（'92） 総合学科の新設（'94） ＤＶ法（'01） NPO条例（'98） Windows95('95)

ＩＴ革命（'00） ゆとり教育（'02） 次世代育成支援対策推進法（'03） 福井豪雨（'04） 京都議定書（'97）

構造改革 不登校・引きこもり 平成の大合併（'04～'06） パラサイトシングル（'97）

人口減少（'05） 未履修問題（'06） 熟年離婚（'05） ふるさと納税（'08) 京都議定書発行（'05）

団塊の世代大量退職（'07） モンスターペアレント（'07） ワーク・ライフ・バランス 年金問題（'07）

石油価格高騰（'07） 大学全入時代 洞爺湖サミット('08)

義務教育期間が１１～１２年（'09） 女性委員３３％（'10） Web2.0

新学習指導要領（'11) 男性の育児休業取得率１０％（'14）

2030年の年齢
および人口（５歳階級推
計）・割合

２０２０年
（平成３２年）

２０３０年
（平成４２年）

１９３０年
（昭和５年）

１９４５年
（昭和２０年）

１９６０年
（昭和３５年）

１９７５年
（昭和５０年）

２００５年
（平成１７年）

１９９０年
（平成２年）

2008年の年齢
人口・割合

その他社会・経済 教育 男女共同 福井県年代
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世代区分の名称

戦前 戦後 団塊 新人類 団塊ジュニア 新人類ジュニア （21世紀生れ）

～1929年
1929年～1943年

（15年間）
1944年～1953年

（10年間）
1954年～1968年

（15年間）
1969年～1983年

（15年間）
1984年～1998年

（15年間）
1999年～2013年

８１歳以上 ６６歳～８０歳 ５６歳～６５歳 ４１歳～５５歳 ２６歳～４０歳 １１歳～２５歳 ～１０歳

53,327 132,961 118,295 150,981 150,356 121,376 83,230

6.6% 16.4% 14.6% 18.6% 18.5% 14.9% 10.2%
・戦前の教育で育ち、
戦争や食料不足を体
験
・夫唱婦随の考え方
が強い

・子どもの頃に戦前と
戦後を体験
・高度経済成長を支
えた世代
・激しい労働争議を体
験

・子どもの頃に高度
経済成長を経験
・激しい受験戦争を経
験
・全共闘や大学闘争
を経験

・経済大国となった日
本で成長
・仕事よりも余暇を優
先
・ロック音楽や漫画、
アニメ等のｻﾌﾞｶﾙﾁｬｰ
を体験
・核家族の拡大

・小学生で自室を持
ち部屋にテレビがあ
るなど家庭がｼﾝｸﾞﾙ
化
・就職氷河期を経験
・子どもの頃からﾊﾟｿｺ
ﾝ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、家庭用
ゲーム機を使用

・バブル崩壊後の失
われた15年に成長
・携帯電話、メールで
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図る
・社交性を重視
・ゆとり教育世代
・男女混合名簿を使
用

世代の特徴

８７歳～１０１歳 ７７歳～８６歳 ６２歳～７６歳 ４７歳～６１歳 ３２歳～４６歳 １７歳～３１歳

42,800 83,200 133,600 144,600 117,600 95,000

6.1% 11.8% 18.9% 20.5% 16.6% 13.4%

年代

2009年の年齢
人口・割合

１９３０年
（昭和５年）

１９４５年
（昭和２０年）

２０２０年
（平成３２年）

２０３０年
（平成４２年）

2030年の年齢
および人口（５歳階級推
計）・割合

１９６０年
（昭和３５年）

１９７５年
（昭和５０年）

１９９０年
（平成２年）

２００５年
（平成１７年）

青年期
（２０歳）

青年期
（２０歳）

青年期
（２０歳）

青年期
（２０歳）

壮年期
（３５歳）

壮年期
（３５歳）

壮年期
（３５歳）

壮年期
（３５歳）

壮年期
（３５歳）

熟年期
（５０歳）

熟年期
（５０歳）

青年期
（２０歳）

熟年期
（５０歳）

達年期
（６５歳）

達年期
（６５歳）

熟年期
（５０歳）

達年期
（６０歳）

熟年期
（４５歳）

老年期
（８０歳）

達年期
（６５歳）

老年期
（８０歳）

青年期
（２０歳）

壮年期
（３０歳）

少年期
（５歳）

少年期
（５歳）

少年期
（５歳）

少年期
（５歳）

少年期
（５歳）

少年期
（５歳）

老年期
（７５歳）



第２部 ２０３０年のふくい物語 

 

 124

第２章 ２０３０年のふくい物語 

蟹田家の物語 

  これは２０３０年の子ども世代、壮年世代、達年世代の物語です。 

蟹田（かにだ）家は、福井の近郊で三世代同居で暮らしています。学校に

通う子どもたちは家族や地域の人たちに見守られ元気に育ち、父母は仕事と

家庭を両立させ、祖父母は地域社会の担い手として活動しています。 

 

（登場人物） 

蟹田 実 （みのる） 

２０２５年生まれ／５歳 子ども園年長 

好奇心旺盛な元気いっぱいの男の子 

 

蟹田 亜希（あき） 

２０２１年生まれ／９歳 ３年生 

友達と遊ぶのが大好きな女の子 

 

蟹田 望 （のぞむ） 

２０１６年生まれ／１４歳 ８年生 

海外で活躍するエンジニアを夢見る男の子 

 

蟹田 沙織（さおり） 

１９８７年生まれ／４３歳 実たちの母親 

介護老人保健施設で理学療法士として勤務 

 

蟹田 直樹（なおき） 

１９８５年生まれ／４５歳 実たちの父親 

繊維会社をおじいちゃん(誠)から受け継ぎ経営 

 

蟹田 恵子（けいこ） 

１９５７年生まれ／７３歳 実たちの祖母 

韓国のドラマに夢中になってから、韓国語を学び、韓国語講師も務める 

 

蟹田 誠 （まこと） 

１９５５年生まれ／７５歳 実たちの祖父 

コミュニティ交通の運営に参加し、コミュニティバスの運転手としても活躍 

 

※蟹田は、福井県の魚の「越前がに」から名付けました。また、名前は、それぞれの生まれた年別

のランキングの上位の名前等に基づき、「ふくい２０３０年の姿」検討会において作成していま

すので、実物の人物・団体等とは一切関係ありません。 
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２－１ 子どもの生活（子ども世代：０～１６歳） 

 

 

第１話 人に囲まれた子どもたち（地域での人づくり） 
 

○学校・地域・家庭の「社会総ぐるみ」による教育 

・地域の達年世代による「学習サポート」や「見守り活動」が展開 

・近所の子どもたちが集う「コミュニティホーム」とその管理者「コミホマス

ター」を指定し、放課後や休日のこどもの活動の場を確保 

・家庭での教育を充実するため、家族に対する「家庭教育推進プログラム」を

実施 

 

◆ 亜希（９歳）は、学校から帰るとすぐに、子どもたちに勉強を教えている地域

のおばさんの家に向かいます。このおばさんは元教師で、家は近所の子どもたち

が集う「コミュニティホーム（コミホ）」に指定されており、おばさんは「コミ

ホマスター」です。コミホには近所のお兄ちゃん、お姉ちゃんも集ってきて、自

分のパソコンを使って通信宿題です。通信環境が発達していて、亜希も幼い頃か

ら、パソコンを使って遊んでいたので、手慣れたものです。自分のペースで宿題

をしていますが、どうしてもわからない算数の問題やもっと教えてほしい理科の

問題などは、おばさんやお兄ちゃんたちが教えてくれるので、わかることが楽し

くなってきました。最近では、いろんなことに「なんで？」、「どうして？」と疑

問がわき、おばさんをよろこばせています。 

また、おばさんは、福井の偉人の話をしてくれて、その人がやったことやどん

な苦労があったかを話してくれます。亜希は、小さいながらも「福井の先人はす

ごいんだなあ」と思っています。 

宿題が終わると、コミホのみんなで、公園でかくれんぼです。学校のクラスと

は違って、年上のお兄ちゃんやお姉ちゃんと遊ぶので、人との付き合い方も自然

に身に付いています。公園では、地域の達年の人たちが、地域の緑を増やそうと

公園にビオトープなどを作る活動をしているので、大人に見守られながら、安心

して遊んでいます。 

家に帰ると、ママ（沙織：４３歳）がパパ（直樹：４５歳）に「家庭教育推進

プログラム」を教えていました。勉強熱心なママは、パパと今週の日曜日に実施

される父親のためのプログラム試験の予習をしています。 

直樹は、試験よりも座談会の方が楽しみです。エコ活動や交通マナーなど家で

の決まりごとや子どもの成長などについて、父親同士が気軽に意見交換できるか

らです。子どもは親の背中を見て育つと昔からいわれていますが、元気なおじい
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ちゃん、おばあちゃんが増えたので、孫育てのおじいちゃん、おばあちゃんの背

中を合わせて４つの背中を見て子どもは育つのかなと思うようになっています。 

 

 

○「希望の輪」による希望の広がり 

・私の希望が私たちの希望に広がる「希望の輪」を導入 

（希望学によると１４才の時に希望を持つ子は将来も希望を持つ割合が高い）

・子どもたち自身がヒーロー、ヒロインになる目標を持つ教育を実施 

 

◆ 亜希は、１年生の時に、クラスでひとりだけなわとびを上手に跳ぶことができ

ませんでした。その時、学校や家で一生懸命練習しても、なかなか上達すること

ができなかったのですが、友達の結衣ちゃんが一緒に練習してくれて、少しずつ

上手に跳べるようになりました。亜希が｢ありがとう｣というと、結衣ちゃんは「亜

希ちゃんが一生懸命頑張っていたので、私も亜希ちゃんがなわとびを跳べるよう

になってほしいと思ったの。」といっていました。今、亜希は、なわとびが大好

きです。跳べない子がいると、結衣ちゃんのように練習の手助けをするようにな

っています。亜希は、他の子の「なわとびが跳びたい」という想いを感じて、そ

れを手伝ってあげたいと思うようにもなりました。 

一方、望（１４歳）は、最近、将来の夢を実現するためにはどうしたらいいか

を考えるようになりました。５年生の時に、インターネットテレビで世界の水資

源が枯渇していて、海水を淡水にする技術とそこで活躍する福井のエンジニアの

姿を見て以来、ずっと海外で活躍することに憧れを抱いています。学校では、世

界中で活躍している福井出身の人のことも教えてくれます。そして、その人たち

から直接話を聞く機会も増え、望にとっては、その人が身近なヒーローといった

ところです。学校では、子ども一人ひとりが目標となる身近なヒーローやヒロイ

ンを持って、また、それに近づき、自分自身がヒーローやヒロインになるように

教えています。今では、望は理科系の大学に進学してエンジニアになり、水資源

が不足している世界の各地域で、自分の力を活かしたいと具体的な夢のイメージ

がふくらんできました。 

 

 

○地域の達人による課外活動 

・学校単位の部活動は地域のスポーツクラブ活動へ移行 

・子どもは、複数のサークル（部活）に在籍 
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◆ 望は、学校の授業が終わると、そのまま近くのスポーツセンターに向かいます。

小さい頃から、仙水翔太（２１歳：Ｐ１４３参照）たちが教えるスポーツクラブ

でテニスを習っています。学校での部活動がなくなったため、先生の負担も減り

ました。スポーツの上手な先生は、スポーツクラブの指導者として翔太たちと一

緒に教えています。 

翔太たちも、子どもたちに教える技術を高めるために、交流会を開いたり、Ｎ

ＰＯ等のインストラクターの認定も受けています。 

一緒にテニスを習っているのは、隣の中学校の友達です。最近では、学校対抗

で試合をすることは珍しく、スポーツクラブ対抗が主流になっています。自分が

したいスポーツのクラブには、自由に入会でき、望も一時期剣道を習ったことが

ありました。 

来月は、いよいよクラブ対抗戦です。対戦相手は、年上の中国からの留学生で

すが、胸を借りるつもりで、思いきってプレーしようと思っています。 

望は、テニス以外にもバンドサークルに入っています。おじいちゃんが若い頃

にロックバンドをしていた話を聞きながら、いつか、おじいちゃんとセッション

ができたらないいなと思っています。 

 

 

○コミュニティ交通の発達 

・地域の達年が社会的企業（ソーシャル・エンタープライズ）を設立し、地域

の足を確保 

・コミュニティバス専用の運転免許を創設 

・移動直売やリラクゼーション設備などバスが多機能化 

 

◆ 望と亜希は、毎朝、地域の達年が運営している地域のコミュニティバスに乗っ

て通学します。バス停までは１０分程度歩きますが、通勤・通学時間帯は、電気

バスが切れ目なく地域内を循環しているので、停留所に着くとすぐにバスがやっ

てきます。望や亜希だけでなく、父親の直樹も通勤に利用し、３つ先の停留所で

次のコミュニティバスに乗り換える予定です。 

今日のバスの運転手は、望たちのおじいちゃん（誠：７５歳）です。社会的企

業が運営主体になり人件費が大幅に削減されるとともに、電気バスのエネルギー

には家庭での太陽光発電の余剰電力などを利用することにより、燃料費も大幅に

削減され、低料金のコミュニティバス複数台を地域内で循環させることが可能と

なっています。 
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○学校の空き教室を活用した「福縁サロン」 

・小中学校を活用して、子どもや高齢者が集う「福縁サロン」を設置 

・「福縁サロン」には地域の暮らし相談室を設置 

・地域の達年、老年世代が、子どもと関わり、地域全体での多世代が共生する

「三世代地域」を実現 

 

◆ 亜希は、宿題のない日は学校に残ってそのまま遊びます。毎日、老年世代、達

年世代の人が小学校に遊びに来ているので、放課後や休み時間にも、地域のおじ

いいちゃん、おばあちゃんと遊びます。 

今日は、おばあちゃんが本の読み聞かせをしてくれる日です。男の子は車の本

がいいみたいですが、今日の本は、前からお願いしていた「赤毛のアン」の日で

す。 

小学校が地域に開放されているので、高齢者が空き教室を「福縁サロン」とし

て活用しています。そこでは、達年世代がルービックキューブやヨーヨーなど、

懐かしいおもちゃの遊び方を教えてくれます。 

今日は、来月から転校してくる子が親子で来ているようです。サロンは、転入

者の窓口にもなっていて、達年世代の人が「地域の暮らしで困ったことがあった

ら、このサロンに相談してください。」と説明しています。この家族は、三世代

同居世帯ではないようですが、このサロンで遊んでいるうちに、地域のおじいち

ゃん、おばあちゃんが転校してくる子の祖父母のようになっています。 

 

 

○保護者が安心できる小児医療提供体制の整備・運用 

・家族の健康状態を家庭で毎日管理し、異常があればかかりつけ医に健康デー

タが自動的に送信され対応を相談できるなど安心の地域医療体制を整備 

・子どもの病気や怪我の際に必ず受け入れてくれる救急医療体制を整備 

・子どもの病気、病後のときなどに預けられる施設が充実 

 

◆ 実（５歳）は毎日、家に備わっている体調チェック機で、体温やおなかの調子、

この前転んでできたすり傷などをチェックしています。お母さんが、「今日も大

丈夫ね。」と言って、学校へ送り出しています。 

実の健康状態は、かかりつけの小児科医に送信されて、異常があれば医師から

連絡があるので、両親も安心しています。さらに、子どもの顔色が悪いなとか、

元気がないなと思っても、医療機関とディスプレイ会話で子どもの表情を見なが

ら相談ができます。 
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実が風邪を引いたときでも、医療機関で１日様子を見てくれるので、安心して

仕事に行くことができます。 

 

 

 

第２話 本物志向の体験（実体験機会の増加） 

 

○夏休み・冬休みに「体験型学習カリキュラム」を実施 

・企業、ＮＰＯの協力で「体験型学習カリキュラム」を実施 

 

◆ 亜希は、次の夏休みに農村での宿泊体験を楽しみにしています。これも授業

の一環ですが、引率してくれるのは、いつもの先生ではなくて、会社の人やＮ

ＰＯの達年の人たちです。 

普段、共同農園（シュレバーガルテン）で野菜づくりを体験しているので、

今回の宿泊では、牛の世話をしてみたいと思っています。朝のしぼりたての牛

乳は最高に美味しいと聞いているからです。最近では、牛乳パックにＩＣチッ

プが付いていて、その牛乳の作られる過程を見ることができますが、やっぱり

自分で体験してみたいと思っています。 

今回、引率してくれる人は、いつもは食品を加工している会社で働いている

人です。特に、食べ物を扱う会社では、子どもたちに自然や食べ物の大切さを

知ってもらって、この環境を守っていってほしいとの考え方が浸透しています。 

宿泊体験には、全国から子どもたちが集ってくるので、友達がたくさんでき

るといいなと思っています。望お兄ちゃんも、この宿泊体験で九州の友達がで

きて、いまでもテニス大会の結果や音楽の話をディスプレイ会話でしています。 

 

 

○学校での地産地消給食、自宅での食育 

・地域の共同農園からの農作物の提供などにより地産地消１００％のおいしい

給食を実現 

・食育を学んで育った親世代が中心となって、家庭や地域での食育を推進 

 

◆ 亜希の給食は、１００％地産地消の食材で作られています。毎朝、地域の共同

農園（シュレバーガルテン）でとれた農作物が達年の人たちによって、学校に持

ち込まれます。野菜の色や形はそろっていませんが、地域の達年の人たちが心を

込めて作っているので、先生たちも安心して子どもたちに出しています。子ども

たちも、野菜のとれたてのおいしさやにおいがわかるようになって、上級生のお
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ねえちゃんの中には、すでに「野菜ソムリエ」に認定されている子もいるほどで

す。 

学校には畑が併設されていて、種植えから収穫までを体験します。農作物の成

長から、農作物の栄養までも勉強できて、食べ物を通して、学ぶ範囲が広がって

います。 

今日は、地域の達年の人たちが献立を考える日です。地域の伝承料理や家庭の

オリジナル料理が出されるので、とっても楽しみです。家に帰って、お母さんに

給食のことを話すと、「ママも料理の勉強をしなくてはね。」と、はりきります。

母親の沙織も、食育はおばあちゃんや子どもからも教えてもらう一生の勉強だな

と思っています。 

週末には、家族そろって、近くの共同農園で過ごします。おじいちゃんの作る

野菜は最高においしいです。ただ、あおむしに食べられてキャベツの葉には穴が

たくさんあいています。お父さんは『自然でとれたあなまきロールキャベツ』を

得意料理にしています。 

 

 

 

第３話 学び 
 

○子どもの頃からコミュニケーションスキルを伸ばすため、体系的な「幼児

教育カリキュラム」が開発され・実施 

・幼稚園、保育園を統合し地域に開放された子ども園を実現 

・子どもの減少に対応し、コミュニケーションスキルを重視したカリキュラム

を実践 

 

◆ 実は、子ども園に通っています。子どもの数が減少し、保育園、幼稚園の統廃

合が進みましたが、コミュニティバスや「愛の相乗り」などを利用し地域が連携

して送迎することにより安全な通園が可能となっています。 

  子ども園では、年下の子どもたちと一緒に遊びます。みんなでお散歩に出かけ

たり、お遊戯の練習をしたり、年上の子も年下の子も一緒になって兄弟姉妹のよ

うに遊んでいます。最近では、蟹田家のように兄弟姉妹がいる子も多くなってき

ましたが、やはり１人っ子も多いです。 

午後からは、地域のおじいちゃんやおばあちゃんが子ども園にやってきます。

今日は、おじいちゃんが、２０年前のオリンピックの水泳で金メダルをとった人

のことについて話をしてくれる予定です。実は、スイミングスクールに通ってい

るので、ぼくもがんばろうと思っています。 
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○電子教科書が普及し、家庭でも電子教材による学習が可能 

・電子教科書により子どもの理解のレベルに合わせた複数の教え方が可能 

・パソコンの普及で漢字を書くのが苦手な人が増加したため、子どもたちには、

手を動かして、体で覚える学習を重視 

 

◆ 望は、学校に本を一冊持っていくだけです。本は、電子教科書になっていて、

全ての教科書が内蔵されています。電子教科書には、参考図書も多く付いている

ので、自習時間には、世界の観光地や建造物の写真を眺めています。将来、エン

ジニアになりたい望は、電子教科書で最先端の研究所やロボット工場の動画の紹

介を眺めては夢を膨らませていますが、授業中も参考図書に夢中になってしまう

ので、よく先生から注意されます。 

また、電子教科書では、同じページでもいくつもの解き方が載っていて、わか

らない方程式も自分に合ったやり方で教えてくれるため、スムーズに理解できま

す。ここまでの勉強で全くわかないところはないので、勉強もスイスイです。 

家では通信宿題です。妹の亜希は、近所の家でみんな一緒に勉強ですが、望は

テニス帰りのコミュニティバスの中で、英語のヒアリングを済ませてしまいまし

た。家では、世界の環境や世界の地理を勉強します。 

もちろん、電子教材だけでなく、白川文字学と組み合わさった漢字の書き方の

反復練習、算数の筆算などの紙に書く宿題もあるので、手で覚えることも大切だ

なと思っています。さらに、理科の実験や美術などは、実際に体験することが大

切なので、ひらめきや発見を重視する授業になっています。 
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２－２ 父親・母親の生活（壮年世代：３２歳～４６歳） 

 

 

第１話 循環型シェアリング文化の広がり 
 

○ホームシェアリング、カーシェアリングの広がり 

・家族構成の変化に伴い、簡単に増減築やリフォームできる住宅が実現 

・ご近所とのカーシェアリングやホームシェアリングが普及 

 
◆ 「おはよう！」４年前に増築した子ども部屋から望がリビングへ入ってきまし

た。父親の直樹（４５歳）は、そろそろ亜希（９歳）にも個室が必要かなと思っ

ています。望が生まれたとき優遇税制を活用して建てた二世帯住宅は、増減築が

容易にできる造りになっています。ご近所では、子どもたちの独立により空いた

スペースをリフォームして大学を出て東京にいる友人家族に貸すホームシェア

リングをしている家もあります。 

「行ってきます。」直樹は、朝食を終えると、子どもの望（１４歳）と亜希と

一緒に家を出ます。直樹は、父親の誠（７５歳）が経営していた繊維会社を受け

継ぎ、不況で苦しかった２００９年の「グリーン・ニューディール」をきっかけ

に、それまで培ってきた技術を活かした環境ビジネスを始め、業績をのばしてき

ました。 

「今日は職業体験の授業でメガネ工場へ行くんだよ。」望の学校での様子を聞

きながら歩いてバス停に着くと、すぐにコミュニティバスがやってきました。 

母親の沙織（４３歳）は、３人を見送った後、理学療法士として勤務する介護

老人保健施設へ出勤です。今日は、実（５歳）とご近所の礼子ちゃんを子ども園

に送るため、ご近所でシェアリングしているシェアカーを使います。カーシェア

リングをしている家族が交代で子どもの送迎を担当しています。 

 

 

○公共交通や自転車の利用率が増加 

・道路空間の再配分によりスロードライブ車線や自転車専用車線を整備 

・電気自動車や小型の低速型車両（ゴールデンビークル）が普及 

・サイクル＆ライドが普及 
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◆ バスの車窓から外を眺めていると、直樹は自分がマイカー通勤をしていた１５

年前を思い出すことがあります。「パパ。何を考えているの？」亜希が聞いてき

ました。「パパが会社に入ったばかりの頃は、毎日渋滞していたんだよ。スロー

ドライブ車線もなかったなぁ。あれ、あそこに走っているのは懐かしいガソリン

車じゃないか。そう言えば、福井は自動車保有率日本一だったんだよ。」 
ふと見ると、直樹の会社で働く大森さんが、バスのすぐ近くを自転車で走って

いくのが見えました。「そういえば、大森君、最近運動不足で体が重いって言っ

てたなぁ。」どうやら運動不足を解消するため、自宅から最寄駅への移動もマイ

カーから自転車に代えたようです。朝の日差しの中を気持ちよさそうに走る大森

さんを見て、直樹は子どもたちに「今度の日曜日、三方五湖をサイクリングする

か。」と話しかけました。 
 

 

 

第２話 テレワークなどの活用でワークライフバランスが実現 
 

○テレワークやオフィスシェアリングの広がり 

・ＩＣＴ技術の発展によるテレワークの実現 

・オフィスシェアリングにより収益性の低い社会的起業が容易になる 

・自動翻訳機により、世界を相手にした仕事が増加 

 

◆ 自転車通勤を始めた大森さんは、週３日会社で勤務し、残り２日は在宅勤務し

ています。会社に勤め始めた頃は、夜遅くまで残業することがありましたが、今

は、自宅にいながらディスプレイで会議や取引先との商談などができるため、夕

食は家族と一緒に食べるように帰宅しています。過労死が社会問題として話題に

なることもなくなりました。 

また、自宅でできる仕事の範囲が広がったことで、大きな事務所を構える必要

がなくなり、特に若い経営者たちの間では「オフィスシェアリング」が広がって

います。最近、工場栽培の野菜を流通・販売する会社を立ち上げた大森さんの同

級生も、同じように独立した若い起業家と事務所を共同使用するようです。 

一方、沙織は、子ども園に寄ったため、いつもより３０分遅く介護老人保健施

設に着きました。高齢者の介護は、運動機能補助機器（ロボットスーツ）の普及

で楽になりましたが、患者さんが機器を使いこなすには訓練が必要です。その訓

練に理学療法士は大きな役割を担っています。そのため、仕事は相変わらず大忙

しですが、数年前から、勤務時間が自由に選択できるようになり、子育てに当て

る時間を十分確保できるようになりました。 
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沙織は現場のリーダーなので、介護の最新情報を入手するのも重要な仕事です。

今朝のニュースで新たなロボットスーツが中国で開発されたといっていたので、

空き時間に、早速、インターネットで開発したメーカーのサイトを検索しました。

今は、自動翻訳機により、言葉の壁はありません。すぐに気になる点をメールで

質問です。 

 

 

 

第３話 みんなで楽しむ子育て 
 

○地域のみんなで楽しく子育て 

・家事、育児の男女共同が充実 

・家庭で福井の伝承料理を継承 

 

◆ 午後３時。直樹は、下校の見守りをするため、一足早く退社します。以前は、

地域の老年、達年世代が主だった活動も、フレックスタイム制の導入が進んだこ

とにより壮年世代も増えてきました。地域を巡回したり、子どもと話をしたりす

ることで、地域への愛着も一段と深まっています。最近では、以前の見守りの意

味も、子どもを不審者から守るという意味合いから、子どもの成長を見守るとい

う意味に変わっています。 

「ただいま。パパは見守りなのね。」沙織が帰宅しました。いつも、帰りの早

い方が夕食の準備をします。食材は、週末に１週間分まとめて注文し、毎日、人

数分の新鮮な食材が届くようになっているので、とっても便利です。 

おいしそうなにおいに誘われて、子どもたちも台所に集まってきました。パパ

も戻ってきたようです。「亜希ちゃん。おじいちゃんたちを呼んできて。ごはん

にしましょう。」 

「いただきます。」今日の料理の中には、おばあちゃんの恵子（７３歳）から

教えてもらった福井の伝承料理「里いもの煮っころがし」もあります。「上手に

煮えてるわね。美味しいわ。」のおばあちゃんの恵子の言葉に、沙織はとてもう

れしくなりました。 

 

 

○祖父母世代の子育て支援と夢育 

・元気な祖父母の子育て支援が継続 

・人材育成のための学習機会が充実し福井独自の夢育が実現 
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◆ 夕食の後片付けは家事ロボットにまかせ、沙織は、小学校の空き教室で開催さ

れている大学のサテライト講座に出かけました。最新のリハビリテーションと、

仕事を通じて興味をもった美術について学ぶため、１年ほど前からこの講座を受

講しています。最近は仲間もたくさんでき、学んだ知識を仕事に活かしてという

実感も得られるようになってきました。「これも、パパやおじいちゃん、おばあ

ちゃんが子どもたちの面倒をよく見てくれるおかげだわ。」といつも家族に感謝

しています。 

直樹も、実をおじいちゃんにまかせて、望と亜希と小学校に出かけます。今日

は子ども会のある日。テーマは、「子どもたちの夢をはぐくむ『希望の輪』を楽

しく学ぼう！」です。特に、失敗から新たにチャレンジする気持ちにつなげてい

く考え方は、大人にとっても参考になります。子どもたちも、興味津々の様子で

話しを聞いています。 

子ども会では、他にも体験会や合宿など様々な活動を活発に行っていて、子ど

もたちにとって、親や先生以外のいろんな大人と触れ合うことのできるよい機会

になっています。また、親たちにとっても、他の親や子どもたちの様子を見るこ

とで、学ぶことがたくさんあります。 

 

 

第４話 地域活動・ボランティア活動・余暇活動の充実 
 

○地域でのボランティア・余暇活動が活発に 

・地域での「一人一役」により途絶えていた地域の伝統的行事などが復活 

・外国人観光客の誘客など、新たなコミュニティビジネスにより人々が交流 

 

◆ 今日は日曜日。月に１回開かれている地域の祭り保存会の集まりがある日です。

この地域には、古くから伝わる神社の祭りがありましたが、後継者不足で一時期

途絶えていました。その祭りを５年前、有志が力をあわせて復活させたのです。

今は、秋の本番に向けて、全体踊りの練習日程を相談中。保存会に参加する地域

外の地元出身者も増え、祭りは年々、盛り上がっています。保存会のメンバーも

準備に熱が入ります。 

沙織は、亜希と実と近くの観光案内所へ。海外では、「ヘルシーへしこ」など

の福井食ブームが起きていて、外国人観光客が急増中。沙織は、月２回、観光ボ

ランティアをしています。案内所にはいろんな国の人たちがやってきます。ふと

子どもたちの方をみると、外国人観光客の子どもとすぐに仲良くなった様子。子

どもたちも一緒によい刺激を受けられるこのボランティアを、とても気に入って

います。 
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○二地域居住の増加 

・福井と都会との交流が容易になり「週末は都会に住む」という選択も増加 

・二地域居住者とともに農作業をする人も増える 

 

◆ 直樹は帰宅すると、お隣の木村さんから預かっているコロ（犬）に餌をやりま

す。木村さんは、時々、週末に親子で東京へ行き、短期で借りられる高層マンシ

ョンで過ごしているのです。数年前の新幹線開通で首都圏へのアクセスがよくな

り、「暮らすなら福井だけど、都会の生活にも憧れる。」という人たちの中には、

「週末都会暮らし」をする人も出てきているのです。 

週末の午後は、一家全員で農作業です。昼食後、歩いて１０分ほどの共同農園

（シュレバーガルテン）へ出かけます。蟹田家が借りているのは、一昔前まで駐

車場だった住宅街の一画です。今では住宅地のあちこちに、こうした農園が広が

っています。結婚するまでほとんど農作業の経験がなかった沙織も、昔農家だっ

た隣区画の伊藤さんに教わりながら徐々に慣れてきました。土に触れていると、

仕事の悩みや疲れも忘れ、心身ともにリフレッシュできるのを感じます。今日は、

子どもたちと一緒にさつまいも掘りに挑戦。大きなさつまいもがたくさんとれて、

子どもたちも大喜びです。 

「みなさんおそろいで、ご苦労さまです。」草とりや収穫の作業をしていると、

農園の近所に住む松井さん夫妻が通りかかりました。直樹が声をかけると、これ

から大阪からやってくる友人と山のふもと近くに所有している農地へ出かける

ところだといいます。松井さん夫妻は、「Ｅサポーター」として耕作放棄地の活

用と里地里山の管理をしています。直樹も、松井さんたちの管理する里山で作業

を手伝ったことがありますが、日本の原風景を思わせるいいところです。 

農作業のあとは、農園でとれたての野菜を使ってバーベキューです。近所の子

どもたちも集まってきて、にぎやかなパーティーは夕暮れまで続きました。 
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２－３ 祖父母の生活（達年世代：６２～７６歳） 

 

 

第１話 ソーシャルキーパーソン（地域社会の担い手） 
 

○コミュニティビジネス（コミュニティ交通の運営） 

・子どもや高齢者など交通弱者を達年世代が運営するデマンド方式の「コミュ

ニティ交通」が支える 

・「ＩＴＳ交通事故減・追突防止システム」の発達で、高齢者でも安全運転が

可能 

 

◆ 今朝は、誠（７５歳）がコミュニティバスを運転する日です。朝１時間の地域

活動ですが、早起きできるし、子どもたちの元気な顔を見ていると自分も元気に

なると、自分から進んでコミュニティバス専用の運転免許も取りに行きました。 

科学技術の進歩で、「ＩＴＳ交通事故減・追突防止システム」が実用化され事

故が大幅に減少しました。コミュニティ交通は地域の達年世代がバスの運転や交

通全体の運営もするようになっています。 

コミュニティバスは、地域の達年たちが、社会的企業（ソーシャル・エンター

プライズ）により運営していて、安い運賃で運行されています。利益も、バスの

増便や停留所の改造などに還元されるため、みんなが乗れば乗るほど便利になる

ととても好評です。 

これまで、施設ごとに持っていたマイクロバスなどの管理を、社会的企業“タ

ツネン”が一元管理することにより、人件費や維持管理費などのコスト縮減と運

行回数のアップが可能となりました。 

誠は、時々、昼間の多機能バスの運転も担当しています。野菜の直販やリラク

ゼーション機能を持った多機能バスでは、老年世代が自ら作った野菜を持ち寄っ

たりリラクゼーションルームでの交流を行っていて、バスが地域の潤滑油のよう

になっていると感じています。 

 

 

○知識を活かしたＮＰＯ等の創設 

・達年世代が地域でＮＰＯ、社会的企業（ソーシャル・エンタープライズ）を

創設 

・社会的役割を確保した達年は充実した人生を送っている 

・ＮＰＯ、ソーシャル・エンタープライズ等の活動によりＱＯＣを向上 
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◆ 誠は５年前に、気心の知れた元会社の同僚を中心に社会的企業、その名も“タ

ツネン”を立ち上げました。今では輪が広がり、元同僚以外にも地域の住民が参

加するようになっています。 

誠は、自分たちの世代が、地域のきずなを強める存在であると思うようになり、

これまでの知識や経験を地域に還元したいと思っています。また、自分が子ども

の時に比べ、子どもの数は減少しましたが、息子の直樹（４５歳）が孫の望（１

４歳）や亜希（９歳）と一緒に、小中学校に出かける姿を見ていると、子どもた

ちがつなぐきずなもまだまだあるなと思っています。 

誠は、年に１回、“タツネン”のメンバーと地元の小学校の子どもたちと、地

域調査をすることにしています。調査では、地域で暮らす人々が豊かに暮らすた

めには何が必要か、どのような地域にしたいか、また、自分たちが地域の幸福度

（ＱＯＣ）を向上させるために、何ができるかを考えます。子どもたちも、調査

では探検隊のようにチームを組んで一緒に調べて、いつも外で遊んでいる子ども

からは、大人の知らないようなことを教えられることも多くあります。調査はみ

んなが参加できる地域の楽しいイベントになっています。 

さらに、“タツネン”の運営目的は地域社会への貢献のほかにもたくさんあり、

多くの達年世代が所属しています。“タツネン”が活躍する場面は次のとおりで

す。 

①青年世代のニート対策として、就職斡旋・紹介、仕事の技術提供(職業教育)、

訪問、話し合い等をします。今日も青年世代のニートとの意見交換会で、働く

こととはどういうことか、人生の先を見据えた行動とはどういうことかを話し

合いました。家族と先生以外の大人をほとんど知らない参加者の一人にとって

は世界が広がる意見交換会となりました。 

②共働きの世帯に対しては、子どもの送り迎えや、仕事が終わるまでの預かりな

ど、地域の孫育てをしています。男女共同参画のサポートとして、地域の孫育

てを行う“タツネン”の役割は次第に大きくなっています。子どもたちが地域

の大人たちと顔を合わせて話をすることで、子どもたちの世界も広がっていき

ます。 

③ボランティア団体に対しては、地域の情報収集・発信に伴う交流、また、会計

経理、会場の設営などをサポートします。ボランティア団体が活動に集中でき

るよう、事務的な仕事を“タツネン”が請け負います。また、地域の困ってい

ること、解決すべきことを地域に密着した“タツネン”が情報収集・発信する

ことにより、ボランティア活動がスムーズに行われています。 

④豊富な情報収集力と消費者ネットワークを活かし、シュレバーガルテンで生産

する作物についてアドバイスを行います。シュレバーガルテンの運営上の問題

の一つに、生産物の流通先の確保があります。地域に密着した“タツネン”は

その豊富な情報網を活かし、生産物の流通を促進します。 
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⑤シルバー人材センターの機能が充実し、会社の会計経理や行政手続などの仕事

も行い、収入を得ています。企業は会計経理等を“タツネン”にアウトソーシ

ングすることにより、その分の経費が削減されます。 

⑥簡単な道路改修や整地などを低コストで請負います。 

⑦地域の交通機関であるデマンド交通、コミュニティ交通の運営管理を行い、安

価で便利な交通システムを形成しています。 

⑧ＱＯＣ向上のための調査や、調査結果に基づく地域の改善を行っています。 

 

 

○在宅介護から地域介護へ 

・介護資格を取得する達年が増加し、達年世代が「地域介護」の中心に 

 

◆ 平日の午前中、恵子（７３歳）は、家事ロボットを駆使して家事全般を手早く

片付けます。昼前になると、近所に住む一人暮らしのおじいちゃんの家に出かけ

ます。 

おじいちゃんとおしゃべりの花を咲かせながら、栄養バランスが取れた自慢の

家庭料理を作ります。料理は見栄えも大切です。ホームヘルパーの資格は持って

いませんが、料理が得意なのでこの特技を活かし地域に貢献しようと、地域の介

護サークルにボランティア登録をしています。ボランティアといっても無報酬で

はなく有償ボランティアです。無理なく続けていきたいので、平日のお昼の数時

間と決めて、活動しています。ただ最近は、料理だけではなく、おじいちゃんの

いろいろな相談にも乗れるよう、ホームヘルパーの資格に挑戦しようかと考えて

いるところです。 

今では、高齢者の一人暮らしも多くなったので、達年世代が中心となって、老

年世代が家から外にでるイベントなども開催しています。今月は、小学校で、郷

土料理等を持ち寄り、みんなで集まって食事会を予定しています。カラオケも準

備しているので、老年世代の人たちにとってもストレス解消になると思っていま

す。 

先月のイベントは落語大会でした。以前に、福井で始まった女性落語大会が今

では、世界大会になっていて、外国人の落語家や英語での落語などいろいろな部

門のチャンピオンが誕生しています。みんなで大笑いして、大変好評のイベント

です。 
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第２話 ワークａｎｄコミュニティ（仕事と地域活動の両立） 
 

○元気な達年世代が継続的に働ける達年ワークシェアリング 

・ワークａｎｄコミュニティの両立 

・地域資源を活かす労働で地域が活性化 

 

◆ 社会的企業“タツネン”は地域の空き家や空きスペースの管理・運営も行って

います。今日は以前、会社として使われていたビルの再利用計画についての立会

です。誠はこの地域の雰囲気やニーズを、新規オープンを考えている店主に伝え

るなど、地域に合った店を出店するためのコーディネーターの役割を担っていま

す。その店は紹介料とアドバイス料などをタツネンに支払い、タツネンの収入に

なります。また、タツネンの発行する地域フリーペーパーに新しい店の紹介が出

されるため、広告宣伝費用が格安で抑えられ、また、タツネンの太鼓判がついた

店として紹介されます。 

 

 

 

第３話 孫育て 
 

○地域の子どもたち育て 

・達年から子どもまで楽しめる多様なサークルや教育が実現 

 

◆ 恵子は、午後から小学校の福縁サロンに行きます。福縁サロンには、子どもた

ちや近所の高齢者が集まってきています。福縁サロンでは、いくつかのサークル

が開かれており、子どもたちも高齢者も自由に参加しています。 

恵子は、クラッシックの音楽鑑賞のサークルによく参加します。今日は、孫の

亜希と実（５歳）もいっしょに参加しました。このサークルは、みんなで楽曲を

鑑賞し、感じたことを話し合います。以前は、クラッシック音楽の良さがよくわ

かりませんでしたが、このサークルに参加してから、クラッシック音楽の味わい

方が少しずつわかってきました。いっしょに参加している子どもたちの自由な意

見は、本当におもしろいです。亜希は「お花畑の中でお昼寝をしている気持ちに

なった」といい、周囲の達年たちを笑わせていました。 

自分だけではなく、子どもたちも、クラッシックは決して堅苦しいものではな

く、楽しいものだと実感しているようです。 
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第４話 豊富な時間の過ごし方 
 

○多様な生涯学習が可能に 

・達年世代が気軽に講師を務める多様な教室が実現し、参加者が急増 

・地域や個人レベルの国際交流がさかん 

 

◆ 恵子は、２５年前に韓流ドラマに夢中になり、その影響で韓国語の勉強を始め

ました。字幕版の韓流ドラマや映画を楽しんだり、テレビの韓国語講座を視聴す

るなどして始めた勉強ですが、継続は力なりで、今ではすっかり韓国語上級者で

す。 

韓国にもよく旅行に行くようになり、今年も３回は韓国に行きたいと思ってい

ます。特に、韓国の鍋料理とサウナとエステにはまっています。韓国に友人もで

きました。友人とは、ディスプレイ会話で交流していますが、時々、日本へ遊び

にきます。釜山から敦賀まで高速船を利用すれば半日で行けるため、１泊２日の

小旅行にはぴったりです。その時は、蟹田家に泊まり、自慢の福井の伝承料理を

振舞っています。 

恵子は、週１回、福縁サロンで開催している韓国語初級クラスに講師として呼

ばれています。今では、多くの韓国人が観光で福井へやってきます。自動翻訳機

の普及で日常会話には不自由しなくなりましたが、韓国の習慣や料理の基礎も学

ぶ初級クラスは宿泊施設や店舗で働く若い世代の受講生でいつもいっぱいです。 

 

 

○共同農園（シュレバーガルテン）での農作業 

・健康の維持や自給自足、おすそ分けのため共同農園が普及 

・都市住民との間で「緑の親戚」関係が成立 

 

◆ 今日は共同農園で、採れた野菜を使った野菜づくりコンテストとバーベキュー

大会を行います。誠の作った野菜は惜しくも準グランプリ。「来年こそは・・・。」

と決意を新たにしました。実たちは、子ども同士ではしゃいで、泥んこになって

います。直樹や沙織（４３歳）もここで新たに知り合った人たちとウィークタイ

ズの関係を築いています。また、他の地域からもこの共同農園を利用する人がた

くさんいて、他の地域の人たちとの新たな友人関係が築かれています。 

共同農園での先生は達年世代です。といっても、多くの達年は共同農園で農業

を始めた人がほとんどです。今日も農作業をしたことのない孫たちと一緒に、芋

掘りやトマトの植え付けを行っています。力仕事は壮年世代の役割です。 
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休憩の合間には、小鳥たちのさえずり、風になびく木々のざわめきを聞きなが

ら、おいしい空気を吸い、採れた野菜はそのまま食べます。直樹たちにとっても、

日常の喧騒から離れられる、心が休まる大切な時間となっています。 

共同農園などで採れた農作物は自分たちで食べる他に、東京や大阪に暮らす

人々にも“タツネン”を通して、おすそ分けしています。「緑の親戚」と呼ばれ

ていて、都市に住む人たちは、おすそ分けのお返しに、Ｅサポーターとして、農

作業や里地里山の保全活動をしています。都市に住む人とも農作物を通して、新

たなつながりができて、誠は、「もっとおいしい農作物を提供するぞ。」と意気込

みを新たにしています。 

 

 

○シニア・シルバー産業の活性化 

・幅広い分野にわたるシルバー産業が発展 

・高齢者の増加に伴い、シルバー産業のシェアが増大 

 

◆ 達年世代は、自身の体験をもとに、市場のニーズを敏感に感じ、かつ幅広いネ

ットワークを持っているため、シルバー産業の中核を担っています。 

誠は、昔、繊維会社を経営していたノウハウで、福井の特殊な素材とデザイン

力を活かして、ユニバーサルデザイン商品開発を考えています。老化による視力

の衰えや、反応の低下などに対応した商品は、事故が起きる前の予防商品として、

大きな市場に成長しています。また、日本で作られたこれらのユニバーサルデザ

イン商品は、高齢化を迎えたアジア各国に輸出され活況を呈しています。 
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仙水家の物語 

 

これは２０３０年の青年世代・熟年世代・老年世代の物語です。 

仙水家は福井の都市部で三世代近居で暮らしています。子どもたちはそれ

ぞれ仕事を持ち、父母も仕事と地域活動を両立させています。近くに住む祖

父母は高齢ながらも自立した生活を送っています。 

 

 

（登場人物） 

仙水 翔太 （しょうた） 

２００９年生まれ／２１歳 福井の大学の３回生 

原子力工学を専攻し、福井に研修にきている福育人と交流 

 

仙水 あおい（あおい） 

２００４年生まれ／２６歳 東京の広告会社に勤務 

マーケティングが得意で、福井の眼鏡の世界展開を夢見ている 

 

仙水 さくら（さくら） 

２００１年生まれ／２９歳 福井の原子力関係会社に勤務 

サークルで知り合ったパートーナーと結婚予定 

 

仙水 陽子 （ようこ） 

１９７１年生まれ／５９歳 翔太たちの母親 

福井駅前商店街でアパレル販売店を経営 

 

仙水 健一 （けんいち） 

１９６９年生まれ／６１歳 翔太たちの父親 

複数のベンチャー企業のアドバイザー 

 

仙水 和子 （かずこ） 

１９４５年生まれ／８５歳 翔太たちの祖母 

祖父（勇）と総合病院併設の高齢者向けマンションに住む 

 

仙水 勇  （いさむ） 

１９４０年生まれ／９０歳 翔太たちの祖父 

１０年前に脳梗塞で倒れたが、ロボットスーツの普及で日常生活の不自由はない 

 

※仙水は、福井県の花の「水仙」から名付けました。また、名前は、それぞれの生まれた年別のラ

ンキングの上位の名前等に基づき、「ふくい２０３０年の姿」検討会において作成していますの

で、実物の人物・団体等とは一切関係ありません。 
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２－４ 若者の生活（青年世代：１７歳～３１歳） 

 

第１話 世界に挑戦する若者（教育・ビジネス） 
 

○海外大学との連携、修士修了生の増加 

・海外大学との遠隔コミュニケーションが実現 

・大学院は即戦力人材の教育機関として位置づけ 

 

◆ 翔太（２１歳）は、福井の大学で原子力工学を専攻しています。 

大学では、提携しているフランスの大学の講義を大型ディスプレイで受講して

います。フランスの学生とも、自動翻訳機を通して自由に議論できるので、世界

の先端の原子力技術を互いに学び合うことができます。 

大学卒業後は、最新の原子力工学を学ぶため、海外に留学することも考えてい

ます。しかし、今通っている大学の大学院では、就職を希望している福井の原子

力関連会社の社員が定期的に講師として来校していて、原子力工学に関する知識

と、現場で要求される技術を学ぶことができます。そのため、今の大学の大学院

を卒業して社会人になってから、海外留学することにしようかとも考えています。 

 

 

○グローバル市場での挑戦 

・福井の文化や技術にグローバル市場が注目 

 

◆ あおい（２６歳）は、東京の広告代理店でマーケティングサービスを担当し

ています。今は、福井の企業のマーケティング活動の支援をしており、へしこ

や越前おろしそばなど、健康長寿な福井の食文化を高齢化が進む中国や韓国に

紹介しています。 

また、大きな市場になっているインドで福井の技術展の開催を計画していま

す。技術展にあわせ自然豊かで歴史資源もあり、食の豊かな福井県をＰＲすれ

ば、技術展に来たインド人も、福井に訪れてみたいと考えるだろうと思ってい

ます。 
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第２話 社会を担うための準備期間 
 

○デジタルネイティブ世代のビジネス 

・年齢に関わらず社会が求めるスキルを身につける機会が増加 

・デジタルネイティブ世代の感性が新たな市場を開拓 

 

◆ あおいは、勤務先である広告会社の支援で週１日はキャリアアップのため、

マーケティングの専門学校へ通っています。全国の同じ業種の人たちと知り合

えて、授業に参加するたびによい刺激をもらえます。 

また、以前に、大学の授業で体験したバーチャルカンパニーに関心があり、

福井の眼鏡企業と東京のアパレルメーカーのニーズを、インターネット上で結

び付けるシステムを構築しているバーチャルカンパニーにメンバーとして参加

しました。医療技術の進歩による視力の矯正がごく一般的になった今では、眼

鏡は視力の補正のためではなく、主に紫外線カットやファッションの一部とし

て愛用されるようになっており、眼鏡に関する独自の技術を持つ福井の企業の

ノウハウを生かして、デザインに力を入れた製品を作りたいと思っています。 

バーチャルカンパニーのおかげで、世界中から簡単にデザインを集められる

ようになっていますが、福井在住の気鋭のデザイナー達からも、インターネッ

トを通じてデザインを募集し、「純福井産」といえる高品質な眼鏡を東京で販売

したいと思っています。 

福井でアパレル販売店を経営している母親（陽子：５９歳）にその夢を伝え

たところ、夢を応援してくれることになりました。母の店の広告事務を手伝う

傍ら、事業ノウハウを伝授してもらい、仕事に活かそうと思っています。 

仕入先の眼鏡メーカーを紹介してもらえることになったので、ディスプレイ

会話でサンプルを見せてもらいながら打ち合わせをする予定です。また、最近

では、網膜に直接映像を写しこむことができるディスプレイ装置が開発された

ことにより、いつでもどこでも映画を楽しめる眼鏡の製造にも力を入れ始めま

した。この分だと携帯電話機能の付いた眼鏡が開発される日もそう遠くはない

かも。伝統の技を継承しつつ、新しい技術も積極的に取り入れる職人さん達と

話していると、そんな夢が膨らんできます。 
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○ワークライフバランス 

・働き方が「量」から「質」へ転換 

・ワークライフバランスの考えが浸透し、放課後活動や休日活動が活発化 

 

◆ あおいの会社は、１８時には一斉退社が義務付けられています。仕事の効率

化やエネルギーコストが抑えられるメリットがあるのはもちろんですが、何よ

り「職場の外での何気ない会話や出来事の中にこそ、仕事に役立つヒントやチ

ャンスが隠れているものだ。」という社長の方針によるものです。 

今日の夜は、北陸新幹線沿線の各地に住む大学の友人たちと、恒例となって

いる月一度の夕食会です。子どもの頃は、友達が遠くに引っ越すと、もう一生

会えないような気持ちになったものですが、高速交通網が整備され、日本中が

身近になったおかげで、全国の友人たちとの輪はしっかりつながっています。

仕事の話から恋愛の悩みまで、楽しいおしゃべりは尽きません。 

そんな中、アパレルメーカーに勤める友人から、体温に反応して変形する発

光性のある衣料品用の生地を探していると聞きました。「あれ？そんな会社、福

井にもいろいろあったような…」なるほど、社長が言ったとおり、職場の外で

仕事の種が見つかりました。明日からまた新たなリサーチの開始です。 

 

 

○結婚、子育ての経済的負担の軽減 

・現実の生活に即したフレキシブルな男女の役割分担意識が浸透 

・家族の課題を地域で共有 

・社会生活と家族生活の両立を支援する制度の確立 

 

◆ さくら(２９歳)が勤める会社でも、「１８時一斉退社」が実施されているため、

時間内に集中して勤務する風土ができています。仕事が終わってから、同僚と

公共施設の空きスペースで開催されているジムに週２回通い、健康づくりに励

んでいます。周りの会社でも社員は、１８時に退社しているようで、空きスペ

ースを活用したサークル活動が盛んです。 

会社以外のサークルに参加することで、これまでと違った人間関係ができ、

新たな刺激を受けることが少なくありません。また、平日でも家族と共に過ご

すことが増えて、サークルで出会った結婚予定の大輝も誘い、一緒に食事をし

たりもします。 
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大輝は東京出身ですが、福井の美味しい食事や、人々の優しい気質が気に入

り、結婚しても福井に住むことを考えています。結婚してもお互いに仕事を続

けるつもりですが、ワークライフバランスの考え方が浸透しているので、結婚

後の生活に不安はありません。 

共働き世帯が多い福井では、地域で育児・教育を行うシステムがあるので、結

婚後の家庭生活も安定しています。近所の夫婦の多くは共働きですが、子どもが

子ども園から帰った後も、近所の高齢者が見守る中で、外遊びをしているところ

に迎えに行く親をよく見かけます。また母親同士のネットワーク「井戸端」もあ

り、集会所に集まって育児や教育の悩みについて話し合ったり、アドバイスをし

たり、子育ての経験者である高齢者なども参加して、みんなで子育てをしていま

す。また、さくらの会社の中にも託児所があり、顔見知りの親たちが交代で面倒

を見ているので、働きながらの子育てにも不安はありません。 

 

 

○地域活動の奨励 

・家族や世代を超えた、地域の支え合いの芽生え 

・若者は地域を支えるサポーター 

 

◆ 翔太の朝は、ウォーキングがてら近所の一人暮らしの老年の家を訪ね、困っ

たことがないか確認することから始まります。物事を簡単にこなしてしまうこ

とを「朝飯前」といいますが、そもそもその語源は、江戸時代の人たちが、朝

ごはんの前に近所のお年寄りや身体の不自由な人たちの様子を見に回ったこと

が始まりのようです。「私が若かった頃はそんな習慣はなかったけど、今また江

戸時代の習慣が復活するなんて面白いと思わん～？」と笑っています。 

老年の人と話すと、こんな面白い話が聞けたりします。しかも、今日は、好

物の福井の郷土料理「たくあんの煮たの」をおすそわけしてもらいました。今

朝は美味しい朝ごはんになりそうです。 

 

 

 

第３話 ふくいでスキルを身に付けた若者「福育人」 
 

○アジアの技術者等が日本の最先端技術を習得 

・福井で集中して学べる原子力技術に世界が注目 

・福井で学んだ「福育人」のネットワークが世界に広がる 
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◆ さくらは、様々なタイプの原子力発電所が立地する地元福井で発電所のメン

テナンス業務を行う会社に勤めています。アジア地域で需要が高まっている原

子力関連技術者を育成するために、会社では海外からの研修生を多く受け入れ

ています。さくらも業務を通じて研修生を指導しています。 

先月、中国からやってきた研修生の話では、中国でも原子力発電所の老朽化

が始まっていて、福井に発電所のメンテナンスに関する高度な技術があること

がうらやましいとのことです。 

福井では原子力産業に関連して、電気を効率的に蓄える電池技術なども多く

生まれており、その技術を世界各地で活かすため、関連会社でも海外研修生を

多く受け入れています。アジアでは「福育人」と呼ばれる福井で技術を学んだ

人が、その国の第一線で活躍していています。さくらは、互いに連絡を取り合

って、技術の向上を図ることが楽しみになっています。 

 

 

○地域と大学の連携 

・若者は地域を支えるサポーター 

・世代を超えた支え合いが、世代間交流を促進 

 

◆ 翔太の就職活動中の友人の話では、「ワークシェアリング」や「地域貢献から

生まれるやりがい追求」という考えのもと、副業を認めている会社も増えてい

て、それを受けて短い時間で活動できる地域貢献ビジネスも多く生まれている

ようです。これまで参加した中では、経験したことがなかった農業体験が新鮮

で、高齢者の畑仕事を手伝ったあと、自宅に招かれて一緒に晩御飯を食べたこ

とが思い出となっています。これをきっかけに、昨年集落の祭りにボランティ

アとして参加しましたが、就職活動が忙しくなって参加できない今年は、後輩

たちが祭りの手伝いにいっているようです。 

 

 

○高速交通体系の発達 

・北陸新幹線の開業、高規格道路の開通 

 

◆ さくらの会社では、北陸新幹線を使って北陸一円や関西圏から通勤している

人もいます。また、さくら自身も休日に東京に住むあおいのところに遊びに行

くなど、短時間で都市圏と福井を移動できる高速交通体系のおかげで、ビジネ

スやレジャーの面で交流が盛んになっています。 
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都会から近くなった福井の風土に魅せられる人は多く、福井在住を決めた会

社の同僚もたくさんいます。妹のあおいの話では、福井のビジネスパートナー

が頻繁に東京を訪れるようです。彼女自身も、最近では仕事も兼ねて頻繁に福

井に帰ってくるようになりました。 

 

 

 

第４話 若者文化の発信 

 

○福井発のジャパン・クールと東京 Ｋａｗａｉｉ 

・若者向けのコミュニティスペースでストリート文化が活発化 

・福井発の若者文化が全国に発信 

・まち中の交流スペースで若者が活動 

 

◆ まち中には若者の交流スペースが多く作られています。翔太は、講義終了後や

休日には、友人を誘って楽器を演奏したり、ダンスを踊ったりもしています。 

休日にはサークル仲間がフリーマーケットを開いて、いらなくなった洋服や生

活用品を安値で販売しています。マーケットが評判を呼んで、周辺の大学や高校、

一般からの参加者も増え、地産地消屋台も出るなど福井の新しい「コミュニティ

市」がつくられて、毎週末が学園祭のようなにぎやかな雰囲気になります。 

以前の文化活動は、個々人がインターネットなどを使って自宅で活動すること

が多く、また、当時は、人が集まる場所といえばショッピングセンターが代表的

でしたが、交流スペースができてからは、誰かが何か面白いことをやっているこ

の場所にみんなが集まるようになりました。 

福井の若者文化が凝縮されている交流スペースは、新しい若者文化の発信地と

して全国的にも注目されていて、福井出身のモデルや DJ が活躍しています。さ

らに、福井発の音楽やファッション、メガネなどが「ジャパンクール」や「東京

kawaii」の流れに乗って全世界に発信されています。 
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２－５ 父親・母親の生活（熟年世代：４７歳～６１歳） 

 

 

第１話 知識の活用 
 

○知識・経験を活かして複数のベンチャー企業でアドバイザーとして働く 

・ワークシェアにより複数の会社に在籍する人が増加 

 

◆ 健一（６１歳）は、現在３つの会社のアドバイザーをしています。今日は、午

前中に１社、午後は２社に出勤する予定です。近年、複数の会社に勤めることも

珍しくなくなってきました。 

長年、企業で経理・総務を担当していたので、知り合いから、新しく立ち上げ

た企業の経理事務等のアドバイスを頼まれました。ワークシェアリングやフレッ

クスタイムの導入で時間に余裕があったため、午前中だけその企業に出勤し、ア

ドバイスをすることにしました。ベンチャー企業は、アイデアはあるのですが、

労働力の確保が難しいようです。自分の知識や経験はとても重宝され、若い経営

者からも頼りにされていることが仕事のやりがいにつながっています。 

それ以来、同じように労働力や経験が乏しい、いくつかのベンチャー企業のア

ドバイザーとして働くようになっています。 

また、先日同じように複数の企業でアドバイザーとして活躍する大学の後輩と

会って、話していたことを思い出しました。彼は、「ロストジェネレーション」

と呼ばれ、職を転々とした時期があったようですが、今では、いくつかの職場を

経験したことで、職場の課題や問題点を的確に見つけることができ、職場にもす

ぐに慣れることができると言っています。人生に、ムダなことなんてなく、あの

時の経験が人として幅を持たせたのだなと感じています。 

 

 

 

第２話 リスタート 

 

○知識を活用して、関心のある分野での新会社を設立 

・ＮＨＫ大河ドラマ「松平春嶽」や「お市と松」が放映 

・福井市内に歴史散策遊歩道や、足羽川や足羽三山等の自然を楽しむ街中トレ

ッキング遊歩道が整備 
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◆ ５年前にＮＨＫ大河ドラマで「松平春嶽」が放映されたことで、福井には多く

の観光客が訪れています。また、道路空間の再配分で、自動車と完全分離された

遊歩道が作られているので、街中ツーリズムが盛んになり、歩いて気軽に歴史散

策を楽しむ光景が見られます。 

健一は、あと４年でいわゆる定年の時期を迎えますが、タツネンを経営する誠

さん（７５歳）から、観光ビジネスに参加しないかと誘われています。街中ツー

リズムと郊外のエコグリーンツーリズムを組み合わせた長期滞在型観光により、

福井をゆっくり楽しむ人が増えています。 

それぞれのツーリズムには、タツネンが派遣するガイドがついていますが、今

日の夜は、ガイドのメンバーで集まり、飲みながら福井の観光について話し合う

予定です。それぞれ経験の違う者同士なので、自分が思いもしなかった面白いア

イデアが出てくるのではないかと期待しています。 

 

 

○駅前の空き店舗でのチャレンジ 

・高速交通体系の整備や次世代インターネットの普及により、都市部と地方の

情報格差が解消 

・人口減少にともない、空き家や空きスペースが多くなるが、賃貸借の規制が

緩和され、安く物件を借りることが可能 

 

◆ 陽子（５９歳）は、福井駅前商店街でファッションアパレル関係のお店を経営

している個人事業主です。天気がいいので、自転車専用レーンを通り、今日もお

店まで自転車で出勤します。 

十数年前から中心市街地では不動産の所有と利用の分離が進み、意欲のある人

には空き店舗が簡単に借りられるようになりました。もともと地元繊維メーカー

で営業を担当していましたが、アパレル販売に関心を持つようになっていたので、

思いきって会社をやめ、福井駅前商店街に店舗を借りています。 

今日は、あおい（２６歳）から紹介された、京都のデザイナーとディスプレイ

会議で、新しいデザインを考えています。作る服は、福井で作られた機能性の高

い素材と、京都の伝統を感じさせるデザインで、インターネット等を通じて、世

界各地から注文が入ってきます。 

若手のデザイナーとも協働で仕事をすることで、今でも若さと美貌を保ってい

て、さくら（２９歳）たちにとってもちょっとした憧れになっています。父は、

そんな母にちょっとやきもちを焼いているようですが。 
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第３話 達年世代が運営するＮＰＯ等に参加 

 

○地域の公共空間（公園・道路・用水路等）をアダプト制度で管理し、緑

の空間を創出 

・アダプト制度によって住民による地域の緑化が進み、市街地は緑あふれる街

並みに変化 

・マンションにも地域の集会所のようなコミュニティルームを設置 

 

◆ 今日は休日です。健一は、マンションのコミュニティルームで同じマンション

に住む達年の人たちとお茶を飲みながら、午後に行うＮＰＯ活動の打ち合わせを

しました。 

昔から環境問題に関心がありましたが、具体的に活動する機会が見つけられず

いました。しかし、数年前、コミュニティルームで世間話をしているときに、同

じマンションに住む達年の人たちが、アダプト制度によって地域の緑化・美化活

動を行うＮＰＯを運営していることを知り、参加させてもらうことにしました。 

「アダプト」は英語で「養子縁組をする」といった意味合いがあり、アダプト

制度とは、公園・道路・用水路などの公共財を住民自らが管理し、緑化や美化活

動を行う制度で、福井では２０年ほど前に全国に先駆けて広がりました。今では

公園や道路などには緑があふれていて、その美しい街並みは全国からも注目され

ているようです。 

今日は、マンションの周りの路側緩衝帯の清掃をすることになっています。路

側緩衝帯には、樹木だけでなく様々な植物が植えられていて、緑豊かな前庭とし

て整備されています。ここは、市内でも魅力的な路側緩衝帯として有名で、街中

トレッキングのコースとして人気があります。 

ＮＰＯで活動する達年の方達は本当に生き生きと楽しそうで、もうじき６５歳

の定年を迎える自分も、あんなふうに心身ともに健康を保って活躍していきたい

と思っています。 
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第４話 健康いきいき家族 
 

○家族の健康状態がリアルタイムで医療機関と家族に情報提供される健康

診断システムが確立 

・マイクロチップによる簡易健診が可能になり、その結果が家族にも即時送信

・ロボットスーツなどにより介護の負担が大幅に減少 

 

◆ 健一は、朝、目が覚めると、まず携帯を見るのが日課になっています。体に装

着されたマイクロチップによる健康診断結果をチェックするためです。今日も異

状なし。これを見ると一日の元気が出てきます。一緒に暮らす陽子、さくら、翔

太（２１歳）の診断結果も良好なようで、「おはよう、今日も健康やね。」が朝の

あいさつになっています。 

ただ、近くに住む父親の勇（９０歳）の血圧が少し高いようです。送られてき

た診断結果は問題ないとのことでしたが、心配だったので仕事の合間に職場から

連絡してみました。ディスプレイに現れた父親は顔色もよく、元気そうな顔を見

られて一安心です。父親には心配しすぎだと笑われましたが、１０年前に脳梗塞

で倒れ、半身不随になった父親の健康状態には、どうしても敏感になってしまい

ます。父親は一時期寝たきりの状態でしたが、今ではロボットスーツを装着すれ

ば身の回りのことができるまで回復しています。 

勇が寝たきりになったとき、健一と陽子は１日中付きっきりで世話をする母親

の和子（８５歳）を助けるため、就業後や休日に交代で父親の介護にあたりまし

た。子どもたちもまだ学生で手がかかり、介護と子育てで毎日が大変でした。し

かし、ちょうどその頃に実用化が始まったロボットスーツのおかげで、父親がな

んとか自力で動けるようになると、介護がとても楽になったことを思い出します。 
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２－６ 祖父母の生活（老年世代：７７～８６歳以上） 

 

 

第１話 みんなに見守られた安心生活 
 

○医療機関とつながる住環境とこころで感じる安心生活 

・高齢者向けの移医食楽住が一体となったまちづくりが実現 

・医療通信ネットワークが進化し、「家庭内健康診断」、「自宅診察」が実現 

 
◆ ここは、市街地の中心部に位置する総合病院併設の高齢者向けマンション。 

勇（９０歳）と和子（８５歳）がいつものように目を覚ますと、病院低層棟の

屋上緑地から野鳥のさえずりが聞こえてきました。今日もいいお天気のようです。 
寝室のカーテンを開けた和子は、ベッド脇のモニタースイッチをオンにします。

このコンピュータには二人の健康状態に関する様々なデータがインプットされ

ていて、その日の健康状態を教えてくれます。データは毎日、かかりつけ医師と

別居している息子の健一（６１歳）の携帯電話に送られ、体調が悪い時には、モ

ニターを通して自宅で医師の診察を受けることもできます。近年は遺伝子診断も

発達しているので、ほんの少しの兆候で病気の早期発見が可能になっており、二

人は安心して毎日を過ごしています。 
 
 

○達年が活躍する地域介護 

・食事は栄養士の管理、食材は地産地消が実現 

・達年世代による地域介護システムの充実 

 
◆ 健康チェックが終わったら、一日の食事の注文です。モニターからタッチパネ

ルで選べます。モニターに表示されているのは、病院の管理栄養士が作成した 

１０種類近くのメニュー。カロリーや栄養バランス以外に食材の産地や生産者の

情報も見ることができ、選択した食事の食材が、朝・昼・夜、決まった時間に、

近くのサービスセンターから必要な量だけ届きます。調理済みの温かいものも選

ぶことができるのですが、マンションにはキッチンもあり、和子は料理が好きな

ので、体調が悪い時など以外は、食材を注文しています。 
「おはようございます！」玄関のインターホンから、配食サービスさんの明る

い声が聞こえてきました。朝食が届いたようです。この配食サービスは定年退職

した達年世代が運営しており、二人はこの地区を担当している方たちとすっかり
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顔なじみになっています。 
「いつもありがとう。」食事を受け取ってから、時々ふと考えます。「若い頃は、

商店街の八百屋さんや魚屋さんなどと世間話をしたもの。形は変わったけれど、

こういうつながりは本当によいものねぇ。」 
午後になると、勇のもとに介護ヘルパーの山田さんがやってきました。今日は、

ボランティアの鈴木さんも一緒です。山田さんは、いつも手際よく入浴やリハビ

リを介助してくれます。電器メーカーを退職し、地域のために貢献したいと介護

ボランティアに参加している町内の鈴木さんともすっかり打ち解けていて、リハ

ビリの間いろんな話に花が咲きます。息子夫婦や孫たちと近いけれども、離れて

暮らしている勇にとって、何かあるとすぐに相談ができる地域介護のボランティ

アメンバーは、かけがえのない存在となっています。 
 

 

○家族をつなげるディスプレイ会話 

・３Ｄ立体映像によるディスプレイ会話ができる電話が普及 

・ライフステージに応じて住み替える「ライフステージホーム」が普及 

 
◆ 山田さんたちが帰ってしばらくすると、電話がかかってきました。今朝の健康

診断のデータを見た健一が、勇の血圧がいつもより高いのを心配して職場からか

けてきたのです。３Ｄ立体画像で現れた健一は、話していると、まるで本当に近

くにいるかのよう。休日には、東京にいるあおい（２６歳）ともよく立体画像を

使って近況報告をしあっています。 
近くに住んではいても父親の元気そうな顔を見て、健一もほっとした様子。 

３３歳で子どもが生まれた時に郊外で購入したマイホームを離れてこのマンシ

ョンに移り住む時は迷いもあったのですが、離れていてもこうしてみんなに見守

られていることを時々深く実感します。 
 

 

 

第２話 安全な移動 

 

○高齢者向けの低速型車両（ゴールデンビークル）が普及 

・小型電動の低速型車両(ゴールデンビークル)が普及、道路空間の再配分によ

り専用レーンも設置され、高齢者も安心して移動できる新しい車社会を実現

・デマンド式のコミュニティ交通も普及し、交通弱者の移動手段を確保 
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◆ 午後、介護ヘルパーさんがやってきたので、和子はお隣の高橋さんと一緒に近

くの小学校にある福縁サロンへ出かけることにしました。 
高橋さんは最近、大阪からご主人と引っ越してきたばかり。ご主人は釣りが趣

味で、新幹線で便利になった福井へよく釣りに来ており、福井の自然の美しさと、

釣りで知り合った勇から聞くＱＯＣの高さに惹かれて、子どもたちの独立を機に

福井に移住してきました。奥さんも、慣れない土地での生活に最初は不安があっ

たようですが、和子に誘われて福縁サロンに出かけるようになってからというも

の、すっかりその不安はなくなった様子です。 
二人はさっそく、マンション住人で共同所有しているゴールデンビークルに乗

って出発。ゴールデンビークルは普通自動車の半分ほどの大きさの小型電動の低

速型車両で、高齢者も安全に運転できる設計になっています。道路に出ても、普

通自動車とは別に専用のスロードライブレーンが設けられているので、とっても

安心。街路樹の緑や路側帯の花壇の色鮮やかな花々を楽しみながら、ゆっくりと

運転することができます。また、共同所有なので維持費も安くすみます。 
小学校に到着すると、ちょうど校門の前に止まったバスから、友人の大野さん

が降りてくるところが見えました。最近はデマンド式の「コミュニティ交通」が

発達し、大変便利になっているので、福縁サロンにやってくる人の半数以上は公

共交通を利用しています。 
ゴールデンビークルを駐車場に停め、二人は校舎の中へ。空き教室を活用した

福縁サロンは毎日開かれており、地域の様々な人が集っています。世間話をした

り、趣味の仲間と作品づくりをしたりしてすごしていると「おばあちゃん、遊ぼ

う！」今日も学校をおえた子どもたちの元気な声が聞こえてきました。みんなの

「おばあちゃん」として地域の子どもたちとふれ合えることが、なによりの楽し

みになっています。 
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「ふくい２０３０年の姿」検討会 検討経過等 
 

○検討経過 

２００７年度  月２回程度の検討会 

（有識者との意見交換およびコンセプトづくり） 

２００８年度  週１回程度の検討会 

（報告書への記載内容の分析および検討） 

計５０回程度 

 

○意見交換             （五十音順：役職名等は意見交換時のもの） 

（有識者） 

・栃尾敏氏（東京新聞編集局科学部編集委員）との意見交換 

・原邦彦氏（株式会社コンポン研究所取締役副所長）との意見交換 

・吉川昌孝氏（博報堂生活総合研究所上席研究員）との意見交換 

 

（大学の教授等） 

・東京大学社会科学研究所（希望学プロジェクト）との意見交換 

橘川武郎教授（一橋大学大学院商学研究科）、玄田有史教授、小森田秋夫教

授、廣渡清吾教授、五百旗頭薫准教授、宇野重規准教授、 

トーマス ブラックウッド准教授、中林真幸准教授、中村尚史准教授、 

佐藤慶一助教、大堀研特任研究員、石川耕三学術支援専門職員、 

佐藤由紀リサーチ・アシスタント 

 

・東京大学総括プロジェクト機構ジェロントロジー寄付研究部門との意見交換 

秋山弘子教授、岩本康志教授、甲斐一郎教授、鎌田実教授、武川正吾教授、 

牧野篤教授、鈴木亘准教授（学習院大学経済学部）、村田久助教 

宮内康二ジェネラルマネージャー 

 

・大鹿隆氏（東京大学大学院経済学研究科ものづくり経営研究センター特任教授）

との意見交換 

・加藤まどか氏（福井県立大学学術教養センター准教授）との意見交換 

・児玉昇氏（仁愛大学人間学部教授）等との意見交換 

・白石浩介氏（一橋大学経済研究所世代間問題研究機構特任准教授）との意見交換 

・高田洋子氏（福井大学教育地域科学部教授）との意見交換 
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（大学の学生等） 

・仁愛大学人間学部「橋詰武宏教授ゼミ」の学生等との意見交換 

・東京大学法学部「森田朗教授ゼミ」の学生等との意見交換 

・県内企業の若手社員との意見交換への参加 

 

○講座等への参加 

・第１０９回東京大学公開講座の受講 

・敦賀市政策形成能力向上プロジェクトチーム意見交換会への参加 

 



参 考 資 料 

 159

「ふくい２０３０年の姿」検討会 名簿 
２００９年３月３１日現在 

○２０代 

永渕 智大   総合政策部政策推進課主事 

小西 富美子  総務部福井県税事務所主事 

山岸 千恵   総務部人事企画課主事 

 

○３０代 

水江 友哉   総務部財産活用課主事 

白﨑 裕典   総合政策部政策推進課主事 

蜂谷 陽子   安全環境部危機対策・防災課主事 

菱川 京子   総務部税務課主査 

山田 将之   嶺南振興局農村整備部企画主査 

岸本 鉄也   総務部財務企画課企画主査 

長谷川 慎司  総務部人事企画課企画主査 

堂越 浩    農林水産部政策推進グループ企画主査 

竹内 健一郎  安全環境部環境政策課企画主査 

高木 直茂   土木部都市計画課企画主査 

石山 一意   健康福祉部坂井健康福祉センター企画主査 

 

○４０代 

武部 衛    教育庁教育政策課企画主査 

高比良 規美子 農林水産部県産材活用課主任 

白崎 俊一郎  総合政策部政策推進課主任 

白嵜 淳    農林水産部販売開拓課課長補佐 

（計１８名） 

 

 

 
 
 

― このようなメンバーで２年間検討してきました ― 

 

○男女構成  男性：１３名   女性：５名 

○平均年齢  ３５．７歳 

○職種構成  事務職：１３名  技術職：５名 

○既婚者数  １３名（子どもの数：平均１．４人） 

○出 身 地  福 井 市：６名  小 浜 市：１名  大 野 市：１名 

       鯖 江 市：４名  あわら市：１名  越 前 市：２名 

       坂 井 市：１名  若 狭 町：１名  佐賀県小城市：１名 
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作  成  後  記 
 

 
２００７年（平成１９年）６月に第１回の検討会を開催してから、１８名の

メンバーは、前報告書をどのような視点から見直すかの議論に最も時間を費や

してきました。 

 

２年間、週１回のペースで議論を重ね、その中で、多くの有識者の方や大学

の先生方、そして、若い学生のみなさんなどと意見交換をさせていただき、最

新の知見や率直な意見をいただきながら、報告書の検討を進めてきました。 

その結果、暮らし、希望、幸福、行動、世代などのキーワードや希望の輪、

地域の幸福度（ＱＯＣ）などの新たな考え方を得ることができました。 

また、知事からも、様々な助言を受けました。 

福井県に関心を持っていただき、また、我々の検討会に対して、ご助言・   

ご指導をいただいたすべての皆様方にお礼申し上げます。 

 

私たち、福井県庁の中堅・若手職員の１８名は、この福井が将来どのような

姿になるのか、また、私たち自身や家族がどのように暮らしているのかを思い

描きながら、検討を進めてきました。検討の途中では、２０３０年の福井に対

する期待と不安が交錯したこともありました。 

２年間の様々な議論を経て、私たちは、希望と幸福のつながる福井の姿を多

くの方と共有したいという想いで、この報告書を完成させました。 

 

検討会のメンバーにとっては、普段の仕事では手にしないような書籍を読み、

様々な分野の方々と直接自由に忌憚のない意見を交換するという得がたい経験

もできました。 

 

最後に、ご協力をいただきました皆様方にあらためてお礼を申し上げますと

ともに、記載内容につきましては私どもの責に帰すものであることを明記して

おきたいと思います。 
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