
(案) 

４ 事例の紹介 

○千葉県 和田町（千葉市の南約 80km） 
首都圏から２時間 30 分の立地条件、恵まれた自然を生かし、東京都認定のＮＰＯ

と協力しながら体験交流事業を展開 
①取組の概要 
 恵まれた自然、農林水産業の第一次産業すべてがある和田町でグリ－ン・ブル－・ツ－リズムを

通して、都会からの参加者に地域を紹介し、和田町の応援団になってもらい活性化を目指していま

す。 
ア 平成７年に廃校となった小学校を平成九年に体験交流施設自然の宿「くすの木」として運営を

開始した。運営を地元自治会に委託し、調理なども地域の人達がスタッフとして活動しており、

料理は地元で採れた山菜料理などで素朴なおもてなしが田舎に帰ったようだと好評です。 
イ 平成 12年度より都市との交流事業「ネイチャ－スク－ルわくわくＷＡＤＡ」を開始し、和田
町の自然、産業を利用した体験交流事業を行っています。 
  高齢化と過疎化の進む和田町で多くのお年寄りが地域の“知恵袋”として体験の講師として活

躍しています。 
ウ 平成 15年からは「ネイチャ－スク－ルわくわくＷＡＤＡ」の参加者による和田町ファンクラ
ブ『わくわくクラブ』を開設し、特産品や地域の出来事やネイチャ－スク－ルの様子を伝える「わ

くわく通信」を発送しています。 
②成果 
ア 成果の概要 
・参加者の中に、和田町への移住を望む者が現れました。 
・講師として受け入れる地域住民も交流事業に積極的になりました。 
・年間何万人という成果はないが、毎回 20～30人の参加者にしぼることにより人と人との交流が
生まれました。 
イ 成功要因 
・都会のＮＰＯと協力して行っていることにより、都会のニ－ズを把握することができたこと。 
・新たな交流事業の広がりとして、「くすの木市民農園」が、都会との交流の中から、環境につい

て考え、森林の整備、竹炭を使った環境の浄化を目指す『和田町炭焼きの会』が発足したこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和田町 



(案) 

○京都府 綾部市（京都市の北西約 60km） 
 「里山力」、「人材力」、「ソフト力」を活用し、非開発型の新しい地域開発を展開 
①取組の概要 
 広大な市域と恵まれた多くの自然環境を保全し、この潜在的な財産をこれからの時代における地

域振興の原動力とするため、知識や情報、人々のネットワ－クを結集した組織の形成を目指して平

成 12年７月「里山ねっと・あやべ」を設立。 
ア 「里山ねっと・あやべ」は、歴史、風土などの優れた地域資源を活用し、学術、産業をも融和

した非開発型の新しい地域振興のあり方を研究し実践する市民組織が目標。 
イ 具体的活動として、部隊としての里山空間がもっている「里山力」、「人材力」、「ソフト力」に

支えられた各種取組を実施中。 
ウ 設立と同時期に、統廃合により廃校となった小学校を「里山交流研修センタ－」として再活用

し、交流を基礎に各種事業に組込む。 
②成果 
ア 成果の概要 
・地域資源がもつ魅力をネットワ－ク化することで大きな力を生み出し、都市住民のニ－ズに応え

ていく体制を形成。 
・里山ねっと・あやべを通じて形成された「人の輪」の広がりと深みを増加。 
・交流活動を通じて、地元農村地域住民と都市住民の接点が増加したことにより、市民農園的連携

の創造など、新たな交流を展開。 
・300回／日を超えるホ－ムペ－ジアクセス数など情報発信力を増大。 
イ 成果要因 
・基本理念として、地域にあるものをそのまま活用することで無理なく事業を継続。 
・人的ネットワ－ク拡大による新たな活動資源を創出。 
・活動参加者が活動支援者として知恵や技術の結集。 
・ 事務局スタッフが活動のすべてを実施するのではなく、自主的活動として取り組むことで発展
性を拡大。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

綾部市 



(案) 

○兵庫県 多可町八千代区（旧八千代町）（神戸市の北東約 45km） 
京阪神大都市近郊という立地条件を活かし、「美しく文化の香りの高い農山村空間の

形成」をコンセプトとし、滞在型市民農園を整備 
①取組の概要 
 「美しく文化の香りの高い農山村空間の形成」をコンセプトとして、平成５年に滞在型市民農園「フ

ロイデン八千代」、平成 14年にバリアフリ－化した滞在型市民農園「ブライベンオオヤ」を開設。 
ア 遊休農園を活用し、クラインガルテン（ログハウス付き市民農園）80 区画（１区画：160～300
㎡、うち農園面積 120㎡）を整備。 

イ 豆腐の加工体験コ－ナ－、キャンプ場等が調った都市農村交流施設「ガルテン八千代」を整備。 
ウ 地域住民、都市住民の参加と連携により、れんげまつり、ほたるまつり、収穫祭等イベントを

開催。 
エ 全町公園化を目標に美しい町づくりを推進するため「全町公園化条例」を策定。 
②成果 
ア 成果の概要 
・「フロイデン八千代」の開設を契機として、町外からの訪問者数は着実に増加し、グリ－ン・ツ－リ

ズムが進展。 
・クラインガルテンの利用者のうち、２家族が町内に転入。 
イ 成果要因 
・季節毎に開催するイベントの情報は、新聞等により京阪神など大都市へ重点的に発信。 
・クラインガルテン利用者で構成される自治会組織「フロイデン八千代友の会」、「ブライベンオオヤ

友の会」を設立し、地域住民との連携による季節ごとの地域資源を活かしたイベントを開催。 
・管理が行き届かない入居者は、契約の更新をしないことで農地の適正利用を確保。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多可町 



(案) 

○大阪府 高槻市（大阪市の北東約 20km） 
 大都市近隣に位置しながら、保全された豊かな自然を都市住民に「ゆとり」「やすら

ぎ」を提供 
①取組の概要 
 ベッドタウン化した南部の市街地から車で 30 分のところにある北部樫田地区を、四季の味覚と自
然豊かな緑の場として、都市住民の憩いの場として整備。 
ア 昔の造り酒屋の趣を残した宿泊施設「二料山荘」を整備。 
イ 四季の移り変わりを伝える「高槻花しょうぶ園」及び「高槻しゃくなげ園」を整備。 
ウ きれいな水と豊かな緑の中で、自然の豊かさを提供。 
②成果 
ア 成果の概要 
・都市部から「ゆとり」「やすらぎ」を望んで、年間 13万人が来訪。 
・雇用の創出等、受入側の農村部の活性化。 
イ 成功要因 
・都市からのアクセスがよい。 
・豊かな自然に囲まれ、都市住民に「ゆとり」「やすらぎ」を提供。 
・ホタル鑑賞や農業体験が好評。 
・地場で採れた四季折々の味覚が味わえ、ホタル鑑賞も好評。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○奈良県 葛城市（旧當麻町）（奈良市の南西約 20km） 
農村部の意向を尊重した「都市農村交流型農業」を先取りした取組を展開 
①取組の概要 
 大阪近隣に位置し、交通条件も良く、歴史や伝統文化があり、多くの観光客が訪問する。隣接する

市町が住宅開発を推進してきた中でも、住民、特に農家の意向を受け、合併前の當麻町時代に「全町

公園化構想」を推進。「都市農村交流型農業」に取組み、新鮮・安全・安心な農畜産物及びその加工品

を提供しています。 
ア 「郷土食 當麻の家」では、「まるごと安心 旬の味」をキャッチフレ－ズに新鮮・安全・安心な

農産物や加工品を提供。 

高槻市 



(案) 

イ 旬の農産物を使い、地域に伝わる郷土食をアレンジした月替わり料理「けはや御膳」の提供、加

工品開発に力を入れ、「けはやブランド」を創設。今までは安いものが売れたが、最近は身体にい

いもの、特に「ウコン」がヒット。 
ウ 農業と観光を柱として、合併前の當麻町時代に安全・快適・文化的な生活環境を目指す「全町公

園化構想」を確立。 
②成果 
ア 成果の概要 
・市の来訪者数が増大。 
・「當麻の家」の運営は、年々黒字を大幅に伸ばし、めざましい経営成果をあげています。 
・高齢者の生きがい、女性就労機会を提供。 
・農事組合法人「當麻町特産加工組合」（現：「當麻の家」）は、「豊かな村づくり農林水産省大臣賞」

（平成 12年度）を受賞。 
イ 成功要因 
・合併前の當麻町時代に「當麻町アメニティ・タウン計画（昭和 61年３月）」を策定。全体構想によ
り、周辺地域との調整・連携が図られています。 
・市全域に在住する有志からなる農事組合法人「當麻の家」の設立。赤字に対する自己責任を明確

にしたこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○愛媛県 内子町（松山市の南西約 40km） 
内子フレッシュパ－クからりを拠点にした都市と農村との交流 
①取組の概要 
ア 年間を通じたイベントを開催 
生産者と消費者との交流として、毎月、旬の農産物をテ－マとしたイベントを開催しています。

また、７月、11月には大規模な「からり祭り」を開催し交流しています。 
イ 体験教室を常設 
  草木染め・リ－スづくり等の手工芸やそば打ち・うどん打ち・ソ－セ－ジづくり・パンづくり等

農産加工の体験教室を常設して、年間を通じて都市住民の参加者を受け入れている。現在 15 教室
があります。 
ウ 顔の見える農業を実践 

葛城市 



(案) 

  直売所では地元産のみ販売しており、年間約４億５千万円の売上げがあり、年間 60 万人以上が
利用しています。 
エ 地元農産物を使った農家レストラン 
  農家女性で組織する「内子アグリベンチャ－２１」が運営している「あぐり亭」が施設内にあり

地元産の農産物を使った料理を提供し年間２万人以上が利用しています。また、「内子アグリベン

チャ－２１」による農産加工教室も多くの参加者があります。 
オ 賑わいと静寂 
  川の中州に位置しており景観に配慮した施設整備を行い直売所の賑わいと対比させています。ま

た、隣接の小田川では水辺で遊ぶ利用者も多い状況です。 
②成果 
ア 成果の概要 
 ①特産物直売所での農家販売額は約４億５千万円あり、１千万円を超える農家も出てきています。

平均販売額は 110万円と所得増加が図られました。また、７割の女性出荷者の経済的・社会的
自立が図られ活性化しています。 

 ②来場者の７割はリピ－タ－であり、リピ－タ－を獲得することで更なる利用者増が進んでいま

す。 
 ③地元産の農産物にこだわった営業をしており、顔の見える農業としてそれが消費者の安心感を

呼び農産物ブランド化が図られました。 
 ④単なる休憩だけでなく、交流・学習の場として定着しています。 
イ 成功要因 
 ①施設を整備する前に集落座談会を 50 回ほど開催し徹底した話し合いを行い、住民の合意形成が
図られたこと。 

 ②直売所のトレ－ニング施設を開設して、参加農家が実際に販売に従事し、体感することで、問題

点の解決と仲間づくりが図れたこと。 
 ③情報関連機器を効率よく導入し、細かくカスタマイズしたこと。 
 ④毎年 1,000人規模のアンケ－ト調査を行い、利用者の意向を把握し経営に活かしたこと。 
 ⑤出荷希望の高齢者に対して農産物を集荷する方式を定着したこと。 
 ⑥インフォメ－ション機能を充実させ、町内の施設の連携してグリ－ンツ－リズムを推進したこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

内子町 



(案) 

○「つくばエクスプレスタウン中根・金田台」 
新田園都市・なかこん 
「つくばエクスプレス」沿線の開発事業の内、中根・金田台（なかね・こんだだい）地区において

は、「農と融和した美しい里づくり」を積極的に実践し、「緑農住一体性住宅地」が計画推進されてい

ます。 
当地区は大規模開発の中でも、もっとも都心から遠く、また、つくばエクスプレスの最寄り駅「つ

くば駅」からも離れていて、他の開発計画にくらべても、地理的には、かなり不利な状況にありまし

た。 
そこで、計画を根本的に見直し、自然に恵まれた田園地帯の中にあるという「環境資産」を活用し、

日本でも初めての試みとなる本格的な「田園住宅」を有する「新田園都市」の計画の実現を目指すこ

とになりました。開発のキャッチフレーズは以下のとおりです。 
 
「そこに住まう人々は、緑あるゆとりある景観を愉しみ、 

土に触れ自ら手にかけた野菜を食するなど様々なライフスタイルが実現できる。」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＜緑住街区と緑住農街区のイメージ＞ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



(案) 

○「彩都（国際文化公園都市）」 
新しいまちづくりとコミュニティの形成と育成 

彩都は、北大阪の丘陵地に文化学術や研究開発、国際交流といった特色のある機能を組み込んだ、

時代を先導するユニークな都市づくりをめざしています。 

その実現に向けて、大阪府、茨木市、箕面市、都市再生機構や阪急電鉄、阪急不動産の民間開発事

業者をはじめ経済団体、大学、研究機関などの参画により、「彩都（国際文化都市）建設推進協議会」

を設立し、産、学、官が一致協力して「まちづくり」に取り組んでいます。 

100年先の暮らしよさを見据え、21世紀の街開発のニュー・スタンダードとなるようなまちをつくる

べく、住まい手とつくり手が一緒に取り組み、単なる住宅地づくりではなく、21世紀の“暮らしづく

り”を目指しています。 

 

＜彩都開発６つのテーマ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北摂丘陵の標高50～320ｍに立地する彩都。その一帯には､明治の森箕面国定公園、鉢伏山、龍仙峡

などの自然資源が多くあり、また勝尾寺やキリシタン遺跡などの史跡･文化財にも恵まれ、それらが自

然歩道で結ばれ､ハイキング･ウォーキングにふさわしい憩いの空間が広がっています。 

彩都では、周辺の自然環境と調和した安らぎの環境づくりを目指しています。中でも、まちびらき

エリアに誕生する総面積約2.4haのあさぎ里山公園は、多目的に楽しめるみどりの広場、自然に近い

状態に整備された水辺の広場があり、さらに公園の約3分の1を占める自然林は､造成以前の林の一部

を保全活用したものです。散策路や湿地のビオトープ、棚田の花壇なども整備され､ごく身近な場所で

豊かな自然と触れ合い、体験することができます。 

「彩都スタイルクラブ」は、阪急が分譲する住宅に居住者や趣旨に賛同する彩都在住の住民を対象

にした阪急の運営するコミュニティクラブです。以下の３つの柱に活動を展開しています。 

・ウェブによるコミュニティの育成…まちづくりポータルサイト｢彩都ＮＡＶＩ｣の開設・運営。  

・共用施設を通じたコミュニティの活性化…キッチンスタジアム､キッズルームなど｢ジオ彩都みな

み坂｣の共用施設を活用したコミュニティづくり。 

・彩都サービスフロントの運営…｢彩都サービスフロント｣を窓口に､各種サービスを実施。 



(案) 

同クラブの会員（毎回、定数10組）を対象に、いろいろなイベントが開催されますが、農業と触れ

あうイベントとして、年４～５回、「彩都のファーマー体験」イベントが開催されます。このイベン

トでは、地元農家の協力 で酒米の田植え～稲刈り～お餅つきまで、さらに野菜収穫等も含めて農業に
ついて教わりながら体験することができます。 
このように、「彩都スタイルクラブ」は、地元の農家の方々や園芸店の協力のもとに、積極的に、里

山活動、園芸活動、楽農活動、工芸活動なども行っています。まちづくりの一環として、緑豊かな公

園やフィールドミュージアムと呼ばれる水と緑のゾーンも創られるなか、『緑の環境づくりを自分たち

の手で』を合言葉に、住まう人みんなでそうした『まち』の緑の維持管理を行なっていこうとしてい

ます。 
また、地域の農家との交流の中で、青空市や農産物の無人販売所も運営されており、彩都の住民の

みでなく、周辺の農家とのコミュニティが実際に「まちづくり」に活かされています。 
 
○「和歌山ほんまもん体験倶楽部（有限会社 ロコウィッツ）」 
農村体験等体験イベントと提携したまちづくり 

和歌山県の田舎志向の体験型観光「和歌山ほんまもん体験倶楽部」は国が選んだ「観光カリスマ」

の一人である刀根浩志氏を事務局長とする倶楽部で、体験現場を提供する会員組織（約400人）で構

成されています。 

刀根浩志氏が所属する有限会社 ロコウィッツが体験旅行のツアーを企画し、実施しています。体

験イベントは農業体験を始め、以下のとおり、多岐にわたります。 

  生活文化体験 ・・・ ランプシェードつくり、加太料理体験、オリジナル植木鉢づくり、

紙すき体験、柿の葉寿司作り体験、うちわ作り体験、わらぞうり作り体験、木工体験等。 

  歴史文化体験 ・・・ 肝試しと宮司の怖いお話、文化財めぐり等。 

  自然観察体験 ・・・ 友ヶ島自然散策、自然・歴史散策等。 

  農林漁業体験 ・・・ 水耕みつば作業体験、緑化木生産の作業体験、稲作体験、苺の収穫

体験、野菜の作業体験、梅作業体験等。 

【日経ネット関西インタビュー記事（2006年11月13日）抜粋】  

 

＜ほんまもん体験倶楽部の事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「安心院町グリーンツーリズム（NPO法人 安心院町グリーンツーリズム研究会）」 
農村体験によるまちづくり 

安心院（あじむ）町は、大分県の北部に位置する人口約 8,000人の中山間地域です。「安心院ひのひ
かり」などのお米や西日本有数のぶどう団地で生産されるブドウ、肉用牛、イチゴ、花など農業が大

変盛んな町です。 
そのような場所で、あるがままの農村の生活を楽しみ、休暇を過ごしてもらおうと始まったのがグ

リーンツーリズムです。 
1996年に農家や商工会、役場の職員や学校の先生、主婦や学生など町内外に住む人々が集まり研究
会が誕生し、現在では、農村に滞在し自然や文化、食や人々の暮らしを体験する「農村民泊」や地域

の稲作文化を保存・継承する「全国藁こずみ大会」、無尽講を組んでの「欧州グリーンツーリズム研修

旅行」など様々な活動を行っています。 
これらの活動を通し、安心院に訪れる人と地元住民との交流が行われることで、安心院町全体が経

済的にも精神的にも活気付いてきています。 



(案) 

「農村民泊」は現在、安心院町内に 16 軒の「農村民泊」受け入れ農家と提携し、農村体験者を受
け入れています。宿泊する農家によって体験できる農村生活に特色があり、こんにゃく作り、味噌作

り、豆腐作り、そば打ちといろいろな農村生活関連のもの作りの体験ができます。 
＜安心院町グリーンツーリズムうどん作り体験（ホームページより）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○「神戸市立農業公園 神戸ワイン城」 
観光農業公園・クラインガルテン 

昭和 59年（1984）10月に開園した「神戸市立農業公園 神戸ワイン城」は、わが国のファームパ

ークの“老舗”で、当該業態の雛形となった事業です。このコンセプトは、ブドウ農園とワイナリー

で構成された生産の場に、食＋遊を核とする滞在機能を組み合わせた「公園的農作業場」作りでした。 

広大なブドウ園の一部を使った用地は、ワイン生産関連施設と素朴な遊具、ふれあい牧場、神戸ビ

ーフ館等で構成されています。基本は公園で、入園者は自分なりの過ごし方で自由に楽しむことがで

きます。テーマパークのようなアトラクションは、イベント開催時のみとなります。運営は、神戸市

が整備、財団法人神戸みのりの公社が管理運営を手がける第3セクター方式。ワインの醸造、営業、

販売もすべて公社が行っています。 

オープン5年後の平成元年（1989）前後が50万人と入場者数のピークを迎えますが、現在は25万人

に落ち着いています。イベントを充実（定番化、親子訴求等）させて、安定した来場を確保していま

す。 



(案) 

＜ワイン城 案内図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「富田林市農業公園サバーファーム」 
観光農業公園 

農地開発事業「東条地区」は、大阪府の東南部、富田林市の西部地域に広がる都市近郊農業地

帯に 106.1ｈａ（甲子園球場の 26.5倍の広さ）の農地を造成しキャベツ、ナス等の野菜や果物の
生産団地を育成し、農業経営の安定を図ると共に、府民に新鮮な農産物を提供することを目的と

した事業です。「サバーファーム」は、この農地造成の一画、約 20ｈａを「ふれあい農園」とし
て富田林市が整備し、来園者にぶどう、みかんのもぎ取り、いちご狩り、いも掘りなど農業体験

を提供し、また、ラベンダーやライムなど香りいっぱいの園地を散策して楽しんでもらうための

施設です。 
 

＜サバーファーム 案内図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(案) 

○「モクモク手作りファーム（運営：農事組合法人 伊賀の里）」 
観光農業公園 

モクモク手作りファームは三重県伊賀市に 1995年に開設された農業公園で、主に銘柄豚「伊賀豚」
の飼育から、その豚を使ったハム・ソーセージの加工生産、販売までを一貫して行っています。 
その前身は「伊賀豚」の養豚農家を中心に設立した「ハム工房モクモク」です。ハム・ソーセージ

の販売を始めた初年度から赤字続きの状態でしたが、体験教室「手作りウインナー教室」が成功を収

めたことから、除々に名前を知られるようになりました。現在では、基盤となる直営農場と農産加工

の各工房の運営のほか、年間 34 万人の来園者を誇るファクトリーファーム（農業公園）の運営、会
員制の農産物の通信販売、さらに中京圏を中心に各所に直営レストランを開設し、その経営等も行っ

ています。 
関連の事業は以下のとおりです。 
・ファクトリーファーム（農業公園）の運営 
・生産・加工・販売（ハム・ソーセージ、焼豚、牛乳、パン、米、野菜、ブドウ、チーズ、菓子、豆

腐、地ビール） 
・通信販売（上記、農畜産物の通信販売）  
・温泉 
・宿泊・農業体験（おかえりビレッジ：宿泊コテージ） 
・レストラン経営（四日市、鈴鹿、松阪、名古屋、草津） 
・農業体験教室 
「モクモク手作りファーム」では、海外を含め各種の食肉コンテストに参加し、何度も好成績の実

績を上げています。地ビールについてもコンテストで何度か受賞し、また、「朝日農業賞」や農林水産

省主催の「オーライ日本大賞」の受賞等、農業や観光関連の賞についても何度も受賞しています。2003

年には同社の専務が「観光カリスマ百選」に認定されました。 

このように、これらの施設の継続的な経営のためには、常に商品の生産技術の研鑽、新しい商品開

発、さらにイベント等による積極的な「話題づくり」が必要です。 

 

＜モクモク７つのテーゼ＞ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(案) 

＜モクモク手作りファーム案内図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「コスモパーク加太（和歌山県・新ふるさと創り特区）」 
企業誘致による農業の活性化 

カゴメが和歌山市北西部の丘陵に、アジア最大規模という約20万平方メートルのトマト栽培施設建

設を予定している。和歌山県土地開発公社が所有する約 37万平方メートルの土地を借り、10月には

１期工事に着工、来年８月にまず５万平方メートル規模の温室が操業を始める計画で、2009年に全て

完成すれば、近畿圈を中心に年間5000～6000トンのトマトを出荷する拠点となる。 

この土地の最大の特徴は、ここが農地ではなく、当初複合都市開発を目指して造成したものの、計

画が頓挫して「塩漬け」にされている未利用地だということ。この施設は、非農地での大規模農業の

実践として、画期的な意味を特っている。 

カゴメは近年、ケチャップなど加工品だけでなく、「こくみトマト」などのブランド名で生鮮トマ

トの生産・販売事業を展開している。生産にあたって、温度や湿度、養分などをコンピュータで管理

するハイテク大型温室の活用を進めており、すでに広島県などに３万平方メートル程度の施設を稼動

させている。 

今回、カゴメが建設を予定しているのは、「コスモパーク加太（かだ）」と呼ばれる大規模造成地。

関西国際空港建設時の土砂供給跡地で、約252万平方メートルの広大な敷地に、遊･産･学･住を基本機

能とする複合機能都市の開発を計画したが、企業誘致が進まず、粗造成が済まされたままの状態が続

いていた。進出企業は、カゴメが第１号となる。 

（毎日新聞社「週刊エコノミスト」2004年９月21日号 ２１世紀政策研究所 武内得真） 

 

○「（ワタミファーム（千葉県山武町・群馬県倉渕村）」 
企業誘致による農業の活性化 

ワタミグループは、「安全な食材を使った料理を提供したい」という思いで、1998年に契約栽培で

の減農薬・減化学肥料栽培野菜の導入、2001年には、「日本に有機農業を広げていくこと」を目的に、



(案) 

自ら「有機農産物の生産」を始めました。現在約40種類の野菜に加え、酪農と乳製品加工と拡げてい

ます。 

ワタミファームは、全国に6ヶ所あり、グループ会社農場を含め約250haの農場で、日本で生産さ

れている有機野菜の約6%（2004年度実績）をつくっています。 

2002年4月、農業進出の第一歩としてワタミファームを設立し、千葉県山武町で第一農場を稼動さ

せました。現在は、倉渕農場（群馬県高崎市）、瀬棚農場（北海道せたな町）、白浜農場（千葉県南房

総市）、佐原農場（千葉県香取市）とその規模を拡大しています。 

2003年11月には、ワタミファームと千葉県・山武町と共同で「有機農業推進特区」を申請し認可

されました。2004年4月には、瀬棚農場でも農業特区が認可され、酪農や鶏卵事業にも進出していま

す。 

 

○「関西国際空港二期土砂採取跡地整備計画（岬町多奈川地区整備促進協議会）」 
岬町多奈川地区多目的公園整備事業 

大阪府岬町の関西国際空港第二期工事の土砂採取場跡地について、大阪府は当初、テーマパーク建

設の構想を持っていましたが、それを断念し、「岬町多奈川地区多目的公園整備事業」と銘打って、

公園整備に合わせ、農業系企業を誘致し、近郊型農業の拠点とする計画に変更しました。 
大阪府と岬町で設立した「岬町多奈川地区整備促進協議会」（平成 8 年 12 月設立）では、現在、
この整備事業のパートナー事業者を募集中で、これまで協議してきた農業系企業に加え、その他の同

様な企業に対しても、広く提案を募集し、それらの提案を審査し、正式に「パートナー事業者」を決

定し、この事業を推進する予定になっています。 
「公共と民間が協働で創造する新しい多目的公園」を目標に、関西国際空港２期事業への土砂採取・

供給工事の跡地を活用し、地元自治体や民間事業者等との協働により、多目的公園を整備し、働き・

学び・憩える新しい“さとやま”空間を創造する予定です。 
 
＜基本コンセプト＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(案) 

＜土地利用計画図＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




