
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貞元地域まちづくり推進委員会総会 

 
 6月 13日 18時 30分から、貞元コミュニティ

センターで開催し、本年度は「調査資料のまと 

め」「新たな貞元地区文化の提案事項の検討」を

主体にした活動計画と、予算節減の意見が付さ

れ承認された。21年度は、新委員に新自治会長、

農業委員が加わり総勢 97名で活動します。 

 

まちづくり先進事例地の視察 

 

 7月 4日、23名が参加して、茨城県関城町の

「特定非営利活動法人 里山を守る会」と笠間 

市の「笠間市クラインガルテン（ドイツ語で小

さな庭 滞在型市民農園）」を視察しました。 

 「里山を守る会」は、会員 100 名で年間を通

して子ども達の自然体験活動の充実と環境保全

を図るため、雑木林を整備し、里山として活用

し、かつ人々の憩いの場とすることにより自然

と人間が共生   

できる豊かな 

社会の実現に 

向けて活動し 

ています。 

 田んぼで田 

植えや稲刈り、 

夏には子供に 

ホタルを見せ   

たくて、寒い時期からホタルの幼虫が住みやす

い環境整備もしています。 

 まちづくりの継続は、強力なリーダーがいる 

こと。看板に「自分の責任で自由に遊ぶ！」事

故は自分の責任という考えが根本にあること。 

貞元で同様の事業を実施する場合に、大変参

考になりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

「笠間市クラインガルテン」は、笠間市が、

新たな生活文化の提案として「農芸と陶芸のハ

ーモニー」をテーマに、都市住民が地域住民と

交流を持ちながら草花や野菜を栽培し、心身共

にリフレッシュできる農村生活空間として、笠

間市が建設、平成 13年 4月開設、管理はＪＡが

しています。 

クラインガルテン 50区画（1区画 300㎡、宿 

泊施設 37.3 ㎡、利用料金は年間 40 万円です。

日帰り市民農園は 50区画、交流施設、直売所等

があります。                  

一部の農園利

用者は笠間市に

定住し本格的に

田舎暮らしを実

践したいという

希望が寄せられ 

ているそうです。       

貞元でも定住、   宿泊施設と日帰り農園 

交流人口増対策のひとつになると思いますが、

初期投資が課題になりそうです。 

 

まちあるき及びワークショップ 

 
9 月 19 日、今回は新御堂と小香地区でしたが

区域が狭いことから、それぞれ 1 班でまちある

き及びワークショップを実施した。 

大勢では多くの目で見ることができるが、人

任せになりがちや意見が反映しにくいこともあ

り、１グループ 7名前後が望ましいと感じた。   

新御堂の班名は「稲村の会」で、まとめは、

里山の風情を残すむら。課題は、学習と交流を

通じて里山を整備して楽しい地域の活力の礎と

する。小香の班名は「ホタルと棚田の里」で、

まとめは、ホタルと自然と共生できる環境をつ

くる必要があることでした。これらの資料は、

コミセン大会議室に掲示してありますので、ご

覧ください。 

君津市「文化のまちづくり市税１％支援事業」 
「新たな貞元地区文化の創造」 

貞元
て い げ ん
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里山を守る会の概要を聞く 
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１．5世帯に１世帯は高齢者のみの世帯 

 ・10 代、30 代、40代が少ない。  

・先祖代々、来住者ともに高齢化 

  全国平均２２．１％＝＜高齢化率２５％＜

過疎地域 

＊ 貞元地域（本アンケート） 65歳以上  

２９７／１１６８＝２５．４％  

  →少子高齢化が進んでいる。 

２．「販売農家は全世帯の１／３」 

・米のみ６３（７５％） 米と野菜 １６ 

（１９％） 野菜のみ ３（４％） 

・農地面積の合計 ２ﾍｸﾀｰﾙ以下にまんべん

なく分布 

・畑は概ね１ﾍｸﾀｰﾙ以下 休耕地は概ね 3 反

以下、数もそれほど多くない。 

 ・「やむをえず農業やる 約４割」「農業続け

るつもり 約３割」 

 ・「子世帯が家を継いでも」、「農業後継者少

ない約２０／５００世帯」 

・ 農作業時間週５時間を超える担い手は、 

ほとんど 60代以上 

 →農業の衰退と非農家増大。休耕地は少な  

いが今後は心配である。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

３．兼業先は都市型で比較的安定している。 

 ・「住み続けたい」満足度高い。 

 ・「まちになる」は望まない「今の環境を活

かして活性化していく」が多い。約 60％ 

 ・「自然」「のんびり」「静か」と評価。 

・ 農地への愛着が強い（転用売却希望は

６％以下） 

→現状の地域の体力は恵まれているが、今 

後が心配である。 

４．先祖代々・来住された方、販売農家・自給

農家・非農家と立場の違いによって、意見・

希望が少しずつ異なる（現状維持、不便さ解

消等） 

  →違いを分かり合う、話し合うこと重要で

ある。 

５．まとめ 

 Ⅰ．現状認識が大事である。（自分の立場で

考えがち、全体の傾向を見ること） 

 Ⅱ．「10年先、20年先の貞元地域に子供が帰

ってくるまちづくり」をする。 

Ⅲ．非農家、都市住民の力で農地を守ってい

く時代が来ることが想定される。 

※データ、図表は、コミセン大会議室に掲示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま ち づ く り 調 査 報 告 会 

 
Ａ．貞元地域の暮らしの姿  ―世帯、お仕事、農業の形と展望― 

報告者 千葉大学大学院 准教授 齋藤雪彦 （指導監修・コメント作成） 

                    須川陽平（データ作成） 

今年 1月に実施した「暮らしに関するアンケート」について、１１月１日に行われた報告

会のまとめです。  （アンケート回収 529 名） 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

千葉大学大学院による調査 

１．市内調査 （齋藤先生 随行齊藤・小林） 

君津市において貞元地域は、どのような位置

づけにあるかを確認するため、車と徒歩でくま

なく調査しました。 

平家の子孫が住んでいると云われている久留

里の奥や、小さな直売所、オートキャンプ場、

フルーツ農園の人との会話などから、意外な発

見・出会いがありました。 

 

 

調査日 
6月 2日 久留里・亀山方面 

6月 3日 小糸川右岸・三島・豊英方面 

6月 9日 鹿野山・周南・市内方面 

 
２．余暇実態調査（齋藤先生） 

  農村地域で暮らす人々がどのような暮

らし、余暇を過ごしているか 10月 22日、

11 月１日の２日間にわたり定年者 4 名、

現役 4名をインタビューしました。 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････   
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１．貞元地区に生活する子どもたちの生活は都市

化の傾向にあり、習い事などに費やす時間が余

暇時間を削っています。 
２．農村地域の少子化傾向に加えて、習い事の日

時や場所が子どもによって異なることが子ど

もたちの遊び集団を形成しにくくしています。 
３．その結果、子どもたちの遊びは住宅の中での

小さな集団での遊びが主要なものとなってい

ます。 
４．住宅周辺の屋外環境（庭、道路）は都市域で

は失われてしまった貴重な遊び場であるので、

保全が望まれます。 
５．農村地域独自の遊びを通じて子どもたちが成

長するためには、地域や学校が意図的な取り組

みをしていくことが必要であると考えられま

す。 
６．東京都渋谷区の小学校では総合的な学習の時

間に地域のお年寄りが子どもたちにベーゴマ

などの遊びを教える「昔遊びの時間」を設けて

いるところがあります。また、文化祭などの催

しで「昔遊び」のコーナーも設置されています。

学校側が地域の人たちの協力を得て、子どもた

ちに遊びを伝達する場を設けている取り組み

の例です。この場合、単発での取り組みではな 
く、継続して遊びを伝える機会を設けることが

重要です。地域の大人と子どもたちが知り合い

になり、遊びの発展や地域の安全性の向上など

が期待できます。 
７．住民が主体的に遊びの場を作り、それを学校   
 側がサポートするという例もあります。 

現在、「冒険遊び場づくり協会」が推進して

いるプレーパークという遊び場は子どもたち

が自由に火を使い、のこぎりを使い、水を使っ

て遊ぶことができる場所です。プレーリーダー

という大人が子どもたちを見守ることで成り

立っています。このような遊び場を設立したい

という住民の取り組みがあった場合は、学校や 

 
 
 
 
 
 
 
 

行政のサポートが必要となってきます。農村地

域は冒険遊び場を作るには空間的に適してい

るため、このような運動が起こる土台は整って

いると考えられます。 
８．以上、現状の遊びの衰退を子どもたちだけの

力で克服するのは難しい段階です。「地域・Ｐ

ＴＡ」と「学校」の相互協力による何らかの取

り組みが必要な時期であると考えられます。い

ずれ子どもたちが自分自身の力で遊びを生み

出していけるように、大人たちが子どもの遊び

を支えていく仕組みづくりが望まれます。 
 
※データ、図表は貞元地区子どもの生活時間調査

報告をご覧ください。 
 

 貞元地域の整備 

○六手・貞元線 
 平成 23 年度の供用に向けて、今年度は盛土 
 派川江川にボックスカルバートの敷設等の

工事を進めています。 
○派川江川と小糸川との合流地点に橋の建設

（コミセンにあるまちづくり意見箱に意見有） 
 22 年度建設に向け 21 年度は調査を実施中。 
○八幡と外箕輪・杢師間に橋の建設 
 建設に向け今年度はルート選定の調査中。 
○ふれあい広場 
 市道君津駅前線ふれあい橋そばに計画中。 
○稲村の里の整備（郡地区 江川四季の会） 
子供から大人まで自由に遊べるツリーハウ

ス、キャンプ場、山道等逐次整備中。 
○本郷バイパス 
 早期着工に向け富津市と協働で県に要望中。 
○千葉県健康と癒しの森３０選 
君津市は、三舟山、久留里城山の森、清和県

民の森、君津亀山少年自然の家の 4 ヵ所が選

定されました。（広報きみつ 10 月より） 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

さだもと地区子どもの遊び生活調査の結果 

報告者 千葉大学大学院 近江屋 一朗 

貞元小学校の協力で「子供の遊び生活調査」について、8月 23日に行われた報告会の 

まとめです。     

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
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新たな貞元地区文化の創造 
いやさか祭りに参加 

いやさか祭りには現在中富地区だけが参加して

おりますが、貞元地区全体で参加の復活をすべ

く、今年は市場・郡・郡の杜自治会から 20 名が

中富自治会に合流して参加しました。 
れんげの里のふれあい 

10 月 31 日に開催された「れんげの里のふれ

あい」には、まちづくり推進委員会として、共

通の課題である「地域文化の創造」と更なる充

実に向けて、「まちあるきとワークショップのパ

ネル」の展示、「小糸川ものがたり―大草平内の

川回し―」のビデオ上映、「新米味くらべ」をし

ました。「新米味くらべ」は、初めての試みで内

容については、下記をご参照ください。 
もったいない活かそう地域資源 

 「新たな貞元地区文化の創造」のひとつの試

みとして、栗山市場自治会長の協力で市場自治

会員に新米を試食してもらい、注文をとったと 
 ･･･････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      新米味くらべの表が入ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ころ約１０俵になりました。 
また、11 月 15 日は、小香地区でミカン狩りを

実施、20 名が参加しました。 
 身近でミカン狩りを通して交流が図られ、提

供者も喜ばれていました。将来は、ミカンの手

入れの応援をして、資源の活用を考えています。 
 米、ミカンの収益の一部は、まちづくり推進

委員会の運営資金にします。 
君津市杉谷貸し農園 

まちづくり推進委員の鈴木文男さんが、笠間

市のクラインガルテンを参考に、当面、規模は

小さい（畑 5 区画、田、簡易施設）ですが、モ

デルとして、まちづくり推進委員会も全面的に

協力したいと一緒に進めています。 
問合せは、鈴木文男（５２－４５０９） 

郡ダム周辺地域振興推進会議 

江川四季の会（郡）を中心として、郡ダム及

び周辺の山林を活用した施設整備、ワーキング

ホリディ、ウォーキング等の活動をしています。 

････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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