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プロフィール
名古屋市港区生まれ， 57歳， 妻・息子(大3)・娘(高2)

1982： 愛知県立瑞陵高等学校卒業（ 杉原千畝の母校）
1987～1999： 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ勤務（ 12年半会社員）
1992～1996： 岐阜大学大学院社会人博士課程
1999～現在： 岐阜大学工学部講師→助教授→教授
2003～2004： ｵー ｽﾄﾘｱ国連関係研究所（ 40歳で海外留学）
2008～2012： 岐阜県地域都市政策監（ 4年間県庁職員兼務）

学位： 博士(工学)「防災投資の便益評価手法に関する研究」

学会： 国際総合防災学会理事， 土木学会， 日本自然災害学会等

受賞： 国土技術開発賞「創意開発技術賞（ 国土交通大臣表彰） 」等

著書： 防災の経済分析， 公共政策のための政策評価手法等

専門： まちづくり（ 都市地域計画， 総合防災， 政策評価）

目標： 誰もが主体的に協働して， 皆が幸せに暮らせる地域社会を創る

ﾓｯﾄ ：ー 自ら手を挙げて行動する人を応援する

TV出演： 世界一受けたい授業， ニノさん， めざせ！会社の星等
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ポストコロナとまちづくり・防災の現状認識

３ 密回避＝集まることができない

外出機会が減少する

人との接触を避ける

イベントができない

コミュニティ活動ができない

集まらないで何かをしないといけない

集まることを前提とした活動を見直す必要がある
（ 避難行動など）

集まることを前提とした規模の経済による効率化を
見直し必要がある（ 公共交通など）
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まちづくり

は

ひとづくり
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防災

も

ひとづくり
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Postコロナは勿論

W ithコロナでも

学びを止めない
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コロナの副産物として

リモートの普及により

時間帯や場所に制限なく

一緒に学べる
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子供から大人まで

どこでも誰とでも

一緒に学びながら

まちづくり・防災
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行き過ぎた効率化による縦割り・隙間化問題

企業国・自治体

商品・サービスサービス

税金 対価

N PO・団体

サービス?

支援者

住民 住民住民

コミュニティ
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地域社会は， 誰がつくるの？

かつて

様々なことをコミュニティでやっていた。

いま

多くことを行政がやっている。

一般的な住民の感情として

税金を払っているのだから， 行政がやって当た
り前だろう。

でも， 本当にそうか？
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地域社会は， 誰のもの？

そもそも， 要求に見合った税を納めているの
か？（ ＝十分な税収があるのか？）

自分達でできることは， 自分達でやるということ
が基本。

それができない場合に， 税金というお金を支
払って， 行政にやってもらっているのである。

税収は限られている。その金でいろんなことが
全部できるはずがない。
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公助

そもそも地域社会の基本が自助・共助・公助

共助自助
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まちづくり・防災に対する３ つの態度

1. やる気がない。

自分には関係ない。誰か（ 他者） がやってくれる。

2. やるつもり， でも， できない。

やれない理由を並べる， やる方法を考えない。

考えてばかりで， 実行に移さない。

3. やってる， でも， 役に立ってない。

考えないで， これまでやっていたことを実施する。

課題と行動がズレる。
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手段の目的化

から脱出
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1st Step

気付く

自分事化
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2nd Step

まず＆小さく動く
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失敗を恐れない
（ 失敗でなく成功への過程である）

挑戦する文化の醸成
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3rd Step

PDCAでなく， CapDoで行こう！
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Pla n
計画

Do
実行

Ch eck
評価

Actio n
改善



何が課題か？

ちょっと試す

評価する
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デザイン思考（ スタンフォード式）

「デザイン」＝問題解決

「デザイン思考」＝問題解決の方法・考え方

プロセス： ５ つのステップを行きつ戻りつ進む

共感

定義

アイデ
ア

プロト
タイプ

テスト
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岐阜大学 社会システム経営学環
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社会システム経営 ＋ 学環

学環とは
➢ 「学部等連係課程※」制度を活用
➢ 全学協働体制による人材、施設設備等の

学内リソースを活用
➢ 連係協力学部（ 工学部・地域科学部・応

用生物科学部） が有する教育研究におけ
る強みや特色、ノウハウを結集し、新たな連
係の「環」により学問領域をつなげる。

➢ 学部等専門領域の既存の枠組みを超えて
環状に結びつき、強固な教育研究基盤に
基づく新しい教育課程を形成

➢ 教育や研究の場では、学生と教員、地域の
ステークホルダーが、それぞれの立場や環境
を超えて目的を共有することで、大学と地域
の人々をつなぐ連係の「環」が形成される。

社会システム経営とは
➢社会システムは、個別の企業、自治体、

各種団体が各々の判断で動く集合体で
はなく、互いに影響し合う大きなシステム
（ 系） と捉えた考え方

➢従来の経営学をコアとし、ビジネス・まちづ
くり・観光の３ 視点を加えたデザイン経営
分野を包括する教育システム

※「当該大学に置かれる２ 以上の学部等との緊密な連係及び協力の下、当該２ 以
上の学部等が有する教員組織及び施設設備等の一部を用いて、横断的な分野に係
る教育課程を実施する学部以外の基本組織」が設置可能という制度

入学定員： 3 0  名
学位： 学士（ 経営学）

経営学ビジネス 観光

まちづくり

異分野をつないで学ぶ

経営にイノベーションをもたらし、豊かな社会の創造、活力ある社会システムの
実現に貢献できる、実践的な能力を修得した人材の育成を目指します
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地域

企業

講義科目 フィールドワーク

3

年
次

後
期

アグリビジネス論
リスクマネジメント論
空間デザイン論
地域環境学
観光学
組織リーダー論
認知心理学

プロジェクトマネジメント論
サプライチェーンマネジメント論
都市形成史
景観デザイン
デザイン思考論
地域デザイン論
組織行動論
経営戦略論

ビジネスデザイン実習
まちづくりデザイン実習

観光デザイン実習

前
期

２
年
次

後
期

前
期

マーケティング論
オペレーションズリサーチ
技術表現法

社会システム経営入門
観光・まちづくり編

経営組織論

社会システム経営入門
ビジネス編

企業論
コミュニケーションデザイン論

マネジメント活動実習

インターンシップ

１
年
次

後
期

前
期

課
題
解
決
力

実習

講義

講義

講義

実習

実習

実習

講義

実
践
的
能
力

実習

講義

講義

講義

実習

実習

実習

講義

主体的PBL型
フィールドワーク

継続的発展型
フィールドワーク

※複数学年の混在型授業

フィールドの提供
外部講師として指導

課題解決による成果還元
多企業・多自治体への展開

経営にイノベーションをもたらし、活力ある快適な
社会の創造と地方創生の実現に貢献する人材

地域との合同報告会

フィールドワーク計画立案への参画

社会システム経営学環
地域協議会

フィールドワークを実施する対
象企業・自治体の抱える課題
について、企業や自治体と協
働して解決策を探る過程に積
極的に参画する。

フィールドワークの成果を企業
や自治体に還元するためには、
単年度の実習ではなく、年度
ごとの実習成果の積み重ねが
重要である

・自治体（ 岐阜県・
岐阜市・飛騨市等）

・地域コミュニティー
・その他地域団体 他

・地元民間企業
・観光関連企業
・観光協会
・JA
・商工会議所
・その他民間企業 他

フィールドワーク重視の往還型学習
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学びの場

＋

活動の場

24



25



住民自治・まちづくり

岐阜市住民自治基本条例
https : //www .city.g ifu . lg . jp/34941.htm

岐阜市協働のまちづくり
https : //www .city.g ifu . lg . jp/16320.htm
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まちづくりへの市民参画について

住民側

住民自治について， 家庭内で学ぶ機会がなくなった今，
学校教育の中で， 学ぶ機会を設ける必要があるのでは？

中学生がまち協メンバーとして役割を担うことで， 地域社
会の一員として貢献しながら学び， 住民自治への理解も
深まり， 将来を担う人材となるのでは？

子供の活動を通じて親世代にも関わってもらっては？

まちづくり協議会・自治会側

自治会加入のメリットを示す必要があるのではないか？

住民の参加方法（ 役割分担・部分参加） の見直し

地域企業のまち協への参画促進

組織運営（ 地域経営） の研修と実践の更なる促進
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ぎふまちづくりＴ Ｔ Ｐ 大賞

https://www1.g ifu-u.ac. jp/~ a_ takag i/machidukuri_ kaizen.htm 31

https://www1.gifu-u.ac.jp/~a_takagi/machidukuri_kaizen.htm


徹底的にパクる
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何をしようとしているのか？

現状

住民組織や市民団体には、多くの共通課題が
存在するが、それぞれで苦労している。

課題

他の組織や団体の工夫を知らない？

情報共有の場がない？

目的

まちづくりの改善方法を広く周知することで、他の
組織や団体が真似して実践できるようにする。
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そもそも
「本屋大賞」
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ソーシャル・ビジネス

ソーシャル・ビジネス 7原則
1. 経営目的は、人々や社会問題の解決

2. 持続可能な社会の実現

3. 投資額のみ回収

4. 利益は社会還元

5. 環境への配慮

6. 従業員に標準以上の労働条件提供

7. 楽しみながら取組む

ムハマド・ユヌス

グラミン銀行（ 小さな融資） の創設
者

ノーベル平和賞（ 2006年）

※W ikipediaを修正
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社会起業家（ ソーシャル・アントレプレナー）

ORGAN ／蒲勇介／
長良川DM O

OKa -Biz・G-n et
／秋元祥治／
中小企業支援

敬称略， 写真はfacebookより

猪鹿庁／興膳健太／
獣害対策

石徹白地域協議会／
平野彰秀／
地域づくり， 小水力発電

郡上エネルギー・
郡上割り箸／
小森胤樹／
森林活用， 地域
づくり

Ｎ Ｐ Ｏ ぶうめらん／
北村隆幸／
まちづくり， フリーペーパー
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小学２ 年生の社会起業家
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社会課題解決＝Ｓ Ｄ Ｇ s

Socia l Impact for 2020 and beyond：
https://2020.etic.or.jp/ 42

https://2020.etic.or.jp/


Ｓ Ｄ Ｇ ｓ ： 誰一人も取り残さない
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オープン・ソーシャル・イノベーション

協働と共創
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トヨタ「プロボノ」導入 外部派遣で「内向き」打破

中日新聞2 0 2 0 年7 月1 8 日朝刊
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トヨタがプロボノ研修 外部の経験で人材育成

中日新聞2 0 2 0 年7 月1 8 日朝刊
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ふるさと兼業（ 兼業・副業・プロボノ）
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関係人口交流人口＜ ＜移住人口
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市の政策課題を解決する

オープン・ソーシャル・イノベーション／協働と共創

副業・兼業・プロボノ

関係人口

アイデアソン・ハッカソン

PPP/PFI

これまでは， 岐阜市在住の市民中心だったが，
これからは， リモートも活用して， 民間企業や
市外の人を巻き込むことができる。
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岐阜みらいカレッジ 社会人のチャレンジ支援
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岐阜みらいカレッジ 高校生の探究学習支援
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中日新聞2 0 1 9 年9 月2 日朝刊 52
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全国高校生マイプロジェクト 【マイプロ】

54h ttp s: //m yp ro j ects. j p /

https://myprojects.jp/


清流の国ぎふ 防災・ 減災セン タ ー

清流の国ぎふ 防災・減災センター

岐阜大学地域減災研究センター

・高度な教育機能
・高度な専門知識
・創造的、先進的調査研究機能

岐阜県危機管理部

・災害対応ノウハウ・災害情報蓄積
・市町村指導
・県民運動等啓発活動

＋

実践的シンクタンク機能

防災・減災活動を担う人材の育
成やその人材の活用等の
仕組みづくり及び啓発活動

行政及び企業からの求めに応
じた防災・減災活動に対する助
言その他技術的支援

行政と研究機関が一体となった防
災・減災に関する実践的調査研究、
社会実験等の調査研究

人材育成・普及啓発 技術支援 調査研究

• 2 0 1 5 年4 月1 日に設立

• 主な事業は人材育成・ 育成人材のネッ ト ワーク 化・ 活躍の仕組
み化
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清流の国ぎふ 防災・ 減災セン タ ー
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清流の国ぎふ 防災・ 減災セン タ ー

人材育成とネットワーク・仕組みづくり

清流の国ぎふ
防災リーダー育
成講座（ 基礎

編）

○○市
防災リーダー養

成講座

△△町
防災ｺ ﾃー゙ ｨﾈー
ﾀｰ養成講座

岐阜県社会
福祉協議会
防災士講座

基礎を学ぶ

スキル
アップ

（ 実践編）

げんさい
未来塾

自主防災組織
のレベルの底上

げ

意欲のある人の
発掘

地域で活動する
ノウハウを学ぶ

まちづくり
団体等

各種団体

○○市
防災会

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

平
時
か
ら
の
つ
な
が
り
で
災
害
に
強
く
な
る

防災・減災に関わる
団体のネットワーク化

△△町
自主防災隊

Ｎ Ｐ Ｏ
団体

ボランティア
団体

消防団
水防団

げ
ん
さ
い
楽
座
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清流の国ぎふ 防災・ 減災セン タ ー
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清流の国ぎふ 防災・ 減災セン タ ー

平常時の活動を災害時に活かす仕組み

平時のつながり
（ ネットワーク・団体相互）

大災害が発生した時のつながり
被災して活動できない団体も出てくる

自主防災組
織

自主防災組
織

自主防災組
織

自主防災組
織

N PO

防災・減災に関わる団体

ボラン
ティア

自主防災組
織

ボラン
ティア

ボラン
ティア

いろいろな
つながり

ボラン
ティア

自主防災組
織

N PO

自主防災組
織

自主防災組
織

中間支援
組織

（ 支援センター）

ボラン
ティア

被災者支援・受援に
関わる団体

全国な
支援組織

消防団 消防団

各種
団体 各種

団体
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自主防災組織の活動は改善しているか？

自主防災組織は， 市で育成した防災士を活かしてい
るか？

防災士と自主防災組織役員との対話はできているか？

防災士と相談して， 地域における防災訓練や防災活動を
改善しているか？

自治会・消防団・水防団・PTA・子ども会・地域企
業・NPO等， まち協メンバーが参画しているか？

特に， 消防団・水防団との対話はできているか？

災害対応だけでなく， 災害の備えを促進しているか？

市職員（ 防災支援員？） と連携しているか？

地域防災力は向上しているか？
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ポストコロナの防災訓練

集まらない／参集しない防災訓練

集まる／参集する目的は？

参集が目的ではなく， 人命安全確保が目的！

地域で安否確認する必要があるのは参集できない人。

情報収集・共有にSNSを使おう！

参集しなくても情報共有可能。これからの必修スキル！

共助の役割として自助の促進がある！

災害時対応だけでなく， 事前の備え促進を！

建物耐震化と家具固定なしで人的被害は減らない。

風水害時に適切な避難をするためには， 事前に避難方
法・タイミングを決めるマイタイムラインの作成が必要。
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名工大 井戸田教授の簡易耐震化工法と推進策

62

✓ 自主防災組織と建築士会が連携し
て耐震診断と耐震化を推進し， 耐
震化率が向上している地域が出てき
ている。

✓ 耐震診断や耐震化の補助メニュー
があるだけでは， 耐震化率は向上し
ないので， 住民へ積極的に働きかけ
る必要がある。



マイタイムライン「災害・避難カード」

63
岐阜県： 災害・避難カード， h ttp s: //w w w . p re f. g i fu . lg . j p /k u ra sh i /b osa i /b osa i-
ta isa k u /1 1 1 1 5 /sa ig a ih in a n ca rd s. h tm l

https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/bosai/bosai-


http : //g ensaikyoush itsu .sakura.ne. jp/

アプリ
™

QRコードから

URLから
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検索 減災教室

http://gensaikyoushitsu.sakura.ne.jp/
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公助

業助 共助

自助・共助・公助＋「業助」

自助
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災害への備えの現状と理由
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図2 災害危険度の認識に応じた災害対策に取り組まない理由

災害対策に
取り組まない理由
・時間がない
・コストがかかる
・機会がない
・情報がない

図1 災害への備えの重要度【年齢階層別】

【出典】内閣府: 日常生活における防災に関する意識や
活動についての調査結果（ 平成2 8 年5 月）

就業世代の半数は，

災害への備えは

重要だと思うが，

取り組んでいない。



日常的に意思疎通を行っている人

68

図3 もっとも日常的に意思疎通を行っている人【年齢階層別】

就業世代の殆どがもっとも
日常的に意思疎通を行っている人

【出典】内閣府: 日常生活における防災に関する意識や活動につ
いての調査結果（平成28年5月）

＝職場の人
（ 地域の人ではない）



BCP（ 事業継続計画） と防災・減災

69

「人命確保」の記載例として， 社内にいる従業員の避難や安否
確認等はあるが， 自宅にいる従業員の人命確保（ 災害への備
えの促進等） は挙げられていない

中小企業庁の事業継続力強化計画策定の手引きに記載さ
れている「人命確保」に関する記載例



もし大規模災害が発生したら？

BCPの観点としても， 企業として重要な経営資源である人的
資源（ 社員・職員） の災害の備えを促進することが有効では
ないか？

もし自宅が被災， あるいは， 自分や家族がケガ等をしてしまっ
た場合， 業務に携わることができるでしょうか？

自宅に家族を残したまま， 業務を行うことができるでしょうか？

社員や職員が被災しなければ， 業務への支障も最小限に抑
えられるのではないでしょうか？

企業が社員・職員の災害への備えを促進することは， 企業に
とっても有効であり， 社会全体としても効果があり， 地域社会
的にも取り組むメリットがあるのではないか？
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「業助」という新しい概念を岐阜から発信する

防災は「自助」「共助（ 互助， 近助） 」「公助」が必要なことは
理解が進んでいますが， 企業の防災・減災の取り組みを「業
助」と呼び， 社会的に位置付けて， 展開してはどうか？

「業助」とは， 企業や団体が業務， あるいはCSR（ 企業の社
会的責任） として， 防災・減災に取り組むこと。

もちろん， 防災・減災に取り組んでいる企業や団体が既に多く
存在していることは十分承知しています。

加えて， SDGsが目指す「誰一人取り残さない」にも通じると
思います。

この「業助」という概念で， 企業や団体の防災・減災への取り
組みを促進してはどうか？

岐阜版アダプト・プログラムに防災を明示化
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天竜川上流河川事務所 減災教室の結果 N=42, Ave=49.8 はい 少し いいえ
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例えば、 Q11～13を課題と し て、 自分の住む地区のハザード マッ プ
や危険箇所の確認を 促すよう な、 任意参加の宿題を出す。

➢データ を集計し て
グラ フ 化

2020.4.1改訂

➢組織と し ての課題
と 解決策を 提案

①組織と し て課題を共有

②組織と し て防災行動を促進

③一定期間後に再テスト を実施

「 紹介者ID」 に組織名を入力
※事前にご連絡く ださ い（ ceip-bosa i@ g ifu-u .ac. jp）

組織防災やBCPに活かし ませんか？

※用意するも の

□ W EBサイ ト にアク セスでき るスマート フ ォ ンやパソ コ ン
（ 個人あるいは組織と し て１ 台あれば大丈夫です）

□ 担当者が事前にアプリ 管理者（ 岐阜大学内） にメ ールで
問い合わせ（ E-m ai l :  ceip-bosa i@ g ifu-u .ac. jp）

例えば、 回覧、 チラ シ、
集会、 勉強会など

集計データ
！有償提供中！

効果把握と 共に、 改善策や次の課題を検討する。

・ 職員や家庭の災害への備えは、 組織と し て強制でき ない。
・ 職員や家庭が被害を 受ける と 、 組織の機能は低下する 。
・ 物資の用意以外に、 何を 促せば良いのかがわから ない。
・ 何かを する なら 、 成果が見えないと 続けら れない。

★宿題と し て「 減災教室」 を する だけでも 、
行動を 促す効果が期待でき る 。

★職員（ 組織） の現状課題を 把握する こ と で、
限ら れた時間で何に取り 組むか参考になる 。

★部署や職員の番号を 入力する こ と で、 グループ
での集計や改善評価ができ る 。

スマート フ ォ ン またはパソ コ ン で、
①「 減災教室」 で検索、 ②右のQRコ ード 、
③下のURLから アク セス

減災教室の効能

http://gensaikyoushitsu.sakura.ne.jp/

○○株式会社

✓実施率が低いQ10と Q16「 家族会議」 の100％実施
を 目標と し てはいかがでし ょ う か？
⇒啓発・ 行動促進のための掲示が必要です。

✓半年に１ 回程度定期的に減災教室を 実施する こ と を
おススメ し ます。

©（ 一社） Do It Yourself、
監修： 岐阜大学教授 髙木朗義

○○株式会社

mailto:ceip-bosai@gifu-u.ac.jp
mailto:ceip-bosai@gifu-u.ac.jp
http://gensaikyoushitsu.sakura.ne.jp/


子供から大人まで

どこでも誰とでも

一緒に学びながら

まちづくり・防災
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例えば， まちづくり協議会・自治会として・・・

デジタル担当・チームの設置

カイゼン担当・チームの設置

中高生を役員として参画

防災士・消防団と協働した防災訓練の見直
し・平常時の防災活動の推進
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お・し・ま・い
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