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持続可能な開発を考える

Our Common Future
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Sustainable
持続可能な

Development
開発（成長・発展）

人類が発展・繁栄し続けること
ができるための９つの環境要素
間の境界線を提示

環境 社会 経済

Goals（目標）

Sustainable Development
将来の世代のニーズを満たす能力を
損なうことなく、今日の世代のニーズ
を満たすような開発

×

（B.トンプソン＆E.ノリス著 2022）

地球の生命サポートシステム
（Earth’s Life-support system）

企業

経済

社会

（参考）Stockholm Resilience Centre webサイト「Planetary boundaries」、KATE RAWORTH web
サイト「What on Earth is the Doughnut?…」、 https://www.kateraworth.com/doughnut/、外務省
webサイト「持続可能な開発のための2030アジェンダ」（2022/12/10最終閲覧）

Sustainable Development

経済の観点を含めた議論が必要
サーキュラーエコノミー

人類が繁栄できる環境的に安
全で社会的に公正な範囲



地域経営

組織・人材

地域政策

地域経済学：持続可能な地域開発のあり方

社会起業家や社会的企業に
関する実践研究。
社会や地域の課題をソー
シャル・ビジネスの手法に
よって解決を図る。

地域づくりを担う人や組織
に関する実践研究。
日本におけるまちづくりに
おいては、中間支援人材に
よるマネジメントが必要。

協働まちづくりや地域観光
に関する実践研究。コミュ
ニティ施設の運営にも範囲
が広がっている。

「駅裏」の成立からその後の展開を、
日本経済史の観点から、取りまとめて
きた。駅裏は、資本主義的経済発展の
過程で誕生した、裏側とされる存在で
ある。持続可能な開発を考える上では、
裏とされる側を受け止めることが重要
となる。



研究室のプロジェクト（地域資源マネジメント研究室）



出典：三井情報開発 編『地域資源』ぎょうせい

地域資源の分類



自然資源
｜ 地域資源の種類 ｜

■原生的自然資源・二次的自然資源・野生生物
・鉱物資源・エネルギー・水資源・環境総体

ブナの原生林（白神山地） 棚田の風景（宮城県丸森町、大張地区） ソーラーシェアリング

思い浮かぶ「自然資源」と講義科目



環境省による地域循環共生圏
｜ 環境省 地域循環圏構想 ｜

出典：平成30年版 環境省、環境・循環型社会・生物多様性白書



環境省による地域循環共生圏
｜ 環境省 地域循環圏構想 ｜

出典：令和2年度版 環境省、環境・循環型社会・生物多様性白書



各地域における地域循環共生圏構想
｜ 地域循環圏構想 ｜

例：北海道石狩市

出典：環境省 地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業資料



現在：協働・共創・協創の仕組みづくり

◇オープンイノベーション

引用：https://eiicon.net/about/openinnovation.html



サーキュラーエコノミー
｜ 中間生産物 ｜

https://www.trans.co.jp/column/knowledge/about_circulareconomy/

◇自然界から学ぶ新しい経済・社会モデル
・元来、自然界には「廃棄物」という概念がなかった
・産業革命以降、数々の人工物を生み出し、それが廃棄物
となる
・廃棄を出さない事業モデル、仕組みづくりが重要



参考 インタビュー記事：歴史・人的資源を生かす

出典：夢ナビwebサイト「持続可能な地域開発のあり方を考える」https://talk.yumenavi.info/archives/2144?site=d（2022/08/24参照）



参考、インタビュー記事：“自分“ 資源を生かす

出典：BizDev Meetup! webサイト「地域資源に「自分資源」をかけ合わせ、半歩踏み出してみよう」
https://bizdev-meetup.jp/news/interview/1（2022/08/24参照）
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住民参加型のまちづくりにおける価値共創プロセス

出典：佐々木秀之（2023）「住民参加型のまちづくりが求められる背景と価値共創プロセス」
『東北活性研究』第50号，東北活性化研究センター


