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第１章 指針策定の背景と趣旨

１ 中山間地域の重要性

（略）

さらに、社会・経済情勢が変化する中で、若い世代を中心に都市部から    

  中山間地域へ移住しようとする「田園回帰」の潮流の高まりや、これまでの生

活スタイルを見直し、中山間地域が持つ豊かな自然や歴史、伝統的な文化の良さを

認め、中山間地域での心豊かで質の高い暮らしを志向する人も増えており、このよ

うな人々に対して、「新しい生活の場」を提供することも期待されています。

（以下、略）

２ ３ ４

（略）

５ 指針の対象地域

本指針の対象となる地域は、県が「山口県中山間地域振興条例」に基づき中山間地

域と定める、地域振興 5 法の適用地域及び農林水産省の農業地域類型区分による

山間農業地域、中間農業地域である、「徳地地域」、「秋穂地域」、「阿東地域」、「仁

保地域」、「小鯖地域」、「鋳銭司地域」、「阿知須地域」とします。

（表 1,図 1 略）

第２章 中山間地域の現状と課題

本市の中山間地域の現状を、数値を用いて表しながら、その課題を整理します。

１ 中山間地域の現状

（１）概要

■中山間地域の人口、面積

✧中山間地域は市域の 75.3%を占める一方、人口は市全体の 19.7%に限られます。

第１章 指針策定の背景と趣旨

１ 中山間地域の重要性

（略）

さらに、社会・経済情勢が変化する中で、若い世代を中心に都市部から過疎地域

等の農山村地域へ移住しようとする「田園回帰」の潮流の高まりや、これまでの生

活スタイルを見直し、中山間地域が持つ豊かな自然や歴史、伝統的な文化の良さを

認め、中山間地域での心豊かで質の高い暮らしを志向する人も増えており、このよ

うな人々に対して、「新しい生活の場」を提供することも期待されています。

（以下、略）

２ ３ ４

（略）

５ 指針の対象地域

本指針の対象となる地域は、県が「山口県中山間地域振興条例」に基づき中山間地

域と定める、地域振興 5 法の適用地域及び農林水産省の農業地域類型区分による

山間農業地域、中間農業地域である、「徳地地域」、     、「阿東地域」、「仁

保地域」、「小鯖地域」、「鋳銭司地域」、「阿知須地域」とします。

（表 1,図 1 略）

第２章 中山間地域の現状と課題

本市の中山間地域の現状を、数値を用いて表しながら、その課題を整理します。

１ 中山間地域の現状

（１）概要

■中山間地域の人口、面積

✧中山間地域は市域の 72.9%を占める一方、人口は市全体の 16.3%に限られます。
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✧中山間地域の 75.0%を森林が占め、市全体の森林面積の 80.0%を占めています。

（表 2）
[表 2 略]
■中山間地域の持つ多面的機能の評価額

（略）

[表 3 略]

（２）人口の動向

■人口の減少

✧本市全体の人口が、1995（平成 7）年から 2015（平成 27）年までの 20 年間に

2.2%増加する一方で、中山間地域では 18.8%の減少となっており、他の地域を

上回るペースで人口減少が進行しています。（表 4）
[表 4 略]
■少子・高齢化の進行

（略）

[表 5 略]

✧本市全体の高齢化率（65 歳以上の人口割合）が 27.0%であるのに対して、中山

間地域の高齢化率は 40.8%となっており、中山間地域の高齢化の状況が深刻に

なっています。（表 6）
[表 6 略] 

（３）将来推計人口

■人口減少社会への突入

（略）

[表 7 略]

✧中山間地域の 76.3%を森林が占め、市全体の森林面積の 78.9%を占めています。

（表 2）
[表 2 略]
■中山間地域の持つ多面的機能の評価額

（略）

[表 3 略]

（２）人口の動向

■人口の減少

✧本市全体の人口が、1995（H 7）年から 2015（H27）年までの 20 年間に 2.2%
増加する一方で、中山間地域では 18.9%の減少となっており、他の地域を上回る

ペースで人口減少が進行しています。（表 4）
[表 4 略]
■少子・高齢化の進行

（略）

[表 5 略]

✧本市全体の高齢化率（65 歳以上の人口割合）が 27.0%であるのに対して、中山

間地域の高齢化率は 41.1%となっており、中山間地域の高齢化の状況が深刻に

なっています。（表 6）
[表 6 略] 

（３）将来推計人口

■人口減少社会への突入

（略）

[表 7 略]
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（４）集落の状況

■中山間地域集落の小規模・高齢化の状況

✧中山間地域では、戸数 19 戸以下かつ高齢化率 50%以上の小規模・高齢化集落の

割合が 31.6%（※1）に達しています。

※1 市定住促進課調べ 住民基本台帳数値（令和 3.3.31 現在）より

（５）産業活動の状況

■中山間地域の産業構造

✧中山間地域における産業別の就業人口は、第 1 次産業の割合が 14.7.%となって

おり、その他地域における割合である 2.8%に比べて特に高く、中山間地域にお

いては第 1 次産業が主要な産業となっています。（表 8）
[表 8 略]
■農業

（略）

[表 9 略]

✧本市のほ場整備率は、中山間地域で 57.2%となっており、現在、徳地（島地地区）

地域、秋穂（黒潟地区）地域、鋳銭司地域でほ場整備を実施しています。（表 10）
[表 10 略]

（略）

[表 11 略]
■水産業

✧秋穂・阿知須地域の山口県漁業協同組合の組合員数は、2005（平成 17）年の 194

人から、2015（平成 27）年には 123 人に減少しており、漁業生産量や漁業生産

金額なども同様に減少傾向となっています。（表 12）

[表 12 略]
■観光・交流産業

（４）集落の状況

■中山間地域集落の小規模・高齢化の状況

✧中山間地域では、戸数 19 戸以下かつ高齢化率 50%以上の小規模・高齢化集落の

割合が 28.9%（※1）に達しています。

※1 市定住促進課調べ 住民基本台帳数値（H29.3.31 現在）より

（５）産業活動の状況

■中山間地域の産業構造

✧中山間地域における産業別の就業人口は、第 1 次産業の割合が 15.8%となって

おり、その他地域における割合である 3.1%に比べて特に高く、中山間地域にお

いては第 1 次産業が主要な産業となっています。（表 8）
[表 8 略]
■農業

（略）

[表 9 略]

✧本市のほ場整備率は、中山間地域で 59.9%となっており、現在、徳地（島地地区）

地域、         、鋳銭司地域でほ場整備を実施しています。（表 10）
[表 10 略]

（略）

[表 11 略]

   

                                    

                                       

                      

    

■観光・交流産業
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（略）

✧中山間地域には 5 つの道の駅があり、中山間地域における観光・交流の拠点施設

となっています。（表 13）
[表 13 略]

（６）生活環境の状況

■道路・上下水道

✧市道の舗装率は、徳地地域、阿東地域、阿知須地域では、市全体の舗装率を下回

っていますが、高い数値にあります。（表 14）
[表 14 略]

✧生活用水について、徳地地域では、ほぼ全域で地下水を使用しており、確保が困

難な一部の集落には、飲料水供給施設を設けています。また、阿東地域では、簡

易水道事業により水道水の供給を行なっています。

汚水処理については、徳地地域、秋穂地域、仁保地域、阿知須地域の一部で公

共下水道事業及び集落排水事業を実施しています。また、下水道等の処理区域

外では、合併処理浄化槽の普及に努めています。

■生活交通等 ■情報通信 ■医療

（略）

■保育・教育

（略）

[表 16 略]

✧小学校は、徳地地域に 5 校、秋穂地域に 2 校、阿東地域に 3 校、仁保地域に 1
校、小鯖地域に 1 校、鋳銭司地域に 1 校、阿知須地域に 2 校設置しています。

徳地・阿東地域の小学校は、一部が複式学級となっています。

✧中学校は、徳地地域に 1 校、秋穂地域に 1 校、阿東地域に 2 校、仁保地域に 1

（略）

✧中山間地域には 4 つの道の駅があり、中山間地域における観光・交流の拠点施設

となっています。（表 12）
[表 12 略]

（６）生活環境の状況

■道路・上下水道

✧市道の舗装率は、統計資料のある徳地・阿東・阿知須地域のいずれも、市全体の

舗装率を下回っていますが、高い数値にあります。（表 13）
[表 13 略]

✧生活用水について、徳地地域では、ほぼ全域で地下水を使用しており、確保が困

難な一部の集落には、飲料水供給施設を設けています。また、阿東地域では、ほ

ぼ全域で簡易水道となっています。

✧下水処理施設は、徳地地域の一部及び仁保地域において、農業集落排水施設を整

備しています。阿知須地域においては、宇部・阿知須公共下水道組合により公共

下水道施設が整備されています。また、下水道等の処理区域外では、浄化槽の設

置を促進しています。

■生活交通等 ■情報通信 ■医療

（略）

■保育・教育

（略）

[表 15 略]

✧小学校は、徳地地域に 5 校、       、阿東地域に 3 校、仁保地域に 1
校、小鯖地域に 1 校、鋳銭司地域に 1 校、阿知須地域に 2 校設置しています。

徳地・阿東地域の小学校は、一部が複式学級となっています。

✧中学校は、徳地地域に 1 校、       、阿東地域に 2 校、仁保地域に 1



令和４年１月

山口市中山間地域づくり指針新旧対照表
新 旧

8 / 13

校、阿知須地域に 1 校設置しており、小鯖地域は大内中学校、鋳銭司地域は潟上

中学校が通学区域となっています。

２ これまでの取組と中山間地域づくりの課題

（１）これまでの取組

（略）

（２）中山間地域づくりの課題

① ②

（略）

③経済の悪循環

中山間地域では一般的に住民所得に匹敵する金額を外部から購入している状況

にありますが、これまで中山間地域の経済を支えてきた農林水産業収入等の減少

により、地域内での再生産に必要な投資が減少し、地域の経済が更に縮小する経済

の悪循環となっています。

中山間地域において経済の好循環を創出するため、近隣都市地域等との新たな

パートナーシップの構築による農林水産物の地産地消化の取組や、コミュニティ

ビジネスなど、規模は小さくても地域内での所得の循環を強く意識した取組が必

要になっています。

（以下、略）

④急激な人口減少

（略）

第３章 中山間地域づくりの方向性

１ 基本方針

（略）

校、阿知須地域に 1 校設置しており、小鯖地域は大内中学校、鋳銭司地域は潟上

中学校が通学区域となっています。

２ これまでの取組と中山間地域づくりの課題

（１）これまでの取組

（略）

（２）中山間地域づくりの課題

① ②

（略）

③経済の悪循環

中山間地域では一般的に住民所得に匹敵する金額を外部から購入している状況

にありますが、これまで中山間地域の経済を支えてきた農業収入等の減少により、

地域内での再生産に必要な投資が減少し、地域の経済が更に縮小する経済の悪循

環となっています。

中山間地域において経済の好循環を創出するため、近隣都市地域等との新たな

パートナーシップの構築による農産物の地産地消化の取組や、コミュニティビジ

ネスなど、規模は小さくても地域内での所得の循環を強く意識した取組が必要に

なっています。

（以下、略）

④急激な人口減少

（略）

第３章 中山間地域づくりの方向性

１ 基本方針

（略）
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一方、都市部から中山間地域へ移住しようとする「田園回帰」の潮流の高まりに

も見られるとおり、中山間地域での心豊かで質の高い暮らしに大きな関心が寄せ

られています。

（以下、略）

２ 目指す中山間地域の姿（暮らし）

（略）

■自然に寄り添い、豊かな恵みを育みながら、共にいきる

中山間地域の農林水産業など、その価値が適正に評価されるため、職業やライフ

スタイルとしての農林水産業の魅力を高めていきます。

（以下、略）

３ 中山間地域づくりの方法

（略）

■指針推進のイメージ図

（略）

（１）暮らしを支える生活環境づくり

① ②

（略）

③生活インフラ等の整備

（略）

これら公共施設の整備に際しては、「山口市公共施設等総合管理計画」や「山口

市過疎地域持続的発展計画」に沿って費用と効果を十分に検討した上で、PFI など

民間のノウハウや資金の導入の手法なども検討しながら計画的に進めます。

（以下、略）

④生活交通の確保

一方、都市部から農山村地域へ移住しようとする「田園回帰」の潮流の高まりに

も見られるとおり、中山間地域での心豊かで質の高い暮らしに大きな関心が寄せ

られています。

（以下、略）

２ 目指す中山間地域の姿（暮らし）

（略）

■自然に寄り添い、豊かな恵みを育みながら、共にいきる

中山間地域の農林業や畜産業など、その価値が適正に評価されるため、職業やラ

イフスタイルとしての農林畜産業の魅力を高めていきます。

（略）

３ 中山間地域づくりの方法

（略）

■指針推進のイメージ図

（略）

（１）暮らしを支える生活環境づくり

① ②

（略）

③生活インフラ等の整備

（略）

これら公共施設の整備に際しては、「山口市公共施設等総合管理計画」や「山口

市過疎地域自立促進計画」に沿って費用と効果を十分に検討した上で、PFI など民

間のノウハウや資金の導入の手法なども検討しながら計画的に進めます。

（以下、略）

④生活交通の確保
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（略）

⑤地域医療及び高齢者福祉対策

（略）

一般的に中山間地域        では、元気な高齢者の割合、いわゆる「お

達者度」が高く、年齢別の介護認定者率も低い傾向にあり、本市の過疎地域で実施

した調査(※1)でも同様の傾向が見られています。これには様々な要因が複合的に

関係していると考えられますが、農業などにおいて高齢者が住みなれた地域で生

涯にわたって活躍し、家族や地域で支え合う環境が存在していることも大きな要

因の一つと分析されています。このような環境や暮らしを、中山間地域の目に見え

ない価値として評価し、守り発展させていきます。

（２）地域特性に応じた産業の振興・地域資源の活用

長い歴史において、中山間地域の経済を支えてきた農林水産業などの一次産業

の活力ある営みの上に、6 次産業化や中山間地域の特性を活かした新たなビジネス

展開など、地域内で一定の所得が循環され、経済の好循環を創出する取組を進めま

す。

①農林水産業の振興

【農業】【林業】

（略）

【水産業】

本市の水産業においては、高齢化と担い手の減少が深刻な課題となっているこ

とから、就業希望者を確保し、育成支援に取り組みます。

また、種苗を放流し、魚礁等を整備することにより、放流した種苗の定着を図り、

水産資源の回復に取り組むとともに、魚食普及活動を始め、水産物を使った新開発

特産品のブランド化を支援します。

さらには、養殖事業や６次産業化、観光漁業等への取組により、漁業従事者の所

（略）

⑤地域医療及び高齢者福祉対策

（略）

一般的に中山間地域などの農山村地域では、元気な高齢者の割合、いわゆる「お

達者度」が高く、年齢別の介護認定者率も低い傾向にあり、本市の過疎地域で実施

した調査(※1)でも同様の傾向が見られています。これには様々な要因が複合的に

関係していると考えられますが、農業などにおいて高齢者が住みなれた地域で生

涯にわたって活躍し、家族や地域で支え合う環境が存在していることも大きな要

因の一つと分析されています。このような環境や暮らしを、中山間地域の目に見え

ない価値として評価し、守り発展させていきます。

（２）地域特性に応じた産業の振興・地域資源の活用

長い歴史において、中山間地域の経済を支えてきた農林業などの一次産業の活

力ある営みの上に、6 次産業化や中山間地域の特性を活かした新たなビジネス展開

など、地域内で一定の所得が循環され、経済の好循環を創出する取組を進めます。

①農林業の振興

【農業】【林業】

（略）
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得の向上を促進し、漁業協同組合や道の駅、観光施設等と連携した流通体制の構築

を図り、海洋資源を生かした地域づくりを進めます。

②地域資源の保全と継承

（略）

③中山間地域における仕事づくり

人口減少が進む中山間地域では、地域課題の解決と地域の活性化を図る必要が

あることから、基幹産業である農林水産業の振興に取り組むととともに、新たなビ

ジネスを創出する取組が求められています。

（略）

このような流れを好機として捉え、中山間地域での生活を志向する若者等の創

業支援や、農林水産業と他の仕事を組み合わせて生計を立てる暮らしなど、中山間

地域でのライフスタイルの提案も含めた、中山間地域における仕事づくりを推進

します。

（３）新たな人の流れの創出

（略）

①UJI ターンの推進

若い世代を中心に都市部から      中山間地域等へ移住しようとする

「田園回帰」の潮流の高まりを好機として捉え、都市部において積極的なシティセ

ールスを展開していきます。加えて、地域との連携を密にし、中山間地域での魅力

あるライフスタイルの提案も含めた、きめ細やかな移住・定住相談を行っていきま

す。

（以下。略）

②都市・農山村交流の促進

（略）

③外部人材の活用・関係人口の創出

                                         

                

②地域資源の保全と継承

（略）

③中山間地域における仕事づくり

                                    

                                     

                        

（略）

このような流れを好機として捉え、中山間地域での生活を志向する若者等の創

業支援や、農業や林業と他の仕事を組み合わせて生計を立てる暮らしなど、中山間

地域でのライフスタイルの提案も含めた、中山間地域における仕事づくりを推進

します。

（３）新たな人の流れの創出

（略）

①UJI ターンの推進

若い世代を中心に都市部から過疎地域等の農山村地域へ移住しようとする「田

園回帰」の潮流の高まりを好機として捉え、都市部において積極的なシティセール

スを展開していきます。加えて、地域との連携を密にし、中山間地域での魅力ある

ライフスタイルの提案も含めた、きめ細やかな移住・定住相談を行っていきます。  

（以下。略）

②都市・農山村交流の促進

（略）

③外部人材の活用・関係人口の創出

「地域おこし協力隊」や「地域おこし企業人」などの国の制度を活用しながら、
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「地域おこし協力隊」や「地域活性化起業人」などの国の制度を活用しながら、

外部の人材の経験や能力を、中山間地域の新たな創造の源として活用する取組を

推進していきます。

（略）

「地域活性化起業人」は、高度な専門知識が必要とされる IT 分野等において導

入し、将来の Society（ソサエティ）5.0 社会に向けた本市の取組を加速させてい

きます。

また、「地域おこし協力隊」や「地域活性化起業人」に限らず、地域に貢献した

いと考える全ての人や企業の想いを中山間地域の力とするため、クラウドファン

ディングの活用や体験型商品を返礼品としたふるさと納税、ふるさとワーキング

ホリデー、企業との共同研修の場づくりなど、あらゆる方策を検討し、「関係人口」

の創出に繋げます。

■施策の体系図

  （略）

第４章 中山間地域づくりの推進及び目標

１ 「地域の夢プラン」づくり

（略）

２ 目標

（略）

（１）重要目標達成指標（KGI）
基本方針 個性が輝き、交流を育む、安心のふるさとづくり

～共にいきる豊かな暮らし～

指標   中山間地域の人口の転出超過抑制

基準値（H30/2018） ▲59 人／年

外部の人材の経験や能力を、中山間地域の新たな創造の源として活用する取組を

推進していきます。

（略）

「地域おこし企業人」は、高度な専門知識が必要とされる IT 分野等において導

入し、将来の Society（ソサエティ）5.0 社会に向けた本市の取組を加速させてい

きます。

また、「地域おこし協力隊」や「地域おこし企業人」に限らず、地域に貢献した

いと考える全ての人や企業の想いを中山間地域の力とするため、クラウドファン

ディングの活用や体験型商品を返礼品としたふるさと納税、ふるさとワーキング

ホリデー、企業との共同研修の場づくりなど、あらゆる方策を検討し、「関係人口」

の創出に繋げます。

■施策の体系図

  （略）

第４章 中山間地域づくりの推進及び目標

１ 「地域の夢プラン」づくり

（略）

２ 目標

（略）

（１）重要目標達成指標（KGI）
基本方針 個性が輝き、交流を育む、安心のふるさとづくり

～共にいきる豊かな暮らし～

指標   中山間地域の人口の転出超過抑制

基準値（H30/2018） ▲51 人／年

目標値（R9/2027） ▲20 人／年
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目標値（R9/2027） ▲30 人／年

（２）重要業績評価指標（KPI）
施策の柱 暮らしを支える生活環境づくり

指標 中山間地域において、地域づくり協議会と連携して地域課題に取り組む

事業数

基準値（H30/2018） 26 事業／年

目標値（R9/2027） 50 事業／年

施策の柱 地域特性に応じた産業の振興・地域資源の活用

指 標中山間地域の道の駅の売上額（※1）
基準値（H30/2018） 1,019 百万円／年

目標値（R9/2027） 1,306 百万円／年

施策の柱 新たな人の流れの創出

指 標中山間地域の交流人口

基準値（H30/2018） 211 万人／年（348 万人※2）
目標値（R9/2027） 268 万人／年

※1 徳地地域の「南大門」含む。 ※2 山口ゆめ花博を含む数値。

（２）重要業績評価指標（KPI）
施策の柱 暮らしを支える生活環境づくり

指標 中山間地域において、地域づくり協議会と連携して地域課題に取り組む

事業数

基準値（H30/2018） 23 事業／年

目標値（R9/2027） 50 事業／年

施策の柱 地域特性に応じた産業の振興・地域資源の活用

指 標中山間地域の道の駅の売上額（※1）
基準値（H30/2018）  953 百万円／年

目標値（R9/2027） 1,278 百万円／年

施策の柱 新たな人の流れの創出

指 標中山間地域の交流人口

基準値（H30/2018） 187 万人／年（324 万人※2）
目標値（R9/2027） 243 万人／年

※1 徳地地域の「南大門」含む。 ※2 山口ゆめ花博を含む数値。


