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• 里地里山法の成果：木津鹿背山の里山再生
• プレイパークから始まる宝ヶ池自然再生ネットワーク
• 和の花プロジェクト：希少種系統保存の民間参画
• 都市のグリーンインフラ：雨庭の地域づくり
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木津川アート

平城遷都1300年祭、第26回国民文化祭・京
都2011木津川市事業の１つとしてスタート

木津川市内の使われなくなった建物、何か懐
かしい風景、アートを感じさせる空間などを利
用し、作品やパフォーマンスを行う

鹿背山倶楽部

学研都市にとって貴重な財産空間となる木
津北地区の自然環境や歴史的文化的資源
等に着目し、学研都市住民の里庭として愛さ
れる環境づくりに向けた里山活動を行う組織

鹿背山元気プロジェクト

鹿背山の里山（関西文化学術研究都市・木
津地区）の自然環境再生とそれを支える社
会的な仕組みの確立を目指す組織

健康な森・シイタケの森づくり、柿畑再生、竹
林の手入れ、ブルーベリー畑、里山キャンプ

地元のこどもエコクラブとの共催による自然
観察会やウォークラリー、2010年秋には里山
のアートイベントを実施

出典：木津川アート2010HPより抜粋

出典：鹿背山倶楽部HPより抜粋
都市機構提供写真

出典：都市機構より資料提供

木津北地区における地元や市民団体等の活動
検討会資料より

関西学研都市・木津地区
撤退の都市計画

劣化する里山の再生を協働で



152ha

みんなの里山に！

NPOs,環境教育, CSR, 専門家, 自治体

オオタカ

・木津川市が新規に「室」を作っ
てマネジメントの事務局担当
・市は基盤的事業展開

カスミサンショウウオ

里地里山法の成果！

木津川市 地域連携保全計画作成
市の担当室新設＋応援団形成



宝ヶ池公園
子供の楽園

プレイパーク

プレイパーク＝冒険遊び場、自分の責任で自由にあそぶ

市街地に隣接した里山ー宝ヶ池
プレイパークを核とした啓発と協働による管理・再生に向けた取り組み

京都議定書の地京都三山

ミヤコツツジ



宝が池シンポジウム２０１５資料より



京都市

宝が池公園
子どもの楽園

宝が池連続学習会

宝が池シンポジウム
非常勤職員

プレイパーク

ボランティア・スタッフ
• NPO
• 一般社会人

自然あそび教室

けむんぱくらぶ

非常勤職員

プレイリーダー
• 学生

児童＋保護者

就学前幼児＋保護者

京都市都市緑化協会

宝が池公園・子どもの楽園
利用者
宝が池公園・子どもの楽園
利用者
宝が池公園・子どもの楽園
利用者、地域住民、etc
宝が池公園・子どもの楽園
利用者、地域住民、etc

京都宝の森をつくる会

「新景観創造事業」が自然再生の新展開の契機となるか？！

自主事業
研究者
• 京都府立大学

 森林生態
 ナラ枯れ
 森林計画

• 京都大学
 シカ管理

• 京都工芸繊維大学
 昆虫生態
 環境教育

etc

宝が池
座談会

ボランティア、インターン
シップ、ゼミ

研究者
• 京都府立大学

 森林生態
 ナラ枯れ
 森林計画
 山繭

• 京都大学
 シカ管理

• 京都工芸繊維大学
 昆虫生態
 環境教育

• 京都学園大学

• 立命
• 龍谷
• 大谷
Etc

宝が池
座談会

ボランティア、イン
ターンシップ、ゼミ

国立京都国際会館

生態学会：
自然再生講

習会

• 京都市埋蔵文化研究所

・徳島大学
自然再生研究

火つけ

まとめ

首長
３人のキーパーソン 鎌田氏作成資料を改変



「和の花」プロジェクト：文化を手がかりに民間参画

■葵プロジェクト（世界遺産・上賀茂神社など）

近隣の６小学校に株分けした
鉢を育ててもらい、境内に戻す。

静岡・駿府城に開校した葵小
学校との交流も。

企業も畑での栽培に参加。

神社境内の葵畑

2006年～

京の生きもの・文化協働再生プロジェクト

葵プロジェクト

・ＫＥＳ環境マネ
ジメントシステム
など１６事業所
・京都水族館
ほか、



生活、祭事などで親しまれてきた自生植物の例２

原種フジバカマ

原種（日本自生）
園芸品種

大陸由来またはそれらと
近縁種との交雑種か。
葉が小さく、花色、茎の色
が濃いものが多い
（白花もある）。

フジバカマ（原種） キク科
Eupatorium japonicum
環境省ＲＤ ：準絶滅危惧種（ＮＴ）
京都府ＲＤ： 絶滅寸前種

「秋の七草（種）」のひとつ。（山上憶良 「萩の花 尾花 葛花 なでしこの花
をみなへし また 藤袴 朝貌の花」 万葉集巻八）

古代から香料や薬（利尿作用、入浴剤）として利用。かつては水田のあぜ、川
の土手などによく見られた。１９９８年西京区大原野で自生地が見つかり、藤井
肇氏により大原野神社境内などで保全されてきた。

KBS京都：紫式部千年紀



KES（環境マネジメントシステム）

生物多様性プログラム

今後の展開
枠組み開発への取り組み

土地利用の生物多様性主流化へ



●洪水調節
雨水浸透貯留は洪水流出係数
を低減し、流出ピークを遅らせる

●地下水・湧水涵養
生物多様性ホットスポットの
湧水を涵養

●水質浄化
土壌層と植物は流出および浸透
水の水質浄化に貢献

●身近な自然体験の場
多様な草遊び、虫取りで自然欠
損障害の緩和に貢献

●都市気候の緩和
緑地は蒸発散によってヒートアイラ
ンド現象を緩和

●生物多様性保全への貢献
(  + メンテナンスの軽減)

都市では湿地が最も生物多様性の
危機、原野植物は雨庭に最適

●景観の向上
自然の息吹が感じられる生き生き
した景観

●コミュニティの交流
雨庭をテーマに地域交流

雨庭の８つの利点



緑水歩廊京都駅ビル
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4Ｆ

3Ｆ

京都の原風景を表現した植栽
京都の原風景である、「里山」 → 「棚田・湿地」 → 「池沼」といった自然環境を、上層階から下層階に
かけて再現しています。池沼ゾーンではかつて京都の巨椋池に生育していた種を中心に構成しています。

棚田･湿地ゾーン

池沼ゾーン

里山

神奈川県立茅ヶ崎里山公園

池沼

かつての京都 巨椋池

奥出雲町大馬木にある棚田

棚田・湿地

里山ゾーン

ビル型雨庭：水道と商用電源を使わない地域の自然

無機的空間から京都の生態系の入口へ

ヒメホタルイ

サンカクイ

デンジソウ

クワイ

ミズアオイ棚田･湿地ゾーン

オグラハス ガガブタガガブタ

オグラハス

ヒツジグサ
ヒシ

アサザ

ヤツガシラ

ヒメガマ

ミソハギ

オオトクサ

イグサ

池沼ゾーン

ヤマモミジ ツワブキ里山ゾーン

京都駅ビル提供



地球環境・京都・季節
京都学園大学

太秦キャンパス
地球軸・雨庭枯山水



氾濫原再生と
雨庭で街がよみがえる！！！

みんなで取り組む《グリーンインフラ》

京都駅ビル未来委員会資料より


