
発表演題一覧
日時 セッション 会場 順番 № 氏名 所属 発表演題

- 第1

1 A-2-1 木村 藍人 長岡工業高等専門学校 全市区町村統計データの共分散解析による地域活性化要因の検討

2 A-2-2 藤木 玲奈 神戸学院大学
金融機関の SNS を活用した産金学連携による地域活性化「SNS 版三方よしプロ
ジェクト」~みなと銀行の Instagram を活用した学生向けキャンペーンによる
地域のショップ等の活性化

3 A-2-3 島宗昂生 ケンブリッジ大学(進学予定) Monopsonyモデルに基づく地域間賃金格差の要因分析

4 A-2-4

1 B-3-1 浅間 秀蔵 山形大学 米沢品質AWARD 選出事例のベンチマーキングによるベストプラクティス選定と評価

2 B-3-2 中嶋　克成 周南公立大学 温泉地を学びの場とする観光プログラム：湯野温泉での温泉知ワークショップ

3 B-3-3 中村　正明 関東学園大学 島嶼地域における産学官連携による地域活性化研究 ‐小豆島マルシェを事例として‐

4 B-3-4 大野 直樹 信州大学 「食」を切り口にした地域のブランド価値向上

1 C-4-1 吉田 隆之 大阪公立大学 芸術祭を契機としてソーシャルキャピタル形成がされるのか-森ラジオ ステーション×森遊会を事例に-

2 C-4-2 池田 寛之 大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 官学連携による地域課題のインフォーマルな解決プロセス解明-創造的な学修都市形成の事例-

3 C-4-3 菅原 浩信 北海学園大学 商学連携におけるサービス・ラーニングの推進

4 C-4-4 但馬 智子 大阪公立大学大学院 市民参画の意識創発と地域コミュニティ形成の連関についての一考察

1 D-5-1 田原 洋樹 明星大学 異質・開放型地域コミュニティの成立―新参者と地域の新たな共同性ー

2 D-5-2 小巻 泰之 大阪経済大学 市町村における定住・移住政策の定量的な検証

3 D-5-3 藤尾 宗太郎 信州大学 社会人のマインドチェンジを実現する要因の考察-信州大学リカレントプログラムの事例から-

4 D-5-4 小野 浩幸 山形大学大学院 PBL学習による地域金融機関職員の意識変容に関する研究

1 E-6-1 太田稔 札幌大谷大学 地域を主体とする起業家行動としてのワンダリング理論の提案

2 E-6-2 石原 肇 近畿大学 大阪府門真市における公民連携による「ものづくり産業」の持続的な発展に向けた取組み

3 E-6-3 今瀬 政司 愛知東邦大学 沖縄の域内経済循環促進に向けた公契約改革の現状

4 E-6-4 須賀 由紀子 実践女子大学 大学生を起点とするまちあるきによる循環型社会関係資本形成モデルの開発

1 F-7-1 森本 莉永 兵庫県豊岡市地域おこし協力隊 環境創造型農業に取り組む農業者の実践に関する一考察

2 F-7-2 東海林　啓 山形大学大学院博士前期過程 若者の地域定着を促進する高校探究学習と連動した起業講座の実践

3 F-7-3 加藤 文俊 慶應義塾大学 「おかんアート」による場づくりの可能性

4 F-7-3 改発 智也 早稲田大学大学院 地域活性化に新たな視点をもたらす短期的な国際交流活動の意義

1 G-8-1 新井 稲二 産業能率大学 開放特許を活用した中小企業支援への一考察―地域金融機関へのインタビュー調査より―

2 G-8-2 藤木秀明 東洋大学
内閣府顕彰事例にみる表彰対象の金融機関と指定金融機関の指定有無の関係性についての分析
-地域活性化で協働相手は、地方行財政制度上のメインバンク(指定金融機関)とは限らない-

3 G-8-2 山中 鹿次 NPO法人近畿地域活性ネットワーク 中古住宅活用（ベーシックスペース）と限定ベーシックインカム支給を活用した地域活性の提言

4 G-8-3 真殿 修治 京都芸術大学大学院 藩札制度とMMT理論を参考にした地域通貨制度について

発表セッション 第1

部会セッション 第2

発表セッション 第3

1 H-4-1 草間 岳 信州大学
岐阜県養老町におけるデジタル田園都市国家構想の実現に向けたローカルMaaSの可能性調査とユーザー視点
の地域交通サービスの検討　その1
～「生活」視点の調査による潜在的移動ニーズの把握と分析

2 H-4-2 菊矢　匠悟 信州大学
岐阜県養老町におけるデジタル田園都市国家構想の実現に向けたローカルMaaSの可能性調査とユーザー視点
の地域交通サービスの検討
その2～「観光」視点の調査による潜在的移動ニーズの把握と分析

3 H-4-3 島内 悠衣 四国大学 地域とつながる学生ネット放送局SBCが持つ可能性

4 H-4-4 青島 萌華 奈良県立大学 「情報が食べられるレストラン」～食と農の本来の魅力の伝達と実践～

1 I-5-1 武田　尚子 早稲田大学 秩父地域における歴史的資源の保全と活用-観光地域づくり法人による古民家活用事例-

2 I-5-2 土屋 薫 江戸川大学 オンラインまちあるきによる関係人口創出の試み

3 I-5-3 バロリ　ブレンディ 長崎県立大学
世界遺産春日集落の持続可能な維持と発展に係る課題検証
-長崎県立大学公共政策実習による課題解決プロジェクトを中心に-

4 I-5-4

1 J-6-1 藤田 美幸 新潟国際情報大学 まちあるきが健康消費行動に与える影響: Well beingの視点からの一考察

2 J-6-2 高久 聡司 目白大学
観光者の訪問地での交流意識・行動に関する基礎研究
―北海道を起点とするWeb調査の分析を中心にー

3 J-6-3 柴田 仁夫 岐阜大学 埼玉北部エリアに集積する老舗酒造の同調行動が地域に与える影響に関する一考察

4 J-6-4 海野　麻恵 信州大学 サイクルツーリズムを活用した地域での消費購買行動促進システムの構築と実践

1 K-7-1 原　直行 香川大学 地域DXを実現する条件―中小企業のDX導入に関わるケーススタディ―

2 K-7-2 福安 真奈 椙山女学園大学 公式LINEを活用した地域子育て支援アプリの開発とその運用

3 K-7-3 堀 涼 名古屋大学 岐阜県高山市における「ICTを活用したまちづくりワークショップ」の開催とその効果

4 K-7-4 本田正美 関東学院大学 ICT地域活性化大賞受賞事例の消長

1 L-8-1 坂本 ひとみ 大阪経済大学 ローカルとつながりグローバルに発信する学生サークルの地域活性化の事例

2 L-8-2 土田　智 清泉女学院短期大学 「理解と共感の場」の再創造によるコミュニティの持続について

3 L-8-3 五味　壮平 岩手大学 「地域の入り口」概念に関する検討

4 L-8-4

1 M-9-1 薗　諸栄 追手門学院大学 地方自治体のサテライトオフィス誘致に関する実証研究

2 M-9-2 北　徹朗 武蔵野美術大学
暑熱環境下での観光地移動中に道路から受ける輻射熱の身体的影響低減策の提案―おおいた姫島ジオパーク
における事例―

3 M-9-3 早岡　英介 羽衣国際大学 インバウンド・ツーリズム映像制作を通じたメディア教育

4 M-9-4 勝亦　達夫 信州大学
次代の地域公共交通を考える住民参加手法の開発と考察　その2
～東御市公共交通活性化協議会ワーキンググループでの検討と子育て・生活・福祉・観光の4つの視点での
交通課題の分析

部会セッション 第1

部会セッション 第2

部会セッション 第3

1 N-4-1 松永 和志 開成高等学校 抗菌薬と地域の医療体制

2 N-4-2 平岩 侑馬 京都産業大学 コロナ禍における大学生の地域活動の実践がキャリアに与えた影響

3 N-4-3 秦尚史 前橋工科大学 前橋市の公園施設維持管理状況からみた地域活性化に資する政策提言

4 N-4-4 篠原 彩乃 慶応義塾大学 「社会的インフラ」としての地域活動拠点に関する研究

1 O-5-1 中山健一郎 札幌大学 関係人口の創出と持続性に関わるフレームワークの考察

2 O-5-2 上田　晴斗 東北工業大学大学院 外出行動が地域に対する意識に与える影響に関する試論－地域内部からの活性化の観点からー

3 O-5-3 野澤　努 五島市 地域プロジェクトマネージャーによる「伴走型」「着火型」支援の成果

4 O-5-4 黒田　哲夫 八尾市/龍谷大学大学院 新旧市民の融和を目的としたワークショップ導入による行動変容と市民性の涵養

1 P-6-1 大西　浩正 特定非営利活動法人牟岐キャリアサポート afterコロナ禍に向けた若者関係人口の新たな展開～徳島県牟岐町の事例から～

2 P-6-2 市田 明子 慶応義塾大学大学院 市町村職員の心理的安全性 ―地域イノベーションを起こすためにー

3 P-6-3 高塚　苑美 京都芸術大学大学院 地域の文化資産を活かした関係人口創出の試みー新潟県南魚沼市の多聞青年団を事例にー

4 P-6-4 小林 重人 札幌市立大学
大学のない地方都市と大学生を繋ぐポストコロナにおける交流の在り方
-パターン・ランゲージを活用した交流デザイン-

1 Q-7-1 難波江　任 特定非営利活動法人ｅワーク愛媛 フードバンク食料の配布方法とその状況について

2 Q-7-2 坂倉孝雄 大手前大学 食品ロス削減に向けた地域の取組への積極参加層を探る試み

3 Q-7-3 藍場将司 名古屋大学大学院 地域資源管理の観点からみたアマミノクロウサギの保全活動

4 Q-7-4 石田眞由美 同志社大学 都市近郊（京都府乙訓地域・向日丘陵）における持続可能な竹林保全及竹林・竹の利活用について

1 R-8-1 高田　麻依子 社会医療法人鳩仁会札幌中央病院 医療過疎地における Aging in Place 実現の課題-北海道・人口 3943 人S町の事例から-

2 R-8-2 井上 絵理 慶應義塾大学大学院 COVID-19における子育て女性の食意識・食行動の変化-都市部と非都市部を対象として-

3 R-8-3 小笠原 由佳 藤村総合研究所/社会変革推進財団 二次医療圏における地域医療・介護連携に果たすプラットフォームの役割

4 R-8-4 鈴木 誠二 東京成徳大学 生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）を媒介とした地方創生の実現プロセスの解明

1 S-9-1 鵜飼　宏成 名古屋市立大学大学院 実務家教員ロールモデルのコンピテンシー～地域活性のチェンジ・エージェントの視点で考える～

2 S-9-2 舛井　雄一 國學院大學北海道短期大学部
M-GTAを用いた大学生の地域活性化活動が地域に与える影響についての質的分析
―江部乙地域における取組事例から―

3 S-9-3 古川尚幸 香川大学 地域と大学が連携した地域づくり～香川大学たどつまちLaboを事例として～

4 S-9-4 大池　淳一 金沢学院短期大学 地域産業の持続的発展を担う生徒の育成に関する研究―倉敷鷲羽高校おける実践より―

支部セッション 第2

部会セッション 第2

部会セッション 第3

1 T-4-1 工藤七海 宮崎大学 地方の学生からみた空気感に関する考察 -宮崎県を事例として-

2 T-4-2 唐澤克樹 淑徳大学  中小企業のイメージにみる地域活性化への展望 -学生へのアンケート調査から-

3 T-4-3 筒井　久美子 早稲田大学 大学ボランティアプロジェクトから考察する関係人口の「遠さ」が持つ可能性

4 T-4-4 坂倉杏介 東京都市大学 スモールワールドネットワークに着目した集合住宅と地域のコミュニティ形成モデルの提案

1 U-5-1 永野　聡 立命館大学 シェアリングエコノミーを活用した地域活性化に関する実証的研究〜福井県永平寺町を対象として〜

2 U-5-2 鈴木　健大 都留文科大学 「山ガール」ツアーの試行を通じた、地方におけるマイクロツーリズムの可能性

3 U-5-3 寺田　美里 岩手大学 なぜ彼らは特定の地域に関わり続けるのか

4 U-5-4

1 V-6-1 杉山　智行 宮崎大学 ウォーカブルなまちづくりの有効性に関する考察-宮崎市中心市街地・宮崎駅周辺エリアの例

2 V-6-2 中田 秀樹 京都大学大学院 近畿地方における脱炭素先行地域の立案状況

3 V-6-3 内田 考生 信州大学 関係人口を創出するシェアハウスとその機能2 〜関係人口が地域と関係性を深めるシカケ〜

4 V-6-4

1 W-7-1 山本　尚史 拓殖大学 地域経済振興政策（テクノポリス・クラスター・地方創生）の評価

2 W-7-2 木下　征彦 日本大学 地域社会における〈歴史遺産〉の資源化に関する事例研究‐富岡製糸場を事例として‐

3 W-7-3 豊田　知世 島根県立大学 大学と連携した再犯防止推進計画策定の取組み：あさひ社会復帰促進支援センターの事例

4 W-7-4

1 X-8-1 武田　丈太郎 北海道教育大学岩見沢校 地域資源と体験活動を活用した教育プログラムの課題と可能性

2 X-8-2 池本　有里 四国大学 PBL教育による地域課題解決のための取り組み

3 X-8-3 延原　宏 大手前大学大学院 商業高校の PBL における地域活性化実践の現状と課題 -地方と都市部の比較から-

4 X-8-4 冨山　禎信 九州女子大学 学生主体の地域貢献活動における教育効果と参加者の評価に関する研究

1 Y-9-1 永井　楓 慶應義塾大学大学院 カードゲームを使用した飯能市小中学校の教育における地域資源の再発見促進に関する検証

2 Y-9-2 品川　隆博 島根県立大学 女性が活躍する過疎農村地域の特徴とその効果:島根県過疎地域の事例

3 Y-9-3 平井純子 駿河台大学 学校におけるSDGs・ESDの推進－魅力ある総合的学習づくりの実践事例－

4 Y-9-4 福山祐介 三重大学大学院博士後期課程/藤田医科大学 学会運営における学術書籍出版支援の有用性とその課題

※概要はセッションの要旨をご確認ください

T
〔一般研究発表〕

第4
〇小野 浩幸
(山形大学)

〇林 靖人
(信州大学）

9月3日（日）
14:00-16:10

各支部によるセッション

離島振興部会

U
〔一般研究発表〕

第5
〇藤尾 宗太郎
(信州大学)

〇山中 憲行
(前橋工科大学)

X
〔一般研究発表〕

第8
〇小野寺 純治

(株式会社イノベー
ションラボ岩手)

〇村瀬 博昭
(奈良県立大学)

Y
〔一般研究発表〕

第9
〇保井 俊之
(叡啓大学)

〇山口 省蔵
(株式会社社金融

経営研究所)

V
〔一般研究発表〕

第6
〇岡村 暢一郎
(京都芸術大学)

〇藤木 秀明
(東洋大学)

W
〔一般研究発表〕

第7

第6
〇北 徹朗

(武蔵野美術大学)
〇柴田 仁夫
(岐阜大学)

Q
〔一般研究発表〕

第7
〇今瀬 肇

(鈴縫工業株式会
社)

〇勝亦 達夫
(信州大学）

〇西川 洋行
(元県立広島大

学)

P
〔一般研究発表〕

〇藤田 美幸
(新潟国際情報大

学)

牧 慎太郎
（兵庫県立大

学）

SDGsを活かす持続可能な地域づくり
研究部会

※概要はセッションの要旨をご確認ください

9月3日（日）
10:40-12:50

金融部会

O
〔一般研究発表〕

第5
原　直行

（香川大学）
〇藤尾 宗太郎
(信州大学)

※概要はセッションの要旨をご確認ください

地域おこし研究部会 ※概要はセッションの要旨をご確認ください

地域活性化メソドロジー研究部会 ※概要はセッションの要旨をご確認ください

N
〔学生発表〕

第4

〇島宗 昂生
(ケンブリッジ大学

進学予定)

〇東海林 啓
（山形大学大学院
博士前期過程）

〇山中 憲行
(前橋工科大学)

R
〔一般研究発表〕

第8
〇今村 智子
（金沢大学）

〇木村 乃
(関東学院大学)

S
〔一般研究発表〕

第9
〇大和田 順子
（同志社大学）

I
〔一般研究発表〕

第5
〇鵜飼 宏成

(名古屋市立大学)
〇林 靖人

(信州大学）

M
〔一般研究発表〕

第9
〇岡村 暢一郎
(京都芸術大学)

永井　楓
（慶應義塾大学

大学院）

※概要はセッションの要旨をご確認ください

官民パートナーシップ研究部会 ※概要はセッションの要旨をご確認ください

大和田先生 ※概要はセッションの要旨をご確認ください

H
〔学生発表〕

第4
〇保井 俊之
(叡啓大学)

〇山口 省蔵
(株式会社社金融

経営研究所)

D
〔一般研究発表〕

第5
〇浅井 泰詞
(高千穂大学)

〇森本 祥一
(専修大学)

G
〔一般研究発表〕

第8

〇関 幸子
 (株式会社ローカ
ルファースト研究

所)

〇林 美香子
 (慶応義塾大学)

9月3日（日）
8:30-10:40

斉藤委員長JK論文

J
〔一般研究発表〕

第6

小笠原 由佳
（藤村総合研究所/
社会変革推進財

団）

〇村瀬 博昭
(奈良県立大学)

K
〔一般研究発表〕

第7
〇木村 乃

(関東学院大学)

〇西川 洋行
(元県立広島大

学)

L
〔一般研究発表〕

第8
〇池田 幸應

(金沢星稜大学）
〇藤尾 宗太郎
(信州大学)

座長(五十音順)※変更の可能性あり

9月2日（土）
10：00～
12:10

A
〔学生発表〕

第2
〇鵜飼 宏成

(名古屋市立大学)
〇山中 憲行

(前橋工科大学)

B
〔一般研究発表〕

第3
〇池田 幸應

(金沢星稜大学）

E
〔一般研究発表〕

第6
〇勝亦 達夫
(信州大学）

〇保井 俊之
(叡啓大学)

F
〔一般研究発表〕

第7
〇岡村 暢一郎
(京都芸術大学)

〇村瀬 博昭
(奈良県立大学)

〇林 靖人
(信州大学）

C
〔一般研究発表〕

第4
〇木村 乃

(関東学院大学)
〇綱 辰幸

(長崎県立大学)


