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阪急電鉄 概要
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阪急沿線と関東私鉄沿線域の比較
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阪急電鉄組織図
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自己紹介～私のまちづくり

6

都市交通事業
鉄道・バス・タクシー・自転車
（鉄道安全統括管理者＋グループ）

えきまち事業
（エキナカ、小売）

交通まちづくり
アセット管理
不動産開発

CITEさろん・都計審・まちづくり協議会・まち歩きなど
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まちづくりに関わる主な経験
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会社業務担当として

〇 連続立体交差事業と周辺まちづくり（1990年～）
淡路連立と土地区画整理事業との合併施行 など

〇 新駅と周辺まちづくり（2002年～）
洛西口新駅（連立）、摂津市新駅、西山天王山新駅 など

〇 新線構想とまちづくり（2004年～）
新大阪駅周辺都市再生検討 など

社外活動として

〇 CITEさろん（1999年～2020年）～会長、副会長など
大阪市と民間企業約50社が都市開発・まちづくりを提言

〇 行政委員
宝塚市都市計画審議会、豊中ブランド戦略審議会

〇 プライベート～まちづくり協議会副会長、交通部会長など
研究会、協議会を市民の一人として設立（17年間活動）



プライベートのまちづくり
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まちづくり協議会そね21の会（豊中市）の活動
（1996年～2013年）

〇主な活動
商店街の活性化、高齢者子育て支援、歩きやすい道路づくり など

市民主体でまちづくり構想を策定、市に提言。市はまちづくり基本方針を市民に提示



社外でのまちづくり
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「CITEさろん」とは
大阪市と企業（現在52社）がともに大阪のまちづくりを考える組織
（1992年設立・本年30周年）

CITEさろんの活動（1999年～2020年）



CITEさろん～大阪市と企業の協働



12

CITEさろん～大阪市と企業の協働

ソトから見た大阪研究会
（女性会員だけの会）

まちづくりシンポジウム３つのワークショップ

CITEトークセッション
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プライベートのまちづくり

地図を見ずに歩く

直観・方向感

写真をSNSにアップ

日記的記録・友人と共有

狭い路地は覗く

好奇心・新たな発見

カフェに入る

定点観測・文化

趣味の一つは「まち歩き」
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本日の内容

１．コロナ禍による鉄道需要の変化

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル

４．まとめ～モビリティから見たまちづくり
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１．コロナ禍による鉄道需要の変化
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月別輸送人員（2020年1月～2022年3月）

緊急事態宣言期間中の定期外利用が減少したが、定期利用は堅調



１．コロナ禍による鉄道需要の変化

18出典：厚生労働省「働き方改革実践の手引き～企業と社員のための働き方改革へ～



コロナ禍をきっかけに、行動・生活拠点の変化や、QOL※向上の意識拡大がみられるなど、
様々な社会変化が加速しており、これらは、今後も一層進むと認識

コロナ禍をきっかけとした社会変化

居住地の
選択肢の
拡がり

ビジネスや
学習拠点の
多様化

行動・生活拠点の変化

企業の変化

柔軟な働き方（出張や
単身赴任の減、副業の
増等）の基盤整備

BCPのさらなる推進

QOL向上の意識拡大

安全志向、衛生・健康意識の高まり

労働時間の変化等による
自由時間の活用方法への意識の高まり

コミュニケーション手法の多様化
（リアル・オンラインの併用）

今後も一層進む社会変化

オンラインを活用した消費の拡大

働き方の多様化
（テレワークや副業等を含む）

SDGs・2050年カーボンニュートラルを
意識した行動

DXの加速

プライベート空間の確保・充実

※Quality of Life

これまでの
移動需要の
減少

健康寿命を延ばすための取組

リアル体験の価値のさらなる高まり
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１．コロナ禍による鉄道需要の変化
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万人

１．コロナ禍による鉄道需要の変化

訪日外国人観光客の激減（2020年以降ほぼ０に）

全国の4割
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１．コロナ禍による鉄道需要の変化

普通券

通勤定期

ICカード（除定期）

回数券

通学定期

普通券

通勤定期

ICカード（除定期）

回数券

通学定期

定期券利用者の回数券・ICカードへの転移

券種の変化

「定期券離れ」により、定期外（普通券、ICカード、回数券）への転移が進み、
外出頻度が低下する可能性が高い。
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本日の内容

１．コロナ禍による鉄道需要の変化

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略

４．まとめ～モビリティから見たまちづくり

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル



２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
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池田駅付近の線路敷設工事（1909年）

箕面有馬電気軌道開業時



２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
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池田室町住宅地

室町住宅地案内
（「郊外」型ライフスタイルの提案）

一般社団法人室町会

鉄道を中心とした集落形成
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箕面

宝塚 石橋阪大前池田 豊中 大阪梅田

宝塚新温泉
宝塚歌劇

住宅 豊中球場
住宅

箕面動物園

百貨店

住宅地の形成（分譲住宅）

都心から郊外への転居

通勤・買物需要

レジャー需要

レジャー需要

卍
卍

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
一三が目指したまちづくり
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ターミナルデパート

宝塚少女歌劇

建売分譲住宅

一三が目指したまちづくり

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
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需要創造型経営
オンリーワン戦略

需要追従型経営
ナンバーワン戦略
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「乗る人がいなくて赤字になるなら、乗る客を作り出せばよい。それ

には沿線に人の集まる場所を作ればいいのだ。」

～発想の原点～

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
一三が目指したまちづくり



岡町

1910年ごろ（開業時）の豊中駅周辺地図

蛍池

一三が目指したまちづくり
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２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル



蛍池

豊中

岡町

1927年ごろ（昭和2年）の豊中駅周辺地図
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一三が目指したまちづくり

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
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洛西ニュータウン（※2）千里ニュータウン（※1）

中山台ニュータウン（※3） 清和台（※3）

下記HPより写真を引用
※1 千里ニュータウン情報館 ※2 京都市 ※3 ココシルひょうご北摂ライフ

戦後高度成長期の沿線拡大

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
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人口の推移

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
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一三モデル4.0一三モデル3.0一三モデル2.0一三モデル1.0

1991年1955年 2020年

1963年水準

人口減少に
伴う下落

ピーク

都市人口増・人口ボーナス期 人口オーナス期

鉄道輸送人員の推移（阪急電鉄の場合）

10％程度

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
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1910～1954年
一三モデル1.0～需要創造型経営・都市間輸送
箕面有馬電気軌道～阪神急行電鉄・京阪神急行電鉄
都市圏人口増加

1991年～2020年
一三モデル3.0～需要対応型経営・コスト削減・沿線再開発
バブル経済崩壊・阪神淡路大震災後のデフレ経済
都市圏人口安定・人口オーナス時代

1955年～1990年
一三モデル2.0～需要追従型経営・輸送力増強・沿線拡大・郊外開発
京阪神急行電鉄～阪急電鉄
都市圏人口急増・人口ボーナス時代

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル



２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
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阪急西宮ガーデンズ

西山天王山駅 神戸三宮阪急ビル、EKIZO神戸三宮

2000年以降の開発事例



２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
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一三モデル4.0一三モデル3.0一三モデル2.0一三モデル1.0

一三モデルの転換期

フォアキャスティング バックキャスティング

都市人口増・人口ボーナス期 人口オーナス期

総括原価レートベース方式
（設備投資インセンティブ）

ヤードスティック方式
（コストダウンインセンティブ）
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２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル
一三モデルの転換期

現状

あるべき姿？

1.0～3.0は線形時代
需要創造（1.0）⇒需要追従（2.0）⇒需要対応（3.0）

4.0は非線形時代、不透明
あるべき姿からのバックキャスティング
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本日の内容

１．コロナ禍による鉄道需要の変化

４．まとめ～モビリティから見たまちづくり

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル



３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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鉄道を中心とした
モビリティシステム

まちづくり・沿線づくり

ウィズ・ポストコロナ
鉄道需要構造に大きな変化をもたらす

サステナブルな都市構造を維持

鉄道を中心としたモビリティシステム、まちづくり・沿線づくりが今
まで以上に必要
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戦略① 広域交通との結節

戦略③ フィーダー輸送・他モードとのシームレスな結節

戦略② 駅を中心としたコンパクトなまちづくり

戦略④ 沿線市民・関係者との連携と利用者満足度向上

戦略⑤ 環境負荷軽減・SDGｓ・メタバース

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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戦略① 広域交通との結節

・ スーパーメガリージョン（国土軸）との結節
・ 空港を通じて成長する海外市場との結節

関西が担う二つのゲートウェイ

・日本とアジア

・西日本とスーパーメガリージョン

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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戦略① 広域交通との結節

43

神戸三宮

関西国際空港

神戸空港

大阪国際空港

大阪梅田

難波

新大阪

十三

関西圏

阪急神戸線
阪急宝塚線
阪急京都線
阪神線
神戸高速線

夢洲
(大阪万博・IR)

兵庫

大阪

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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戦略① 広域交通との結節

～なにわ筋連絡線・新大阪連絡線～

な
に
わ
筋
線

な
に
わ
筋
連
絡
線

新大阪連絡線

十三

新大阪

JR大阪

中之島

西本町

JR難波 南海新難波

新今宮

大阪空港線

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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大阪国際空港

大阪梅田

新大阪

十三

曽根

阪急
宝塚線

戦略① 広域交通との結節

～大阪空港線～

＜路線概要＞

区 間：曽根～大阪空港

路線延長：約４km

※ ルートや駅位置等については未定

＜大阪国際空港の概要＞

• 開港 1939年

• 面積 311ha

• 滑走路 2本

• 運用時間 7～21時

• 旅客数 約16.3百万人（2018年度）

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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戦略① 広域交通との結節

大阪梅田

京都河原町

(仮称)中之島

(仮称)西本町

(仮称)南海新難波

(仮称)北梅田

(うめきた)

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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戦略② 駅を中心としたコンパクトなまちづくり

※国土交通省HPより引用

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略



48

戦略② 駅を中心としたコンパクトなまちづくり

洛西口駅：新駅・高架化・区画整理事業 摂津市駅：カーボンニュートラル

西山天王山駅：高速バスとの結節 武庫川新駅：河川上・両岸を結節

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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戦略③ フィーダー輸送・他モードとのシームレスな結節

※国土交通省HPより引用

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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戦略③ フィーダー輸送・他モードとのシームレスな結節

鉄道との結節・連携

乗合バス
⇒コミュニティバス

タクシー
⇒乗合デマンドタクシー

駐輪場・レンタサイクル
⇒コミュニティサイクル

駐車場
⇒カーシェアリング

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略

戦略③ フィーダー輸送・他モードとのシームレスな結節
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戦略④ 沿線市民・関係者との連携と利用者満足度向上

• 地域との連携事例 洛西口駅高架下利用

2015年 洛西口駅～桂駅間高架化（総延長約1km）
京都市と阪急電鉄での包括連携協定締結
高架下空間活用の新たなモデルケース（都市交通事業本部で開発）

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略



2015

京都市と包括連携協定

2017

整備計画概要を発表

2018

1期開業

2020

2期開業

2021

3期開業

53

食物販・飲食の店舗等

生活サービスの店舗等

スポーツ・文化系施設
シェアオフィス
トートひろば等

京都市公共施設

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略



約1.2km

駅から近い

駅から遠い

エリアの中心 京都市公共施設
まちづくりに資する施設

サイクルショップ、体操教室
ランニングジム、卓球施設
音楽・カルチャー教室、プログラミング教室
遊びを通じて学べる施設。新たなコミュニティの創出も期待。

チャレンジショップ、シェアオフィス、コワーキング
エリアへのクリエイティブな影響を期待。

オープンスペース、コミュニテイ花壇
イベント開催やチャレンジの場として賑わい・コミュニテイを創出。

食物販店、飲食店、サービス店舗
地元京都の事業者を誘致し、地域の魅力を再発見できるように。

エントランス空間
近隣住民の憩いの場に。

創業支援
文化・コミュニティ

食物販・飲食
生活サービス

54

洛西口
駅

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略

子育て支援・市民交流
スポーツ・文化
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主催イベント「トートの庭」

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略



（多様なゲスト講師）「洛西高架下大学」

・地域の交流促進を目的とした、誰もが自由に参加できるセミナー・交流型イベント。
・2019年から年5回程度開催。
・現在はオンラインにて20～30人でまちづくりに関するテーマをもとに学び、交流している。

56

３．With/Postコロナの鉄道戦略
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３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略

日本都市計画学会関西支部「関西まちづくり賞」
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戦略④ 沿線市民・関係者との連携と利用者満足度向上

豊中市長内市長（右）と阪急阪神HD杉山社長 箕面市上島市長（左）と阪急阪神HD杉山社長

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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第1回
2010

第2回
2011

第3回
2012

第4回
2013

第5回
2014

第6回
2015

第7回
2016

第8回
2017

第9回
2018

第10回
2019

第11回
2020

第12回
2021

第13回
2022

団体数 4 10 14 14 15 10 14 16 14 18 10 10 17

助成額
万円

200 500 600 650 680 600 840 880 900 1,179 950 827 1,100

戦略④ 沿線市民・関係者との連携と利用者満足度向上

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略

【実績】

・市民団体への助成：

2021年度は17団体へ

計1,100万円を助成

・助成累計（13年間）

166団体へ計9,906万円

（半額は従業員からの募金）

・基金参加従業員：

68社1,465名（±0社-54名）

・プロジェクトの方針・重点領域に沿う活動を行う、阪急阪神沿線の市民団体
に資金面を中心に支援する。
・グループ従業員から集めた募金を基金に積立て、同額を当社が上乗せして
毎年公募から選んだ市民団体を助成する。
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京とれいん 雅洛

阪急電車ファン向け公式
YouTubeチャンネル

（登録者数2万2千人）

コウペンちゃん号

戦略④ 沿線市民・関係者との連携と利用者満足度向上

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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沿線情報の提供（阪急沿線アプリ）
ラストワンマイルモビリティとの連携

【阪急バスとの連携】 【阪急タクシーとの連携】

沿線情報の提供

交通情報

おでかけ情報

戦略④ 沿線市民・関係者との連携と利用者満足度向上

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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運輸部門におけるCO2排出量 輸送量当たりのCO2の排出量（旅客）

※出典
国土交通省ウェブサイト
「運輸部門における二酸化炭素排出量」
令和３年４月２７日更新

鉄道の優位性

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略

約8分の1

戦略⑤ 環境負荷軽減 SDGｓ、メタバース
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• 2023年度の開業目標で、千里中央駅から箕面萱野駅までの2.5kmを延伸整備

• 大阪北部の住宅エリアに２駅を開業。新駅前に大阪大学箕面キャンパスが移転

• 駅までの徒歩・自転車圏の拡大、バス路線の再編による利便性向上、広域パーク＆ライド の促進による北大阪全

体（新御堂筋）の交通渋滞緩和、関西北部から空港へのアクセス向上等の効果を見込む

北大阪急行線延伸推進会議発行「きたきた通信(令和2年7月)」より

新大阪
梅田

国道423号（新御堂筋）の
混雑が顕著

～北大阪急行の延伸～

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略

戦略⑤ 環境負荷軽減 SDGｓ、メタバース
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カーボン・ニュートラル・ステーション 摂津市駅
全国に先駆けて「カーボン・ニュートラル」の
概念を導入し、2010年3月開業

環境施策に
よる
CO2削減

新駅で想定
される
CO2排出量 ＝

排出枠購入
等による
相殺

•太陽光発電
•雨水利用
•ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ回生電力使用
•LED照明
•緑化推進

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略

戦略⑤ 環境負荷軽減 SDGｓ、メタバース
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戦略⑤ 環境負荷軽減 SDGｓ、メタバース

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略



鉄道をはじめ、安全で災害に強いインフラの構築を目指すとともに、
誰もが安心して利用できる施設・サービスを日々追求していきます。

66

脱炭素社会や循環型社会に資する環境保全活動を推進します。

２．豊かなまちづくり

１．安全・安心の追求

３．未来へつながる暮らしの提案

４．一人ひとりの活躍

すべてのステークホルダーの期待に応え、誠実で公正なガバナンスを徹
底します。

自然や文化と共に、人々がいきいきと
集い・働き・住み続けたくなるまちづくりを進めます。

未来志向のライフスタイルを提案し、
日々の暮らしに快適さと感動を創出します。

多様な個性や能力を最大限に発揮できる企業風土を醸成するととも
に、広く社会の次世代の育成にも取り組みます。

５．環境保全の推進

６．ガバナンスの充実

①基本方針

～暮らしを支える「安心・快適」、暮らしを彩る「夢・感動」を、未来へ～

私たちは、100年以上積み重ねてきた「まちづくり」・「ひとづくり」を未来へつなぎ、
地球環境をはじめとする社会課題の解決に主体的に関わりながら、

すべての人々が豊かさと喜びを実感でき、
次世代が夢を持って成長できる社会の実現に貢献します。

②重要テーマ（マテリアリティ）と取組方針

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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(上)東急グループと
東西で運行する
「SDGsトレイン2020」の出発記念セ
レモニー(車両撮影会)

(左)首相官邸での
ジャパンSDGsアワード
表彰式
（下）デザインを変更した新しい
SDGsトレイン

SDGsトレイン「未来のゆめ・まち号」の運行

戦略⑤ 環境負荷軽減 SDGｓ、メタバース

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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デジタルツイン・メタバースへのチャレンジ

戦略⑤ 環境負荷軽減 SDGｓ、メタバース

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略

バーチャル
空間

リアル空間

デジタルツイン
ミラーワールド
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鉄道

外部効果

利用者増加

不動産分譲
沿線開発循環モデル

小林一三モデル（1.0～3.0）

（興銀調査）「次代を見据えた鉄道グループの「破壊」と「創造」 : 小林一三モデルからの脱却と新しいビジネスモデルの可能性」記載の図を一部加工

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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沿線の未来をステークホルダーと共創
共に創造する世界

「幸せな沿線」

「生活者の真の豊かさ」「幸せな家庭・社会」
一三が目指したもの

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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一三モデル4.0は？

鉄道

外部効果

利用者増加

不動産分譲
沿線開発循環モデル より幸せな沿線モビリティの充実

低廉な運賃、フリークエンシー、わかり
やすさ、多モードシームレス化 など

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略
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本日の内容

１．コロナ禍による鉄道需要の変化

２．鉄道とまちづくり～小林一三モデル

４．まとめ～モビリティから見たまちづくり

３．Wiｔｈ/Postコロナの鉄道戦略



鉄道運賃と地価・人口

73

移動コスト
（運賃＋時間）

A駅

安価な運賃と都心部
へのアクセシビリティ
による地価上昇効果

B駅

移動コスト A＜B
地価 A＞B
人口 A＞B
税収 A＞B

都心部

移動コスト
（運賃＋時間）



北大阪急行延伸の経済効果

74

開業目標 2023年度

事業費 874億円
費用負担 国 382億円

箕面市 282億円
大阪府 100億円
北急 110億円

出典：北大阪急行延伸アウトライン（箕面市・平成26年2月）



人を「運ぶ」から「幸せな沿線」へ

75

なぜ「マルーン」にこだわるのか？
・ マルーンカラーの車体
・ 木目の内装
・ ゴールデンオリーブ色アンゴラ山羊製シート

⇒ブランドコードであり、シビックプライドを醸成
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沿線のブランディングとして ～ライフスタイルのご提案～

“1日を2倍楽しむヒントが見つかる”

人を「運ぶ」から「幸せな沿線」へ



西は福岡

東は越谷まで
（埼玉県）

人を「運ぶ」から幸せな沿線へ
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沿線のブランディングとして ～ライフスタイルのご提案～

Shop List

小倉店

博多店

マリノアシティ福岡店

明石店

川西店

なんばパークス店

茨木店

西宮ガーデンズ店

京都桂川店

伊丹店

NU茶屋町プラス店

箕面店

宝塚店

芦屋モンテメール店

たまプラーザテラス店

大船ルミネウィング店

レイクタウンkaze店

コピス吉祥寺店

関西（11店舗） 関東（4店舗）九州（3店舗）



沿線のブランディングとして ～ライフスタイルのご提案～

～キレイを見つけてHAPPYになる～

～ステキの扉をひらく鍵～

人を「運ぶ」から「幸せな沿線」へ
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• コラボグッズのメッセージ性

「阪急マルーン」のインク＆万年筆
阪急電鉄×ナガサワ文具センター

阪急電鉄×ファミリアコラボグッズ

キャラクターとのコラボレーション

人を「運ぶ」から「幸せな沿線」へ
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• 子どもたちの夢 • おとなたちの夢

人を「運ぶ」から「幸せな沿線」へ
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緩やかなロイヤリティ（阪急沿線の特徴）⇒シビックプライド⇒「沿線愛」

人を「運ぶ」から「幸せな沿線」へ

梅田芸術劇場ミュージカル宝塚歌劇

SDGsへの取組と未来のゆめまちプロジェクト
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鉄道事業は独占力が大 ⇒ 価格規制強化

沿線を独占× ⇒ 沿線間競争、地価・人口の変化

人を「運ぶ」から「幸せな沿線」へ

安心感

快適性

満足感

幸福感

幸せな沿線

輸送事業

コミュニティ創出事業

安心・快適

夢・感動



JCSI顧客満足度調査

83

日本生産性本部プレスリリースより（https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/5d880e62f373bc69ed93cccc4b97036e_1.pdf）

https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/5d880e62f373bc69ed93cccc4b97036e_1.pdf


住宅地・駅ランキング

84SUUMO住みたい街ランキング2022関西版より



鉄道にとってのまちづくり

85

鉄道事業者は沿線から離れられない。
駅員・乗務員一人ひとりも、まちづくりの「担い手」

事例：駅での手作り情報提供、乗務員カード

駅員お勧めの店紹介 運転士・車掌がお子様に手渡すカード
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行政

鉄道

長期的な視点

短期的な視点
地域からの視点

広域からの視点

消費者の視点 供給者の視点

NPO

CBO

大学

市民

産・官・学・民連携モデル

ステークホルダーは、自治体・企業・市民（住民・利用者）・大学・NPO・鉄道事業者
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行政

鉄道

長期的な視点

短期的な視点
地域からの視点

広域からの視点

消費者の視点 供給者の視点

NPO

CBO

大学

市民

産・官・学・民連携モデル

地域のコーディネータ
ファシリテータ

沿線市民が主役、ホストになる。鉄道事業者はサポーター
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「点もの」から「線もの」「面もの」へ

点もの：駅と駅周辺まちづくり

線もの：複数駅を含む沿線まちづくり

面もの：複数駅・まちへの広がりも含む広域まちづくり
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ハード ソフト

点もの 駅開発 鉄道事業者単独

線もの
高架下利用
地下上利用

沿線地域との連携

面もの
エリア全体の
リノベーション

あらゆるステークホル
ダーとの連携

「点もの」から「線もの」「面もの」へ
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新大阪駅周辺
都市再生緊急整備候補地域

「点もの」から「線もの」「面もの」へ
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「点もの」から「線もの」へ

駅周辺のまちづくりと鉄道沿線の文化圏

千里川土手再生

服部緑地PMO

JR宝塚線 阪急宝塚線 北大阪急行線

出典：国土地理院発行2.5万分1地形図
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千里川土手再生

服部緑地PMO

曽根駅

北
大
阪
急
行
緑
地
公
園
駅

イ
オ
ン
モ
｜
ル
伊
丹

文化芸術センター

「線もの」 から「面もの」へ
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駅周辺のまちづくりと鉄道沿線の文化圏

千里川土手再生

服部緑地PMO

JR宝塚線 阪急宝塚線 北大阪急行線

出典：国土地理院発行2.5万分1地形図

「線もの」 から「面もの」へ



94

NATS 府県を超えた連携

４市を結ぶ唯一の鉄道が阪急電鉄 新しい行政間連携のモデル

A市 B市 C市 D市

鉄道事業者

府県境 自治体間連携

自治体・鉄道連携
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鉄道とまちづくりの課題

多様なステークホルダーとの事業化
⇒事業性・収益性の基準変更（長期目線）

無形資産の形成
⇒装置産業からの脱却（ソフトの強化、経営層の意識改革）

人材育成
⇒外部ネットワーク構築と後継者育成（属人化しない）

点から線・面へ
⇒鉄道の強みは広域ネットワーク（他デベロッパーとの差別化）
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ご清聴ありがとうございました！


