
第１1回 地域まめったいサミット in豊
ほう

殿
でん

 

 開催要項 

～地域の宝ものを知って、創って、伝えて～ 

１ 目  的 

「地域まめったいサミット」では、これまで、過疎・中山間地における住民同士の支え合

いと、生きがいを持って暮らせる元気な地域づくりを考えるための取り組みなどを紹介して

きました。 

近年、地方では少子高齢化等により中山間地の過疎化・高齢化が進み、限界集落が増えて

いますが、そこでお互いに助け合い、暮らしの知恵を継承し、心豊かに暮らしている方がた

くさんいます。「地域まめったいサミット」は、それら中山間地を事例として、事業化・数

値化されづらい本当の支え合いや暮らしの知恵を学び、まめったい（元気な）地域づくりを

発信してきました。 

本サミットは昨年度に引き続き上田市豊殿地区の暮らしを学びます。豊殿には安心して暮

らせるたくさんの“お宝”があります。それらお宝を「見て」「聞いて」「歩いて」学び、ま

めったい地域づくりや次世代への継承について考えます。 

 

２ 主  催 豊殿地区社会福祉協議会、豊殿地区まめったいサミット実行委員会、 

社会福祉法人長野県社会福祉協議会 

３ 共  催 社会福祉法人上田市社会福祉協議会 

４ 後  援 上田市（予定）、長野県（予定） 

５ 日  時 令和 3年（2021年）10月 16日（土）10:00～16：00 

６ 会  場 上田市豊殿地域自治センター（上田市芳田 1261-2） 

７ 申込方法 下記により 9 月 30日（木）までにお申し込みください。 

       https://forms.gle/HvSbsCWCFPXW1v3J7 

       ※入力フォームでの申し込みが難しい方は下記まで電話またはメールください。 

 

８ 参 加 料 1000円（お昼代等） ※オンライン参加は無料です。 

９ 定  員 会場参加 70名    オンライン 無制限 

10 お問合せ・申し込み先 

  社会福祉法人長野県社会福祉協議会 まちづくりボランティアセンター 

  電話：026-226-1882  ＦＡＸ：026-227-0137 メール：vcenter@nsyakyo.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

いろいろ大変なことはあるけれど、住めば都。 

先人の残した文化・知恵、そして自然の力に感謝。 

支え合って暮らすこと、共に生きることの原点を、もう一度思い直そう。 

ムラは生きている。生き続ける。 

（まめったいサミットの思い） 

 
申し込み用 QR 

https://forms.gle/HvSbsCWCFPXW1v3J7


１１ プログラム（予定） 

時間 内容 

10：00  ■オープニング 

 

10：30 ■フィールドワーク           ※昼食をはさみます 

「豊殿のお宝を発見しよう」 

豊殿地区には hinata boccoや稲倉の棚田、ローマンうえだ等の魅力ある地域資源が

たくさんあります。また、農業で培われた助け合いの精神や暮らしの知恵もたくさんあ

ります。そんな豊殿をみんなで見て、聞いて、歩いてお宝を発見し、後半のグループワ

ークにつなげます。 

 

〇案内人 豊殿地区まめったいサミット実行委員会 

 

14：00 ■講義（動画） 

「今日における継承の意味」 

私たちは先人たちが切り開き、守ってきたもののなかで暮らしています。持続可能な

社会が叫ばれるなか、私たちは次世代に何を伝え、何を残すのか。地域に残る自然や文

化の意味を探り、次世代への継承について考えます。 

〇講師  内山 節
たかし

さん 

東京都世田谷区出身。2004年から 2009 年まで立教大学の特別任用教員（大学院異文化コミュニケーション研究科

特任教授）としても活動、その後、東京大学大学院人文社会系研究所兼任講師、立教大学大学院 21世紀社会デザイ

ン研究科教授などを歴任。1970 年代、渓流釣りなどの縁から群馬県上野村に住むようになり、現在でも、東京と上

野村との往復生活を続けている。上野村では畑を耕し、森を歩きながら暮らしている。2001 年、特定非営利活動法

人森づくりフォーラム理事、現在、代表理事。 

 

14：30 ■グループワーク まとめ 

「みんなで考える次世代への継承」 

 フィールドワークで見つけた宝ものや講義で深めた暮らしをどうやって次世代へつな

げていくかをグループワークで考えます。また、みんなで共有し、まめったい（元気

な）地域づくりを参加者全員で発信します。 

〇コーディネーター  内山 二郎
じ ろ う

さん 

神奈川県生まれ、長野市在住。学生時代にベトナム戦争を体験するため現地に赴く。マグロ船乗り、沖仲仕、鳶

職、映画助監督、ＴＶディレクターなどを経てフリージャーナリストになる。アジア、アフリカ、北欧、東欧、オ

ーストラリアなどを取材。様々な社会問題や地域づくりなどに関する執筆・講演・ワークショップ・大学の非常勤

講師などを勤める。 

 

16：00 ■クロージング 

 

 


