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はじめに 1 

我が国は、現在、急速な人口減少・少子高齢化に加え、労働生産力の低下や、地2 
域における人口密度の低下、社会インフラの老朽化等を背景として、公共サービス等3 
の維持が困難になるほか、地域産業の衰退が想定されるなど、様々な深刻な課題に4 
直面している。 5 
 6 
こうした社会背景の中、様々な地域社会の課題に対して、あらゆる分野で 5G や AI7 

などのデジタル技術を活用することにより、産業の高度化や労働生産性の向上を図る8 
ほか、地域社会の生活の質や利便性を高め、新たな付加価値を創出するといった役9 
割を果たすことが期待されている。 10 
 11 
また、デジタル技術は、その性質として、比較的低廉な費用で規模の拡大や展開、12 

付加価値を向上させることが可能なことから、リソースが限られる中、地域社会におい13 
て共通性の高いデジタル基盤やアプリケーションについては、広域化や共同利用を14 
図ることにより、全体最適化に貢献することが一層求められている。 15 
 16 
こうしたデジタル技術を地域社会に実装させていくためには、それぞれの地域社会17 

が目指すビジョンに基づき、自治体や住民、地域産業等が、生活の質の向上や地域18 
経済の発展などのデジタルによる恩恵を実感できるようにすることが不可欠である。 19 

 20 
このため、国においては、基礎自治体や広域自治体が、民産学金などの多様なス21 

テークホルダーと連携しながら、住民・利用者を起点として、地域課題やニーズに応じ22 
て必要なデジタル技術等を活用する取組を促していくことが、これまで以上に重要とな23 
ってくる。 24 
 25 
本懇談会は、こうした観点に基づき、地域社会における情報通信利用環境の現状と26 

課題を分析し、持続可能で活力ある多様な地域社会を実現するために必要なデジタ27 
ル基盤とその利活用の在り方について、報告書をとりまとめるものである。  28 
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第１章 地域社会を取り巻く現状と課題 29 

１．地域社会が抱える課題 30 

我が国地域社会は、「人口減少・少子高齢化」、「経済構造変化」、「インフラ老朽31 
化・自然災害リスクの増大」という我が国全体を取り巻く大きなトレンドに起因し、各地32 
域の特性に応じた様々な課題に直面している。本懇談会では、地域社会が抱える課33 
題の典型例を次のとおり整理・分類した。 34 

① 人口減少・少子高齢化に起因する課題 35 

・生産年齢人口が減少し、現場の働き手や地域企業の後継者が不足（人手不足・36 
働き手の確保） 37 
・様々な産業分野で地域の市場規模が縮小し、ビジネスとして採算の確保が困難に38 
（市場規模の縮小） 39 
・高齢者の増加に伴い、社会保障等に係る地方公共団体の事務負担等が増大（社40 
会保障等の行政コストの増大） 41 

② 経済構造変化に起因する課題 42 

・生産拠点の海外移転等が進み、製造業を中心に地域産業の雇用が減少（地域産43 
業の衰退） 44 
・地域の市場規模の縮小に伴い、海外を含む他地域への販路拡大が重要に（他地45 
域／海外への販路拡大） 46 
・海外からの観光客の増加等により、オーバーツーリズム等の課題が顕在化（インバ47 
ウンド需要への対応） 48 

③ インフラ老朽化・自然災害リスクの増大に起因する課題 49 

・電車やバスなどの公共交通機関を維持できなくなり、生活の足の確保が困難に50 
（公共・準公共サービスの維持） 51 
・高度成長期以降に整備したインフラが急速に老朽化し、更改コストが地方財制の52 
重荷に（公共・準公共サービスの維持／住民の安全確保） 53 
・気候変動等に伴う自然災害の激甚化により、住民の安全確保が課題に（住民の安54 
全確保） 55 

 56 
 57 
 58 
 59 
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図 1-1 ： 地域社会が抱える課題 60 

 61 
【出典】 第１回懇談会 資料１－１ 62 

２．デジタル技術に期待される役割 63 

デジタルは、地域社会の生産性や利便性を飛躍的に高め、産業や生活の質を大き64 
く向上させ、地域の魅力を高める力を持っており、地方が直面する社会課題解決の切65 
り札となるだけではなく、新しい付加価値を生み出す源泉である。ICT の進化やネット66 
ワーク化により、経済や社会の在り方、産業構造が急速かつ急激に変化する新しい時67 
代、いわゆる「Society5.0」の到来に向け、デジタル技術には、地域住民の生活の質を68 
向上させ、活力ある多様な地域社会を実現するための「カギ」としての役割が期待され69 
ている。 70 
デジタル技術に対しては、具体的に次のような役割が期待される。 71 

① 労働生産性の向上 72 

業務処理の迅速性・正確性の向上（プロセス・イノベーション）による省人化・省力化73 
により、労働生産性の向上が期待できる。 74 

【例】 75 
・生産工程の自動化による省人化 76 
・クラウドの活用による地域を超えたサービス提供 77 
・自治体事務の標準化  等 78 

② 産業の高度化・合理化 79 

先端技術の活用等（プロダクト・イノベーション）を通じた既存商品・サービスの高付80 
加価値化により、産業の高度化・合理化が期待できる。 81 

 82 
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【例】 83 
・AI を活用したノウハウの共有・伝承 84 
・EC による販路拡大 85 
・配車アプリやキャッシュレス導入による混雑緩和  等 86 

③ 公共・準公共サービスの効率化 87 

利用者とのインターフェイスの改善や内部手続も含めたデジタル化により、業務の88 
効率化と住民サービスの向上が期待できる。 89 
【例】 90 
・デマンド交通や自動運転の導入によるサービス維持コストの低減 91 
・防災システムの活用による情報一元化  等 92 

④ サイロ化されたデータの連携 93 

大量に生成・流通するデジタルデータはあらゆる価値創出の源泉であり、分野横断94 
的な情報流通プラットフォームの構築等データ流通環境が整備されることにより、デジ95 
タルデータから新たな発見や精度の高い判断が可能となることが期待できる。 96 
【例】 97 

 ・データに基づく現状分析や将来予測 98 
 ・商品・サービス等に対する付加価値の付与  等 99 

⑤ 暮らしやすさの向上 100 

テレワークの実施やオンラインサービスの活用により、時間や場所に捉われない生101 
活が可能となり、暮らしやすさの向上が期待できる。 102 

【例】 103 
・テレワーク、オンライン診療、宅配アプリ  等 104 

  105 
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図 1-2 ： デジタル技術に期待される役割 106 

 107 
【出典】 第１回懇談会 資料１－１ 108 

 109 

３．デジタル技術の活用が地域課題の解決に結びつかない要因 110 

 総務省では、これまでも地域社会ＤＸの取組を推進してきたところであるが、必ずしも111 
その全てが成功に結びついているわけではないという実態がある。本懇談会では、デ112 
ジタル技術の活用が地域課題解決に結びついていない要因を分析し、大きく次の４113 
類型に分類した。 114 

① 利用者端末までを繋ぐ利用環境が整っていない 115 

【例】 116 
・デジタル技術の実装を支えるローカル５Ｇ等の地域のデジタル基盤が未整備 117 
・小規模自治体等が整備した情報通信インフラが耐用年数を超過し老朽化が進行  118 
等 119 

② デジタル化を担う人材がいない／定着しない 120 

【例】 121 
・ＤＸについて十分な知見・経験を有するデジタル人材が不足 122 
・デジタル人材が偏在しており、首都圏に集中  等 123 

③ デジタル化の目的が不明確／関係者で共有できていない 124 

【例】 125 
・技術・ソリューションが先行し、地域課題の洗い出しが不十分 126 
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・関係者間の連携不足により、サービスを維持・継続させることができない  等 127 

④ 収益化できない／自走モデルがない 128 

【例】 129 
・実証が目的化してしまい、終了後にビジネスとして自走させられない 130 
・各主体が保有するデータがサイロ化していて連携できず、サービスが広がらない  131 
等 132 

 133 
図 1-3 ： デジタル技術の活用が地域課題の解決に結びつかない要因 134 

 135 
【出典】 第１回懇談会 資料１－１ 136 

 137 

４．本懇談会における検討事項 138 

上記１．～３．の現状と課題を踏まえ、本懇談会では、次の４つの検討項目ごとに詳139 
細な検討を行った。特に、検討項目①に関しては、懇談会の下に「地域におけるデジ140 
タル技術の利活用を支えるデジタル基盤の利用環境の在り方ワーキンググループ」を141 
設置し、集中的に検討を行った。第２章以降で、各検討項目の検討結果について詳142 
述する。 143 
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① 地域における通信・放送サービスの利用実態を踏まえた情報通信利用環境整備144 
の方向性 145 

② デジタル基盤を活用した地域課題解決や産業振興の在り方 146 

③ 地域のデジタル化を支えるデジタル人材の育成・定着の方法 147 

④ 地域ＤＸの推進に向けた関係者の連携体制構築の在り方 148 

149 
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第２章 地域における通信・放送サービスの利用実態を踏まえ150 
た情報通信利用環境整備の方向性 151 

１．論点 152 

本検討項目では、次の２つの論点に基づき、検討を行った。 153 

（１）地域におけるエンド・ツー・エンド（利用者端末を含む）の情報通信利154 
用環境整備の方向性 155 

・DX の進展には、データの活用が不可欠であり、高速・大容量・低遅延なデータ利156 
活用を可能とする情報通信インフラの必要性はますます増大するのではないか。157 
こうした増大する情報通信インフラの必要性という視点をもち検討することが必要158 
ではないか。 159 

・利用者がデジタル技術を有効活用できていないとしたならば、そのボトルネックは160 
どこにあり、どのような対策を行うべきか。 161 
・特に地方における利用者端末までを繋ぐ情報通信インフラをどのように維持・更改162 
していくべきか。 163 
・情報通信インフラの維持・更改に係る費用対効果等を踏まえ、利用者端末までを164 
繋ぐ有線と無線とを組み合わせた最適な情報通信インフラの構成をどのように考え165 
るか。 166 

（２）超大容量・超低遅延・低消費電力の実現に資する新たな通信ネット167 
ワークの将来的な方向性 168 

・中長期的な視点から、オール光ネットワークなどの新たな通信技術を地域におい169 
てどのように活用することができるか。 170 

 171 

２．現状・課題 172 

（１）我が国のブロードバンドの整備状況 173 

総務省では、令和 4 年 3 月に策定された「デジタル田園都市国家インフラ整備計174 
画」に沿って、固定ブロードバンド（光ファイバ等）、ワイヤレス・IoTインフラ（5G等）、デ175 
ータセンター/海底ケーブルなどのデジタル基盤の整備等に関する取組が進められて176 
きた。令和 5 年 4 月には、ネットワークの信頼性の向上への期待や地方におけるデジ177 
タル活用の重要性の高まりなど、我が国を取り巻く社会情勢の変化等を踏まえ、インフ178 
ラ整備等に関する取組を一層強化するため、計画の改訂が行われた。 179 
固定ブロードバンドについては、「2030年までに世帯カバー率 99.9％」という当初目180 
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標に対して、2022 年度末時点で同 99.84％を達成しており、当面の目標を前倒し181 
（2027 年度末）するに至っている。また、５G については、「2030 年度末に人口カバー182 
率 99.0％」という目標に対して、2022 年度末時点で同 96.6％を達成しており、すべて183 
の都道府県でカバー率が 80％を超えている。５G 基盤展開率及び５G 基地局数も着184 
実に進捗しており、道路カバー率についても「2030 年度末に 99.0％」という目標が設185 
定された。 186 
 187 
図 2-1 ： 我が国のブロードバンドの整備状況 188 

 189 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 190 

 191 

（２）社会インフラとしての情報通信インフラの重要性の増大 192 

我が国のインターネットトラヒックは、年平均 2 割増のペースで増加している。今後の193 
トラヒック需要は、2020 年比で 2030 年には約 18 倍、2040 年までには 309 倍まで爆発194 
的に増加するとのシナリオ 1もある。さらに、その利用用途についても、動画視聴やSNS195 
等の個人利用に加え、モビリティ、メタバース、M2M 通信等の産業用途を中心にユー196 
スケースが拡大し、あらゆる分野でデジタル技術が不可欠になると見込まれている。こ197 
のように、Society5.0 を支える社会インフラとして、情報通信インフラの重要性はますま198 
す増大するものと考えられる。 199 
  200 

                                            
1 三菱総合研究所による独自予測。代表的なユースケースを100種類以上選定し、各ケースの利用率

や発生データ量を積算し流通経路を想定することにより推計した「情報爆発モデル」。 
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図 2-2 ： 我が国のインターネットトラヒック 201 

202 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 203 

 204 

（３）情報通信利用環境に関する都市部と地方部の地域格差 205 

 人口減少や少子高齢化が急速に進むことに伴い、地方におけるデジタル技術活用206 
の促進や情報通信インフラの維持が課題となる中、情報通信利用環境について、都207 
市部と地方部の地域格差も指摘されている。総務省が実施したアンケート調査の結果208 
によると、企業・住民ともに、通信環境の充実度について他の地域と比べて格差がある209 
と感じる割合は、都市部よりも地方部の方が高い傾向があった。 210 
 211 
図 2- 3 ： 地域における通信環境の充実度に関するアンケート結果 212 

 213 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 214 



 

11 
 

（４）情報通信利用環境に関する課題の全体像 215 

 本懇談会では、地域におけるエンド・ツー・エンドの情報通信利用環境に関する課216 
題を「非居住地域」における課題と「居住地域」における課題に分類し、それぞれの対217 
応方策を検討した。 218 
 219 
図 2-4 ： 情報通信利用環境に関する課題の全体像 220 

 221 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 222 

 223 

① 非居住地域を中心とした産業・公共等様々な用途のための情報通信利用環境 224 

山間地のような非居住地域においては、農業、防災、自動運転など、様々な用途で225 
通信ネットワークが必要であり、非居住地域における情報通信利用環境は、通信キャ226 
リアが提供する通信サービス（公衆網）とそれを補完するプライベートネットワーク（自227 
営網）等の組み合わせによって整備されることが想定されている。 228 
全国の企業及び地方公共団体へのヒアリング調査によると、非居住地域の課題は、229 

大きく①電波環境が悪いため低速で不安定、②エリアがカバーされていない、③設備230 
の老朽化（容量／スペック不足）、の３点に集約された。また、本懇談会の下に設置さ231 
れた「地域におけるデジタル技術の利活用を支えるデジタル基盤の利用環境の在り方232 
ワーキンググループ（以下ＷＧという。）」においては、BWA や LPWA サービスを導入233 
したくても、地域で提供する事業者が出てこないという課題も指摘された。 234 
企業向けアンケート調査の結果においても、設備の老朽化とそれに伴う容量/スペ235 

ック不足を課題とする回答が多かった。また、中小企業や一次産業では老朽化を、大236 
企業や公共では容量不足を課題とする割合が高かった。 237 
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 238 
図 2-5 ： 地域における情報通信利用環境の課題・具体例（非居住地域） 239 

240 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 241 

242 
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図 2-6 ： インターネット接続環境の課題（企業向けアンケート結果） 243 

 244 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 245 

 246 

② 居住地域を中心としたキャリアネットワークから利用者端末までのラスト・ワンマ247 
イルの情報通信利用環境 248 

住民が生活する居住地域においては、通信キャリアのネットワークから利用者端末249 
に至るまでのラスト・ワンマイルの情報通信利用環境の整備が課題であり、具体的には、250 
通信キャリアが提供する通信サービス（公衆網）から利用者端末までを結ぶ施設内の251 
プライベートネットワーク（自営網）等の整備方策について検討を行った。 252 
全国の企業及び地方公共団体へのヒアリング調査並びに住民アンケート調査の結253 

果によると、ラスト・ワンマイルの課題は、概ね①設備の老朽化に伴う容量/スペック不254 
足を原因としており、②維持・更改に係る費用を負担できないためにそのままとされて255 
いる事例が多い。なお、学校における課題は、GIGA スクール構想推進に当たっての256 
特有の事情が見られる。 257 

地方公共団体向けアンケート調査の結果からも、資金不足によって、設備の老朽化258 
とそれに伴う容量/スペック不足を改善できない構図が見て取れる。また、財政力指数259 
に関わらず、資金不足は地方公共団体共通の課題となっている。 260 
さらに、地理的情報格差の解消のために整備された公設の光ファイバ網等につい261 

ても、老朽化の課題が顕在化し始めている。 262 
  263 
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図 2-7 ： 地域における情報通信利用環境の課題・具体例（居住地域） 264 

 265 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 266 

 267 
図 2-8 ： 公共施設のインターネット接続環境の課題 268 

（地方公共団体向けアンケート結果） 269 

 270 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 271 

  272 
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図 2-9 ： 設備の維持管理に関する課題 273 
（地方公共団体向けアンケート結果） 274 

 275 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 276 

 277 

（５）社会機能の維持・発展のためのＤＸの必要性 278 

従来の提供方法では採算が取れずに継続が困難なサービス/システムであっても、279 
DX による効率化・合理化によって、維持・発展させることが期待できる。特に人口減少280 
等が進展する中、社会機能を維持・発展させ、地域住民の生活を支えるためには、281 
DX による効率化・合理化が不可欠であると言える。 282 
しかしながら、前述のとおり、非居住地域及び居住地域のいずれにおいても情報通283 

信利用環境に課題を有する地域は多数存在しており、その情報通信利用環境の整備284 
を自治体や民間のみに委ねた場合、特に不採算地域においては、DX に対応できな285 
い地域や最低限の社会機能を維持できない地域が現れることも懸念される。 286 

 287 
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図 2-10 ： 地域社会の課題解決のためにデジタル技術に期待される役割288 

 289 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 290 

 291 

（６）新しい通信技術の可能性 292 

近年、オール光ネットワークや、衛星インターネットや HAPS（High Altitude Platform 293 
Station）等の非地上系ネットワーク（NTN：Non-Terrestrial Network）の新技術・新サー294 
ビスの提供が始まっている。特に、令和６年能登半島地震では、衛星インターネットサ295 
ービス（Starlink）が、避難所等における通信確保に大きな役割を果たした。 296 

297 
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図 2-11 ： 主要な新しい通信技術 298 

 299 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 300 

 301 

３．対応の方向性 302 

（１）利用者端末までを繋ぐ情報通信利用環境の整備 303 

① 居住地域を中心とした社会資本の機能を支える情報通信利用環境の整備 304 

居住地域では、前述のとおり、学校、公民館、病院、集合住宅等において、設備の305 
老朽化に伴う容量／スペック不足等の情報通信利用環境の課題が存在しており、地306 
方公共団体の財政上の問題等により、その状況が改善できない状況が見られる。この307 
ような現状を踏まえると、地域における社会機能を維持・発展させるためには、「社会308 
資本」を起点として、その情報通信利用環境の改善に取り組むことが重要と考えられる。 309 

社会資本については、①直接生産力のある生産資本に対するものとして、間接的310 
に生産資本の生産力を高める機能を有する社会的間接資本としてとらえる考え方、②311 
生活に不可欠な財であるが、共同消費性、非排除性等の財の性格から、市場機構に312 
よって十分な供給を期待し得ないような財（公共財）としてとらえる考え方、③事業主体313 
に着目し、公共主体によって整備される財としてとらえる考え方とがある 2が、主な社会314 
資本としては、交通・通信施設、住宅・生活環境施設、厚生福祉施設、教育訓練施設、315 
国土保全施設及び農林漁業施設が該当 3する。 316 

                                            
2 内閣府政策統括官（経済社会システム担当）「日本の社会資本2022」（令和５年３月） 
3 総務省行政評価局「社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視 結果報告書」（平成24

年2月） 
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その中でも、情報通信利用環境が整っていないことが原因で DX が進められず、317 
「社会資本」が本来提供すべきサービスを提供できないような場合には、その情報通318 
信利用環境の整備・更改については、国の支援を検討すべきである。 319 
 320 
図 2-12 ： 社会資本の概要 321 

 322 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 323 

 324 

② 非居住地域を中心とした地域産業等を支える情報通信利用環境の整備 325 

中山間地等の非居住地域においても、農業、環境等の産業分野や防災、交通等の326 
公共分野など、様々な用途で情報通信の利用ニーズが存在している。他方で、前述327 
のとおり、非居住地域においては、通信キャリアのサービスエリア外である等の情報通328 
信利用環境の課題があり、通信キャリアのネットワークを補完するプライベートネットワ329 
ーク（自営網）を利用用途に合わせて整備することが求められる。 330 

地域産業や公共サービスのＤＸが進められないことで、地域の産業振興や社会課331 
題の解決に支障が生じるおそれがあることを踏まえ、非居住地域においても利用用途332 
に応じた情報通信利用環境の整備を支援すべきである。 333 
なお、情報通信利用環境の効率的・合理的な維持管理の観点から、整備される情334 

報通信利用環境はひとつの用途のみで活用するのではなく、複数の用途で共同利用335 
するなど、多面的に活用していくことが重要である。その際には、情報通信利用環境を336 
機能（レイヤー）で分解し、共同利用可能な機能のみを共有することも有効と考えられ337 
る。その際には、地域ニーズ・課題解決を起点として、最適な組み合わせを選択できる338 
ようにすべきである。 339 

 340 
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③ 情報通信利用環境維持のための官民の役割分担 341 

社会機能の維持に不可欠な社会資本等であっても、ランニング費用を措置できる342 
見込みがないために、デジタル基盤の整備・更改に踏み切れない事例がある。このた343 
め、そのデジタル基盤が整備・更改されないために、社会資本が本来提供すべきサー344 
ビスを提供できないような場合には、当該デジタル基盤のランニング費用について、国345 
が一定期間支援することも検討すべきである。 346 
なお、ランニング費用に対する支援策の例としては、地域公共交通確保維持改善347 

事業（国土交通省）や高度無線環境整備推進事業（総務省）があるところ、このような348 
事例の考え方も参照すべきである。 349 

 350 
図 2-13 ： ランニング費用の支援例 351 

 352 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 353 

 354 

（２）新たな通信技術等の活用策の検討 355 

低遅延、大容量及び低消費電力を実現するオール光ネットワークや、山岳部や離356 
島等の条件不利地域で安定したインターネット環境の構築が可能となるHAPS等非地357 
上系ネットワーク（NTN）の新たな通信技術が、これまで解決できなかった地域課題を358 
解決する可能性がある。このような新たな通信技術の地域における実装も見据えつつ、359 
IXやデータセンター等の地方分散等も含む新たなインフラコンセプトについて、引き360 
続き、検討を進めるべきである。 361 
 362 
 363 
 364 
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図 2-14 ： 新しい通信技術の概要 365 

 366 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 367 

 368 
図 2-15 ： 新しい通信技術の実証事例（衛星インターネット） 369 

 370 
【出典】 第２回懇談会 資料２－３ 371 

  372 
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図 2-16 ： 新しい通信技術（HAPS）活用のユースケース例 373 

 374 
【出典】 総務省「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」（第 3 回） 資料３－７ 375 

376 
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第３章 デジタル技術を活用した地域課題解決や産業振興の在り方 377 

１．論点 378 

本検討項目では、次の４つの論点に基づき、検討を行った。 379 

（１）地域の産業振興に資するデジタル技術の実装・活用方策 380 

・地場産業の振興・高度化のためには、どのようなデジタル技術が必要であり、どの381 
ように実装・活用していくべきか。 382 
・地域DXを担うべき地域のICT産業をどのように振興すべきか。 383 

（２）プロジェクトの自走化を促進するための方策 384 

・実証の段階から、どのような観点でアウトカム目標を設定し、どのようにPDCAを回385 
していくべきか。 386 
・プロジェクトの収益化を図る上で重要なポイントは何か。収益化を実現するために387 
国がすべき支援は何か。 388 
・地域に必要でありながらも採算を取るのが難しいデジタル技術は、どのように維389 
持・発展されるべきか。 390 

（３）地域データの流通・連携の方向性 391 

・データの流通・連携を促進するためには、どのような技術的課題を解決する必要392 
があるか。 393 
・安全・安心なデータ流通を確保するためには、どのような利活用ルールが必要か。 394 
・自走化可能なモデルケースの創出のためには、どのような支援策が有効か。 395 

（４）地域の先進事例の他地域への普及方策 396 

・地域の先進事例をいかに効果的に他地域へ普及させるか。 397 
 398 

２．現状・課題 399 

（１）社会機能の維持・発展のためのDXの必要性（再掲） 400 

我が国のインターネットトラヒックは、年平均 2 割増のペースで増加している。今後の401 
トラヒック需要は、2020 年比で 2030 年には約 18 倍、2040 年までには 309 倍まで爆発402 
的に増加するとのシナリオもある。さらに、その利用用途についても、動画視聴や SNS403 
等の個人利用に加え、モビリティ、メタバース、M2M 通信等の産業用途を中心にユー404 
スケースが拡大し、あらゆる分野でデジタル技術が不可欠になると見込まれている。こ405 
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のように、Society5.0 を支える社会インフラとして、情報通信インフラの重要性はますま406 
す増大するものと考えられる。 407 

 408 

（２）地域産業の維持・発展に不可欠なDXによる労働生産性の向上 409 

地域産業の中核を成す農業、卸売業・小売業、製造業、建設業といった業種で、労410 
働力人口の減少が顕著に見られる。他方で、医療・福祉、サービス業といった業種で411 
は労働力人口が増加しており、地域ニーズの高まりが見て取れる。 412 

DXが労働生産性向上に与える影響は大きく、地域の人口減少や人手・働き手不足413 
が進行する中、地場産業の維持・発展のためには、デジタル技術を活用した労働生414 
産性の向上や産業の高度化・合理化が不可欠である。 415 

 416 
図 3-1 ： 労働力人口の業種別増減比較 417 

 418 
【出典】 第１回懇談会 参考資料３ 419 

  420 
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図 3-2 ： デジタル化と労働生産性の関係 421 

 422 
【出典】 経済産業省 第１回「支援機関を通じた中堅・中小企業等の DX の在り方に関する検討会」 資料４ 423 

 424 

（３）先進的ソリューションの特徴からみるAI等先端技術の活用と利用用425 
途に応じた通信技術適用の重要性 426 

各地域の DX 事例を分析していくと、先進的ソリューションを実現するデジタル技術427 
には、大きく①単にシステムと端末とを繋ぐだけではなく AI やデジタルツインといった428 
先端技術が活用されている、②各産業の利用用途に応じて異なる通信技術が活用さ429 
れている、という特徴が見られた。 430 
 例えば、北海道岩見沢市のスマート農業の事例では、生育状況等の映像・画像等431 
データから収穫予測等を分析する際には AI 分析基盤が活用されているほか、複数台432 
の自動走行トラクターの遠隔監視・制御には超高速・超低遅延なローカル５Ｇを活用し、433 
センサーを使ったビニールハウスの管理や監視カメラの映像伝送等には地域 BWA を434 
活用するなど、通信ネットワークの使い分けがされている。 435 
 このように、今後、地域課題の解決に資する先進的ソリューションを実現するために436 
は、AI 等の先端技術の活用が不可欠になると見込まれるとともに、その利用用途に適437 
した通信技術を適用することが重要になると考えられる。 438 
 439 
  440 
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図 3-3 ： 先進的ソリューションを実現するデジタル技術の特徴 441 

 442 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 443 

 444 

（４）「実証」から「実装」への壁の存在 445 

過去の実証事業をフォローアップすると、実証が目的化してしまい、実証終了後に446 
自走させられないプロジェクトが多く存在する。様々な種類のプロジェクトがある中で、447 
収益化を図って民間主導での自走化を目指すべきもの、採算を取るのが難しいことか448 
ら官民の適切な役割分担の下で自走化を目指すべきものなど、そのプロジェクトの特449 
性に応じた支援策が必要である。なお、実装を強く求めすぎることで挑戦的な取組が450 
妨げられることの無いよう、プロジェクトの特性を適切に把握することが必要である。 451 
 452 

（５）地域におけるデータの活用・連携を巡る現状 453 

地域におけるデータの活用・連携を巡っては、地域内の様々な領域から多様なデ454 
ータを取得し、適切な分析や効果測定を行うことで、最適なサービスを創出することが455 
期待されている。こうした期待を背景として、地域内でデータの共有・連携を行うため456 
のシステム基盤は一定程度導入・普及が進んできた。しかしながら、地域内の様々な457 
主体が保有するデータを連携させ、これに基づく詳細な分析や検証を経て、住民から458 
のニーズがあるサービスを創出するためには、多大な時間や労力を要することから、シ459 
ステム基盤の導入・普及は現時点では限定的である。 460 

また、分野間・広域での活用は防災など一部の領域に留まるなど、期待されるような461 
データ活用の水準に至る例は必ずしも多くない。例えば医療分野では健診結果等を462 
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活用することで医療サービスの高度化に繋がる等、パーソナルデータの活用が期待さ463 
れる一方、個人情報の利活用を巡る住民の不安感等から、必ずしもパーソナルデータ464 
を活用したサービスの創出が進んでいない。取得したデータや所持したデータが誰に465 
帰属し、そのデータをどこまで当初の目的と違った形で活用できるかを判断できる人466 
や組織がいないといった課題もある。 467 
これに加えて、例えば、オープンソースであっても、各サービスに対応するモジュー468 

ルやアプリとの連携するための開発が必要なほか、接続インターフェイスやデータの469 
変換等を含め、技術面やコスト面の課題もある。 470 

 471 

（６）デジタル技術の導入例・効果に関する情報不足 472 

地域社会 DX を加速させていくためには、一地域の優れた取組の広域化や他地域473 
での導入など、いわゆる「横展開」を促進することが重要である。しかしながら、多様な474 
地域課題が存在する中で、必ずしも横展開は順調に進展していない。 475 

総務省が地方公共団体向けに実施したアンケート調査結果によると、約半数が地476 
域課題の解決のためにデジタル技術の導入に取り組んだ事例はないと回答している。477 
また、デジタル技術の導入を検討する際の課題について、経費、人材、体制に次いで、478 
約３割の担当者は他地域におけるデジタル技術の導入例・効果に関する情報の不足479 
を挙げている。 480 
 481 
図 3-4 デジタル技術の導入に関する地方公共団体向けアンケート調査結果 482 

 483 
【出典】 総務省「地域におけるデジタル技術の導入・活用等調査」を基に作成 484 

 485 
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３．対応の方向性 486 

（１）地域の産業振興や社会課題解決に向けたデジタル技術の活用 487 

① 先進的ソリューションの実現に不可欠なAI等先端技術の活用 488 

先進的ソリューションを実現するためには、単にシステムと端末とを繋ぐだけではな489 
く、データ連携や AI 等の先端技術を取り込んでいく必要ある。特に、AI・メタバース・490 
デジタルツイン・XR、サイバーフィジカルシステム（CPS）等の先端技術は、農産物の自491 
動管理、災害対策、モビリティ領域での利活用など、幅広い分野の DX において不可492 
欠な技術になると考えられるが、どのような課題解決にどのように適用可能か、そのユ493 
ースケースがまだ蓄積されていない。 494 
このため、このような先端技術の活用モデルの検証・確立を推進することによって、495 

社会課題の解決に資する先進的ソリューションの社会実装を促進すべきである。 496 
 497 
図 3-5 ： AI 等先端技術の活用事例 498 

 499 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 500 

 501 

② 利用用途に応じた通信技術等の最適な組み合わせの検証・類型化 502 

地域ニーズ・課題解決を起点とした利用用途に応じて、最適な通信技術等の組み503 
合わせは異なる。例えば、高精細映像のリアルタイム送信が必要なユースケースでは504 
ローカル５Gのような超高速通信が求められる一方で、センサー情報のような低容量デ505 
ータを継続的に収集するようなユースケースでは LPWA のような低消費電力・長距離506 
通信が適している場合もある。このように、利用用途に応じて、必要な通信技術等を適507 
切に選択することが重要である。特に AI や自動運転のような先端技術を活用するユ508 
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ースケースではその活用モデルが未確立であることから、社会実装の促進のためには、509 
利用用途に応じた通信技術等の最適な組み合わせを類型化し、提示することが有効510 
と考えられる。 511 

このため、ソリューションの構成要素を協調領域と競争領域とに区別した上で、協調512 
領域において利用用途に応じた最適な組み合わせを検証し、その「標準モデル」を提513 
示することが有効と考えられる。なお、その際には、デジタル技術の進化の速さを踏ま514 
え、古いモデルが残り続けることがないよう、更新方法も含め検討する必要がある。ま515 
た、地域特性等に応じた情報通信利用環境モデルの実証が進められている自動運転516 
など、モデルが整理された分野においては、その最適な環境が早期に整備されるよう517 
支援すべきである。 518 

 519 
図 3-6 ： 利用用途に応じた通信技術の組み合わせの例 520 

 521 
【出典】 第２回 WG 資料 2－2 522 

 523 

③ 地域での共同利用の促進 524 

近年の優良事例の中には、地域の ICT 事業者や地方公共団体等が中心となり、地525 
域共通のデジタル基盤となる ICT サービスを提供する事例が見られる。例えば、射水526 
では ICT ブイで得られたデータを漁協所属の地元漁師で共有・共同利用する取組が527 
行われているほか、高知県では県と JA で地元農家が共同利用できるクラウドシステム528 
を提供しており、それぞれ成果を上げている。 529 
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単独ではデジタル技術の導入が困難な中小企業でも容易にデジタル技術を活用530 
できるようにするためには、このような取組も参考に、デジタル技術の地域での共同利531 
用を促進することが有効である。 532 
 なお、地域の多様なステークホルダーが持ち寄るデータの共同利用については、533 
（４）で詳述する。 534 
 535 
図 3-7 ： 地域での共同利用の例 536 

 537 
【出典】 第４回懇談会 資料４－４ 538 

 539 

④ 地域のICT事業者の参画の促進 540 

近年シェアを伸ばしている ICT サービスの中には、地域の ICT 事業者の取組が他541 
地域への横展開に成功した事例も散見される。例えば、福岡市で創業した介護事業542 
者向けサービスは 400 以上の自治体で採用されるに至ったほか、富山県と三重県の543 
CATV 事業者が開発したダッシュボードは全国約 30 局の CATV 事業者で実装に至544 
っている。横展開に成功した要因は様々であるものの、地域に密着することで、サービ545 
ス利用者等からの生の声をサービス開発に反映できることもひとつの要因と考えられる。 546 

地域産業の振興という観点からも地域の ICT 事業者の活躍は重要であり、地域課547 
題の正しい理解とプロジェクトの自走化の担い手として、地域の ICT 事業者の参画を548 
後押しすべきである。 549 
  550 
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図 3-8 ： 地域の ICT 事業者の取組① 551 

 552 
【出典】 第４回懇談会 資料４－５ 553 

 554 
図 3-9 ： 地域の ICT 事業者の取組② 555 

 556 
【出典】 第４回懇談会 資料４－４ 557 

 558 

（２）支援すべき重点分野（ユースケース） 559 

地域社会の抱える課題が多岐に渡ることを踏まえれば、優先的に支援すべき分野560 
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を特定することも重要である。例えば、デジタル行財政改革において「急激な人口減561 
少社会に対応するため、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持・強化と562 
地域経済活性化を図る」とされている趣旨を踏まえれば、政府全体として、①マクロ課563 
題が顕在化し DX の地域ニーズが高い、②DX による効果が大きい、③公共・準公共564 
サービスの維持・強化又は地域経済活性化に資する取組を優先的に、支援すべきで565 
あると考えられる。 566 
この基準に照らした場合、「防災」「モビリティ」「地場産業の振興」に資するユースケ567 

ースは、支援対象としてとりわけ有力と考えられる。その他、「健康・医療・介護」等の準568 
公共分野についても、国民生活に密接に関連し、地域経済を支える上で重要な分野569 
であるため、継続的に状況を注視し、必要な対応策について検討を深めるべきである。 570 

 571 
図 3-10 ： 支援すべき重点分野の例 572 

 573 
【出典】 第６回懇談会 資料６－１ 574 

 575 

（３）プロジェクトを自走させるための管理の在り方 576 

① ステージゲート管理の強化 577 

地域社会ＤＸを推進する上では、実証のみを切り出して捉えるのではなく、実装や578 
展開といった自走化の段階へと続くようにプロジェクトを管理をすることが重要である。579 
総務省の令和 4 年度調査研究でプロジェクトの自走化へのフローを分析したところ、580 
「計画策定」「社会実証」「実装・展開」といったステージ毎に達成すべきポイントがある581 
ことが分かった。例えば、「計画策定」から「社会実証」へとステージが移行する際には582 
「“特定の地域課題”に取り組む理由が明確になっており、事業主体内でも合意できて583 
いる」こと等が目指すべき状態として挙げられ、「社会実証」から「実装・展開（自走化）」584 
へとステージが移行する際には「実装・展開に資するソリューションであるかの“判断・585 
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意思決定”ができている」こと等が目指すべき状態として挙げられる。 586 
プロジェクトの自走化までのフローを段階に応じた「ステージ」（計画策定、社会実証、587 

実装・展開など）に分け、あるステージの終了時に成果の評価とそれによる企業数の588 
絞り込みを行う多段階型の研究開発支援の方式である「ステージゲート方式」の考え589 
方も参考に、ステージごとにプロジェクトの振り返りと見直しを行えるようにすることが有590 
効である。 591 
特に、実証事業を通じて、当初想起した目標が必ずしも達成できなかった場合であ592 

っても、その要因の分析・評価結果を当該実証事業の成果物として位置付けた上で、593 
それに基づく振り返り等を行い、得られた知見を蓄積・共有・公開していくべきである。 594 

 595 
図 3-11 ： 地域 DX 自走化へのフロー 596 

 597 
【出典】総務省「-地域 DX の実現へ-９つの好事例と成功の秘訣」より作成 598 

 599 

② 事業性の検証・分析 600 

これまでの地域社会ＤＸに関する実証事業では、技術的な観点からの検証・分析が601 
中心であった。しかし、民間で新規事業を企画する際には、目的や解くべき課題等の602 
事業の「魅力」、技術・規制・運用面の実現性や競争環境等の事業の「実現可能性」に603 
加え、推進体制やビジネスモデル等の「事業性」も検討の視点に入れることが一般的604 
である。このような考え方も参考に、提供価値だけではなく顧客価値も重視し、社会実605 
証においても「事業性」の観点からプロジェクトを検証・分析することが重要である。 606 
また、プロジェクトの収益化に向けては、地域のアセットを有効活用することに加え、607 

ひとつの取組のみで収益を上げるのではなく、コアとなる事業を中心として収益化の608 
ポイントを増やしていくことも重要である。 609 
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 610 
図 3-12 ： 民間の新規事業企画における持つべき視点の例 611 

 612 
【出典】IDEO Human Centered Design Toolkit を基に作成 613 

 614 

（４）データの活用・連携による地域社会の活性化 615 

① データの活用・連携による分野横断的な課題解決 616 

地域社会が抱える様々な課題に対して、多様なステークホルダーが持ち寄るデータ617 
を活用・連携させることで、地域にとって有益なサービスやアプリケーションが創出され、618 
より適切な解決策を打ち出すことができると考えられる。特に、分野横断的な課題こそ、619 
様々なデータを蓄積・連携させたうえ、分析に基づく適切な対策を打ち出すことで、よ620 
り効果を発現させることが期待される。例えば、岡崎市では、センサーやカメラなども活621 
用しながら、イベントにおける人流データや天候データ、市の保有するオープンデー622 
タなどを集約・連携させる機能を設け、観光や商店の活性化、渋滞緩和や警備計画の623 
見直しなどを通じて、中心市街地の賑わい創出を進めている。 624 

こうしたデータの活用・連携による地域社会の活性化には、周辺領域における相乗625 
効果を念頭に、ユースケースや地域課題を起点として、最適な通信ネットワークやセン626 
サー等を組み合わせるほか、地域社会により、デジタル化の進展度合いや取組みは627 
異なり、例えば、事業の構想、体制構築、データ収集、データ連携・活用など、様々な628 
段階に応じて、必要な要素を段階的に支援していくことが有効である。 629 

② パーソナルデータの安心・安全な利活用 630 

データ活用・連携を進めていく上では、データの取り扱いに関する仕組みを構築す631 
ることも不可欠である。特にパーソナルデータについては、住民の不安感を解消し、同632 
意取得を促進し安全・安心にパーソナルデータを活用する仕組みを整えることで、今633 
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後、一層、健康・医療サービスの高度化に繋がるといったことが期待される。このため、634 
例えば、データ利用の適切性をチェックする諮問体制や利用者個人のコントローラビリ635 
ティを確保する機能等を整えることが重要である。また、これらの仕組みに求められる636 
事項を整理した「情報信託機能の認定に係る指針」への準拠を推奨することが有効で637 
あると考えられる。 638 

③ 自走化に向けたステークホルダー間連携やアジャイル開発を可能とするプロセス 639 

データを活用して広域で多様なサービスを地域社会で実装・自走させていくには、640 
様々なステークホルダーが連携・協力しながら、地域課題に応じたサービスを見直し、641 
振り返り、実装していく仕組みが重要である。 642 
例えば、豊岡市では、市が掲げるビジョンに基づき、市や民間基金が中心となって643 

設立された任意団体、シビックテック、金融機関など様々なステークホルダーが協働し644 
ながら、ＩＣＴやデータを活用することで、Well-Being の向上を図るコミュニティを構築し、645 
交通・福祉・防災等の分野を中心に様々なプロジェクトを進められている。その中では、646 
地域のデータが如何に作成、流通、活用されていくか、データ連携基盤を中心に様々647 
なアプリケーションを含め、誰が運用し、サービスを作っていくか解像度を高めた上で、648 
課題の特定、解決策のプロトタイプの試行、振り返りを繰り返すことで、合意形成、サ649 
ービス実装につなげていくことに重点が置かれている。 650 
このように、自走化可能なモデルケース創出のためには、ステークホルダーとの連651 

携や伴走支援を受けながら、地域課題に応じて地域データを組み合わせてアジャイ652 
ルにアプリケーションを検討しては、見直すといったプロセスを経ることが有効である。 653 

④ データを活用したサービスの創出を支えるデジタル基盤 654 

こうした地域社会の課題を解決するサービスの創出を下支えするには、ユースケー655 
スや取り扱うデータに応じて、より効率的・効果的にデジタル基盤を構築・活用すること656 
が求められる。 657 
データ連携基盤については、現在、政府全体として、活用領域に応じて、都道府県658 

における共同利用を促進しているところ、これを前提とした上で、ユースケースに応じ659 
て、拡張性を担保しつつ、プラットフォームのスモールスタートが可能な仕組みとするこ660 
とで、徐々にサービスやユースケースの拡大を促していくことが有効であると考えられ661 
る。 662 
また、関係省庁とも連携しながら、インターフェイス等における標準化領域の拡大や663 

アプリケーションのモデル化等を図ることでサービスの使い込みが進む仕組みづくりに664 
も留意すべきである。 665 

 666 
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（５）地域の先進事例の他地域への普及方策 667 

① SaaS型サービスモデルの促進 668 

前述の事例分析を踏まえると、地域の ICT 事業者が社会実装や他地域への横展669 
開に成功している事例の多くは、SaaS 型のサービスモデルであることが分かる。これ670 
は、SaaS はオンプレミスで個別にシステムを開発・整備・運営していくよりも低コストで671 
サービス展開することが可能であり、大手事業者と比較して営業力に劣る地域の ICT672 
事業者にとっては、横展開を図りやすいサービスモデルであることもその一因であると673 
考えられる。 674 
このため、SaaS 型サービスモデルの実証を支援するなど、サービスの横展開を見675 

据え、SaaS 型サービスモデルを促進すべきである。 676 
 677 
図 3-13 ： SaaS 型サービスモデルの例 678 

 679 
【出典】第４回懇談会 資料４－２ 680 

 681 

② 情報発信の強化 682 

地域の先進事例の他地域への普及のため、各自治体の事業担当部局が地域社会683 
のデジタル化に係る事業を検討・実施する際に参考となるような事例を掲載した「地域684 
社会のデジタル化に係る参考事例集」の公表や、好事例の成功要因を分析した「９つ685 
の好事例と成功の秘訣」の公開、地方公共団体等の担当者向けのセミナーの開催な686 
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ど、従前より優良事例等の情報発信は行われてきたところだが、前述のとおり多くの地687 
方公共団体の担当者が情報不足を感じているという実態がある。このような実態を踏ま688 
え、これまでの実証事業等の成果を整理した上で、失敗事例の共有等も含め、担当689 
者のニーズに沿った情報を適切の発信できるよう、情報発信を強化するとともに、その690 
取組を随時見直していくべきである。 691 

 692 
図 3-14 ： 総務省におけるこれまでの情報発信の例① 693 

「地域社会のデジタル化に係る参考事例集」掲載例 694 

 695 
【出典】総務省「地域社会のデジタル化に係る参考事例集［第 3.0 版］」 696 

  697 
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図 3-15 ： 総務省におけるこれまでの情報発信の例② 698 

 699 
【出典】第７回懇談会 資料７－１ 700 

 701 
 702 

  703 
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第４章 地域のデジタル化を支えるデジタル人材の育成・定着の方法 704 

１．論点 705 

本検討項目では、次の３つの論点に基づき、検討を行った。 706 

（１）地域社会DXに求められる人材像 707 

・地域社会 DX を推進する人材にはどのような能力が求められるのか。DX の推進と708 
サイバーセキュリティ対策の両立が必要ではないか。 709 

・求められる人材像に沿った人材をどのように育成すべきか。 710 
 711 

（２）限られたデジタル人材の有効な活用策 712 

・すべての地域で DX について十分な知見・経験を有するデジタル人材を配置する713 
ことは困難であるとの認識の下、限られたデジタル人材をどのようにすれば有効714 
活用できるか。 715 
 716 

（３）デジタル人材が地域に定着するための受け皿づくりの在り方 717 

・テレワークの活用など地域の大学や企業等と連携して取り組めることはないか。 718 
 719 

２．現状・課題 720 

全国津々浦々で地域のデジタル化を進めていく上では、社会変容の先駆的な原動721 
力となり得るＤＸを自治体の行政改革や地域社会の課題解決に取り込むことが必要で722 
あり、その担い手となるデジタル人材が不可欠である。 723 
地域社会ＤＸを進める上では、その担い手となるデジタル人材が不可欠であるとこ724 

ろ、地域社会においてデジタル人材が不足していることが、デジタル技術の活用が地725 
域課題解決に結びついていない要因の一つと考えられる。 726 
総務省が都道府県・市区町村の情報通信部局を対象として行った「地域における727 

デジタル技術の導入・活用状況等調査」においては、７割を超える団体がデジタル技728 
術の導入を検討する際の課題として「デジタル技術の導入・運用計画を策定できる人729 
材の不足」を挙げており、デジタル人材の地域への供給が不足している。 730 
  731 
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図 4-1 ： デジタル技術の導入を検討する際の課題 732 
（地方公共団体向けアンケート結果） 733 

 734 
【出典】総務省「地域におけるデジタル技術の導入・活用等調査」を基に作成 735 

 736 

① 人材の不足・偏在 737 

デジタル分野の専門知識を有する人材は総数が不足しており、例えば、経済産業738 
省が実施した調査によると、今後需要の増加スピードが供給の増加スピードを上回る739 
ことにより、中位シナリオにおいても 2030 年には約 45 万人の人材不足が見込まれて740 
いる。 741 
また、こうした人材は都市部への集中が指摘されており、都道府県別に人材の所在742 

をプロットした場合、現状では約 60％が東京圏に集中していることがわかる。 743 
このようにデジタル人材が絶対数として不足していることに加え、その人材が一部地744 

域に集中していることにより、地域社会への人材の供給が十分に行われていないこと745 
が地域社会ＤＸを進める上での課題の一つとなっている。 746 
  747 
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29.2%

24.3%

41.1%

18.2%
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１ 導入経費に係る予算の不足

２ 運用経費に係る予算の不足

３ デジタル技術の導入・運用計画を策定できる人材の不足

４ 他地域におけるデジタル技術の導入例・効果に関する情報…

５ 課題解決に資するデジタル技術の提供企業に関する情報…

６ 推進体制の欠如（体制構築が困難）

７ 利害関係者間の調整が困難

８ 住民理解の欠如

９ その他

デジタル技術の導入を検討する際の課題
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図 4-2 ： デジタル人材の需給ギャップ 748 

749 
【出典】 経済産業省委託事業-IT 人材供給に関する調査-調査報告書 750 

 751 
図 4-3 ： デジタル人材の偏在状況 752 

 753 
【出典】第３回懇談会 資料３－１ 754 

  755 
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② 地域社会DXに求められる人材像が不明確 756 

地域社会におけるデジタル人材の不足が指摘される一方、「デジタル人材」と言っ757 
た場合に、地域社会においてＤＸを進めていく上で、具体的にどのような能力を有し、758 
どのような役割が期待される人材を指すのか、あるいはどのような組織においてそうい759 
った人材が不足しているのかといった観点からの詳細な分析は十分になされてこなか760 
った。このため、地域社会に求められている人材をミスマッチなく供給し、限られたデジ761 
タル人材を地域社会に適切に確保していく観点からは、求められる人材像についてそ762 
の期待される役割や能力等を具体化することが必要である。 763 
求められる人材像の具体化に当たっては、地域社会ＤＸを推進するプロセスの各段764 

階において、どのような能力が必要とされるかに着目して整理することが考えられる。765 
一般的に、地域社会ＤＸを推進する上では、「地域課題の特定」「ソリューションの開発」766 
「ソリューションの運用」等のプロセスを経ることが想定されるが、例えばソリューション767 
の開発者と運用者では求められる能力が異なると考えられる。 768 

このため、地域社会ＤＸに求められる人材像を特定する上では、まずはＤＸが推進769 
されるプロセスを細分化し、各段階に関与する人材がどのような立場から、どのような770 
貢献を求められているかとの観点から分析を行うことで、各人材に必要なスキルを特771 
定し、当該人材がどういう組織において求められるかを検討することが考えられる。 772 

③ 地域社会におけるデジタル人材確保の考え方 773 

これまで地域社会ＤＸに求められる人材像が明確でなかったことに起因して、求め774 
られる人材像の類型ごとに、どのような方法で人材確保を進めていくのかといった考え775 
方についても必ずしも明らかではなく、検討が必要である。特に日本全体で官民を問776 
わずデジタル人材が不足し、中でも小規模な市町村では自治体を含めた地域社会の777 
ステークホルダーにおいて人材の確保が難しい傾向がある中で、全国どこであっても778 
効果的かつ効率的に、デジタル人材を確保できるようにする観点から考え方を整理す779 
る必要がある。デジタル人材の確保方法としては、具体的には、地域における人材育780 
成により人材を確保する方法や、地域の外から人材を流入させる人材シェアリング等781 
により必要な人材を確保する方法が考えられるところ、各人材に求められるスキルに応782 
じて、育成に要する期間や条件に適合する既存人材の多寡等が異なることを踏まえ783 
れば、最適な人材確保策は求められる人材によっても異なると考えられる。こうした観784 
点から、地域社会ＤＸに求められる人材像の具体化に合わせて、各人材をどのように785 
確保することがよいかとの考え方についても明確化することが必要である。 786 

その際、特に地域社会ＤＸの実現に求められる全ての人材を地域で育成することは787 
少なくとも短期では現実的ではないと考えられるところ、主に地域において育成すべき788 
人材と主に人材シェアリング等によって対応すべき人材の区別を明確にすることが重789 
要である。 790 
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④ デジタル人材の育成方法が不明確 791 

地域社会ＤＸを推進する上では、自治体の職員のみならず、組織の枠を超えて792 
様々なステークホルダーの連携が必要である。こうした観点からは、地域の地場企業793 
の職員等、地域の事情を熟知し、多様なステークホルダーと連携できる人材に対し、794 
一定のデジタルスキルを付与した上で、地域社会 DX を主導する役割を担ってもらう795 
ことが有効と考えられる。 796 

こうした人材は、地域事情に精通していることが重要であることから、地域における797 
人材育成の視点がますます重要になるが、人材育成には一定の期間を要することや、798 
地域社会でデジタル人材を育成する際に有効な手法が必ずしも確立していないことを799 
踏まえれば、まずはこうした人材に求められるスキルを明確化するともに、育成手法に800 
ついても検討することが必要である。 801 

⑤ 既存デジタル人材の有効な活用策が不明確 802 

地域社会ＤＸに求められる人材について、例えば、市町村単位の地域社会で人材803 
を確保・育成する取組には限界があり、地域による育成に依らない人材については、804 
他の地域社会との間でシェアリングを行う視点がますます重要になっている。このため、805 
地域社会のニーズを踏まえて、また、求められる人材の役割や特徴に応じて、必要な806 
人材を適切にマッチングするための環境を整理することが望ましい。 807 

また、総務省が実施している地域への人材シェアリングスキームのうち、ＤＸの推進808 
を主な目的とするものとしては、自治体を対象とする「外部人材リスト」及び自治体等か809 
らの求めに応じてＩＣＴの知見、ノウハウ等を有する専門家を派遣する「地域情報化アド810 
バイザー」があるが、これらの制度についても課題が指摘されている。 811 
 812 
（外部人材リスト） 813 
総務省では、自治体ＤＸの推進に当たって、外部から人材を供給する場合に当該814 

人材が備えておくべきスキル・経験を類型化した「自治体 DX 推進のための外部人材815 
スキル標準」を策定している。「外部人材リスト」は当該スキル標準に基づいて公募・選816 
定された人材を一覧化し、自治体に提供することで当該自治体における外部人材の817 
任用を目指すものである。 818 
今般、「外部人材リスト」の取り寄せを行った自治体を対象に実施したアンケートに819 

基づき選定した８自治体にヒアリング調査を実施したところ、次の課題が指摘された。 820 
  821 
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図 4-4 ： 外部人材リストの主な課題 822 

課題 主な意見 

① 欲しい人材が登録されて

いない 

・アドバイスが得意な人材が多く、事業推進力のある人材

が少ない印象を受けている。具体的に事業推進力を活か

せる分野が記載されているとよい。 

② 登録者数が少ない ・外部人材リストでは 20 人ほど登録されていた認識だが、

絶対的な母数が足りない。 
・登録者数が多く選択肢がある状態が望ましい。やり方に

よってはオンラインで業務を実施できることもあるので多く

の人材が登録されていると使いやすくなるのではないか。 

③ 常勤/地方で勤務可能な

人材が少ない 

・外部人材リストにある人材はそれぞれ魅力的な要素があ

ったが、常勤の可否や勤務地などの勤務条件が合わず採

用に至らなかった。 

④ 外部人材の活動実績等

が不明 

・登録者情報シートに活動実績を列挙しているが、文面以

上の内容が分からない。活動実績で具体的に果たした役

割・貢献の内容等を記載して欲しい。 

⑤ 他団体との兼任状況が不

明 

・実際に DX アドバイザーの人材との日程調整に苦労した

経験したため、外部人材の稼働可能時間の情報があれば

よい。他の団体との兼任状況が分かるとよりよい。 

⑥ 求める報酬が不明 ・求める報酬や現状の報酬水準があると任用を検討するう

えで参考になるのではないか。 

⑦ 登録者の評価に関する情

報が欲しい 

・登録された外部デジタル人材が保有するスキル及びスキ

ルに対する評価情報があるとよい。 

【出典】第７回懇談会 資料７－１ 823 
 824 
（地域情報化アドバイザー） 825 
地域情報化アドバイザーは、デジタル技術を地域の課題解決に活用する取組に対826 

して、自治体等からの求めに応じて、ICT の知見、ノウハウを有する専門家を派遣し、827 
助言・提言・情報提供等を行う制度である。 828 

派遣対象は ICT を用いて地域課題の解決を目指す取組を行っている地方公共団829 
体及び地方公共団体または総合通信局等からの推薦を受けた NPO 法人、大学、商830 
工会議所等となっているが、具体的な課題や対応策は各産業等により異なることもあり、831 



 

44 
 

地域社会ＤＸを推進する観点からは、これらに加え、個別の地場企業への派遣を望む832 
声も寄せられている。また、地域情報化アドバイザーの派遣実績を分析したところ、本833 
来期待されている、ICT を活用した地域社会づくりを行う個別プロジェクトの組成支援834 
やフォローアップ等に活用される事例が乏しく、地域におけるＤＸ機運醸成のための835 
研修等の利用が太宗を占めている点も課題として指摘されている。 836 

 837 
総務省では、上記のようなデジタル人材のシェアリングスキームの運用に加え、自治838 

体に必要なデジタル人材の確保・育成については、地方財政措置を講じるとともに、839 
専門アドバイザーの派遣や、自治大学校等の関係機関における研修の充実、地域社840 
会ＤＸを含む地域の活性化を目的とした各種人材派遣施策等にも取り組んでいる。地841 
域社会ＤＸを推進する上では、こうした取組とも連携しながら地域へ必要な人材を供842 
給することが必要である。 843 
 844 
図 4-5 ： 地方財政措置によるデジタル人材確保支援 845 

 846 
【出典】第７回懇談会 資料７－１ 847 

 848 
  849 
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図 4-6 ： 地域への人材派遣施策等 850 

 851 
【出典】第７回懇談会 資料７－１ 852 

 853 

⑥ デジタル人材の地域への定着 854 

地域社会ＤＸの担い手であるデジタル人材を確保する前提として、地域に人材を定855 
着させる取組も有効と考えられる。前年度比で転出超過となっている自治体は 2022856 
年時点で６割を超えており、ＤＸ人材を含む人材の定着策を講じることは急務となって857 
いる。 858 
この点、テレワークは、勤務地域の制限をなくすことにより、就業者が個人の事情等859 

に応じて地元地域で働くことを可能にするとともに、企業に対しても求める人材を全国860 
から幅広く募集・採用することを可能とする施策であり、こうした取り組みを含め、テレワ861 
ークの普及・啓発を進めることで、デジタル人材を含む人材が地域に定着するための862 
土壌を作ることができると考えられる。 863 

一方、テレワークについては、令和２年以降、新型コロナウイルス感染症の拡大に864 
際して、その有用性が社会に認識され、多くの企業・団体等において活用されるように865 
なったが、新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行等に伴い、一部では出社回帰866 
の傾向が見られ、現在、普及状況は都市部を中心に減少局面に転じている。今後、テ867 
レワークの普及・定着を促進する観点からは、デジタル人材の地域への定着策として868 
のテレワークの活用など、新たな有用性を提示し、広めていくことが必要と考えられる。 869 
  870 



 

46 
 

図 4-7 ： 人材の流出とテレワークの意義 871 

 872 
【出典】第７回懇談会 資料７－１ 873 

 874 
図 4-8 ： テレワークの普及状況 875 

 876 
【出典】総務省「令和 4 年度通信利用動向調査」  877 

  ※調査対象：常用雇用者規模 100 人以上の企業＜導入していると回答＞ 878 
  ※「都市部」：南関東、近畿、東海地域、 「地方部」：南関東、近畿、東海以外の地域 879 

 880 
  881 
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３．対応の方向性 882 

（１）地域社会ＤＸ推進を目指す地域におけるデジタル人材確保に向けた883 
考え方の整理 884 

地域社会ＤＸの推進を目指す地域におけるデジタル人材確保方策を検討する上で885 
は、まずは地域社会ＤＸのプロセスを特定した上で、プロセスの各段階において求め886 
られるスキルや人材像を整理し、人材の特性に応じた人材確保の考え方を検討するこ887 
とが適当である。 888 

① 地域社会DXプロセスの特定 889 

地域社会ＤＸが推進されるプロセスを特定する上では、過去の成功事例の分析を890 
通じ、どのような段階を経てＤＸが実現されるかを一般化することが有効と考えられる。 891 

例えば、長野県塩尻市においては民間委託バスのサービスが維持困難となることを892 
受け、ＡＩを活用したオンデマンドバスサービスが提供されているが、本事例では市内893 
のモビリティニーズ分析等を通じて課題を特定し、開発は外部の人材から協力を得つ894 
つ、地域の人材で運用を実施しており、当初の想定を超える需要が獲得されている。 895 
 896 
図 4-9 ： 地域社会ＤＸのプロセス 897 

 898 
【出典】長野県塩尻市のるーと塩尻プレスリリースを基に作成 899 

 900 
こうした成功事例における地域社会ＤＸプロセスを一般化すると「機運醸成」「課題901 

特定」「ビジネスモデル企画」「プロダクト企画」「開発」「運用・メンテナンス」「ＵＸオペレ902 
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ーション」「利用」といった段階に細分化することができる。 903 
さらに、成功事例においてプロセスの各段階に関与している人材を分析すると、「デ904 

ジタル人材」の求められる要素のうち、地域社会の変革を主導する「Ｘ人材」とデジタ905 
ル技術に関する知見を有し、ソリューションの開発等を主導する「Ｄ人材」とに分類して、906 
それぞれが関与すべき段階を検討することで、より精緻に求められる人材像を特定す907 
ることが可能となる。例えば、地域社会ＤＸの「機運醸成」や「課題特定」、「ビジネスモ908 
デル企画」、「ＵＸオペレーション」等の段階は主にＸ人材が主導することが適当である909 
のに対し、「プロダクト企画」や「開発」「運用・メンテナンス」等の段階は主にＤ人材が910 
主導することが適当であると考えられる。 911 
 912 
図 4-10 ： 各プロセス詳細と求められる人材像 913 

 914 
【出典】第７回懇談会 資料７－１ 915 

 916 

② 各段階で求められるスキルの特定 917 

上記で特定した地域社会ＤＸの各段階において関与が求められる人材について、918 
より具体化すると、例えば以下のような人材の関与が望ましいと考えられる。 919 
  920 
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図 4-11 ： 各段階において求められる人材の例 921 

 922 
【出典】第７回懇談会 資料７－１ 923 

 924 
こうした各人材にどのようなスキルが求められるかについては、引き続き事例分析を925 

行いながら、例えば、経済産業省の定める「デジタルスキル標準（ＤＳＳ）」なども参照し926 
つつ特定することが適当と考えられる。その際、特に地域社会ＤＸを推進する上では、927 
特にX人材については構想・デザイン・マネジメント等に関するスキルが重要であると928 
の指摘や、高度なスキルを有したスペシャリストではなく、幅広いスキルに一定程度精929 
通したジェネラリストが求められているとの指摘も踏まえ、地域社会ＤＸを推進する上で、930 
必要最低限のスキルは何かとの観点から分析を行うことが適当である。また、その際に931 
は、X人材とD人材とが分断されるのではなく、それぞれの専門性はありつつも、ＤＸ双932 
方にまたがる視野で議論ができる人材が必要との指摘にも留意する必要がある。 933 
  934 
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図 4-12 ： デジタル人材に求められるスキルのマッピングの例 935 

 936 
【出典】第３回懇談会 資料３－２ 937 

 938 
また、地域社会ＤＸの推進に当たっては、十分なセキュリティの確保が必要不可欠939 

であることを踏まえれば、ＤＸのいずれの段階に関与する人材であっても一定のセキュ940 
リティスキルが求められると考えることが適当である。 941 
さらに、今後地域においてもクラウド移行が見込まれることを踏まえれば、クラウド化942 

に向けたスキルについても求められると考えることが適当である。 943 

③ デジタル人材確保に向けた考え方の整理 944 

地域社会ＤＸが推進されるプロセスや各段階において求められるスキルに基づき、945 
必要となるデジタル人材を地域がどのように確保していくべきかについての考え方を946 
整理することは、地域社会ＤＸを目指す地域にとって有益である。考え方の整理に当947 
たっては、地域事情に精通している必要があるか等の各人材に求められる要件や遠948 
隔地からでも参画が可能であるか等の各人材に求められる地理的特性を踏まえて、949 
人材を確保する上での考え方をガイドブックに整理し、地域に共有することが適当で950 
ある。 951 
例えば、「地域課題の特定」や「ＵＸオペレーション」等の段階を主導するＸ人材に952 

ついては、地域事情や地域が抱える課題に精通していることが望ましいことや、「ＵＸ953 
オペレーション」段階においては地域への常駐が望ましいことを踏まえれば、外部人954 
材の短期的なシェアリングによって対応することは困難であり、地域における育成を通955 
じて人材確保することが適当と考えられる。また、特に地域においてデジタル人材を育956 
成する場合については、各個人が自身のキャリアデザインを展望できるようにする必957 
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要があるとの指摘を踏まえ、地域においてキャリアパスイメージを明確化すべきである958 
点に留意が必要である。 959 

ただし、地域の「地域課題の特定」については、地域の事情に精通した者のみなら960 
ず、様々な地域DXの実例に精通した外部の人材による課題抽出やファシリテーショ961 
ンも有効であるとの指摘もあることから、特に「地域課題の特定」は、地域において育962 
成した者を軸としつつ、外部の人材による課題抽出やファシリテーションを組み合わせ963 
ることで推進することが適当である。 964 

また、「開発」等の段階を主導するＤ人材については、全国的にＩＴ人材の絶対数が965 
不足している現状に鑑みれば、中長期的には地域においても育成することが望ましい966 
ものの、ソリューションの開発等は遠隔地からでも対応可能であり、地理的制約を受け967 
にくいことから、短期的には必要に応じて都道府県単位/全国単位で人材シェアリング968 
をすることで対応することが適当である。 969 
こうしたデジタル人材確保に向けた考え方や留意点については、ガイドブックに整970 

理し地域へ展開することが考えられる。 971 
 972 

（２）地域社会へのデジタル人材の供給 973 

デジタル人材確保に向けた考え方の整理と並行して、現行のデジタル人材供給施974 
策の見直し・強化を進めることが適当である。 975 
具体的には、デジタル人材を供給する方法として、地域における人材育成を行う方976 

法と都道府県単位/全国単位で人材をシェアリングする方法が考えられるところ、人材977 
育成には一定の期間を要することを踏まえれば、短期的には既存人材のシェアリング978 
を効率化するとともに、中長期的には人材育成の考え方を整理した上で地域における979 
育成を進めることが適当である。 980 

① 人材シェアリングスキームの見直し 981 

自治体及び地域社会を対象とした人材シェアリングスキームとしては「外部人材リス982 
ト」や「地域情報化アドバイザー」などがあり、派遣対象、期間、目的等が異なることか983 
ら、例えば、各人材スキームの役割や特徴を整理した上で、地域の求めに応じて人材984 
のシェアリングを行う「人材のハブ機能」を果たす枠組を検討することが考えられる。 985 
 986 
 987 
 988 
 989 
 990 
 991 



 

52 
 

図 4-13 ： デジタル人材ハブ機能のイメージ 992 

 993 
【出典】第７回懇談会 資料７－１ 994 

 995 
その上で、「外部人材リスト」及び「地域情報化アドバイザー」等の個別施策につい996 

ては、現在寄せられている課題を踏まえ、見直しを行うことが適当である。 997 
具体的には、「外部人材リスト」については、「登録者数が少ない」「登録人材の活動998 

実績等が不明」「登録者の評価に関する情報が欲しい」との意見が多く寄せられたこと999 
を踏まえれば、例えば、募集期間の延長を通じた外部人材の量的拡大や、登録され1000 
た人材について、デジタルスキル標準（ＤＳＳ）への対応により、登録者の有するスキル1001 
が明らかとなるようするなどの質的改善を行うことが考えられる他、自治体ＤＸと地域社1002 
会ＤＸが連携して推進されるべきことを踏まえつつ、「外部人材リスト」に求められる役1003 
割を整理することも考えられるのではないか。 1004 
また、「地域情報化アドバイザー」については、個別の地場企業への派遣も有効で1005 

あるとの指摘や、用途の太宗が研修等になっているとの指摘を踏まえれば、例えば、1006 
派遣対象の拡大や、業務の拡大などを行うことが考えられるのではないか。 1007 
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② 人材育成の考え方 1008 

「地域課題の特定」等を担う X 人材については、地域内で育成することも選択肢の1009 
一つであるところ、求められるスキルを地域の人材に付与するための方法論を整理す1010 
ることが必要と考えられる。その際、例えば、自治体においてデジタル人材育成に成1011 
功した事例を参照しながら、地場企業等を含む地域社会における人材育成用のプラ1012 
ンやプログラムを検討することが考えられる。 1013 

人材育成について検討する上では、デジタル技術の進歩が早い点にも留意が必1014 
要であり、既に一定の知見を有している人材に対するリカレント教育についても並行し1015 
て検討することが必要である。 1016 
 1017 
図 4-14 ： 広島県における人材育成施策 1018 

 1019 
【出典】第３回懇談会 資料３－３ 1020 

 1021 
また、地域社会 DX を担う人材には一定のセキュリティスキルが求められることが指1022 

摘されており、CYDER や地域 SECUNITY といったセキュリティスキルに特化した育成1023 
の取組とも連携を図りながら、自治体をはじめとする地域全体のセキュリティ人材の底1024 
上げを図っていくことが適当と考えられる。 1025 
 1026 
  1027 
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図 4-15 ： セキュリティスキルの育成施策（CYDER） 1028 

 1029 
【出典】第６回懇談会 資料６－２ 1030 

 1031 

（３）人材の定着に向けた取組 1032 

地域のデジタル人材がテレワークを活用して大都市圏の企業に勤めることは、①大1033 
都市圏の企業にとってデジタル人材を確保することができる方策であるのみならず、1034 
②地域のデジタル人材にとっても時間や場所の制約なく、地元での勤務希望を叶え1035 
つつ、大都市圏の企業で働くことができる方策であることを踏まえれば、地域へのデジ1036 
タル人材の定着・滞留策としてテレワークを活用することは有効である。例えば新潟県1037 
長岡市においては、地元の教育/研究機関等との連携や企業誘致を通じてテレワーク1038 
を活用した新たなワークモデルを創出している。 1039 
  1040 



 

55 
 

図 4-16 ： テレワークの活用による地域への人材定着策の例 1041 

 1042 
【出典】第７回懇談会 資料７－１ 1043 

 1044 
このようにテレワークを活用した遠隔・地域就職の普及に向けて、先行事例の更な1045 

る創出や好取組事例の収集・表彰を行い、各地域や大都市圏の企業に対して発信し1046 
ていくとともに、全国的な取組の拡大を図るための普及促進の方策について更に検討1047 
を進めることが適当である。また、このような地域へのデジタル人材の定着策としてテレ1048 
ワークの活用を検討し、推進するにあたっては、進出する企業、自治体及び教育/研1049 
究機関等が互いに協力・連携することが有効であり、次章に示すような地域社会にお1050 
けるＤＸ推進体制の下、取組を進めることの検討が求められる。 1051 
 1052 

  1053 
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第５章 地域社会ＤＸの推進に向けた関係者の推進体制構築の在り方 1054 

１．論点 1055 

本検討項目では、次の３つの論点に基づき、検討を行った。 1056 

（１）地域社会ＤＸの担い手となるキーパーソンの確保方策 1057 

・地域の実情をよく知るプレイヤーにはどのような主体がおり、どのような主体がＤＸ1058 
の中核となるべきか。 1059 

・キーパーソンとなるべき人材を巻き込んでいくためにはどうすれば良いか。 1060 

（２）持続可能な推進体制の在り方 1061 

・民産学官金から、どのような地域のステークホルダーが参画すべきか。 1062 
・各主体が当事者意識を持ち、自律的に運営されるためには、どのような仕掛けが1063 
必要か。 1064 

（３）推進体制構築のための支援の在り方 1065 

・各地域で持続可能な連携体制を構築するため、国はどのような支援をすべきか。 1066 
 1067 

２．現状・課題 1068 

① 地域社会におけるＤＸ推進体制の欠如 1069 

 総務省が都道府県・市区町村を対象に実施した調査では、約４割の団体が「推進体1070 
制の欠如（体制構築が困難）」をデジタル技術導入の際の課題として挙げており、地域1071 
内での推進体制が構築できていないことが、地域社会のデジタル化を妨げる要因の1072 
一つとなっている。 1073 
 1074 
  1075 
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図 5-1 ： デジタル技術導入の際の課題（地方公共団体向けアンケート結果） 1076 

 1077 
【出典】 総務省「地域におけるデジタル技術の導入・活用等調査」を基に作成 1078 

 1079 

② 地域社会ＤＸの担い手となるキーパーソンの確保方策 1080 

地域社会ＤＸを推進する上では、地域のステークホルダーがビジョンや目的意識を1081 
共有した上で、地域の適切なステークホルダーを巻き込み、役割を明確化することが1082 
必要である。地域社会ＤＸが機能しない要因として、関係者間で「目的意識の不一致」1083 
がある場合や、関係者の間での「曖昧な役割分担による手戻り」がある場合などが挙1084 
げられている。 1085 

 1086 
図 5-2 ： 地域社会ＤＸを進める上での落とし穴① 1087 

 1088 
【出典】総務省「-地域 DX の実現へ-９つの好事例と成功の秘訣」より作成 1089 
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地域社会における適切なＤＸ推進体制を構築するためには、まずはどのようなステ1090 
ークホルダーをＤＸ推進体制に巻き込むか、各ステークホルダーにどのような役割を与1091 
えるかを明確にすることが必要と考えられる。特にＤＸ推進体制には、「地域社会が抱1092 
えている課題は何か」「地域社会が抱えている課題のうちＤＸによって解決しうるものは1093 
どれか」といった「地域課題の特定」が期待されているところ、参加者による「地域課題1094 
の特定」が効果的に行われるためにはどのような仕掛けが必要かといった点について1095 
の共通理解を醸成することも有効と考えられる。 1096 

また、地域社会ＤＸを推進する上では、地域課題を自分事として捉え、ＤＸを主体的1097 
にリードするとともに、様々な関係者のハブとなる”キーパーソン”の存在が不可欠との1098 
指摘があるところ、どのような主体が”キーパーソン”としての役割を果たしうるのかにつ1099 
いて分析が必要である。 1100 

③ 持続可能な推進体制の在り方 1101 

上記の他、地域社会ＤＸが進展しない要因として、ステークホルダーの離脱や他地1102 
域との情報ネットワークの不足が挙げられる。こうした観点からは、DX 推進体制につ1103 
いては、一過性のものではなく長期的に持続可能な体制とすることや、特定の地域内1104 
で関係者を巻き込むのみではなく、他地域との間でも情報共有体制を構築することが1105 
必要と考えられる。また、地域社会 DX を推進する上では、自治体 DX の取組とも連1106 
携することが必要であり、各都道府県において令和 7 年度中に構築することとされて1107 
いる、人材確保・育成に関する都道府県と市町村の広域的な推進体制に留意すること1108 
も重要である。 1109 
 1110 

  1111 
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図 5-3 ： 地域社会ＤＸを進める上での落とし穴② 1112 

 1113 
【出典】総務省「-地域 DX の実現へ-９つの好事例と成功の秘訣」より作成 1114 

 1115 

④ 連携体制構築のための支援の在り方 1116 

ＤＸ推進体制の構築については、地域デジタル基盤活用推進事業の一環である1117 
「推進体制構築支援」において、本年度から都道府県と市町村等の間の推進体制構1118 
築の支援を実施している。本年度の支援の結果及び本懇談会における議論の結果を1119 
踏まえ、支援方法について改善することが考えられる。 1120 
 1121 

３．対応の方向性 1122 

（１）地域社会における推進体制構築に関する考え方 1123 

① ＤＸ推進体制に関与すべきステークホルダー 1124 

 地域社会ＤＸの成功事例の分析を通じ、地域社会ＤＸを推進する上では、自治体職1125 
員が中心となり、特定分野の知見を持った企業・教育/研究機関・地域金融機関・地域1126 
メディア等が関与することが有効であると明らかとなった。 1127 
 例えば、兵庫県豊岡市では地域金融機関やシビックテック、福井県においては地域1128 
金融機関と地域メディア、長野県においては教育/研究機関が関与したことで、地域1129 
社会ＤＸに成功している。 1130 
 地域金融機関は地域の金融の流れを把握していることから、地域課題の特定に貢1131 
献するとの指摘があった。また、地域メディアについても地域の事情に精通しているこ1132 
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とにより地域課題の特定に貢献するほか、取組の周知・広報を通じた住民の巻き込み1133 
等の役割が期待できる。教育/研究機関については、大学構内でテストベッドを提供し1134 
ている事例が見られたほか、地域の若者・学生の育成・定着といった観点から貢献す1135 
ることが期待できる。 1136 
 このほか、地域社会ＤＸを推進する上では、総合通信局等が関与することにより、Ｄ1137 
Ｘに必要な通信環境整備のための支援をすることや管内の先行事例の整理・共有等1138 
が可能になると考えられる。 1139 
 以上を踏まえれば、地域金融機関や地域メディア、教育/研究機関を巻き込んだＤＸ1140 
推進体制を構築することが有効であると考えられる。 1141 

② ＤＸ推進体制におけるキーパーソン 1142 

 ＤＸ推進体制において、地域課題を自分事として捉え、ＤＸを主体的にリードするとと1143 
もに、様々な関係者のハブとなる”キーパーソン”の役割は、まずは自治体職員が想定1144 
されるが、このほか地域事情に精通した地場企業や教育/研究機関が果たす場合が1145 
あることが明らかとなった。 1146 

③ 地域課題の発見・深堀手法 1147 

 地域課題の発見・深堀手法については、住民をはじめとする地域コミュニティを交え1148 
たヒアリング・ワークショップ等を通じた課題の発見やアイデア出し、プロトタイピング、1149 
振り返り、合意形成等のプロセスの反復による深堀が有効であると考えられる。 1150 

④ 定着・横展開 1151 

 成功事例の分析を通じて、特定の地域で成功した地域社会ＤＸの取組が他の地域1152 
へ波及する上では、利便性の向上やコストの低減などの導入効果について広く周知1153 
するとともに、ＤＸに伴う住民不安を取り除くことが重要であることが明らかとなった。こう1154 
した観点からは、成功事例を他の自治体に対して共有していくとともに、住民の不安1155 
感情に丁寧に対応することが地域社会でＤＸを進めていく上で有効であると考えられ1156 
る。 1157 
  1158 
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図 5-4 ： 地域社会ＤＸ推進体制の例①（兵庫県豊岡市） 1159 

 1160 
【出典】第２回懇談会 資料２－１を基に作成 1161 

 1162 
図 5-5 ： 地域社会ＤＸ推進体制の例②（福井県） 1163 

 1164 
【出典】第３回懇談会 資料３－４ 1165 

  1166 
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図 5-６ ： 地域社会ＤＸ推進体制の例③（信州） 1167 

 1168 
【出典】第３回懇談会 資料３－５ 1169 

 1170 
図 5-7 ： 地域社会ＤＸ推進体制の例④（高知県） 1171 

 1172 
【出典】第４回懇談会 資料４－２を基に作成 1173 
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図 5-８ ： 地域社会ＤＸ推進体制の例⑤（大田区） 1174 

 1175 
【出典】第４回懇談会 資料４－５を基に作成 1176 

 1177 
図 5-9 ： 地域社会ＤＸ推進体制の例⑥（富山県） 1178 

 1179 
【出典】デジタル行財政改革 第２回課題発掘対話資料を基に作成 1180 
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（２）関係者の推進体制構築の支援 1181 

総務省においては、地域デジタル基盤活用推進事業の一環として、本年度より都1182 
道府県と市町村等の推進体制構築の支援を開始しているところ、本懇談会の議論の1183 
結果や実際に当該支援を活用した地域からの声を踏まえて、必要に応じ改善を行うこ1184 
とが適当である。 1185 
例えば、今回の成功事例分析を通じ、地域社会ＤＸの推進体制に地域金融機関、1186 

地域メディア、教育/研究機関等を関与させることが有効であるとの仮説が立てられた1187 
ところ、こうしたステークホルダーが含まれる推進体制について優先的に支援を行うと1188 
ともに、各主体が地域社会ＤＸにどのような役割を果たすことが望ましいのかについて1189 
検証することが考えられる。特に地域金融機関、地域メディア、教育/研究機関等が含1190 
まれる推進体制構築を支援する取組を通じて、各ステークホルダーがＤＸ推進体制の1191 
中でどのような役割を果たすべきかについてモデル化し、後述のガイドブックにおいて1192 
広く共有することは他地域におけるＤＸの取組を後押しすることにつながるものと考え1193 
られる。 1194 

 1195 

（３）ＤＸ推進体制のモデルの共有 1196 

本懇談会において分析できた事例は限定的であること及び地域社会ＤＸを横展開1197 
する観点からは、推進体制の在り方や、ソリューションの導入効果などを広く周知する1198 
ことが有効であると考えられる。こうした観点から、例えば、「関与すべきステークホルダ1199 
ー」「キーパーソン」「地域課題の発見・深堀方法」等について、これまで構築してきた1200 
仮説を踏まえて、引き続き事例分析を行い、成功事例に共通するエッセンスを抽出し1201 
た上で、ガイドブックに整理することで他地域の DX に資することが可能であると考えら1202 
れる。 1203 


