
2019/09/05 電⼦情報通信学会 2019-09-NS-IN-CS-NV@東北⼤学 1

東京⼤学空間情報科学研究センター・特任講師
（⽣産技術研究所 協⼒研究員／地域未来社会連携研究機構 参画教員）

放送⼤学・客員准教授

クラウド時代の地図・地理空間情報
〜クラウドソーシングを通じた参加から協働へ〜

瀬⼾ 寿⼀

tosseto@csis.u-tokyo.ac.jp



2019/09/05 電⼦情報通信学会 2019-09-NS-IN-CS-NV@東北⼤学 2

Contents
• 背景: クラウドソーシングを通じた参加か

ら協働へ
• My City Report︓市⺠と⾏政との協働に

おける地理空間情報
• Urban Data Challenge: 市⺠協働とシ

ビックテックのためのプラットフォーム



2019/09/05 電⼦情報通信学会 2019-09-NS-IN-CS-NV@東北⼤学 3

OpenStreetMap

地域課題解決のためのCivic Tech ｘ Local Gov. Tech

⾏政データによるまちの将来像
可視化ツール︓MyCityForecast

オープンデータ・コミュニティの場
の構築︓Urban Data Challenge

市⺠協働とAIを組み合わせた次世代
型インフラ管理︓MyCityReport
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My City X 
Project
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A BE T T ER WOR L D

My City X — citizens’ collaboration tools 
for urban management

Yoshihide Sekimoto, Institute of Industrial Science; Toshikazu Seto, Center for Spatial Information Science, 
University of Tokyo, Japan

Smart City is a designation that can be used for describ-
ing cities that use cutting-edge technologies and 
surveillance cameras to control such practicalities as 

zero scratch autonomous driving or cash-free environments. 
However, it is important to remember that any city, to be 
of true benefit to its citizens, must be sustainable; and that 
the collaboration of citizens with local government using 
self-controllable data, and without interference by a single 
corporate stakeholder, is central to sustainability. It is for 
this reason that a collaborative urban planning project, My 
City X, has been created using open data and machine learn-
ing techniques, and designed for use by ordinary citizens. 
Two tools have been developed within the project: an urban 
simulation system, My City Forecast1, and a civil infrastruc-
ture monitoring tool My City Report.

My City Forecast
In urban management, the importance of citizen partici-
pation is being emphasized more than ever before. This is 
especially true in countries where depopulation has become 
a major concern for urban managers, and many local 
authorities are working on revising city master plans, often 
incorporating the concept of the “compact city.” In Japan, for 
example, the implementation of compact city plans means 
that each local government decides on how to designate resi-
dential areas, and promotes citizens moving to these areas in 
order to improve budget effectiveness and the city’s vitality.

However, implementing a compact city is possible in 
various ways. Given that there can be some designated with-
drawal areas to satisfy budget savings, some compact city 
policies can be unfavourable for some citizens. At this critical 
point in the design of urban infrastructure, it is necessary to 
include citizen–government collaboration as well as mutual 
understanding and cooperation in every step of urban 
management, especially in the planning process.

Along with the recent rapid growth of big data utilization 
and computer technologies, a new conception of cooperation 
between citizens and government has developed. With emerg-
ing technologies based on civic knowledge, citizens have begun 
to attain the power to engage directly in urban management 
by obtaining information, thinking about the problems within 
the city, and taking action to help shape the city’s future. This 
development is also supported by the open government data 
movement, which promotes the availability of government 

information online. CityDashboard is one well-known example 
of real-time visualization and distribution of urban informa-
tion. CityDashboard, a web tool launched in 2012 by University 
College London, aggregates spatial data for cities around the 
UK and displays the data on a dashboard and a map. These 
new technologies are expected to enable both citizens and 
government to view their urban situation through an interface 
presenting an overhead view, based on statistical information.

However, usage of statistics and governmental data is as 
yet limited within the process of urban planning. In research 
conducted by University of Tokyo, it was revealed that most of 
the data sets gathered through basic surveys for urban plan-
ning and national censuses and stored by local officials in 
Japan, are not efficiently utilized or fully shared with citizens. 
Further, lack of appropriately skilled personnel and technolog-
ical know-how discourages discussion based on data analysis 
and/or urban simulations. As a result, the urban management 
process mainly yields to government initiatives, neglecting to 
take advantage of citizen participation opportunities. 

To help improve this situation and increase citizen partic-
ipation in urban management, University of Tokyo has 
developed a web-based urban planning communication tool 
using open government data for enhanced citizen–govern-
ment cooperation. The main aim of the present research is to 
evaluate the effect of the system on users’ awareness of, and 
attitude towards, the urban condition. An urban simulation 
system, My City Forecast, has been designed and developed, 
that enables citizens to understand how their environment 
and region are likely to change by urban management in the 
future — up to 2040. 

The simulation model includes an estimation of the popu-
lation, the location of urban facilities, and administrative 
costs. The data used to summarize the simulation results 
are mainly common household indicators, which users can 
compare directly with their actual living data. Moreover, 
the simulation results are provided at a spatial resolution of 
500m by 500m, enabling users to recognize their person-
alized environmental information on their neighbourhood.

It is expected that, as more people use the web tool online 
and utilize it in the actual planning process, citizen–govern-
ment communication will be enhanced. To achieve this 
effectively, there needs to be continuous evaluation and 
development based on feedback gathered through user tests. 
This article shows the result of the psychological evaluation 

Yoshihide Sekimoto, Toshikazu Seto, My City X ̶ citizens' collaboration tools for urban management, 
A Better World Vol. 5(Goal 11: Sustainable Cities and Communities), 

Tudor Rose publication in partnership with UN-HABITAT, pp.124-126, 2019.06.

http://digital.tudor-rose.co.uk/a-
better-world-vol-5/124/

東京⼤学⽣産技術研究所︓関本研究室
東京⼤学CSIS︓社会連携・寄付研究部⾨

http://digital.tudor-rose.co.uk/a-better-world-vol-5/124/
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• GISの社会的影響⼒の⾼まりを受け、1990年
代前半より市⺠参加をテーマとしたGIS研究
に注⽬（若林・⻄村, 2010）

• 欧⽶における市⺠参加論から都市問題・都市
計画への応⽤

• 途上国・農村地域の環境管理や先住⺠の空間
認知の基礎ツールに

• 2000年代以降、地理空間情報と市⺠参画に
まつわる様々な分野（情報学・⼯学等・⾏政
学等）に展開

• 『市⺠参加の階梯』(Arnstein, 1967）で位
置づけられる「市⺠への権⼒委譲
（Degress of Citizen Power）」にはこれ
まで⾄っていなかった

参加型GIS: Participatory GIS (PGIS)
参加型マッピング︓Participatory Mapping

▲Science誌 Vol.354, 2016.12
クラウドソーシングで蓄積された道路データ
セットを⽤いた未開地域の状況把握
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ボランタリー地理情報
Volunteered Geographic Information (VGI)

• Goodchild (2007)が提唱 (瀬⼾, 2010)
– Web＋オープンソースの台頭が背景
– Citizens as sensorsと標榜し、地理情報

分野における新しい側⾯として注⽬
• 主に個⼈（市⺠）によって地理空間情報

が⾃発的(Opt-in型とも）に提供され、
主にWeb上で膨⼤に蓄積する現象。
≒ クラウドソーシング，参加型センシング

• 代表的な事例︓
OpenStreetMap(OSM)
– 世界規模のWiki型のジオデータベース

• VGIのデータ⾃体が社会的・政治的影響
を及ぼしている (Elwood, 2010) (Sui et al., 2012)
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(ODbL1.0ライセンス)
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Mapping roads through deep 
learning and weakly supervised 

training

https://ai.facebook.com/blog/mapping-roads-through-deep-learning-and-
weakly-supervised-training

https://ai.facebook.com/blog/mapping-roads-through-deep-learning-and-weakly-supervised-training
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10

Mapillary: 世界中の⼈々によって⾃発的に撮影された
ストリートビュー画像から物体検出

6億7490万枚の画像
（毎⽇約1千万枚増加）

840万km分のログデータ
＝コミュニティの資産
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How many citizen scientists
in the world?

• イギリスの「Doing It Together 
Science project (DITOs)」には
実際のところどのくらいの参加
者がいるのか︖また，⾼次の参
加になるほど少なくなる状況

• とはいえ，潜在的な科学者（⾼
等教育を受けた修⼠・博⼠号を
もった⼈々）は世界的にはたく
さんいるはず

• さらにOSMやZooniverseなど世
界的なクラウドソーシングのプ
ロジェクトでは数百万ユーザー
の潜在的な参加もある

• 参加のプロセス（レベル）が
様々であることを踏まえて⽀援
が必要

Source: https://povesham.wordpress.com/2018/10/05/how-many-citizen-scientists-in-the-world/

https://povesham.wordpress.com/2018/10/05/how-many-citizen-scientists-in-the-world/
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次世代型市⺠協働プラットフォーム
My City Report

My City Report コンソーシアム
＜研究開発機関＞

東京⼤学⽣産技術研究所（研究代表者︓関本義秀）
合同会社Georepublic Japan

⼀般社団法⼈社会基盤情報流通推進協議会
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Source:  http://openminnesota.org/inspiration/

オープンデータ＆オープンガバメント︓⾏政機関はデータを提供し
プラットフォームになるべき → 活⽤やサービスは⺠間の取り組み期待

透明性
参加・協働

http://openminnesota.org/inspiration/
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• 先⾏地域（ボストン・シカゴ・NYC等，⽶国内で数⼗⾃治体以上）では，膨⼤な⾏
政情報と市⺠投稿データの両⽅をオープンデータ化し，街の課題の透明化を推進

• まちの課題投稿システムに関する研究（Patel, 2015; Goldstein,2013; Offenfuber,2015）

• ⾃治体の財政
• 専⾨家の不⾜
• インフラ⽼朽化

• オープンデータ
• オープンガバメント
• 参加型センシング

市⺠の知＆市⺠協働をフル活⽤した社会インフラ維持管理へ︕

n ちばレポ n FixMyStreet n 311 Chicago

など

ICTを⽤いたまちの課題投稿システム（Pothole Apps, 311 Apps）

u インフラを取り巻く厳しい状況 u 発達著しいICT
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ちばレポ (2014年9⽉〜）

ちばレポWEB

スマホGPS機能を使って
地域の課題をレポート

対応状況の共有

壁の落書き

舗装の痛み

市⺠が地域の課題発⾒

登録者数の推移 ⽇別・ツール別投稿数

電話やパトロールの記録もデ
ジタル化＆DB上で統合化し、

年間約1.1万件︕

⾏政内で顧客対応を割振る
CRM機能が充実

（平均回答⽇数が
26⽇→23⽇程度に短縮）



2019/09/05 電⼦情報通信学会 2019-09-NS-IN-CS-NV@東北⼤学 16

• 千葉市と全⾯的に連携し「ちばレポ」をベースにした新たな市⺠協働ツールと共に機械学
習、IoTや最適資源配分等の機能を組込んだオープンソースベースの市⺠協働プラット
フォーム（My City Report）を開発する。

• 研究開発終了後も継続利⽤するための仕組み（共同運営）を前提に、
開発された仕組みを基に実証を⾏い、全国の地⽅⾃治体に展開を⽬指す

• 市⺠協働によって得られたデータを円滑に活⽤するためのAPIも整備する

2016年度〜2018年度 NICT委託研究
「現場の知、市⺠の知を有機的に組み込んだ
次世代型市⺠協働プラットフォームの開発」
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プロジェクト全体の主な経過
FY2016 FY2017 FY2018

・ MCRの基本設計
・ プロトタイプ開発
・ 職員向け実証

・道路損傷⾃動検出
アプリの開発・実証

■検討会（3回実施）
・千葉市・市原市
・室蘭市・⾜⽴区
（オブサーバー4⾃治体）

・MCRシステム（管理シ
ステムとスマホアプリ）
構築・⼀部で実証実験

・RDDアプリの改良と実
証(2017.09)

・ MCRシステムの改良・継
続的な実証（室蘭・沼津）
・ 地域ワークショップ実施

・ RDDアプリの改良と継続
的な実証の実施
・ 道路管理者向けダッシュ
ボード開発

参加団体公募

■検討会(6回実施）
・千葉市・室蘭市・沼津市
・⾜⽴区・墨⽥区
（オブサーバー4⾃治体）

参加団体公募

■コンソーシアム準備会として4回
・千葉市・室蘭市・沼津市・和歌⼭県
・東広島市・加賀市・花巻市

2019年4⽉より本格的に
コンソーシアム化︕
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https://www.mycityreport.jp/

MCRスマートフォンアプリ

MCR管理者⽤Webシステム 道路管理AI （RDD) ダッシュボード
Road Damage Detector Dashboard

AIによる道路損傷⾃動検出アプリ
Road Damage Detector (RDD)

市⺠協働向け
for citizens

道路管理者向け
for road managers 

第2部・講演8
（前⽥）の発

表を参考

瀬⼾寿⼀・関本義秀・⼩俣博司・前⽥紘弥・樫⼭武浩・東修作・関治之「MyCityReportを⽤いた市⺠協働と次世
代に向けたスマートな道路管理」、地理情報システム学会講演論⽂集、27、4p.(CD-ROM)、2018

https://www.mycityreport.jp/
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for citizens
レポート⼀覧 レポート詳細
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複数⾃治体職員の声を反映した管理システム(ホーム画⾯)
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複数⾃治体職員の声を反映した管理システム(編集画⾯)

※ ステータスが変更される
と、投稿したユーザーに
push通知が⾃動で届きます
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Android専⽤アプ
リを⽤いて⾃動計
測

検出された傷画像を⾃動*で
管理者⽤Web環境へアップロード

*: 通信⽤SIMカードが利⽤可能な場合．また，事前
に管理者⽤ダッシュボード環境の設定が必要

道路パトロール時
にリアルタイム計測

モニタリング結果
の共有・修繕に向けた検討

for road managers
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道路損傷画像のデータセット整備
• 各⾃治体総計約1,600kmで、50時間分、16万枚の道路画

像を取得し、損傷がある画像を⽬視で判定。
• その結果、9,053枚のラベル付き損傷画像を得た。

D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 TOTAL
Ichihara	city 175 71 18 9 43 8 20 138 482
Chiba	city 183 187 13 12 27 3 104 267 796
Sumida	ward 168 660 20 61 21 19 201 482 1632
Nagakute	city 482 477 169 58 351 14 90 659 2300
Adachi	ward 529 1013 153 279 172 11 191 567 2915
Muroran	city 671 574 124 88 1192 189 50 712 3600
Numazu	city 560 807 245 129 735 165 161 908 3710

0
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TOTAL 2768 3789 742 636 2541 409 817 3733 15435

横断歩道
のかすれ

⽩線
のかすれ

段差、剥
離、ポッ
トホール

線状
ひび割れ

（横）施⼯
ジョイント

⻲甲状
ひび割れ

線状
ひび割れ
（横）

間隔が均等

線状
ひび割れ

（縦）施⼯
ジョイント

線状
ひび割れ
（縦）

⾞輪⾛⾏部
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抽出される道路損傷の定義・サンプル

線状ひび割れ（縦）
⾞輪⾛⾏部

D00

線状ひび割れ（横）
間隔が均等

D10

⻲甲状ひび割れ

D20

ポットホール、剥離

D40

横断歩道のかすれ

D43

⽩線のかすれ

D44
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各⾃治体における損傷箇所の分布
⾜⽴区 D20（⻲甲状ひび割れ）

室蘭市 D20（⻲甲状ひび割れ）

⾜⽴区 D01（線状ひび、施⼯ジョイント）

室蘭市 D01（線状ひび、施⼯ジョイント）

雪解け時期に⻲
甲状ひび割れが
発⽣しやすい

都市部では施⼯
ジョイント部が

多い
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• 0.7を超えるRecallで損傷検出できる種類もあるが、ほとんど検
出できない種類もあった。

• アノテーションの質が低い教師画像もあったので、現場ニーズの
⾼いD40（ポットホール）を中⼼に徹底⾒直しで使えるレベルに。

D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44
Recall 0.40 0.89 0.20 0.05 0.68 0.02 0.71 0.85

Precision 0.73 0.64 0.99 0.95 0.68 0.99 0.85 0.66

実⾏時間はGPUサーバー上で30.6ms、スマホ上では1.5sとなった。

(g)	D20 (h)	D43,	D44 (i)	D00,	D44

(j)	D01 (k)	D00
D00	:	Liner	crack,	longitudinal,	

wheel	mark	part
D01	:	Liner	crack,	longitudinal,	

construction	 joint	part
D10	:	Liner	crack,	lateral,

equal	interval
D11	:	Liner	crack,	lateral,	

construction	 joint	part
D20	:	Alligator	crack
D40	:	Rutting,	bump,	 pothole,	 separation
D43	:	White	line	blur
D44	:	Cross	walk	blur

(i)	Class	 name

Recall 0.53 0.66 0.15 0.09 0.65 0.54 0.77 0.71
Precision 0.71 0.87 0.79 0.50 0.80 0.81 0.90 0.88

2018.1 Arxiv版

2019.2 版
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損傷画像のみリアルタイムで
ダッシュボードにアップロード

各道路管理者がアプリの判定
に誤りがあると判断した場合

はツール上で随時報告可

データ共有・精度向上の主な仕組み

（週1〜⽉1回程度を想定）
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道路管理者向けダッシュボードの開発
〜巡回結果のリアルタイム表⽰〜
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道路損傷データセットのオープン化とワールドワイドな活⽤
各⾃治体の皆様にご協⼒いただいて収集した道路損傷データ
を（世界で初めて︖）10,000枚公開(CC-BY-SA 4.0)
https://github.com/sekilab/RoadDamageDetector）

• IEEE Big Data Conferenceで”Road 
Damage Detection and Classification 
Challenge” を開催

• 全世界から15カ国52チームが参加
• 優勝チームは複数の深層学習⼿法のアンサン

ブル，準優勝チームはFaster R-CNNベース
• https://bdc2018.mycityreport.net/

※プライバシー保護のため、⼈の顔、
⾞のナンバープレートにモザイクをかけています。

Announcement of the result

Gold Prize

Silver Prize

Bronze Prize

Special Prize

IMSC@USC (F1 = 0.64)
Abdullah Alfarrarjeh, Dweep Trivedi, 

Seon Ho Kim, and Cyrus Shahabi

CMBC_CHALLENGERS (F1 = 0.68)
Yanbo J. Wang, Ming Ding, Shichao Kan,
Shifeng Zhang, Chenyue Lu, and Qi Hong

DSSC@BUPT (F1 = 0.65)
Wenzhe Wang, Bin Wu,

Sixiong Yang, Zhixiang Wang

Bodo Rosenhahn's group (F1 = 0.63)
Florian Kluger, Christoph Reinders, 

Kevin Raetz, Philipp Schelske, Bastian Wandt, 
Hanno Ackermann, and Bodo Rosenhahn

https://github.com/sekilab/RoadDamageDetector
https://bdc2018.mycityreport.net/
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情報技術社会における
「⾃律性」とコモンズの確保

情報技術が進む社会にあって、どうすれば⼈々が
「ポジティブ」に社会に「参加」できるか︖
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http://urbandata-challenge.jp/

地域の課題解決＝シビックテック＆ジオデータの出番︕
32 / 32

2013年度から通算6年⽬︕
地域での年間を通じた

データ活⽤ワークショップ＆コンテスト

(⼀社) 社会基盤情報流通推進協議会
東京⼤学CSIS寄付研究部⾨・⽣産技術研究所関本研究室
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アーバンデータチャレンジとは︖

• 全国の都道府県単位で「地域拠点」を認定し、年間通
じて交流型ワークショップを継続し、多様な主体によ
る持続的なコミュニティの形成・成⻑を⽬的としてい
ます︕ =誰でも地域拠点の活動に参加できます

（地域拠点⾃体も公募・活動計画書の提出により認定）

• 地域課題の解決を⽬的に、地⽅⾃治体・企業・⼤学・
市⺠活動組織等を中⼼とするデータを活⽤した年間の
イベント開催を伴う「コミュニティ形成型コンテス
ト」(賞⾦総額200万円）です︕=誰でも応募できます
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2013
⾸都圏で実施（UDCT）

2014
全国展開・拠点ブロック開始

コーディネータ公募

2015
ブロックメンター導⼊
データスポンサー導⼊

学⽣奨励賞導⼊
2016

メンター研修実施
アクティビティ導⼊

ベスト地域拠点賞導⼊

10拠点・56作品応募

20拠点・158作品応募

75作品応募

30拠点・198作品応募

2017
中間シンポ地域拠点で初実施（⾦沢）

本応募作品を対象にファイナル前⽇にデモ・デー開催

40拠点・232作品応募

2018
中間シンポを地域拠点で実施（⻑野）

共通のロゴマーク（CC-BY4.0）・スタッフTシャツ製作

49拠点
200作品応募
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グパーティなどなど -> 地域課題の解決⽅法は⼀つではない︕

http://urbandata-challenge.jp/category/2017/localhub17

UDC2018各拠点の活動
(延べ) 132回／約3,200名の参加者

http://urbandata-challenge.jp/category/2017/localhub17
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UDC2018作品応募の概要
• 本応募作品総数︓200（前年︓232）／ 応募率74.6％
• 概要エントリー総数︓268（前年度︓296）
• 地域拠点開催イベントからの応募︓135（67.5％）

（愛知:12，三重:12，沖縄・静岡:8，岡⼭・新潟:7 …）

【本作品の応募内訳】
• アプリケーション︓70作品 ここから
• データ︓30作品 最終審査に残るのは
• アイデア︓69作品 わずか25作品程度…
• アクティビティ︓31作品 (採択率:10-15%)
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代表者の所属に基づく作品応募組織
合計98機関（前年度:92機関）

96

33

19

22

9
8 13

��/�

Code for XX

����
����
����
	���
�

「代表者が学⽣」
51作品

(前年度:87作品)
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UDC2018全200作品の頻出キーワード
(5回以上使⽤されたもの︓名詞の語句を集計）

作品概要 使⽤したデータセット

オープンなデータ／仕組み
を如何に駆使して作品にするか︖
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神エクセル解決アプリ「Excel→CSV」 単
なる変換に⾮ず。オープンデータを促進し
業務⾰新に誘う導⽕線ツール（⻑野）

データ部⾨・⾦賞
これからの「まびケア」に向けた避難所
周辺施設情報（岡⼭）

アクティビティ部⾨・⾦賞
安来市のオープンデータを活⽤して地域課
題を研究する⾼校⽣の取り組み（島根）

アイデア部⾨・⾦賞
トータル⾦⿂ナビゲーション
「Kingyo AI Navi」（奈良）

最終審査に残った作品資料と受賞作品の講評は
(まとめて)Webサイトを通じて公開
https://urbandata-challenge.jp/
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• 『AED SOS』2013年アプリケーション部⾨⾦賞
→クラウドファウンディングを経てCoaido社を起業、全国展開へ
→東京都起業家海外展開⽀援プログラムX-HUB TOKYO採択

• 『さっぽろ保育園マップ』2014年アプリケーション部⾨⾦賞
→Code for XXによる19地域（⽣駒、徳島、流⼭、千葉…）への展開

• 『MY CITY FORECAST』2014年アプリケーション部⾨銀賞／⽔⼾市⻑特別賞
→1,670⾃治体をカバーし、地域のWSや職員研修で利⽤
→総務省ICT地域活性化⼤賞2016で奨励賞受賞

• 『北海道統計データ閲覧ツールSeseki』2015年アプリケーション部⾨⾦賞
→全国版の公開や⼤学との共同研究
→⼤⼿IT企業から、世界最先端ベンチャー企業へ

• 『のとノットアローン 』2016年アクティビティ部⾨⾦賞
→2015年9⽉のUDCイベントから⾜掛け2年以上の実績
→Mashup Award2016 Civic Wave賞受賞
→多様なプロジェクト協⼒者、10以上の公的団体から⽀援

歴代の受賞作品の⼀部とその後→各地で活躍︕

40
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2019年度、地域拠点は41へ︕

地域拠点2回⽬
地域拠点3回⽬
地域拠点4回⽬
地域拠点5回⽬
地域拠点6回⽬
未応募（フォローアップ拠点）
地域拠点賞受賞地域

Maped by CARTO & MIERUNE

■地域拠点コーディネーター（代表者）
南北海道 川⼝陽海（室蘭市企画財政部ICT推進課）
⻘森 ⼩塚裕（⻘森県企画政策部情報システム課）
岩⼿ 渡邉博幸（⼀関市まちづくり推進部）
秋⽥ 柿崎知洋（秋⽥市企画財政部情報統計課）

⼭形 脇克志（⼭形⼤学データサイエンス教育研究推進セ
ンター）

福島 藤井淳（会津若松市企画政策部情報統計課）
茨城 ⽥中陽祐（⽔⼾市情報政策課）

群⾺ ⿓野正孝（株式会社ブレインファーム/NPO法⼈ブ
レインファーム、コードフォーグンマ）

千葉 ⾓張洋平（チーム千葉県）

⻄東京 沖啓介（Code for Hachioji）

東東京 榎本真美

神奈川 伊藤侑果（横須賀市産業振興財団IoT導⼊推進コー
ディネーター/Code for Yokosuka）

新潟 ⼭﨑達也（⼤学連携新潟協議会ビッグデータ・オー
プンデータ活⽤研究会）

富⼭ 冨成敬之（アーバンデータチャレンジ2019富⼭県
ブロック実⾏委員会[仮]）

⽯川 福島健⼀郎（コード・フォー・カナザワ）

■地域拠点コーディネーター（代表者）
福井 吉⽥佳奈代（福井県）
⼭梨 塩島諒輔（Code for Yamanashi）

⻑野 諸⽥和幸（⻑野県伊那市 WikipediaTOWN in INA 
Valley）

岐⾩ ⽯井哲治（CODE for GIFU）

静岡 伊藤允彦（しずおかオープンデータ推進協議会⾃治体
会）

愛知 向直⼈ （椙⼭⼥学園⼤学⽂化情報学部）
三重 斎藤直正（UDC三重実⾏委員会）
滋賀 中⻄雅幸（CodeForKusatsu）

京都 ⻘⽊和⼈（あおき地理情報システム研究所）

⼤阪 古崎晃司（LODチャレンジ関⻄⽀部/⼤阪電気通信⼤
学）

奈良 本多健⼀（Code for Yamatokoriyama）

和歌⼭ ⼤池洋史（和歌⼭県企画部企画政策局情報政策課）

島根 野⽥哲夫（島根⼤学）

岡⼭ 守屋涼⼦（⼀般社団法⼈データクレイドル）

⼭⼝ 井本健（吉南株式会社）

■地域拠点コーディネーター（代表者）
⾹川 英誠⼀朗（Code for Sanuki）
愛媛 兼久信次郎（Code for DOGO）
⾼知 神原咲⼦（⾼知県⽴⼤学）
福岡 安河内公洋（システムラボラトリー株式会社/Code for Kurume）
佐賀 ⽜島清豪（株式会社ローカルメディアラボ/Code for Saga）
⻑崎 横⼭正⼈（株式会社九州地域情報化研究所/Code for NAGASAKI）
熊本 境章（熊本学園⼤学/Code for Kumamoto）
⼤分 ⾜⽴郁（公益財団法⼈ハイパーネットワーク社会研究所）

宮崎 ⻄本謙⼀郎（宮崎県情報政策課）

⿅児島 久永忠範（NPO⿅児島インファーメーション）

沖縄 ⽯川晃久（⼀般社団法⼈沖縄オープンラボラトリ）

★
★

★
★

★
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UDCセカンドステージ
5か年計画（2019〜2023）
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応募部⾨を分野別にして
毎年重点分野を設定し学会等と連携

• 10の応募部⾨（分野別）を設置予定
– 「道路・交通」「河川・港湾・上下⽔道」「住宅・⼟地・

公園・公共施設」「まちづくり・都市計画」「農業・林
業・漁業」「産業・観光」
「医療・健康」「⽣活・⽂化・地域アーカイブ」「教育・
政治」「防犯・防災」

• 分野や業界との連携について
– 概ね2年ごとに重点分野を変えつつ連携を深める予定

• 2019年度︓ 「道路・交通」「⽣活・⽂化・地域アーカイブ」
（連携団体︓⼟⽊学会、国⽴国会図書館など）

• インフラデータチャレンジ2019との共催
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アーバンデータチャレンジ2019
今年も作品募集予定です︕

作品概要︓10⽉頃〜2019年12⽉下旬予定
作品本体締切︓2020年 1⽉下旬予定

キックオフ︓2019年7⽉1⽇＠東京⼤学駒場リサーチキャンパス
中間シンポ︓2019年11⽉1⽇（⾦）ウインクあいち

最終審査会︓2020年3⽉13-14⽇ 東京⼤学駒場リサーチキャンパス

アプリケーション データ アイデア アクティビティ
⾦賞 50万円 20万円 10万円 20万円
銀賞 30万円 10万円 5万円 10万円
銅賞 10万円 5万円 --- 5万円
特別賞 オープンガバメント推進協議会賞、⾃治体特別賞（⾦沢市特別賞、⽇野市賞）、

学⽣奨励賞 ※各賞該当なしの場合もあります

2019年度の応募区分・各部⾨の賞⾦額は

鋭意検討中です︕
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おわりに
n地域のデジタル化︓⾃治体のオープンデータ

以外にもボトムアップでデータ共有やツール
化できる時代に

n地域社会でいかにデータを活⽤する環境を市
⺠と⾏政で醸成できるか︖

n市⺠と⾏政との協働の持続可能性︓
nMCRは，⾃治体におけるインフラ管理を出発点に、市⺠
協働やオープンな課題解決を⽇常的にする契機に

nUDCは地元発で⾏動するためのきっかけ。⽅法をハッ
カソンに限定せず、地域の活動環境や段階に合わせると
同時に継続的にやりたいと思えるように
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Thank you!

tosseto@csis.u-tokyo.ac.jp
http://researchmap.jp/tosseto

https://speakerdeck.com/tosseto

http://researchmap.jp/tosseto
https://speakerdeck.com/tosseto

