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1. はじめ 
  我が国では，昭和 50 年に発足した伝統的建造物
群保存地区制度をはじめ，歴史的な集落・街並みの
保全が進められてきた．地域の歴史的遺産は，地域
のアイデンティティを形成する要素である．そのた
め，住民が自分の住む地域の歴史的遺産を認識する
ことで，地域への帰属意識や地域愛着を増進させる
可能性が考えられる．さらに，その地域における歴
史的遺産を自分たちのまちの資源と認識し，共有す
ることは，賑わいのあるまちを形成する上で重要な
ことの一つである．しかしながら，伝統的建造物群
保存地区などに指定されていない場合，必ずしも，
まちなみとして歴史的な景観を保存されていないこ
とも多く，歴史的遺産としての認知形成がされにく
い現状がある． 
 そこで，本研究においては，研究対象地を滋賀県
草津市の草津宿本陣商店街と定め，歴史的遺産が市
民にとって直接的に地域の愛着を高めるためのコン
テンツとするための方法として，「歴史的街路空間
の VR 体験（以下，VR 街並み体験と略す）」を提案
し，それが地域に対する愛着に与える影響を明らか
にする． 
 

2. 本研究の位置づけと仮説の措定 

2.1. 既存研究の整理 
  歴史的遺産の活用が地域に与える影響 1）や VR 技
術の活用事例 2），地域愛着が社会におけるどのよう
な要因によって形成され，地域の活動に還元される
か 3）は既存研究で明らかになっている．しかしなが
ら，地域への愛着を高めるための効果的な手法が確
立されていない 4) というのが現状である．本研究で
は，V R 技術を用いて地域への愛着に影響を与える
ことを目的とする実験的な研究である． 
2.2. 仮説の措定 
 “地域愛着”の定義は鈴木ら 3)より「人間と場所と
の感情的なつながり」とする．つまり地域そのもの
を知ることから地域愛着の醸成は始まることを示し
ている． 
 以上をもとに，VR 街並み体験が地域愛着に与え
る影響の仮説として図 1 に示す因果モデルを措定し
た．VR 街並み体験は，視界 360 度が 3D 空間で再現
されるため，没入感とリアリティという点において
新たな歴史認識の機会を提供する事ができると考え
る（仮説 1）．歴史的認知度の高い人ほどその街の歴
史的遺産に地域としての誇りや尊厳を強く抱いてい

ると考える（仮説 2）．仮説 1 と仮説 2 が証明される
ことにより，本研究において最も重要な仮説である
「VR 街並み体験を行うことで，地域愛着が増加す
る」ことが示唆される（仮説 3）． 

 

図 1 VR 街並み体験が地域愛着に与える影響のモデル 

 

3. 研究対象地の概要と VR 体験システムの構築 

 現在の草津宿本陣商店街は郊外の大型ショッピン
グモールの進出等により，街全体の活気が失われつ
つある．商店街の歩行者交通量は年々減少傾向にあ
り，一方で空き店舗数は増加傾向にある 5)．この地
域はかつて，東海道と中山道が分岐・合流している
交通の要所の草津宿として，活気溢れる町並みが形
成されていた．本研究で VR 化を試みるのは，江戸
時代後期の東海道草津宿であり，現在における草津
宿追分道標の石碑から立木神社前交差点までの街並
みを再現した． 
 VR 体験システムの構築にあたっては，草津宿街
道交流館に展示されている江戸時代のジオラマ模型
をもとに Sketch Up を用いて 3D モデルを作成した．
3D の街並みの鳥瞰図を図 2に示す．3D モデルを VR
に応用する過程においては，SYMMETRY alpha を用
いて体験者自身が行きたい場所にコントローラーを
使うことで移動出来るようにした． 
 使用した HTC Vive VR 向け HMD の設定に従
い，体験者の実際の目線と同等の高さから街並みを
体験することができる．本研究では，草津宿の街並
みの VR 化を目的としているので，草津宿本陣内部
等の再現は行わず，草津宿の通りのみを歩く仕様と
した． 
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図 2 街並み全体の鳥瞰図 



4. VR 街並み体験とアンケート調査の概要 

 街並み体験は草津市在住の方を対象に 2018 年 12
月に実施した．その際，VR 街並み体験を行った対象
者を実験群，同時にその比較対象として江戸時代の
草津宿に関するパンフレットを読んだ対象者を統制
群として実験を行った．パンフレットを比較内容と
して提示した理由としては，パンフレットを参考に
することが当時の草津宿の概要を知る際に一般的な
手法であること，また VR で再現された建物やその
際の歴史背景に関する情報と同程度の情報量を持っ
ているため，体験者に与える情報に差異を生じさせ
ないことがある． 
 体験者の属性を表 1 に示す．VR 街並み体験では
重要な地点（草津宿本陣など）に到着した時に簡単
な説明をアンケート企画者が行い，体験者が新たな
発見をするサポートをした．パンフレットによる街
並み体験では，2 分間パンフレットを読んだ後，草
津宿の街並みを見ていただいた．この際，アンケー
ト企画者自身は街並みや建物に関する説明を一切行
わないこととした．それぞれの体験後に行なったア
ンケートの内容を表 2に示す． 

表 1 体験者の属性 

 
表 2 分析に使用した尺度 

 

 

5. VR 街並み体験が地域愛着に与える影響分析 

 調査において回答を求めた各尺度に回答者属性を
加えた相関を表 3 に示す．年齢や居住年数が高くな
るにつれて地域愛着（選好）と地域愛着（感情）が
高くなる傾向は既存の研究でも報告されていたが，
商店街に行く回数が多くなることによっても，同様
に地域愛着が高くなる傾向が確認された．地域愛着
の 3 要素間にもそれぞれ相関が確認され，歴史的遺
産の認知度と物理的環境に対する評価に関しても，
地域愛着の 3項目のすべてで相関をみることができ
る． 
 次に実験群と統制群で歴史的遺産の認知度に関す
る各質問の回答に違いがあるか確認するため，ノン
パラメトリック検定を行なった．これより，歴史的
遺産の認知度に関する 3 つの質問項目の中から 2 つ
の質問は 1%水準で有意であった．これより，仮説 1
が支持されたと言える． 

 前述の仮説と分析の結果をもとに，VR 街並み体
験が地域愛着に与える影響をモデル化するため，共
分散構造分析を行なった．5%水準で統計的に有意で
あるとされた因果パスを図 3 に示す．分析の結果，
仮説 1 と仮説 2 ともに支持する正の影響を確認する
ことが出来た．以上の結果より，VR 街並み体験が地
域愛着の水準に影響を与えるという仮説 3 の因果関
係が存在する可能性が統計的に支持された． 

表 3 回答者属性と各尺度の相関係数 

 

 

図 3 共分散構造分析より推定される構造分析 

 

6. まとめ 
 本研究では，VR 街並み体験が該当地域に対する
愛着を高めるコンテンツとして有効である可能性が
見出された． しかしながら，CG で作られているが
故に，街並みが綺麗にまとまってしまって現実感が
ないという意見があった．今後の課題の一つとして，
3D モデルの作成方法から見直して考えていく必要
がある． 
 VR 街並み体験は本研究で対象とした地域愛着の
増進のみならず，観光事業のコンテンツや，教育プ
ログラムとしての活用も検討していきたい． 
 
【参考文献】 
1) 白木里恵子, 久保勝裕, 大垣直明：歴史的建造物の転

用とまちづくりへの波及に関する研究-北海道にお

ける 10 事例を対象として-，日本建築学会計画系論

文集，2008 年 3月，p601-609 
2) 有馬隆文, 百合野高宏, 日高圭一郎：まちづくりワー

クショップにおけるバーチャルリアリティの活用法

とその評価-空間理解とイメージ共有のためのワー

クショップ支援システム（その 2）-，日本建築学会

計画系論文集，2007 年 7月，p79-85 
3) 鈴木春菜, 藤井聡：地域愛着が地域への協力行動に及

ぼす影響に関する研究，2008 年 25 巻 2 号 p.357-
362 

4) 渡辺直樹：子供が自ら学び, 主体的に追求を進める社

会科学習 :地域を再発見し,地域に愛着をもつ子供の

育成授業の研究 131, 51-56, 1996-04 
5) 草津市(2013)「草津市中心市街地活性化基本計画（第

1期）」，p113-134 
6)  

 VR����� �
�	���������� 
���� 26 24 
�� �� 13��� 13 �� 19��� 5 
���� 50.0��SD24.5�� 52.7��SD23.5�� 

 

��������� 

JDE+�SK;�T'�"Q�(���V 
SK;�T'�"OCM�C��(���V 
JDE+�SK;�T'�"67�)�<��

�?� 

����	������ 
SK�T'����H3�C�� � 
SK��67�)�NQ�����67�#&$%

��� 

���� 

���� 
 �
! 

SK���67�:�� 
SK�U4I�56F�I�-���� 

���� 
 �! 

SK���67�9/��?� 
SK�BP"C���� 
SK�R.�T����C���� 
*=�SK�	���L@1�20
� 

���� 
 ����! 

SK������8!��G
�������� 
SK������
���A
������ 
JDE+�SK;�T'�">,����� 

 

+�

H7+���I
(G '�(0

A��!

 )>�=��

"#�E����

�	�
������

2�8C6

�@;*

3485$

�&��?�

"#-:

HB%I

"#-:

H.,I

"#-:

H/<F1I

� ����� ������ ����
� ����	 ����� � � � � �
�� ��	�� ��	 ����� ��
�� ����	 � � � � �
� 
� 
� 
� 
� 
� � � � � �
� ����� ���� ���� ���� ����� �
��� � � � �
�� ����� ����	 ��		 ����� ���� � � � � �
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� � � � �
� ����
� ������ ���	� ���� ����� ���� ��	� � � �
�� ����� ����� ����� ���	� ��	
 ���� ����� � � �
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� � � �
� �����	 �	���� �	���� ����� ��	�� �	���� �	��� ������ � �
�� ��
�� ����� ����� ����� ����
 ����� � � � �
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� � �
� ����� ���� ����� ���	� ���
� ����� ����� ���	�� �	���� �
�� ���
 ���	� ����� ���
 ����	 ����� ���� ����� ����� �
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� �

H��9D�0J������J������0I���K��
J����K���

2�8C6�@;*

3485$�&��?�

"#-:HB%I

"#-:H/<F1I

"#-:H.,I

��+S E4!"� W:J%9�LGK

QUJ-1O*

/=M@

MV

H&$I�,?�

H&$I�<C.T�

H&$I�B6�

�
�
������

���
������

���
��	���

��

�����

���
��������	

��
	���

���
���
�

�������
A�'2
570R8

����������
��������

@;�N>)3@�(PD;��F

�����
�F�����
#�F�����


