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１ 土地利用方針の考え方 

土地利用方針は、「将来都市構造」を実現するため、テーマと視点に基づく

｢テーマ別都市づくりの方針｣の重ね合わせにより定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土地利用方針の考え方 

 

※テーマに関する都市づくりの方針と、視点に関する取組は 39頁以降参照。 

 

土地利用方針 

重ね合わせ 

都市づくりの方針 
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２ 土地利用方針 

次期見直し年度２０３１（令和１３）年度における土地利用方針を、以下のと

おり設定します。 
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図 土地利用方針 
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骨格軸 

    国土軸 

東名阪自動車道、（都）第二名神自動車道（新名神高速道路）等の高規格幹線

道路を位置づけます。名古屋圏や関西圏等と連絡し、長いトリップの交通を大量

に処理します。 

    広域幹線軸 

（都）中勢バイパス、（都）北勢バイパス（鈴鹿四日市道路）、（都）国道１

号線、（都）国道２３号線、国道３０６号、（都）鈴鹿中央線、（都）鈴鹿亀山

道路等の市域を縦貫する広域的な移動を担う道路を位置づけます。三重県域を連

絡する長いトリップの交通を処理します。 

    地域幹線軸 

（都）加佐登鼓ヶ浦線、（都）石薬師道伯線、（都）野町国府線、（都）汲川

原橋徳田線、（主）亀山鈴鹿線、（主）鈴鹿環状線（磯山バイパス）、（市）花

川東庄内線等の市内の骨格となる道路を位置づけます。四日市市、津市、亀山市

等の周辺市で発生する交通処理を担うとともに、市内の主要な都市拠点を連絡し

ます。 

    鉄道軸 

近鉄名古屋線、近鉄鈴鹿線、ＪＲ関西本線、伊勢鉄道を位置づけます。鉄道の

輸送力を活かして、都市機能の向上を図ります。 

 

 

  

広域幹線軸（（都）鈴鹿中央線） 

 

鉄道軸（伊勢鉄道） 

文中の（都）は「都市計画道路」、（主）は「主要地方道」、（県）は「県道」、（市）は「市道」を示します。 
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拠点 

   都市拠点 

近鉄鈴鹿市駅周辺、平田町駅周辺、白子駅周辺を位置づけます。本拠点におい

ては、土地の効率的な利用、都市機能の立地誘導を図り、特色ある市街地形成を

目指します。 

   集客拠点 

鈴鹿サーキット周辺を位置づけます。本拠点においては、広域的な集客・交流

を促進するため、既存の鈴鹿サーキット、鈴鹿青少年の森公園（ダイセーフォレ

ストパーク）との一体的な交流機能導入により、モータースポーツを核とした集

客交流拠点の形成を目指します。 

   歴史観光拠点 

旧東海道・伊勢街道沿い、椿大神社周辺、鈴鹿市考古博物館周辺を位置づけま

す。本拠点においては、歴史・文化、景観を保全・活用し魅力ある都市づくりを

展開します。 

 

 

  

歴史観光拠点（椿大神社） 

 

都市拠点（白子駅周辺） 
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ゾーン等 

都市的機能                                    

   住宅ゾーン 

◆ 低層住宅ゾーン 

一団の住宅地として整備された地域や、土

地区画整理事業等の基盤整備により、良好な

低層戸建ての住宅地が形成される地域を位置

づけます。 

本ゾーンでは、用途の混在、敷地の細分化

の防止等、良好な住環境の形成を図ります。 

◆ 中高層住宅ゾーン 

駅周辺等の利便性が高く、土地の効率的な

利用の望まれる地域を位置づけます。 

本ゾーンでは、駅周辺における商業・業

務・サービス機能等の配置にあわせて、まち

なか居住を促進するため主に中高層住宅を中

心とした良好な住環境の形成を図ります。 

◆ 一般住宅ゾーン 

低層住宅ゾーンと中高層住宅ゾーン以外で住宅を主体とする地域を位置づけま

す。 

本ゾーンでは、需要に応じた中層住宅等の計画的な誘導、幹線道路沿道等にお

ける日用品を主体とする小規模な商業施設の計画的な立地誘導等により、良好な

住環境の形成を図ります。 

   商業ゾーン（１） 

◆ 商業ゾーン（交通ターミナル型） 

地域住民の生活拠点であるとともに、名古

屋圏等への通勤通学のメイン鉄道駅を有する

白子駅周辺を位置づけます。 

本ゾーンでは、商業地域に指定されている

ものの土地の効率的な利用が不足しているこ

とから、計画的な市街地整備により、土地の

効率的な利用、低未利用地の活用を図るとと

もに、地域特性を活かした都市機能・都市景観の形成を図ります。 

また、交通利便性を活かした商業・業務・サービス等の都市機能の集積を図り、

鈴鹿市の玄関口にふさわしい駅前広場整備により備わった交通ターミナル機能を

低層住宅ゾーン 

中高層住宅ゾーン 

商業ゾーン（白子駅周辺） 
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推進力として、商店街の活性化を図ります。 

◆ 商業ゾーン（広域型） 

県内でも有数の規模となる大型商業施設が隣

接する平田町駅周辺を位置づけます。 

本ゾーンでは、平田町駅周辺を中心とした商

業・業務機能を維持するとともに、広域的な集

客力の強化に向けて市街地整備等による商業活

性化についても検討します。 

また、既存大規模工場、鈴鹿サーキット等に

近接する優位性を活かし広域的な競争力をもつ

個性と魅力ある商業地の形成を目指します。 

◆ 商業ゾーン（地域型） 

地域住民における生活の拠点となる地区であ

り、かつ商業・行政の集積と歴史・文化性を有

した商業地である近鉄鈴鹿市駅周辺を位置づけ

ます。 

本ゾーンでは、駅、市役所、地域幹線道路等

を中心に形成された商業・行政・文化機能の維

持に取り組みます。 

また、近鉄鈴鹿市駅周辺における居住人口の

回復を目指し、まちなか居住を推進するため、都市機能の立地誘導や土地の効率

的な利用を促進します。 

   商業ゾーン（２） 

◆ 近隣商業ゾーン 

地域住民の買い物の利便に供する商業機能を有する白子駅東側、東旭が丘二丁

目等の（主）亀山鈴鹿線の沿道について位置づけます。 

本ゾーンでは、周辺住宅地に近接する生活拠点として賑わいのある商業空間の

形成を図ります。 

◆ 沿道利用ゾーン 

都市の骨格軸となる（都）国道２３号線や

（都）鈴鹿中央線、（都）加佐登鼓ヶ浦線等

の沿道で商業・飲食・サービス等の沿道型施

設が立地する地域を位置づけます。 

本ゾーンでは、商業・飲食・サービス等の

沿道型施設の維持・充実を促進します。 
 

   沿道利用ゾーン（（都）鈴鹿中央線） 

商業ゾーン（近鉄鈴鹿市駅周辺） 

商業ゾーン（平田町駅周辺） 
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   工業（生産･複合）ゾーン（１） 

◆既存工業ゾーン 

牧田・国府地区に集積する一団の工業地及

び玉垣町周辺から道伯町にかけて集積する既

存の工業地等を位置づけます。 

本ゾーンでは、周辺の住宅地との調和に配

慮しつつ、操業環境の維持を図るとともに、

研究開発機能等の充実や産業の高度化等によ

る機能拡充を検討します。 

また、（都）野町国府線沿道の住吉町周辺と（都）中勢バイパス沿道の御薗工

業団地とその隣接地では、自動車産業機能に近接する地理的特性及び本市の中心

産業業務地と国土軸を連絡する地域幹線軸上に位置する交通利便性を活かし、既

存工業を補完するとともに、本市の基幹産業である従来型の製造業に加えて、環

境関連産業、エネルギー関連産業、ヘルスケア関連産業、防災関連産業等の立地

を誘導し、鈴鹿市における新たな工業ゾーンの機能拡充を目指します。 

   工業（生産･複合）ゾーン（２） 

◆鈴鹿ＩＣ周辺ゾーン 

東名阪自動車道の鈴鹿ＩＣ周辺を位置づけます。 

本ゾーンでは、恵まれた自然環境と広域交通利便性による開発ポテンシャルを

活かし、農地等の周辺自然環境と調和を図りつつ、工業を中心に地場産業である

農業や流通業務等の民間活力の導入を推進します。 

 

文化的機能                                    

   文化ゾーン（１） 

◆ スポーツ・レクリエーションゾーン 

鈴鹿サーキット、鈴鹿青少年の森公園（ダイセーフォレストパーク）、県営鈴

鹿スポーツガーデン（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿）等の集客施設が集積する地

域を位置づけます。 

本ゾーンでは、鈴鹿サーキット、鈴鹿青少年の森公園（ダイセーフォレスト

パーク）、県営鈴鹿スポーツガーデン（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿）等の集客

施設の連携を図り、国際的なスポーツやイベントの開催等スポーツ・レクリエー

ションによる幅広い文化交流を促進します。 

また、（都）加佐登鼓ヶ浦線と（都）中勢バイパスの交差する地区周辺では、

既存の鈴鹿サーキット、鈴鹿青少年の森公園（ダイセーフォレストパーク）と一

体的な交流機能の導入を検討し、モータースポーツを核としたスポーツ・レクリ

エーションゾーンの形成を目指します。 

 既存工業ゾーン 
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   文化ゾーン（２） 

◆ 学術研究ゾーン 

鈴鹿工業高等専門学校、鈴鹿医療科学大

学、鈴鹿大学といった教育研究施設や鈴鹿

市立図書館、鈴鹿市文化会館の立地する地

域を位置づけます。 

本ゾーンでは、産学官民の交流を図りつ

つ既存機能の高度化・更新を検討すること

により、本市における産業の新たな持続的

展開の創出を目指します。 

また、鈴鹿市立図書館、鈴鹿市文化会館等を中心に文化振興を促進します。 

 

 

スポーツ・レクリエーションゾーン 

（県営鈴鹿スポーツガーデン） 

スポーツ・レクリエーションゾーン 

（鈴鹿サーキット） 

学術研究ゾーン（鈴鹿医療科学大学） 

イメージ図 学術研究ゾーン（鈴鹿市文化会館） 
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自然的機能                                    

   農業共生ゾーン（１） 

◆ 農業ゾーン 

市街化調整区域の農用地区域等を位置づけ

ます。 

市街化調整区域の農用地区域においては、

農業生産基盤の維持を図るとともに、市街地

を取り囲む優良農地としての適切な保全と営

農環境の整備促進を図ります。また、様々な

農業展開の一環として、観光農園・市民農園

等の多面的な利用を図り、市民との交流及び

レクリエーションの場としても活用します。 

   農業共生ゾーン（２） 

◆ 集落ゾーン 

市街化調整区域にある集落を位置づけます。 

本ゾーンでは、優良農地における農業生産

を支え、地域コミュニティを維持するために、

集落における定住性の確保を目指すとともに、

集落と優良農地の調和により形成される良好

な田園景観を保全します。 

   自然共生ゾーン 

◆ 自然共生ゾーン（保全型） 

鈴鹿市の北西に広がる鈴鹿山脈等の山並み

を位置づけます。 

本ゾーンでは、鈴鹿のシンボルの一つであ

り、国定公園に指定されるなどの優れた自然

環境を有する山並みについて、森林の適正管

理や観光資源としての最低限の整備を図るこ

と等を通じ、その形態･生態系の保全を図り

ます。 

◆ 自然共生ゾーン（活用型） 

鈴鹿市の西南に広がる丘陵地を位置づけます。 

本ゾーンでは、（都）中勢バイパスの整備、鈴鹿サーキット周辺の整備に合わ

せて、観光レクリエーションの需要が高まることが想定されることから、必要に

応じて、里山環境の保全や生物多様性に配慮した整備、市民の活動場所の創出等、

自然環境や生物多様性に配慮した土地利用を促進します。 

自然共生ゾーン（鈴鹿山脈） 

集落ゾーン 

農業ゾーン 
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また、鈴鹿市の西南に位置する（市）関亀山鈴鹿線の沿道は、後述する新土地

需要エリアとしても位置づけられているため、土地需要の高まりに応じて計画的

な市街化を検討することもあります。その際にも、自然環境との調和、沿道にお

ける土地利用等の全体的な土地利用の調整を図りつつ検討を進めます。 

◆ 自然共生ゾーン（レクリエーション型） 

入道ヶ岳山麓に古くから鎮座し、猿田彦大

神の総本宮である｢椿大神社｣、海抜２００ｍ

の高台にあり絶景な眺望を有する｢桃林寺｣、

これらを周遊するように東海自然歩道等、北

西に広がる鈴鹿国定公園内の一角を位置づけ

ます。 

本ゾーンでは、レクリエーションのための

整備を必要最小限に留め、自然環境の保全に

配慮した施設整備、土地利用を促進します。 

   公園・緑地ゾーン 

鈴鹿青少年の森公園（ダイセーフォレスト

パーク）、石垣池公園、鈴鹿フラワーパーク、

深谷公園、海のみえる岸岡山緑地、鈴鹿川河

川緑地等の都市公園・都市緑地を位置づけま

す。 

本ゾーンでは、市民が緑とふれあえる憩い

の場として、民間活力を活用した都市公園・

都市緑地の効率的な整備、維持管理を行いま

す。 

 

エリア、市街地形成検討地区                            

エリア、市街地形成検討地区において、土地利用の基本的な方針はゾーンの考

え方によるものとしますが、今後新たな土地利用展開の可能性がある概ねの範囲

について示しています。なお、市街化調整区域においては、その性格を超えない

範囲の土地利用とし、各エリア、市街地形成検討地区の位置づけのない市街化調

整区域においては開発を抑制するものとします。 

   市街地形成検討地区（工業系） 

本地区では、周辺環境に配慮しつつ、本市の基幹産業である従来型の製造業等

に加えて、環境関連産業、エネルギー関連産業、ヘルスケア関連産業、防災関連

産業等についても、民間と連携し、立地誘導を推進することで、既存の工業集積

地と一体的に工業ゾーンの形成を図ります。なお、市街地形成検討地区（工業系）

公園・緑地ゾーン（鈴鹿川河川緑地） 

自然共生ゾーン（桃林寺からの眺望） 
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は他のエリアよりも優先して企業誘致を推進します。 

   新土地需要エリア 

中心市街地から鈴鹿ＩＣへのアクセス道路である（都）鈴鹿中央線及び（市）

関亀山鈴鹿線、（都）汲川原橋徳田線、（都）中勢バイパス等、将来的な交通ポ

テンシャルの高まりが予想される広域幹線軸等の沿道を位置づけます。 

本エリアでは、基本的な土地利用の考え方は農業ゾーンであるものの、大規模

な工業地や物流業務地の開発需要に対応するため、道路整備等条件の整った箇所

について、地区計画制度等により道路を活用した計画的な土地利用を図ります。 

なお、今後の新たな産業系の開発にあたっては、コンパクトな市街地形成の観

点から既存工業ゾーン、鈴鹿ＩＣ周辺ゾーン及び市街地形成検討地区（工業系）

を最優先とし、次いでそこに隣接する新土地需要エリアへ誘導するものとします。 

   スマートＩＣ利活用エリア 

鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺の土地利用を検討する地域を位置づけます。 

本エリアでは、基本的な土地利用の考え方は農業ゾーンであるものの、大規模

な工業地や物流業務地、鈴鹿ＰＡスマートＩＣやその周辺の歴史観光拠点等を活

かした新たな産業や観光施設等の開発需要に対応するため、道路整備等条件の

整った箇所について、地区計画制度等により道路を活用した計画的な土地利用を

図ります。 

   土地利用規制見直しエリア 

沿岸部の低層住宅地（第１種、第２種低層住居専用地域）を位置づけます。 

本エリアでは、南海トラフ地震等に伴う津波に備え、浸水が想定される地域に

おけるピロティ構造等の住まい方の選択ができるように建物の高さの制限を緩和

する等の土地利用規制の見直しについて検討します。 

   スポーツ・レクリエーションエリア 

農村環境改善センター周辺を位置づけます。 

本エリアでは、広域交流の促進や農業、スポーツ、文化の融合を図るため、既

存施設を活かしたスポーツ施設等の整備を推進します。 

   レインボウ・ヒルズ計画エリア 

鈴鹿市不燃物リサイクルセンター周辺を位置づけます。 

本エリアでは、最終処分場跡地を利用した良好な住環境の整備と、地域の特性

を活かした歴史と産業振興の調和を図った開発を進めます。 
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３ テーマ別都市づくりの方針 

土地利用方針の設定において、重ね合わせの基本としたテーマ別の都市づくり

の方針、及びその方針を実現するための具体的な方策を以下に示します。 

 

（１）活力ある都市づくり 

本テーマと関連するＳＤＧｓのゴール 

 

 

 

 

多様な都市活動機会や交流機会の創出・活性化と、新たな産業の育成・立地推

進に向け、以下の方針に基づき｢活力ある都市づくり｣を目指します。 

 

 

 

① 都市拠点における都市活動機会の創出に向けた、民間投資を活用した都市開

発と効率的な土地利用の誘導 

○ 社会構造の変化がもたらす新しい生活スタイルや就業形態、人々の交流の

在り方に対応し、多様な都市活動機会や交流機会を提供するため、近鉄鈴

鹿市駅、平田町駅、白子駅を形成核とした都市拠点において、都市機能の

立地誘導や魅力的な都市空間の創出に向け、民間資本を積極的に活用した

土地の効率的な利用や効果的な土地利用誘導を図ります。 

・白子駅周辺においては、交通ターミナル型の商業拠点として、その機能

強化を図るために、効果的な規制・誘導や土地の効率的な利用による商

業の活性化を推進します（商業ゾーン（交通ターミナル型））。 

方 針 

① 都市拠点における都市活動機会の創出に向けた、民間投資を活用した都

市開発と効率的な土地利用の誘導 

② 本市の地域経済や雇用を支える基幹産業の維持と変革に対応した立地環

境の整備 

③ 新たな産業の育成や広域交流を活性化するための土地利用の促進 

④ 広域圏連携と地域連携の交通の円滑化を図る幹線道路のネットワーク形成

と幹線道路沿道の適切な土地利用の誘導 

⑤ 鈴鹿ＩＣや御薗工業団地周辺等における都市活動の活発化に向けた更なる

土地利用の促進 
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・平田町駅周辺においては、広域的な商業拠点として土地の効率的な利用

を促進し、既存商店街等の活性化を推進します（商業ゾーン（広域

型））。 

・近鉄鈴鹿市駅周辺においては、地域の商業拠点として商業の活性化等を

推進するとともに、市役所直近の立地特性を活かし、行政・文化機能等

の都市機能の集約を図ります（商業ゾーン（地域型））。 

○ デジタル技術の革新により、新しい都市活動・都市交流に対応した都市基

盤の構築を検討します。 

 

② 本市の地域経済や雇用を支える基幹産業の維持と変革に対応した立地環境の

整備 

○ 地域経済と都市活力を維持するため、既存の店舗や工場等の事業所に対し、

商店街の再生・整備や既存施設用地の拡張、新規用地の確保などを産業政

策に基づいて支援します。 

・地域住民の買物の利便性確保や、生活拠点としての賑わいのある商業空

間の形成を図ります（近隣商業ゾーン）。 

・幹線道路沿道に立地する商業・飲食・サービス施設等の沿道型施設につ

いては、商業機能の維持を図ります（沿道利用ゾーン）。 

・既存工業団地については、操業環境の維持・充実を図るため、既存工業

系市街地と幹線道路及び主要な都市施設（駅、ＩＣ等）とのアクセス道

路の整備を推進し、交通利便性の向上を図ります（既存工業ゾーン）。 

○ ＥＶ化の進展による自動車産業の変革を踏まえ、国内維持が想定される業

種・職種の確保や、ＥＶ関連企業の誘致、既存産業の事業領域の拡大と

いった次世代型の産業構造への再構築に向け、鈴鹿市企業誘致推進戦略に

基づき産業政策と連携した都市空間の整備・創出を検討します。 

 

③ 新たな産業の育成や広域交流を活性化するための土地利用の促進 

○ 都市計画区域内の未利用地等の活用により、さまざまな地域産業の育成に

資するための土地利用を促進します。 

○ 市街地形成検討地区（工業系）、新土地需要エリア、スマートＩＣ利活用

エリアにおいては、鈴鹿市企業誘致推進戦略に基づき、本市の基幹産業で

ある従来型の製造業等に加えて、環境関連産業、エネルギー関連産業、ヘ

ルスケア関連産業、防災関連産業等についても、民間と連携し、企業誘致

を推進します。また、市街化区域から相当の距離にある等やむを得ない場

合に限り、これら産業の立地誘導に伴う労働力の確保を目的とした計画的
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な土地利用を図ります。 

○ 広域交流の活性化に向けて、鈴鹿サーキット周辺等において、観光レクリ

エーション機能・交流機能の向上のための土地利用を促進します。 

・鈴鹿サーキットを中心として、周辺の鈴鹿青少年の森公園（ダイセー

フォレストパーク）、県営鈴鹿スポーツガーデン（三重交通Ｇスポーツ

の杜鈴鹿）等を含めた一帯は、観光レクリエーション機能・交流機能の

維持・保全及び機能の充実を目指し、円滑なアクセス道路の整備を推進

します（スポーツ・レクリエーションゾーン）。 

○ 広域交流の促進や農業・文化機能の融合を図るため、スポーツ施設におけ

るレクリエーション機能や交流機能の強化を図ります。 

・鈴鹿ＰＡスマートＩＣのアクセスの利便性を活用し、スポーツツーリズ

ムの視点に立った広域交流の促進や農業・文化機能の融合を図るため、

農村環境改善センター等を活用した生涯学習施設や、スポーツ施設等の

整備を推進します（スポーツ・レクリエーションエリア）。 

○ 鈴鹿工業高等専門学校、鈴鹿医療科学大学、鈴鹿大学等といった教育研究

施設を中心に、新たな産業の更新や学術研究、文化振興に対応する土地利

用を促進します（学術研究ゾーン）。 

○ リニア中央新幹線の整備による産業や交流の需要を検討し、それに対応す

るための土地利用を推進します。 

 

④ 広域圏連携と地域連携の交通の円滑化を図る幹線道路のネットワーク形成と

幹線道路沿道の適切な土地利用の誘導 

○ 骨格的な幹線道路の整備、拡幅整備等による円滑な幹線道路のネットワー

クを形成するとともに、幹線道路沿道の適切な土地利用を誘導します。 

・産業の活性化や交通渋滞の解消等に向け、（都）鈴鹿中央線、（都）北

勢バイパス（鈴鹿四日市道路）、（都）汲川原橋徳田線、（都）野町国

府線、（市）関亀山鈴鹿線、（都）鈴鹿亀山道路等の幹線道路の整備に

より幹線道路ネットワークの形成を図ります。 

・幹線道路沿道の｢新土地需要エリア｣においては、新たな産業需要に応じ、

道路整備にあわせた計画的な土地利用を推進します（新土地需要エリ

ア）。 

○ 圏域での経済発展を目指し、近隣市との地域経済の展望を共有し、各市の

特性を活かした役割分担を明確化するなど、密接な連携を図ります。 

○ 「道の駅」について、その必要性を踏まえ、整備を検討します。  
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⑤ 鈴鹿ＩＣや御薗工業団地周辺等における都市活動の活発化に向けた更なる土

地利用の促進 

○ 鈴鹿ＩＣと御薗工業団地周辺等（市街地形成検討地区）の土地利用を検討

します。 

・鈴鹿ＩＣ周辺においては、恵まれた周辺の自然環境と広域交通利便性を

活かし、農地等の周辺自然環境と調和を図りつつ、工業を中心に地場産

業である農業や流通業務等民間活力の導入を推進します。また、土地利

用の需要の高まりに応じて、物流機能にも配慮し、既存産業へのサポー

ト強化を図ります（鈴鹿ＩＣ周辺ゾーン）。 

・御薗工業団地周辺においては、農地等の周辺自然環境と調和を図りつつ、

自動車産業機能に近接する地理的特性を生かし、既存工業を補完すると

ともに、ＥＶ化の進展による自動車産業の変革に伴う土地利用への対応

や新規参入が見込まれる産業への土地利用を推進します（市街地形成検

討地区（工業系））。 

・農地等の周辺自然環境と調和を図りつつ、鈴鹿ＰＡスマートＩＣの利便

性を活かし、スマートＩＣ周辺における新たな産業集積・交流拠点の形

成に向けた土地利用を推進します（スマートＩＣ利活用エリア）。 

 

 

 

椿地区地区計画（鈴鹿椿工業団地） 
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図 活力ある都市づくり 
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（２）防災・減災の都市づくり 

本テーマと関連するＳＤＧｓのゴール 

 

 

 

 

市民生活の安全・安心の確保に向け、南海トラフ地震等による地震・津波や気

候変動の影響と考えられる集中豪雨、土砂災害、台風による高潮など、さまざま

な災害に対応するため、以下の方針に基づき｢防災・減災の都市づくり｣を目指し

ます。 

 

 

 

① 地震・津波、河川・内水氾濫、高潮、土砂災害など、さまざまな災害への対

策の推進 

○ 南海トラフ地震等による地震やそれに伴う津波への災害対策を推進します。 

・沿岸部の津波浸水予測区域等においては、地震

時に複合的な災害発生が懸念されることから、

避難路の確保や津波避難施設の確保、必要に応

じた高台移転、土地利用規制見直し等、地震・

津波に対する複合的な取組を検討します。 

・伊勢湾沿いの既存堤防について、施設管理者に

要望等行い、強化を促進します。 

・ライフライン（水道・電気・ガス）の耐震化を

促進します。 

○ 流域治水対策を推進します。 

・水災害の激甚化・頻発化に対応するため、国や流域自治体、市民などあ

らゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」を推進します。 

方 針 

① 地震・津波、河川・内水氾濫、高潮、土砂災害など、さまざまな災害へ

の対策の推進 

② 密集市街地などにおける防災・減災の推進 

③ 避難場所・避難路などの整備・充実 

④ ハザードエリアからの長期的な居住誘導 

津波避難施設 
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○ 河川改修や内水氾濫対策等を計画的に推進します。 

・鈴鹿川、金沢川、堀切川、中ノ川、安楽川、芥川等の河川について、計

画的な改修を促進します。 

・市街地の内水氾濫による浸水対策として、鈴鹿市総合雨水対策基本計画

に基づき、雨水幹線等の計画的な整備を推進します。 

○ 雨水流出による河川や排水路の洪水負担を軽減するため、市街地周辺にお

ける農地や山林を保全し無秩序な開発を抑制します。 

・保水・洪水調整機能を有する市街地周辺における優良な農地については

保全を図るとともに、計画的な土地利用を推進することで無秩序な開発

を抑制します。 

○ 台風等の高潮への災害対策を推進します。 

・伊勢湾等高潮対策事業で整備された海岸堤防等の機能低下に対し、施設

管理者に要望し整備促進を図ります。 

○ 山間部・丘陵地における土砂災害対策を推進します。 

・砂防区域や土砂災害警戒区域等、土砂災害（がけ崩れ、土石流、地すべ

り）の危険箇所を把握するとともに、土砂災害対策（避難情報伝達体制

の構築、建築規制等）を推進します。 

○ 災害情報の収集や発信を効率的・効果的に行い防災・減災につなげるため、

新技術の導入に取り組みます。 

 

② 密集市街地などにおける防災・減災の推進 

○ 減災に向けた密集市街地等における防災・減災対策を推進します。 

・狭あい道路の拡幅により緊急車両の通行ができる生活道路の整備や、建

築物の不燃化等による延焼しにくい街区の形成を推進します。 

・必要に応じて都市機能が集積する商業業務施設等を中心に、地域の特性

にあわせた防火･準防火地域の見直しを検討します。 

・延焼遮断帯となる広幅員道路やオープンスペース等の計画的な配置・整

備を推進します。 

・防災の観点から、空家については空家等対策計画に基づき、適切な管理

の促進や利活用の促進、特定空家等への対処を行います。 

○ 地域の防火・消防体制の強化を推進します。 

・耐震性防火水槽や消火栓の計画的な整備を推進します。 
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○ 津波浸水予測区域内の既存住宅地における土地利用規制の緩和を検討しま

す。 

・特に、沿岸部の低層住宅地（第１種、第２種低層住居専用地域）である

土地利用規制見直しエリア等においては、災害時の避難行動は前提とし

て、ピロティ構造等の住まい方の選択ができるように建物の高さの制限

を緩和する等の土地利用規制の見直しについて地域住民とともに検討し

ます。 

 

 

 

図 密集市街地の改善イメージ 
出典：平成 25 年度国土交通白書（平成 26年 7月） 

 

狭あい道路改善写真 
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③ 避難場所・避難路などの整備・充実 

○ 安全・安心な避難場所及び避難路の確保を図ります。 

・緊急輸送道路や既決定の都市計画道路、都市公園・緑地において、計画

的かつ早急な避難場所・避難路の配置・整備を推進します。 

・公園・緑地等において、給水拠点、照明施設、貯水施設等を計画的に配

置します。 

○ 災害に強い緊急輸送道路等の構築を推進します。 

・地震に強い市街地の形成を目指し、緊急輸送道路沿道において道路を閉

塞するおそれのある建物の耐震改修を助成します。 

・災害が発生した際に、救急活動や支援活動を円滑に行えるように、災害

対策の視点からも幹線道路の整備を推進します。 

○ 防災・減災意識の向上を促進します。 

・地域での防災訓練の実施等により、防災意識の向上を促進します。 

・共助の防災活動の基本となる地区防災計画等の策定を促進します。 

 

 

 

④ ハザードエリアからの長期的な居住誘導 

○ 津波・高潮などの災害から建物の被害を低減します。 

・沿岸部の災害危険性が高い区域において、長期的な視点から安全な地域

への居住誘導を検討します。 

○ 被災後の早期の復興のため、事前に被災後の復興まちづくりを考え、準備

しておく復興事前準備の取組を地域とともに検討します。 

○ 災害情報の発信を効率的・効果的に行い、減災に向け、安全な地域への長

期的な土地利用を誘導します。 

鈴鹿市防災公園（桜の森公園） 防災訓練の様子 
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図 防災・減災の都市づくり①  



第３章 土地利用方針とテーマ別都市づくりの方針 

49 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 防災・減災の都市づくり② 
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（３）コンパクトで住みよい都市づくり 

本テーマと関連するＳＤＧｓのゴール 

 

 

 

 

コンパクトな市街地を形成するとともに、地域拠点における生活利便施設の集

約化や都市基盤の維持、再構築を図るために、以下の方針に基づき｢コンパクトで

住みよい都市づくり｣を目指します。 

 

 

 

 
出典：立地適正化計画作成の手引き（令和５年３月版）を一部加工 

図 コンパクト化のイメージ 

 

コンパクトシティ・プラス・ネットワークとは、広がった市街地のまま、今後

人口が減少すると、生活サービス施設や公共交通を維持することが困難となり、

歩いて又は公共交通で日常生活を営むことが困難になるおそれがあることから、

方 針 

① 都市拠点における土地の効率的な利用と複合的な都市機能の立地誘導 

② 市街化区域における居住誘導と良好な住環境の維持・保全、整備 

③ 市街化調整区域の指定既存集落における住環境の維持・保全と拡張を抑

制した計画的な土地利用の促進 

④ 既存ストックの有効活用に向けた空家等の適正な管理とリノベーション

の推進 
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コンパクトシティ化により居住を公共交通沿線や日常生活の拠点に緩やかに誘導

するとともに、拠点間のネットワークを維持することで利便性を維持しようとい

う考え方です。 

本市においては、市街化区域と市街化調整区域の生活拠点を中心に、市民の居

住を維持し、生活拠点間は公共交通等で結ぶことで市民の生活の利便性を維持す

ることを想定しています。 

 

 

 

「 コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」 

生活サービス機能と居住を集約・誘導による人口集積と公共交通ネットワー

クの再構築を組み合わせることにより、生活サービス機能の低下や地域経済

の衰退などといった都市がかかえる問題の解決を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国土交通省資料 

コンパクトシティ化による効果の例 

コラム 
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① 都市拠点における土地の効率的な利用と複合的な都市機能の立地誘導 

○ 都市拠点におけるまちなか居住環境の形成に向け、近鉄鈴鹿市駅、平田町

駅、白子駅の駅周辺をはじめとした都市拠点において、土地の効率的な利

用（中高層住宅）及び都市機能（医療・福祉施設、公共公益施設、商業施

設等）の誘導を図ります。 

・都市拠点においては、まちなか居住環境の形成に向け、効果的な規制誘

導や市街地再開発事業等により、中高層住宅等の立地を促進します。 

・都市拠点において医療・福祉施設、公共公益施設（子育て支援施設等）、

商業施設等の都市機能の立地誘導を推進します。 

・都市機能の誘導にあたっては、市街地内の低未利用地を有効活用する他、

公共施設の再編・統合等により生み出された公的資産の活用を図ります。 

 

② 市街化区域における居住誘導と良好な住環境の維持・保全、整備 

○ 市街化区域の人口密度を維持し生活サービスの存続、居住者の利便性が確

保されるまちづくりを推進します。 

○ 市街化区域内における良好な住環境の形成・維持・保全に取り組みます。 

・日常の暮らしに密着した道路、公園、上下水道といった都市施設の効率

的な整備、維持管理を行うとともに、地域地区、地区計画、地区別景観

づくり計画等の効果的な規制・誘導等により、良好な住環境を維持・保

全します。 

○ 日常的な生活における基礎的な生活サービスを受けられる近隣生活圏の形

成・維持のため、既存の商業施設の面的・線的な維持・充実（商店街の活

性化）、並びに新たな投資の誘導に向けた不動産の流通活性化などを図り

ます。 

・都市拠点以外の生活の拠点となる地域についても、生活サービスが効率

的に提供されるように、医療・福祉、公共公益施設（子育て支援施設

等）、商業施設等を集約し、身近な生活利便施設の維持・充実を図りま

す。 

・持続可能なまちづくりに向け、生活サービスを受けられるまちなかへの

居住を促進する制度や事業等の充実を検討します。 

・白江土地区画整理事業の区域内において、福祉施設や子育て支援施設等

の建設を検討します。 

・カーボンニュートラルの実現に向けて、公共施設の更新を計画する際は、

再生可能エネルギーの導入や建物自体の脱炭素化を推進します。 
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・市街化区域を中心として、生活圏域として一体的な土地の有効活用を目

指し、近隣市との土地利用の調和を図ります。 

○ 市街化区域内の低未利用地の有効利用により、良好な住環境形成を進めま

す。 

・地域地区、地区計画、地籍調査等の効果的な規制・誘導等により、民間

活力等による市街化区域内の低未利用地の有効利用を促進することで、

良好な住環境の形成を進めます。 

○ 都市機能や居住機能が集積した集約型の快適で健康的な暮らしができる都

市づくりに取り組みます。 

 

 

 

「 カーボンニュートラル 」 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること

を指し、１２０以上の国と地域が「２０５０年カーボンニュートラル」とい

う目標を掲げています。 

我が国の二酸化炭素排出量の約６割が、衣食住を中心とする「ライフスタイ

ル」に起因しています。生活の中でちょっとした工夫をしながら、無駄をな

くし、環境負荷の低い製品・サービスを選択することで、こうしたライフス

タイルに起因する二酸化炭素削減に大きく貢献することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

暮らしを脱炭素化するための 

ゼロカーボンアクション 30 

環境省資料 

コラム 
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③ 市街化調整区域の指定既存集落における住環境の維持・保全と拡張を抑制し

た計画的な土地利用の促進 

○ 市街化調整区域における指定既存集落等を維持・保全します。 

・地域コミュニティの維持を目的とした有効な制度の検討を進めるととも

に、都市施設の効率的な整備、維持管理により営農環境と調和した良好

な住環境として、指定既存集落等を維持・保全します。 

・指定既存集落等について、公共交通機関を利用して生活できる居住環境

の形成を目指し、鉄道駅周辺やバス停周辺における計画的な土地利用を

促進します。 

・優良田園住宅制度を活用し指定既存集落の人口維持に取り組みます。 

○ 身近な生活利便施設の維持・充実を図ります。 

・指定既存集落等へ生活サービスが持続的に提供されるように、幹線道路

沿道等のアクセスが良く、生活の拠点となる場所において身近な生活利

便施設の維持・充実を図ります。 

 

④ 既存ストックの有効活用に向けた空家等の適正な管理とリノベーションの推

進 

○ 人口減少・少子高齢化とともに既存市街地で増加する空家・空地等につい

て、適正な管理とリノベーションによる再利用、まちづくりへの活用を進

め、良好な住環境の維持と良質な不動産（住宅・店舗等）の提供によって、

居住誘導と地域経済の活性化を図ります。 

・近年増加傾向にある空家等については、防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に影響を及ぼすおそれがあることから、空家等の現状を把握

し空家等対策計画に基づき、有効な対策を実施します。 

・空家等について、市民からの相談に的確に対応し、適切な対策を講じま

す。 

・そのまま放置した場合、倒壊等により保安上危険となるおそれのある状

態、衛生上有害となるおそれのある状態、景観を損なっている状態等に

あり、そのまま放置することが不適切である状態にあると認められる空

家等（「特定空家等」）に対し、適切な処置・対応を行います。 

・空家等の現状把握に基づき、利用することが適切であると認められた空

家等について、その有効利用を進めます。 

・空地について、その現状の把握とともに対策を検討します。 
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「 リノベーション 」 

老朽化した建物を新築の性能の戻すリフォームに対し、リノベーションは、

既存の建築物に改修を加えて価値を高めることを指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省資料 

リノベーションまちづくりのイメージ 

コラム 
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図 コンパクトで住みよい都市づくり 
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（４）モビリティの高い都市づくり 

本テーマと関連するＳＤＧｓのゴール 

 

 

 

 

すべての人が移動しやすい交通環境の確保に向け、以下の方針に基づき｢モビリ

ティの高い都市づくり｣を目指します。 

 

 

 

① 安全で円滑な道路ネットワークの形成 

○ 安全で円滑な道路ネットワークを形成するとともに、地区内への通過交通

の軽減による地区内の交通安全を確保します。 

・住宅地への通過交通進入を抑制するため、地区の状況に応じ、道路ネッ

トワークを継続的に形成していきます。 

・広域的な道路ネットワークである（都）中勢バイパスや（都）北勢バイ

パス（鈴鹿四日市道路）の整備を促進し、（都）国道２３号線等市街地

内の交通渋滞の緩和を図ります。 

・市内の幹線道路として位置づける都市計画道路の整備を推進します。ま

た、幹線道路の整備にあわせて歩行者空間の確保を推進します。 

○ 交差点や歩道の安全対策を実施します。 

・交差点や通学路等については、必要に

応じ交差点改良や路肩等のカラー舗装

化等により、安全な道路空間の確保に

取り組みます。 

  

方 針 

① 安全で円滑な道路ネットワークの形成 

② ユニバーサルデザインの視点にたった生活道路・通学路、自転車歩行者

道の整備 

③ 利便性の高い地域公共交通の構築と交通結節点の機能強化 

交差点右折レーンのカラー舗装化 
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② ユニバーサルデザインの視点にたった生活道路・通学路、自転車歩行者道の

整備 

○ 生活道路・通学路、自転車歩行者道における安全性・利便性を確保します。 

・生活道路や通学路、自転車歩行者道について、誰もが利用しやすく歩行

者及び自転車の安全性に配慮した道路の整備を推進します。 

・バス停周辺について、公共交通の利用の多い高齢者等に配慮し、誰もが

利用しやすいユニバーサルデザインの視点に立った道路の整備を推進し

ます。 

・視覚障がい者等の身体障がい者や車いす利用者、ベビ－カー利用者等に

配慮し、誰もが安全に移動することができるよう、歩道等の計画的な整

備及び段差の解消等を順次進めます。 

・道路空間の安全性を確保するため、狭あい道路において、建築行為等に

係る道路拡幅用地等の整備を促進します。 

・地域住民のニーズ、関係機関との調整を踏まえ、ゾーン３０プラスの設

定等により、安全な歩行空間、自転車走行空間等の確保を検討します。 

・安全な歩行空間、自転車走行空間を確保するため、必要に応じて道路空

間の再配分について検討します。 

○ 都市拠点及びその周辺においては、歩いて暮らせる都市づくりを目指し、

誰もが円滑に移動できる道路のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化

を図ります。 

・｢三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例｣に基づき駅舎等の

公共交通機関のバリアフリー化を推進します。 

・都市拠点及びその周辺の歩行空間においては、すべての歩行者が安全に

通行できるよう、歩道の拡幅や段差の切り下げ、排水溝の蓋の改善、歩

道や誘導ブロックの設置等を推進します。 

・都市拠点以外での、商業施設と住宅地をつなぐ空間では、歩行空間は、

歩道の拡幅や段差の切り下げ、排水溝の蓋の改善、歩道や誘導ブロック

の設置等を推進します。 

・都市拠点における市街地再開発事業等の実施に際してはバリアフリーに

配慮した市街地形成を推進します。 

・居心地が良く歩きたくなるまちなか空間の形成を目指しウォーカブル推

進に取り組みます。 
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「 ユニバーサルデザイン 」 

ユニバーサル＝普遍的な、全体のという言葉が示しているように「すべての

人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかかわらず最初

からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることを指しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三重県ユニバーサルデザインのまちづくり 

国土交通省資料 

コラム 

歩行空間におけるユニバーサルデザインの事例 

■無電柱化及び幅の広い歩道の整備 

 

■歩道の段差・傾斜・勾配の改善 
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「 ウォーカブル 」 

街路空間を車中心から”人中心”の空間へと再構築し、沿道と路上を一体的

に使って、人々が集い憩い多様な活動を繰り広げられる場へとしていくこと

を言います。 

これらの取組は都市に活力を生み出し、持続可能なまちづくりの実現につな

がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省資料 

コラム 
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③ 利便性の高い地域公共交通の構築と交通結節点の機能強化 

○ 持続可能な地域公共交通ネットワークの構築に向けた維持・改善を行いま

す。 

・既存の地域公共交通（鉄道・路線バ

ス・コミュニティバス（Ｃ－ＢＵ

Ｓ）・タクシー）の維持・確保に取り

組みます。 

・利用実態や移動ニーズ等を踏まえて、

運行内容（本数・時間帯・ルート等）

の見直しや利便性の向上を図ります。 

○ 多様な移動ニーズに対応した地域公共

交通を確保します。 

・既存の地域公共交通での対応が難しい移動ニーズに応えていくために、

新たな移動手段の確保に向けた手順を明確化します。 

・地域の実情に応じた移動手段が導入されるよう取組体制や支援体制を構

築します。 

○ 新技術を活用した地域公共交通の利便性向上を図ります。 

・地域の交通課題の解決や地域公共交通の利便性向上を図るためデジタル

技術の活用と導入を検討します。 

○ 交通結節点となる鉄道駅等へのアクセス道路の整備及び駅周辺における自

転車放置禁止区域の適正な管理に取り組みます。 

・駅周辺地域における鉄道利用を促進するため、駅までのアクセス道路の

整備を推進します。 

・鉄道の利便性向上と景観改善を図るため、鉄道駅周辺において条例に基

づく自転車放置禁止区域の適正な管理に取り組みます。 

・交通機関相互の乗継利便性の向上を図るため、パーク＆ライド等を推進

するための駐車場・駐輪場等の確保を推進します。 

○ 交通結節点において、バリアフリーに配慮した施設整備を推進します。 

・拠点駅を中心とした生活行動・都市活動に対応した交通結節点の機能を

強化するとともに、公共交通機関のバリアフリー化を図り、高齢化社会

を踏まえた誰もが円滑に移動できる公共空間の整備を推進します。 

○ リニア中央新幹線との連携も視野に入れつつ広域的な都市間連携軸の充実

を検討し、地域活力の向上につなげます。  

コミュニティバス（Ｃ-ＢＵＳ） 
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「 デジタル技術とモビリティ 」 

自動運転に加え、ＭａａＳ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ）

（※１）やオンデマンド交通（※２）などの発達、ドローンや自動配送ロ

ボットを始めとした新たな輸送手段の出現など、デジタルを活用した新たな

モビリティサービスが普及しつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

デジタル庁資料 

イメージ 

コラム 

※１ ＭａａＳ：ＩＣＴ 技術などを活用して、公共交通や地域のさまざまな生活サービスなどをシームレスに

結びつける新たな移動の概念のことのこと。 

※２ オンデマンド交通：利用者のニーズに応じて柔軟に運行する乗り合いの公共交通サービスのこと。 
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図 将来の地域公共交通のネットワークのイメージ 

現在のネットワークイメージ 

将来のネットワークイメージ 

出典：鈴鹿市地域公共交通計画 
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図 モビリティの高い都市づくり 
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（５）水と緑、景観の都市づくり 

本テーマと関連するＳＤＧｓのゴール 

 

 

 

 

本市が有する豊かな自然環境や歴史的景観等の地域資源を次世代へ継承するた

め、以下の方針に基づき｢水と緑、景観の都市づくり｣を目指します。 

 

 

 

① 豊かな自然環境や拠点となる緑地・公園などの保全・活用 

○ 鈴鹿山脈や里山、鈴鹿川等の河川や池、海岸等、水と緑の環境軸及び拠点

となる豊かな自然環境を保全し、未来への継承を図ります。 

・鈴鹿国定公園の特別地域に指定されている鈴鹿山脈においては、自然環

境や景観保全のため新たな整備は実施せず、既存のレクリエーション施

設等の維持管理に留め、貴重な動植物の生息・生育環境の保全に取り組

みます。 

・市街地周辺を流れる河川については、環境や生態系に配慮した改修を進

めます。 

・県立自然公園に指定されている海岸部（鼓ヶ浦海岸や千代崎海岸等）に

おいては、できる限り動植物に配慮した海岸等の整備を行うとともに、

松等の植栽については適切な維持管理に取り組みます。 

○ 市街地に存在する拠点となる緑地・里山や公園等を保全・活用します。 

・既存の公園・緑地の維持・保全を図るとともに、地域の特性等を活かし

た機能や配置の再編を含め適切に配置・整備します。 

・南西部丘陵地等市街地周辺に点在する里山ついては、市民が自然とふれ

あえる場所として保全に取り組みます。 

・歴史的資源であり市民に親しまれる社寺等の樹林については、市街地内

方 針 

① 豊かな自然環境や拠点となる緑地・公園などの保全・活用 

② 優良農地の保全と営農環境の整備促進 

③ 多様な主体の協働による公共施設や民有地内における緑化の推進 

④ 地域資源を活かした良好な景観形成 
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の貴重な自然環境として保全を図ります。 

○ 都市公園・都市緑地及び幹線道路の植樹帯、大小河川により水と緑のネッ

トワークを形成します。 

・市街地内にきれいな水や空気が循環するよう、点的な緑である都市公

園・都市緑地や線的な緑である幹線道路の植栽帯、大小河川の緑等を活

用し、水と緑のネットワークを形成します。 

○ 緑の基本計画による総合的かつ計画的な施策を展開します。 

・緑地の適正な保全及び緑化の推進に向け、緑全般に関する施策を総合

的・計画的に実施するため、｢緑の基本計画｣による施策の展開を図りま

す。 

○ 豊かな自然環境を保全するため、一般廃棄物処理施設の計画的な施設更

新・整備を検討します。 

・老朽化が進む｢鈴鹿市清掃センター｣、｢鈴鹿市不燃物リサイクルセン

ター｣や「鈴鹿市クリーンセンター」について、計画的な施設の更新及び

施設整備を進めます。 

○ 土地利用を図る際は、豊かな自然環境の保全、生物多様性に配慮しながら、

また、鈴鹿市景観計画に基づき周囲の景観に調和した土地利用となるよう

景観形成を図りながら、カーボンニュートラルの実現に向けた取組を推進

します。 

 

② 優良農地の保全と営農環境の整備促進 

○ 農業生産や環境保全、保水・洪水調整機能等を有する優良農地を保全する

とともに、美しい田園風景を継承します。 

・市街地に囲まれた大規模な優良農地は、農業の生産基盤としての維持・

保全を図るとともに、防災機能保持及び環境保全のための緑地空間とし

ての機能を発揮させます。また、市民農園等として市民が土とふれあう

共生の場としても活用します。 

・市街地内の一団の農地（緑の中心核）については、農業生産の場となる

とともに、洪水調整等の防災面や、景観上も重要であることから、優良

農地として保全を図りつつ、必要に応じて土地利用の見直しを行います。 

○ 農業の担い手づくりや実情に即したほ場保全等、将来を見据えて営農環境

の整備を促進します。 

・農用地については、農業の生産基盤としての維持・保全を図るとともに、

農業の生産性を高め、競争力を強化していくために、担い手への農地集
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積・集約化を促進します。また、市民の交流及びレクリエーションの場

の創出のため、農地活用による観光農園や市民農園等の整備を促進しま

す。 

・持続可能な農業施策として、農業の六次産業化や地域・圏域のなかでの

地産地消を促進します。 

○ 景観農業振興地域整備計画の策定による農業景観の保全を検討します。 

・丘陵地の茶畑やサツキ畑、平野部の水田地等特有の農業景観を保全する

ため、必要に応じて｢景観農業振興地域整備計画｣の策定を検討します。 

 

③ 多様な主体の協働による公共施設や民有地内における緑化の推進 

○ 緑豊かな市街地形成のため、幹線道路や駅前広場、官公庁施設等の公共公

益施設及び工場や住宅地等の民有地における緑化を推進します。 

・庁舎、学校等市民が身近に利用する機

会の多い公共施設では、都市全体の緑

化の先導役及び身近で自然を学ぶ場と

なるよう、積極的な緑化に取り組みま

す。 

・水と緑のネットワークを構築する上で

重要な道路及び河川の緑化に取り組み

ます。 

・工場・事業所等では、生け垣の設置等接道部の緑化等を進めるとともに、

市民による緑化を促進します。 

・特に、工場においては、工場立地法等に基づき緑豊かな景観との調和に

配慮するとともに、公害防止や防災機能に配慮した緑化を事業者に指導

します。 

○ 市民による都市緑化を推進するため、都市緑地法等の諸制度など様々な施策を

実施します。 

○ 市民の緑化に関する意識向上を推進します。 

・緑地保全や都市緑化に関する市民意識向上を目指し、市民参加の推進体

制づくりや緑に関する情報の提供、緑化関連イベントの実施等を推進し

ます。 

○ 市民、地域等とコミュニケーションを図りながら緑化を推進し、健全な生

活環境を保全します。 

  

（都）鈴鹿中央線沿道 
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④ 地域資源を活かした良好な景観形成 

○ 地域それぞれの魅力を活かした景観形成を推進します。 

・鈴鹿市景観計画に基づき、自然や歴史・文化など地域特有の良好な景観

形成を市民とともに推進します。 

○ 都市拠点における、鈴鹿市の玄関口・拠点にふさわしい良好な景観形成を

促進します。 

・近鉄鈴鹿市駅周辺においては、伊勢街道や神戸城跡をはじめとする歴

史・文化を活かした良好な景観の形成を図ります。 

・平田町駅周辺においては、広域的な商業拠点としてのまちづくりを進め

るとともに、主に（都）鈴鹿中央線沿いにおいて、歩いて楽しい沿道景

観の創出を図ります。 

・白子駅周辺においては、交通ターミナル型商業地としての賑わいの創出

とともに、伊勢街道沿いの歴史・文化や海辺に最も近い主要駅という特

徴を活かし、個性的で魅力ある景観形成を図ります。 

○ 市街地開発事業等により新たな緑の創出を促進します。 

・景観形成基準等により、市街地開発事業等における敷地内緑化を推進し

ます。 

○ 旧街道の歴史的まちなみや歴史文化遺産、社寺等における樹林を保全する

とともに、これらを地域資源として活用します。 

・椿大神社や白子地区・石薬師地区におけ

る旧街道（伊勢街道・東海道）沿いの歴

史的まちなみ及び市内の文化財や歴史的

な建築物等を保全・活用した景観形成を

推進します。 

・長太の大楠とその周辺のまとまりある農

地への眺望景観を保全します。 

・古くからのまちなみや文化財等の周辺の

建築物等は、その歴史的・文化的景観との調和に配慮したデザインへの

誘導を図ります。 

・地域の歴史的・文化的価値のある資産を守り、鈴鹿市らしい景観を形成

するため、登録地域景観資産制度の活用を促進します。 

○ 都市環境と自然景観・田園景観との調和を図ります。 

・歴史・文化資源の保全、工場等の民有地の緑化と自然景観・田園景観が

伊勢街道 
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調和した鈴鹿市らしい景観を維持します。 

○ 市民参加により、地域の景観資源の調査を行い、地域づくりへの活用や地

区別景観づくり計画への展開を促進します。また、まちづくりを担うＮＰ

Ｏ等の団体などの組織づくりについても支援します。 

○ 市民との協働により｢地区別景観づくり計画｣を策定し、計画的な魅力ある

生活環境の創出に取り組みます。 

・｢地区別景観づくり計画｣により建築物・工作物・屋外広告物等の景観誘

導を推進します。 

・｢地区別景観づくり計画｣により公共空間のデザイン向上を推進します。 

○ 鈴鹿の魅力ある地域資源を市民と共有するとともに、ＳＮＳ等を通じて広

く情報発信を推進します。その際に、ＳＮＳ等の既存の媒体に加え、新た

なデジタル技術の活用も検討します。 
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図 水と緑、景観の都市づくり 
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４ 視点別取組 

テーマ別都市づくりの方針を実現化するにあたり、常に以下の視点に立って取

り組みます。 

（１）地域協働による取組 

 
 

① 地域資源を活かした｢地域づくり活動｣の支援 

○ 景観や歴史的なまちなみ等、地域資源を活かした住民主体の｢地域づくり活

動｣の支援を推進します。 

・｢地区別景観づくり計画｣等の策定にあわせ、地域資源を活用した｢地域づ

くり活動｣の支援を推進します。 

 

② 地域のまちづくりへの展開 

〇 地域特有の都市づくりの課題について、市民と行政の協働により解決策の

検討に取り組みます。 

・地域別構想の策定に向けて、都市づくりに関する情報提供等を行い、市

民と協働して取り組むとともに、地域計画に掲載することで市民への啓

発も推進します。 

  

取組 

① 地域資源を活かした｢地域づくり活動｣の支援 

② 地域のまちづくりへの展開 
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全体構想 地域別構想 

都市づくりの課題 

地域の課題（例） 
 都市づくりのテーマ 

① 産業を支える土地利用やインフラ等

の整備推進 

・平田町駅周辺の商業業務機能の維持、活性

化等の対策。 

・白子駅周辺の土地の効率的な利用、まちの

玄関口としての魅力づくり等の対策。 

・鈴鹿PAスマートＩＣや鈴鹿ＩＣ周辺の、

自然環境と調和した土地利用活性化等の対

策。 

 

活力ある都市づくり 

② 災害からまちや地域を守る防災・減

災都市づくりの展開 

・津波浸水予測区域内の密集市街地における

避難場所や避難路の確保等の防災まちづく

りの対策。 

・狭あい道路の拡幅による災害に強い住環境

づくり等の対策。 

・保水・洪水調整機能を有する市街地周辺に

おける優良農地の維持等の対策。 

・災害時の自助・共助の対策。 

・平時からの復興事前準備の対策。 

 

防災・減災の都市づくり 

③ 市民生活を持続するための生活拠点

の形成 

・近鉄鈴鹿市駅、平田町駅、白子駅周辺にお

ける土地の効率的な利用等の対策。 

・市街化調整区域における指定既存集落等の

住環境づくり等の対策。 

・地域の生活拠点の維持の対策。 

・生活環境に影響を及ぼすおそれのある、住

宅地において増加する空家等への対策。 

 

コンパクトで住みよい都市づくり 

④ 市内モビリティの充実 

・通院や通学、買物などの需要に対応する、

利便性の高い公共交通等移動手段確保の対

策。 

・地域の主要道路交差点等における渋滞緩和

の対策。 

・交通事故の多い交差点や通学路における安

全な道路空間づくり等の対策。 

 

モビリティの高い都市づくり 

⑤ 水と緑のネットワークづくりや地域

資源を活かした景観づくりの促進 

・後継者不足により増加する、耕作放棄地や

営農環境保全等の対策。 

・東海道、伊勢街道沿いの歴史的な建造物や

まちなみの保全、活用等の対策。 

・高齢者の憩いの場や子どもの安全な遊び場

になる身近な公園づくり等の対策。 
 水と緑、景観の都市づくり 

 

図 地域別の主な課題 

対
策
・
施
策
の
検
討 
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（２）ＳＤＧｓによる取組 

 
 

① ＳＤＧｓへの貢献と都市づくりの方針の紐づけ 

○ ＳＤＧｓとの関連性を示すとともに、各種取組を推進します。 

・持続可能な開発目標に貢献するかを意識しながら、都市づくりの方針に

基づき、各種施策・事業を展開していきます。 

・ＳＤＧｓの達成に向けて、ＩｏＴ、ロボット、人工知能（ＡＩ）などの

新たな先端技術を産業や日常生活に取り入れ、経済発展と社会的課題解

決を両立していく新たな社会であるＳｏｃｉｅｔｙ５．０の実現を目指

します。 

 

② 公共施設等総合管理計画に基づくマネジメントの推進 

○ 公共施設等の適切な維持管理を推進します。 

・｢公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設の一元的な管理と計画的

な維持管理を行い、都市づくりの方針に沿った公共施設の複合化・統

合・再編を検討します。 

・「公共建築物個別施設計画」や｢市営住宅長寿命化計画｣、｢橋梁長寿命化

修繕計画｣、｢舗装長寿命化修繕計画｣、｢公園施設長寿命化計画｣等各種長

寿命化計画により、予防保全の視点に立った戦略的な点検と維持管理に

よる社会資本ストックの有効利用を推進します。 

  

取組 

① ＳＤＧｓへの貢献と都市づくりの方針の紐づけ 

② 公共施設等総合管理計画に基づくマネジメントの推進 

③ ストック型社会への取組 
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「 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０ 」 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させ

たシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する未来社会を指し

ます。 

ＩｏＴやＡＩの活用による社会の変革を通じて少子高齢化や貧富の格差など

の課題を克服することで、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合

あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社会が期待できます。 

  

内閣府資料 

コラム 

（ソサイエティゴーテンゼロ） 
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③ ストック型社会（※１）への取組 

○ 官民役割分担の上、道路・公園等ストックの市民（住民、自治会、地域づ

くり協議会、ＮＰＯ、企業等）による維持管理の実施を促進します。 

・市民による、道路・公園等の日常的な清掃・美化活動等への参加意識を

啓発します。 

・身近な公園・緑地については、定期的な行政による維持管理に加え、地

域住民による自主的な清掃・美化活動等の日常的なボランティアによる

維持管理を支援します。 

○ 長寿命化に配慮した住宅の建設や既存建物のリフォーム、リノベーション

等によるストック型社会構築への取組を促進します。 

 

 

  

ＳＤＧｓとは 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）とは、平成 13

（2001）年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、平成 27（2015）

年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」に記載された、令和 12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際

目標です。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない

（leave no one behind）」ことを誓っています。ＳＤＧｓは発展途上国のみならず、先進国

自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組んでいま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：外務省ＨＰ、国際連合広報センターＨＰ 

※１ ストック型社会：価値のあるものをつくり、長く大切に使う社会。 
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