
第１回小委員会での主な意見と対応方針 

鈴鹿市都市マスタープラン一部改定について 

 農業従事者人口が激減しており高齢化も著しい，後継者がいないところも多く
耕作放棄地が増えている，今後の農業について心配している。 

 農業や自然と調和したバランスのあるまちづくりが必要で，産業・農業共に
検討を進め，農業で活用する場所，産業で活用する場所それぞれを議論しな

がら鈴鹿市内の土地利用を検討します。 

 

 参考資料 2において上位関連計画の中に健康づくりの計画が入っていない。都

市マスタープランに健康づくり計画を反映した形で改定できるとよい。 

 「ウォーカブル・シティ」等健康寿命と都市計画の関連する言葉もあり，健
康づくり計画をどのような形でまちづくりに反映できるか検討します。 

 

 コンパクトシティ・プラス・ネットワークについて，鈴鹿市は３つの地区（平
田・神戸・白子）の駅周辺に集積され，分散型になっている，効果的に集約で

きていないと思う。 

市街化調整区域のインター周辺に企業誘致を積極的に行っても企業の近くに住

宅を建築することができない現状がある。 

 長い年月がかかると思うが，一つの街に集約できればと考えています。 

インター周辺は産業集積が現在進行中であり 西部地域の拠点として市街化
調整区域の拠点として注目をしながら大きなビジョンで検討を進めます。  

 

 教科書的なコンパクトシティ・プラス・ネットワークは鈴鹿市には合わない，
鈴鹿市の現実と将来展望を見据えてクリエイティブに独自に形を考えていく事

が基本的な考え方。 

現都市マスの５つのテーマ別方針等ベースはうまくできているので課題や現状

を５つのテーマごとに議論整理していくとよい。 

様々な分野で技術の開発が起こっているので，現都市マスのベースに戦略的に

行うプロジェクトが加わると動きがある都市計画・都市マスができる。 

 現行都市マスの５つのテーマ別方針をベースに検討を進めます。 

 

 将来構想を持ち，５０年体系の中の５年という考えで検討してほしい。 

市内に工業系の高等教育機関が無いこの点も生産年齢人口を増やす構造の中で

はデメリットになる。 

 都市マスの中でどこまでできるかわからないが，総合計画へ働きかける等行
い，昼夜間人口のバランスがとれるよう検討します。 

 

資料 1 



 資料の，一次産業，二次産業，三次産業の人口推移の中でその他産業はどのよ
うな産業を指すのか。 

 その他産業は新しい産業区分ではなく，改めて一次産業，二次産業，三次産
業の区分で推移を見ています。 

 

 カーボンニュートラルや気候変動適応がマスタープランの重要な柱になる。 

ＳＤＧｓについても掲載の必要がある。 

 環境部局や関連部局と協議し，検討を進めます。 

 

 将来の産業形態の変化を見据え，一社に頼らない多岐にわたる分野の企業誘致
や物流の拠点を考えていくべきだ。 

 産業部局と十分に協議を行い，工場や物流の需要把握し検討します。 

 

市民意向の把握手法について 

 オンラインは新しい取り組みで良いと思う。 

災害危険区域等の地区において重点的に地域の将来像を議論していく事は良い

と思う。 

市民参加のタイミングは改定案について計画案の方向性が出た早い段階で意見

を聞き，どんどん良い意見やいいアイデアを取り込んで計画案をブラッシュア

ップしていく方がよい。 

 タイミングという点についても検討します。 

 

 各業界，各産業（農業，商業，工業，観光）からアンケートを取り分析したら
どうか。 

 各分野における意見集約について検討します。 

 

 若い人の意見を聞くことは良い。高校生も鋭い意見を持っているので自分たち
が帰ってきたい街はどんな街なのかという感覚で，高校生の意見を聞くと良い

と思う。 

 どのようにすれば若い層の意見を集約できるのかを念頭に置きながら，市民
の意向を把握します。 
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鈴鹿市都市マスタープラン改定 
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都市づくりの視点 

 

都市づくりの課題 

 

現行都市マスタープランの課題 

 

新都市マスタープランの改定方針 

カーボンニュートラル／低炭素まちづくり 

■公共交通やエコな移動手段による高齢者や子育て世帯にも暮らし

やすいまちづくり 

■ZEH・ZEBの普及や蓄電池の導入促進等によるエネルギー自立

型のまちづくり 

■コンパクトなまちづくりに向けて都市機能の誘導や交通ネットワー

クの形成を図る 

  ・居住や都市機能の誘導の方針  ・調整区域における拠点 

  ・居住推奨地域             ・立地適正化計画の策定検討 

■地域公共交通計画との整合 

コンパクトシティ・プラス・ネットワークの構築 

気候変動に適応した防災都市づくり 

■大規模災害からの迅速な復旧に向けBCPを反映 

■災害リスクを踏まえた防災指針の基本指針としての役割 

■周知啓発の次のステップへ 

地域別構想への展開 

■地域別構想は策定せず，地域づくり協議会の地域計画等の吸い上

げを行う 

■災害危険区域については別途協議 

産業振興・企業誘致に向けた新規産業拠点の検討 

■土地利用（ゾーン，エリア）の範囲見直し，運用改善による既存企業

の事業拡大や新規企業立地の促進 

■農業政策との調整による新規検討ゾーンの設定 

デジタルシフトによるスマートシティの推進 

■都市空間，機能や様々な公共サービスが新たな変革に対応した超

スマート社会の実現 

■Society5.0の生活様式に対応した都市空間の形成 

■ＡＩやＩｏＴ，ビッグデータを活用した社会経済活動の場の提供 

■生活行動の効率化を踏まえた新しい時間・空間の創造 

ウォーカブルシティと高質な都市空間の形成 

■健康・医療・福祉のまちづくり 

  ・健康づくり計画との連携 

  ・住民の健康意識を高め，運動習慣を身につける 

■居心地が良く，街歩きをしたくなるまちなか空間の形成 

■公共交通との利用環境を高める 

■新しい地域社会の繋がりの構築に向けた，社会参画の機会と交流

の場の創出 

■日常生活圏域，徒歩圏域に都市機能を計画的に確保 

SDGｓの達成を目指した都市づくりの方針設定 

■都市づくりの方針とSDGｓ17のゴールの紐づけ 

■SDGｓの取組みの反映 

 

現行都市マスタープランの５つのテーマと取組 

○さまざまな災害への対策推進 

・河川改良・内水氾濫対策等を計画
的に推進 

○農とまちづくり 

○耕作放棄地や営農環境保全等の対策 

○整備後の都市公園の適切な管理による現在の水準の維持 

「ニューノーマル」に

対応した 

まちづくり 

コンパクトで 
住みよい 
都市づくり 

○良好な住環境の維持・保全・整備 

・優良田園住宅 

・住居系の地区計画 

○空家等についての有効な対策の実施 

・空家等対策計画策定 

防災・減災の 
都市づくり 

活力ある 
都市づくり 

○鈴鹿ＩＣ・鈴鹿ＰＡ-SＩＣ周辺における
土地利用の活性化 

・地区計画策定等による土地利用の
活性化 

モビリティ 
の高い 
都市づくり 

○公共交通サービスの充実と交通結束
点の利便性向上 

・地域公共交通計画策定 

○安全で円滑な道路ネットワークの形
成 

水と緑， 
景観の 
都市づくり 

○豊かな自然環境や拠点となる緑地・
公園などの保全・活用 

・都市公園面積達成・緑化の推進 

○地域資源を活かした良好な景観形成 

・地域景観資産制度策定 

○都市拠点における土地の高度利用と都市機能の誘導 

○調整区域の生活拠点となる場所等において身近な生活利

便施設の維持・充実 

○快適な生活環境を創るための都市基盤整備 

○都市拠点における土地の高度利用などによる商業の活性

化を充実 

○幹線道路ネットワーク等を活かした計画的な土地利用の

誘導 

○密集市街地における防災減災の推進 

○大規模災害に対応するための土地利用の方針を明確に示

し，実行 

○地域公共交通計画との整合 

○ライフサイクルコストを縮減する都市づくり 

主力産業の大変革に対応した地域産業の再構築 

都市活力をつなぐ円滑なネットワークの形成 

持続可能な社会における都市活動の拠点 

ニューノーマルに対応した都市の実現 

自然環境と共生した都市環境の形成 

自然災害に即応できる都市防災の強化 

コンパクトシティ 

・プラス・ 

ネットワーク 

人口減少 

・少子高齢化 

の進展 

地域経済活力の 

維持向上 

大規模自然災害 

社会経済情勢の変化・時代の潮流 

上位・関連計画の改定 

関係法令の制定・改正 

ニューノーマル Society5.0 

SDGs 自然災害の甚大化 

人口ビジョン 創生総合戦略 

鈴鹿市総合計画 区域マスタープラン 

建築基準法 生産緑地法 

都市再生特別措置法 都市公園法 
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□鈴鹿市都市計画マスタープラン改定スケジュール（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画審議会小委員会 

2022(令和4)年度 2023(令和5)年度 2021(令和3)年度 

「改定方
針」 

 

の検討 

「将来都市 

構造」 
の検討 

「土地利用方針」 
「都市づくり方針」 

の検討 

「課題」 
「改定方
針」 
の検討 

「都市特性」
「問題点」 

 

の検討 

改定案 

のとりまとめ 

「前提条件」 
・都市現況 

・社会的背景 

・上位関連計画 

・関係法制度 

の整理 

第１回 

小委員会 

「市民意向」 
の把握 

 

市
民
意
向
の
反
映

 

「市民意向」 
の反映 

第２回 

小委員会 

第３回 

小委員会 

第４回 

小委員会 

第６回 

小委員会 

第５回 

小委員会 

都市計画審議会 
都市計画
審議会 

都市計画
審議会 

都市計画
審議会 

都市計画
審議会 


