
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地適正化計画について 

 

 

 

議案第１号 



（１）   意見の募集期間　 平成 30 年 7 月 2 日 ～ 7 月 31 日 まで

（２）   意見の応募者数 名 （ 男性 2 人，女性 0 人）
意見数  件 

２　意見の処理状況

区分 数
Ａ 　
Ｂ 　
Ｃ 　
Ｄ 　
Ｅ 2

2

意見
番号

1

2

宇都宮市立地適正化計画（改定素案）に関するパブリックコメントについて

１　パブリックコメントの実施状況

2
2

（３）   提出方法の内訳

郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 電話 計

人数 　 　 2 　 　 2

処　理　区　分
意見の趣旨等を反映し、実施設計に盛り込むもの
意見の趣旨等は、実施設計に盛り込み済みと考えるもの
実施設計の参考とするもの
実施設計に盛り込まないもの
その他、要望・意見等

　居住誘導区域への誘導策を拝見しますと，戸建
の定住者を増やすための施策が中心かと思いま
す。居住誘導区域には民間の賃貸住宅もあること
から，それらに一度，居住をしてもらい，居住誘
導区域を気にいってもらってから将来的に戸建に
住めるような制度など，段階的に居住誘導区域へ
の定住促進策の様なものを検討すると，より居住
誘導区域への定住人口を増やすことができるかと
思います。意見です。

E

居住誘導区域については，長期的な視点から，緩
やかに居住を促し,定住人口を増やしていく区域で
あり，戸建て住宅や集合住宅など様々な形態の住
宅を誘導していく考えでありますことから，今後
の施策検討の参考とさせていただきます。

計

意見の概要 処理区分 意見に対する市の考え方

市の推進する『ネットワーク型コンパクトシ
ティ』の基本方針である立地適正化における拠点
の配置について、横川地区の地域拠点の選定が地
域住民の声を十分に反映した選出となっていない
のではないか。
人口減少や超高齢化社会が到来する中、中心市街
地や地域拠点において、充実した日常生活と利便
性が共有でき、拠点間やその周辺が公共交通で結
ばれた将来のまちの姿を具現化するためのネット
ワーク型コンパクトシティであることは理解でき
るが、地域拠点から離れた砂田町においては、人
口減少と高齢化が顕著に進み、自治会としての機
能やコミュニティの崩壊、伝統文化の伝承が困難
となることや、道路や上水道などのインフラ整備
が既に整っている周縁部の住民が地域拠点に移住
することは困難であると考える。
また、砂田町は新4号国道と外環状線に接地し、イ
ンターパーク地区の大型商業施設や病院、金融機
関などの産業流通拠点に隣接しているがインター
パーク内の人口増加と発展に反して、砂田町は将
来展望も描けず、限界集落化していくことが予想
される。
したがって、市街化調整区域においては、継続的
な自治会運営とコミュニティの維持、または、超
高齢化社会や人口減少社会にも対応できるよう、
農村地域においても地区計画制度が有効に図られ
るよう柔軟かつ的確に対応すべきと考える。なお
かつ地元住民の声が反映された、市民協働のまち
づくりを推進・実施することを要望する。

E

　本市では，人口減少，少子・超高齢社会にあっ
ても持続的に発展できるよう，まちづくりの基本
的な考え方を示す「ネットワーク型コンパクトシ
ティ形成ビジョン」を平成27年に策定し，都市全
体を見渡した観点から，本市の成り立ちや都市構
造などを踏まえ，旧町村の単位を基本に市内14か
所に地域拠点を配置しました。
　また，平成28年度から，「ネットワーク型コン
パクトシティ」の具体化に向け，3度の地区別市民
説明会を開催しながら，市街化調整区域の将来の
土地利用方針を明らかにする「市街化調整区域の
整備及び保全の方針」を平成30年3月に改定し，横
川地区を含む市街化調整区域に地域拠点の区域を
定めるとともに，地域拠点の利便性向上や，その
利便性を地域内交通により地域内のどこからでも
共有できる環境形成に取り組むなど，将来にわ
たって住み慣れた場所で安心して暮らし続けるこ
とのできる地域を目指していくとしたところであ
ります。
　そして，この方針で示す土地利用を実現するた
め，既存集落のコミュニティ維持につながる分家
住宅等の開発許可基準を維持しつつ，地域拠点へ
のスーパー等の立地誘導に向けた開発許可基準の
創設や，地域拠点や小学校を中心としたコミュニ
ティ維持・形成に向け，計画的に居住地形成の図
れる地区計画制度の運用見直しを行い，平成30年4
月から運用を開始したところであります。
　今後とも，地区別市民説明会等を通して市民の
皆様のご意見を伺いながら，本市を取り巻く社会
環境の変化に的確に対応したメリハリある都市計
画制度の運用を図るなど市民協働によるまちづく
りに取り組んでまいります。

資料１

平成３０年８月２４日 第７４回都市計画審議会
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 序章 計画の策定にあたって 
1 計画策定の趣旨・目的等      （Ｐ２） 

 

２ 宇都宮市の現況・動向と特性    （Ｐ６） 
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１ 都市づくりの理念           （Ｐ２３） 

第１章 立地適正化に関する基本的な方針 

上位計画や都市づくりの課題を踏まえ， 

 

 

 

を目指す。

『便利で暮らしやすく 
１００年先も持続的に発展できるまち， 

ネットワーク型コンパクトシティの実現』  

（２）拠点の配置 
都市の成り立ちを踏まえ，中心部に『都市拠点』，各地域に『地域 

拠点』を配置し，地域特性に応じた機能や居住を誘導・集約 

１）都市拠点 

高次で多様な機能を備えた拠点として，都市の活力や競争力をけん

引し中枢性や広域性を備えた中心市街地に配置・形成 
※都市拠点圏域 

   都市拠点と強い関連を持ち連担する地域を『都市拠点圏域』として 
位置付け，都市拠点と役割分担を図り日常生活に必要な機能を備える。

２）地域拠点  

地域の成り立ちや歴史的なつながり・一体性などを踏まえ，旧町村

の単位を基本に配置(14 か所)し地域特性に応じた身近な機能を集積 

（３）都市の骨格となる交通軸の設定 

基幹・幹線公共交通と 3 環状 12 放射を軸とした道路を「交通軸」

として位置付け，都市拠点とその他の拠点間の連携を強化 

１）基幹公共交通（鉄道・軌道） 

【南北方向】ＪＲ宇都宮線，東武宇都宮線 

【東西方向】「LRT」を東西基幹公共交通として導入 

２）幹線公共交通（路線バス） 

    基幹公共交通と連携し，都市拠点と各拠点間などを結ぶ主要な

バス路線 

（１）基本的な考え方 
    都心部と，環状・放射道路で結ばれた周辺の地域からなる都市の 

成り立ちを踏まえ， 

 

 

 

 

 

 
 

郊外に広がる自然環境との調和を図りながら，市民生活に必要な機能

の充足と，都市としての価値・活力を高められる都市空間の姿である 

『ネットワーク型コンパクトシティ』の形成を目指す。 

一極集中ではなく，都心部と各地域に拠点を配置 

過度な自動車依存を転換し骨格交通網から身近な交通網まで 

階層性を持った交通網による拠点間の連携・補完 

（１） 策定の趣旨・目的 
社会情勢の変化に対応し，持続的に発展するための 

『ネットワーク型コンパクトシティ』を具体化するため， 
居住や都市機能の立地誘導に係る取組を位置付け推進する。 

 

（２） 計画の役割 
・コンパクトシティ形成に向けた仕組みの構築 
・都市計画と関連分野が連携した施策の推進 
・誘導策の事前明示 

 

（３） 計画の位置付け 
・都市再生特別措置法に基づき，コンパクトシティを 

実現するための「都市計画マスタープラン」の一部 
・「総合計画」，「都市計画区域マスタープラン」に即す 
・『ネットワーク型コンパクトシティ』の具体化を推進 

 

（４） 目標年次 
   概ね 20 年先（2037 年）を展望（2050 年も見据える） 
 

（５） 計画の範囲 
   宇都宮市全域（誘導区域の設定の対象は市街化区域） 
 

（６） 計画の構成 
  ・序 章 計画の策定にあたって 
  ・第１章 立地適正化に関する基本的な方針 
  ・第２章 都市機能誘導に関する事項 
  ・第３章 居住誘導に関する事項 
  ・第４章 計画の推進に関する事項 
 

「宇都宮市立地適正化計画」（改定案）【概要版】 

３ 都市づくりの課題         （Ｐ２２） 

  都市づくりの理念・目標を踏まえ，都市の骨格構造を構成する「拠点」

と「交通軸」により示す。 

 

 

（１）総人口と人口の構成 

（２）市街地の変遷 

（３）土地利用動向 

（４）低未利用地と空き家 

（５）公共交通 

（６）中心市街地 

（７）公共施設・インフラ等 

（８）市民意識 

２ 都市づくりの目標           （Ｐ２４） 

３ 将来都市構造             （Ｐ２５） 

６ 計画フレーム              （Ｐ３８） 

 

 

 

将来の都市構造を踏まえ，既存の生活利便機能や都市基盤などのスト

ック活用を基本としながら，拠点や幹線交通軸の沿線，田園・集落など

の地域特性に応じた，多様な暮らし方が選択できる居住地を維持・形成
 

 

①まちなか居住エリア     ③郊外住宅地等居住エリア 
②幹線交通沿線等居住エリア  （ゆとりある居住環境イメージ・ 
                 田園居住イメージ） 

（１）都市や地域の拠点に地域特性に応じた都市機能が集積した都市 

（２）高い利便性が得られる拠点や公共交通沿線などに居住が集約 

した都市 

（３）公共交通などにより安全・快適で自由に移動できる都市 

（４）農地や森林などの緑豊かな自然と市街地が調和した都市 

（５）環境にやさしく災害に強い持続可能で効率的な都市運営が実現 

する都市 

「形成ビジョン」で示す人口見通し（2050 年に約 45 万人）を基本
に，「人口ビジョン」の将来展望（2050 年に 50 万人台確保）を踏まえ
ながら，居住を誘導するエリアにおいて一定の人口密度を維持・確保 

 
【高密度居住】 

都心部や都心部周辺に，土地の高度利用を誘導し機能集積を図りなが
ら中高層主体の居住地を形成（目標：概ね 60 人/ha 以上） 

【中高密度居住】 
市街化区域の地域拠点や公共交通沿線に，地域特性に応じ生活利便機

能や中低層住宅の誘導による居住地を形成（目標：概ね 50～60 人/ha）
【低中密度居住】 

市街化区域の郊外住宅地等に，低層の戸建住宅を主体にゆとりある良
好な住宅地としての居住地を維持（目標：概ね 40 人/ha 以上） 

 （１）超長期を見据え都市全体を見渡した都市づくりの推進 
   「形成ビジョン」で見通した 2050 年を見据え都市機能等の適正

な立地誘導を推進。また，都市全体を見渡し郊外部を含めた拠点形
成などに一体的に取り組む 

 
（２）土地利用と交通が一体となった都市づくりの推進 
   「立地適正化計画」等による居住や都市機能の誘導と交通戦略との

連携により，土地利用と交通が一体となった都市づくりを推進 
 

（３）都市の生活を支える機能の維持・確保 
   各拠点に地域特性に応じた機能を誘導・集積し，拠点相互に役割を

補完しながら，市全体として都市の生活に必要な機能を維持・確保 
 

（４）生活の利便性が高い場所への緩やかな居住誘導 
   ライフスタイルに応じた居住選択による住み替えなどを通し，高い

利便性が得られる場所等に時間をかけて緩やかに居住を誘導 

（１）市民の生活利便性の持続的な確保 

（２）都市の活力や地域コミュニティの維持・向上 

（３）誰もが移動しやすい交通環境の確保 

（４）自然と調和した郊外部地域の活力の維持・向上 

（５）環境や防災面に配慮した持続可能で効率性の高い都市運営 
 

多様な暮らし方やライフスタイルを尊重しながら，メリハリ 

ある居住地を維持・形成 

４ 居住地形成の方向性            （Ｐ３２） 

■ 計画の構成と対象範囲のイメージ  

５ 都市づくりの基本的な方向         （Ｐ３４） 

『ネットワーク型コンパクトシティ』実現のための要素である，「都市

機能」，「居住」，「公共交通」，「自然との調和」，「都市の持続可能性」の

観点から設定 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 第２章 都市機能誘導に関する事項 
 

 

（１）基本的な考え方 
都市機能を誘導する区域と施設，誘導施策を事前に示すことにより，事業者が立地に取り組み

やすい環境を整備し，各拠点の特性に応じた機能を維持・確保 
 
（２）誘導方針 
   地域特性に応じた機能の誘導・集積とともに拠点相互に役割を補完し生活に必要な機能を充足 
   ※ 市街化調整区域の『地域拠点』は，「市街化調整区域の整備及び保全の方針」等を踏まえ，

生活利便機能等を集約し，郊外部地域の居住環境や地域コミュニティを維持・確保 
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１ 都市機能誘導の方針                      （Ｐ４１） 

２ 都市機能誘導区域                       （Ｐ４２） 

 

３ 誘導施設                                   （Ｐ６４） 

４ 都市機能に関する誘導施策                          （Ｐ６７）

 

■ 各都市機能誘導区域の誘導施設一覧 

（１）誘導施設について 
都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき施設。誘導区域ごとに必要な施設を定める  

（２）誘導施設の設定の考え方 
地域特性や施設の特性，関連分野の施策の方向性などを勘案し具体の施設を検討 

１）高次都市機能 
   都市の魅力やまちなかの賑わい創出につながる「高次都市機能（施設）」は，機能を市内全域で共有・利活用 

できるエリアである都市拠点を核とした「高次都市機能誘導区域」を基本に維持・確保  
 ２）身近な都市機能 
   日常的な生活サービスを提供する「身近な都市機能（施設）」は「都市機能誘導区域」において，周辺の人口

規模などの地域特性を考慮しながら維持・確保  
 ３）少子・超高齢社会に対応した都市機能 
   地域包括ケアシステムの構築や子育て支援の充実などの社会的な要請が高い「少子・超高齢社会に対応した都

市機能（施設）」は，全ての「都市機能誘導区域」に維持・確保 

[補完施設について] 

※1 金融（銀行等）の機能を補完する施設である郵便局・ATM が立地 

※2 教育施設（小中学校）と公共施設（窓口等）は，都市機能誘導区

域とアクセスしやすい周辺の居住誘導区域（H30）などの既存施設を

含めて機能を確保（「補完施設」に位置付け） 

 

[特記事項] 

※3 「都市機能誘導区域」に高次都市機能に係る既存施設が立地す

る場合は機能維持のための「誘導施設」として位置付け 

※4 「宇都宮医療圏」における基準病床数や，地域包括ケアシステム

の「日常生活圏域」と「教育・保育提供区域」における施設確保の考

え方と整合を図りながら位置付け 

※5 教育施設（小中学校）と公共施設（窓口等）などの公共施設は「公

共施設等総合管理計画」等と整合を図りながら位置付け 

 

■ 国の支援を受けて市が行う施策 

■ 市街化調整区域の地域拠点等における施策 

 

２）公共交通施策 

   「都市交通戦略」や「地域公共交通網形成計画」に 

位置付けた公共交通の充実施策に取り組む。  
（３）公共施設等マネジメントと連携した施策の推進 
     公共施設等のマネジメント方針を示した「公共施設等 

総合管理計画」と連携を図り，誘導施策の推進を図る。 

（１）誘導施策の考え方 
『ネットワーク型コンパクトシティ』の拠点形成を推進していくため，交通利便性の向上や施設用地の確保，

事業者への経済的インセンティブ等により，施設立地が促進されるよう誘導施策を行う。  
（２）誘導施策 

  １）都市機能誘導施策 
国等が行う施策，国の支援を受けて市が行う施策， 

市が独自に講じる施策などに分けて整理 

 

■ 国等が行う施策 

   ■ 市が独自に講じる施策

■ 都市機能誘導区域外（市街化調整区域においては地域拠点等の外）の施策

（１）都市機能誘導区域について 
都市機能を各拠点に誘導・集約し，機能の効率的で持続的な確保を図る区域。居住も誘導  

（２）誘導区域設定の考え方 
将来都市構造を踏まえた拠点などに徒歩等で容易に移動できる範囲を基本に設定  

（３）誘導区域の配置 
「形成ビジョン」で位置付けた『都市拠点』及び『都市拠点圏域』と市街化区域の『地域拠

点』を基本に鉄道駅や LRT 停留場(トランジット機能を備えた場所)の周辺を含めて配置  
（４）誘導区域の範囲 

   地域の成り立ちや都市計画・まちづくりの観点を考慮し地形地物等で設定 

■ 都市機能誘導区域と交通ネットワークの配置 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 居住誘導に関する事項 
1 居住誘導の方針                      （Ｐ７２） 

２ 居住誘導区域                       （Ｐ７３） 

 

 （１）居住誘導区域について 
人口減少の中でも一定の人口密度を維持し，都市機能や地域コミュニティの持続的確保の

ため，居住を誘導する区域  
（２）誘導区域設定の考え方 

将来の人口・構造や都市構造を踏まえ，拠点や拠点へのアクセス性が高い公共交通の徒歩
圏などに設定。災害リスクなどを考慮  

（３）誘導区域の場所と範囲 
「立地適正化計画」における誘導区域の設定の対象となる市街化区域において，「形成ビジ

ョン」の居住誘導エリアの考え方を踏まえ，徒歩等で容易に移動できる範囲を基本に設定   
※誘導区域を設定する場所 
【拠点】都市機能誘導区域・交通結節点周辺を含むエリア 
【幹線交通軸（幹線道路等）沿線】 
→基幹公共交通（LRT）沿線：道路中心線から両側 500ｍ 

幹線公共交通（幹線バス路線）沿線：道路中心線から両側 250ｍ 
【拠点周辺で計画的な都市基盤整備が行われている場所】土地区画整理事業エリア 

 

 

３ 居住に関する誘導施策                                 （Ｐ８１） 

 （１）誘導施策の考え方 
『ネットワーク型コンパクトシティ』を形成していくため，身近な拠点への生活利便施設等の維持・確保や，交通利便性

の向上などに加えて，住宅等の立地に関する各種の優遇策などを通して，居住が促進されるよう誘導施策を行う。   
（２）誘導施策 

国等が行う施策，国の支援を受けて市が行う施策，市が独自に講じる施策などに分けて整理

■ 市が独自に講じる施策

■ 国の支援を受けて市が行う施策 ■ 市街化調整区域の地域拠点等における施策

■ 国等が行う施策 

■ 居住誘導区域外（市街化調整区域においては地域拠点等の外）等の施策 

（参考）地域特性に応じた居住地形成（将来の土地利用）イメージ                 

（１）基本的な考え方 
「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成により，まちなかや地域拠点，幹線交通軸の沿線，田園・集落などの

地域特性に応じた多様な暮らし方が選択できる居住環境を維持・形成 
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（１）基本的な考え方 
居住を誘導する区域と誘導施策を定め事前に示すことにより，住み替えなどの機会に合わ

せ拠点等への居住が促されるよう環境を整備し，地域特性に応じ機能や公共交通サービス，
地域コミュニティを維持・確保  

（２）誘導方針 
   拠点や，拠点とのアクセス性が高い公共交通沿線などに都市基盤等の既存ストックの活用

を図りながら居住を誘導。本市独自の地域包括ケアシステムの構築に向けた取組等と連携  
  ※ 市街化調整区域の『地域拠点』等は，「市街化調整区域の整備及び保全の方針」等を踏ま

え，居住集約を促進し，郊外部地域の居住環境や地域コミュニティを維持・確保 

⑤江曽島駅 
周辺エリア 

⑥西川田駅 
周辺エリア 

 

 ③ＬＲＴ停留場 
  周辺エリア 

(ベルモール前) 

⑩上河内地区市民センター 
周辺エリア 

④岡本駅 
周辺エリア 

篠井地区市民センター 
周辺エリア 

富屋地区市民センター 
周辺エリア 

国本地区市民センター 
周辺エリア 

城山地区市民センター 
周辺エリア 

田原街道×長岡街道 
(豊郷中央小学校)周辺エリア 

①都市拠点エリア 

②南宇都宮駅 
周辺エリア 

平石地区市民センター 
周辺エリア 

横川地区市民センター 
周辺エリア 

⑨瑞穂野団地 
周辺エリア 

⑦雀宮駅 
周辺エリア 

⑧テクノポリス 
センターエリア 

■ 居住誘導区域等の範囲イメージ 



 

第４章 計画の推進に関する事項 

 

 

１ 計画の評価                  （Ｐ８４） 

（１）評価の考え方 
計画の推進にあたっては， PDCA サイクルの考えに基づき，毎年度

の施策の進捗状況の評価と，概ね５年ごとに計画で設定した評価指標な
どをもとに計画を評価し必要に応じ計画や施策の見直し  

（２）評価指標 
都市形成の動きや，施策の進捗状況を客観的かつ定量的に把握し，計

画や施策の見直し等に資するため，施策推進の柱となる①都市機能誘導，
②居住誘導，③公共交通ネットワーク形成の区分ごとに評価指標を設定  

 ※目標値の設定 
計画の目標年次である概ね 20 年先（2037 年（平成 49 年））と「形

成ビジョン」が見通す 2050 年（平成 62 年）を見据えた値を設定 
また，概ね 10 年先（2027 年（平成 39 年））に中間値を設定 

 
１）都市機能誘導に関する評価 

都市機能誘導区域において，誘導施設と人口の誘導・集積や，地価水
準の維持・確保により，都市の持続可能性を確保していくという考えの
もと，評価指標と目標値を設定 

 ■ 都市機能誘導に関する評価指標 

■ 居住誘導に関する評価指標 

 

３）公共交通に関する評価 
機能誘導等と連携しながら，将来にわたり誰もが円滑に移動できる

持続可能な公共交通ネットワークを形成していくという考えのもと，
評価指標と目標値を設定 

               
■ 公共交通に関する評価指標 

 

２ 計画の推進に向けて             （Ｐ８９） 

（１）計画の推進体制 

計画の推進体制を整備するため，関連部局と連携した庁内組織とし

て「立地適正化計画推進委員会」を設置し，計画や施策の進捗状況の

評価や，その評価を踏まえた計画や施策の見直し等を検討 

評価結果等について「都市計画審議会」等の意見を踏まえ，既存施

策の見直しや新たな施策の追加等により誘導施策の充実・強化 

本計画によるコンパクトなまちづくりと公共交通ネットワークの

形成は車の両輪であることから，「都市交通戦略」や「地域公共交通

網形成計画」の改定等において相互に連携・整合を図るなど，一体的

な施策推進 
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２）居住誘導に関する評価 
居住誘導区域において，快適な居住環境形成や人口の誘導・集積，

地価水準の維持・確保により，都市の持続可能性を確保していくとい
う考えのもと，評価指標と目標値を設定 

（２）各主体に求められる取組 

『ネットワーク型コンパクトシティ』の形成には，行政だけでなく，

市民や事業者などの身近な取組なども欠かせないことから，次のとお

り各主体に求められる取組を整理 

■ 推進体制のイメージ 

■ 『ネットワーク型コンパクトシティ』の実現に向けた市民・事業者・行政の取組 
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「ネットワーク型コンパクトシティ」のまちづくりに関する地区別説明会について 

 

 

◎ 趣旨 

「ネットワーク型コンパクトシティ」のまちづくりに関する地区別説明会を開催するこ

とから情報提供を行うもの 
 
１ 地区別説明会の目的 

「ネットワーク型コンパクトシティ」の実現に向けた「都市づくり」の考え方や「公共

交通ネットワークの充実」に関する取組等について説明し，理解促進を図るもの 
 

２ 地区別説明会の概要 

⑴  実施時期 

平成３０年１０月～１１月（各地区の日程については裏面参照） 

 

⑵  実施方法 

市内の全３９連合自治会単位で実施 

 

⑶  説明内容 

① ネットワーク型コンパクトシティの都市づくりについて 

 ・ ネットワーク型コンパクトシティの都市づくりの考え方 

・ 市街化区域におけるコンパクトなまちづくり 

「立地適正化計画」の居住誘導区域と居住誘導策について など 

   ・ 市街化調整区域における都市計画制度等の活用 

     拠点の生活利便性向上，拠点や小学校を中心としたコミュニティ形成に向けた開 

発許可基準等の運用 など 

 

  ② 公共交通ネットワークの構築について 

   ・ ＬＲＴやバス，地域内交通などが連携した公共交通ネットワークの構築に向けた

取組について 

 

  ③ 地域包括ケアシステムの構築に向けた取組について 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料 
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■地区別説明会 日程 
 

地区 日時 会場

1 富屋 平成30年10月 3日(水)　午後 6時30分～ 富屋地区市民センター（徳次郎町）

2 東 平成30年10月 4日(木)　午後 6時30分～ 東地域コミュニティセンター（東塙田１丁目）

3 宝木 平成30年10月 5日(金)　午後 6時30分～ 宝木地域コミュニティセンター（駒生町）

4 西 平成30年10月 6日(土)　午前10時00分～ 西地域コミュニティセンター（西１丁目）

5 五代若松原 平成30年10月10日(水)　午後 7時00分～ 五代若松原地域コミュニティセンター（若松原３丁目）

6 清原 平成30年10月10日(水)　午後 6時30分～ 清原地区市民センター（清原工業団地）

7 緑が丘 平成30年10月11日(木)　午後 6時30分～ 緑が丘地域コミュニティセンター（緑３丁目）

8 陽東 平成30年10月11日(木)　午後 6時30分～ 陽東地域コミュニティセンター（陽東２丁目）

9 昭和 平成30年10月12日(金)　午後 6時00分～ 中央市民活動センター（中央１丁目）

10 瑞穂野 平成30年10月12日(金)　午後 7時00分～ 瑞穂野地区市民センター（下桑島町）

11 桜 平成30年10月13日(土)　午前10時00分～ 桜地域コミュニティセンター（桜３丁目）

12 富士見 平成30年10月13日(土)　午前10時00分～ 富士見地域コミュニティセンター（鶴田町）

13 御幸 平成30年10月15日(月)　午後 6時30分～ 御幸地域コミュニティセンター（御幸本町）

14 今泉 平成30年10月15日(月)　午後 6時30分～ 今泉地域コミュニティセンター（元今泉１丁目）

15 中央 平成30年10月16日(火)　午後 6時30分～ 中央地域コミュニティセンター（中央本町）

16 河内 平成30年10月16日(火)　午後 6時30分～ 河内地区市民センター（中岡本町）

17 陽光 平成30年10月17日(水)　午後 7時00分～ 陽光地域コミュニティセンター（緑５丁目）

18 国本 平成30年10月17日(水)　午後 6時30分～ 国本地区市民センター（宝木本町）

19 上河内 平成30年10月18日(木)　午後 6時30分～ 上河内地区市民センター（中里町）

20 平石 平成30年10月19日(金)　午後 6時30分～ 平石地区市民センター（下平出町）

21 簗瀬 平成30年10月20日(土)　午後 1時30分～ 簗瀬地域コミュニティセンター（南大通り２丁目）

22 峰 平成30年10月20日(土)　午後 2時00分～ 峰地域コミュニティセンター（峰３丁目）

23 御幸ケ原 平成30年10月23日(火)　午後 6時30分～ 御幸が原地域コミュニティセンター（御幸ケ原町）

24 雀宮 平成30年10月23日(火)　午後 6時30分～ 雀宮地区市民センター（新富町）

25 豊郷 平成30年10月24日(水)　午後 6時30分～ 豊郷地区市民センター（岩曽町）

26 宮の原 平成30年10月27日(土)　午前10時00分～ 宮の原地域コミュニティセンター（宮原４丁目）

27 石井 平成30年11月 4日(日)　午前10時00分～ 石井地域コミュニティセンター（石井町）

28 陽南 平成30年11月 5日(月)　午後 7時00分～ 陽南地域コミュニティセンター（大和１丁目）

29 明保 平成30年11月 6日(火)　午前10時30分～ 明保地域コミュニティセンター（鶴田町）

30 城東 平成30年11月 7日(水)　午後 6時00分～ 城東地域コミュニティセンター（城東２丁目）

31 城山 平成30年11月12日(月)　午後 6時30分～ 城山地区市民センター（大谷町）

32 泉が丘 平成30年11月15日(木)　午前10時00分～ 泉が丘地域コミュニティセンター（泉が丘７丁目）

33 姿川 平成30年11月15日(木)　午後 6時30分～ 姿川地区市民センター（西川田町）

34 戸祭 平成30年11月17日(土)　午前11時00分～ 戸祭地域コミュニティセンター（戸祭１丁目）

35 横川 平成30年11月19日(月)　午後 6時30分～ 横川地区市民センター（屋板町）

36 西原 平成30年11月24日(土)　午後 1時30分～ 西原地域コミュニティセンター（西原２丁目）

37 錦 平成30年11月27日(火)　午後 6時30分～ 錦地域コミュニティセンター（今泉町）

38 篠井 平成30年11月28日(水)　午後 6時30分～ 篠井地区市民センター（下小池町）

39 細谷・上戸祭 平成30年11月29日(木)　午後 6時00分～ 細谷地域コミュニティセンター（細谷１丁目）




