
1防災 

1-1）財政面からみる防災 

土浦市において平成30年度の一般会計総予算額は約510

億円となっています。そのうち、総務費のうちの防災費は

約0.5億円です。そして総予算における防災費の割合は、

同規模の自治体と比較しても、0.10％と小さい割合となっ

ています。 

 総予算(千円) 防災費の割合(％） 

土浦市 51,080,000 0.10 

鳥取市 53,830,322 0.87 

伊勢市 54,973,542 0.44 

西尾市 53,240,000 0.94 

土浦市は東日本大震災を受けて、平成25年度に地域防災

計画の見直しを行いました。見直しの前後で変化はあるか

をみるために、下の表では土浦市の予算額に占める防災費

の割合の推移を表しました。短期的事業による一時的な割

合の増加は見られるものの、それらを除いた全体の傾向と

して防災費の割合は低いままです。 

 
図1-1 土浦市の予算額に占める防災費の割合 

1-2）土浦市の災害対策-洪水- 

中心市街地である土浦駅周辺はおおむね3m~5m程度の浸

水が想定されます。その一方で市役所移転や図書館新設な

ど都市機能がこの区域に集中してきています。このことか

ら、発電設備を備えてはいるものの、人員確保の面から、

災害拠点として機能するはずである市役所が、浸水により

機能しなくなる可能性が考えられます。 

 現在までに行われた洪水対策としては、桜川下流10㎞の

土浦市街地の堤防整備や川底掘削などがあります。一方で、

近年局地的豪雨による大規模な洪水が発生しており、土浦

市街地でも洪水被害が及ぶことが想定されています。ハー

ド整備では急速な対応ができないことから、ソフト対策と

して土浦市洪水避難地図が作成されています。しかし、逃

げる方向が矢印で示されているのみで、具体的なルートが

示されていません。以上のことを踏まえると、洪水が起き

た際には逃げ遅れが発生しうることが考えられます。 

 

1-3）土浦市の災害対策-地震 

土浦市は市庁舎、消防署、避難場所といった災害拠点の

耐震化率が現在81.5%(県平均91.7％)と低く、災害時に避

難拠点として機能しなくなる可能性が懸念されます。 

土浦市はこういった地震による被害想定に対し、平成32

年度までに災害拠点の耐震化率を 95％にするという方針

示していますが、現在の財政支出を見る限り耐震化率向上

に対する事業がありません。これは財源が足りていないこ

とが大きな原因だと考えられます。そのため現在考えられ

ている対策を全て行うのは厳しいと考えられ、優先して耐

震化すべき施設の検討を進める必要があると考えられます。 

 

1-4）今後の防災面の課題 

災害対策に関する課題は未だに多く残されています。ま

た、土浦市の予算は、減少していくと予想されており、こ

れに伴い災害対策費も減少していくことも考えられます。 

以上のことを踏まえると、今後は限られた予算の中で防

災対策の質をどのように向上させていくかが課題であると

考えられます。 

 

2環境 

 環境には様々な要素があり大気汚染、悪臭などの公害か

ら酸性雨や地球温暖化など地域間から地球規模の問題まで

存在しています。こうした問題点のうち土浦市がどのよう

なものを問題として取り上げ、どのような対策を行ってい

るのかを土浦市環境白書（H29 年度活動報告書）をもとに

洗い出し、そのほかの情報をもとに総合的に土浦市が抱え

ている問題点や課題点を考察していきます。土浦市が抱え

ている課題を5つの基本目標（1．自然環境、2.生活環境、

3.快適環境、4.地球環境、5．人づくり）ごとに示します。 

 

2-1）自然環境 

 『霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画（第7期）』によると、

霞ヶ浦の水質は環境基準を大きく上回っており、生物多様

性への影響が懸念されています。生物種保全の対策として

里山管理が挙げられますが、現在市の取組みは無く、主体

のNPOは高齢化や後継者不足が問題となっています。 

 

2-2）生活環境 

【廃棄物】 

 土浦市のゴミの排出量は全国平均よりも約１.５倍多く

なっており、対策として市は減量化目標と資源化目標を掲

げていますが、ゴミの排出量削減が市民にどういった利益

があるのかを明確に示す必要があります。 

【公害】 

都市計画マスタープラン実習 課題E班 最終発表 2019/2/8 

防災・環境・農業 

平澤実紅 門倉慧 横山司 山根万由子 幸坂麻琴 瀬川遥子 河北拓人 熊谷兼人 TA:中島遥希 西谷麟 

 



 

騒音、悪臭の苦情はあるが、大きな問題にはなっていませ

ん。放射線・ダイオキシンは基準値を下回っています。 

 

2-3）快適環境 

 住環境の問題として居住誘導地域に公園が少ないことが

挙げられ、既存の二次林の活用といった対策を検討する必

要があります。 

 

2-4）地球環境 

 地球温暖化対策として、土浦市ではCO2の削減目標を立

ており、人への意識改革と設備投資を主に行っていますが、

取組みの効果はあまり出ていません。 

 

2-5）人づくり 

 現在土浦市では環境教育があまり行われていません。私

たちを取り巻く環境問題に対して理解を深め、正しい認識

と知識を持つための環境教育・環境学習と、共通認識を持

つために、情報を共有するための場づくりが重要です。 

 

2-6）環境まとめ 

 土浦市の直面する環境問題は多種多様で様々な対策が必

要です。一般的に、環境問題の原因は都市構造や私たちの

ライフスタイルなどにあることがわかっています。土浦市

では、設備投資による対策や市民の環境意識を変えるため

に市民や事業所に対して積極的に情報提供を行っています

が、水質や二酸化炭素排出量など一部の環境基準を改善で

きずにいます。これは、対策の効果を正しく測定し、見直

していくが必要あることを示しています。そして、市の財

政逼迫が予想される中で、環境に充てられる財源は多くあ

りません。よって、これからの環境の改善や問題解決には、

地球温暖化と水質改善、空洞化対策と治水対策といった分

野を超えた複数の問題を解決できる政策や事業を検討し、

展開していくことが重要です。 

 

3農業 

3-1)農業の現状 

土浦市の基幹的農業従事者の平均年齢は 61.1歳、60歳

以上の従事者の割合は78.2％となっており、高齢化ととも

に基幹的農業従事者の少子化も伺えます。 

さらに農業従事者人口は年々減少しおり、基幹的農業従事

者は2000年から2015年の15年間で2906人から1929名と

977 名減少しており、農業従事者人口の大きな減少が予測

されます。 

 農業産出額はかすみがうら市やつくば市などの周辺都市

及び同規模人口の都市に比べても低く、約97億円であり、

産出額が大きいとは言い切れない現状です。土浦市の全予

算のうち、農林業水産業費の占める割合は1.1％です。 

また経営耕作地面積は2000年の3,047haから2015年には

2,336haと約 600haも減少しており、一方で耕作放棄地面

積は2000年の297haから2015年には634haと2.1倍と大

きく増加しています。耕作放棄地は、病害虫の発生や日照

被害、鳥獣害や景観への悪影響、火災の発生の原因になる

など、放置しておくと人々の生活に悪影響を与える可能性

があります。 

耕作放棄地が発生してしまう原因は市内北部では農業基

盤整備が不十分であり、山麓という地形的制約の影響を受

けやすいこと、東部ではレンコン栽培が盛んなために畑作

従事者が減少してしまい畑の放棄が進んでいること、牛久

市との市境の地域では農業従事者がそもそも少ないことな

どが挙げられます。 

図3-1 耕作放棄地の分布 

 
図3-2 耕作放棄地の密度 

耕作放棄地の状況が様々であることと同様にその発生要

因も地区によって異なります。 

 この現状を踏まえ、以下では今後の土浦市の農業におけ

る課題について述べます。 

 

3-2）課題：撤退と存続の農業 

上記に述べた現状を考えると、今後は土浦市内全域にお

いて農業を興していくことが難しいと考えられます。その

ため土浦市として農業にお金をかけないことも考えられま

す。しかし、以下の理由から一概に農業にかかわる事業を

やめることは難しいです。 

1. 農業を営んでいる方も土浦市民である。 

2. 土浦市のアイデンティティとしてのレンコン農

業 

3. 地産地消の促進 



 

4. 多面的機能の保持・活用 

農地には生産的機能のほかにも、環境的機能、防災的

機能、文化的機能を持つとされています。これらをま

とめて多面的機能といます。 

多面的機能は現在グリーンインフラとして大きく注

目を集めており、活用されることが望ましいとされて

います。 

以上のことを踏まえると、土浦市内では農業を興してい

くことは難しい一方で維持していかなければならないとい

えます。 

3-3）課題：今後の農業の在り方 

今後土浦市内での農業は発展的な存続に重点を置いてい

くのではなく、持続的な存続を考え、適切に農業を撤退し

ていくことも考えなければなりません。 

【存続の在り方】 

農業の多様な側面を踏まえたうえで、「どの農業を・

どういった方法で維持していくのか」を農業区画レベ

ルできめ細やかに決めていくこと、及び決定事項に沿

った制度の整備が必要になります。 

【撤退の在り方】 

市内の地理特性および立地条件に合わせた適切な撤

退のための指針の整備が必要になります。この際には

後の土地利用を明確にし、適切な活用についても規定

していくことも必要になります。 

この二つの視点の双方から、今後の土浦市の農業につい

て決めていくことが農業分野における課題として考えられ

ます。 

 

４防災・環境・農業の三分野としての課題 

現状、防災・環境・農業の3つの分野に関してはそれぞれ

の観点で独立した政策の展開を行っています。そのため、

各々の課題に対しては防災なら防災の、環境なら環境の、

農業なら農業の視点のみの立場でしか問題に対してアプロ

ーチできていません。 

こうした単一立場からのアプローチでは、例えば、堤防

整備などによって防災機能を向上させることができたとし

ても、環境負荷が大きくなるなど、他の分野にたいしての

影響を考慮することが難しくなります。また、グリーンイ

ンフラのように、他の分野と共同して展開する施策も求め

られつつあります。 

以上のことを踏まえると、この環境・防災・農業の3分

野に関しては各分野独立した政策・施策のみならず、それ

ぞれが協力した政策・施策を考えていくことが必要になり

ます。 

 

 

図4-1 分野を跨いだ政策展開 
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