
1 

 

 

2020 年度 

都市計画マスタープラン実習 

4 班 マスタープラン 

（最終レポート） 

 

 

 

 

Izi Project 
～意地を見せ、まちを維持する～ 

 

 

 

 

 

 

 

班長：田中大輔 

副班長：阿部くらん 

岸川知樹 

谷本明梨 

飛田大也 

TA：德谷祐輝 

 



2 

 

目次 

目次 .......................................................................................................................................... 2 

第 1章 課題 ....................................................................................................................... 5 

1.1 人口・財政 ................................................................................................................ 5 

1.1.1 人口 .................................................................................................................... 5 

1.1.2 財政 .................................................................................................................. 13 

1.1.3 まとめ .............................................................................................................. 18 

1.2 交通・都市構造 ....................................................................................................... 20 

1.2.1 交通 .................................................................................................................. 20 

1.2.2 都市構造........................................................................................................... 24 

1.2.3 まとめ .............................................................................................................. 32 

1.3 住環境 ..................................................................................................................... 33 

1.3.1 背景 .................................................................................................................. 33 

1.3.2 利便性 .............................................................................................................. 33 

1.3.3 安全性 .............................................................................................................. 36 

1.3.4 保健性 .............................................................................................................. 40 

1.3.5 快適性 .............................................................................................................. 40 

1.3.6 まとめ .............................................................................................................. 41 

1.4 産業振興・観光 ....................................................................................................... 44 

1.4.1 観光 .................................................................................................................. 44 

1.4.2 商業 .................................................................................................................. 49 

1.4.3 工業 .................................................................................................................. 52 

1.5 防災・環境・農業 ................................................................................................... 56 

1.5.1 環境 .................................................................................................................. 56 

1.5.2 農業 .................................................................................................................. 61 

1.5.3 防災 .................................................................................................................. 63 

1.5.4 まとめ .............................................................................................................. 67 

1.6 公共施設・インフラアセットマネジメント ........................................................... 68 

1.6.1 公共施設........................................................................................................... 68 

1.6.2  インフラ .......................................................................................................... 76 

1.6.3   まとめ.............................................................................................................. 78 

第 2章 全体構想 .............................................................................................................. 79 

2.1 コンセプト .............................................................................................................. 79 

第 3章 地区別構想 .......................................................................................................... 81 

3.1 北部地区 .................................................................................................................. 81 



3 

 

3.2 新治地区 .................................................................................................................. 81 

3.3 中部地区 .................................................................................................................. 81 

3.4 南部地区 .................................................................................................................. 81 

第 4章 提案 ..................................................................................................................... 82 

4.1 Izi Project ................................................................................................................ 82 

4.2 Izi Project #1 空き家活用 ..................................................................................... 83 

4.2.1 背景 .................................................................................................................. 83 

4.2.2 概要 .................................................................................................................. 83 

4.2.3 費用 .................................................................................................................. 87 

4.2.4 効果 .................................................................................................................. 87 

4.3 Izi Project #2 電子市役所 ..................................................................................... 88 

4.3.1 背景 .................................................................................................................. 88 

4.3.2 概要 .................................................................................................................. 90 

4.3.3 費用 .................................................................................................................. 92 

4.3.4 効果 .................................................................................................................. 92 

4.4 Izi Project #3 DASH ボタン ................................................................................. 94 

4.4.1 背景 .................................................................................................................. 94 

4.4.2 概要 .................................................................................................................. 94 

4.4.3 費用 .................................................................................................................. 96 

4.4.4 効果 .................................................................................................................. 96 

4.5 Izi Project #4 モール 505...................................................................................... 97 

4.5.1 背景 .................................................................................................................. 97 

4.5.2 概要 .................................................................................................................. 97 

4.5.3 費用 .................................................................................................................. 98 

4.5.4 効果 .................................................................................................................. 98 

4.6 Izi Project #5 NICEな東口 .................................................................................. 99 

4.6.1 背景 .................................................................................................................. 99 

4.6.2 概要 ................................................................................................................ 100 

4.6.3 費用 ................................................................................................................ 100 

4.6.4 効果 ................................................................................................................ 101 

4.7 Izi Project 民間交番 ............................................................................................ 102 

4.7.1 背景 ................................................................................................................ 102 

4.7.2 概要 ................................................................................................................ 102 

4.7.3 費用 ................................................................................................................ 102 

4.7.4 効果 ................................................................................................................ 103 

4.8 Izi Project 健康増進施設「荒川の木」 .............................................................. 104 



4 

 

4.8.1 背景 ................................................................................................................ 104 

4.8.2 概要 ................................................................................................................ 104 

4.8.3 費用 ................................................................................................................ 105 

4.8.4 効果 ................................................................................................................ 105 

第 5章 まとめ ................................................................................................................ 106 

第 6章 謝辞 ................................................................................................................... 106 

第 7章 参考文献 ............................................................................................................ 107 

7.1 人口・財政 ............................................................................................................ 107 

7.2 交通・都市構造 ..................................................................................................... 108 

7.3 住環境 ................................................................................................................... 108 

7.4 産業振興・観光 ..................................................................................................... 110 

7.5 防災・環境・農業 ................................................................................................. 112 

7.6 公共施設・インフラアセットマネジメント ......................................................... 115 

7.7 Izi Project #1 空き家活用 ................................................................................... 116 

7.8 Izi Project #2 電子市役所 ................................................................................... 117 

7.9 Izi Project #3 DASH ボタン ............................................................................... 118 

7.10 Izi Project #4 モール 505.................................................................................... 118 

7.11 Izi Project #5 NICEな東口 ................................................................................ 119 

7.12 Izi Project 民間交番 ............................................................................................ 119 

7.13 Izi Project 健康増進施設「荒川の木」 .............................................................. 119 

図目次 .................................................................................................................................. 121 

表目次 .................................................................................................................................. 126 

 

  



5 

 

第1章 課題 

1.1 人口・財政 

1.1.1 人口 

1) 総人口・世帯数の推移 

1975 年から 2018 年までの土

浦市全体での総人口推移を図

1.1-1 にまとめる。2015 年まで

のデータは国勢調査の結果を、

2018 年のデータは茨城県の常

住人口調査を使用している。図

１より、1975 年から 1990 年に

かけては毎年 1500 人の人口増

加がみられていたが、1990 年以

降は人口増加の幅が小さくな

り、2000 年をピークに人口は減

少が続いている。2015 年以降は

減少幅が段々大きくなってお

り、人口減少が顕著に表れてい

る。 

世帯数は、図 1.1-2 をみると、

今なお増加しているが、その増

加幅は小さくなっており、図

1.1-3から1人世帯の割合が増え

ている。以上より、世帯数の増加

は単身者の増加や核家族化によ

ると考えられる。世帯数の増加

のみを見ると、転入数や人口が

増加していると前向きに考えて

しまうが、実際はそうでないこ

とがわかる。 

 

2) 年齢別人口 

 図1.1-4,5に年齢別の人口に関

図 1.1-1 総人口の推移[4] 

 

図 1.1-2 世帯数の推移[4] 

図 1.1-3 一般世帯(構成人数別)構成割合の推移[4] 
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するグラフをまとめる。1980 年以降、年

少人口が減少し老年人口が増大すると

いう構図は変わっておらず、2000 年以

降は上昇傾向にあった生産年齢人口の

割合も減少してきている。また、2000 年

に老年人口が年少人口を逆転し、それ以

降は老年人口が年少人口より多くなっ

てしまっている。土浦市においても、少

子高齢化の進展がうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

3) 地区別人口推計 

 ここでは土浦市内の地区別人口に関して述べ

る。図 1.1-6 より市南部にある三中地区と市東部

にある五中地区で人口が増加したことがわかる。

だが、中心地区に位置する一中・二中・四中地区

では人口がわずかに減少しており、周辺の都和

中・六中地区では人口は減少している。市北部に

ある新治地区では人口が大幅に減少しており、土

浦市は人口減少地区のほうが増加地区より多い

状態である。 

次に、図 1.1-7,8 を元に地区ごとに土浦市内の

各地区の人口の年齢構成を整理する。 

一中地区は年少人口、生産年齢人口の減少率が

市平均の値に近いのに対し、老年人口の増加率は

低くなっている。年少人口比率が市全体より低い

ので今後の人口は減少することが推測される。こ

れより土浦駅周辺の中心市街地の人口の減少が課題と考えられる。二中地区は市全体と比

べて年少人口割合と生産年齢人口割合は比較的多い。また、年少人口減少率も市の中では最

図 1.1-5 年齢（3 区分）別の人口推移[4] 

地区別の人口増減 

（2002～2018 年）

三中 

五中 

一中 

二中 

四中 

都和中 

六中 

 

図 1.1-6 地区別の人口増減[4] 

出典：平成 27（2015）年まで総務省「国勢調査」,  

平成 30（2018）年は茨城県「常住人口調査」（各年 10 月 1 日現在） 

図 1.1-4 年齢（3 区分）別の人口推移[4] 
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も低く若年層が多い地区となっており、少子化の

進行も遅いことがわかる。三中地区は、年少人口

減少率は低いが高齢者数が 2.3 倍増えており、高

齢層が大きくなっている。四中地区の人口構成割

合と人口減少率は市全体と似ており市の中で見

ると平均的な速さで少子高齢化が進行している。

五中地区は、年少人口割合・生産年齢人口割合の

値が他の地区よりも大きく、老年人口割合が他の

地区よりも小さい。一方で、老年人口増減率が

100％を超えており、急速な高齢化の可能性が懸

念されている。六中地区は、老年人口に関する値

は市内でも高い値であり、この先の高齢化も心配

される。都和中地区は年少人口比率が市内平均よ

り高いものの、その他の年少人口・生産年齢人口

に関する値は市内平均を下回っており、老年人口

の比率、増減率ともに市内平均を上回っている。

今後は高齢化が進行していくといえる。新治地区

はもとより高齢化の進んだ地域であり、最も少子

高齢化の進んだ地域である。 

 

4) 総人口・地区別人口のまとめ 

 1.1, 1.2 より、土浦市は今後働き手が次第に不足し高齢者が増えるようになることがわか

る。これより、高齢者を主とした 1 人世帯の支援及び介護がより必要になることが課題と

なると考えられる。 

また 1.3より、中心市街地における人口減少が

みられる。中心機能が低下しており、都市の空洞

化への何かしらの対策が必要となると考えられ

る。土浦市は中心市街地の空洞化の改善策とし

て土地の高度利用や、シティプロモーション等

により、移住・定住者の獲得を重視しているが、

問題視する必要があることは土浦駅周辺の公

共・商業施設等の配置なのではないのだろうか。

土浦市の中心市街地では商店数、従業員数、売り

場面積、年間販売額と全てが減少している[2]。限

られた数の商業施設を元に都市を支えるには限

界があるため、この減少を都市の空洞化に関す

図 1.1-8 地区別の老年人口増減率 

×老年人口比率[4] 

図 1.1-9 全市及び中心市街地人口の推

移[2] 

図 1.1-7 地区別の年少人口増減率 

×年少人口比率[4] 
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る重要な課題として捉える必要があるだろう。 

 

5) 自然動態 

図 1.1-10,11 は土浦市の出生・死亡に伴う

人口の動き、つまりは自然動態について表し

たものである。近年の土浦市では出生率が減

少傾向に、死亡率が上昇傾向になっている。

2008 年に自然動態は自然減に転じており、

年々減少する値も増加している。 

合計特殊出生率は、全国平均を大きく下回

る 1.33（2018 年）である。人口を維持するた

めに必要な合計特殊出生率は 2.07 であり、

この数字からは大きくかけ離れている。 

合計特殊出生率の値は土浦市民の結婚

経験の有無や結婚年齢が関係していると

考えられる。図 1.1-12 によると平均初婚年

齢は上昇しており、全国と同様に晩婚化が

進んでいることがわかる。 

図 1.1-13によると 30～34歳の間では約

2 人に 1 人、35～39 歳の間は約 3人に 1人

が結婚しておらず、未婚率の値は両

年代で上昇し続けているので非婚

化の動きが進んでいるとみえる。近

年は上昇が止まりつつあるが、未婚

率の値は大きいままであるので、値

を減らすための対策が必要である。 

 

 

 

 

 

 

6) 自然動態のまとめ 

1.4 より、出生率の低下と平均

初婚年齢及び未婚率の上昇は同

時に起こっている現象であるこ

図 1.1-10 合計特殊出生率の推移 

（出生数との比較）[4] 

 

図 1.1-11 自然動態（出生数・死亡数）の推

移[4] 

図 1.1-12 男女別の平均初婚年齢[4] 

図 1.1-13 年代別の未婚率[4] 
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とがわかる。これより晩婚化及び非婚化は出生率低下の要因の一つもしくはなんらかの関

係性があるとみてよいだろう。これらの現象が同時に起こっている背景としては高額な養

育費や高齢出産等のリスク、心理的・肉体的負担、出産による仕事への支障等が挙げられる。

以上を踏まえて、市は結婚後の生活や子育てに関する支援を行うことや若者同士のコミュ

ニティの場の形成、余暇に過ごすことができる場の形成が必要であると考えられる。 

 

7) 社会動態 

図 1.1-14 より転入数・転出数はどちら

も近年減少傾向にある。また、転入数か

ら転出数を差し引いた純移動数に関して

は基本的にはマイナスの値であるが、プ

ラスとなる年もある。 

図 1.1-15 にある 2018 年の茨城県内の

年齢別の社会移動をみると、10代後半か

ら 20 代前半までの転入が超過している。

これらの転入理由はかすみがうら市や石

岡市など周辺の市の人々が市内の大学

やその他の教育機関への進学、就職する

からであることが考えられる。一方で、

9 歳以下の子供と 30 歳代前半の人々の

転出が多いのは、出産を機に近隣市町村

へマイホーム等を購入し、世帯単位で転

出する人が多いことが推測される。 

そして図 1.1-16にある 2018年の茨城

県外への年齢別の社会移動の様子をみ

ると、20代の人々の東京圏への転出が大

きく目立っている。これは市内の教育機

関に在学していた人が卒業し、東京圏内の企業への就職を機に転出することが多いこと等

が考えられる。30 代 40 代も同様な理由で転出が多いことが考えられる。一方で、60 代以

上の人々は彼らとは異なり、東京圏から転入してきている人の方が多くなっている。これは

定年等による退職を機に移住する等の理由で土浦市に引っ越す人が多いことが想定される。

このことを I ターンという。これらに対する住民の考え方については、1.8 のアンケートの

項目において後述する。 

 

 

 

図 1.1-15 土浦市と茨城県内の社会移動数[4] 

図 1.1-14 社会動態（転出・転入）の推移[4] 
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昼夜間人口については、図 1.1-17 のように通勤や通学によって昼間に流入する人口が多

いことから、昼夜間人口比率は、図 1.1-18 のように 1975 年は一貫して 100％を超えてい

る。また、隣接 5 市町の直近の昼夜間人口比率については、つくば市 107.6％、牛久市 84.9％、

石岡市 91.6％、かすみがうら市 85.5％、阿見町 93.3％となっており、これに対し土浦市は

109.9％（2015）と高い比率を示していることから，土浦市が周辺地域との関係、特に県南

地域において拠点性を担っているといえる。 

通勤・通学圏についてみると、つくば市やかすみがうら市から本市へ通勤・通学してくる

方が多く存在する一方、土浦市に常住する通勤・通学者の多くは，つくば市や東京 23区へ

通っている。市内への通勤・通学者と合わせて、住民の通勤・通学行動面からは、つくば市

との高い一体性が確認できる。また、土浦駅から東京駅までは、普通電車で約 70分・特急

列車で 45 分という距離、土浦市が東京の通勤・通学圏内にあり土浦市のベッドタウンとし

ての役割を持っていることがうかがえる。 

図 1.1-17 土浦市の昼夜間人口の推移[4] 図 1.1-16 土浦市と茨城県外の社会移動数 

図 1.1-18 土浦市内への通勤・通学者数 図 1.1-19 土浦市在住の通勤・通学者数 
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8) 外国人登録者数の推移 

土浦市内における外国人登録者数

は 2015 年以降増加傾向になってい

る。2019 年 3 月末の時点では 4093

人となっておりこれは市の総人口の

2.9%を占めている。2000 年の時は

総人口の 1.8%を占めていたことか

らその伸びは近年顕著であることが

わかる。国籍別でみた場合、アジア

系やブラジルの人々が大半を占めて

いる。 

今後も増加することが推測されることから、例えば生産年齢人口の減少に伴う若年層労

働力の確保が期待される。また、こういった外国人への対応として、外国人の労働環境や言

語に関する支援・外国人の住環境に関する支援（コミュニティ形成）が必要になると考えら

れる。また現在のコロナによる環境の変化に対する外国人登録者への対応も求められると

考えられる。 

 

9) 将来人口推計 

図 1.1-21,22 は、将来人口推計を

それぞれ総人口・三区分年齢別のグ

ラフで表したものである。ここでの

シミュレーションは今の状態のま

ま年数がたったという想定におけ

るデータである。このグラフをみる

と、すでに人口減は始まっており、

2055 年には人口が 100,000 人を割

ると予想されている。年少人口

は、緩やかな減少である一方、

生産年齢人口の減少幅は大き

く、増加中の老年人口も2040年

頃を境に減少に転じるとみら

れている。土浦市には、この将

来人口推計で示された数値を

どのようにとらえるべきかと

いう対応が求められる。具体的

図 1.1-20 土浦市の外国人登録者数の推移[4] 

図 1.1-21 将来人口推計[4] 

図 1.1-22 年齢（3 区分）別の将来人口推計[4] 
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には人口減少に歯止めをかけるか、それとも人口減少を受け入れたうえでの対応をするか、

というものである。いずれにしても、老年人口は増えることは予想されているため、高齢者

が住みやすい環境づくりは必要とされる。 

 

10) アンケート 

以上の市の現状を踏まえて市民ニー

ズ等を確認するために市は以下のよう

なアンケート調査を行った。 

以下では、行ったアンケートの内容とそ

れらを元にした土浦市の人口流入及び

子育てに関する考察を述べている。 

 他市区町村への転出の多数の理由と

して生活利便性の低さが挙げられてい

る。また、2014 年と比較したときに、

住宅価格や家賃の妥当性についての理

由での転出が増えており、一方で、子育

て支援策・まちのイメージについての理

由での転出が減っている。このことか

ら、都市交通整備が不十分であることと、

それ故に住む土地の価格が見合っていない

と感じてしまうことから転出してしまうと

考えられる。 

 図 1.1-24から見てとれるように、土浦市

に転入する第一の理由の多くが仕事や家庭

の都合であり、土浦市のまちとしての魅力

が転入理由としてあまり選ばれていないこ

とがわかる。 

以下の図 1.1-25,26 はどちらの回答も土

浦市に都市交通整備が十分あることを望ん

でおり、生活の利便性の良さがどの人も住

むまちとして第一に求めている要素である

といえる。加えて子育て支援や保健医療、高齢者福祉といった医療関係のことや安全性、雇

用も人々は求めていることがわかる。1.5にて、生産年齢人口割合が減少していると述べた

が、減少する理由には土浦市の生活利便性が低下しており、他の市区町村に移住するほうが

満足のできる生活が送れるのではないかと人々が感じている背景があるからではないかと

考えられる。 

図 1.1-24 土浦市への転入理由について[4] 

対象：2018 年１月～12 月に土浦市に転入した 

18 歳以上の方 

 

図 1.1-23 他市区町村に住んだ理由について[4] 

対象：2018 年１月～12 月に土浦市より転出した 

18 歳以上の方 
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1.1.2 財政 

1) 見通し 

図 1.1-27 は、一般財源基金の

繰り入れを除いた財政収支の

平成 30年から平成 40年にかけ

ての見通しを表している。平成

31年度以降は、歳入面では合併

算定替の縮減等による地方交

付税の減、歳出面では高齢化の

進展に伴う扶助費の増や大規

模事業実施で発行した市債の

償還に伴う公債費の増などに

より収支不足が増加し、収支不足が 10 億円を上回る状況が続く見込みである。 

平成 30 年度から平成 40 年度までの累積収支不足額は 145.2 億円で、昨年度に見込んだ

平成 29 年度から平成 39 年度までの累積収支不足 130 億円を上回る見込みとなり、継続的

な厳しい行財政改革が不可欠といえる。 

また、財政見通しでは、収支不足を全て一般財源基金で補填すると仮定している。その結

果、平成 36年 度には一般財源基金が枯渇し、その後は解消困難な財源不足が生じる。 

 図 1.1-28 では、一般財源基金が枯渇する平成 36 年度以降の財源不足額を折れ線グラフ

で表している。枯渇を回避するためには、毎年度 6.9 億円以上の財源を捻出する必要があ

る。 

図 1.1-26 居住継続意向及び土浦市への人口流入に

関する考え方について[4] 

対象：2018 年１月～12 月に土浦市に転入した 

18 歳以上の方 
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図 1.1-27 財政収支の見通し[9] 

図 1.1-25 帰郷意向及び土浦市への人口流入に

関する考え方について[4] 

対象：2018 年１月～12 月に土浦市より転出した 

18 歳以上の方 
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2) 歳入 

令和元年度の一般会計歳入決算額は，543 億 305 万 4千円である。内訳をみると、市税が

43％を占めており、他に割合として大きいものは、国県支出金が 21％、市債が 11％、地方

交付税が 7％となっている。 

図 1.1-29 より、土浦市の歳入は減少傾向にあるが、これは市債が大きく減少していること

が要因である。一方で、歳入の根幹である市税は増加傾向にある。市税の中で最も大きな割

合を占める市民税に注目すると、一人当たりの個人市民税は大きく増加していることがわ

かる（図 1.1-30）。しかし、これらは表 1.1-1 に示すような税制改正によるものであり、市

民の負担は年々重くなっている。 

  

表 1.1-1 土浦市における税制改正[7] 

2012 年 16 歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止される。 

2017 年 給与所得控除を適用できる給与の上限と控除額が引き下げられる。 

2019 年 合計所得金額が 1,000 万円を超える場合、配偶者控除が受けられなくなる。 

次に、土浦市の歳入を他市と比較して見ていく。比較対象としては、人口、産業構造、面

1322.2
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図 1.1-28 年度末基金残高の見通し[9] 
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図 1.1-30 住民一人当たり個人市民税の推移[6] 
図 1.1-29 土浦市一般会計歳入の推移[5] 
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積が土浦市と類似している、千葉県印西市と木更津市を取り上げる（表 1.1-2）。図 1.1-31、

32、33 はそれぞれ土浦市、印西市、木更津市の令和元年度歳入内訳を示しており、市税を

主とする自主財源の割合が印西市と比較して土浦市と木更津市は低く、それを補うように、

市債の割合が高くなっていることがわかる。依存財源の割合が高いことは、行政活動の安定

性と自立性が確保できていないと言える。 

 

表 1.1-2 土浦市の類似団体[8] 

 面積(㎢) 住基人口(人) 
人口 1 万人当たり 

職員数(人) 

令和 2 年度 

一般会計歳入予算（千円） 

土浦市 122.89 142862 63.21 50,680,000 

印西市 123.79 101299 61.70 39,630,000 

木更津市 138.95 135318 69.76 47,029,000 

 

 

3) 歳出 

図 1.1-35 歳出性質別決算推移[5] 
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図 1.1-31 土浦市令和元年度歳入 

内訳[5]
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図 1.1-32 印西市令和元年度歳入 

内訳[10] 
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図 1.1-33 木更津市令和元年度歳入 

内訳[11] 

図 1.1-34 歳出目的別決算推移[5] 
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歳出目的別決算は、行政目的に着目した歳出の分類。地方公共団体の経費は、その行政目

的によって、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、

警察費、教育費、公債費等に大別することができる。土浦市の歳出は、全体的に年々減少し

ている傾向がある。 

歳出性質別決算は、経費の経済的性質

に着目した歳出の分類であり、義務的経

費、投資的経費及びその他の経費に大別

できる。見通しとしては、学校給食センタ

ー再整備事業、市民会館耐震補強及び大

規模改造事業の完了により平成 32年度に

510 億円を下回るが、扶助費や公債費の増

加、老朽化した公共施設等の回収・更新費

などにより、その後も 500 億円から 510

億円程度で推移する見込みである。 

民生費は、目的別歳出の一分類。地方公

共団体は、社会福祉の充実を図るため、児童、高齢者、障害者等のための福祉施設の整備、

運営、生活保護の実施等の施策を行っており、これらの諸施策に要する経費。 

被保険者数の増加に伴う後期高齢者医療広域連合納付金の増加などの後期高齢者医療の

増加や、高齢化の進展に伴う要介護・要支援認定者の増加による保険給付費などの介護保険

の増加などが民生費の増加の原因である。 

また、平成 30 年度から令和元年度に

かけて大幅に増加している。幼児教育・

保育の無償化による施設型給付費や私

立保育園等整備費補助金の増などによ

り，対前年度比 14 億 5,370 万 6 千円，

7.8％の増となっている。 

扶助費は、性質別歳出の一分類で、社

会保障制度の一環として地方公共団体

が各種法令に基づいて実施する給付や、

地方公共団体が単独で行っている各種

扶助に係る経費。なお、扶助費には、現金のみならず、物品の提供に要する経費も含まれる。

グラフの土浦市の歳出に占める扶助費の割合は、22.6％であり、歳出の約四分の一である。

扶助費の総額は、年々増加しており、今後も障害者自立支援給付費や保育園の施設型給付費

などが今後も増加することが見込まれる。 

次に、投資的経費についてである。 
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図 1.1-36 民生費の推移 
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図 1.1-37 扶助費の推移[6] 
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 投資的経費は、道路、

橋りょう、公園、学校、

公営住宅の建設等社会資

本の整備等に要する経費

であり、普通建設事業費、

災害復旧事業費及び失業

対策事業費から構成され

る。 

土浦市第 6 次行財政改

革大綱によると、「土浦市

公共施設等総合管理計画」[13]を踏まえ、公共施設等の改修・更新費として、年間 35億円を

投資するものとしており、平成 33年からは 35 億円で一定とすると考えられている。「土浦

市公共施設等総合管理計画」では公共施設の改修・更新費を 49.8 億円とみこみ、30％縮減

で 18.9 億円まで縮減するとしている。また、インフラ施設のうち道路・橋梁については 26.9

億円と見込んでおり、長寿命化により、費用を 40％縮減し、16.1 億円と設定している。35

億円は公共施設が 18.9 億円とインフラ施設の 16.1億円を合わせたものとなっている。 

 しかしこの見通しは妥当なのだろうか。本計画の対象施設である 214 施設を、今後 40年

間維持管理・運営していくために必要な改修・更新費は、年平均額 49.8 億円と推計され、

最近(平成 23 年度から平成 28 年度)5 年間平均の投資的経費が 16.5 億円であるのに対し、

年間 33.3億円の財源が不足すると予測している。 

施設の保有量を 30％縮減し、長寿命化により施設更新時期を 80 年に引き伸ばした場合で

あっても、9.3％の施設が財源不足から改修・更新できないという厳しい状況である。 

 

4) 歳入・歳出における課題 

歳入については、他市に比べて歳入に占める市債の割合が高い。また、市税は増加してい

るが、税制改正によるもので、市民の負担は増加している。 

歳出については、民生費・扶助費が増加しているが、義務的なものであり削減は難しい。

また、投資的経費は減少しているが、計画通り 35 億円まで削減できるかは疑問である。 

 

5) 土浦市の取り組み 

土浦市は第 6次行財政改革大綱を発表している。これは 2018 年度 2 月に策定された第 8

次土浦市総合計画を下支えする計画の 1 つである。 

本大綱は総合計画を下支えする計画の一つであり、「行財政改革大綱」と「実施計画」で

構成されている。前者は行財政改革の方向性を定めたもので、後者は個別の取り組みを具現

化している。推進期間は 2019 年度から 2023 年度までの 5 年間である。具体的な取り組み

としては、生活保護者を対象にしたジェネリック医薬品使用の促進やネーミングライツ事
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図 1.1-38 投資的経費[9] 
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業、橋梁長寿命化修繕事業の推進、公営住宅等長寿命化計画の推進などがある。 

これらの計画について、第 5 次行財政改革大綱実施計画と比較すると、全て具体的な数

値が示されている。ただ、中には現実的な計画であるのか疑問であるものもあるため、確か

める必要があると考えられる。 

 

1.1.3 まとめ 

1) 人口・財政の課題 

土浦市のみならず、全国的に少子高齢化、人口減少は避けられない課題であり、これを抑

制するように対策を講じるのか、対応するような対策をとるのかといった、アプローチの仕

方を考えていく必要があるといえる。土浦市では人口減少の一方で、一人世帯の数や、1.2

の年齢別人口から 65歳以上の老年人口の割合が増加していることがわかる。このことから

今後子育てや特に高齢者を主とした一人世帯への支援は欠かせなくなることが考えられる。

市の財政にとっては扶助費、人件費、公債費から構成される義務的経費の増加は、今後の少

子高齢化に伴い避けられない費用となっている。 

 また、歳入・歳出ともに財政を圧迫しており、必要とされる経費を賄うことができるか厳

しい状況であるといえる。そのため、財政を立て直すための策が必要であるが、まずは持続

可能な財政運営の計画の妥当性について検証する必要があるだろう。 

 1.3 より、中心市街地である土浦駅周辺の中学校区の人口が減少しており、40年ほどに渡

って中心市街地の人口の減少が続いていることがわかった。中心市街地の商業規模は縮小

しつつあり、中心市街地の活性化に伴う再開発の事業が必要となってくると考えられる。中

心市街地の活性化を目指すため、土浦市では既存のストックを有効活用し、都市機能を集約

することでコンパクトな市街地の整備を行い、中心市街地の交流人口・居住人口を増やすこ

とに取り組んでいる。投資的経費は来年度以降削減された値での運用が予定されている。し

かし、投資的経費の削減を行ってしまうと、中心市街地の整備はあまり期待できず、人口を

増やすことも難しくなるだろう。 

 ここでさらに、地区別人口の変動と、公共施設の配置との関係に着目したい。例えば人口

が減少している新治・都和中・六中地区において過度に公共施設が置かれていないかや、一

方で人口が増加している三中・五中地区において公共施設の不足が生じているところがな

いか、調査していきたい。そして、施設の統廃合や新規開発などの計画につなぎ、投資的経

費の今後の適切な運用について提言することができればいいのではないだろうか。 

 

2) 新型コロナウイルスの影響を受けて 

以下が土浦市にヒアリングを希望している内容である。 

 

① 将来人口推計への影響 

新型コロナウイルスの影響で、テレワーク化が進むなど、勤務形態に変化が生じている
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と考えられる。これにより、居住形態にも何らかの影響があると考えられるため、将来人

口推計に関しても変化がみられるようになるかもしれず、注視していく必要があるとい

える。 

② 生産年齢人口の流出の原因に関して 

1.5 より 20 代後半を除く生産年齢人口の純移動数（＝転入数―転出数）が長年減少し

ていることが見られた。これはつまり生産年齢人口に当てはまる多くの世代の人々が市

街へ転出してしまっていることを示している。一部の年代では純移動数が正、つまり転入

している人が超過している箇所も見られるため、社会移動が負となっている背景には何

があるかを把握し、新型コロナウイルスの影響によりそれがどう変化するかを予測する

必要があると考えられる。 

③ 地方税財源の確保 

令和 2 年 9月 24 日に原案が可決されている「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について」の詳細及び現

在の議論の動きについて伺いたい。 

④ 第 9次土浦市総合計画の詳細について 

令和 2 年 10 月 5 日に策定が決まっている。コロナ禍の影響により人口や財政に大きな

影響が出ていると考えられ、対する施策についても議論されていると思われる。どのよう

な計画がなされているのか伺いたい。 
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1.2 交通・都市構造 

1.2.1 交通 

1)背景 

土浦市は基幹的交通と補助的交通で交通システムが構成されており、基幹的交通には鉄

道、路線バスがあり、補充的交通にはキララちゃんバスや乗り合いタクシーがある。そのほ

か、自動車は全体交通分担の約 7 割を占めている。鉄道は JR常磐線が通っており、利用者

数の多い土浦駅と比較的少ない神立駅と荒川沖駅の 3駅がある。平成 28 年の時点で路線バ

スは 10 本の市内路線と 23 本の広域路線があり、関東鉄道が主要なバス事業者である。広

域路線は常総市やつくば市をはじめ、合計 9 つの周辺市町村につながる。 

キララちゃんバスとは、中心市街地の活性化を目的とした中心市街地を循環するコミュ

ニティバスである。まちづくり活性化土浦というNPO 法人が運営を担っており、実際のバ

スの運行は土浦地区タクシー協同組合と関東鉄道が共同で担っている。料金は一回 150 円

である。また、乗り合いタクシーは公共交通が充実していない地域に暮らす 65 歳以上の高

齢者の移送を目的としたサービスである。平成９年から土浦地区タクシー協同組合が運営

している。料金は年会費 2000 円、一回の利用は 600 円から 1200 円である。 

 

2)課題・考察・分析 

ⅰ)鉄道 

土浦市の鉄道は JR 常磐線が南北方向に通っており、荒川沖駅、土浦駅、神立駅の 3駅が

ある。通勤ラッシュの問題が深刻だった 1980 年代の常磐線混雑度は全国上位に並ぶほどで

あったが、その混雑緩和を目的として TXが平成 17 年に開通した。その後、常磐線の利用

経路が TX へシフトし、利用者数が分担されたため、平成 17 年から平成 22 年にかけて利

用者数が徐々に減少する傾向が見られた。平成 23 年以降の利用者数は安定し、横ばい状態

となる。  

平成 27年に開通された上野東京ラインは、一部の電車を東京駅、品川駅に直通させ、常

磐線の便利性を向上させたと言われるが、開通後の 4 年間の土浦市内 3 駅の利用者数は開

通以前の横ばい状態から変化が見られなかった。このことから、東京へのアクセス向上は鉄

道の利用者数を増やしてないことが分かる。市民アンケートから見ると、鉄道を利用しない

原因は「駅が遠い」や「便数が少ない」などが上位に位置し、駅までの公共交通不足や車依
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存の深刻化が鉄道利用者数の横ばいの原因だと考えられる。 

 

ⅱ)路線バス 

土浦市のバス路線は JR常磐線の 3駅を中心に広がる。バス停の利用者数は土浦駅（西口）

が最も多く、1 日あたり約 8000 人で、市全体の半分以上を占める。  

バス利用者数の推移を見ると、中長期的に減少傾向にあり、市内路線及び広域路線は 20

年で 40系統以上廃止された。そのためバスの運行頻度の地域差が大きくなり、1日 50 本以

上の路線がある一方で、1 日 10 本以下の路線もあることが課題として挙げられる。運行頻

度が低い地域でのバスの利便性が下がり、そういった地域での住民がさらにバスを利用し

なくなり、つまりバス利用率が低くなることも発生している。このようなことから、バスの

路線廃止は悪循環に陥っていると考えられる。市民アンケートでも路線バスが公共交通の

中で一番不満が多く、その理由は「便数が少ない」が圧倒的に多かった。また、市民がバス

で行きたい施設はショッピングセンター、病院と市役所が上位になるが、このような路線は

少なく、需要と供給が一致しないという現状がある。 

 

図 1-2.1 駅利用者数の推移[2] 図 1-2.2 駅利用者数の推移(上野東京ライン開通後)[3] 図 1.2-2 駅利用者数の推移(上野東京ライン開通後)[3] 

表 1.2-1 バス停域圏のバス利用率[2] 

図 1.2-1 駅利用者数の推移[2] 

図 1.2-3 路線バスの利用者数推移[2] 
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現在運行しているバス路線を見ると、人口

が多く、立地適正化計画の誘導区域になって

いる地域もバス停がカバーしていない地区が

多くあることが分かる。2019 年開通した路線

バス「千代田神立ライン」は神立駅と協同病院

をつなぎ、神立駅周辺で回遊し、駅周辺の公共

交通不便を軽減させる可能性があると考えら

れるが、それに対して荒川沖駅付近はバスが

不足し、公共交通不便地域が多い状況である。

また、人口が少ないが高齢者率が高い新治と

北部地区でもバスが少ないと見られる。一方、

土浦駅周辺のバス停は多く、バス路線も重複

していることから非効率が発生していると考

えられる。 

また、他市とのつながりが弱いことも課題

として挙げられる。運行頻度が 1便/時以下の路線は、市内路線の中は 20%で、広域路線の

中は約 47%を占める。また、広域路線には 1 日 1 本の路線が 3 つあることから、広域での

利便性が低いと考えられる。 

 

ⅲ)自動車 

  自動車の課題の一つ目渋滞である。常陸河川国道事務所の茨城県の主要渋滞地区のデー

タを見ると土浦駅周辺に渋滞地区が集中していることがわかる。この原因として駅まで車

で行く市民が多いことが考えられる。また、朝晩のラッシュ時に高架道路で交通混雑が発生

している。課題の二つ目は交通事故である。令和二年度の交通事故発生状況を見ると土浦市

全域で事故が発生していることがわかる。特に視界の悪いバイパスや狭い道路で多く発生

している。課題の 3 つ目はネットワークの課題である。常磐自動車道を利用した通過交通

の市内流入減少や新治地区や周辺地区との広域交通連携などの課題がある。 

図 1.2-4 公共交通不便地域の状況[2] 
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ⅳ)キララちゃんバス 

 キララちゃんバスの課題は、市民の需要とバス路線のずれが考えられる。土浦市が地域公

共交通網形成計画作成の際に行った、市民が自宅や駅からバスで行きたい施設を尋ねたア

ンケート調査の結果を見ると、ショッピングセンター、病院、市役所に行きたい市民が多い

ことがわかる。しかし、土浦協同病院の移転もあり、キララちゃんバスのルートには、市民

がバスで行きたい３つの施設の中で市役所しか含まれていない現状である。市民の需要と

バス路線のずれが原因で、市民がキララちゃんバスを利用する機会が減少する可能性が考

えられる。 

 

ⅴ)乗り合いタクシー 

地域公共交通網形成計画に記載されている市民の公共交通に対するアンケート調査に注

目した。このアンケート調査は無作為に抽出された 15 歳以上の土浦市民 3000 人を対象と

図 1.2-6 2020 年交通事故発生状況[5] 

図 1.2-7 乗り合いタクシーが利用しにくいと思う理由[2] 

図 1.2-5 茨城県の主要渋滞地区[4] 

図 1.2-8 駅や自宅からバスで行きたい施設[2] 
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しており、市民の公共交通に対する意向を調査する目的で行われた。アンケートの回収率は

41.3%であった。このアンケート調査の結果から、「利用方法がわからない」、「特にない」

の二つが大きな割合を占めていることが判明した。このことから、利用方法がわからない市

民が多い可能性がある、特にないと回答した市民が過半数を占めているという二つの課題

が見えてきた。利用方法がわからない市民が多いという課題の原因として利用対象者が 65

歳以上の高齢者であることが考えられる。高齢者は若者に比べて情報収集が容易ではない。

加えて、乗り合いタクシーは事前登録と利用直前の電話予約が必要で、料金も地区によって

異なるなど、利用方法が複雑であることも原因の一つである。特にないと回答した市民が過

半数を超えているという課題から二つの可能性が考えられる。一つ目は利用者の乗り合い

タクシーへの関心が低いという可能性である。市民の乗り合いタクシーの需要が低いこと

が予測される。二つ目はアンケート調査の対象に乗り合いタクシーを利用しない世代も含

まれているため、その世代が特にないと回答した可能性である。これはアンケート調査自体

の問題だ。 

乗り合いタクシーの課題を掘り下げるにあたって土浦市地域公共交通活性化協議会の資

料の調査も行なった。この協議会は利用者や自治体、専門家が公共交通の在り方について協

議することを目的としている。この資料から見えてきた課題を列挙する。便数が少なく、予

約が取れない。周りの利用者と行き先が合わないと利用が難しく融通が利かない。11 時か

ら 13 時の間多くの利用者が利用したい時間帯が運転手のお昼休みとなっていて不便であ

る。市内全域を 5台の車両でカバーしている現状。これらの課題が見えてきた。 

以上より補助的交通の課題としては、一つ目は利用者減少の課題である。キララちゃんバ

ス、乗り合いタクシーともに平成 27年度に利用者の減少がみられる。この原因としてこの

年の運賃の引き上げが影響していると考えられる。乗り合いタクシーに関しては会員数は

増加している。二つ目は収支率の課題である。キララちゃんバスの収支率は 30%台、乗り

合いタクシーの収支率は 50%台となっており、不足分を国や市の補助金で補填している現

状である。採算があっておらず財政を圧迫しているため大きな課題となっている。 

 

1.2.2 都市構造 

1)背景 

ⅰ)土浦市の地区区分 

 土浦市では、「中心市街地ゾーン」を都心、「神立市街地ゾーン」、「荒川沖市街地ゾーン」

を副都心と捉え、これらを 3 つの市街地ゾーンを核とし、周りの地域生活拠点において不

足する機能を補完し、連携していく場所として設定している。 
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 これらの 3つに加え、新治地区にも生活圏が存在することから、「中央地区」、「北部地区」、

「南部地区」、「新治地区」の 4 つを地区として設定する。 

 

ⅱ)中央地区 

 中央地区は、土浦駅中心の市街地を有し

ており、貝塚・城下町などといった歴史を

持っている。また、文教地区的要素を持ち、

高校や大学も多いため、学生の数も多い。 

 図２より、中央地区は都市的土地利用が

約 6 割、自然的土地利用が約４割となって

いる。市街化区域では、住宅系が 37%、道

路・鉄道が 16%、商業が 11%、公共・文教

が 8%の 4 つで７割以上を占める。一方、市街化調整区域では、農地が 42%、次いで原野・

荒地が 21%となっている。 

 

ⅲ)北部地区 

 北部地区は、神立駅を中心とした北の拠点を有しており、神立市街地には大規模な工場が

多く立地し、県営・市営の団地や共同住宅も立地している。おおつ野地区では、総合病院で

ある土浦共同病院が 2016 年より真鍋から移転新築オープンした。また、北部地区の東西を

結び、土浦北 I Cに繋がる主要な幹線道路が 2011 年に開通した。 

 図２より、北部地区は都市的土地利用が約 4割、自然的土地利用が約 6割となっている。

0% 50% 100%

新治地区

北部地区

南部地区

中部地区

住宅・併用住宅 商業 工業・運輸

公共・文教厚生 公園・公共空地 ゴルフ場

防衛施設用地 道路・鉄道 駐車場他

農地 山林 原野・荒地

水面・その他

図 1.2-10 各地区全体の土地利用割合[1] 図 1.2-9 土浦市の地区区分[1] 

図 1.2-11 中央地区の機能拠点の配置[1] 
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市街化区域では、工業・運輸と住宅系が

それぞれ 26%、道路・鉄道が 12%、農

地が 9%の 4つで７割以上を占める。一

方、市街化調整区域では、農地が 49%、

次いで山林が 16%となっている。 

 

ⅳ)南部地区 

 南部地区は、荒川沖駅を中心とした南

の拠点を有しており、国道 6 号、国道

125 号南バイパス、国道 354 号や桜土浦

IC など広域的な交通条件に恵まれてい

る。また、土浦市内では首都圏に最も近

い場所となっている。 

 図２より、南部地区は都市的土地利用が約

６割、自然的土地利用が約４割となってい

る。市街化区域では、住宅系がそれぞれ

42%、道路・鉄道が 15%、農地が 9%、商業

が 8％の 4 つで７割以上を占める。一方、市

街化調整区域では、農地が 34%、次いで住宅

系、山林がそれぞれ 14%となっている。 

 

ⅴ)新治地区 

 新治地区は、筑波山麓を有し、自然環境の多い

景観となっている。2012 年に朝日トンネルが開

通し、石岡市とのアクセスが改善された。農作物

を生み出す田園環境が特徴であり、暮らしの中の

伝統・文化も色濃く残っている。地区の南に藤沢

市街地が形成されており、中央に東筑波新治工業

団地、県道沿いに既存工業が立地している。 

 図２より、新治地区は都市的土地利用が約

25%、自然的土地利用が約 75%となっている。

図 1.2-12 北部地区の機能拠点の配置[1] 

図 1.2-13 南部地区の機能拠点の配置[1] 

図 1.2-14 新治地区の機能拠点の配置[1] 
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市街化区域では、住宅系がそれぞれ 33%、工業・運輸が 14%、道路・鉄道が 12%、農地が

10％の 4 つで７割以上を占める。市街化調整区域では、農地が 42%、次いで山林が 28%と

なっている。 

 

2)課題・考察・分析 

ⅰ)人口 

まず、図 15より、2015 年時点で土浦市

の夜間人口は常磐自動車道と常磐線に挟

まれた内側の地域に集中しており、その一

方で、その外側では夜間人口があまりいな

いということが分かる。また、常磐自動車

道と常磐線に挟まれた内側の地域では南

に行くにつれて夜間人口が増えているの

ではないかと考えられる。これについて

は、表 1より、二中地区、一中地区、四中

地区、三中地区と南に進むにつれて人口が

増えているため、中央地区以南ではその傾向に当てはまっていることが分かる。それぞれの

中学区の位置関係については図１を参照。 

また、表 2 より、ここ 3 年の中学区ごとの前年比人口増減について調べたものが表 3 と

なる。土浦市全体ではおよそ 0.4%弱の割合で人口減少が起きている。中学区ごとに見てみ

ると、人口が減少傾向であるのが、一中地区、四中地区、都和中地区、六中地区、新治中地

区、人口がほぼ横ばいであるのが、三中地区、人口が増加傾向であるのが、二中地区、五中

地区である。特に五中地区のおおつ野では、ニュータウンや共同病院などといった再開発に

図 1.2-15 2015 年時の土浦市夜間人口[6] 

表 1.2-2 土浦市の中学区ごとの人口推移(4 月 1 日付)[7] 

表 1.2-3 土浦市の中学区ごとの前年比人口増減[7] 
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より人口が増加していると考えられる。 

また、土浦市の高齢化については、

図 1.2-16 より、人口が緩やかに減少

する一方、65 歳以上の人口が急速に

増えていることから、高齢化率につ

いても急速に伸びている。ただし、そ

の伸び率については徐々に緩やかに

なっている。図 1.2-17 は高齢化率の

分布と将来の推測を表している。この図からは、一部、おおつ野地区等を除いて、高速道路

と常磐線の外側で、より高齢化率が高い傾向になると推測されていることが分かる。 

 

ⅱ)施設 

1.福祉施設  

 図 1.2-18 の緑の部分は土浦市周辺の

高齢者福祉施設の 1km の利用圏域であ

る。また、赤枠内は市街化区域を表して

いる。神立駅の南西、そして、荒川沖駅

の北東に、市街化区域にも関わらず 1km

利用圏域外の場所があることが分かる。

また、常磐自動車道と常磐線の外側は高

齢者福祉施設の数が少ない。この地域で

は人口が少ないと既に述べたため、矛盾

はないが、新治地区で進む高齢化に対応

しているかの検討が必要である。 

 

 

 

 

図 1.2-16 土浦市の高齢化について[8] 

図 1.2-17 土浦市の高齢化率の分布と将来の推測[9] 
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2.病院 

 図 1.2-19 の緑の部分は土浦市周辺の医療

施設からの徒歩圏域(800m)である。また、赤

丸内が病院からの徒歩圏域となっている。市

街地区域から病院が遠いのは、神立駅周辺と

新治の藤沢市街地である。病院が近くにない

ことは病院までの移動の負担が高くなるだ

けでなく、救急車の到着までの時間もかかっ

てしまう。新治地区については、市街化区域

近くに医療施設がない場所もある。 

3.商業施設 

図 1.2-20 の赤の円がスーパー・ドラッグ

ストア・ホームセンター、青の円がコンビニ

からのそれぞれの徒歩圏域(800m)を表して

いる。ここでも、新治地区の立地的な不便さ
図 1.2-18 土浦市の高齢者福祉施設の分布[9] 

図 1.2-19 土浦市の医療施設の分布[9] 図 1.2-20 土浦市の商業施設の分布[9] 
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が際立っていることが分かる。藤沢市街地から一番近いドラッグストアまで距離があり、ス

ーパーについてはより遠い。おおつ野地区についても再開発により人口が増加しつつある

一方で、図 1.2-20内ではスーパーが 1つと少ないが、平成 28 年に土浦共同病院の隣にスー

パーまるもが新しくオープンした。 

ⅲ)商業 

 市内の大規模小売店舗は中心市街地の他、JR荒川沖駅周辺、神立駅周辺といった JR常磐

線沿いや IC付近に立地している。また、再開発地区のおおつ野地区にもみられる。 

 市外の商業施設として隣のつくば市の商業施設立地に注目すると、「イオンモールつくば」

「イーアスつくば」「Bivi つくば」等の大型商業複合施設の出店が平成 20 年以降続いてい

る。特に、研究学園エリアやつくばエクスプレスつくば駅周辺には多数の商業施設が集中し

ている。 

 

 

図 1.2-22 つくば市の商業施設の立地状況[11] 図 1.2-21 土浦市の大規模小売店舗の立地状況[10] 
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ⅳ)中心市街地 

1, 空き店舗の増加 

中心市街地の商店街では 80 店舗近くの空き店舗があり、特に「モール 505」で深刻な状況

にある。ただし、近年では「中心市街地開業支援事業」として新規開業費用の経済的支援を

行っている効果もあってか、空き店舗の増

加に歯止めがかかっている状況である。 

 

 

2, 商業機能の低下 

市内における商店数、従業員数、売り場面

積、年間販売額の中心市街地シェアは、い

ずれも低下しており、中心市街地の商業

機能低下が深刻である。 

  

図 1.2-24 商店街(会)別の空き店舗の推移[10] 

図 1.2-23 中心市街地空き店舗数の推移[10] 

図 1.2-25 中心市街地の商業機能低下[10] 
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3, 中心市街地の人口減少、居住地域の変化 

昭和 55 年と比べ土浦市総人口は増加し

ているのに対し、中心市街地人口は減少

している。つまり、中心市街地人口割合が

減少しており、中心市街地から市内の他

地域への人口流出、居住地域の変化が起

こっている。 

以上のことから、「市内の他地域や周辺都市と比較して、商業魅力度低下による中心市街地

の空洞化」が課題である。「中心市街地活性化に関するアンケート」によると、中心市街地

における購買の利便性に関する市民の評価が低いことや、市民が中心市街地に必要なもの

として「商業施設の充実」を求めていた。これらのアンケート結果から、中心市街地におけ

る商業機能の充実は重要であり、それが中心市街地の魅力を上げる、ものだと考えた。 

1.2.3 まとめ 

1.交通、2.都市構造の現状と課題を踏まえ、中心地区と郊外に医療施設や商業施設をはじめ

とした格差が存在するのに対して、交通ネットワークがその格差を解消できていないとい

う全体としての課題が見えてくる。高齢者に注目すると、高齢者施設までは車での送迎が一

般的に行われるが、一方で、予定されている交通手段がないような、病院や商業施設への道

のりを公共交通がカバーできていない状況である。また、市民が希望しているバス路線や施

設が整備されておらず、公共交通サービスと都市機能について市政が市民のニーズに対応

できていないという課題も考えられる。 

  

表 1.2-4 土浦市の人口・中心市街地割合の推移[10] 



33 

 

1.3 住環境 

1.3.1 背景 

土浦市の住環境を考える上で、客観的な指標をなるべく

重視した網羅的な課題整理を行うことを方針とした。客

観的指標は浅見泰司著の「住環境 評価方法と理論」か

ら住環境評価指標である利便性、安全性、保健性、快適

性、持続可能性の 5 項目で住環境を大別し、考えること

とする。また、様々なスケールで考えることによって網

羅的な課題検討を行うことする。具体的には土浦駅、神

立駅、荒川沖駅周辺地区と新治地区の地域生活圏と呼ば

れる区分だけでなく、公共公益施設の中学校を中心とし

た地域生活拠点による区分と、それより更にミクロな視

点である徒歩圏という大小さまざまなスケールから住

環境の課題整理を行う。(図 1.3-1 地域区分) 

 

1.3.2 利便性 

立地適正化計画より利便施設(誘導施設候補)から施設の検討を行った。また、都市構造の評

価に関するハンドブックより、土浦市は高齢化が進んでいるので、高齢者の一般的な徒歩圏

である 500m を各利便施設の徒歩圏カバー距離とし、バス停は 300m、駅は 800m とした。

これと 500m メッシュ別人口データと土地利用(居住誘導区域などを)組み合わせて施設の

利便性に関する評価、課題整理を行う。 

 

1) 公共交通 

北部の新治中、都和中地区、三中地区は徒歩圏の公共交通のアクセスが悪いことが分かる。

ここにはきららちゃんバスも運行しておらず、乗り合いタ

クシーのみしか公共交通のアクセスがないことから、バス

停の配置には課題があると考える。 

 

2) 駅周辺 

公共交通に関連して、立地適正化計画により駅周辺 800m

圏内を徒歩圏とし、土浦駅・荒川沖駅・神立駅それぞれの

周辺の利便性に関しては土浦市バリアフリー特定事業整

備計画などを中心に考える。 

土浦駅周辺は他の 2 駅に比べて整備は進んでいるが歩道

の整備が行き届いていない部分が多く残っており、西口に

図 1.3-1 地域区分 

図 1.3-2 駅・バス停の配置 
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は高層マンションが建設され、駅前整備が行われているが、高層マンションと古い低層家屋

が混在し、日当たりや利便性に問題のある老朽化した建物があることは住環境上問題であ

ると考える。次に荒川沖駅周辺だが、全体的に歩道の整備が進んでおらず、小学校付近の歩

道も危険な状態となっている。 最後に神立駅周辺は都市計画道路である真鍋神立線の着工

が遅れている。平成 27～32年度に実施予定であったが、都市計画道路の整備には用地買収

や居住者の移転も伴うことから計画が滞っているのが現状である。神立駅西口地区土地区

画整理事業や周辺の関連する事業の整備状況をみながら、整備手法・整備時期を検討する、

としており平成 32 年度から計画を始める予定である。

歩道の整備が計画段階の部分もあり、生活でよく使われ

る道路の整備も十分されていないことは課題である。 

 

3) コンビニ 

都和中、五中地区の神立町、木田余地区は人口が比較的

多く、居住誘導区域に指定されているにも関わらずコン

ビニが少ない地区となっていることが分かる。コンビニ

は徒歩圏にあることが防犯上の観点からも望ましい場

合が多いが、経営側の立場に立った場合、収益などを考

慮すると立地を見直すことは難しいと考える。 

 

4) 商業施設(スーパーマーケット、ドラッグストア) 

居住誘導区域に指定されている新治藤沢地区、北部五中地区のおおつの地区、三中地区に日

用品を扱う施設が少ないことが分かる。徒歩圏に商業施設が限られていること、南部の商業

施設の少なさは課題であるが、三中地区西側には隣接するつくば市のイオンモールつくば

があることや、六中地区の東側の阿見市の商業施設へのアクセスを考慮すると、住民が不便

を感じている可能性は低いと考える。一方で公共交通と商業施設の配置について確認する

と、徒歩圏に三中地

区は交通網、施設数

共に少ないため、こ

れは課題であると

考える。 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-3 コンビニの配置 

図 1.3-4 商業施設の配置 図 1.3-5 商業施設×公共交通 



35 

 

5) 医療機関 

総合病院ではなく、頻繁に利用する診療所(内科)を調査し

た。徒歩圏を概ねカバーできているが、二中、四中地区の徒

歩圏に内科が少ないことが分かる。公共交通での移動も考

慮すると課題である可能性は低くなると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

6) 金融機関(銀行・信用金庫・JA・郵便局) 

南部、神立駅南西の都和中地区、おおつの地区がカバー

できていないことが分かる。南部やおおつの地区は施設

数自体が少なく、地域生活圏としての利便性が低くなっ

ていることは課題である。 

 

 

 

 

 

7) 公民館・集会所 

おおつの地区に公民館が一軒もないことや、都和中地区に

集会施設が少ないことが分かる。また、新治地区の住民の

数に対する集会所の数が多いことは供給過多となってい

る可能性があるため、再配置や統合を検討する必要があ

る。 

 

図 1.3-8 公民館・集会所の配置 

図 1.3-6 医療機関の配置 

図 1.3-7 金融機関の配置 
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8) 福祉施設 

ⅰ) 保育所 

土浦駅、神立駅周辺は保育施設の利便性が高くなっている。一方、五中地区の神立町や南部

地区は十分にカバーできていない現状がある。 

 

ⅱ) 高齢者福祉施設 

通所介護、訪問介護、小規模多機能施設、新治中地区や都和中地区は施設数が少ないことが

分かる。また、二中地区に位置する木田余地区は市街化区域であるが高齢者福祉施設利用圏

外となっているエリアであり、利便性が低くなっていると考えられる。南部もカバーはされ

ているが、施設数自体が少ないことが分かる。 

 

1.3.3 安全性 

1) 防犯性 

総合計画の成果指標のうち 2 項目は目標値が達成されており、防犯環境の改善が認められ

る（表 1.3-1）。確認された。（防犯環境に対する満足度と防犯教室の受講者数についてのデ

図 1.3-10 高齢者福祉施設の配置 図 1.3-9 保育所の施設配置 

表 1.3-1 土浦市第 8次総合計画における防犯性についての評価指標と達成状況 

成果指標 H30 H31 達成状況 

刑法犯認知件数 2,003 件  

（現状値以下） 

1,430件 〇 

安心・安全メール

の登録件数 

4,066件（6,000

件） 

7,799件 ◎ 

※（）内は目標値 
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ータは総合計画以降公開されていなかった。） 

しかし、安心・安全メールの登録件数の情報は、防犯意識の高まりの裏に、防犯に対する不

安もあるのではないかと考えられる。 

図 1.3-11 は、平成 31年度の刑法犯認

知件数が 30 件以上の地区に色付けを

したものである。 

上高津地区が 89 件と一番多発してお

り、次いで真鍋、大和町が多発地域と

なっている。土浦市では防犯活動とし

て以下のような活動が行われている。 

・「まちばん」…警察官 OB による防

犯パトロール活動や立番を行ってい

る。神立、荒川沖で主に活動。 

・青色パトロール…自車に青色回転

灯を装着する許可を持った総勢 50

台が活動しており、パトロールの他に、学校での防犯講習やイベントなどに参加している。 

・民間防犯パトロール隊…荒川沖西、桜ケ丘、烏山地区をはじめとして、土浦市で確認でき

る限りでは 6団体が民間防犯パトロールを行っている。 

以上の他にも、防犯教室やイベントの実施、防犯カメラの設置などを行っている。 

しかし、色の付いた地域では行われておらず、最も多い上高津地区をはじめ、いくつかの刑

法犯多発地区では行政による防犯の取り組みが行われていない状況である。 

また、犯罪発生と昼間人口、夜間人口、土地利用を地区別に比較することによって、犯罪多

発地区の特徴や対策が考えられると検討したものの、土浦市の地区別夜間人口に関する詳

細なデータが見つからなかったため大まかな夜間人口と昼間人口、昼間人口密度より考察

を行ったところ、一番多発している上高津地域では、昼間人口密度が極端に小さく、さらに

夜間人口が大変少ないという側面が見られた。 

それに次ぐ真鍋、大和町は昼間人口も多いが、夜間人口の方が多いという傾向が見られた。 

また、真鍋地区、大和町地区には交番が設置してあり、上高津地区と人口要素の似た並木、

神立町には、それぞれ行政交番、「まちばん」が設置してある。 

ここで課題となってくるのは上高津町の防犯対策の薄さである。 

上高津地区の特徴としてイオンモールがあり、それにより昼間人口が多くなっていると考

えられる。 

しかし、それ以外の場所は主に住宅地であり街灯が少なく、東西に走っている土浦坂東線に

街灯が確認されなかった。 

また、市内で犯罪発生件数の多い 5 地域について google street view で確認したところ、最

多発の 3 地域については街灯が少なく、上高津と真鍋では住宅と林が混在しており、大和

図 1.3-11 刑法犯認知件数が 30件を超える地域と対策

（平成 31 年度） 
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町では老朽化した雑居ビル、飲食店、住宅が混在している現状である。 

 

2) 交通安全性 

土浦市の交通事故発生状況について、平成 31 年度では発生件数が県内 3 位の 491 件であ

り、発生率は 0.35％である。また、犯罪発生率について年々現状しているものの、他の地域

と比べるとまだ高い水準にあると言える。   

そこで、いばらきデジタルまっぷより、交通事故発生場所の考察を行ったところ、国道 6号

線、国道 125 号線での発生件数が多く見受けられた。 

国道 6 号線での交通事故について、中貫バイパス入り口での車両相互事故が多く、他の道

路と違い車線切り替え等の理由からか市の北部では地図上では何も見られない場所での車

両相互事故が起こっていた。 

国道 125 号線での交通事故について、都和小南の交差点が他より多くの車両相互の事故が

発生していた。大きな交差点かつ高速の乗り降り口付近であることなどが考えられる。 

また、若松町交差点（354 号線との交差点）で車両相互の事故が多く起こっていた。 

中村陸橋付近での事故が頻発し、車線合流や信号などで車両相互の事故が多くなっている。 

以上より、国道での交通事故についてまとめると、車両相互で大きな通りの交差点では少し

人対車両の事故が発生していた。交差点プラスアルファで高速出入口、交差点の連続等があ

ると、事故が起こりやすいと考えられる。 

時間帯としては意外なことに昼が多く、人対車両は夕方から夜にかけて数件見受けられた。 

また、生活道路での交通事故多発地域として、土浦駅東地区(図 1.3-12・1.3-13)と東崎町～

木田余にかけての国体道路(図 1.3-14・1.3-15)が挙げられる。それぞれの問題として、土浦

駅東側地区では、駅前のため交通量が多いが、人対車両の事故や交差点での事故が多く見ら

れ、ガードレールの未整備や交差点の見晴らしの悪さが課題といえる。 

図 1.3-12 土浦駅東側の交通事故発生状況 図 1.3-13 図 1.3-12 の航空写真 
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東崎町～木田余にかけての国体道路では商業施設が多く立ち並び交通量が多いが、ガード

レールの未整備や大規模な T字路でも信号が整備されていないなどの課題がある。 

 

3) 空き家 

図 1.3-16 は土浦市の空き家、全国の空

き家率、茨城県の空き家率の推移を示

したものである。土浦市の空き家率が

全国、茨城県の空き家率よりも高いこ

とや、空き家の種類のなかで問題視さ

れている、「居住世帯が長期にわたって

不在の住宅や住宅の建て替えのために

取り壊す予定となっている住宅」を表

す「その他空き家率」が増加傾向にあり、

全国のその他空き家率の増加率よりも大きい値となっている。 

次に、住環境に悪影響を与える管理不全

空き家について土浦市が行った実態調

査をもとに地区別に整理した。表 2の世

帯数は地区別の住宅数の代替の指標と

して扱う。 

この表から一中、四中、新治地区におい

て管理不全空き家が多いことがわかる。  

次に、管理不全空き家が与える影響につ

いて整理する。  

管理不全空き家の存在は、防犯性の低

下、防災性の低下、衛生の悪化や悪臭の発生、景観の悪化を招く。すなわち、住環境指標に

おける「安全性」「保険性」「快適性」「持続可能性」にまたがる問題であり、適正管理や発

表 1.3-2 管理不全空き家 

図 1.3-15 図 1.3-14 の航空写真 

図 1.3-16 空き家推移 

図 1.3-14 東崎町～木田余の国体道路

の交通事故発生状況 
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生の抑制などの対策が必要である。  

次に、土浦市で行われている空き家の具体的な取組みを整理する。土浦市は「土浦市空き家

等対策計画」において、管理不全空き家の適正管理、発生抑制、利活用の推進という 3つの

目的に基づいて対策をしており、現在は「土浦市空き家等対策の推進に関する条例の施行」

「空き家譲渡所得の 3000 万円特別控除」「マイホーム借上制度」の取組みを実施しており、

3 つの目的に沿って網羅的に行われている。 しかし、土浦市は空き家率において全国、茨

城県よりも高いことやその他空き家率が増加しているという現状である。 実際に全国各地

で多くの自治体が運営している「空き家バンク」に、現在、土浦市の物件は登録されていな

い。加えて、上述した「マイホーム借上制度」は企業の取り組みを土浦市のHP 上で紹介し

ているだけであり、土浦市が主体となって行っている取り組みは見受けられなかった。した

がって、土浦市の取り組みは不十分であると言える。 

 

1.3.4 保健性 

1) 伝染病予防 

土浦市の令和元年度下水道普及率は全国から見てもかなり高

い普及率を示している。また、汚水処理人口普及率も高い値を

示している。今後は人口減少を想定した設備老朽化の修繕や更

新、適切な維持管理が必要であると考える。 

 

2) 公害 

第 2 期土浦市環境基本計画より公害苦情件数から課題を考え

る。H20年以降公害苦情件数は減少傾向にあるが悪臭の相談件

数割合は例年横ばいであり焼却臭の苦情が依然として多いことが原因であると考える。こ

れは地域住民一人一人のモラルであると考える。また、つくば千代田線の道路騒音被害や成

田空港発着便の騒音被害も近年増加していることは課題であると考える。 

 

1.3.5 快適性 

1) 公園 

快適性については開放性を考え、ゆとりある空間を生

み出す公園に着目した。緑地やオープンスペースだけ

でなく、健康促進、避難場所としての機能も高い都市公

園に注目する。土浦市の公園状況は都市公園 51 ヵ所、

その他小公園 210 ヵ所の計 261 ヵ所となっている。都

市構造の評価に関するハンドブックより、都市公園の範

囲距離は統一指標である 500m を用いて考える。 

都市公園の徒歩圏人口カバー率(公園 500m 圏内の人口

表 1.3-3 

表 1.3-4 

表 1.3-6 

表 1.3-5 
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/市の総人口)は表 1.3-５のとおりである。土浦市は人口規模が小規模の都市よりもかなり小

さな割合となっている。また、都市公園一人当たりの面積（表 1.3-６）も土浦市は全国、茨

城県平均の約 3 分の 2 程度に留まっている。 

しかし、気軽にアクセスできる緑地のあるオープンスペースを考慮したとき、都市公園だけ

でなく小規模公園にも着目した方がよいと考えたため、210 ヵ所の小規模公園も合わせた土

浦市の一人あたりの公園面積を考えると 9.7 ㎡であった。これは全国平均と同程度の面積で

ある。これにより、公園による開放性は保証されているが、都市公園のみに着目した場合、

カバーしきれていない現状があることは課題である。一方、里親公園制度などで制度対象外

となっている公園が数件あり、計画が止まっている常名総合運動公園もその一つである。こ

の都和地区にある常名総合運動公園は県南の総合運動公園の中心機能を持たせる計画とな

っている。しかし、約 30 年前から計画地指定されているにも関わらず、管理が行き届いて

いないことや、2010 年時点で既に 78 億円を投資していること、さらに買い取った土地の

雑草の処理など維持管理にコストがかかっていることが財政を圧迫している。さらに公園

の隣に小学校があるにも関わらず、周辺に街灯も少ないため安全面の課題もあると考える。 

 

1.3.6 まとめ 

地区ごとに課題を整理する。水色が利便性、オレンジが安全性、緑が快適性の課題を示して

いる。 

 

1) 新治地区 

新治地区は居住誘導区域指定がなされている藤沢高岡地

区（図 1.3-17①）は徒歩圏にスーパーマーケットや、ド

ラッグストアが不足していることが課題である。また、新

治地区の北部（図 1.3-17②）には公共交通、医療施設の

不足も見られるだけでなく、公民館・集会所の施設数過多

も考えられるため、再配置や統合を検討する必要がある。

地区全体としてはさん・あぴお以外は徒歩圏の生活利便

施設が少なく、管理不全空き家率も高い現状があること

は課題と考える。 

図 1.3-17 新治 
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2) 北部地区 

北部地区は都和中地区の居住誘導区域に公共交通

の不足しているエリアがある。（図 1.3-18①）また、

神立駅周辺の歩行環境の未整備（図 1.3-18②）や、

神立町の保育施設不足（図 1.3-18③）、は課題であ

ると考える。また、現在宅地開発を行っているおお

つの地区（図 1.3-18④）には全体的に生活利便施設

が少ないことが分かる。今後も人口が増加すると予

想される地区のため、生活利便施設を宅地開発に伴

い誘致する必要がある。さらに都和小学校近くにあ

る常名運動公園の未整備（図 1.3-18⑦）による財政

の圧迫、安全面の問題は課題であると考える。防犯性の面からは国道 6 号線にて車線切り

替え等の理由からか車両相互の事故が頻発（図 1.3-18⑤）しており、高速の乗り降り口付近

では大きな交差点とも近い理由からか車両相互事故が多発していた。 

 

3) 中央 

二中地区や四中地区の居住誘導区域内

で徒歩圏内に医療施設が立地していな

い場所があるが、公共交通での移動を考

慮すると概ねカバーされている状況が

ある。一方で、土浦駅周辺の歩行環境が

未整備であること（図 1.3-19①）や、中

央の二中地区に位置する木田余地区が

高齢者福祉施設へのアクセスが悪いこ

と（図 1.3-19②）は課題と考える。 

防犯面では再多発地域の上高津地区（図

1.3-19③）において、イオンモール以外

の場所は主に住宅地であり街灯が少な

く、東西に走っている土浦坂東線に街灯が確認されなかった。 

上高津地区に次いで犯罪発生件数の多い真鍋地区（図 1.3-19④）と大和町地区（図 1.3-19

⑤）で犯罪発生率が高く、街灯が少ないことも課題である。また、小松地区（図 1.3-19⑥）

において犯罪発生件数が高いものの、対策が取られていない。 

交通安全性に関しては、土浦駅東口（図 1.3-19⑤）を南北に延びる道路沿いと、東崎町から

木田余にかけて伸びる国体道路（図 1.3-19④）で交差点での事故が多発しており、土浦駅東

側は交差点の曲がり角に植栽があり見晴らしが悪く、国体道路では大規模な T 字路にも関

図 1.3-18 北部 

図 1.3-19 中央 



43 

 

わらず信号の未整備が課題であるといえる。土浦駅西側では国道３５４号線にて下高津か

ら千束町にかけて事故が頻発している（図 1.3-19④）ほか、駅前という立地からか全体とし

て事故の件数が多かった。地区全体の課題として管理不全空き家率が高いことも課題と言

える。 

 

4) 南部地区 

三中地区南部は多くの利便施設不足が確認

されたが、特に公共交通、商業施設の不足

（図 1.3-20①）が目立つ。また、荒川沖駅

の歩行環境が未整備であること（図 1.3-20

②）、高齢者福祉施設、金融機関の施設数が

少ないこと（図 1.3-20③）は利便性に影響

していると考える。中村南地区（図 1.3-20

④）において、犯罪発生件数が高いが対策

があまりされていないことが課題として考

えられる。交通安全性に関しては国道６号

線上で車両相互事故が頻発（図 1.3-20⑤）

しており、片側２車線道路での車線切り替

え時の事故などが考えられる。 

  

図 1.3-20 南部 
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1.4 産業振興・観光 

1.4.1 観光 

1) 観光客数 

土浦市の年間観光客数は，2013 年度以降増加

傾向にあり，2018 年度には約 170 万人を超え

て過去 10 年で最多を記録した。しかし、この

観光客数の約 6 割は土浦全国花火競技大会をは

じめとするイベントによるものとなっており、

宿泊客数は観光客数の 7％前後程度を維持し続

けていることから土浦では日帰り型、通過型の

観光パターンが主流となっていると言える。(右

図参照)  

                

土浦において滞在型観光客が少ないことは土浦観光基本計画でも弱みとして取り上げら

れている。しかし、現在の土浦ではいきなり滞在型観光を目指した政策にシフトすることは

難しいと思われる。そこで私達の班ではこれを現状としてとらえ、あくまで通過型観光が主

流であることを踏まえながら課題について議論していく。 

 

2) 歴史的まちづくり-現状と課題- 

土浦市内の歴史的資源は快適に散策できるよう整備されており、中城通りの整備では茨

城県によるまちづくりの表彰である「まちづくりグリーンリボン賞」を過去に 3 回も受賞

している。そのため土浦市の観光基本計画には「中城通りをまちの観光の中心に位置づけ

る」とあり、土浦市も力を入れている事がわかる。 

しかし、土浦市が市外の観光客に対してとったアンケート結果によると土浦市内の歴史

的町並みの魅力度は 5 点満点で 4.2 点と高くなっているが、認知度が 4％程度とかなり低

くなっている。そのため現状では観光の中心に位置づけることに成功していないのではな

いかと考えられる。そもそも歴史的街並みは例えば埼玉県の川越や岡山県の倉敷など土浦

の他にも全国にあり、魅力的な歴史的街並みによって観光客を呼び込むことに成功してい

るところも多くある。土浦で歴史的まちづくりの観光に力を入れても、他所の魅力的な観

光地に敵わないことが予想される。 

今後の土浦市の観光の魅力づくりにおいては歴史的まちづくりを全面的に押し出してい

くのではなく、街の魅力の一つとして、例えばサイクリングなど他のものと絡めていくよ

うにしていく必要があるのではないかと考える。ただし、仮にサイクリングを活用する場

合、りんりんロードと土浦駅からは離れた場所に位置しているのでさらなる工夫が必要で

ある。 

図 1.4-1 土浦市の観光客数と宿泊者数の推移 
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3) サイクリング 

ⅰ) 導入 

第 2 次土浦市観光基本計画（平成 31 年 3 月策定）では「重点施策の一つを「サイクル

ツーリズムの推進とその拠点機能の強化」とし、国内外の自転車愛好家だけでなく、健康

志向の大人や子供、市民などをターゲットに、「つくば霞ヶ浦りんりんロード」や拠点施

設を中心としたサイクルツーリズムの輪を広げるとともにその環境向上に取り組み、サイ

クルツーリズムの拠点都市としての個性を打ち出し、関連産業も含め地域の活性化を図

る」としている。 

また、土浦市は令和２年に自転車施策の最上位計画である「土浦市自転車のまちづくり

構想を策定した。これは国が平成 29年に施行した「自転車活用推進法」を受けて作成さ

れたものである。 

土浦市には平成 28 年 11月に「つくば霞ヶ浦りんりんロード」が開通するとともに、サ

イクリング拠点施設として、平成 30 年には土浦駅ビル内に「りんりんスクエア土浦」、平

成 31 年には「りんりんポート土浦」が開業するなど、自転車利用環境の整備が着実に進

んでいる。 

また、令和元年 11 月には「つくば霞ヶ浦りんりんロード」が、国が創設した「ナショ

ナルサイクルルート」に指定された。ナショナルサイクルルートとは 2019 年に導入され

た「日本を代表し、世界に誇りうるサイクリングルート』を認定する制度であり、現時点

では「つくば霞ヶ浦りんりんロード」の他、滋賀県の「ビワイチ」、広島県の「しまなみ

海道サイクリングロード」が認定されている。 

 

ⅱ) レンタサイクル 

土浦市の主なレンタサイ

クルには市内の「まちかど

蔵」での貸し出しと、広域

レンタサイクル事業があ

る。 

「まちかど蔵」でのレンタ

ルサイクルは土浦市観光協

会が実施していて、シティ

サイクル、ジュニアサイク

ル、クロスバイクの合計 33 

台を貸出可能台数としている。 

広域レンタサイクル事業は指定の 11 施設であれば、どの施設でも貸出・返却可能なレン

タサイクルである。茨城県が中心となって実施している事業で周辺 9 市町が参加してい

図 1.4-2 レンタサイクル貸出数 
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る。ロードバイク、クロスバイク、E バイクなど合計 109 台を貸出可能台数としてい

る。どちらのレンタサイクルの貸出量も年々増加しているが、「まちかど蔵」のレンタサ

イクルは主に市内観光用に用いられる事が多く、貸し出し台数の増加は緩やかである。一

方で、広域レンタサイクル事業は 2016 年の開始以降急激な増加を続けており、りんりん

ロードの開通に合わせて 2016 から 2017 年には倍増している。県内の指定の施設であれば

どこへでも返却できるのでりんりんロードで走るために利用した人が増えているのではな

いだろうか。（図 1.4-2） 

 

ⅲ) 経済効果 

ここからは土浦を訪れるサ

イクリストが市にどのような

経済的影響をもたらしている

のかという点に注目してい

く。 

右の表は土浦市が市内を訪

れたサイクリスト向けに行っ

たアンケートの結果である。 

このアンケートの結果をまと

めると、りんりんロードを訪

れるサイクリストはほとんどがリピーターとなっているが、土浦を出発点として他の地域

へ向かうサイクリストが多いため彼らは土浦市内に少ししか滞在せず、お土産も買わず、

消費金額も低くなっている。土浦を訪れるサイクリストにとって、現在の土浦はサイクリ

ングのスタート地点にしか過ぎないのではないだろうか。 

 

なお、このような「サイクリストの消費金額が低い」という問題は全国のサイクリング

ロードでも生じており、同じナショナルサイクルルートである「ビワイチ」の場合、サイ

クリング上級者の呼び込みに成功した結果、サイクリング自体を目的にしている人が多く

集まり、地元の飲食店ではなくコンビニやスーパーで食事を取るサイクリストが半数を超

えてしまうという問題が生じている。（土浦は飲食店利用者が半数となっている） 

 

また、土浦市はサイクリストの土浦市内飲食店利用を促すために、「つちうらサイクリ

スト優待店」の登録を行っている。市内には、サイクリストがドリンクのサービスや商品

の割引などの優待サービスを受けられる店舗が 90 店舗ある。優待店をまとめたマップも

用意されているが、サイクリスト向けのアンケートによると、この優待店の認知度は約２

割という低い値に留まっているため現状では宣伝が不足しているのではないだろうか。 

 

サイクリング目的での 

訪問回数 

５回以上来た 54% 

初めて来た 20% 

サイクルルート 土浦発 筑波山・霞ヶ浦方面行き 82% 

土浦市での滞在時間 

（休憩、昼食、宿泊を含む） 
1 時間未満 32% 

土浦のお土産の購入 お土産を購入していない 84% 

土浦市内での消費金額 1,000円未満 39% 

 

表 1.4-1 土浦市内サイクリスト向けアンケート結果 
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ⅳ) サイクリングによる広域連携 

りんりんロードでは茨城県の定める「水郷筑波サイクリング環境整備事業総合計画」をも

とにサイクリングロード沿線の施設の整備が市をまたいで行われている。 

土浦市は結城市，筑西市，桜川市と共に茨城県のサイクリング向け情報サイト「ちゃり

さんぽ」というサイクリストに有用なサイクリングポータルサイトを運用している。「ち

ゃりさんぽ」にはこの 4市のサイクリングおすすめコースや観光スポット，飲食店，サイ

クルサポートステーションなど、サイクリングに役立つ情報が掲載されているほか、コー

スの検索などの機能も備えている。 

 

4) 土浦の観光情報発信 

土浦市内には魅力的な観光資源が多く存在すると観光基本計画内で触れられているが、

以下のグラフは土浦市が市外の人に対して行った調査の結果を示したもので、土浦の観光

資源や特産品に関する認知度と魅力度を調査したものである。 

 

一番の認知度があったのは霞ヶ浦で

あり、約 38％の知名度である。それに

対してサイクリングロードやひたち秋

そばといったものは認知度が 5％以下

となってしまっているが、これらは魅

力度が高く回答されており霞ヶ浦より

も魅力的だと回答されている。土浦に

は「魅力度」に見合う「認知度」が得

られていない地域資源が多く存在して

おり、観光に関する情報発信に問題が

あることが予想できる。 

 

ⅰ) 特産品のブランディング 

土浦の特産品の認知度を向上させるため、土浦市では「土浦

ブランド」というブランディングを 2018 年に開始した。このよ

うな特産品のブランディングは全国の自治体で行われている。

これに認定されると土浦ブランドのロゴ（右図）を利用可能に

なるほか、市のプロモーションやふるさと納税の返礼品として

も活用されることになっており、れんこんの加工品や霞ヶ浦で

取れる魚の加工品などの土浦らしい商品が 32種類認定されてい

る。土浦市ではこのブランドに認定された商品の販売会を行う

PR 活動をおこなっていて、東京で行われた土浦市の移住フェア

図 1.4-3 市外向けアンケート結果 

図 1.4-4 

土浦ブランドのロゴ 
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での販売も行われたが、現状では土浦イオンの中など、土浦市内での販売が一番多く行わ

れている。このことから、土浦ブランドはいまだ市民への普及を目指している状態である

ことが予想される。 

 

ⅱ) 土浦市の情報発信媒体 

ここからは土浦市の観光情報について発信する媒

体について見ていく。HP や広報紙といったものの

ほか、Twitterや Facebook、Instagramや YouTube

といった主要な SNS を利用して情報発信を行って

いる。ここでは Twitterを例に上げ、SNS での情報

発信について注目してみる。土浦市の公式アカウン

トは一つだけであり、このアカウントの中で観光情

報以外に市のお知らせや防災情報なども配信されて

いる。また、土浦市のツイートの中で多く目につく

のが文字とURL アドレスの 1行のみを投稿するも

のであり、これは画像を添付したツイートよりも目

立ちにくいものとなっている（右図参照）。観光の

情報が埋もれてしまいやすく観覧者が観光情報を目

にする機会も減ってしまうため、こうしたツイート

の内容も観光情報の拡散に影響があると思われる。 

自治体によっては観光情報を別のアカウントで行う形式をとっているものもあり、さらな

る改善の必要性があるといえる。 

 

次に観光情報を発信するウェブページについて見て

いく。土浦市のプロモーションサイトの中に「意外と

〇〇！つちうら」というものがある。これは市役所と

市民が共同で土浦の観光情報を発信していくもので、

市民がレポーターとなり記事を書けるようになってい

る。市内のお店の口コミを書いたり、市内の写真を投

稿したり、お店がイベントの案内を掲示したりといっ

た主要なコミュニティサイトのような機能を持っている。ある程度の機能を揃えたプロモ

ーションサイトとして作られた「意外と〇〇！つちうら」だが、現在あまり更新されてい

ない。現在月に一度程度しか更新されておらず、40 人以上いる住民レポーターの中の数人

しか口コミなどの記事を書いていないのが現状である。お店や地域のイベントの案内は定

期的に掲示されているが、この更新頻度ではどれだけの人が見ているのかはわからないた

め、このプロモーションサイトは十分に活用されているとは言えない。 

図 1.4-5 

土浦市公式 twitter 

図 1.4-6 

「意外と○○！つちうら」のロゴ 



49 

 

 

1.4.2 商業 

1) 土浦市の概要 

 土浦市の商業の現状について、下の表 1.4-2 の通り、土浦市は「事業所数」「従事者数」

「年間商品販売額」の 3つの項目において県内で 3 番目に多い商業都市となっている。 

 

 

そして下の図 1.4-7 と 1.4-8はその 3 つの項目の経年変化を表したグラフであり、いずれ

の項目でも 2012 年で一度減少しその後やや回復傾向にあることがわかる。年間商品販売額

が 2012 年に一度減少しているのは、2008 年のイーアスつくば、2009 年のあみプレミアム・

アウトレットモールなどの大型商業施設のオープンのほか、2008 年のリーマンショックな

どが影響していると考えられる。その後2016にかけて年間商品販売額が回復傾向にあるが、

それは市外吸収人口の増加と全国的な景気の変動が要因の一部だと考えられる。全国の景

気動向指数は図 1.4-9の通りであり、全国や土浦市における年間商品販売額の変化と概ね一

致していることがわかる。 

表 1.4-2 商業における茨城県内での土浦市の立ち位置 
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土浦市の商圏の人口について、下の図 1.4-11、1.4-12 は土浦市の商業に関する吸収人口

と流出人口の経年変化を表したグラフである。このグラフにおける「市外吸収人口」は市外

から土浦市に買い物に来た人数、「市内吸収人口」は土浦市内で買い物をした土浦市民の数

である。図 1.4-11 を見ると、2010 年から 2013 年の間に市外からの買い物客が大きく増加

したことがわかる。「茨城県生活行動圏調査 2013」によると、市外吸収人口の増加は「最近

もしくはここ数年の間に大型商業施設などが新規出店・増床しており、その影響が大きい」

との記述があり、実際に 2012 年にスーパースポーツゼビオドームつくば大通り店（5,703m2）

図 1.4-11 土浦市の商業吸収人口の変化 図 1.4-12 土浦市の商業流出人口の変化 

図 1.4-10 景気動向指数の変化 

図 1.4-9 土浦市の年間商品販売額の変化 
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図 1.4-7 全国の年間商品販売額の変化 
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図 1.4-8 土浦市の事業所数と従業員数の変化  
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が新規出店している。 

 

2) 土浦駅前について 

ⅰ) 駅ビルについて 

 土浦の駅ビルは、1983 年に「ウイング」の名前で開業した。1991 年には年商 112 億円を

記録するなど売り上げを伸ばしたが、2008 年に閉館、翌年にイオンモールの運営する「ペ

ルチ土浦」としてリニューアルした。しかし、2016 年度の年商は 17億円と厳しい状況が続

いた。そこで従来の駅ビルとは違う姿を模索し始め、2018 年から自転車利用拠点として「プ

レイアトレ土浦」が開業した。自転車の持ち込みが出来るカフェやホテルなどができ、観光

のための施設としての面も現れた。 

 

ⅱ) ウララについて 

 再開発ビル「ウララ」は、イトーヨーカドーを核テナントとして 1997 年に開業した。し

かし、2013 年にイトーヨーカドーが閉店すると、2014 年からの再開発によって土浦市役所

の移転し、1～4階は庁舎として使われ、商業施設は地下一階のスーパーマーケットと、1・

2 階に数店入っている物産センターや飲食店のみとなった。 

 

ⅲ) モール 505 について 

モール 505 は 1985 年につくば万博に合わせてオープンした全長 505 メートルの商店街

であり、土浦駅から徒歩約 5分の好立地で、飲食店や美容室、事務所などが入居している。

また、映画やドラマ、ミュージックビデオの撮影などでも使われている人気の撮影スポット

でもある。しかし、好立地ゆえに家賃は高く、空き店舗が多くなっていて閑散としている。 

 

3) 土浦市中心市街地開業支援事業 

 中心市街地活性化基本計画により定められた中心市街地エリア内の空き店舗に新規開業

を希望する者に対し、改装費もしくは家賃の一部を補助する取り組みが進められている。 

この事業では、平成 24年の空き店舗数を基準値として平成 30年までに空き店舗数を 35

まで減らすことを目標にしていたが、実際は平成 30 年時点で空き店舗数は 69 となり、目

標値・基準値共に達成することが出来なかった。しかし、図 1.3-13 を見ると近年の空き店

舗数は減少傾向に転じていることがわかる。このことについて市は、「古い空き店舗が多く

良好な物件が限られているため制度利用者が伸び悩んだが、近年ではこの事業が認知され

るようになって利用者も増加しており、新規出店・開業の後押しとなった」と述べている。 
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また、図 1.4-14 の「中心市街地状況について 5 年前と比べてどのように感じているか」

というアンケートでは、他の項目と比較して「買い物や飲食」が悪くなったと答える人が圧

倒的に多くなっている。 

 

4) 課題 

以上のことから、土浦市の商業に関する課題は、 

①駅前の空き店舗に出店しても、人通りが少なくて家賃も高く採算が取れないため、土浦市

中心市街地開発事業などの取り組みがあるにもかかわらず空き店舗が埋まらないこと 

②土浦駅前のウララやペルチ土浦などの商業施設が再開発により公共施設や観光客向けの

施設となったことで、中心市街地での「買い物や飲食」の満足度が低下したこと 

の 2点である。 

①については、閉鎖店舗や空き家の増加に伴い犯罪が増加したり地域のコミュニティが

立ち行かなくなったりして中心市街地の居住人口の減少に拍車をかけてしまうという理由

のため、空き店舗の数を減らすことが重要だと考えた。 

②については、土浦市の立地適正化計画によると、『土浦駅周辺エリアには駅ビル及び駅

前ビル以外にスーパーマーケットは無く、駅東側の港町地区、駅西側の大町地区や大手町地

区の一部はスーパーマーケットの徒歩圏外となっている』が、この後、ペルチ土浦もなくな

ったことで、スーパーマーケットがもう一つなくなり、より買い物がしづらくなってしまっ

ていることが影響していると考える。 

 

1.4.3 工業 

1) 土浦市の概要 

ⅰ) 土浦の工業の特徴 

土浦市は茨城県第 5 位の工業出荷額を誇る工業都市である。 土浦の工業の特徴としては、

事業者数は 150前後と茨城県内で上位には入らないが工業従業員数は 6位であることから、

他地域の工業形態と比較して大規模な企業が多く立地するようだ。 

 

（軒） 

 

（軒） 

 

（軒） 

 

（軒） 
図 1.4-13 中心市街地空き店舗数 

 

図 1.4-14 5 年前と比較した中心市街地の状況 
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ⅱ) 工業の役割 

 図1.4-15より製造業は市内総生産の34パーセントを占めていることがわかる。 加えて、

工業の 1 事業所あたりの従業員数は 92 人、および生産額は 4355 百万円である。商業の一

事業所あたり従業員数と生産額と比較しても、工業の事業所は大規模であると言える。この

ことから、製造業から得られる法人税および固定資産税は市の財政状況に大きく影響する

と考えられ、土浦市では工業を土浦の重要産業に位置付け産業振興として、企業誘致および、

既存企業の体質改善、経営支援をおこなうことで活力のあるまちづくりを目指している。  

  

2) 土浦市の現状 

土浦市では工業を重要産業と位置づけ産業振興を行っているが、現在の土浦市における工

業状況について詳しく調査していきたい。 

ⅰ) 工業団地 

財源の確保に重要な役割を担っているのが大規模企業の存在であり、それらの多くは土

浦市にある 4つの工業地域に置かれる。それぞれの工業地域の特徴は以下の通りである。  

 

 

3 つの工業団地において分譲が完了しているが、4 地区の中で唯一 4 つの工業用地が未

分譲の土浦おおつのヒルズは、居住地域と近接し住環境が他地域と比較して質が高い。そ

のため、分譲価格は 3.1 万円であり周辺のしもつま鯨工業団地の 2万 2 千円、つくばハイ

 東筑波新治 
テクノパーク 

土浦北 
神立地区 

土浦おおつの 

ヒルズ 

面積 35.3ha 41.7ha 168.7ha 39.5ha 

立地企業 15社 12社 48社 4社 

分譲面積 完売 完売 完売 完売 

主要企業 
化学工業 

鉄鋼業 

金属企業 

一般機械企業 

食品加工 

金属加工 
食品加工 

 

図 1.4-15 土浦市の市内総生産の内訳 

表 1.4-3 工業地域の特徴 
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テクパークいわいの 2 万 5 千円と比較してやや高額である。  

 

ⅱ) 近年の工業推移 

 

図 1.4-16 より工業全体での衰退傾向は見られない。事業所数は年々減少しており、従業

員数はほぼ横ばいである。人口減少に伴う国内需要の減少や大企業の海外移転等の経営環

境の変化の影響を受け、小規模事業所が減少していると考えられる。 小規模事業所では従

業員数、事業所数共に減少傾向にあるが、それ以上に生産額の減少が過大だ。個人の能力

や人柄、これまで築きあげてきた経験とノウハウに経営が依存することが多い小規模事業

所では経営者の高齢化や跡取り問題により事業所の存続が困難な状況にあると考えられ

る。 

 

3) 課題 

このような現状から土浦市の課題は以下の 3 つである。 

➀企業誘致の余地や企業の将来性がないこと ②小規模企業が衰退していること ③土浦市

の産業振興が小規模企業に行き渡っていないこと  

これらを課題と捉える理由は以下の通りである。 

➀土浦各工業団地の主要企業として挙げられている企業は、茨城県が今後の成長エンジ

ンとして考えられている分野とは異なる。ビジョンの達成には成長性のある企業の誘致を

強化する必要があるが、土浦市の工業団地のうち未分譲であるのはおおつのヒルズの 4 区

画だけであるため、企業誘致の余地と将来性が課題だと言える。 

➁小規模事業所が衰退することにより、地域の経済社会や雇用を支える存在の消滅につ

ながる可能性がある。また、築きあげてきた経験とノウハウの伝承ができずに、工業の発展

のスピードが落ちてしまうということも考えられる。 

③産業振興として土浦市では小規模事業所への支援を行っているが、利用している事業

（億円） 

 

図 

1.4-1

7 駅

利 用

者 数

の 推

移 (上

野 東

京 ラ

イ ン

開 通

後 )[3]

（億円） 

 

（億円） 

 

図 

1.4-1

8 駅

利 用

者 数

の 推

移 (上

野 東

京 ラ

イ ン

開 通

後 )[3]

図 1.4-16 土浦市の工業推移 

H      H      H      H        H      H 
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所が少なく支援の恩恵が行き渡っていないため、経営改善への対策として不十分であると

言える。小規模事業所の衰退を加速させ②で挙げた起こりうる状況に繋がっていく。  
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1.5 防災・環境・農業 

1.5.1 環境 

1) 大気汚染 

茨城県大気汚染常時監視情報によると，SO2やNO，SPM などの物質量から評価される

土浦市の大気汚染の状態は概ね基準値を下回っている．しかし近年は，主要幹線道路の沿

道において浮遊粒子状物質の環境基準を満たさない地点もみられ，これは自動車交通など

に起因する大気汚染と考えられる．実際，土浦市内の幹線道路では，特に通勤通学，帰宅

ラッシュ時の混雑・渋滞が頻繁に観察される．また，光化学スモッグに関しても，健康へ

の影響があるため注意が必要である．光化学スモッグとは，工場や自動車から排出される

窒素酸化物および炭化水素類を主とする一次汚染物質が光化学反応を起こすことによって

発生する，二次的な汚染物質(光化学オキシダント)を原因に生じるものである．土浦地区

での光化学スモッグ注意報の発令日数は 0日(令和元年度)であった．しかし，光化学オキ

シダントは環境基準を満たさない年が続いており，楽観視は妥当でない．また，自動車や

工場の多い首都圏から汚染物質が流れてくることも十分に考えられ，土浦市は比較的都心

に近いため注意が必要といえる．こうした実態を受け，市環境保全課では，法律・協定を

通じた規制，自動車排出ガス調査の実施，光化学スモッグ・PM2.5 などに関する注意喚起

の伝達システム整備，酸性雨のモニタニングといった各種対策を行っている． 

 

2) 地球温暖化 

 平成 30 年に受諾された「国連気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の特別報告書に

よれば，気温上昇のリスクを抑えるには，2050 年までに二酸化炭素の実質排出量を 0 にす

る必要があるとされている．土浦市の温室効果ガス排出量をみると，令和元年度は大幅に

削減されており，排出された温室効果ガスのほとんどが二酸化炭素であることを確認でき

る．「実質排出量 0」とは，人為的な発生源による排出量と森林等の吸収源による除去量と

の間の均衡を達成することである．このうち，後者の植物などが吸収する二酸化炭素など

の量を正確に測ることは容易ではない．従って今後も温室効果ガス排出量をさらに削減し

ていく必要はあるものと考えられる． 

 

3) 水環境 

 土浦市内の雨水・生活排水などは，下水道や河川などを経て，最終的に西浦に流れ込

む．市は 9 河川(天ノ川，境川，一の瀬川，桜川，新川，備前川，花室川，乙戸川)で調査

を行っており，河川ごとに県の環境基準の類型が指定されている．霞ヶ浦および河川の水

質改善は近年停滞傾向にあり，一部環境基準を達成していない水域が存在する．ここで，

霞ヶ浦の化学的酸素要求量(COD)をみると，高度経済成長期の昭和 40年代から上昇しは

じめ，昭和 53，54年ごろにピーク(約 11mg/L)を迎えた．その後，条例の制定などにより

改善に向かい始めたものの，現在に至るまで 7mg/L 前後で推移しており，環境基準の

3mg/Lには至っていない．富栄養化の原因物質とされる窒素やリンについても同様，横ば

いに推移している．河川の生物化学的酸素要求量(BOD)などに関しては，平成以降やや改

善傾向にあるが，未だ環境基準を満たしていない河川もある．また，市内の水辺では汚れ
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た水を好むイトミミズやユスリカ類が多く確認されており，有機汚濁が進んでいることを

示している．ちなみに，市が定める水質の環境基準は類型 Aというもので，A クラス未満

の水質では安全な水浴が出来ない．以上を踏まえると，未だ市が目指す「泳げる霞ケ浦」

が定める目標には届いていないことが示唆される． 

 近年では，工場・事業所などの排水の水質については，規制・基準が定められている

他，令和 3 年度からは規制が強化されることも決定しているなど，積極的な取り組みが行

われており，実際にも改善が進んでいる．一方，生活排水や農地・市街地からの面源によ

る負荷の比率は大きくなっている． 

 しかし，土浦市の汚水処理人口普及率(令和元年度)に着目すると，公共下水道 88.1%+農

業集落排水 2.7%+合併処理浄化槽 8.0%＝合計 98.8％と非常に高い数値を示している．公

共下水道に関しては，浸水対策を目的として昭和 41年から中心市街地には合流式，その

他の地域には分流式で整備されている．土浦市の公共下水道は，霞ヶ浦北西地域の 5 市町

にまたがる霞ヶ浦湖北流域下水道事業に含まれている．公共下水道に流される汚水は下水

処理場で高度処理がなされている． 

農業集落排水施設は，平成 20 年度に整備が完了している．対象地域は，西部地区(飯

田，矢作の全域，佐野子の一部），北部地区(今泉，栗野町の全域，小山崎の一部)，東部地

区(白鳥町，菅谷町の一部)，高岡地区(藤沢新田，田土部の全域，高岡の一部)，沢辺地区

(小高の全域，沢辺の一部)，西根地区(中村西根の一部)である． 

土浦市衛生センターは，人口変動や公共下水道および農業集落排水施設の普及により処

理量が減少していることを踏まえ，施設の改築および稼動調整を行うとともに，処理水を

公共下水道に放流している．今後も引き続き処理量は減少していくと考えられ，合併処理

浄化槽の普及により浄化槽汚泥の割合は年々増加していることから，処理の主体となって

いくであろう浄化槽汚泥に十分対応できるようになる必要がある．処理効率の向上を図

り，資源回収にも十分配慮した汚泥再生処理センターの整備を，令和３年度からの供用開

始を目指して進めている． 

市の予算に注目すると，令和元年から 2 年にかけて，特別会計に含まれる下水道事業の

予算が 66.3％増加，汚泥再生処理センター事業の進捗により衛生費が 33.9%増加した． 

また，農業も水環境に影響を与えている．例えば，畑土・肥料の流出，側溝・用水路の

劣化や汚染などがある．農業の章で詳述するように，土浦市ではレンコンの生産が盛んで

あり，ブランド化や耕作放棄地のハス田への再利用も進められている．しかし，そのハス

田からの肥料成分の流出が，生活排水や畜産排水とともに霞ヶ浦における水質汚濁の要因  

の一つになっていることが指摘されており，上述の施策と霞ケ浦の水質がトレード・オフ

の関係にある可能性がある． 

現在，市の環境保全課では，全ての工場・事業所を対象に調査を実施し，それぞれに応

じた基準を超過している事業者には原因の調査および改善計画の提出を求め，指導を行っ

ている．その他にも，土浦市では環境衛生課や下水道課を中心に，家庭排水浄化推進協議

会と一体となって廃食用油回収事業を進め，アオコの回収，合併処理浄化槽の適正な維持

管理の指導，高度処理型の維持管理の指導，高度処理型浄化槽設置補助，水洗化が進んで

いない地域への訪問，生活排水汚濁負荷量の算出，畜産排水対策などを行っている． 
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4) 騒音・悪臭 

 近年の公害に対する苦情・相談件数をみると，大気汚染や水質汚濁の件数が減少してい

るのに対し，騒音や悪臭などの都市生活型公害の件数はそれほど変化していないことがわ

かる．具体的には，野外燃焼行為による悪臭，近隣から発生する騒音が 1，2 番目に多

い．この要因として「土浦市環境白書 令和元年度年次報告書」(以下：白書)では，近隣関

係の希薄化やモラルの低下が指摘されている． 

また，交通騒音は市内でも環境基準を達成していない地域がある．例えば，幹線道路の

すぐそばに位置しているモール 505 などの施設では特に交通騒音の影響を受けやすく，騒

音の大きさを土地利用において考慮する必要がある． 

そのほか，成田空港を発着する航空便による騒音や，振動に関しても注意・監視をして

いる． 

 悪臭の苦情に関しては，畜舎や工場などが原因とされるものから，小規模事業所や家庭

でのごみ焼却など生活系のものへと移行しており，規制や指導が難しくなっていることが

白書にて指摘されている． 

土浦市は昭和 46年以降，土浦・千代田工業団地，土浦千代田工業団地，東筑波新治工

業団地などの企業と公害防止協定を締結している． 

なお臭気の測定は，人のきゅう覚に頼らざるを得ない状況である．従って分析の技術力

や測定機器を購入する経済力の不足も課題といえる． 

 

5) 土壌環境 

 土壌汚染については，原因者や土地所有者に汚染物質の除去が義務付けられている．土

壌汚染対策法に基づき，土浦市では全部で 4 つの区域が要措置区域に指定されている．こ

れらの区域に対しては，それぞれの状況に応じてモニタリングや汚染物質除去などの対策

がとられている． 

また，市内の地下水の概況調査によると，主に家畜排せつ物や過剰施肥が原因といわれ

ている硝酸性窒素および亜硝酸性窒素やドライクリーニングの溶剤や金属加工業の脱脂剤

として使用されているトリクロロエチレンやテトラクロロエチレン，自然由来と思われる

ヒ素による地下水汚染が確認されている． 

個人の井戸については，井戸の所有者が衛生管理を行うこととなっており，年に 1度の

自己検査の努力義務が規定されている．また，賃貸住宅や一定規模以上の建物で井戸を所

有している場合は 2 度の検査が義務付けられている． 

 

6) 景観 

 土浦市には，亀城風致地区と桜川風致地区という 2種類の風致地区が存在している．中

でも前者の亀城公園周辺は，市が「土浦市景観計画」に基づき定める「景観形成重点地

区」のうち「旧城下町とその周辺地区(中城通り地区)」も指定されている．土浦市では，

市全域が景観計画区域に指定されており，景観形成重点地区は，その中でも特に景観形成

に向けて重点的かつ計画的に景観の保全・誘導を図る必要がある地区のことである．亀城

公園周辺は歴史的な街並みが特徴的で，通路に対して奥側に蔵を持つ家も多くみられる地

区である．しかしながら，蔵を十分に活用できていない家や，1 階は店舗として活用して

いるものの 2階以上は管理が行き届いていないように見受けられ，景観上望ましくないと
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考えられる家，シャッターが閉まっておりおそらく営業していないであろう店舗などが散

見された．景観形成重点地区は，それに指定された区域における，ある一定以上の建築物

の建築などの行為に際し，届出を義務付けるという趣旨のもので，同区域に指定されたか

らといって区域内の建物の改良に補助金が交付されるといったものではない．従って，既

述のような，景観のうえで必ずしも望ましいとはいえないような建築物がみられる背景に

は，当該建築物を保有する人の金銭的な余裕の度合いが影響しているという可能性が考え

られる．その他にも，構造的に建て替えがしやすいかどうかなども関係がある． 

加えて，特に中心市街地では，駅や駅周辺で高層建築物が整備されている一方でそれら

の裏側に低層の廃れた住宅が並んでいる他空地や空き家など管理されていない土地があっ

たり，モール 505 など空洞化の進む商業施設があったりと，景観のうえで必ずしも望まし

いとはいえない事例がみられる．空地の活用・空き家の撤去が進まない要因において，所

有者側としては，空き家を更地にすると所有者が税制面の優遇措置が受けられなくなるこ

と，行政側としては所有者を特定するのが難しいことなどが指摘されている． 

 違反野外広告物については，市と民間ボランティアが連携し，違反野外広告物追放事業

として違反野外広告物の簡易除去を行っている．令和元年度の件数は 412 件にものぼり，

今後も対策を続けていく必要があるものと考えられる． 

 不法投棄やポイ捨て，ペットのふんなど，マナーやモラルの低下による景観悪化も課題

である．霞ヶ浦・北浦流域清掃大作戦では 8,870kg，関東地方環境美化運動では 77,220kg

のごみが回収されたといい，ポイ捨てなどの被害は氷山の一角である可能性も十分考えら

れるところである． 

 

7) 緑地 

 農地は，食糧生産以外にも保水調整や生態系の保全などの機能を持っている．しかし一

旦荒廃すると，雑草の繁茂などにより病害虫の発生源や有害鳥獣の住処になる可能性があ

り，更に耕作地として回復するためには非常に大きな労力と長い年月がかかる．放棄面積

は年々減っているものの，令和元年度の調査では 308haにものぼるため，今後も対策を続

ける必要がある．農業の章で詳述するように，こうした耕作放棄地に関する対策として，

レンコンを生産するためのハス田への再利用が進められている． 

 現在は，海外の安い材木などの影響もあるためか，山林からの薪炭などの資源の利用の

減少に伴い，用材としての林業の衰退，里山との関わりの希薄化，平地林の荒廃が進んで

いる．市はこれを受け，緑整備推進事業を推進し，森林湖沼環境税を活用して，手入れの

届かない森林の整備・維持管理を図っている．しかし，衛生費に含まれる環境保全対策費

は，令和元年 2 年において約 24%減っているなど，財政的に厳しいという現状もある． 

 

8) 生態系 

 霞ケ浦や流入河川の水生植物は，水質の悪化，コンクリート護岸の整備などによって減

少し，現在は 60種類ほどが生育しているとされる．水質は良好であるとはいえず，市民

生活における快適性が低下しているとともに，健全な生態系を維持するための動植物の生

息空間が維持されていないのが現状である．霞ヶ浦では，国や県のレッドデータブックに

記載されている動植物も確認されている．内陸部の河川や沼では，メダカやタナゴなどの

魚類，タガメやホタルなどの水生昆虫，イモリなどの両生類など，郷の水辺で見られてい
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た動物類が減少している．市内の代表的な里山である，宍塚大池周辺の地区でも，国や県

のレッドデータブックに記載されている動植物が確認されている．近年の開発，農業担い

手不足による農地荒廃などにより生息環境の減少が懸念されている．農地の保全から環境

保全型農業を振興するほか，里山の管理や営農を地域で支えていく仕組みの検討も課題で

ある． 

さらに，アメリカナマズなどの外来魚は未だ多く生息し，生態系への影響が懸念されて

いる．外来生物が増加すると，農林水産業への影響が出たり，医療分野などにも生かされ

ている遺伝子資源への影響が出たりなど，波及的に悪影響が生じうる．こういった課題に

対し，アライグマやオオキンケイギクに関しては防除実施計画を策定したり，筑波山地域

ジオパークの推進をしたりしている． 

 

9) ごみ 

 土浦市のごみ排出量は，近年緩やかに減少傾向を示している．一人一日当たりの排出量

も同様に，平成 24 年度で 1,178gであったのが令和元年度では 1,003g と一貫して減少傾

向が続いている．しかしながら，一人一日当たり排出量については，依然，国や県の平均

を上回っている．平成 30年に家庭ごみ処理有料化が開始され，ごみの量は平成 30年から

令和元年にかけても減少しているが，今後もごみの削減に向けて対策を講じていく必要性

は変わらないだろう． 

リサイクル率に関しては，平成 27 年に生ごみと容器包装プラスチックの分別回収が開

始されたことを受け，平成 27 年に急増したが，その後は横ばいに推移している．市では

子ども会廃品回収や資源物の拠点回収にも取り組んでおり，このようなリサイクル推進事

業についても，今後も続けていく必要があると考えられる． 

 

10) エネルギー 

 土浦市環境保全課では，うるおいと安らぎのあるまちの創造と地球環境の保全を目的と

して，住宅用環境配慮型設備の導入に対して補助を行っている．具体的には，家庭用燃料

電池システムと定置用リチウムイオン蓄電システムが対象となっている．学校や公民館，

公園などの公共施設においても，太陽光発電の導入や明かりの LED化などが進められて

いる．また，バイオマスタウン構想に基づき，民間事業者によるメタン発酵・堆肥化施設

建設事業の支援が行われており，年間で 5,000t 近くの生ごみを回収している．さらに，夏

の省エネルギー対策に有効な緑のカーテンを一般家庭や公共施設，事業所等に普及させる

取組も行っている． 

また，土浦市立地適正化計画において，「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市

構造の構築が目標とされている．これに基づき，集約した都市を実現していくことも，都

市全体のエネルギー消費量を削減するうえで肝要といえるだろう． 

 

11) 人づくり 

 日常の死因生活や通常の事業活動が環境に負荷を与えている現状がある．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・環境学習と共通理解として情

報共有のための場づくりが重要である． 

各小中学校では，発達段階に応じて生活課・社会科・理科・家庭科などの強化や道徳・
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特別活動などの教育活動全体を通じて「環境から学ぶ」，「環境について学ぶ」，「環境のた

めに学ぶ」を視点に環境教育が行われている．特に「総合的な学習の時間」においては，

市内の自然環境や環境を守る施設等を活用しながら，児童・生徒が身近な環境問題につい

て調べていく活動を積極的に行っている．学校以外でも，子どもたちを対象とした環境教

育や，市民の生涯学習として，出前講座などによる環境教育や環境学習の機会の提供など

を行っている． 

小中学校だけでなく，一般の人に対しても環境学習の場を提供することも必要である．

また，情報共有の場としてのコミュニティ形成も有効な対策と考えられる． 

 

1.5.2 農業 

1) 農業従事者の減少・高齢化 

 年齢別の農業就業人口を図 1.5-1 に示す．どの年も 65歳以上の割合が最も多く，60～

64歳と 60 歳以上の農業就業人口の割合も毎年上昇している．一方，それ以外の世帯の割

合は毎年減少しており，高齢化が進んでいるといえる．実際，全体の平均年齢も毎年上昇

している． 

続いて，農業後継者の有無と農家数の関係を図 1.5-2に示す．これをみると，同居農業

後継者のいる農家数は毎年減少しており，農業後継者不足が深刻化していることがわか

る． 

 

土浦市全体の農業就業人口(図 1.5-3)をみても，2000 年から 2015 年までの 15年間で 3

割減少するなど，土浦市の農業就業人口は全体的に減少傾向にある．ここで，農業後継者

の有無別農家数と農業就業人口の両者とも 2005 年から 2010 年にかけて増加しているが，

これは 2006 年に新治村が土浦市に編入したことが原因として考えられる．ここまで述べ

た「農業従事者の高齢化」「農業後継者の不足」「農業就業人口の減少」といった課題か

ら，今後も農業労働力の減少が進

行するものと推測される．さら

に，コロナショックは土浦市の農

業にも少なくない影響を与えてい

る．生産者にとって，学校や飲食

店などの固定販路は，利幅は小さ

くとも安定収入を得ることのでき

る重要な要素であった．しかし，

図 1.5-2 農業就業人口の年齢構成と平均年齢 図 1.5-1 農業後継者の有無と農家数の関係(戸) 

図 1.5-3 農業就業人口の推移(人) 
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新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い休校や営業自粛が続いたことで出荷にストッ

プがかかり，多くの生産者が打撃を受けている． 

 

2) 耕作放棄地の増加 

 農業労働力の減少は耕作放棄地の増加を招いている．実際に，2000 年から 2015 年の 15

年間でその面積は 2.3 倍に増加しており(図 1.5.4)，全体として増加傾向にある．なお，図

-5において 2005 年から 2010 年にかけて耕作放棄地が急激に増加しており，これは新治

村合併の影響と考えられる点に留意されたい．耕作放棄地の増加がもたらす問題として，

まず周辺環境への影響が考えられる．例として，農地を放置することにより，雑草が生え

たり，害虫が発生したりするなどの問題が発生することが挙げられる．それだけでなく，

十分な管理が行われないために周囲の迷惑になること，或いは景観や周囲の農地へ悪影響

を及ぼす可能性も考えられる．さら

に，防災の側面からもいくつかの問題

点が挙げられる．農地には災害を防ぐ

機能があるが，耕作放棄地となって管

理されなくなると，火災時の延焼を防

ぐ効果や，雨水の貯留によって洪水の

発生を防ぐ効果など農地の持つ様々な

機能が失われてしまう．防災の観点か

らも，耕作放棄地の発生防止や解消に

努めることが求められる． 

ここまで述べた様々な問題に対して土浦市が行っている対策として，農地中間事業の活

用が推奨されている．この事業の特長のひとつとして，貸し手と借り手の双方にメリット

があり，耕作放棄地の解消そして活用に繋がるということが挙げられる．令和 2 年 9月 15

日現在，市内から 80件の応募があり，本事業は令和 3年 3 月 31 日まで今後も公募が続け

られる． 

この他にも，茨城県耕作放棄地対策協議会が主体となって，耕作放棄地再生利用緊急対

策事業が進められている．一例として，土浦市では，レンコン栽培による耕作放棄地の解

消を目的とした取り組みが行われている．土浦市ではレンコン栽培が盛んであるうえ，ハ

ウスで作成されるレンコンは高値で取引される．このためレンコン農家は耕作放棄地再生

利用交付金を利用，そして耕作放棄地を活用したレンコン栽培に関心を持っている．これ

を受け，土浦市は，平成 21年 3 月に，農家組合長に耕作放棄地再生利用緊急対策事業に

ついて説明し，組合員農家全戸に事業 PR用パンフレットを配布している．平成 22 年 8月

5 日には耕作放棄地再生利用交付金の交付が決定し，耕作放棄地の田（常名地区 24ha及び

虫掛地区 30ha計 54ha）がレンコン栽培のための再生作業により整地された．一方で，レ

ンコンの栽培が水質汚濁につながることが報告されており，環境問題との兼ね合いが求め

られているといえる． 

 

 

 

 

図 1.5-4 耕作放棄地面積の推移(ha) 
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3) 獣害 

 耕作放棄地の増加等による原因で，霞ケ浦湖畔を中心としてカルガモなどによるレンコ

ンの食害が後を絶たず，またカラスやアライグマによる果樹の被害，イノシシの被害が続

いている．市では「土浦市・かすみがうら市鳥獣被害防止計画」を作成することで，これ

らの被害を 3年でおよそ 2,000 万円削減するための取り組みを行っている．しかしながら

土浦市の獣害による被害額は県の中で

もトップクラスであり，改善に向けた

継続的な対策が必要であることはいう

までもない．また，これら被害を生み

出す外来生物等の増加は，生態系の乱

れ，鳴き声や糞など環境面へ悪影響も

及ぼすため，多方面を考慮した注意が

必要である． 

 

4) ブランディング 

 土浦市は，同市の魅力を拡散し人を呼び込むことを目的に，平成 30年度，レンコンや

その他特産物を土浦ブランドとして認定した．認定に際しては「土浦の恵みが人を結び，

まちの賑わいが土浦を豊かにする」としたうえで，1)「水と土」が育む，豊かな土浦の恵

みをみんなで食べる，愛でる．2)つくり手も，集まってきた人もともによろこび笑顔にな

る．3)土浦の魅力が多くの人に知られ，愛されていくことで，また新しいものが生み出さ

れ，発展していく．以上 3 点が選考基準とされた． 

一方，ブランディング事業の効果を計測する指標が明確でなく，プロジェクトの効果―

―すなわち，どんな判断基準を以て成功とみなすのかは明確でない．そもそも，このブラ

ンディングという施策が，本当に土浦の魅力を外部に発信する手段となり得るのかについ

ても，疑念が残る． 

 

1.5.3 防災 

1) 防災に係る予算 

 本章では，土浦市における防災の課題を記載するに先立ち，はじめに本市の防災に係る

予算について概観する． 

平成 23年度から令和 2年度までの市の予算に占める防災費の割合を図 1.5-6 に示す．平

成 24 年に割合が上昇しているのは，前年

の東日本大震災を受けて，耐震性貯水槽

整備事業や地域防災見直し事業が行われ

たためである．また，平成 28 年・29年

に割合が高くなっているのは，地域防災

対策整備事業の一環である新治地区防災

無線更新整備事業に多くの予算が割かれ

たことが要因である．その他の年は 0.05

～0.1％程度の割合で推移している． 

図 1.5-5 被害額削減目標 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

図 1.5-6 予算に占める防災費の割合の推移 
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2) 洪水 

 土浦市の地勢として，市街地の低部が標高 1.5m から 2.5m と低く，そのために市街が発

展した江戸時代以降，数年に 1 度の頻度で水害が発生している．その主な原因は霞ヶ浦か

らの逆流とされる．昭和 13年の洪水では，桜川低地が全面浸水し，当時の土浦町全体で

死者・行方不明者 6，住家全壊 10，半壊 51，浸水 4,850 と甚大な被害となった．また，こ

の災害の被災戸数及び被災人員は全体の 95％にまで及んだという． 

以上の災害を踏まえ，桜川では，河川改修が行われ，河口から 10㎞の区間で築堤が完

了している．しかしながら，土浦市街地は依然として洪水の危険にさらされているといえ

る．図 1.5-7に示したのは，市が公開

する洪水ハザードマップである．土浦

駅周辺の中心市街地は 0.5m～3m未満

の浸水想定区域になっている．また，

土浦消防本部土浦消防署や土浦警察署

が 3m～5m未満の浸水想定地域内に位

置しており，水害の際，市民を守るた

めに機能できるのかという不安も拭え

ない．ここで，国土交通省の防災情報

を見ると，0.5m 以上の浸水で床上浸

水，2.0～5.0m の浸水で 2 階の軒下ま

で浸水するという想定となっている．

すなわち，多くのエリアで床上浸水以

上の建物被害が発生し得るといえる．さらに市が指定している避難所までの距離が遠い地

域もあり，例えば土浦市役所から最寄りの避難所である土浦第二中学校までは徒歩で約 32

分かかると予想される．土浦駅周辺の中心市街地には，人口や都市機能が集中しているた

め，水害への対策は肝要といえる． 

 

3) 土砂災害 

 土浦市土砂災害避難地図を見ると，土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域が多く存

在している．それらの区域は，森林部のみならず，茨城県道 123 号や 199 号，国道 354 号

といった，ある程度の交通量が予想される市街地道路の沿線にも存在する．これらのエリ

アで土砂災害が発生した場合，人命が危険にさらされるだけでなく，交通網の麻痺の可能

性も考えられる．また，小野・大志戸・永井地区も土石流の土砂災害警戒区域に指定され

ているが，近隣に避難所がなく，有事の際に素早い避難が難しい状況となっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.5-7 土浦市の洪水ハザードマップ 
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4) 液状化 

 図 1.5-8 に示したのは，土浦市の液状化危険度マップである．土浦駅周辺の中心市街地

の大部分は「液状化の可能性が極めて大きい」エリアに指定され，その他桜川周辺地域が

「液状化の可能性が大きい」エリアに

指定されている．桜川の東側は，水田

を埋め立てて造成した柔らかい地盤で

あるため，液状化の影響を受けやすく

なっていることが原因だと考えられ

る．実際に，2011 年の東日本大震災

では，桜川等の低地で液状化が発生し

た．また，洪水ハザード同様に，消防

署や市役所が液状化の可能性が極めて

大きいエリアに位置していることも問

題であると考えられる． 

 

5) 道路の冠水 

 土浦市公式ホームページには，道路の冠水の恐れがある地点として 14 か所が指定され

ている．例えば，大畑地内北インターチェンジは交通の主要な地点であるが，豪雨時には

90センチ程度の冠水を記録した．また，川口立体道は土浦駅周辺の道路であり，一定の交

通量が予想されるが，過去に 40，50センチの冠水を記録し，豪雨時には通行が困難にな

ってしまうことが考えられる． 

 

6) 建物の耐震化 

 表に示したのは，平成 20年に制定された土浦市耐震改修促進計画と，平成 28 年に改訂

された土浦市耐震改修促進計画に基づく市内の建物の耐震化率の現状と目標である． 

 特定建築物は病院やホテルなどの多くの人が集まる建築物を意味し，市有建築物全体は

公立学校や市営住宅，図書館などを意味する．平成 27 年までの耐震化率の目標は，平成

27年時点で住宅と特定建築物の 2項目において達成できていない(図 1.5-9)．また，住宅

の耐震化については，共同住宅・長屋

建て住宅の耐震化は全体の 97％が完了

しており，計画は順調に進んでいる．

一方で，一戸建て住宅の耐震化が進ん

でおらず，コロナウイルスの影響で自

宅勤務などが普及する状況で地震の被

害を受ける危険性が高まっている．さ

らに，特定建築物の中では，病院・診

療所の耐震化の遅れが顕著になってい

る．病院には，地震などの災害時にお

ける速やかな避難が困難な人々も多数

いると考えられ，今後の早急な耐震化

が求められる．  

図 1.5-8 土浦市の液状化危険度マップ 

図 1.5-9 耐震化の比較 

0 20 40 60 80 100

過去の目標耐震化率（平成27

年）

現状耐震化率（平成27年）

目標耐震化率（平成32年）

市有建築物全体 特定建築物 住宅
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7) 誘導地域と浸水地域の重複 

 土浦市では立地適正化計画を作成しており，集約型都市構造の実現のため，都市機能誘

導区域及び居住誘導区域を定めている．一方，国土交通省の地点別浸水シミュレーション

検索システム(浸水ナビ)によると，当該誘導地域と浸水想定区域が重複している(図 1.5-

10)．誘導地域と浸水想定区域が重複する地域は全国にいくつもあり，そのような地域に

対して国土交通省「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会が行ったヒアリング

では，「ハザードエリアに既成市街地が多く存在し，誘導区域から除外すると，まちが成

立しなくなる」などのような意見が寄せられた．これを受けて，都市開発と水害対策の連

携不十分を回避するために，避難施設などを設置する建築物への容積率の緩和や周辺地域

に避難タワーや避難路整備の推進などを行う案が公開されている(図 1.5-11)．したがっ

て，まちづくりと水害リスク低減の両立が困難であることが問題点として挙げられる． 

 

8) 避難所収容数の超過 

土浦市の地域防災計画によると，M7.5 規模の茨城県南部地震発生時の想定最大避難者

数は 11,00 人であり，これを市の指定避難所数 27 で除した数はおおよそ 400 人である．

これは，単純計算で一つの避難所で受け入れなければならない数にあたる．しかし，現在

の状況では避難所内における三密回避のため，避難者同士のソーシャルディスタンス確保

を行った場合，この数を達成できるとは限らない．また，図 1.5-12 に示したのは，土浦市

の人口集中地区(DID)と指定避難所 500m 圏である．大規模地震等で，住民が図中の丸で

図 1.5-11 誘導区域と浸水想定区域 

建築物の種類 総数(平成27年)
過去の目標耐震化率

(平成27年まで)
現状耐震化率
(平成27年)

目標耐震化率
(平成32年まで)

住宅 59715 90% 85% 95%
特定建築物 511 90% 81% 95%

市有建築物全体 774 70% 80% 95%

表 1.5-1 土浦市の建物の耐震化率の現状と目標 

図 1.5-10 都市開発と水害対策の両立に向けた案 



67 

 

囲んだ地域の住民が近隣の避難所に避難し

た場合，図中の丸で囲んだ地域で，「逃げ遅

れ」，「避難所収容数の超過」が発生する危

険性がある． 

 ところで，令和 2 年 9月に発生した台風

10号によって被害を受けた地域に対して国

土交通省が実施したアンケートでは，43％

の自治体が避難所収容数の「超過あり」と

回答している．また，「超過あり」と回答し

た自治体のうち，86の自治体が「三密回避

による避難所収容数減少」，94 に自治体が

「従来規模以上の台風であったこと」を原

因としており，大規模災害時の避難人数超

過は起こりうる問題であるといえる．ま

た，同アンケート内で「ホテル・旅館への

自主避難」や「アプリ等で情報発信した自

治体が少なかった」などの問題が提示され

ており，他機関との連携についても課題を

抱えていることがわかった． 

 

9) 空き家 

土浦市の空き家等対策計画においては，土浦市の空き家管理状況は 67％が「管理不全」

の状態になっており，このような空き家は「放火・たばこの不始末による出火」，「コミュ

ニティ縮小による地域防災力低下」，「景観及び住環境の悪化」などの問題を引き起こす．

したがって，空き家問題は防災，防犯，環境などといった様々な分野にとっての課題とし

て認識する必要がある． 

 

1.5.4 まとめ 

本報告では，土浦市における環境・農業・防災の各分野に関する課題を網羅的に記述した．

なお，記述に際しては，各分野の章ごとにまとめているが，各分野の課題の中には，他分野

における課題と相互に関連するものもみられた．市が耕作放棄地の活用のため，その栽培を

促進するレンコンの栽培が霞ケ浦の水質汚濁に繋がるというトレード・オフの関係は，この

代表例といえる．さらに，本報告では対象ではない分野と関連する課題も存在するであろう

ことはいうまでもない．今後，土浦市が新たにマスタープランを作成するに当たり，いま述

べたような相互に関連し合った課題を俯瞰する必要性が，改めて導かれたといえよう． 

  

図 1.5-12 市内の人口集中地区(DID)と指定

避難所 500ｍ圏 
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1.6 公共施設・インフラアセットマネジメント 

1.6.1 公共施設 

1) 公共施設全体 

【はじめに】 

今回公共施設再編・インフラアセットマネジメントの課題整理に際して、対象とした公共

施設は『土浦市公共施設等総合管理計画』に従ったものとした。 

 

【公共施設全体の課題】 

前述した『土浦市公共施設等総合管理計画』における土浦市公共施設全体の課題として、

将来的な投資的経費の財源不足が挙げられている。発行された時点において土浦市におけ

る公共施設をそのまま維持した場合、将来的にかかる経費の平均額は 50.4 億円であると試

算されるが、発行年の直近の 5 年間の平均投資経費は 16.6 億円となっているため、現状比

較すると年間で 33.9 億円不足していることが指摘されている。 

そのような事態を受けて、土浦市は『土浦市公共施設等総合管理計画』の中で公共施設等管

理の基本方針を示しており、その内容は以下の 3 つとなっている。 

(1) 施設保有量の削減 

(2) 長寿命化の促進 

(3) 施設配置の適正化・民間活力の活用 

(1)では40年後の公共施設の施設総量を現在の30%削減を行い、費用の軽減を測っている。

(3)では市民の居住地域に対応した施設再配置を行い配置の適正化を打ち出している。また

PPP や PFI といった公民連携で公共事業を行うことで民間の事業ノウハウを利用した効率

の良い業務を行う指針である。 

 

【多くの施設が抱える共通課題】 

(1) 老朽化：築年数が 40年を超えると、外壁の剥落や鉄筋の露出、漏水など、建物のハー

ド面の問題が生じる可能性がある。また維持管理費及び改修更新費の過多が懸念され

る。 

(2) 利用率の低下：維持管理・運営は税金によって賄われているが、利用率が低いというこ

とは投入された金額に見合う利活用が十分でないことの現れである。 

(3) 廃止施設の跡地利用：施設が利用されないまま放置されると、防災性の低下、防犯性の

低下、ごみの不法投棄、衛生の悪化・悪臭の発生、風景・景観の悪化などの悪影響を及

ぼす可能性がある。したがって適切な利活用や取り壊しなどの措置が求められる。 
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2) コミュニティ・文化施設 

【対象施設】 

◼ 文化施設 

◼ 生涯学習施設 

◼ スポーツ施設 

◼ 観光交流施設 

この中でも特に我々は文化施設・生涯学習施設に焦点を当て

て課題を整理した。 

 

【現状・課題】 

<課題 1>施設の老朽化 

文化施設・生涯学習施設の課題として施設の老朽化が進ん

でいることが挙げられる。右表は当該施設の一覧であるが、

多くの施設が築後 30 年間以上を経過しており、今後一斉に

改修が必要になる可能性があることから利用者に合わせた

集約化や長寿命化といった適切な対応が求められる。また旧

耐震基準で建設されたものの、耐震診断を未実施のもの・耐

震診断を実施したものの改修が未実施のものが複数存在す

ることが資料から読み取られ、施設の安全上の問題であるこ

とから早急な対応が求められる。 

<課題 2>用途が類似する大規模文化施設 

土浦駅周辺には亀城プラザ・市民会館と 2 つの大規模文化

施設が存在しており、それぞれ市民の活躍の場として使用さ

れている。しかし両施設とも大ホールや会議室、和室などを

備えており、用途が類似しているためか、共に施設稼働率は

低くなっている。そのため『土浦市公共施設等総合管理計画』

では今年行われた市民会館の改築にあわせて統廃合を検討

するとあるが、昨年度の公共施設再編・インフラアセット

マネジメント班のヒアリング結果によると市は両者の統合

は考えていないとの回答を受けたようだ。今後亀城プラザ

の老朽化が見込まれ、かつ財政上公共施設の運営コストの

削減が求められている中両施設を並行して運用していくこ

とには疑問の余地が残る。 

 

 

 

図 1.6-1 文化施設・生涯学習施設の立地 

表 1.6-1 文化施設・生涯学習施設の築年数 

図 1.6-2 土浦駅周辺の文化・生涯学習施設 
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3) 保健・福祉施設 

【対象施設】 

◼ 保健施設 

◼ 社会福祉説 

◼ 高齢者福祉施設 

◼ 障害福祉施設 

 

【現状・課題】 

<課題 1>施設の老朽化 

保健・福祉施設においても一部施設において老朽化が進行している。築 39 年の老人福祉

センター「湖畔荘」では大規模改修の予算案が作成されたが、他の用途施設も老朽化してお

り当施設改修の優先度が低かったために採択されなかった。保健・福祉施設は他の用途施設

と比較し優先度が低くなかなか改善されていないのが現状である。現況で建替などが必要

な公共施設 5施設の 1 つに療育指定センターが指定されている為、いち早く当施設の建替・

改修等を行う必要があると考えられる。 

<課題 2>一部高齢福祉施設の利用者減少 

平成 26年から平成 28年の一部高齢者福祉施設の利用者数に減少が見られる(老人福祉セ

ンター「うらら」「うわぶき」)。この理由として、民間で同様の高齢者福祉サービス施設の

展開が考えられる。公共の高齢福祉サービスの質に満足できず民間サービスへ流入してい

る可能性も考えられる。とはいえ、土浦市の高齢化率は年々上昇しており、2020 年度デー

タでは 28.84%となっており、今後公共施設としての高齢福祉施設の需要が高まると予想さ

れる。社会福祉施設・高齢化福祉施設は指定者管理者制度により管理・運営されている。『土

浦市公共施設総合管理計画』では老朽化している施設において改修や統廃合も視野に入れ

た検討が必要であると記載されているが、高齢化が加速し、施設の場所が分散している中で、

統廃合はあまり適切な策ではないのではないかと考えられる。民間企業が行う高齢福祉サ

ービス業との連携やサービスの質の向上を行い、公共の老人福祉施設を維持すべきだろう。 

 

4) 住宅施設 

【現状・課題】 

市営住宅の老朽化が著しい。土浦市が運営している市営住宅のうち、50%が築 40年を超

えている。老朽化施設が増加することが予想されるため、効率的な施設の改修・更新が必要

である。そのため、住民の不満やニーズを把握し、改修水準を定量化することが求められる。 

 

【土浦市の対策】 

 特に老朽化が著しいのは、市営板谷第一住宅、市営板谷第二住宅、市営常名第三住宅、市

営竹の入第二住宅、市営下坂田住宅の木造住棟であり、現在、募集停止している。募集停止
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している住戸の除却を進めるとともに、老朽化が進んでいる住棟については、安全性の確保

や効率的な施設の改修・更新を図っている。管理運営について、指定管理者制度等の民間活

力導入を検討している。 

 

5) 子育て支援施設 

【対象施設】 

◼ 幼稚園 

◼ 保育所 

◼ 児童館 

◼ 児童クラブ 

この中でも特に我々は幼稚園・保育所に焦点を当てて

課題を整理した。 

 

【現状・課題】 

 土浦市の公立幼稚園・保育所では、施設や固定遊具

の老朽化・保育ニーズの多様化による児童数の減少、

アレルギーや障害などの加配が必要な児童への対応

の必要性などから、運営コストや施設の維持管理費用

が大きくなっている。児童一人当たりの市の負担額は公立が私立を 5 万円上回っている状

態である。公立幼稚園・保育所では入所児童が少なく定員割れを起こしていることに加え、

私立幼稚園・保育園では定員を増やし高い入所率を保っている。これらの事態を踏まえ、土

浦市では全公立幼稚園・保育所の廃止に向けて『土浦市立幼稚園の再編計画』及び『公立保

育所民間活力導入実施計画』を策定した。廃止や民営化、私立・認定こども園・地域型保育

事業などに市の幼児教育・保育事業を託すことによって問題解決を図ろうとしている。 

<課題 1>廃止幼稚園の跡地の活用 

 廃止された公立幼稚園の跡地の活用が課題となっている。『土浦市立幼稚園の再編計画』

に伴って平成 30年度末に廃止済みの幼稚園 3 園の跡地利活用事業を公募していたが、その

うち都和幼稚園については買手がついておらず放置されている。また令和 2 年度末に廃止

される新治幼稚園と令和 3 年度末に廃止される土浦幼稚園については未だ跡地の活用の方

針が示されていない状況である。 

<課題 2>民営化の難航 

 『土浦市公立保育所民間活力導入実施計画』により全公立保育所の民間への移管が決定し

ている。当初は平成 28 年度～令和 2 年度の前期計画で 6 所、令和 3 年度～令和 7 年度の後

期計画で 4 所の移管を計画していたが、現状として前期計画で 4 所のみの決定にとどまっ

ている。1所は後期計画での移管が決定しているが、もう 1所に関しては検討中の段階であ

る。後期計画に含まれる 4 所も検討中である。市の負担を減らすために民営化を推進して

図 1.6-3 土浦市の幼年人口メッシュ 

及び幼児教育・保育施設の分類別立地 
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いるが、担い手がつかず民営化が難航している。 

<課題 3>おおつ野地区の施設不足 

 土浦市全体でみると幼年人口は減少しているが、宅地開発によって人口が増加している

おおつ野地区(図 1.6-3 の紫色囲内)では幼年人口も増加している。しかし現状としておおつ

野地区にある幼児教育・保育施設は地域型保育事業 1所のみであり、4-5 歳児を対象とした

施設は立地していない。おおつ野地区では更なる幼年人口の増加が予想され、地区内の幼児

教育・保育施設整備への需要が高まると予想される。 

 

6) 学校教育施設 

【対象施設】 

◼ 小学校 

◼ 中学校 

◼ 義務教育学校 

 

【現状・課題】 

 土浦市では児童・生徒数の著しい減少により、小中学校の統廃合が進んでいる。平成 26

年度には宍塚小学校が土浦小学校と統合、平

成 30 年度には藤沢小学校・斗利出小学校・

山ノ荘小学校・新治中学校が統合されて新治

学園義務教育学校設立、令和 2 年度には上

大津西小学校が菅谷小学校と統合された。 

<課題 1>小規模学校の存在 

 文科省が学校教育施設における標準学級

数を設定している。統廃合後もそれに満たな

い学校が存在している。菅谷小学校、都和南

小学校、右籾小学校、上大津東小学校が該当

する。上大津東小学校についてはおおつ野地区の

開発により今後児童数も増加すると考えられる

が、他小学校についてはさらなる統廃合の検討の

必要がある。 

<課題 2>学区の拡大 

統廃合により学区が拡大している。これにより

学区が不整形となり、最寄りの学校と学区が異な

ったり、通学時の安全確保が難しくなったりする。

最大の学区域を持つ新治学園義務教育学校では学

校までの直線距離がおおむね 2km 以上となる児

図 1.6-4 学校教育施設の普通学級数 

図 1.6-5 小学校区(色付きは統合後) 



73 

 

童生徒約 200 名を対象に、4 ルートでの無料スクールバスを運行している。このような通学

支援が各学校で必要となると考えられる。 

<課題 3>廃止校舎の跡地の活用 

 廃止された校舎の跡地利用についての方針が示されていないものが多い。旧宍塚小学校

校舎は改修を行って土浦市教育相談所を移転し、体育館やグラウンドは市民に開放してい

る。しかしすべての廃校舎がこのような利用ができるとは限らず、既に廃校となっている 4

校については早急な対応が求められる。また今後統廃合の可能性がある学校については、老

朽化対策の改修工事と統廃合のタイミングの兼ね合いも課題になると考えられる。 

 

7) 行政施設 

【対象施設】 

◼ 庁舎等 

◼ その他行政施設 

 

【現状・課題】 

<課題 1>施設の老朽化 

多くの施設が老朽化している。行政施設 20 施設(公共施設跡地を除く)のうち築 30 年以

上経過している施設は 10施設に及び、耐震化改修未実施施設も多数存在している。庁舎は

災害時の拠点となることから耐震性や安全性が懸念される為、優先的な改修が必要である

と考えられる。 

<課題 2>公共施設跡地の活用 

土浦市では行政施設の移設に伴い旧市役所

本庁舎・旧消防本部庁舎など多くの公共施設

跡地を活用できておらず放置されている。こ

れにより跡地周辺の治安悪化や維持管理費の

圧迫などが懸念される。 

<課題 3>上大津支所の利用率が低い 

平成 21 年の土浦市支所における年間窓口

取引件数(図 1.6-6)をみると、上大津支所は他

の支所を比較して取引件数が著しく低いこと

がわかる。そして、年間窓口 1 件あたりのコ

スト(図 1.6-7)は上大津支所が他の支所と比

較して著しく高く、利用率の低い支所の運営

は人件費や建物の維持管理など、様々な面で

非効率的であると言える。但し、このデータ

は平成 21 年のデータと古く現在でもこの状

図 1.6-6 各支所の年間窓口取引件数(H21) 

図 1.6-7 各支所の年間窓口 1 件当たりのコスト(H21) 
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況が継続しているとは考えにくく、土浦協同病院に合わせて整備されている「おおつの地区」

が開発により上大津の取引件数が増加している可能性がある。いずれにせよ、人口減少など

により窓口業務の非効率な運営体制は大きな課題である。 

 

【土浦市の対策】 

<課題 1、課題 2 に対する土浦市の対策>  

施設の老朽化・公共施設跡地の対策として、土浦市は平成 27年に、用途廃止が決定した

本庁舎・高津庁舎・中央出張所・消防本部庁舎・新治庁舎・宍塚小学校の 6 つの公共施設跡

地の利活用方針について纏めた『公共施設跡地利活用方針』を作成した。また、土浦市は老

朽化していた給食センターの統廃合・新設を行なった。かつて土浦市に 2 つの学校給食セ

ンターが立地していたが、両施設共に築 40 年以上と老朽化が進んでいた。そこで、2 つの

学校給食センターを 1 つに統合し、旧新治庁舎跡地に新しく学校給食センターが整備され

た。令和 2 年 9 月 1 日より、新しい給食センターで調理した給食の提供を開始している。

このように、利用状況や立地・老朽化に応じて統廃合・集約化し、適切な公共施設跡地利用

と老朽化の改修が課題である。但し、統廃合し新たな場所に施設を整備する場合、旧施設の

跡地活用をどのようにするか検討しなければならない。 

 

8) 消防施設 

【現状・課題】 

消防施設は、消防署等 6施設(消防署・出張所・分署)

と分団車庫 38 施設で構成されている。消防施設の抱

える課題として、偏った分団車庫の立地が挙げられる。

分団車庫が新治地区に集中しており、神立地区には少

ないことがわかる。神立は管轄範囲が広いことから、

適切な配置検討が必要であると考える。 

 

9) 交通施設 

【対象施設】 

◼ 駐車場 

◼ 駐輪場 

うち駐車場 4 施設、駐輪場 7 施設(原付自転車専用施設を 1 つ含む)は土浦駅周辺に立地し

ている。 

 

【現状・課題】 

<課題 1>立体駐車場の稼働率が低い 

立体駐車場において、特に駅東の築年数が経過し稼働率が低い。令和 2年現在の駅東、駅

図 1.6-8 消防施設の立地 
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西の築年数はそれぞれ 29年、23 年である。収容可能台数は 1200 台、500 台であるが、平

成 28 年現在の稼働率は 20％程度、60％程度である。立体駐車場は安全性を保つため、平面

駐車場と比較して点検費等の維持管理費が高い。維持管理費が高いにもかかわらず収益が

小さい施設は市の財政を圧迫する。そのため、今後何らかの維持管理費を減らす対策が求め

られる。 

<課題 2>既存施設を有効活用できていない 

駐輪場は土浦駅東口の第 1、第 2 自転車駐車場、土浦駅西口の第 1、第 2 自転車駐車場

がそれぞれ隣接している。土浦駅周辺の駐輪場のうち東口第 1、西口第 2 の利用率が低い。

隣り合う駐輪場のうち、収容台数が多い方の駐輪場は何らかの理由により有効活用されて

いない。原因として、東口第 1 は東口第 2 の奥にあり、道も狭くてアクセスしづらいこと

が考えられる。西口第 2 は定期利用のみで屋上は閉鎖中であることが考えられる。土浦市

は近年自転車まちづくりを推進するも、民間を含めた駐輪場の収容可能台数に十分な空き

があることから、市営駐輪場の必要性を再考し、再編や廃止の検討が求められる。また、市

民が駐輪場を利用しやすいように周辺環境の整備、ニーズに合わせた利用形態の変更等が

求められる。 

 

10) 広場・公園施設 

【対象施設】 

◼ 運動広場 

◼ 都市公園 

◼ 街区公園 

 

【現状と課題】  

平成 24年に市民アンケートを実施したところ、公園に対する市民の満足度が低いことが

明らかになった。公園・緑地の整備は、いずれの規模についても不満であるとの回答が半数

を占めている。設備や植栽などを不満に思う人が多いという結果になった。アフターコロナ

の社会では公園の価値が再認識されているため、市民の公園に対するニーズを捉え今後の

運営方針の整備をしていくことが求められるだろう。 

 

【土浦市の対策】 

市民アンケートによって明らかになった課題の対策として、土浦市は市民による公園維

図 1.6-9 駐輪場別の利用率 図 1.6-10  立体駐車場の稼働率の推移 
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持管理制度である『土浦市公園里親制度』を導入した。本制度は都市公園、街区公園に加え、

小規模な公園も対象となっている。 

 

1.6.2 インフラ 

1) インフラ全体 

【現状・課題】 

全体の課題として、維持管理費用不足が挙げられる。現在、土浦市のインフラ施設全体に

対する投資的経費は平成 22 年～平成 26 年の平均で 42.9 億円/年であり、これらを今後 40

年間維持管理していくためには平均で 74.8億円/年必要であると試算されている。人口減少

により財政が厳しくなるなかで、市民の生活に必要不可欠な道路、橋梁、上下水道、民間管

理インフラなどの効率的な管理の取り組みの推進が必要である。 

 

【土浦市の対策】 

土浦市ではインフラ施設の維持管理に際し、以下の 3つの目標を掲げている。 

(1) 施設量最適化の推進 財政負担と人口規模、効率的なサービス提供の観点を踏まえ、市

民生活における重要性及び道路・橋梁、上下水道の特性を考慮し、中長期的な管理の視

点に基づく、それぞれの整備計画等に則した施設の最適化を図る。  

(2) 長寿命化の推進 施設の管理にあたっては、多種多様な施設があることを踏まえ、各施

設の特性に合わせて予防保全型や事後保全型等の手法を選択する。 また、予防保全型

維持管理により更新等の費用を把握し、必要な対策を計画的に実施することで維持管

理コストの縮減を図るとともに、短期的に財政負担が集中しないよう、コストを平準化

する。 

(3) 適切な施設配置と民間活力の活用市民生活の基盤であり災害時のライフラインとして

確保するとともに、居住地域に対応した施設配置を図る。さらなるサービス向上を目指

し、民間企業の持つノウハウや資金の積極的な導入を検討する。 

 

2) 道路・橋梁 

【現状・課題】 

 道路では 1億円/年、橋梁では 3.1 億円/年の維持管理費用が不足している。高度経済成長

や自動車交通の発達を背景として整備された施設が多いため、今後ランニングコスト増大

の可能性がある。したがって、計画的な維持管理や機能更新による、効果的・効率的な管理

の取組みを進めることが必要になる。 

 

【土浦の対策】 

(1) 適切な施設配置 

インフラ施設の整備にあたっては、社会情勢やニーズ(防災対応、バリアフリー、環境
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への配慮など)を的確に捉え、かつ財政状況を考慮し、中長期的視点から必要な施設の

整備を計画的に行う。 整備や更新時には、長期にわたり維持管理がしやすい施設とす

ることで、経済性と合理性を追求する。  

(2) 民間活力を生かした管理・運営サービス向上の推進 

研究機関や企業との連携を強化し、新技術や新制度を取り入れ、効率的な維持管理を可

能にする。また PPP/PFI などの手法を用いて民間活力を施設整備や管理に導入すると

ともに、包括的な民間委託発注などの効率的な契約方法の検討を行う。 

 

3) 上水道・下水道 

【現状・課題】 

 老朽化が著しいため、今後維持管理費が不足することが見込まれる。現状ではやや黒字で

あるが、今後は住民が減少することが見込まれるため、厳しい財政状況が見込まれる。それ

ゆえ水道料金値上げの必要性があると考えられるが、住民に課題等を説明する「水道ビジョ

ン」が未策定である。 

 

【土浦市の対策】 

土浦市公共施設等総合管理計画によると、「中長期的な管理の視点に基づく、それぞれの整

備計画等に則した施設総量の維持や事業コストの削減を図ります」としており、事業規模の

縮小をすることはせずに、コストを削減していく努力をすることにしているようである。た

だし、「令和元年度土浦市水道事業会計決算審査意見書」によると、「健全な財政状況である」

としているものの、「将来的には経営環境が厳しいものになる」と指摘している。土浦市も

この指摘を受けて、将来の厳しさについては自覚しているものと推測される。 

 

【指摘】 

 土浦市は、課題自体は認識している可能性が高いものの、それに伴った対策がなされてい

ないように考えられる。財政が「厳しい」、「事業コストの削減」とは言っているものの、「総

施設量の維持」を掲げるのは両立できることなのだろうか。一般に、施設を減らさないなら

コストは削減できないと考えられるが、土浦市ではどのように施設の維持とコストの削減

を両立するのかの具体的な策の指摘が薄く、計画を上手く立て切れていない状況である。 

 

4) 給排水・処理施設 

【現状・課題】 

老朽化が進む施設が多々ある中で、財源が不足している。 

 

【土浦市の対策】 

 民間活力を生かしてサービスを維持する方向に転換しようとしている。また、超寿命化を
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進めようとしている。 

 

【指摘】 

 民間活力が現状で活かせているのか、今後活かせているのかについては疑問が残る。もし、

そのような事例があるとするのなら、計画の根拠として積極的に計画に書き込むべきであ

るので、情報発信に問題があるといえる。またもしそのような事例がないのなら具体的な計

画ができていないのに、曖昧な憶測で計画を立てている甘さに問題があるといえよう。 

 一方、超寿命化も進めていくようだが、これは今ある施設を何とか今後も使えるように補

修していくものであって恒久的に使えるものではなく、その場しのぎのような対策になっ

てしまっている。今後も持続可能な、より具体的な施策を考えるべきであるといえる。 

 

5) 民間管理インフラ 

【現状・課題】 

土浦市の公共施設等管理計画に表記のない電気ガス通信事業は市ではなく民間企業が管

理をする形となっている電気事業は東京電力、ガス事業は東部ガスが都市ガスを担当し民

間各社がプロパンガスを事業としている。情報通信事業は土浦ケーブルテレビそして NTT

が担当している状況である。 

これらのインフラは日常に欠かせないものであり、災害に対して強固なインフラを築く

ことは必要不可欠である。土浦市もその重要性から都市マスにてライフラインの強化を打

ち出しているが、そのためには民間企業との綿密な連携が課題となるだろう。また通信情報

サービスを充実させ、地域間の情報格差を縮小することを都市計画マスタープランでは打

ち出しているが、具体的な施策は示されておらず普及の現状も不明となっている。 

 

1.6.3 まとめ 

 土浦市では、少子高齢化や利用者の減少、施設の老朽化などの現象から引き起こされる

様々な課題に対して、施設の統廃合や改修・更新、跡地の利活用や立地適正化、官民連携な

どの検討を行っている。しかし、すべてを実行するためには財源が不足していること、人手

が不足していること、計画が不十分であることが明らかである。したがって対策に適切な優

先順位付けをすること、市民に課題の理解を深めてもらうための説明、民間とのさらなる連

携を図っていくことが、今後の全体の課題になるだろう。 
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第2章  全体構想 

2.1 コンセプト 

土浦市の現状を見ると、今後人口が減少し、財源も不足していくことが予想される。 

 

図 2.1-1 人口推計 

 

図 2.1-2 年度末基金残高 

この状況を打破するためには、「にぎわい」、「便利」、「安心」を維持していくことが重要

だと私たちは考えた。それに伴い、まだ活用しきれていない土浦の資産、魅力を活かす、す

なわち土浦の「意地を見せる」ことで、まちを維持することを目指す。そこで、一つ一つの

取り組みを Izi(いじ) Project と題し、以下で提案していく。 
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図 2.1-3 構想スキーム 
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第3章  地区別構想 

 

3.1 北部地区 

若い力が集結している同地区の力を活かし、「デジタルの発信地」を目指す。 

3.2 新治地区 

高齢者が多い同地区の住民の移動手段をなくさないようサポートしていく、「高齢者サポ

ート地区」を目指す。 

3.3 中部地区 

土浦駅を擁する市の中心地の役目を果たせるような「にぎわう中心市街地」を目指す。 

3.4 南部地区 

霞ヶ浦総合公園や荒川沖駅前に大きなフットサル場を有する南部地区の機能を強化し、

「健康な地区」を目指す。 

  

図 3.1-1 地区別構想 
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第4章  提案 

4.1 Izi Project 

私たちが行う提案は以下の通りである。 

 

図 4.1-1 地区別提案 
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4.2 Izi Project #1 空き家活用 

4.2.1 背景 

土浦市では今後人口の変化に伴い空き家数が増加していくことが予想されている。図 4.1-

1 は、2010 年から 2015 年の土浦市の人口を基に、2015 年から 2035 年までの土浦市の空

き家増加数を推定し、GIS で表したものである。 

 

図 4.2-1 空き家増加数 

土浦市は今後さらに空き家が増加していくことがわかるが、空き家は環境や防犯面など

に負の影響を与えるため、現在の段階から上手く活用していくことが重要である。そこで私

たちは空き家活用の提案を行い、「空き家」の意地を見せ、「安心」と「にぎわい」を維持す

ることを目指す。 

 

4.2.2 概要 

 今回私たちは、空き家活用に関して 2 つの提案を行う。1 つ目が居住誘導区域内で行う

「DIY 移住プロジェクト」、2 つ目が居住誘導区域外、特に新治地区で行う「ワーケーショ

ン」である。 

1) DIY移住プロジェクト 

 DIY 移住プロジェクトとは、移住体験を通して土浦を知ってもらい、その後本格的に移

住をしてもらうものである。この際、移住先に使用する完成度 90%住宅とは、床や壁の仕

上げがなされておらず DIY で自分好みの住宅にできるというものである。メリットとして、

注文住宅より安く自分好みの家を建てられるという点が挙げられる。 
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図 4.2-2 完成度 90%住宅 

 本提案の背景は大きく 3 つある。1 つ目が図 4.1-3 のように東京在住者の約半数が地方移

住へ関心を示していることである。 

 

図 4.2-3 地方移住への関心 

 2つ目が図 4.2-4 のように DIY の社会的流行がコロナ禍のおうち時間によりさらに加速

されたことである。 

 

図 4.2-4 DIY への関心 

 3つ目が土浦市はジョイフル本田の発祥の地であることである。ジョイフル本田では

DIYセミナーが行われており、このような地元企業と連携することも視野に入れている。 

 本提案の具体的な流れは以下のとおりである。まず、現状で行政が空き家を把握しきれ

ていない問題があるため、民間企業に空き家情報の調査を委託する。市が空き家を把握し

た後は所有者に連絡をし、活用の意思がある所有者には空き家バンクに登録してもらう。

空き家バンクの中から移住者が住みたい物件を決定したら、市が全額負担で 90%リノベー
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ションを行う。その後、移住者は移住体験を経て移住をし、住みながら DIY を進める。所

有者は移住者からの収入によりリノベーション費用の 8 割を土浦市に返金をしていく。所

有者は 8割負担で、かつ収入が入ってきてからの後払いにすることで、空き家活用へのハ

ードルを下げることができると考えた。ここで、私たちは空き家活用株式会社様にヒアリ

ングをし、実際に官民連携で空き家対策を行っている自治体が既にあり、空き家対策に前

向きな自治体とは連携できるとおっしゃっていた。 

 

図 4.2-5 DIY 移住プロジェクトの流れ 

 

2) ワーケーション 

 ワーケーションとは、自宅以外の場所でリモートワークを行うもので、ワークとバケー

ションを掛け合わせた造語であり、環境省や観光庁も推進している。私たちが新治へワー

ケーションを誘致する背景として、以下の点を挙げる。20.30 代の約半数がワーケーショ

ンへ興味を示している点、その約 6 割がワーケーションの地としてのどかな田舎町、3泊

以下を希望している点である。つまり、都心からアクセスが良い自然豊かなまちにおける

ワーケーションの需要が高いと言える。そこで私たちは、東京や品川から常磐線一本で行

ける土浦、特に自然豊かな新治にワーケーションを誘致しようと考えた。 
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図 4.2-6 ワーケーションへの関心 

 

図 4.2-7 ワーケーション実施の希望地 

 

図 4.2-8 ワーケーションの希望日数 

 本提案の具体的な流れは以下の通りである。民間からの空き家情報の提供、所有者への

連絡までは、前述の移住プロジェクトと同じで、その後土浦市がワーケーション運営企業

を募集し、全額負担でリノベーションを行う。民間企業がワーケーションを運営していく

中で、空き家所有者は収入より市にリノベーション費用の 8 割を返金していく。 
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図 4.2-9 ワーケーションの流れ 

 

4.2.3 費用 

 部分的リノベーションは数十万～500 万円以内、総合的リノベーションは 500～2000 万

円と試算される。 

 

4.2.4 効果 

 私たちは以上 2つの提案により、空き家の活用を進めていく。効果として、空き家問題解

消による環境・防犯面の改善、移住者や土浦市関係人口・観光客の増加、まちへの経済効果

が挙げられる。また、DIY に際して地元企業ジョイフル本田の活性化やイメージアップ効

果も期待できる。 
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4.3 Izi Project #2 電子市役所 

4.3.1 背景 

下の図 4.3-1 から上大津支所の利用率が 555 件と他の支所と比較して窓口取扱件数が著

しく低いことや、図 4.3-2 から土浦市の全 6 か所の支所の中で神立支所を除く 5 か所が築

30年以上経過または今年で築 30年となり、老朽化が進行している。また図 4.3-3 の「いば

らき電子申請・届出サービス」における電子手続きの登録数から、隣市のつくば市が 64 件

であるのに対し土浦市は 12 件であること、そして図 4.3-4 の通り土浦市公式 HP に掲載さ

れている電子申請の少なさから、土浦市は支所の老朽化の進行やオンライン化の遅れが課

題となっていることがわかる。 

 

 

 

5か所

1か所

築30年以上

築30年未満

図 4.3-1 支所老朽化の状況 

0

1

2

3

4

5

都和 南 上大津 新治 中央 神立

図 4.3-2 平成 21年度窓口取扱件数 

 

（万件） 
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しかし、電子申請は窓口申請よりも手続きの時間的・金銭的コストを大きく削減できたり、

市民も閉庁中の時間でも申請ができたりと、行政と市民両者に大きなメリットがあること

がわかっている。 

将来的には行政手続きを完全オンライン化し支所を全廃することを目指しているが、そ

れまでに市民にオンライン化になじんでもらう必要がある。そこで「役所」の意地を見せ、

「安心」「便利」を維持することを目指す。 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

つくば市 土浦市

図 4.3-3 「いばらき電子申請・届出サービス」登録手続き数 

 

（件） 

図 4.3-4 土浦市電子申請項目 
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4.3.2 概要 

各種申請のオンライン化になじんでもらうために、おおつの地区の中心部分にある「樫の

木公園」の一角に上大津支所を移転しオンライン化に対応していく拠点とする。おおつの地

区は図のように人口増加が著しく、また図のように人口の約 61%が 30代以下とデジタルネ

イティブの若者が多いことから、新しいシステムを積極的に利用してもらえると考えた。新

しいシステムを実際に利用してもらえる可能性が高いので、市民の声としておおつの地区

以外の人々にもこのシステムについての評判が広まることを期待している。 

 

 

 

上大津支所 

支所移転先 

図 4.3-5 支所移転先 

 

1.5

2

2.5

3

H28 H29 H30 R1 R2

増加 

（千人） 

図 4.3-6 おおつの地区人口推移 
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そして実際この支所で行うこととしては、タブレット端末 1 台を導入し市民の相談窓口

として活用することである。これにより職員の説明を受けながら電子申請をすることが可

能となる。この際市役所・支所で用いている書類をデータベース化することで市役所・支所・

各課間での書類の共有をスムーズにし、また土浦市全体でも市民のパソコンやスマートフ

ォンを用いた電子申請ができるようにする。 

 

 

61%

39%

40代

以上
30代

以下

図 4.3-7 おおつの地区 年齢別人口比率 

 

図 4.3-8 オンライン化のイメージ図 
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4.3.3 費用 

 上大津支所移転につき解体費用（鉄骨）80 万円、建設費用（鉄骨）2200 万円、タブレッ

ト端末本体費用 10 万円/台、サーバー構築費用 200 万円、サーバー維持費用 30 万円/月、

また電子申請では紙媒体の書類のデータベース化には 12円/ページがかかると見込まれる。 

 

4.3.4 効果 

 タブレット端末配布による支所活用では支所の利用率増加や現在の本庁との電話でのや

り取りよりも分かりやすいことによる利便性向上が期待できる。電子申請では、後述のよう

な効果が期待できる。図 4.3-9 に示した申請 1 件当たりの金銭的コストは、上大津支所にお

ける窓口申請では 4606 円なのに対し電子申請ではシステムの整備費用を含めても 196 円

と、約 1/40 に削減することが可能となる。また電子申請システムを積極的に導入している

鳥取県における事例において、図 4.3-10 に示した電子申請システムの時間帯別利用状況か

らは実際になされた申請数の約 4 割が市役所の閉庁中の時間にされたものであること、そ

して図 4.3-11 に示した補助金と許認可の申請における職員の時間的コストの変化では、電

子申請システム導入前には 401 万時間かかっていた業務が 277 万時間となり、30.9%の業

務時間の削減に成功している。ほかにも、書類のデータベース化により、莫大な量の書類を

印刷したり内容の重複した別の書類を課ごとに提出したりする必要がなくなり、ペーパー

レス化や書類の統合・簡素化などの効果も見込める。 

 

 

図 4.3-9 申請コストの削減 
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図 4.3-10 電子申請システム時間別利用状況 

 

図 4.3-11 コスト削減率 

 



94 

 

4.4 Izi Project #3 DASH ボタン 

4.4.1 背景 

1.1.1.節 3)でも述べた通り、新治地区は最も少子高齢化が進んでいる地区であり、高齢者

が多く生活しているが、公共交通が通っていない、公共交通空白地帯となっている。過去に

は路線バスが合ったものの採算が取れず、コミュニティバス「新治バス」が運行されたこと

もあったが、こちらも採算が取れず、結局は廃止されてしまった。このように、新治地区は

公共交通を運行しても、採算が取れないような地区となってしまっている。 

そのような状況の中で、デマンドタクシーである、「のりあいタクシー土浦」こそあるが、

図 4.4-2 で示す通り、収益率が 60％弱と高くない。この理由として、1.2.1 節 2)ⅴ)節でも

述べた通り、「使いにくい」・「分かりにくい」・「そもそも利用方法が分からない」といった

理由で、利用者の関心も持たれておらず、利用が進んでいないことが挙げられる。そこで、

「公共交通」であるデマンドタクシーの意地を見せ、「安心」と「便利」を維持することを

目指す。 

  

4.4.2 概要 

 ワンプッシュでデマンドタクシーを呼び出せる端末を新治地区の高齢者全員に配布する。

これは、以前に Amazonが導入していた Amazon Dash ボタンをタクシーに応用したもので

ある。Amazon Dashボタンは、特定の商品注文専用のボタンであり、それを押すだけでそ

の商品が家に届くというシステムである。これを、新治地区でのデマンドタクシーに応用す

る。具体的には、ボタンを押すことで既存のデマンドタクシーのコールセンターに電話が繋

がりデマンドタクシーを呼べる端末である。1年間のお試し期間を設け、この期間は全利用

者の端末利用料を市が負担する。 

図 4.4-1 土浦市の公共交通路線図 図 4.4-2 のりあいタクシー土浦収益率推移 
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事業の全体像は図 4.4-4に示す通りである。行政（土浦市）は利用者に対して、タクシー

年会費 13000 円/人のうち、11000 円/人を補助する（現行通り）。また、原稿と同様にタク

シー事業をタクシー事業者に委託し、タクシーの運行と予約センターの運営を行ってもら

う。今回新しく導入する端末については、その生産と故障等のサポートについて端末メーカ

ーに委託する。予約センター自体については先に述べた通り、既存通りにタクシー事業者に

委託する。 

 

 

 

 

 

 

  

図 4.4-3  Amzon Dashボタンのイメージ図 

ボタンを押すだけで 

http://i.meet-i.com/?p=250395 

商品が届けられる 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 費用 

 端末代（1000 円/台）は市が負担し、これを高齢者に配布する。その際に送料（500 円/

台）がかかる。また、先に述べたように 1 年間お試しをするので、そのためにかかる通信料

(1200 円/台)を市が負担する。高齢者 3000 人に配布するので、800 万円のコストを試算す

る（図 4.4-4の「行政」の項目）。 

 

4.4.4 効果 

 関東鉄道様にヒアリングを行ったところ、この提案にも興味を持っていただけた。また。

「新しい技術も検討しながら採り入れていきたい」という回答も得られた。関東鉄道様は

「つちうら MaaS」の実証実験の中で運行を担っており、2021/2/22～3/11 には、新治地区

で AI コミュニティバスの実証実験の運行も担っている。このように既存のデマンドタクシ

ーという仕組みと、積極的な姿勢の地元企業の力を活かせるのが本提案であるといえよう。 

端末というモノが届くことで効果的に高齢者に関心を持たせることができる。また、ワン

プッシュで呼べるという分かりやすさから利便性が向上する。その結果、利用者が増えれば、

例えば 1割増えるごとに運賃収入が 120万円増加する。  

図 4.4-4 DASHボタンのシステム全容 
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4.5 Izi Project #4 モール 505 

4.5.1 背景 

 モール 505 は、土浦駅から良好なアクセス圏内にあり、その昭和チックな景観はロケ地

としても利用されている。土浦商工会議所へのヒアリングによると、モール 505 は「東西

の結節点であり、東側の賑わいをつくり出すにも重要な場所」であるという。2021 年 1 月

1 日現在の店舗配置図は上図のようになっており、空き店舗が 26 店舗と多くなっており、

寂しい印象を受ける。また、土浦駅西口からモール 505 へ行く通りは人通りが少なく、街

灯が少なく暗いことから、動線に魅力がないことが伺える。そこで、「駅前立地」の意地を

見せ、「にぎわい」を維持することを目指す。 

 

4.5.2 概要 

 3つの取り組みを提案する。具体的は、➀店舗を用途ごとにエリア分けすること、➁新規

参入への支援、そして③動線の整備である。➀については、3階を事務所エリア、2 階を美

容エリアと勉強カフェ、1 階を娯楽エリアと飲食エリアとして分けることを提案する。 

➁については、空き店舗でのお試し出店事業を提案する。対象店舗としては、現時点で 7店

舗と少ない飲食店の誘致を考えている。最大 6 か月のお試し営業としてテナント料を 6 か

月間無料とし、空き店舗への正式入店を希望する事業者には開業費など最大 50 万円まで支

援する。③については、歩行者専用道路とし、1階の前のスペースにはいすやテーブルを設

け、外での飲食や歓談などを促す。また、モール 505 の昭和の名残がある景観を活かし、提

灯などを設置する。  

 

図 4.5-1 モール 505 のエリア分けイメージ 
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4.5.3 費用 

 動線の整備に関しては、街灯建設費用 400 万円、道路整備費用 2400 万円と試算した。モ

ール 505 前の整備に関しては、提灯整備費 14 万円、テラス席等設置費 64 万円、店先の整

備費 960 万円と見積もり、動線整備費用との総額で 3848 万円と試算した。 

 

4.5.4 効果 

 店舗のエリア分けの効果としては、利用者にとって分かりやすくなり、エリアごとでまと

まったにぎわいが生まれることが挙げられる。また、店舗が集積することによる相乗効果も

期待できる。勉強カフェについては、土浦一高の通学路付近に立地していることとコロナ禍

によるリモートワークの普及から、高校生や社会人の利用を見込める。新規参入への支援で

は、出店のハードルを下げて、新規事業者の出店可能性を引き出せる可能性がある。動線の

整備では、駅からモール 505 の人の流れをつくり出すとともに、モール 505 の店先に提灯

などを設置することで昭和風の景観がより魅力的な空間になると期待できる。さらに、店先

にテラス席などを設けることでにぎわいが店内だけでなく店外へ波及される効果が見込め

る。 

  

図 4.5-2 動線イメージ図 図 4.5-3 モール 505 店舗前イメージ図 
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4.6 Izi Project #5 NICE な東口 

4.6.1 背景 

  

上図は、土浦駅周辺の写真である。上図を見ると、土浦駅西口前は高層マンションなどが

建っており、開発が進んでいるのに対し、土浦駅東口前は閑散としていることがわかる。 

また、土浦駅周辺は➀浸水想定区域内に含まれているが近くに避難施設がなく、最も近い

避難施設である土浦第 2中学校まで、土浦駅から徒歩で 32 分かかること、➁駐車場の供給

過多により、東口の市営駐車場の利用率が低い(約 25.9%、2019 年)こと、また土浦市全体

として③土浦市から茨城県内の他市への転出が 30 代前半と 9 歳以下が多く、保育支援の充

実が必要であること、④茨城県外から土浦市への転出は 60 代以上が多く、ますます高齢化

が進んでいくことなどの問題がある。これら 4つの問題「自然災害(Natural disaster)」、「イ

ンフラ管理(Infrastructure Management)」、「保育支援(Childcare)」、「高齢者サービス

図 4.6-1 土浦駅周辺の写真 

図 4.6-2 浸水想定区域 図 4.6-3 駐車場分布 
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(Elderly service)」に対処し、4 つの頭文字をとったNICE な東口をつくることを提案する。

そこで、「駅前立地」の意地を見せ、「安心」と「便利」、そして「にぎわい」を維持するこ

とを目指す。 

 

4.6.2 概要 

 現在土浦駅前には市営の西口駐車場と東口駐車場があるが、上でも述べたように東口駐

車場は利用率が 25.9%と低い。また、西口駐車場は築 23 年である一方で東口駐車場は築 30

年であり、老朽化が進んでいることから施設の再編が必要であるだろう。 

そこで、東口駐車場を取り壊し、水害避難施設、保育支援の機能を持つ市営のサービス付

き高齢者住宅(以下、サ高住とする)と駅前広場をつくることを提案する。 

 

4.6.3 費用 

施設の取り壊しと新規での建築を行うには、莫大な費用が掛かるが、市の財政は厳しい状

況であり、全てを担うのは現実的ではない。そこで、民間会社に業務を委託する PFI 事業

の一つである「地域優良賃貸住宅制度」を活用する。 

流れを以下で説明する。まず、土浦市が民間企業を公募し、民間企業と契約する。その後、

市が駐車場の解体を行い、企業がサ高住の設計・建築を行う。建築費は、国からの補助金と

利用者収入で支払い、運営に関する維持費については、国からの助成金と利用者収入で賄う。   

そのため、市が実質的に負担するのは最初の駐車場解体費のみである。具体的には、建物

の規模から、駐車場の解体に約 3 億円、サ高住の建築に約 6 億円、修繕維持に約 200 万円

かかると試算した。 

 

 

 

図 4.6-4 地域優良賃貸住宅制度イメージ図 
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4.6.4 効果 

 具体的な施設の概要と効果を述べる。サ高住は 4 階建てを想定している。2 階から 4 階で

は安否確認と生活相談を行い、高齢者に安心した暮らしを提供する。一階では子ども預り所

と子ども食堂を設け、子育ての負担を軽減するとともに、保護者らには駅中での消費を促す。

屋上には水害時の一時避難場所とした設備を設ける。駅前広場では、子ども園などをつくり、

子どもが遊べたり、高齢者が散歩できたりするような空間をつくる。これらにより、東口前

が子どもから高齢者まで多世代でにぎわう安心の NICE(魅力的)な空間となると考えられ

る。  

また、土浦商工会議所の方へのヒアリングにより、「川口 2 丁目(水辺の空間)の開発が悲

願であるが、なかなか民間が手を挙げてくれず、誘致活動が進まない」との意見を頂いた。

これに対して私たちは、東口の開発によってにぎわいを生み、魅力的な空間となることで民

間事業者が集まり、川口 2 丁目へもにぎわいが波及していくと考えている。さらに、先ほど

のモール 505 の整備と組み合わせることで将来的に土浦駅前が面的ににぎわいを持つ空間

となることを目指す。 

  

図 4.6-5 東側・西側の一体開発イメージ 
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4.7 Izi Project 民間交番 

4.7.1 背景 

土浦市の北部に位置するおおつ野地区は、業務代行方式による組合区画整理事業として現

在も開発が進められている地区であり、2016 年には土浦協同病院が移転してきたことによ

りメディカルタウンとしてまちが発展してきている。この地区の人口は年々増加しており、

2013 年には 527 世帯 1620 人が居住していたが、2020 年現在では 1019 世帯 2701 人が居

住している。また、人口が増加しているだけでなく、年齢別人口比率において 30代以下の

若い世代が約 61%と多いこともおおつ野地区の特徴となっている。この地区は地区内のコ

ミュニティが強く、青色防犯パトカーを所持していたり、大学生によるパトロールボランテ

ィアなどが行われていたりする一方で、周辺地域と比べて犯罪件数は多くなっており、今後

人口が増加していくに連れて、犯罪も増加するのではないかという懸念がある。また、おお

つ野地区周辺には現在交番がなく、早急な防犯面での対策が必要であると考えられる。 

 

4.7.2 概要 

 おおつ野地区を防犯面でより安全なエリアにするために民間交番(セーフティボックス)

を設置する。民間交番とは名の通り地域の住人が主体となって運営する交番のことである。

民間交番は地域の見守りや防犯パトロールの拠点としての機能を持つ。東京都町田市では、

2004 年に民間交番セーフティボックスサルビアが開設し、町田駅周辺の治安向上に大きく

貢献した。2018 年からは運営主体が市に移行し、今までの防犯拠点機能に加えて観光案内

なども行いより一層、貢献度を増してきている。おおつ野地区の住人が持つ強いコミュニテ

ィ意識を活かし、現在行っている防犯活動などの拠点としておおつ野地区に民間交番を設

ける。開設場所は公民館の 1 室とし、建設費や初期投資を抑えて効果的にまちの防犯に寄

与する狙いである。 

 

4.7.3 費用 

 この事業にかかる費用は、公民館の 1室に民間交番の機能設置する費用として約 60万円、

図 4.7-1 おおつ野地区における犯罪マップ 
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民間交番に必要な道具や設備の導入費として約 30 万円と試算した。 

 

4.7.4 効果 

 民間交番の設置によって期待できる効果は、おおつ野地区における防犯面での安全性の

向上である。人口が増加しまちの発展が見込めるこの地区において安全性が確保されるこ

とは非常に重要な要素である。また、防犯拠点が設けられることでこれまでの防犯パトロー

ルやボランティア活動などが効率的に行える。さらに、これまで交番がなかったおおつ野地

区において、住民が有事の際に駆け込める場所があることで住民にとって精神的にも安心

できる存在となるだろう。 
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4.8 Izi Project 健康増進施設「荒川の木」 

4.8.1 背景 

 土浦市南部の荒川沖駅は 1日の駅利用者が約 8000 人であり、この人数はつくばエクスプ

レスの研究学園駅と同規模の利用状況となっている。当駅の利用者は土浦市民のみでなく、

この駅を玄関口としている阿見町の町民も多いと考えられる。また、荒川沖駅周辺は以前か

らベッドタウンとしての役割を果たしており、駅を利用して通勤や通学をする人が多くい

る。このように駅利用者は一定数いるものの、駅前の開発は進んでおらず、駅前の立地の良

い場所には駐車場が多く存在する。 

 

4.8.2 概要 

 荒川沖駅に大きなフットサル場があることや南部地区に霞ヶ浦総合公園があることを受

けて、南部を「健康を維持するまち」に設定し、人が集まりやすい荒川沖駅前に健康増進施

設「荒川の木」建設する。「荒川の木」というのは止まり木のように利用者に気軽に立ち寄

ってほしいという願いを込めて命名した。建設場所は駅東側の民間駐車場の一部であり、駅

と直結してアクセスできるようにする。施設は 2 階建て、建設面積は 1500 ㎡であり、施設

内は温泉、サウナ、ジム、食堂、交流スペースを設置する。昼間は周辺地域の高齢者などが

健康増進や友人との交流の目的で当施設を利用すると見込んでいる。そして、夕方以降は駅

を利用する社会人や学生がジムや入浴施設を利用すると考えられる。また、前述のように当

駅は阿見町民の利用も考えられることから、土浦市と阿見町の広域連携による共同での建

設・運営も視野に入れている。 

図 4.8-1 荒川沖駅周辺地図 



105 

 

 

4.8.3 費用 

 この施設の建設にかかる費用は、700 ㎡程度のジムの建設に 9000 万円、1500 ㎡程度の入

浴施設の建設に 3 億円、施設のランニングコストに 1 年あたり 9000 万円と試算した。ま

た、収入に関しては、ジム会員の月額料金 6000 円とし、700 人が登録すると見込んで 1年

で 5040 万円。入浴施設は 1回の利用料金 700 円とし、1日当たり 600人が利用すると見込

んで 1 年で 1 億 5330 万円の収入となり、ジムと合計して年間 2 億円程度の収入になると試

算した。この試算によると、5 年目から収支がプラスになる。 

 

4.8.4 効果 

この事業の効果としてまず挙げられることは、市民への健康増進機会及び交流機会の提

供である。駅前の民間フットサル場や南部の霞ヶ浦総合公園と合わせて健康というキーワ

ードのもと市民に健康意識を持ってもらうきっかけにもなり得る。また、駐車場が目立って

いた駅の東側に新たににぎわいが創出される効果も期待できる。 
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第5章 まとめ 

 これまでに述べた土浦の資産、魅力を活かす(意地をみせる)提案によって、「安心」、「便

利」、「にぎわい」を維持し、まちを維持していくことを目指す。  
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7.2 交通・都市構造 

[1]土浦市都市計画マスタープラン 

[2]土浦市地域公共交通網形成計画 

[3]JR東日本 各駅の乗車人数 

[4]常陸河川国道事務所 

[5]いばらきデジタルまっぷ 

[6]都市構造可視化計画 

[7]土浦市地区別人口及び世帯数一覧（常住人口） 

[8]R2 土浦市の高齢化率 

[9]土浦市立地適正化計画 

[10]土浦市中心市街地活性化基本計画 

[11]つくば市地域公共交通網形成計画 

・第１１回大都市交通センサス 平成 24年度分析結果報告 

・土浦市都市計画図 

・土浦市土砂災害避難地図 

・土浦市洪水ハザードマップ 

・土浦市総合交通体系調査 

・かすみがうら市，千代田神立ライン 

・地域交通の危機  

・まちづくり活性化計画土浦  

・土浦市,「乗り合いタクシー土浦」会費助成  

・つちナビ！ 乗り合いタクシー土浦  

・常陸河川国道事務所 茨城県の主要渋滞地区の特定結果  

・令和二年度第 1回土浦市地域公共交通活性化協議会 

 

7.3 住環境 

・浅見泰司(2001)『住環境 評価方法と理論』東京大学出版会  

・土浦市都市計画マスタープラン 地区別構想  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1398861226_doc_34_4.pdf  

・土浦市第 8次総合計画  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1526288832_doc_3_0.pdf  

・土浦市公共施設等総合管理計画  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1544680396_doc_3_0.pdf  

・土浦市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略  
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https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1587347616_doc_3_0.pdf  

・土浦市立地適正化計画  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page009763.html  

・都市構造の評価に関するハンドブック  

https://www.mlit.go.jp/common/001104012.pdf  

・i タウンページ  

https://itp.ne.jp/  

・国土数値情報  

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/  
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http://www.t-koutsu.jp/index.html  

・土浦市バリアフリー基本構想  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1585623794_doc_34_0.pdf  

・土浦市バリアフリー特定事業計画改定版  
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https://www2.wagmap.jp/ibaraki/Portal  
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・土浦防犯ニュース  
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・土浦市通学路交通安全プログラム  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1585290357_doc_39_0.pdf  

・国土交通省「居住環境水準」の活用マニュアル  

https://www.mlit.go.jp/common/001292169.pdf  

・Agoop  
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https://www.agoop.co.jp/service/mesh-data/  
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・Google earth  

https://earth.google.com/web/  

・Google map・Google street view  

https://www.google.com/maps/  
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・都市公園データベース  

https://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/t_kouen/  
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・茨城県の一人あたりの都市公園面積  

https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kogai/kikaku/documents/park_gaiyou_itiran.pdf  
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https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1494831567_doc_36_0.pdf  

 

7.4 産業振興・観光 
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[2]土浦市自転車のまちづくり構想  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page013205.html  

[3]第 2期つちうらシティプロモーション戦略プラン  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page013353.html  

[4]サイクリスト国勢調査 2018 一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパンおよび全国サ

イクルツーリズム連携推進協議会  

https://www.tour-de-nippon.jp/series/topics/3718/  

[5]つくば霞ヶ浦りんりんロード  ナショナルサイクルルート   

www.mlit.go.jp/road/national_cycle_route/tsukuba  

[6]土浦市シティプロモーションサイト「意外と○○！つちうら」  

www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page008531  

[7]水郷筑波サイクリング環境設備総合計画  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page012246.html
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page013205.html
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page013353.html
https://www.tour-de-nippon.jp/series/topics/3718/
http://www.mlit.go.jp/road/national_cycle_route/tsukuba
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page008531
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[9]歴史の小径整備事業 土浦市  

www.city.tsuchiura.lg.jp/doc/1596435490_doc_34_0  

[10]土浦市令和元年度決算  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page014804.html  

[11]令和 2年度予算の概要  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page013249.html  

[12]サイクリスト優待店 | 土浦市公式ホームページ  

www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page011479  

[13]茨城県生活行動圏調査 2013、12 ページ、財団法人常陽地域研究センター  

[14]平成 28年経済センサス-活動調査、確報集計、売上（収入）金額等、経済産業省  

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/census/hyo.html  

[15]「アベノミクス景気、戦後 3位の 52 カ月 実感乏しい回復」、日本経済新聞  

https://r.nikkei.com/article/DGXLZO14972180W7A400C1MM8000  

[16]土浦｢驚きの駅ビル改革｣でつくばを越せるか、東洋経済ONLINE  

https://toyokeizai.net/articles/-/216358?page=2    

[17]生まれ変わる土浦駅ビル 「ペルチ土浦」7月 24日（金）オープン  

 ～ 駅空間も明るくリフレッシュ ～  

https://www.jreast.co.jp/press/2009/20090614.pdf  

[18]PLAYatre PRESS RELEASE  

https://company.atre.co.jp/company/news/pict/478_lastverup.pdf  

[19]土浦駅前地区（市街地再開発事業）、茨城県土浦市  

https://www.uraja.or.jp/special/news/ibarakiken_tsuchiura.pdf  

[20]モール 505 公式 HP  

https://mall505.co.jp/  

[21]「土浦市の商業」、土浦商工会議所・土浦市新治商工会  

https://www.tcci.jp/cms/wp-

content/uploads/2019/07/2161583e7c95bde58d3f5dfcf9dbd8c1.pdf  

[22]土浦市中心市街地開業支援事業【概要】  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1561333997_doc_26_0.pdf  

[23]平成 30年度 土浦市中心市街地活性化基本計画の最終フォローアップに関する報告  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1563771259_doc_34_0.pdf  

[24]『都市経済学』著者高橋孝明  

[25]土浦市立地適正化計画  

https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/chikei/keikaku/cycling/sougoukeikaku.html
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page014804.html
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/doc/1596435490_doc_34_0
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page014804.html
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page013249.html
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page011479
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/census/hyo.html
https://r.nikkei.com/article/DGXLZO14972180W7A400C1MM8000
https://toyokeizai.net/articles/-/216358?page=2
https://www.jreast.co.jp/press/2009/20090614.pdf
https://company.atre.co.jp/company/news/pict/478_lastverup.pdf
https://www.uraja.or.jp/special/news/ibarakiken_tsuchiura.pdf
https://mall505.co.jp/
https://www.tcci.jp/cms/wp-content/uploads/2019/07/2161583e7c95bde58d3f5dfcf9dbd8c1.pdf
https://www.tcci.jp/cms/wp-content/uploads/2019/07/2161583e7c95bde58d3f5dfcf9dbd8c1.pdf
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1561333997_doc_26_0.pdf
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112 

 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1490946795_doc_34_1.pdf  
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https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1473764198_doc_3_8.pdf  
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https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/keizai/shityoson2017/docume

nts/shityoson2017-shichousongaiyou.pdf  

[28]図 3-3 土浦市の従業員数および生産額、事業所数の推移（工業統計調査） 

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/  

[29]土浦市 HP、市政情報、令和元年度統計つちうら、5 工業・商業 
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[30]中小企業白書 

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/06Hakusyo_part3_chap1_web.

pdf   

 

7.5 防災・環境・農業 

[1]土浦市：土浦市環境白書 令和元年度年次報告書

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1600223070_doc_18_0.pdf 

[2]茨城県：茨城県大気汚染常時監視状況 

http://www.taiki.pref.ibaraki.jp/data.asp#List 

[3]国立環境研究所：大気汚染状況の常時監視結果データの説明

https://www.nies.go.jp/igreen/explain/air/syu.html#nmhc 

[4]大気・化学物質研究室 吉田彩美：茨城県における酸性雨の推移と現状

https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/kasumigauraesc/04_kenkyu/shoukai/se

mina/documents/2019_shiryou/2019_semina_12.pdf 

[5]茨城県：光化学スモッグ発生状況 対策要項

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kantai/taiki/smog/smog3.html 

[6]土浦市：第二期土浦市地球温暖化防止行動計画

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page002933.html 

[7]環境省：地方公共団体における 2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況 

https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

[8]茨城県 県民生活環境部環境対策課：霞ヶ浦の令和元年度水質概況について

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kantai/kasumigaura/lake/documents/kasumiga
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[9]農研機構：霞ヶ浦の水質保全対策に資する霞ヶ浦流域のハス田の GISデータ，

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1490946795_doc_34_1.pdf
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1473764198_doc_3_8.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/keizai/shityoson2017/documents/shityoson2017-shichousongaiyou.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/keizai/shityoson2017/documents/shityoson2017-shichousongaiyou.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/keizai/shityoson2017/documents/shityoson2017-shichousongaiyou.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/keizai/shityoson2017/documents/shityoson2017-shichousongaiyou.pdf
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1359681416_doc_8.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/06Hakusyo_part3_chap1_web.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/06Hakusyo_part3_chap1_web.pdf
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[10]土浦市：土浦市の下水処理 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page000506.html 

[11]茨城県：市町村別汚水処理人口普及率一覧表

https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/gesui/kikaku/publicity/documents/h28osuifukyuu01.p

df 

[12]国立環境研究所：霞ケ浦の水質は改善されたでしょうか

https://www.nies.go.jp/escience/kosho/lib/kasumigaura02.html 

[13]土浦市：規制強化について 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page014474.html 

[14]土浦市：霞ケ浦流域の小規模事業者の排水規制が変わります

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kantai/suishitsu/documents/kasumijyourei_kai

sei.pdf 

[15]土浦市：環境の現状と主な施策の実施状況

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1219343032_doc_18.pdf 

[16]茨城県：霞ヶ浦湖岸におけるアオコ発生状況

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kantai/kasumigaura/lake/documents/r1aokoha

sseijoukyou.pdf 

[17]深谷市：騒音の大きさの目安

http://www.city.fukaya.saitama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/31/souon_ookisa.p

df 

[18]土浦市：土浦市景観条例に基づく届出 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page003882.html 

[19]農林水産省：農林業センサス 

https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/index.html 

[20]公益社団法人茨城県農林振興公社：農地中間管理事業部

https://www.ibanourin.or.jp/kanri/ 

[21]茨城県耕作放棄地対策協議会：耕作放棄地解消事例集

http://www.ibanou.com/houki/jirei/documents/jirei.pdf 

[22]土浦市：平成 31年度 土浦市・かすみがうら市鳥獣被害防止計画

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1560388088_doc_27_0.pdf 

[23]土浦市：第二期土浦市環境基本計画

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page009905.html 

[24]土浦市：土浦ブランドリーフ

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1559695470_doc_27_0.pdf 

[25]土浦市：土浦ブランドについて
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成功要因 

https://www.missiondrivenbrand.jp/entry/kaitai_brandingcasestudy 

[27]土浦市：土浦市洪水ハザードマップ

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1593755323_doc_8_0.pdf 

[28]土浦市：新型コロナウイルス等の感染症に対応した避難所運営指針

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1594189059_doc_8_0.pdf 

[29]土浦市：避難所運営の手引き

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1594189059_doc_8_1.pdf 

[30]土浦市：地域防災計画
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[31]『避難所「定員オーバー」相次ぐ コロナ禍，新たな課題』

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/642689/ 

[32]値域別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ) 

https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map/ 

[33]土浦市：立地適正化計画 誘導区域図(全域) 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1490946795_doc_34_6.pdf 

[34]国土交通省：「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会 第 3 回，資料 5 

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001348704.pdf 

[35]国土交通省：「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会 第 3 回，資料 5－4 

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001348707.pdf 

[36]土浦市：土浦市空家等対策計画 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1531266764_doc_15_0.pdf 

[37]土浦市：土浦市土砂災害避難地図 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1528245181_doc_8_1.pdf 

[38]土浦市：液状化危険度マップ① 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1413507263_doc_159_0.pdf 

[39]土浦市：液状化危険度マップ② 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1413507263_doc_159_1.pdf 

[40]土浦市：道路冠水マップ 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page001467.html 

[41]土浦市：土浦市耐震改修促進計画 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1220339830_doc_35.pdf 

[42]土浦市：土浦市耐震改修促進計画(平成 28 年度～平成 32年度) 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1220339830_doc_35.pdf    
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7.6 公共施設・インフラアセットマネジメント 

(1) 土浦市公共施設等総合管理計画 

(2) 土浦市立幼稚園の再編計画 

(3) 土浦市公共施設跡地利活用事業に係る利活用事業候補者の選定結果について 

(4) 土浦市立公立保育所民間活力導入計画 

(5) 土浦市立小学校適正配置実施計画 

(6) 茨城県教育委員会 令和 2 年度 県内市町村等教育委員会・学校データ 

(7) NEWS つくば<https://newstsukuba.jp/17759/27/08/> 

(8) 土浦市 公共施設白書 

(9) 土浦市公共施設跡地利活用についての提言(案) 

(10) 学校給食センター再整備事業について(土浦市)|日刊建設新聞(2018/5/25) 

<http://www.jcpress.co.jp/wp01/?p=20706> 

(11) 学校給食の概要|土浦市<https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page009037.html> 

(12) 「ちばしチェンジ宣言」|千葉市 

<https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/miraitoshi/smartcity/documents/changesenge

n.pdf> 

(13) 消防年報(令和元年度)|土浦市 

(14) 茨城新聞クロスアイ 土浦市民会館 改装オープン祝う 

<https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15903249247801> 

(15) 土浦市水道事業会計決算審査意見書 

<https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page004864.html> 

(16) かすみがうら市「水道事業ビジョン」 

<https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page001600.html> 

(17) 下妻市「水道ビジョン」 

<https://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/page002208.html> 

(18) 土浦市自転車のまちづくり構想 

(19) 土浦市総合運動公園基本計画 

(20) 緑とオープンスペースをフル活用し、 新型コロナに負けない健康的なライフスタイ

ルへ(国土交通省都市局公園緑地・景観課(2020.8.７)) 

<https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001358432.pdf> 

(21) 緊急提言・「新型コロナ」で変わる公園の在り方|日経 BP(2020.05.29) 

<https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/032300072/052500015/?P=5> 

(22) Google map 

(23) 国土数値情報 
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(24) 土浦市公式 HP <https://www.city.tsuchiura.lg.jp/> 

 

7.7 Izi Project #1 空き家活用 

・空き家活用株式会社ホームページ 

https://aki-katsu.co.jp/ 

・空き家活用 Lab 

https://aki-

katsu.co.jp/lab/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E8%A7%A3%E6%B6%88%

E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E3%80%81%E5%9B%BD%E3%8

2%84%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%81%AE%E5%AF%BE%E7%AD%

96%E3%81%8B%E3%82%89%E8%80%83%E5%AF%9F/ 

・豊後高田市ホームページ 

https://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01188.html 

・リショップナビ 

https://rehome-navi.com/articles/547 

・MAKIHAUS 

https://www.maki-web.co.jp/blog/renovations/10158 

・未完成住宅 

https://unfinished-house.com/ 

・ジョイフル本田ホームページ 

https://www.joyfulhonda.com/ 

・PRTIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000058176.html 

・nippon.co 

https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00741/ 

・ワーケーションに関する意識調査 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000067460.html 

・20 代、30代「ワーケーションをしてみたい」7 割弱｜Press 

https://www.atpress.ne.jp/news/230344 
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7.8 Izi Project #2 電子市役所 

[1]土浦市 公共施設白書（前編） 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1313731273_doc_4_0.pdf 

[2]いばらき電子申請・届出サービス【土浦市】 

https://s-kantan.jp/city-tsuchiura-ibaraki-u/offer/offerList_initDisplay.action 

[3]いばらき電子申請・届出サービス【つくば市】 

https://s-kantan.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_initDisplay.action 

[4]土浦市公式 HP、申請書・届出書ダウンロード、申請・届出など 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page001597.html 

[5]土浦市公式 HP、市政情報、土浦市地区別及び年齢別人口（住民基本台帳による人口） 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page001169.html 

[6]京都新聞、「第 3 波備え、市役所の窓口相談オンライン化 大津市役所に順次タブレット

端末導入 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/413929 

[7]第 2回高知県行政サービスデジタル化推進会議 

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/112801/files/2019061400030/file_2019873113026_1.

pdf 

[8]解体サポート、解体費用の基本！「解体工事の単価」について 

https://www.kaitai-support.com/kaitaitanka.html 

[9]不動産と住まいの図書館、鉄骨造の坪単価は？事務所を立てるのに必要な費用と構造体 

https://fudousan-sumai-toshokan.jp/fst0002716-post/ 

[10]Apple公式 HP、iPad Pro 

https://www.apple.com/jp/shop/buy-ipad/ipad-pro 

[11]Newsbit、データベース構築｜制作価格目安 

https://newsbit.co.jp/db/price.html 

[12]比較 bizまとめ、サーバー移行・構築・保守それぞれにかかる費用相場 

https://www.biz.ne.jp/matome/2002868/ 

[13]ScanBridge、価格の目安 

https://www.scanbridge.jp/price/ 

[14]政府官邸 情報通信技術（IT）担当室、オンライン利用に関する費用対効果の考え方に

ついて 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/denshigyousei/dai2/siryou3.pdf 

[15]政府 CIO ポータル、デジタル・ガバメント実行計画 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/2020_dg_all.pdf 

[16]第 2 次土浦市総合情報化基本計画～ICT でひろがる未来の土浦～ 
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https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1364714552_doc_4_0.pdf 

[17]総務省、建物の耐用年数表 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chikoujiken/pdf/070730_1_1_2_04_B03.pdf 

[18]おおつ野自治会ホームページ 

https://ootuno.jimdo.com/ 

[19]土浦市公式 HP、市政情報、庁舎案内図 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/dir000565.html 

 

7.9 Izi Project #3 DASH ボタン 

[1]土浦市地域公共交通網形成計画 

[2] 【悲報】「Amazon Dash Button」のサービス提供が 8 月 31 日で終了。販売だけでなく

利用自体ができなくなるように 

(http://i.meet-i.com/?p=250395) 

[3] 高齢者携帯電話 SOS シニアではない伊能ノキア iphone 三星 HTC グーグルソニー 

A111 A555 

(https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/goods/goods.aspx?goodscode=575917932&jaehuid=2026

058773) 

[4] モバイル・コマース・ソリューション株式会社「タクシーダッシュボタン」 

(https://www.taxidash.jp/) 

[5] ALINCO「タクシー簡単呼び出し【 タクくる 】DK-SF01TX」 

(https://www.alinco.co.jp/product/electron/detail/id=5910) 

[6]関東鉄道「つちうら MaaS」 

(https://www.kantetsu.co.jp/maas/) 

[7]NTTCommunications「Arcstar Universal Oneモバイル グローバルM2M 100円 SIM」 

(https://www.ntt.com/business/services/network/iot/100sim.html) 

 

7.10 Izi Project #4 モール 505 

勉強カフェ 

https://www.benkyo-cafe.net/ 

道路で見かける「あれ」の値段って一体いくらなの？ 

https://riddlepuzzle.com/archives/47137 

庇取り付け工事・修理の価格相場 

https://reform-market.com/exterior-etc/contents/expenses-eaves 

【道路整備費】 
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https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/koukyo/documents/siryou3-2-5.pdf 

価格.com 

https://kakaku.com/ 

同業種の競合店が隣接することのメリット・デメリット 

https://getz777.com/archives/169 

 

7.11 Izi Project #5 NICE な東口 

[1]地域優良賃貸住宅制度 

http://pfi-as.jp/case/cat2652/cat4697/post_22.html 

[2]ママズスマイル 

https://mamas-smile.com/about/  

[3]仙台市の子ども食堂 

http://www.ssvc.ne.jp/kodomoshokudou/shokudou/544/  

[4]サ高住事業収支モデル  

https://land-ps.biz/servicesyuturyoku.pdf  

[5]介護タウン 24；家賃相場  

https://www.kaigo-town24.jp/chiebukuro/cost/yachinsouba/  

[6]解体見積もり広場  

https://kaitaihiroba.com/45/#outline_3 

 

7.12 Izi Project 民間交番 

いばらきデジタルまっぷ｜地図表示 

https://www2.wagmap.jp/ibaraki/Map?mid=62&mpx=140.21084353255645&mpy=36.089

40983490038&bsw=1310&bsh=650 

土浦ニュータウン｜おおつ野ヒルズ 

https://www.otsuno.com/ 

民間交番セーフティボックスサルビアの運営 

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/bouhan/bouhan/houhantaisaku/minkankouban

_SBS.html 

7.13 Izi Project 健康増進施設「荒川の木」 

各駅の乗車人数｜ＪＲ東日本 

https://www.jreast.co.jp/passenger/2019_03.html 

スポーツジムに初期投資や内装工事費用は？ 
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https://tenpo-naisoh.com/types/gym/3969/ 

フィットネスで開業って資金はどれくらい？｜資金調達ノート 

https://start-note.com/industry-manuals/before-starting-business/beauty/9/ 

スーパー銭湯｜業種別開業ガイド 

https://j-net21.smrj.go.jp/startup/guide/service/h006.html 

温泉施設の電気代はどれくらいかかる？節約する方法は？｜エネインフォ 

https://ene-free.jp/all-facilities/191 

水道料金について｜土浦市公式ホームページ 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page012618.html 
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