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青森市の概要青森市の概要

人口 約32万人

地勢 面積約824ｋｍ２

陸奥湾と八甲田連峰に囲まれた都市

産業 ３次産業に特化した商業・流通業の都市

リンゴの生産量は全国第二位

気象 世界有数の豪雪都市



市街地の拡大に伴う新たな行財政需要を抑制市街地の拡大に伴う新たな行財政需要を抑制

既存のストックを有効活用した効率的で効果的既存のストックを有効活用した効率的で効果的
な都市整備な都市整備

市街地の周辺に広がる自然・農業環境との調和市街地の周辺に広がる自然・農業環境との調和

コンパクト・シティの形成
中心市街地の活性化と郊外開発の抑制

コンパクト・シティの形成コンパクト・シティの形成
中心市街地の活性化と郊外開発の抑制中心市街地の活性化と郊外開発の抑制

～都市づくりの理念～～都市づくりの理念～

青森都市計画マスタープラン青森都市計画マスタープラン



都市構造の基本的考え方都市構造の基本的考え方

インナーインナー(Inner(Inner--City)City)

ミッドミッド (Mid (Mid -- City)City)

アウターアウター((OuterOuter--City)City)

2,000ha2,000ha

3,000ha3,000ha

64,000ha64,000ha

都市づくり理念都市づくり理念

「コンパクト・シティ」を具体化「コンパクト・シティ」を具体化

都市づくりの方向を市街地の都市づくりの方向を市街地の

内側に向ける、機能的で効率的内側に向ける、機能的で効率的

な都市構造な都市構造

都市を３つに区分し、地区の都市を３つに区分し、地区の

特性に応じた都市整備推進特性に応じた都市整備推進

開発の限界線



中心市街地の再活性化中心市街地の再活性化

中心市街地地区（約100ha）

青森駅

県庁

大型客船
バース

観光物産館
アスパム

「街の楽しみづくり」「交流街づくり」「街ぐらし」

「ウォーカブルタウンの創造



アウガアウガ・パサージュ・パサージュによるによる活性化活性化
（街の楽しみづくり）（街の楽しみづくり）

駅前再開発ビルアウガ
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１ヶ月当たり来館者数

千人

パサージュ広場



冬期バリアフリー計画冬期バリアフリー計画
（交流まちづくり）（交流まちづくり）

8,650

4,650

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

ｍ

整備計画延長

整備済延長

中心市街地における冬期バリアフリー整備状況

H17年まで



一般地区
23戸

37戸

72戸

87戸

まちなか居住のまちなか居住の推進推進
（街（街ぐらぐらし）し）

26戸 110戸

借上げ公営住宅４０戸
（１階コンビニ・事務所）

31戸

60戸

83戸

84戸

98戸

107戸 40戸重点地区

マンション建設動向（2002～2007）

ミッドライフタワー
１０７戸
（シニア対応マンション、
クリニック、ケア付）

借上げ公営住宅

56戸



中心市街地活性化の効果と課題中心市街地活性化の効果と課題
（歩行者通行量）（歩行者通行量）
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中心市街地活性化の効果と課題中心市街地活性化の効果と課題
（人口の回復）（人口の回復）

図－　中心市街地地区の人口推移
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郊外部の郊外部の開発の抑制（開発の抑制（保全保全））
青森自動車道（都市の城壁）青森自動車道（都市の城壁）

青森自動車道青森自動車道

国道７号国道７号
外環状線外環状線

青森自動車道青森自動車道

ミッド アウター

アウター

ミッド

青森自動車道中央青森自動車道中央ICIC



矢田前駅

小柳駅

東青森駅

青森駅

津軽新城駅

油川駅

新駅（筒井地区）

弘前・浪岡方面への
連絡強化

青森駅～新青森駅間
の連絡強化

北海道方面への連絡強化

JRから三セク青い森鉄道へ

東北新幹線
（建設中）

中心市街地

新青森駅

新駅整備
構想

【青森操車場跡地】
緑のオープンスペース

【現青森駅周辺地区】
活気と賑わいの都心

【新青森駅周辺地区】
快適都市へのゲートウェイ

郊外開発の抑制郊外開発の抑制
（新幹線開業対策）（新幹線開業対策）

約４km



郊外開発の抑制郊外開発の抑制
（新幹線駅周辺地区における規制）（新幹線駅周辺地区における規制）

新新
青青
森森
駅駅

駅駅
前前
広広
場場

駅駅
前前
公公
園園

地区計画による建築物の制限 商業地域

･ 店舗面積の合計が３，０００㎡を超える建築物

地区計画による建築物の制限 近隣商業地域

･ 店舗面積の合計が３，０００㎡を超える建築物

･ 建築物の高さの最高限度を２０ｍ

駐駐
車車
場場

※中心市街地活性化に支障となる大規模集客施設整備を用途と地区計画により制限



まちづくり三法改正へのまちづくり三法改正への
青森市の対応青森市の対応

都計法、中活法都計法、中活法の改正による中心市街地再生の推進の改正による中心市街地再生の推進

○都市計画法改正（Ｈ○都市計画法改正（Ｈ18.518.5）への対応）への対応
１１ 郊外部に多い準工業地域への特別用途地区の指定（郊外部に多い準工業地域への特別用途地区の指定（H18.10H18.10））
２２ 都市計画区域外への準都市計画区域の指定（都市計画区域外への準都市計画区域の指定（H18.10H18.10））
３３ 特別用途地区への特別用途地区への

大規模集客施設（１万㎡超）立地規制条例の施行（大規模集客施設（１万㎡超）立地規制条例の施行（H18.10.1H18.10.1））

○中心市街地活性化法改正（Ｈ○中心市街地活性化法改正（Ｈ18.618.6）への対応）への対応
１１ 新中心市街地活性化基本計画の策定・申請（新中心市街地活性化基本計画の策定・申請（H18.12.22H18.12.22））
２２ 商工会議所等の民間主導による商工会議所等の民間主導による
中心市街地活性化協議会の設置（中心市街地活性化協議会の設置（H18.11.24H18.11.24））

まちづくり三法

○中心市街地活性化法

○都市計画法

○大店立地法



大規模集客施設の郊外立地を規制大規模集客施設の郊外立地を規制
準工業地域へ特別用途地区の決定準工業地域へ特別用途地区の決定
（Ｈ（Ｈ18.8.3018.8.30都市計画審議会）都市計画審議会）
（（H18.10.1H18.10.1条例施行）条例施行）

特別用途地区の指定区域

コンパクトシティを推進する都市計画コンパクトシティを推進する都市計画



青森湾

五
所
川
原
市

十
和
田
市

黒石市

七
戸
町

平
内
町

蓬田村

浪岡都市計画域
Ａ＝7,750ha

青森都市計画域：Ａ＝23,753ha
・市街化区域 ：Ａ＝ 4,991ha
・市街化調整区域：Ａ＝18,762ha

青森市行政区域：Ａ＝82,457ha
・青森都市計画区域：Ａ＝23,753ha
・浪岡都市計画区域：Ａ＝ 7,750ha
・都市計画区域外 ：Ａ＝50,954ha

青森準都市計画区域
Ａ≒83ha

コンパクトシティを推進する都市計画コンパクトシティを推進する都市計画
都市計画区域外の開発都市計画区域外の開発への対応への対応
H18.8.30青森都市計画審議会
H18.10.1条例施行



都市計画提案制度

事
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説明会の開催
等都市計画
(案)の作成

都市計画
(案)の縦覧

青
森
市
都
市
計
画
審
議
会

都市計画
の決定・
変更の告
示

提案者へ
通知(決
定・変更
しない理
由)

決定・変更が必要であると判断した場合

～都市計画決定・変更までの流れ～

決定・変更が必要ないと判断した場合



開発事業者による都市計画提案事例
開発予定地と周辺主要商業施設の立地状況

スーパー、ホームセンター等

からなる延べ床面積約32,000㎡の
大規模集客施設の開発を計画



開発事業者による都市計画提案事例

《提案内容》

①用途地域の変更

②特別用途地区の

変更(解除)
③地区計画の決定



開発事業者による都市計画提案
への青森市の対応

H18.11.15 都市計画提案
H18.12. 都市計画評価検討

委員会（第1・2回）
H18.12.18 検討委員会の判断

に基づき提案者へ通知
（基準不適合）

H19.1.17 市の通知に対する
提案者意見陳述書提出

H19.1.25 都市計画審議会におい
て市の判断は妥当と認
める

基準不適合の理由

◆都市計画マスタープランで
居住エリアとして位置づけ
ている当該地区への大規模
集客施設立地は、まちづくり
方針に即していない

◆交通渋滞に対する計画が
不十分で、地域周辺の交通
環境悪化が懸念される

◆周辺住民の十分な賛同が
得られているとは言い難い



新青森市中心市街地活性化計画
（目標） ウォーカブルタウンの創造
（方針） 街のたのしみづくりの推進

交流街づくりの推進
街なか居住の推進

コンパクトシティを推進するコンパクトシティを推進する
新中心市街地活性化基本計画新中心市街地活性化基本計画

策定･申請策定･申請
国の認定を国の認定を

目指す目指す



新中心市街地活性化基本計画新中心市街地活性化基本計画
における評価指標における評価指標

68,553百万円68,553百万円小売業年間商品販売額目標4-2

8.8％10.7％空き地・空店舗率目標4-1

3,868人3,346人夜間人口目標3

76,000人59,090人歩行者通行量
（主要１４地点）

目標1

696,312人

現況値

（平成17年）

1,305,000人
観光施設年間入込客数
（主要３施設）目標2

目標値

（平成23年）
評価指標区分



中心市街地活性化事業の展開①中心市街地活性化事業の展開①
（ハード：現青森駅周辺地区整備）（ハード：現青森駅周辺地区整備）

駅前
広場

駅前公園

八甲田丸

新中央埠頭

青い海公園
（ラッセランド）

ふるさとミュージアムゾーン

文化観光交流施設
整備予定地

アウガ

アスパム

ミッドライフ
タワー
青森駅前



中心市街地活性化事業の展開②中心市街地活性化事業の展開②
（ソフト：ウォーカブルタウンの推進）（ソフト：ウォーカブルタウンの推進）

まちなか散策コース整備 AOMORI春フェスティバル

まちなかレンタサイクル まちなかサポーターズ



まちなか居住の推進と既存郊外住宅団地の空洞化
（空き家）に対応した住み替えシステムの構築

高齢者世帯は街なかへ、子育て世帯は郊外へ

世代間の住み替えを支援

住み替え

中心市街地のマンション 郊外の戸建て住宅

中心市街地活性化事業の展開③中心市街地活性化事業の展開③
（街（街なかなか住み替え支援事業）住み替え支援事業）

子育て世代へ子育て世代へ

安価な家賃での提供安価な家賃での提供

高齢者世代の高齢者世代の
街街なかなか居住のすすめ居住のすすめ
・雪片付けからの開放・雪片付けからの開放
・歩いて暮らしやすい環境・歩いて暮らしやすい環境

郊外優良住宅の郊外優良住宅の

公営住宅化公営住宅化


