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都市再開発⽅針⾒直しについて
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1.

暮らし・コミュニティ

・地域福祉力創造戦略

・共生社会創造戦略

・地域マネジメント創造戦略

2.

産業活力

・札幌型産業創造戦略

・都市ブランド創造戦略

・産業人材創造戦略

3.

低炭素社会・エネルギー転換

・低炭素都市創造戦略

・次世代型エネルギー

創造戦略

1.

北海道の未来を創造

し、世界が憧れるま

ち

2.

互いに手を携え、心

豊かにつながる共生

のまち

1.

魅力ある市街地

2.

活力があふれ世界を引きつける都心

3.

多様な交流を支える交流拠点

4.

持続可能な都市を支えるネットワーク

5.

都市基盤の維持・保全と防災力の強化

2.

魅力的で活力ある都心の整備

3.

都市の魅力と活力を高める拠点の整備

1.

複合型高度利用市街地の形成

5.

居住環境の改善と安全なまちづくりの推進

4.

環境に配慮した持続可能なまちづくりの推進

目指すべき都市像 創造戦略 都市空間創造の基本目標

札幌市まちづくり戦略ビジョンの概要 （H25.10）

持続可能な札幌型

集約連携都市への再構築

（１）都市再開発の目標（１）都市再開発の目標（１）都市再開発の目標（１）都市再開発の目標

都市空間創造の基本目標実現のためには…

※再開発方針の目標年次は概ね10年とする

目指す都市空間

再開発の基本目標

○今後の都市整備は、公共によるものだけではなく民間の活力を最大限に

生かして進めていくことが重要

○再開発方針では、都市空間創造の目標を実現するために必要となる市

民・企業・行政が連携した都市整備の基本的な方向性を示す

再開発の目標

再開発方針の目標年次…

札幌市都市計画マスタープラン⾒直しの⽅向性 （市街地特性に応じた地域ごとの視点）

まちづくりの目標

＜都心＞
・国際競争⼒を⾼める魅⼒と活⼒ある都心のあり⽅
・居住の受け皿としての都心づくりのあり⽅
・既存ストックの更新時期を捉えた新たな機能導⼊のあり⽅

<複合型⾼度利⽤市街地>
・都心回帰の傾向を踏まえた多様な機能⽴地のあり⽅
・利便性の⾼い、⼈が集まる地域としての景観まちづくりの
あり⽅

・既存の公共施設、インフラの維持、更新のあり⽅

<拠点>
・郊外や隣接都市との連携を踏まえた拠点のあり⽅
・拠点における多様な都市機能の集約・誘導のあり⽅
・既存エネルギーネットワークの活⽤のあり⽅

<追加の視点>
・冬期を含めた移動・居住環境の向上が必要
・北海道、周辺都市含め、地⽅再⽣に資する札幌の都
市づくりが必要

・⺠間の投資を含め都市の質を⾼めるために、何をど
うやって誘導していくか

○ 都市再開発方針における「再開発」とは、都市空間創造の基本目標を実現す

るために都市を計画的な意図のものに造り変える行為であり、具体的には、

都市機能の向上や既成市街地の様々な課題を解決するために行う市街地再開

発事業や優良建築物等整備事業、土地区画整理事業をはじめとする市民・企

業・行政連携による都市空間整備をいう。

○ またこれらと一体的に行う地区計画などの規制誘導策や、地域主体のまちづ

くり活動などの多種多様な手法も、都市再開発方針で掲げる再開発の目標実

現に向けた取り組みに含むものとする。

再開発方針における再開発の定義
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（２）（２）（２）（２）1111号市街地策定フロー号市街地策定フロー号市街地策定フロー号市街地策定フロー

魅⼒的で活⼒ある都心の整備 都市の魅⼒と活⼒を⾼める拠点
の整備

複合型⾼度利⽤市街地の形成 居住環境の改善と安全なまちづ
くりの推進

環境に配慮した持続可能なまち
づくりの推進

環状通内側・地下鉄沿線
地域交流拠点のＪR駅周辺 都 心 地域交流拠点 防災課題指標

1号市街地の画定

波及効果期待地区
(現⾏整促以上の位置付）

市街化区域

1号市街地の再開発の目標

戦略図① 戦略図② 課題図

○都心と都心周辺部、各拠点が

連携して成長するまちづくりを

目指す

○再開発などを活用した地下鉄沿

線の利便性向上や機能集約を

図る

○国際都市札幌の顔にふさわし

い都心空間の整備を進める

○多様なライフスタイルの実現に

寄与する都心居住の促進を図

る

○中核的な都市機能の集約を図

るとともに、居住機能との複合

化を促進する

○周辺の開発に合わせて、魅力

的な拠点開発を連鎖させる取り

組みを推進する

○自立分散型のエネルギー供給

体制と、これをつなぐネットワー

クの確立を進める

○再開発を活用した緑豊かなオー

プンスペースや、敷地内緑化や

屋上緑化・壁面緑化を支援する

○木造老朽家屋が密集するなど、

災害時における延焼拡大の危

険性があり、円滑な避難等が困

難である危険区域などの改善

を図る

○再開発などにより帰宅困難者対

策などを促進する

再開発の目標を目指す1号市街地の範囲を以下のフローから画定する

■都市戦略の視点

複合型⾼度利⽤市街地・1号市街地画定基準（連続性など）

■都市改善の視点



戦略図②
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（（（（３３３３））））1111号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ

都市再開発⽅針⾒直しについて

都市戦略の視点の概念図

環状通内側・地下鉄沿線・地域交流拠点のJR駅周辺 都心・地域交流拠点・波及効果期待地区

＜参考拡大図＞波及効果期待地区（現行都

市再開発方針の整備促進地区・2号地区）

ＪＲ白石駅周辺

戦略図①
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（（（（３３３３））））1111号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ

都市再開発⽅針⾒直しについて

都市防災課題地区は「改訂 都市防災実務ハンドブック（都市防災実務ハンドブック編集委員会、H17.2）」に

示す災害危険度判定を参考に、「延焼危険度」と「避難塞危険度」に焦点を絞り、以下のフローに従い抽出

（（（（３３３３））））1111号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ ～都市改善の視点～～都市改善の視点～～都市改善の視点～～都市改善の視点～

都市防災課題地区抽出フロー

図 都市防災課題地区抽出フロー

1. 延焼危険度とは？

地区で火災が発生し、消防力が期待出来ない場合に、

どの程度延焼が拡大するかを示す指標

災害時において、建物の倒壊などにより避難路が閉塞し、避難

地までの避難行動が妨げられる危険性を示す指標

1.1.1.1.延焼延焼延焼延焼危険度危険度危険度危険度 2.2.2.2.避難危険度避難危険度避難危険度避難危険度

都市防災課題指標都市防災課題指標都市防災課題指標都市防災課題指標

○火災時に延焼が拡大する危険性が高い地区

を抽出

危険度評価（危険度評価（危険度評価（危険度評価（5555段階）段階）段階）段階）危険度評価（危険度評価（危険度評価（危険度評価（5555段階）段階）段階）段階）

木造建物 耐火

建物

公園

空き地

道路閉塞

○避難路が閉塞する危険性が高い地区を抽出

○一次避難地までの距離が遠い地区を抽出

②建物倒壊率が高いほど道道道道

路の閉塞確率は高い路の閉塞確率は高い路の閉塞確率は高い路の閉塞確率は高い

①建物老朽率が高く地盤状況が悪

いほど建物倒壊率は高い

2. 避難危険度とは？

倒壊建物

課題地区抽出図課題地区抽出図課題地区抽出図課題地区抽出図

3. 総合評価の視点（札幌市の考え方）

○地区レベルの視点からの評価

→危険度3以上が連担している地区を抽出

→地区レベル（街路、川等に囲まれた広域的な地区）で評価

○街区レベルと地区レベルの視点から総合的に判断し、地区全体の

課題を判定

※4m未満の道路は全て閉

塞・8m以上の道路は閉塞

しないものと仮定

木造建築物が密集し

ていると延焼拡大の延焼拡大の延焼拡大の延焼拡大の

危険性が高い危険性が高い危険性が高い危険性が高い

耐火建物や空地（公

園、空き地など）が

多いと延焼拡大の危延焼拡大の危延焼拡大の危延焼拡大の危

険性が低い険性が低い険性が低い険性が低い

3.3.3.3. 総合評価総合評価総合評価総合評価

○街区レベルと地区レベルで総合評価

※除外区域について：用途地域により低層住宅などを誘導する地域、既成市街地以外の、計画的に

整備された郊外などは調査の対象外とする

※1）総合評価の結果、一定の課題を抱える地区は散見されたも

のの、再開発で早急に対応すべき（1号市街地に反映される

べき地区）は抽出されなかった（※課題図の該当地区なし）

課題課題課題課題地区抽出（右図）地区抽出（右図）地区抽出（右図）地区抽出（右図）

○1.延焼危険度と 2.避難危険度の相加平均

※危険度の考え方：市街地整備の観点から防災対策の優先順位を整理するため

の評価基準

③1次避難地までの距離が

遠ければ避難避難避難避難危険度は高い危険度は高い危険度は高い危険度は高い

1111号市街地（課題図）号市街地（課題図）号市街地（課題図）号市街地（課題図） ※1※1※1※1



○再開発に求められる公共貢献を実現すべきエリア

→公共貢献を実現する再開発に対して支援体

制がある

5

都市再開発⽅針⾒直しについて
（（（（３３３３））））1111号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ号市街地の位置づけ

機能集積機能集積機能集積機能集積

空中歩廊空中歩廊空中歩廊空中歩廊

地下接続地下接続地下接続地下接続

オープンスオープンスオープンスオープンス

ペースペースペースペース

帰宅困難者帰宅困難者帰宅困難者帰宅困難者

対策対策対策対策

再生可能エネ再生可能エネ再生可能エネ再生可能エネ

ルギー導入ルギー導入ルギー導入ルギー導入

緑化緑化緑化緑化
駐輪場拡大駐輪場拡大駐輪場拡大駐輪場拡大

再開発に求められる

公共貢献

都市戦略の視点からみた1号市街地の取組み

【1号市街地の画定】

図 「札幌市まちづくり戦略ビジョン」が示す再開発の活用により

整備が求められる公共貢献

都市戦略の視点をメインに検討が必要

再開発の目標を実現させるために1号市街地で取り組むべきことは何か？

戦略図①+戦略図②より


