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南相馬市第三次総合計画基本構想（案）について 

 

１ （仮称）南相馬市第三次総合計画基本構想（素案）に対する意見等                    

（１）パブリックコメント手続 

   ①期  間 令和４年９月２８日（水）から１０月１７日（月）まで 

②意見件数 ５件 ※内容は資料１－２のとおり。 

 

（２）各地域協議会説明 

①開催日時 

    １）令和４年 ９月２９日（木）１４：００～ 小高区地域協議会  

    ２）令和４年１０月 ４日（火）１３：３０～ 鹿島区地域協議会  

    ３）令和４年１０月 ６日（木）１４：００～ 原町区地域協議会 

 

②意見等件数 ３０件（意見２５件、質問５件） 

※内容は資料１－２のとおり。 

１）小高区地域協議会 ２０件（意見１７件、質問３件） 

２）鹿島区地域協議会  ４件（意見 ４件） 

３）原町区地域協議会  ６件（意見 ４件、質問２件） 

    

２ 意見等の対応について                             

  内容精査の結果、大幅な修正は必要なしと判断し、一部文言の追記・修正を

もって諮問するもの（意見等への対応については、資料１－２のとおり）。 

 

３ 今後の予定                                        

（１）地域協議会への諮問 

  ①令和４年１０月２５日（火）１３：３０～ 鹿島区地域協議会 

  ②令和４年１０月２６日（水）１４：００～ 小高区地域協議会 

  ③令和４年１０月２７日（木）１３：３０～ 原町区地域協議会 

 

（２）総合計画審議会（附属機関）への諮問 

   令和４年１０月２８日（金）９：３０～ 

 

（３）庁内手続等 

  ①令和４年１１月 １日（金）１１月定例企画調整会議 

  ②令和４年１１月１０日（木）１１月定例庁議 

  ③令和４年１２月      １２月議会提案 

  以上 
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第１章 基本構想 
 

１ 基本構想とは 
 

総合計画は、総合的かつ基本的な指針である最上位計画で、「基本構想」、「基本計

画」で構成しています。基本構想は、本市のまちづくりの基本的な考え方及び土地

利用の基本的な考え方を示すものであり、基本計画は、基本構想に示す政策実現の

ための手段を具体的に示したものです。その他「実施計画」は、市内部の計画とし

て、基本計画で示す施策の目標実現のため、具体化させたものです。 

本市では、東日本大震災（以下「震災」という。）及び東京電力福島第一原子力発

電所事故（以下「原発事故」という。）から 12年目を迎え、ハード整備を中心とし

た復旧事業等は概ね完了していること、市民意識調査の結果からもこれまでの復興

施策に対し一定の評価を得ていること、復興が進むとともに新たな課題も発生して

いること、近年の変化が著しい社会情勢等への迅速かつ柔軟な対応が必要であるこ

となどから、今回、より時代に沿った計画とすべく、令和５年度を始期とする新た

な「南相馬市第三次総合計画（以下「第三次総合計画」という。）」を策定すること

とします。 

 

● 計画の構成 ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新たな基本構想の目標年と計画期間 

時代の流れが速い中、国の「第２期復興・創生期間」等との連携や国際的な目

標である持続可能な開発目標（以下「ＳＤＧｓ」という。）の達成期限、市長任期

と計画期間を連動させることで実効性等を確保するため、「第三次総合計画」の計

画期間については、令和５年度を始期とし、新たな「基本構想」は令和 12年度ま

での８年間、「基本計画」は前期・後期それぞれを４年間の計画期間とします。 

 

基本構想 

８年間 

令和５年度～ 

令和 12年度 

市が目指すまちの姿を定めたもの 

■まちづくりの基本的な考え方 

（まちづくりの基本目標・今後８年間のまちづくりの

基本姿勢・政策（７つの「政策の柱」）） 

■土地利用の基本的な考え方 

（土地利用の基本理念・基本方針） 

基本構想を実現するための 

施策の基本的な方向性を定めたもの 

■政策（７つの「政策の柱」（基本施策・主な施策）） 

基本計画 

４年間 

【前期】令和５年度～令和８年度 

【後期】令和９年度～令和 12年度 



基本構想（案） 

４ 

● 計画の期間 ● 

 

 

３ 基本構想策定の背景 

■ 第一次総合計画 

 本市は、平成 18年１月１日、旧小高町、旧鹿島町及び旧原町市の１市２町が合

併し誕生し、平成 20年３月に「南相馬市第一次総合計画（以下「第一次総合計画」

という。）」を策定し、「ともにつくる 活力に満ちた 安心で潤いのある南相馬」

を将来像に掲げ、「持続可能な自治体」として、50年後、100年後も、未来の市民

が、南相馬市に住んでいてよかったというまちづくりを進めてきました。 

■ 復興計画 

 震災と原発事故からの復旧を果たし、更なる地域の発展も図るため、平成 23年

12月に「南相馬市復興計画（以下「復興計画」という。）」を策定し、「心ひとつに 

世界に誇る 南相馬の再興を」をスローガンに多くの市民が帰還し、原子力災害
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● 関連項目 ● 
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第２期復興・創生期間（５年間） 
   

  

       
 

   
  

       
 

   
  

２年前倒し 

令和４年度

策定 

復興の加速のため、５年計画を４年計画に前倒し 

10 年計画のため、基本計画と終了年度の２年差が生じる 

 

第三次基本構想（８年） 

前期基本計画（４年） 後期基本計画（４年） 

第三次国土利用計画（８年） 

福島県総合計画 計画期間 

ＳＤＧｓ 達成期限 

原子力災害被災地域における取組の継続 
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を克服して、安全・安心の南相馬市となるよう市民・行政が一丸となって取り組

んできました。 

 

 ■ 第二次総合計画 

 第一次総合計画及び復興計画の策定時から本市を取り巻く環境が大きく変化し

ていたことから、平成 27 年１月に第一次総合計画及び復興計画を見直し、「南相

馬市復興総合計画（以下「第二次総合計画」という。）を策定し、「みんなでつく

る かがやきとやすらぎのまち 南相馬」を将来像に掲げ、本市の更なる発展と

基礎をつくり、すべての市民が幸せを実感できるまちづくりを進めてきました。 

 

■ 第二次総合計画後期基本計画 

 居住人口が急激に減少した旧避難指示区域の再生や福島県が本市で整備を進め

ていた福島ロボットテストフィールドの活用など、重点的かつ緊急に取り組む事

案が生じていたことから、第二次総合計画前期基本計画を検証するとともに、１

年前倒しをして、平成 31 年３月に「南相馬市復興総合計画後期基本計画（以下

「第二次総合計画後期基本計画」という。）を策定しました。  

また、政策目標に「100 年のまちづくり～家族や友人とともに暮らし続けるた

めに～」を掲げ、震災と原発事故という未曽有の大災害を乗り越え、もう一度自

信を取り戻すこと、こどもたちが故郷に誇りを持ち、この地で何代も営みが続く

まちづくりを目指し、本市の礎を築いた先人に感謝し、今を生きるだけではなく、

10年、100年先を見据えたまちづくりに取り組んでいます。 

なお、第二次総合計画を策定した後、当該計画期間中においては、予想するこ

ともできなかった相次ぐ大規模な自然災害や新型コロナウイルス感染症（以下「新

型コロナ」という。）の感染拡大、少子化対策など、新たな緊急的な課題等に全市

を挙げ取り組んできました。 

 

■ 震災と原発事故から 12年目を迎え、新たに生じている課題 

 震災と原発事故から 12 年目を迎え、本市の復旧・復興は着実に進んでいます。 

一方で、震災と原発事故で拍車がかかったこどもや若者を中心とした人口減少に

加え、出生数は減少傾向にあり、今後更なる高齢化の進行が見込まれる中、少子

化対策や子育て支援、移住定住の促進、不足する医療・福祉分野等の人材確保な

ど、急激な少子高齢化への対応が求められています。 



基本構想（案） 
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また、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出という方針を国が決定したことによる更なる

風評が懸念される中、水産業をはじめ農林業や観光業・商工業・サービス業に携

わる事業者等が安心して事業継続できるよう風評払拭に向けた取組を推進するこ

とが必要です。 

さらに、福島イノベーション・コースト構想を基軸とし、地元企業の振興、福

島ロボットテストフィールドと福島国際研究教育機構等との連携を強化しながら、

産学官連携や新産業の集積・振興、持続可能な産業の創出が重要な課題です。ま

た、令和元年東日本台風及び令和４年３月の福島県沖地震など度重なる自然災害

等への対応などが求められています。 

加えて、今なお収束が見えない新型コロナやＳＤＧｓやデジタル変革（ＤＸ）

（以下「ＤＸ1」という。）、ロシアのウクライナ侵攻による社会・経済活動への

影響など、世界全体が大きく変わろうとする中で、これらにも適切に対応してい

く必要があります。 

 

■ 新たな課題に対し、現在、本市が求められていること 

本市が、新たな課題を解決するとともに、震災と原発事故から更なる復興・再

生を成し遂げるためには、将来を見据えた「持続可能なまちづくり」の実現が必

要です。 

このため、本市誕生から 16 年、さらに震災と原発事故から 12 年目という歩み

を大切にしながら、今まで積み重ねてきた努力の成果をかたちとし、次の世代へ

しっかりと「つなぐ」こと、互いに思いやり、「よりそう」こと、前例に捉われな

い柔軟な発想を持つとともに、様々な困難を飛躍の機会と捉えるなど、何事にも

果敢に「いどむ」ことが今後のまちづくりの基本姿勢として重要です。 

 

■ 今後の持続可能なまちづくりの実現に向けて 

平成 23 年の地方自治法改正によって、自治体における基本構想の策定義務が

廃止され、基礎自治体においては、より自治体の自主性の尊重と創意工夫の発揮

を促すことが求められています。 

また、現在、緊張感を増す世界情勢や新たな感染症への脅威、地球温暖化によ

る気候変動に加え、ＳＤＧｓの実現に向けて多様な価値観や考え方を尊重し、受

容する社会がより一層求められるなど、今後も様々な予測できない事案が発生す

                                                   
1 デジタル変革（ＤＸ） デジタル・トランスフォーメーション（Digital-Transformation）の

略で、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる概念。 
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ることが想定される新たな時代を迎えています。 

このため、第三次総合計画基本構想においては、従前の「計画期間（８年間）

の将来像」から、より「長期的な視点」でまちづくりの目標を設定することで、

新たな時代に対応すべく、第二次総合計画後期基本計画の政策目標を引き継ぎ、

「100 年のまちづくり～家族や友人とともに暮らすまち～」を「まちづくりの基

本目標」とします。 

加えて、今後８年間において、市民が震災と原発事故からの復旧・復興を実感

できることを目指し、市民等が課題解決に取り組むための「今後８年間のまちづ

くりの基本姿勢」を掲げながら、「まちづくりの基本的な考え方」と「土地利用の

基本的な考え方」からなる「新たな基本構想」を定めるものとします。 

 

４ まちづくりの基本的な考え方 

（１）まちづくりの基本目標 『未来の南相馬の姿』 

 

 

 

 

 

 

 

100年先の南相馬市～「市民が家族や友人に囲まれながら、安心して暮らすまち」

～これが未来の南相馬市を想像した姿です。 

 

私たちの子孫がこの地域で幸せに暮らし、我々が引き継いできた伝統が 100年後

も引き継がれ、更に魅力が増している未来を想像しています。 

 

南相馬市は、長期的な視点をもって、このような未来を想像しながら、みんなで

力を合わせ、まちづくりに取り組んでいきます。  

 
１００年のまちづくり 

～家族や友人とともに暮らすまち～ 
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（２）今後８年間のまちづくりの基本姿勢 

本市は、未来の南相馬市の姿である「100 年のまちづくり～家族や友人とともに

暮らすまち～」の実現に向け、今後８年間で、市民が震災と原発事故からの復興を

実感できることを目指します。 

このため、今後のまちづくりを進めるうえでは、今まで積み重ねてきた努力の成

果をかたちとし、次の世代へしっかりと「つなぐ」こと、互いに思いやり「よりそ

う」こと、何事にも果敢に「いどむ」ことが重要です。 

これらの考えの下、市民、事業者・まちづくり団体、行政それぞれが、課題解決

に取り組むため、次のとおり３つの「今後８年間のまちづくりの基本姿勢」を掲げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 つなぐ ・ よりそう ・ いどむ 

「つなぐ」 
 

本市誕生から 16 年、震災と原発事故から 12 年目という本市の歩み

を大切にし、今まで積み重ねてきた努力の成果をかたちとし、次の世代

へしっかりと“つなぐ”ことで、持続可能なまちづくりを目指します。 

「よりそう」 
本市の復旧・復興の軌跡の中で生じた、個人の様々な人生観・価値

観・慣習などを理解、尊重しつつ、互いに思いやり、“よりそう”こと

で、夢や希望を実現できる共生のまちづくりを目指します。 

「いどむ」 
 

前例に捉われない柔軟な発想を持つとともに、様々な困難を飛躍の

機会と捉えるなど、何事にも果敢に“いどむ”ことで、未来に向かい進

み続けられるまちづくりを目指します。 
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（３）政策 

① 政策の柱 

「今後８年間のまちづくりの基本姿勢」に基づき、原子力災害からの復興に加

え、持続可能なまちづくりを進めるため、ＳＤＧｓなどの視点を踏まえ、次のと

おり７つの「政策の柱」を掲げ、取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 各政策の柱と長期的な計画や取組との関係 

各政策の柱と国の「第２期復興・創生期間」や県の総合計画を意識しなが 

ら、特にＳＤＧｓについては、基本計画の中で、進捗管理を行います。 

 

 

③ 計画期間 

令和５年度から令和 12年度までの８年間とします。 

 

 

④ 各政策の柱の説明 

７つの「政策の柱」の説明については、次のとおりとします。  

政策の柱１ 教育・学び 

政策の柱２ こども・子育て 

政策の柱３ 健康・医療・福祉 

７つの「政策の柱」 

政策の柱４ 産業・しごとづくり・移住定住 

政策の柱５ 都市基盤・環境・防災 

政策の柱６ 地域活動・行財政 

政策の柱７ 原子力災害復興 
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人は学ぶことで磨かれていきます。誰もが安心して、いつでも、どこでも学べる

環境の充実が求められています。 

教育水準の向上と、先人から受け継いだ南相馬の自然、歴史・伝統を生かした教

育により、こどもの未来を切り拓く力を高めます。 

また、人生 100 年時代において、より心豊かな人生を送ることができるよう、生

涯にわたって学ぶことができる環境づくりを推進することにより、誰もが学びたい

ことを学び続けられるまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

こどもは地域の宝、未来をつくる希望です。すべてのこどもが健やかに成長し、

すべての親が安心してこどもを育てることができるよう、地域で子育てを応援する

ことが求められています。 

地域が一丸となって、すべてのこどもの権利と暮らしを守り、こどもが笑顔で暮

らせるまちを目指します。 

また、出会いから結婚支援や子育て支援、若い世代の移住定住など、全市を挙げ

て少子化対策などに取り組み、安心してこどもを産み育て、こどもの成長に喜びを

感じ、充実した子育てができるまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

市民一人ひとりが地域社会で活躍し、お互いに支え合うことで、誰もが住み慣れ

た地域で、心身ともに元気で健やかな暮らしを続けられることが求められています。 

「100 年のまちづくり～家族や友人とともに暮らすまち～」を進めるうえで、あ

らゆる政策の基本となるのが、こどもから高齢者まであらゆる世代が健康であるこ

とです。 

また、急速な高齢化が進行する中で、高齢者や障がい者等が安心して暮らし続け

られるには、地域の支え合いや医療、福祉の充実が大切です。 

教育・学び 

政策の柱 

１ 

こども・子育て 
政策の柱 

２ 

健康・医療・福祉 

政策の柱 

３ 
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このため、市民の健康づくりの推進、医療・福祉体制の整備や連携の強化などに

より、誰もが健康で安心して暮らせるまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

産業・しごとづくり・移住定住は、南相馬の活力の源泉です。まちに元気と賑わ

いを生み出すためには、より一層の地域産業の振興、移住定住の推進が求められて

います。 

本市は、新たなチャレンジを応援するまちです。地元企業の発展を支えるととも

に、福島イノベーション・コースト構想の６分野2などを通じて、あらゆる世代や国

籍などを超えて、就業機会の創出を図ります。 

また、山・川・海の豊かな自然や人馬が共生する文化など、本市の魅力ある地域

資源を最大限生かした、観光や移住定住施策を推進するなど、訪れたくなる・住み

たくなるまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

すべての人に便利でやさしく、自然と調和しながら、ゆとりとやすらぎをもって、

快適に暮らせるまち、また、あらゆる災害に迅速に対応する安全で安心なまちが求

められています。 

道路網・上下水道の整備や住環境の整備、公共交通の確保、ごみの減量と資源化

等を推進し、住みやすいまちを目指します。 

また、太陽光発電設備の適切な管理による地域と共生した再生可能エネルギーの

活用や省エネルギーの推進などによる脱炭素社会の実現、交通安全・防犯の推進な

ど、環境に配慮し、快適に暮らせるまちを目指します。 

さらに、災害が激甚化・頻発化する中で、想定を超える災害に対し、しなやかで

強靭な地域社会の構築を目指します。 

 

                                                   
2 福島イノベーション・コースト６分野 同構想では、重点分野として「廃炉」、「ロボット・ド

ローン」、「エネルギー・環境・リサイクル」、「農林水産業」、「医療関連」、「航空宇宙」の分野に

おけるプロジェクトの具体化を進めています。 

都市基盤・環境・防災 
政策の柱 

５ 

産業・しごとづくり・移住定住 
政策の柱 

４ 



基本構想（案） 

１２ 

 

 

 

 

 

将来の予測が困難な時代において、あらゆるリスクに適切に対応すること、誰も

がまちづくりの主役になれること、持続可能な行財政運営が求められています。 

このため、新たな感染症の脅威など、突発的な事象に対し、機動的に対応します。 

また、地域コミュニティの再生・再構築に加え、まちづくりの担い手として、あ

らゆる場面で市民一人ひとりが成長・活躍できるよう支援します。 

さらに、より効率的かつ効果的な行財政運営を推進することで、健全な行財政運

営を図り、将来へ向けて持続可能なまちを目指します。 

 

 

 
 

 

 

震災と原発事故から 12 年目を迎えた中で、原子力災害からの復興・再生を一日

でも早く成し遂げることが求められています。 

国の「第２期復興・創生期間（原子力災害被災地域）」（令和 12年度）に合わ

せ、本市の更なる復興・再生に向けて、国・県等とも十分に連携を図りながら、

福島イノベーション・コースト構想を推進します。 

また、震災と原発事故により拍車がかかったこどもや若者を中心とした人口減

少に加え、出生数の減少傾向を踏まえ、今後、更なる少子化対策や子育て支援、

移住定住の促進、地域コミュニティの再生・再構築、不足する医療・福祉分野等

の人材確保に取り組みます。 

さらに、水産業をはじめ農林業や観光業・商工業・サービス業に携わる事業者

等が安心して事業継続できるよう風評払拭に向けた取組を推進するとともに、廃

炉作業を安全かつ着実に進めるよう、引き続き、国や東京電力ホールディングス

㈱に求めていくなど、原子力災害からの復興・再生を目指します。 

 

 

 

 

 

 

地域活動・行財政 
政策の柱 

６ 

原子力災害復興 
政策の柱 

７ 
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５ 土地利用の基本的な考え方 

（１）土地利用の基本理念 

南相馬市の土地の区域は、現在及び将来における市民のための限られた資源

であるとともに、生活及び生産を通じた様々な活動を行うための共通の基盤で

す。また、市民共有のかけがえのない財産として、将来的にも公共の福祉を優

先しつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮して、計画的

に利用していくことが必要です。 

一方で、土地利用の推進に当たっては、震災及び原発事故による震災以前と

同様の土地利用ができない土地が生じていることから、適正かつ合理的な土地

利用に配慮しつつ、長期的な展望に基づく総合的かつ計画的な視点に立って、

市民の理解と協力のもと、健康で文化的な生活環境の確保と、地域の均衡ある

発展を図ることを基本理念とします。 

 

（２）土地利用の基本方針 

① 第三次総合計画の実現に向けた土地利用の推進 

本市の最上位計画である第三次総合計画のまちづくりの基本目標である

「100年のまちづくり～家族や友人とともに暮らすまち～」の実現に向けて、Ｓ

ＤＧｓの視点も取り入れながら、土地の利用に関する計画の充実を図り、地域

固有の条件に応じた適正かつ合理的な土地利用を推進します。 

 

② 土地需要の量的調整3  

震災と原発事故による人口減少・少子高齢化の進行により、低・未利用地 

等の増加が懸念されるため、都市的土地利用4については、コンパクトなまち 

づくりの考えのもと、土地の有効利用・高度利用を一層推進し、計画的に良 

好な市街地等の形成と再生を図ります。 

また、農用地や森林などの自然的土地利用5については、農林業の生産活動 

の場としての役割や、農用地や森林が有する水源かん養機能など自然環境保 

                                                   
3 土地需要の量的調整 人口や経済動向等を踏まえ、土地の有効利用と維持管理の観点から、自

然的土地利用の転換（農地から宅地への変換等）の抑制を通じて、利用区分ごとの配分調整を行

うことをいう。 
4 都市的土地利用 住宅地、工業地、事務所、店舗用地、一般道路など、主として人工的施設に

よる土地利用をいう。 
5 自然的土地利用 農林業的な土地利用に自然環境の保全を旨として維持すべき森林、原野、水

面、河川、海浜などの土地利用を加えたもので、都市的土地利用以外の土地利用を総称したもの

をいう。 
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１４ 

全機能などの多面的な機能に配慮して、適切な保全を基本とし、都市的土地 

利用への転換に当たっては、適正な判断のもとで計画的に行います。 

③ 土地利用の質的向上 

ア 災害に強い土地利用 

災害に対する地域ごとの特性を踏まえた適正な土地利用を基本としつつ、 

事前防災や減災等の観点も踏まえ、安全で安心なまちづくりを推進するため、 

国土強靭化の取組を推進します。 

津波被災地域では、防潮堤や道路の嵩上げ、海岸防災林の一部高盛土整 

備などの多重防御による防災機能の向上を図る取組を推進します。 

令和元年東日本台風等の経験を踏まえ、主要河川の氾濫等による浸水被害 

を防止・軽減するため、河川改修や堤防強化、土砂浚渫などの取組を推進し 

ます。 

また、災害に強い道路ネットワークを構築するなど、災害に強い土地利用 

を推進します。 

 

イ 循環と共生を重視した土地利用 

社会経済活動と自然とが調和した資源再利用などによる物質循環、流域に

おける水循環と土地利用の調和、森林の整備・保全、緑地・水面などの活用に

よる環境負荷を低減します。また、再生可能エネルギーの導入に際しては、周

辺の土地利用や防災、自然環境や生態系、景観等に配慮しつつ地域との共生

を図るなど、循環と共生6を重視した土地利用を推進します。 

 

ウ 美しくゆとりある土地利用 

安全で快適な居住環境などゆとりある都市環境の形成、農山村地域におけ

る緑豊かな環境の確保、歴史的・文化的風土の保存と活用、地域の個性ある景

観の保全・形成を推進します。また、市民等が自然とふれあい、親しみを持

ち、憩うことのできるレクリエーションの場の確保など、美しくゆとりある

土地利用を推進します。 

  

                                                   
6 循環と共生 循環とは生物多様性や社会経済活動など様々な体系において健全な物質循環が確

保されていることをいう。共生とは、健全な生物多様性が維持され、自然と人間との共生が確保

されていることをいう。 
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６ 計画の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）まちづくりの基本的な考え方 

１００年のまちづくり～家族や友人とともに暮らすまち～ 

①まちづくりの基本目標 『未来の南相馬の姿』 

つなぐ ・ よりそう ・ いどむ 

②今後８年間のまちづくりの基本姿勢 

政策の柱１ 教育・学び 

政策の柱２ こども・子育て 

７つの「政策の柱」 

政策の柱３ 健康・医療・福祉 

政策の柱４ 産業・しごとづくり・移住定住 

政策の柱６ 地域活動・行財政 

政策の柱５ 都市基盤・環境・防災 

（２）土地利用の基本的な考え方 

①土地利用の基本理念 

②土地利用の基本方針 

政策の柱７ 原子力災害復興 

 

③政 策 



南相馬市第二次復興総合計画基本構想（素案）に係るパブリックコメント手続きによるご意見等への対応について 資料１－２

性別 対応区分 市の考え方（対応の理由等）

1 男性 1-2 10 １ 教育・学び

 「先人から受け継いだ南相馬の自然、歴史、伝統を生かした教育により、こどもの未来を切り拓

く力を高めます」とありますが、こどもの教育については土地固有性よりも万国で通じるジェネラ

ルな要素に力を注いだ方が、未来を切り拓く力になると考えます。

 固有のことを教育して、どのような切り拓く力になったか、ほとんど聞いたことがありません。

むしろ、私は南相馬を出てから、土地固有の背景をもたない友人の考えの柔軟さや博学さに感心し

たり、助けられることが多くありました。

 この意見は郷土についての教育を妨げるものではありません。

学校教育課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせていただき

ます。

2 男性 1-2 10 １ 教育・学び

 子供の教育にせよ、生涯学習にせよ、資源が３地域均等（完全には無理ですが）にあるようには

感じられない。とくに小高の図書館機能は非常に脆弱。自習する場所探すのも困難。

 また、原町図書館も個人が欲しくても高価で買えない本があるなどの図書館が持つべき機能が弱

く、古本市を開催するほど淘汰される本が多いことは考え直すべき。デジタルへのアクセス機能向

上も図書館は今後相当力を入れるべき。

 計画全体像からみれば些末かもしれませんが、図書館は学びの大きな柱と考えることによる意見

です。

学校教育課

生涯学習課

中央図書館

ご意見
 貴重なご意見として、今後、前期基本計画策定の際、参考

とさせていただきます。

3 男性 1-2 10
３ 健康・医

療・福祉

 総合病院の整備は喫緊です。長年取り組んでいると思いますが、今なおとても安心して住める街

ではありません。この地域に必要なのはクリニックよりまずしっかりした病院です。

健康づくり課

総合病院総務課
ご意見  貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。

4 男性 1-2 10
３ 健康・医

療・福祉

 心身ともに健康でいられるためには、自宅や職場・学校以外の居場所が必要です。笑顔はそうい

うところから生まれます。

 また、居場所も多層（それぞれの利用者に合わせた）に設置することが求められるはずです。そ

れが、「よりそう」まちづくりにつながると考えます。

健康づくり課

長寿福祉課

こども家庭課

コミュニティ推進課

ご意見  貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。

5 男性 1-2 13
５ 土地利用の

基本的な考え方

 （２）の②に「コンパクトなまちづくりの考えのもと」とありますが、これはいつからこの考え

が基本になったのでしょうか。

 正式な議論を知りません。特に原町区の駅前シャッター街はずっと続いていますが、これはそも

そも解決できるような懸案なのでしょうか。

 駅前に用事ができないということは、車社会を進め、コンパクトにはなりにくい。また、コンパ

クトなまちづくりは後ろに出てくるゆとりある土地利用とも一致を見ないように思われます。

都市計画課

商工労政課

ご質問

ご意見

 コンパクトなまちづくりについては、現行の基本構想策定

時（H26年10月）に取り入れたものです。

 また、この考え方は、原町区の中心市街地及び小高区・鹿

島区の市街地活性化にも寄与するものと考えます。

 その他、今後、業務の参考とさせていただきます。

関係課
回答内容

連番 資料番号 ページ 政策の柱等 意見要旨（意見等）
意見提出者

1/5 2022/10/19【企画課】



南相馬市第二次復興総合計画基本構想（素案）に係る各区地域協議会からの意見等への対応について 資料１－２

性別 その他 対応区分 市の考え方（対応の理由等）

1 女性 小高区 1-2 10
３ 健康・医

療・福祉

 こども達の医療・予防接種について市の負担がなされていてとてもよいと思いますが、高齢

者への予防接種について、市の負担を一部お願いしたいです。帯状発疹の予防接種は、１回

22,000円で２回接種となっていますが、計44,000円は大きな負担です。市町村によっては

3,000円～10,000円の補助をしているところもあります。50歳以上では3人に1人がかかると

言われており、入院や通治療の軽減のためにも、また、激痛に苦しむ方が減少するためにも予

防接種は必要であると思います。よろしくお願いいたします。

健康づくり課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせていただきま

す。

2 男性 小高区 1-2 全体

４ まちづくり

の基本的な考え

方

 基本構想の考え、政策の柱を掲げることも大切ですが、今後8年間のまちづくりではなく、

今できること、実施しなければならないことを、今一度洗い出し、2～3年先に実現できる政

策を考える必要があるのではないか、未来を予測するのではなく、現実を良くみて計画を策定

して欲しい。

企画課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、前期基本計画の策定の際、参考

とさせていただきます。

3 男性 小高区 1-2 5
３ 基本構想策

定の背景

 第二次総合計画後期基本計画の評価はどのようであったのか。評価の低いものについては、

三次の中に継続していくものは何か、明確にしていくべきではないか。

企画課 ご意見

 後期基本計計画については、毎年、決算期に合わせて、内部

と外部による施策評価を実施し、公表しています。

 また、今回、それらの結果とともに、内部による計画全体の

施策評価を実施し、三次総合計画策定の中で、整理します。

4 男性 小高区 1-2 全体 －

 全体的に基本構想は良いと思います。説明にもありましたように、フワッとしたボンヤリし

たものでしょうが、具体的な策はこれからだと思います。付属資料のＰ15の課題を解決すべ

き具体策を期待しています。

 今回の基本構想は7つの「政策の柱」地なっていて、前回（第二次）の柱との違いは、①教

育・子育てが①教育・学び、②こども・子育て、1つの柱が2つになったこと、「政策の柱4」

に「移住定住」が入ったこと、「政策の柱7」に「原子力災害復興」が新たにつけ加えられた

ことかと思います。

※蛇足ですが、「つなぐ・よりそう・いどむ」「つよいまちづくり」ですね！！

企画課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、前期基本計画の策定の際、参考

とさせていただきます。

5 男性 小高区 1-2 全体 －

 第二次総合計画の反省(環境が大きく変化している）に基づく、第三次総合計画であるが、

今後も社会情勢の変化等により新たな課題に直面するものと思われます。

 それにいち早く対応するためにも、しっかりとした基本構想が大切であると思う。そして、

誰もが納得のいく具体的な基本計画を早く確立し実行することが重要である。
企画課 ご意見

 貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせていただきま

す。

6 男性 小高区 1-2 8

４ まちづくり

の基本的な考え

方

（２）今後８年

間のまちづくり

の基本姿勢

基本姿勢

・基本目標「100年のまちづくり」に沿った基本姿勢「つなぐ」「よりそう」「いどむ」であ

るが、7つの政策の柱を読むと、果敢に「いどむ」が全体を通して見えていない。もう少し、

挑むメッセージ性を高めた表現にした方がよいのではないか。

・「つなぐ」「よりそう」「いどむ」は、ひらがな使用で平易にて、当初良いと思ったが、上

記の取組を強く打ち出そうとしたら、むしろ漢字に置き換えたほうが、インパクトと力強さが

出るのではないか。ひらがなとするなら「南相馬の未来に向け、＜つなぐ＞＜よりそう＞＜い

どむ＞」と前置きでも入れて分かり易くしたらよいと思う。

企画課 ご意見

 基本姿勢については、具体的な施策である「７つの政策」に

取り組む上での姿勢を示したものです。

 また、表記については、誰にとってもより分かりやすい視点

から平仮名表記としています。

 そのほか、貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせて

いただきます。

7 男性 小高区 1-2 10～12

1 教育・学び～

7 原子力災害復

興

・各政策に続く文章は総花的で、実際何をやろうとしているのか見えてこない。補足として、

文章の最後に具体的取組計画を入れ込むと理解し易い。

 例えば「教育・学び」では、【具体的取組】地域歴史教育時間の確保、学校環境特にＩＣＴ

整備・・・・」など。

企画課 ご意見

 貴重なご意見として、今後、前期基本計画策定の中で、取り

入れてまいります。

 そのほか、貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせて

いただきます。

関係課
回答内容

連番 ページ 意見要旨（意見等）政策の柱等資料番号
意見提出者
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性別 その他 対応区分 市の考え方（対応の理由等）
関係課

回答内容
連番 ページ 意見要旨（意見等）政策の柱等資料番号

意見提出者

8 男性 小高区 1-2 10

１ 教育・学び

２ こども・子

育て

・第二次計画では、「教育・子育て」が1つの柱であったが、今回は区別させている。市民意

識調査でキーワード1位「子育て」だったこと、教育には生涯学習もあること、そのため分離

させたのかと思うが、分けた理由を明示して欲しい。
企画課

こども家庭課

こども育成課

ご意見

 今回の市民意識調査に加え、今後とも「こども・子育て」に

ついて、重点的に取り組む考えから、「教育・子育て」から独

立させています。

 そのほか、貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせて

いただきます。

9 男性 小高区 1-2 11

４ 産業・しご

とづくり・移住

定住

・第二次計画の現状と課題を読むと、各産業や観光・移住とも、情報発信・情報提供が大切と

の内容が見受けられた。第一原発汚染水海洋放出など「負」の情報が発信されているだけに、

払拭させるように、「産業振興のためにも、市が率先して情報力強化に取り組む」メッセージ

を入れ込んでも良いのではないか。

企画課

危機管理課
ご意見

 政策の柱７「原子力災害復興」の中で、産業振興も含めた風

評払拭に取り組んでいく考えです。

 そのほか、貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせて

いただきます。

10 男性 小高区 1-2 12
６ 地域活動・

行財政

・第二次計画で現状と課題として挙げたコミュニティ不足などへの取組対応が前面に出てきて

いない。地域との連携や民間活用など官民協同の項目を押す内容を強めた表現にできないかと

思う。

・「行財政」は項目として必要なのか。政策推進には財政は切り離せない。でも復興計画項目

としては馴染まないと思う。行財政運営は行政内部的なもの。どうせ入れ込むなら、「行政運

営」として、ＳＤＧｓの実現とか、今後社会インフラを使うＤＸ化の基盤強化などでも良いの

ではないか。

企画課

コミュニティ推進課

ご意見

【反映】

 地域コミュニティの再生・構築に関する内容を「政策の柱

６」などに追記します。また、民間活用、DX化など、具体的な

施策については、今後、前期基本計画策定の際、参考とさせて

いただきます。

 次に、SDGｓに関しては、政策の柱６「地域活動・行財政」

だけではなく、全ての政策の柱と関連しており、今後、前期基

本計画の策定に合わせて、各政策の柱や基本施策との関連性を

整理します。

 そのほか、貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせて

いただきます。

11 男性 小高区 1-2 12
７ 原子力災害

復興

・第二計画にはなかった項目。但し、文中内容を見ると、政策の柱1～6が、網羅されてい

る、具体的計画が明示されていないのでよくわからない。
企画課 ご意見

 貴重なご意見として、今後、前期基本計画策定の中で、取り

入れてまいります。

 そのほか、貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせて

いただきます。

12 男性 小高区 1-2 13
５ 土地利用の

基本的な考え方

・震災・原発事故に伴い、都市計画の見直しとはっきり文中に書き込んだ方が分かり易いので

はないか。
企画課

都市計画課
ご意見

 貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせていただきま

す。

13 男性 小高区 1-2 13

５ 土地利用の

基本的な考え方

（２）土地利用

の基本方針②土

地需要の量的調

整

・量的調整とは何か。文中からは理解できない。今後も土地の低・未利用地が増加する懸念は

あるが、どう調整しようとしているのか取組み計画を明示して欲しい。

企画課
ご意見

【反映】

 ②土地需要の量的調整については、注釈をいれるなど、より

分かりやすい計画づくりに努めます。

 そのほか、今後、業務の参考とさせていただきます。

14 女性 鹿島区 1-2 8

（２）今後８年

間のまちづくり

の基本姿勢

 基本姿勢に「つなぐ・よりそう・いどむ」とあるが、南相馬市に住む外国人の方が、働きや

すいとか、こういうところに長く住んでみたいと思うように力を注いであげていただければな

と思う。本当に100年のまちづくりというふうに考えているんであれば、そういう人たちの家

庭とか子供たちの支援、そういうこともやっぱり長い目で必要になると思います。

 例えばそういう人たちの子供が学校に入ったときにサポートできる状況にあるのかとか、あ

とは市役所に行ったときに外国人の職員の人がいるのかとか、言葉でちゃんと対応できるのか

とか、問題が山積みだと思う。多様性というか、そういう人たちの存在も資料に反映していた

だきたい。

企画課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、前期基本計画の策定の際、参考

とさせていただきます。
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性別 その他 対応区分 市の考え方（対応の理由等）
関係課

回答内容
連番 ページ 意見要旨（意見等）政策の柱等資料番号

意見提出者

15 男性 鹿島区 1-3 6～14

（４）意識調査

結果からみる市

民意識

 今の中・高生中心に、若い世代をできるだけ南相馬市に残るような方向でいろいろ検討して

いくのが必要かなと。市外で暮らしたい理由なんてせっかくアンケートをとって調べてるわけ

ですから、問題点をどんどんつぶしていったほうが、私は他の県外なり他の町には行きたくな

いよと、そういった動機にもつながるのかなと考えますので、ぜひよろしくお願いします。

企画課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、前期基本計画の策定の際、参考

とさせていただきます。

16 男性 鹿島区 1-2 10
政策の柱２ こ

ども・子育て

 子育てについて、今、結婚願望が非常に少なくなっているとか、結婚はいいやみたいな、そ

ういう風潮も非常に多くなってるみたいなんですね。ですから、根っこに大きな抱えている物

があって、まずそちらを最初に解決しないと、いくらこの理想的な文面でもね、本当にそれが

解決につながるのかなると、ちょっと私としては疑問なんです。

企画課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、前期基本計画の策定の際、参考

とさせていただきます。

17 男性 鹿島区 1-2 10
政策の柱３ 健

康・医療・福祉

 人生100年時代と言われていますし、60歳65歳でも元気な人がいっぱいいるんですよね。

その方が活躍できる場というのは本当に重要だと思ったんですよ。ですから、若者を移住させ

る、若者を大切にするというのは非常に大事ですけど、ある意味では元気な高齢者が生き生き

と何かしらできるというか、そういう仕組みづくりも実は地域にとっても重要じゃないかなと

思っています。

企画課

健康づくり課

長寿福祉課

ご意見
 貴重なご意見として、今後、前期基本計画の策定の際、参考

とさせていただきます。

18 男性 原町区 1-2 全体 −

 なぜ「100年のまちづくり」というフレーズが何回も出てきているのか。

企画課 ご質問

 後期基本計画の政策目標である「100年のまちづくり～家族

や友人とともに暮らし続けるために～」を引き継ぎ、今回、ま

ちづくりの基本目標として、「100年のまちづくり～家族と友

人とともに暮らし続けるまち～」を掲げています。

19 男性 原町区 1-2 全体 −
 具体的な時系列の目標がなく、基本構想が抽象的すぎるのではないか。事前に協議すべき

だったのではないか。
企画課 ご意見

 貴重なご意見として、今後、前期基本計画の策定の際、参考

とさせていただきます。

20 男性 原町区 1-2 全体 −
 国や県の縛りがないのがわかるが、100年先のことを一自治体が計画できるのか。

企画課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせていただきま

す。

21 男性 原町区 1-2 全体 −
 「DX」や「持続可能」といった言葉ではなく、わかりやすい言葉を使ってほしい。

企画課 ご意見
 ＤＸなどの表記については、注釈を入れるなど、より分かり

すい視点で対応しています。

22 男性 原町区 1-2 全体 −
 1人でも多く市民の意見がもらえるような工夫をしてほしい。

企画課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせていただきま

す。

23 男性 原町区 1-2 ９
（３）政策 ①

政策の柱

 政策の柱について、「こども」や「しごとづくり」が平仮名なのはなぜか。

企画課

こども家庭課
ご質問

 「こども」については、国のこども家庭庁の発足（令和5年

度）や市こども子育て応援条例に合わせて、「しごと」につい

ても法律に合わせて平仮名表記としています。

24 女性 小高区 1-2 全体 −
 移住定住希望者向け市営住宅の入居可能期間が短いため延ばしてほしい。 企画課

建築住宅課
ご質問

 貴重なご意見として、今後、前期基本計画の策定の際、参考

にさせていただきます。

25 女性 小高区 1-2 14

５ 土地利用の

基本的な考え方

（２）土地利用

の基本方針 ③

土地利用の量的

向上 イ 循環

と共生を重視し

た土地利用

 優良農地にソーラーパネルを設置することによって、景観が損なわれております。ソーラー

パネル設置について規制が必要なのではないでしょうか？

企画課 ご質問
 貴重なご意見として、今後、前期基本計画の策定の際、参考

にさせていただきます。
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性別 その他 対応区分 市の考え方（対応の理由等）
関係課

回答内容
連番 ページ 意見要旨（意見等）政策の柱等資料番号

意見提出者

26 男性 小高区 1-2 全体 −

 総合計画の中でも、人権に配慮している旨の記載が必要なのではないか。計画の頭に人権と

いう文言が出たり、文章の端々に出てこないといけないのではないか。

企画課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、前期基本計画の策定の際、参考

とさせていただきます。

27 男性 小高区 1-2 その他 －

 パブリックコメントについて、もっと興味を持ってもらうために、もっとアピールすべきで

はないか。「HPに載せている」では論外である。

企画課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせていただきま

す。

28 男性 小高区 1-2 その他 －

 点字のパブリックコメントの用意はあるか。

企画課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、業務の参考とさせていただきま

す。

29 男性 小高区 1-2 その他 －

 第２次総合計画の検証結果がどうだったかが必要ではないか。また、その成果はいつ公表さ

れるのか。

企画課 ご質問

 後期基本計計画については、毎年、決算期に合わせて、内部

と外部による施策評価を実施、公表しています。

 また、それらの結果とともに、内部による計画全体も施策評

価を実施し、三次総合計画策定の中で、整理します。

30 男性 小高区 1-2 その他 －

 第３次総合計画につながる個別計画の見直しが必要ではないか。

企画課 ご意見
 貴重なご意見として、今後、前期基本計画の策定の際、参考

にさせていただきます。

5/5 2022/10/19【企画課】


