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泉北ニュータウンは、高度経済成長期の住宅需要に応えるため、大規模な計画的市街地として整備さ

れ、1967 年のまちびらき以降、泉ヶ丘地区、栂地区、光明池地区と順次開発が進められました。そして、

日本を代表する大型ニュータウンのひとつとして、計画的に整備された都市基盤、住宅地と商業地などの

用途が適切に配置された土地利用、緑豊かな住環境などの強みを活かし、周辺の地域と一体となって成

長を遂げてきました。 

一方、まちびらきから 50年以上が経過した現在、人口減少・高齢化の進行、人々のライフスタイルや価

値観の変化、住宅や公共施設の老朽化など、多くの社会環境の変化に直面しています。 

計画的に開発された泉北ニュータウンが、より一層、発展し、周辺地域と一体となった持続的な成長を

実現するためには、社会環境の変化に柔軟な受容力をもって対応し、変革させていくことが重要です。その

ために、本市では、2010 年に「泉北ニュータウン再生指針（以下「前指針」という。）」を策定し、課題解決に

向け、様々な取組を行ってきました。 

今般、前指針の計画期間である 10年が経過したことと、また、このような社会環境の変化に対応するた

め、新たな指針を策定します。 

新たな指針は、次の 10年に、魅力があふれ豊かに暮らせるまちとして大きく飛躍させるべく、将来のまち

の姿や暮らす人の姿をイメージし、「新しい泉北ニュータウンをデザインする」ことを表現した「SENBOKU
セ ン ボ ク

 

New
ニ ュ ー

 Design
デ ザ イ ン

」と名付け、泉北ニュータウン地域において、新たな価値を創造し、将来にわたって多様な世

代が快適に住み続けることのできる「持続発展可能なまち」とすることを目的とします。 

  

１．策定の目的 
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「新たな視点」の設定 

前指針策定から 10 年が経過し、社会情勢や情報通信技術の進展などは大きく変化しています。また、

これまでの市の施策などを踏まえ、本指針の策定にあたっては、計画期間の周期である１０年後に向けて、

さらには本市がめざす将来像のイメージである「堺グランドデザイン 2040」を見据えた新たな視点を積極的

に取り入れる必要があります。 

そのため、これまでの取組の評価の反映に加え、１０年後の泉北ニュータウンの「まちや人の将来像」をイ

メージし、泉北ニュータウンの持続的な発展に求められる新たな視点として、「SDGs の達成」「スマートシテ

ィの推進」「健康長寿のまち」「職住一体・近接型ライフスタイルの促進」を設定し、取組を一層推進します。 

これらの新たな視点を踏まえ、SENBOKU New Designの基本方針等を定めます。 

 

前指針の継承・発展 

前指針では、泉北ニュータウンの地域特性や社会情勢の変化を見据え、理念及び基本方針に基づき取

組を進めてきました。それにより、老朽化する公的賃貸住宅の建替えやリノベーションなどの取組、駅前の

再整備、近畿大学医学部・近畿大学病院の開設を契機とした都市機能の再編、NPO 法人等の市民活動

団体などによる泉北ニュータウンの魅力発信をはじめとした地域活動の活性化など、泉北ニュータウンの持

続的な発展に向けた新たな息吹を吹き込むことができました。 

一方で、現在は、地域課題の解決、持続的な発展に向けた取組の途上であることから、これまでの「基

本的な取組」は、社会情勢の変化などを踏まえた上で、継承・発展させることが必要です。 

 

将来像の共有 

泉北ニュータウンを持続発展させるためには、住民や事業者など、様々な主体と思いを共有し、対等な

立場での提携（イコールパートナー）により、共創することが重要です。 

様々な主体との将来像を共有するため、泉北ニュータウンの「10 年後のまちや人の将来像」を具体的な

取組例とイラストによりイメージとして例示します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SENBOKU New Designの策定の考え方】 

１ 

２．策定の考え方 

２ 

３ 

基本的な取組
公的賃貸住宅の再編に伴う活用地
公民連携による緑空間の利活用 等

新たな取組
地域で働くことができる場、機会の創出

ICTを活用した健康増進、モビリティの導入 等

SENBOKU New Design

［新たな視点］
・SDGsの達成
・スマートシティの推進
・健康長寿のまち
・職住一体・近接型ライフスタイルの促進

計画期間

［10年間］

～新たな価値の創造～

基本方針・取組方針・具体的な取組例

10年前の

泉北ニュータウン
現在

2040年の

泉北ニュータウン

10年後の

泉北ニュータウン

継承・発展

ｃ

（前指針）

10
年
後
の
ま
ち
や
人
の
将
来
像

イメージとして例示

基本的な取組
住宅ストックの整備
魅力発信 等
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泉北ニュータウンは高度経済成長期の人口の都市集中により発生した住宅需要に応えるため、居住環

境の整った大規模ニュータウンとして計画的に開発されました。 

1967 年、宮山台のまちびらきを皮切りに、泉ヶ丘地区、栂地区、光明池地区と順次開発が進められ、

緑豊かな住環境を有するまちとして成長しました。 

 

泉北ニュータウンの位置 泉北ニュータウンの地区の区分 

※SENBOKU New Designにおいては、堺市域内かつ新住宅

市街地開発事業区域の外郭ラインを泉北ニュータウンの範

囲としている。 （資料：堺市地形図を加工して作成） 

 

 

泉北ニュータウン 

(新住宅市街地開発法に基づく開発区域内)の概要  

 

泉北ニュータウンの現況（堺市分） 

事業主体 大阪府  人 口 116,693人 

事業期間 1965（昭和 40）年 12月 

～1983（昭和 58）年 3月 

 世帯数 56,271世帯 

入居開始 1967（昭和 42）年 12月  戸 数 約 58,698戸  

集合住宅 約 41,990戸 

戸建住宅 約 16,708戸 

開発面積 約 1,557ha（堺市：1,511ha） 

（和泉市： 46ha） 

 

地区、住区 3地区 16住区  資料：人口、世帯数は住民基本台帳人口及び外国人登録

人口（令和 2 年 4 月末現在）。 公的賃貸住宅は平成 28

年 3 月 31 日時点の現況管理戸数。戸建住宅は平成 27

年度 堺市泉北ニュータウン空家調査、その他の住宅は住

宅地図(平成 27年 10月)による) 

計画戸数 約 54,000戸 （堺市：53,500戸） 

 （和泉市： 500戸） 

計画人口 約 18万人 

（資料：「泉北ニュータウンの建設」大阪府企業局 昭和 61年 3月） 

  

１．泉北ニュータウンの概要 

泉北ニュータウン 

堺市 

大阪府 

泉ケ丘駅 

栂・美木多駅 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

光明池駅 
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●近代都市計画の考えに基づいて計画的に整備されている 

・ 泉北ニュータウンは、住宅地と商業地などの用途を計画的

に配置した土地利用を誘導しており、低層住宅や中高層

住宅が整然と広がった特有の景観を形成しています。 

・ 「田園都市論」（E・ハワード）や「近隣住区論」（C.A.ペリー）

などの近代都市計画の考えに基づき構成されており、小学

校区を一つのコミュニティ基礎単位として住区を形成して

います。 

・ 住区内は自動車の通過交通を排除する道路計画です。ま

た、緑豊かな歩行空間である緑道が地区内の住区と駅や

近隣センターなどを結んでいます。 

・ 住区の中心部には商業施設や生活支援サービス施設等

のある近隣センターや、小学校、幼稚園・保育所、医療セ

ンター、公園などが整備されています。 

 

 

●広域的な機能を持ち、近接する都市からも求心力を感じられる  

・ 駅前にある地区センターは、それぞれ特色があり、全体として機能の分散、補完が図られています。 

地 域 特 徴 

泉ヶ丘地区センター ニュータウン全体及びその周辺地域にも商圏がおよぶ中核的タウンセン

ターとして商業・レジャー施設など 

栂地区センター 行政・文化教育施設など 

光明池地区センター 商業・業務・体育施設など 

・ 2018年に泉ケ丘駅の駅ナカに食料品を取り扱う店舗などが誕生するなど、駅利用者の利便性につなが

っています。 

・ 泉北ニュータウン内及び周辺エリアには、高等教育施設、福祉施設、総合病院、スポーツ・レクリエーシ

ョン施設、大規模商業施設などが立地しています。 

・ 2013 年に東大谷高等学校が開設され、今後、近畿大学医学部・近畿大学病院や大阪健康福祉短期

大学といった教育機関が開設予定です。 

 

 

●特徴的な住宅ストックを有している 

・ 住宅の構成は、全体戸数の 3/4が公的賃貸住宅や分譲マ

ンションなどの集合住宅、1/4 が戸建住宅やタウンハウスな

どの低層住宅となっています。 

・ コーポラティブ住宅、テラスハウス、コンペ方式によって設

計された集合住宅など、時代背景を反映した多様な住宅

供給を実施しました。 

・ 近年、若い世代にとって住みやすい住居を実現するため、

公的賃貸住宅事業者と堺市が連携した住戸リノベーション

事業の取組などを実施しています。  

２．泉北ニュータウンの魅力 

住戸リノベーション事業 

近隣センターと地区センターの配置図 

泉ケ丘駅 

栂・美木多駅 

光明池駅 
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●公共交通網が整備されている 

・ 泉北高速鉄道は、南海電鉄と相互直通運転が行われており、本市中心部、大阪市中心部へ乗り換え

ずに行くことが可能であり、都市部への通勤・通学や買い物などの利便性を高めています。 

・ 泉北高速鉄道の各駅を起終点とするバス路線網が充実し、区役所、高校・大学、病院、商業施設など

の施設利用の利便性を高めています。 

 

 

●泉北ニュータウン特有の緑空間や隣接する農村地域など緑豊かな環境に恵まれている 

・ 泉北ニュータウン内の都市計画公園・緑地面積は約277.3ha（2020年3月末現在）となっており、南区

民一人当たりの公園面積が、約 23.75㎡で市内平均の約 8.55㎡を大きく上回っており、緑豊かな環境

が形成されています。 

・ 公園・緑地、駅や近隣センターなどを結ぶように緑豊かな歩行空間である緑道ネットワークが整備され

ています。歩行空間である緑道は、車道と完全に分離されており、安全・安心な歩行空間を形成してい

ます。 

・ 泉北ニュータウン周辺は市街化調整区域となっており、良好な里地・里山景観を備えた優良な農地が

保全されています。また、ハーベストの丘（体験型農業公園）や堺自然ふれあいの森（里山体験施設）、

フォレストガーデン（市民菜園）、その他市民農園、農産物直売所などが開設されており、身近なところで

豊かな自然環境や農空間に触れることができます。 

 

 

●地域の活性化の担い手となる人材が地域内で活躍している 

・ 堺市、大阪府、UR 都市機構（以下「UR」という。）、大阪府住宅供給公社（以下「府公社」という。）、南

海電鉄等が「泉北ニュータウン再生府市等連携協議会」を構成し、連携した取組や検討が進められてい

ます。 

・ 泉北ニュータウン全体に渡り、自治会活動が盛んとなって

います。また、近年、様々なテーマで住民や事業者が地域

の活性化を担う動きが活発になっています。 

（例） 

・泉北をつむぐまちとわたしプロジェクト 

・泉北ニュータウン住宅リノベーション協議会 

・いずみがおか広場つながるDays 

・泉北ニュータウンまちびらき 50周年事業実行委員会 

・WONDER SENBOKU推進会議 

・三原台の未来を考えるワークショップ など 

・ 近年、住民目線で泉北ニュータウンの魅力を発信する Web サイト（PORTAL SENBOKU）や情報誌

（RE EDIT）が誕生しています。 

  

泉北をつむぐまちとわたしプロジェクト 
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●人口減少・高齢化の傾向が強くなってきている 

・ 泉北ニュータウンの人口は、1992年の 164,587人をピークにして、2020年 12月末時点では 118,181

人まで減少しています。 

・ ニュータウン開発当初に入居した世代の多くは「団塊の世代」であり、その世代の高齢化によって、10 年

前と比較すると特に老年人口の増加が顕著になっています。2020 年 12 月末時点の高齢化率は

36.2%になっています。 

・ それに併せて、生産年齢人口の減少が顕著になっています。生産年齢人口の減少は、少子化にもつな

がり、泉北ニュータウン全体として人口減少・高齢化の傾向が強くなっています。 

年齢階層別人口比率の推移 

（1999年までは住民基本台帳人口、2000年以降は住民基本台帳人口 

及び外国人登録人口より作成。各年 12月末日現在) 

 

●世帯分離による若年世代の地区外転出が多い 

・ 泉北ニュータウンでは、20代から 30代の転入は多くなっていますが、10代後半から 30代の世帯分離

による地区外転出がそれを上回っており、結果として若年世代の転出超過となっています。 

・ 10 年前と比較すると、0～9 歳人口の転入が多くなっていますが、35 歳以上は転出傾向の増加が見ら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉北ニュータウンの転出入の状況（平成 26-平成 30 年度計） 

（資料：平成 30年実績 住民基本台帳人口移動報告より作成） 
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３．泉北ニュータウンの課題 
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事業所数の比較 

●子育て世代、高齢者世代などライフステージに対応した生活サービスが求められている 

・ 多様な世代が暮らすまちとなるため、健康で暮らしやすい環境を整えることや、子育て世代が魅力を感

じ、定住したくなるように、子育て・教育環境の向上を図る必要があります。 

・ 2024 年に泉ヶ丘駅前地域に近畿大学医学部・近畿大学病院が開設予定であり、大学の先進医療の

活用や健康長寿など、市民福祉の向上に関する取組が期待されます。 

・ 住民アンケート調査（2020年 7月実施）によると、「今後どのようなまちが望ましいと思いますか（複数回

答）」という問いに対し、「誰もが健康で安心して暮らせるまち（65.6％）」という回答が一番多く、次いで

「買い物しやすいまち（53.9％）」、「子育てしやすいまち（52.4％）」となり、健康長寿や子育てに重きを置

いたまちに対するニーズが高くなっています。 

 

 

●泉北ニュータウン内に働くことができる場所が少ない 

・ 住宅地として計画された背景から、泉北ニュータウン内で働くことができる場所（勤務地）が少なく、人口

や世帯規模がほぼ同等の和泉市・羽曳野市・守口市と比較しても、事業所の数が少ない状況です。 

・ 計画的な土地利用の誘導により、住居系用途地域では、働く場となる建物用途の種類が限定的であり、

また、近年、リモートワークの普及などが加速的に進む中、新たな働き方に対応できる場が求められてい

ます。 

 

〇基礎情報  
堺市南区 和泉市 羽曳野市 守口市 

人口（人） 141,450 185,540 110,494 143,858 

世帯数（世帯） 65,493 80,210 50,566 73,191 

面積（㎢） 40.39 84.98 26.45 12.71 

人口密度（人/㎢） 3,502.10 2,183.34 4,177.47 11,318.49 

人口：堺市南区・和泉市・羽曳野市 2020年 7月末現在、守口市 2020年 8月 1日現在 各市ホームページより作成 
面積：各市ホームページより作成 

 

〇産業 

 

  

経済センサス（平成 28年）より作成 

（事業所数） 
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公的賃貸住宅の建設年度別管理戸数（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

泉北ニュータウンにおける住宅種類別戸数 

●大量に供給された公的賃貸住宅がニーズに対応できなくなってきている 

・ ニュータウン開発に合わせて大量に供給された大阪府営住宅（以下「府営住宅」という。）をはじめとする

公的賃貸住宅は、泉北ニュータウンの住宅戸数のほぼ半数を占めています。特に府営住宅は、大阪府

域内で泉北ニュータウンに偏在しており、大量に建設されています。 

・ これらの住宅は、建設後 50 年近くが経過し、老朽化が進み、内装や設備、間取りなどが居住者のニー

ズに対応できなくなってきています。 

・ 住民アンケート調査（2020 年 7 月実施）によると、「泉北ニュータウンに住み替えるとした場合、住み替

え先の候補となる住宅の種類は何か（泉北ニュータウン外在住の方対象・複数回答）」という問いに対し、

「一戸建て持ち家（52.5％）」という回答が一番多く、次いで「分譲マンション（25.3％）」、「公的賃貸住宅

（25.3％）」、「民間賃貸アパート・マンション（18.4％）」、となっており、戸建住宅や分譲マンションといっ

た持ち家の志向が強くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

泉北ニュータウン公的賃貸住宅再生計画（平成 29年 3月改定） 

給与住宅 0.6%

公的分譲

マンション

11.2%

民間分譲

マンション等

9.8%

戸建住宅等

28.5%

府公社

賃貸住宅

18.4%

ＵＲ

賃貸住宅

28.4% 府営住宅

53.2%

公的賃貸住宅

49.9%

全体 約 58,700戸 公的賃貸住宅 29,283戸

公的賃貸住宅 ： 29,283 戸 

公的分譲マンション ： 6,591 戸 

民間分譲マンション等 ： 5,741 戸 

戸建住宅等 ： 16,708 戸 

府営住宅 ：15,577 戸 

府公社賃貸住宅 ： 5,382 戸 

UR 賃貸住宅 ： 8,324 戸 

公的賃貸住宅は平成 28年 3月 31日時点の現況管理戸数 

戸建住宅は平成 27年度堺市泉北ニュータウン空家調査、その他の住宅は住宅地図（平成 27年 10月）による 

4,584 

29.4%

4,584 

15.7%

9,101 

58.4%

4,867 

90.4%

5,269 

63.3%

19,237 

65.7%

1,512 

9.7%

515 

9.6%

1,972 

23.7%

3,999 

13.7%

380 

2.4%

1,083 

13.0%

1,463 

5.0%
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府営住宅

（15,577戸）

公社賃貸住宅

（5,382戸）

UR賃貸住宅

（8,324戸）

公的賃貸住宅合計

（29,283戸）

昭和40〜44年 昭和45〜49年 昭和50〜54年 昭和55年〜
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●近隣センターの商業機能が低下してきている 

・ 近隣センターは、これまで地域での日常の買い物を支える商業機能や地域住民が集い交流するコミュ

ニティ機能を中心に担ってきましたが、社会状況の変化に伴い核店舗の撤退や商業機能が低下する一

方で、福祉など高齢者の生活を支える生活サポート機能の集積が進んでいます。 

・ 2020年 10月時点の状況を見ると、空き店舗数は 2～11件と地区によって幅がありますが、近隣センタ

ー全体での空き店舗率は 21.0％となり、2008年と比べると増加の傾向にあります。また、核店舗も 6地

区で撤退が見られます。 

・ 住民アンケート調査（2020 年 7 月実施）によると、「近隣センターや徒歩圏内に充実を望む施設（複数

回答）」という問いに対し、「スーパーマーケット（50.2％）」という回答が一番多く、次いで「コンビニエンス

ストア・小売店（48.9％）」、「カフェなどの飲食店（46.1％）」となり、居住地近隣で生活を支える食料品・

物販のニーズが高く、カフェなどの飲食店も求められています。 

 

近隣センター 

2020 

店舗 

数 

営業 

店舗 

数 

内訳 2020 

空き 

店舗数 

2020 

空き 

店舗率 

2020 

核 

店舗 

2008 

店舗 

数 

2008 

空き 

店舗数 

2008 

空き 

店舗率 

2008 

核 

店舗 

物販・

飲食 

生活サ

ービス 

医療・

福祉 

郵便・

その他 

A 宮山台 31 20 4 7 7 2 11 35.5% － 26 2 7.7% － 

B 竹城台 15 13 4  2  7  0  2 13.3% スーパー 13 2 15.4% スーパー 

C 三原台 16 14 3  3  7  1  2 12.5% スーパー 14 1 7.1% スーパー 

D 高倉台 14 9 4  2  2  1  5 35.7% － 11 1 9.1% スーパー 

E 茶山台 14 12 1  4  6  1  2 14.3% － 11 0 0.0% スーパー 

F 若松台 11 9 1  3  5  0  2 18.2% － 13 2 15.4% － 

G 晴美台 12 9 5  0  3  1  3 25.0% スーパー 11 3 27.3% スーパー 

H 槇塚台 23 17 4  6  6  1  6 26.1% スーパー 24 7 29.2% スーパー 

I 桃山台 16 13 5  3  2  3  3 18.8% － 12 1 8.3% スーパー 

J 原山台 6 2 0  1  1  0  4 66.7% － 7 1 14.3% － 

K 庭代台 22 19 10  6  2  1  3 13.6% － 16 1 6.3% スーパー 

L 御池台 16 12 6  3  2  1  4 25.0% － 12 3 25.0% スーパー 

M 赤坂台 15 13 3  2  6  2  2 13.3% － 20 0 0.0% スーパー 

N 新檜尾台 21 18 7  4  5  2  3 14.3% スーパー 14 0 0.0% スーパー 

O 城山台 30 27 5  7  10  5  3 10.0% スーパー 23 1 4.3% スーパー 

合計 262 207 62 53 71 21 55 21.0%  227 25 11.0%  

※店舗数は核店舗の撤退による建替や個別店舗の改装などにより増減があります。 

 

●新たな都市機能の導入に利用可能な土地が限定されている 

・ 計画的に整備された泉北ニュータ

ウンは、新たな都市機能の導入に

利用可能な土地が少ない状況でし

た。 

・ 一方、今後 10 年間において、約

20ha の公的賃貸住宅の再編に伴

う活用地が生み出されるため、長

期的な視点に立ち、未来の泉北ニ

ュータウンのために有効活用するこ

とが求められます。 

 

泉ヶ丘駅

栂・美木多駅

光明池駅

主な活用地（予定）

緑地・緑道

鉄道
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前指針では、11 の取組を進めてきました。これらの取組を進めてきたことにより、老朽化する公的賃貸住

宅の建替え・リノベーションの取組、駅前の再整備、近畿大学医学部・近畿大学病院の開設を契機とした新

たな都市機能の誘導、NPO や市民団体などによる泉北ニュータウンの魅力発信をはじめとした地域活動

の活性化など、泉北ニュータウンの持続的な発展に向けた新たな息吹を生み出すことができました。 

一方、高齢化の進行、若年世代の転出超過、近隣センターの商業機能の低下などの課題は様々な取

組を進めましたが、解決できておらず、必要な取組は継続する必要があります。 

前指針で行った各分野の取組は次のとおりです。 

 

多様な年齢階層がバランスよく居住するまちとして、 

多様な住宅や交流の場を整備する 

施策１ バランスのよい年齢構成の実現に向けた公的賃貸住宅の再編 

・ 公的賃貸住宅（UR・公社・府営）の建替・集約（建替 8団地、集約 14団地において着手） 

・ 府営団地建替・集約で生じる余剰地活用の検討 

施策２ 公的賃貸住宅の相互連携による居住の安定の向上 

・ 泉北ニュータウン再生府市等連携協議会（公的賃貸住宅WG）での相互情報共有の実施 

施策３ 多様な世代が集い交流する場の創出 

・ 近隣センターなどにおける「みんなの子育てひろば」の開設（ニュータウン内に９箇所） 

・ コミュニティカフェなどの交流の場の創出（やまわけキッチン・DIYのいえ等） 

・ 団地コンバージョン事業の実施（泉北桃山台一丁団地内の集会所） 

施策４ 公的賃貸住宅ストックを活用した子育て層の誘導策の推進 

・ 若年層向け家賃補助（アシスト補助）の実施（月最大 2万円で最大 5年間） 

・ 府公社やUR と連携した団地リノベーション（ニコイチ等）の実施（実績 57戸） 

・ 団地集会所などを活用した子育て支援の拠点づくり（茶山台としょかん等） 

施策５ 既存住宅の循環（住み替え）による住宅供給の仕組みづくり 

・ 空き家マッチング・住み替え支援の実施（連携：泉北ニュータウン住宅リノベーション協議会等） 

・ リノベ暮らしの学校（リノベーション住宅の見学会。年 5回開催） 

・ 地方銀行と連携した住宅リノベーションローン商品の開発 

 

身近な範囲に、 

暮らしを支える多様な機能の配置を誘導する 

施策１ 公的賃貸住宅の再生や公共施設の再編に伴い発生する余剰地等の活用 

・ 府営団地における空室の活用（御池台においてコミュニティカフェを創出） 

・ 旧晴美台東小学校の敷地において、「スマ・エコタウン晴美台」を創出 

・ 旧高倉台西小学校の敷地に、大阪健康福祉短期大学を誘致 

・ 旧泉北すえむら資料館をコンバージョンし、カフェや私設図書館に転用 

施策２ 周辺の住環境に配慮した身近な商業・サービス施設の誘導 

・ 府営団地建替・集約で生じる余剰地活用の検討 

・ 府営高倉台第一住宅の余剰地にコンビニエンスストアを誘致 

施策３ 地域で働くことのできる施設の誘導 

・ 地域で働くことのできる場の創出（槇塚台レストラン、みんなのマーケットるぴなす等） 

・ 職住一致・近接の暮らしを実践している市民の住宅見学会の実施（年 2回） 

・ 健康寿命延伸産業の創出（コンソーシアム設立・補助事業の実施など） 

・ 近畿大学医学部等の開設に向けた取組（年間雇用創出予想：約 1,000人） 

1 
取組 

２ 
取組 

４．これまでの取組について 
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子どもの笑顔があふれるまちとして、 

子どもの教育・育成環境の向上をはかる 

施策１ 地域協働型の特色ある教育の推進 

・ 近隣センターなどにおける「みんなの子育てひろば」の開設（ニュータウン内に 9箇所） 

・ 南区の教育力向上等に向けた「南区・教育・健全育成会議」の開催（※令和 2年 4月 1日付で廃止） 

・ 学校施設の開放（南区では 19校実施し、利用者数約 16万 8千人） 

施策２ 自然豊かな環境で子育てをする新しい郊外居住スタイルの定着 

・ 堺の森再生プロジェクト（市民・企業・行政の協働による里地里山保全活動） 

・ 「堺自然ふれあいの森」での環境教育プログラムの提供 

・ 田んぼにGO！畑にGO！（小学生以上を対象とした田植え体験等） 

・ 泉北をつむぐまちとわたしプロジェクト（緑道や公園の使いこなし方の提案） 

 

施策３ 子育てに配慮した住宅の供給促進 

・ 府公社の「ニコイチ」による子育てに配慮した住宅の供給（実績 17戸） 

・ 栂・美木多駅前での新たなマンションの誘導 

・ 旧晴美台東小学校の敷地において、「スマ・エコタウン晴美台」を創出 

 

高齢者をはじめ 

誰もが安心して暮らせる環境を整備する 

施策１ 高齢者をはじめ誰もがより安心して暮らし続けられる住宅・住環境の確保、住み替えの推進 

・ 槇塚台の泉北ほっとけないネットワーク（府営住宅での高齢者見守り付き住宅の創出等） 

・ 空き家や住み替えのセミナー相談会実施（年 10回） 

・ 大阪府・あんぜん・あんしん賃貸検索システム紹介、住まい探し相談会実施 

 

 

施策２ 住宅及び住宅地のバリアフリー化の推進 

・ 特定道路のバリアフリー化事業（泉ヶ丘駅周辺、栂・美木多駅周辺・光明池駅周辺） 

・ 公園施設のバリアフリー化事業（園路の改修や多機能トイレ設置など） 

・ 介護保険制度による高齢者向けバリアフリー改修支援（上限 20万円補助） 

・ 介護保険制度外のバリアフリー改修支援 

・ 障害者向けバリアフリー改修支援 

施策３ 身近な医療機関となる「かかりつけ医」と「高度医療」の連携 

・ 堺市立総合医療センター開院と南区かかりつけ医との連携（南区登録医 101） 

・ 近畿大学医学部等の開設（特定機能病院として、高度先進医療の提供） 

施策４ 高齢者の生活を支援するための仕組み・コミュニティの構築 

・ 地域共生ステーション推進モデル事業（まちかどステーションの開設等） 

・ 団地をリノベーションしたイートイン可能な総菜屋開設（やまわけキッチン） 

・ 職住一致・近接の暮らしを実践している市民の住宅見学会の実施（年 2回） 

・ みんなのマーケットプロジェクト（高倉台近隣センター内のスーパーの復活） 

・ 堺市買物弱者対策ビジネス支援事業補助金の実施 

 

施策５ 高齢化に対応した移動手段の確保 

・ お出かけ応援バス制度（65歳以上対象でバスを 1乗車 100円で利用） 

・ 次世代モビリティ等導入事業（槇塚台での自動運転の実証実験） 

・ バス利用促進等総合対策事業（ノンステップバスの導入補助） 

施策６ 支えあいによる地域活動の推進、生きがいの場づくり 

・ 地域のつながりハート事業（「いきいきサロン活動」などの取組） 

・ 日常生活圏域コーディネーター配置事業 

・ 防災リーダー研修の実施と自主防災組織活動ガイドブックの作成等 

  

４ 
取組 

３ 
取組 
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地区センター・近隣センターを 

人が集まる場所として機能強化をはかる 

施策１ 多様なライフスタイルに応じた地区センターへの機能再編 

・ 各地区のビジョン等の策定 

・ 近畿大学医学部等の開設に向けた取組（年間交流人口予想：約 155万人） 

・ PFI手法による原山公園再整備運営事業 

・ 泉北ニュータウン事業所集積促進事業補助金（オフィスビルへの企業誘致） 

・ 栂・美木多駅前再編整備事業（ショッピングモール整備や分譲マンション建設） 

・  

施策２ 地域の賑わいづくりと一体となった地域コミュニティの核としての近隣センターへの機能再編 

・ 近隣センターのオープンスペースの引継ぎ（大阪府タウン管理財団より。11か所完了） 

・ 近隣センターの活性化（茶山台のグランドオーク百寿等） 

・ すべての近隣センター（16か所）の指定容積率を変更し、都市機能の誘導を図る 

 

 

既存施設の積極的な活用や 

適切な管理を進める 

施策１ 都市基盤の更新計画に基づく点検・修繕等の推進 

・ 泉北ニュータウン道路舗装更新事業（ニュータウン内の地区幹線道路及び生活道路対象） 

・ 堺市の橋の長寿命化修繕計画（ニュータウン内で 35橋の長寿命化を実施） 

・ 公園施設の長寿命化（ニュータウン内の 24公園で公園施設長寿命化計画を策定） 

・ 上下水道の長寿命化（漏水調査や点検調査等の維持管理による長寿命化を実施） 

 

施策２ 既存の公的賃貸住宅の有効活用と「減築」手法等による付加価値の創出 

・ 府公社やUR と連携した団地リノベーション（ニコイチ等）の実施（実績 57戸） 

・ 公的賃貸住宅（UR・公社・府営）の建替・集約（建替 8団地、集約 14団地において着手） 

・ 複数住戸賃貸制度（ニコカリ）の実施 

施策３ 長期優良住宅の普及とリフォーム促進、中古住宅の流通促進 

・ 空き家マッチング・住み替え支援の実施（連携：泉北ニュータウン住宅リノベーション協議会等） 

・ Park-PFI事業による旧泉北すえむら資料館（THE PARK OHASU）における住宅改善相談促進の取組 

・ まちなかソーラー発電所推進事業（平成 21～26年度：市全域 8,041件、南区 1,267件） 

・ スマートハウス等導入支援事業（平成 26～30年度：市全域 1,580件、南区 278件） 

・ 住宅の省エネリフォーム（断熱）を支援（平成 30年：市内 22、南区 4） 

・ 長期優良住宅の普及・制度認定の実施（住宅ローン控除額の拡大等） 

 

  

５ 
取組 

６ 
取組 
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ゆとりのある郊外居住を実現するまちとして、 

緑豊かな住環境と自然や農に触れる環境を整備する 

施策１ 良好なまちなみや住環境を備えた住宅地の保全・誘導 

・ 茶山台 3丁東部地区の地区計画決定（平成 25年度） 

・ 建築協定（南区実績 35地区） 

・ 緑地協定（緑地の保全や緑化に関する協定の締結。南区実績 2件） 

・ 晴美台エコモデルタウン景観協定（「スマ・エコタウン晴美台」創出にあたっての協定） 

施策２ 「農」のある暮らしの実現 

・ 田んぼにGO！畑にGO！（小学生以上を対象とした田植え体験等） 

・ みないき農業塾の開催支援（農業の座学と実体験の享受） 

・ フォレストガーデン（市民向け貸し農園の開設） 

・ 泉北レモンのまちストーリー（レモンの植樹と果樹園を創出する市民プロジェクト） 

施策３ 農業振興による農地の保全 

・ 農産物直売所や「堺のめぐみ」取扱店情報を市ホームページに掲載（ニュータウン内計 11店舗） 

・ 堺産農産物の学校給食での利用促進や販路拡大と、安定した生産・集出荷体制の構築 

・ 遊休農地のマッチング（農地と就農希望者・既存農家のマッチング） 

施策４ 農地や里山等の保全活動への市民参加 

・ 市民農園の開設支援（ニュータウン付近の富蔵・片倉 2件と豊田・美木多に開設） 

・ 堺の森再生プロジェクト（市民・企業・行政の協働による里地里山保全活動） 

・ 泉北レモンのまちストーリー（レモンの植樹と果樹園を創出する市民プロジェクト） 

 

 

地球環境に 

やさしいまちづくりを進める 

施策１ 
低炭素社会を構築するため、省エネルギーの推進や自然エネルギーを 

活用した環境配慮型のまちと暮らし方への転換 

・ まちなかソーラー発電所推進事業（平成 21～26年度：市全域 8,041件、南区 1,267件） 

・ スマートハウス等導入支援事業（平成 26～30年度：市全域 1,580件、南区 278件） 

・ 民間資金を活用したまちなかソーラー発電所設置事業（ニュータウン内 1施設） 

・ 公共施設などでの省エネ・省 CO2推進事業 

（ニュータウン内は小中学校 16校、その他 4施設） 

・ 太陽光発電システムの導入（ニュータウン内は小中学校 16校の校舎屋上に設置） 

・ 旧晴美台東小学校の敷地において、「スマ・エコタウン晴美台」を創出 

施策２ 環境にやさしい交通手段への転換 

・ 区民まつりなどにおいて、公用車の次世代自動車（FCV・EV）の展示などを実施 

・ 宮山台茶山台線において、自転車専用レーンを整備 

・ 次世代モビリティ等導入事業（槇塚台での自動運転の実証実験） 

 

  

７ 
取組 

８ 
取組 
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公共交通体系の 

維持・充実化及び利用促進をはかる 

施策１ 地域の公共交通機能の維持と利便性向上 

・ 泉北高速鉄道の通学費負担軽減（全市的な取組だが、利用者の 2/3が南区在住者） 

・ お出かけ応援バス制度（65歳以上対象で市内路線バスを 1乗車 100円で利用） 

・ 南海・泉北連絡普通旅客運賃、泉北線内通学定期旅客運賃の値下げ 

・ 南海バスの栂地区・光明池地区から泉ヶ丘行きバスルートの新設 

 

施策２ 交通結節点における拠点地区の形成と地域の活性化 

・ 近畿大学医学部等の開設に向けた取組（年間交流人口予想：約 155万人） 

・ PFI手法による原山公園再整備運営事業 

・ 泉ヶ丘駅前再編整備事業（駅前資産を民間譲渡し、各事業者が施設リニューアル実施） 

・ 泉ヶ丘公園・ビッグバン整備事業（「子どもコア」の実現に向け一体的な整備・活用を検討） 

・ 地区センターにおける開発誘導（開発者負担を軽減し、民間開発を促進） 

・ 栂・美木多駅前再編整備事業（ショッピングモールの整備や分譲マンションの建設） 

・ 光明池駅前地域の活性化（持続可能なまちとするためのビジョン検討） 

 

 

まちに関わる人たちのパートナーシップによる、 

主体的なまちづくり活動を促進する 

施策１ 行政と区民協働の取組みの推進 

・ 南区区民評議会（区の施策・事業等について、市長の諮問に応じて調査審議等を実施） 

・ 区民まちづくり会議（地域課題解決に向けた意見交換とモデル事業の実施） 

施策２ 地域のコミュニティ活動や地域福祉活動、地域防災活動等の推進 

・ 避難所運営等アドバイザリー事業（避難所運営ワークショップ等の開催） 

・ 防災専門家派遣事業（自主防災活動及び地区防災計画策定の支援） 

・ 地域のつながりハート事業（校区福祉委員会による「いきいきサロン活動」などの取組） 

・ チャリパトみな見まわり事業（各校区単位で、電動アシスト付き自転車による見まわり活動） 

・ 自主防災活動支援事業（自主防災組織の組織づくりや防災訓練などの支援） 

施策３ 公園や道路等の管理への市民参加の促進 

・ 公園愛護会活動（愛護委員などによる公園の点検や清掃等） 

・ 南区クリーンキャンペーン（南区の主要 3駅や道沿道などでの一斉清掃や美化啓発活動） 

・ 堺市まち美化促進プログラム（事業者や市民などの団体に清掃道具を渡して歩道の清掃） 

・ みなみ花咲くまちづくり推進事業（地域のコミュニティガーデンを活用し実施） 

施策４ 再生事業に関する意見交換のできる場の設定 

・ 近隣センター活用支援事業（高倉台・三原台・槇塚台の各センターにて構想策定支援） 

・ WONDER SENBOKU推進会議（産官学民メンバーによるニュータウン再生についての議論） 

・ 未来の三原台を考えるワークショップ（市民と行政が連携して検討する仕組み） 

施策５ エリアマネージメントの仕組みづくり 

・ 槇塚台の泉北ほっとけないネットワーク（府営住宅での高齢者見守り付き住宅の創出等） 

・ 府公社茶山台団地の取組（茶山台としょかん、やまわけキッチン、結婚式の開催等） 

・ 未来の三原台を考えるワークショップ（市民と行政が連携して検討する仕組み） 

・ 大蓮公園における Park-PFI事業（公園内にキャンプサイトやパンプトラックの設置） 

・ 「いずみがおか広場 つながる days」（市民プレイヤーや運営者を発掘・育成する仕組み） 

・ 泉北をつむぐまちとわたしプロジェクト（つむプロ）の取組 

９ 
取組 

10 
取組 
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施策６ まちづくりを進めるための資金（ファンド）の仕組みづくり 

・ 緑道の適切な維持管理を図るため、ふるさと納税にて寄附金を募集 

・ 市民主体のまちづくりファンド（泉北の街と暮らしを考える財団）設立の動き 

施策７ 地域住民の生活を支援するコミュニティビジネスの推進 

・ みんなのマーケットプロジェクト（高倉台近隣センター内でのスーパー復活） 

・ 中小企業コミュニティビジネス進出支援補助金（平成 29年度よりみらいチャレンジ枠設定） 

・ 泉北ニュータウン起業支援（セミナーや連続講座、個別サポートなどの実施） 

・ 職住一致・近接の暮らしを実践している市民の住宅見学会の実施（年 2回） 

 

 

泉北ニュータウンのまちの魅力や暮らし方を 

「泉北スタイル」として発信する 

施策１ 歴史・文化・伝統を継承し、まちへの愛着、誇りを高め、まちの魅力を発信 

・ まちあるきツアーなどの企画促進と緑道ウォーキングマップなどの作成 

・ 旧泉北すえむら資料館をコンバージョンし、カフェや私設図書館に転用 

・ 住民からの紹介により、歴史・文化的施設を「PORTAL SENBOKU」に掲載 

・ 泉北ニュータウンまちびらき 50周年リーフレット「WONDER SENBOKU」の発刊 

施策２ 
新たな住宅需要を生み出す、泉北ニュータウンならではの 

新しい「住まい像」「暮らし像」の提案・情報発信 

・ 「PORTAL SENBOKU」において、泉北ならではの住まい像・暮らし像の紹介 

・ プロモーションムービー「NEW STANDARD泉北ニュータウン」の制作（閲覧約 5,000回） 

・ リノベ暮らしの学校（リノベーション住宅の見学会。年 5回開催） 

・ 「RE EDIT」の発刊（泉北魅力発信事業「つむプロ」の活動。令和 2年に第 2刊発行） 

施策３ 泉北ニュータウンの魅力を発信するためのイベントの実施 

・ 「緑道カフェ・ピクニック」（公園や緑道を活用した体験型イベント） 

・ 「chisan chishou」（旧村部と連携した地産地消型マルシェイベント） 

・ 泉北スタイル見本市（泉北スタイルの普及をめざしたイベントの実施） 

・ 泉北ニュータウンまちびらき 50周年事業（イベントの実施や冊子の作成） 

 

施策４ 魅力的なニュータウンとしてのブランドの確立 

・ 泉北スタイルのロゴ作成（泉北スタイルの普及促進） 

・ 「PORTAL SENBOKU」において、泉北ならではの住まい像・暮らし像の紹介 

・ プロモーションムービー「NEW STANDARD泉北ニュータウン」の制作（閲覧約 5,000回） 

 

 

11 
取組 
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高齢化や働き方改革などの社会の変化を踏まえると、泉北ニュータウンは次のような構造的変化が進む

ことが想定されます。それぞれの変化については、懸念される影響や課題もありますが、逆にこの変化をき

っかけとして暮らしの豊かさが向上する様々な需要や可能性（期待される姿）があります。 

将来の泉北ニュータウンにおける取組方針や事業を考える上で、これらの視点を持つことが必要です。 

 

住民の生活スタイルの変化 

さらに進む高齢化によるまちの変化 

懸念される影響・課題 期待される姿 

・ 地域福祉活動に対する期待と負担がより一層大き

くなる。 

・ 地域の助け合い活動を促すコミュニティ活動の担

い手が不足する。 

・ 高齢期における住み替えなど、多様で豊かな高齢

期の暮らしを実現するライフスタイルが一般的なもの

となる。 

・ アクティブシニア世代の活躍の場が広がる。 

 

子育て環境・教育環境の変化（★） 

懸念される影響・課題 期待される姿 

・ 児童生徒数減少に伴う小・中学校の再編が想定さ

れる。 

・ 授業のオンライン化により、直接的な子どもや親同

士の触れ合いが不足することが懸念される。 

・ 市立小・中・支援学校の児童生徒が一人一台の端

末を活用した学習に取り組んでいる。 

・ 地域全体で子どもや学校を支援する取組が活発に

なる。 

 

リモートワークの導入などの働き方改革によるまちの変化（★） 

懸念される影響・課題 期待される姿 

・ 公共施設や公共空間における通信環境やリモート

ワークスペースの整備などが求められる。 

・ 自宅で過ごす時間が増えるため、都市機能の充実

が求められる。 

・ リモートで仕事ができることにより、通勤や出張などの

移動時間が短縮され、仕事に充てる時間が増えた

り、プライベートの時間を確保できるようになる。 

 

防災の観点におけるまちの変化（★） 

懸念される影響・課題 期待される姿 

・ 高齢化に伴い、自助・互助・共助に取り組むことが

難しくなる。 

・ 若年世代も含め、住民全体の防災に対する意識の

向上が求められる。 

・ 地域で防災活動に取り組むことで、地域活動への参

画意識が高まる。 

・ 災害発生時における避難経路の確認など身近な暮

らしを見直す機会につながる。 

 

スマートシティの取組の推進によるまちの変化（★） 

懸念される影響・課題 期待される姿 

・ 公共施設や公共空間への通信環境整備などの充

実が求められる。 

・ 住民の ICT リテラシーの向上を図る必要がある。 

・ ICT を活用した次世代モビリティの導入により、快適

な移動手段が確保できる。 

・ ICT を活用した多様な働き方や生活の実現につな

がる。 

５．今後の社会的動向について 

１ ★マークは、前指針にはなかった視点 
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都市整備の変化 

空き家や空き室の増加によるまちの変化 

懸念される影響・課題 期待される姿 

・ 人口減少により、戸建住宅や公的賃貸住宅ストック

が余剰となり、空き地や空き室が増加する。 

・ 住宅の管理水準が低下することで、住宅地イメージ

の低下や治安の悪化が懸念され、地域の衰退・住

環境の悪化につながる。 

・ 公的賃貸住宅の再編に伴い、新たな施設・機能が

導入される。 

・ 共同住宅の複数の住戸を一体化するなど、空き家

を活用し、居住空間の向上が図れる。 

 

身近なサービス機能の低下によるまちの変化 

懸念される影響・課題 期待される姿 

・ 人口減少による住民の消費、活動量の縮小によ

り、商業施設や医療機関の撤退など、生活を送る

ために必要なサービスの水準が低下する。 

・ 自動車の利用を中心とした生活スタイルへの変化

により、近隣センターの核店舗の撤退などが進むこ

とで、徒歩圏で快適に生活を送るために必要な機

能が減少する。 

・ ICT の活用により利便性が向上し、宅配サービス、

在宅療養、見守りサービスなどの利用が進み、在宅

で様々なサービスが利用できるようになる。 

・ 近隣センターが様々な身近なサービス機能が集積

した拠点として活用される。 

 

都市基盤などの老朽化によるまちの変化 

懸念される影響・課題 期待される姿 

・ あらゆる都市基盤施設・公共施設の大規模な改修

や更新のための維持管理コストが増える。 

・ 一斉に老朽化が進行するため、道路、公園などの

管理水準がこれまでより低下する。 

・ 道路、公園などの管理運営に、住民や民間事業者

が主体的に関わりを持てる仕組みと体制が整備さ

れ、行政との共創による役割分担に基づいた管理

運営手法が広がる。 

 

泉北ニュータウン周辺の緑空間の管理水準の低下によるまちの変化 

懸念される影響・課題 期待される姿 

・ 農家の後継者不足などにより、遊休農地が増加す

る。 

・ 豊かな緑空間を再評価し、住民や民間事業者によ

る管理や活用を行う活動が推進される。 

・ 自然環境や農空間と住民の関わりが増えることをき

っかけとして、環境調和型の暮らしへの転換が進む。 

 

  

２ 
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持続可能な開発目標（SDGs）とは、2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030

年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地

球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。  

国においては、2016年 5月に SDGs推進本部を設置し、同年 12月に実施指針を策定しています。実

施指針では、「広く全国の地方自治体及びその地域で活動するステークホルダーによる積極的な取組を推

進することが不可欠」とされており、民間企業においても、SDGs の達成に資する取組を推進する機運が醸

成されるなど、SDGs への関心が高まる中で、すべての主体が SDGs の達成に向けた役割を担うことが求

められます。 

堺市は、2018年 6月に、国から SDGs達成に向けて優れた取組を提案する「SDGs未来都市」に選定

されています。2021年度から新たにスタートする「堺市 SDGs 未来都市計画」に基づき、SDGs 未来都市

である本市は、本市の持続的発展だけでなく、国際社会の普遍的目標である SDGs に貢献する視点に立

ち、新たな技術やサービスの積極的活用や企業、他自治体等との連携による課題解決を推進し、先進的

な取組の創出をめざします。 

SENBOKU New Designにおいても、「堺市 SDGs未来都市計画」を踏まえ、SDGsに貢献する視点

に立ち、泉北ニュータウンを「持続発展可能なまち」とすることに取り組んでいきます。 

 

 

 

 

  

６．SDGs の視点について 
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 貧困を 
なくそう 

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ。 

 飢餓を 
ゼロに 

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとと
もに、持続可能な農業を推進する。 

 すべての人に 
健康と福祉を 
 

あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する。 

 質の高い教育を 
みんなに 
 

すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機
会を促進する。 

 ジェンダー平等を 
実現しよう 
 

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図
る。 

 安全な水とトイレを 
世界中に 
 

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する。 

 エネルギーをみんなに 
そしてクリーンに 
 

すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへの
アクセスを確保する。 

 働きがいも 
経済成長も 
 

すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的
な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する。 

 産業と技術革新の 
基盤をつくろう 
 

強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するととも
に、イノベーションの拡大を図る。 

 人や国の不平等 
をなくそう 
 

国内および国家間の格差を是正する。 

 住み続けられる 
まちづくりを 
 

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする。 

 つくる責任 
つかう責任  
 

持続可能な消費と生産のパターンを確保する。 

 気候変動に 
具体的な対策を 
 

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る。 

 海の豊かさを 
守ろう 
 

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利
用する。 

 陸の豊かさも 
守ろう 
 

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可
能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物
多様性損失の阻止を図る。 
 

 平和と公正を 
すべての人に 
 

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人々
に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で
責任ある包摂的な制度を構築する。 
 

 パートナーシップで 
目標を達成しよう 
 

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活性化する。 
 

SDGsの 17の目標（ゴール） 
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Ⅲ章 基本的な考え方  
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高度経済成長期の住宅需要に応えて計画された泉北ニュータウンは、1967年のまちびらき以来、

大阪都市部のベッドタウンとしての役割を果たし、緑豊かでゆとりある良好な住宅地として成長してきま

した。一方で、ニュータウン開発当初に一斉入居した世代の高齢化や、働き方、買い物などの人々のラ

イフスタイルや価値観の変化などの社会環境の変化に直面しており、これらの変化に対して、都市とし

て変革できる柔軟な受容力を持つことが重要となります。 

つまり、泉北ニュータウンにおいては、50年以上にわたる歴史や人々の生活を尊重すると同時に、

新たな価値を創造し、新たな層を呼び込むことができる都市、すなわち「ベッドタウン」から多様性を受

け入れ、魅力的で暮らしやすい「豊かなまち」へと変革し、その価値をさらに高めていかなければなりま

せん。 

そして、現在のみならず、今後の社会環境の変化に対しても常に変革し、新たな価値を創造し続け、

持続発展するために生み出された泉北ニュータウンの価値を皆で共有し、次世代に引き継いでいくこと

が重要です。 

そのため、これまでの「泉北ニュータウンの価値を高め、次世代へ引き継ぐ」との理念を継承しつつ、

その理念を共有するためにめざすまちの姿を「かつてのベッドタウンから豊かに暮らせるまちへ」として具

体に表し、SENBOKU New Designの理念とします。 

 

 

 

  

１．理念 

理  念 

かつてのベッドタウンから豊かに暮らせるまちへ 

～泉北ニュータウンの価値を高め、次世代へ引き継ぐ～ 
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全体構成 

泉北ニュータウンを、これまでのベッドタウンとしての位置づけから、魅力があふれ暮らしやすく、様々な都

市機能が集積し、多様性を受け入れる「豊かに暮らせるまち」として変革していくために、Ⅱ章「5.今後の社

会的動向について」「6.SDGsの視点について」で示した視点も踏まえ、取組の基本方針を次のように定め

ます。 

また、基本方針 1～3に基づく取組は相互に関連させ、基本方針４に掲げる社会資本の活用・運用の観

点を踏まえ、持続発展可能なまちに向けた取組を推進します。 

 

 

  

２．基本方針 

１ 

理 念 

かつてのベッドタウンから豊かに暮らせるまちへ 

～泉北ニュータウンの価値を高め、次世代へ引き継ぐ～ 

基本方針 1 

多様な世代が住み、 

働き、安心して 

暮らし続けることが 

できるまちをめざす 

 

基本方針 2 

豊かな緑空間と 

多様な都市機能が 

調和したまちをめざす 

基本方針 3 

住民、企業、大学、団体 

など様々な主体と思いを 

共有し創造する 

基本方針 4 

持続可能なまちをめざし、 

ICT等の先端技術を用い、社会資本を活用・運営する 
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4 つの基本方針 

 

 

多様な世代が住み、働き、 

安心して暮らし続けることができるまちをめざす 

・ 良好で暮らしやすい住環境を形成し、新たな魅力ある住宅の創出などにより、多様な世代がバラ

ンス良く暮らせる。 

・ 企業誘致やリモートワークスペースの創出などにより、職住一体・近接型ライフスタイルを推進す

る。 

・ 良好な子育て環境や多様で先進的な教育環境を充実させ、子どもが創造的に学び、安心して

子育てができる。 

・ 健康寿命延伸の取組などにより、すべての住民が住み慣れた地域で健康に暮らし続けられる。 

 

 

 

 

 

豊かな緑空間と 

多様な都市機能が調和したまちをめざす 

・ 充実した公園や緑道ネットワーク、周辺の農村地域などの豊かな緑空間を活かし、生活に楽しみ

や安らぎを与え、潤いある暮らしができる。 

・ 駅前エリアや近隣センターなどの機能再編を促し、より魅力的で利便性がよく、多様なライフスタ

イルの住民が満足できる機能を創出する。 

・ 鉄道やバス、先進技術を利用したスマートモビリティや緑道ネットワークなどにより、すべての住民

が円滑に移動できる環境を創出する。 

 

  

基本方針 

1 
 

基本方針 

2 
 

2 
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住民、企業、大学、団体など様々な主体と 

思いを共有し創造する 

・ 交流する場の創出やコミュニティ活動を促し、市民交流による地域活力を向上させる。 

・ 様々な主体と思いを共有し、対等な立場で連携し、泉北ニュータウン地域の課題を解決する。 

 

 

 

 

持続可能なまちをめざし、 

ICT 等の先端技術を用い、社会資本を活用・運営する 

・ ICT等の先端技術を用い、住民のQOLを向上させる。 

・ ブランディングや効果的なプロモーションを行い、住民に愛され、新たな住民を誘引できる「選ば

れるまち」をめざす。 

・ 長期的な視点に立って、都市ストックをはじめとする地域資源をマネジメントする。 

 

 

 

 

 

基本方針 

3 
 

基本方針 

4 
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Ⅳ章 取組方針  
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１．分野別の取組方針について 

 

泉北ニュータウンを、これまでのベッドタウンとしての位置づけから、魅力があふれ暮らしやすく、様々な

都市機能が集積し、多様性を受け入れる「豊かに暮らせるまち」とするため、4 つの基本方針の実現に向

けて、取り組むことが必要な 12の分野を設定し、取組方針、取組例を整理しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

基本方針 3 

住民、企業、大学、 

団体など様々な主体と 

思いを共有し創造する 

 

 

基本方針 1 

多様な世代が住み、 

働き、安心して 

暮らし続けることが 

できるまちをめざす 

1 住まい 

2 働く場 

3 子育て 

・教育 

4 健康長寿 

基本方針 2 

豊かな緑空間と 

多様な都市機能が 

調和したまちをめざす 

5 緑空間 

6 都市機能 

7 交通 

基本方針 4 

持続可能なまちをめざし、 

ICT等の先端技術を用い、社会資本を活用・運営する 

10 スマートシティ 11 プロモーション 12 都市経営 

9 共創 

8 市民交流 
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関連する SDGs 

 
［背景］ 
特長 ・ 低層住宅や中高層の団地が整然と広がった泉北ニュータウン特有の良好な景観

が形成されている。 

・ 住宅と商業施設などの用途を計画的に配置した土地利用を誘導しているため、

良好な住環境が形成されている。 

課題 ・ 新築戸建住宅や新築マンションの供給量が少ない。 

・ 公的賃貸住宅は、築 50 年以上となる古いものが多く、現在の居住者ニーズに対

応していない。 

 

10 年後のビジョン 

低層住宅や中高層の団地が整然と広がる泉北ニュータウン特有の緑豊かで魅力あふ

れる良好な住環境が形成され、周辺の緑空間に馴染むまちなみが形成されている。公

的賃貸住宅の再編に伴う活用地では、新規の住宅供給が進み、新たな層の居住者が

増えている。若年単身者向けの共同住宅ができ、学生や若者が暮らすまちとなってい

る。まちなかには居住環境に配慮した日常生活に潤いを与える店舗などが増え、住民

の生活を支えている。 

 

エリアの特性に応じた市街地の形成 

取組方針 
泉北ニュータウン内の駅勢圏（各駅から約 800m）では、定住人口の増加をめざし、中高層の住宅や施設

を中心とした市街地を形成し、高度利用を図る。また、駅から離れた地域は、低層を中心としたゆとりある

市街地を形成し、周辺の緑空間に馴染むデザインを誘導する。 

また、居住するまちの景観や住環境に対する住民のシビックプライドを醸成するため、魅力あるまちなみを

維持・向上する取組を支援する。 

 取組例 
・ 公的賃貸住宅の再編にあたっては、エリアの特性に応じた市街地形成に資する建築物を誘導する。 
・ 地区計画、建築協定、景観協定などの制度を活用した暮らしやすい市街地の形成を推進する。 
・ 緑道や公園の魅力や豊かさを実感できるゆとりある住宅地を形成する。 

  

関連事業 12.都市経営「公的賃貸住宅や公共施設の再編に伴い発生する活用地等の活用」 

 

 

公的賃貸住宅の再編 

取組方針 
公的賃貸住宅の再編を推進し、居住水準の向上に取り組む。市内及び大阪府内全体から見ても、公的

賃貸住宅が泉北ニュータウンに偏在していることから、需給バランスを考慮した上で、再編を進める。ま

た、再編に伴う活用地については、泉北ニュータウン全体の最適配置のもと、新たな住宅供給や商業機

能など、必要な機能導入を図る。 

 取組例 
・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地では、新たな層の誘引のため、新規の住宅供給（戸建住宅、兼用住宅、若
年単身者向けの賃貸住宅など）、新たなライフスタイル提案型の商業施設の導入、企業立地の促進を図る。 

・ 老朽化の進む住宅では居住者の快適性や耐震化、バリアフリーなどの安全・安心の確保のため、建替えを促
進する。 

  

関連事業 4.健康長寿「環境やひとにやさしいまちの推進」 
12.都市経営「公的賃貸住宅や公共施設の再編に伴い発生する活用地等の活用」 

 
 

参考になる先進事例 

   

ネスティングパーク黒川 

（神奈川県川崎市） 

とよしば 

（愛知県豊田市） 

nui 

（東京都台東区） 

小田急多摩線黒川駅前に広がる

シェアオフィス。木のぬくもりを感じら

れる空間で、他業種の人と働くこと

ができ、テレワーク拠点としての活

用に注目が集まっている。 

鮮やかな緑が美しい芝生広場や

ウッドデッキを備えた「豊田市駅東

口まちなか広場」、通称とよしば。も

のづくりが楽しめる工作室や情報発

信可能なスタジオがある。 

玩具メーカーの倉庫ビルをリノベ

ーションして誕生したホステル。食

事もできるラウンジも併設されてお

り、国籍や職業を問わず、多様な人

たちが集まる場となっている。 
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参考になる先進事例 

 

 

写真 

 

 

写真 

 

 

写真 

 

 

青豆ハウス 

（東京都練馬区） 

おとなりプロジェクト 

（愛知県豊明市） 

南町田グランベリーパーク 

（東京都町田市） 

隣接する広大な区民農園という環

境を活かし、空に向かって伸びる豆

の木をイメージした共同住宅。建設

中からプロセスを発信し、現地でイベ

ントやワークショップを開催している。 

地元の医療系総合大学の大学生

が団地に住み、地域の夏祭りや清

掃活動に参加するほか、子どもたち

に宿題を教える取組などを開催して

いる。 

「鉄道駅と都市公園と商業施設が

隣接している」という南町田ならでは

のまちの資源を最大限に活かし、官

民一体となってシームレスな景観づ

くりを実施した。 

 

 

新たな住宅の供給 

取組方針 
多様な年齢階層がバランス良く居住するまちとするため、新たな層の誘引に向け、新たな住宅の供給を

促進する。 

 取組例 
・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地では、新たな層の誘引のため、新規の住宅供給を促進する。 
・ 環境配慮や多様なサービスが付加された先導的で魅力的な住宅の新規供給を促進する。 
・ 若年世代が泉北ニュータウン内に留まり、また、移り住みたくなるような魅力的な賃貸住宅の供給を促進する。 

  

関連事業 3.子育て・教育「良好な子育て環境の創出」 
4.健康長寿「環境やひとにやさしいまちの推進」 

 

 

多様な住宅供給と既存住宅の循環する仕組みづくり  

取組方針 
住宅を「長く使う」ことを重視した取組や、居住者のライフステージの変化や多様化するライフスタイルに

対応したフレキシブルな住まい方を実現するための取組を推進する。 

 取組例 
・ 魅力を感じる公的賃貸住宅のリノベーション住戸の供給を促進する。 
・ 公的賃貸住宅の 2戸を 1住宅として改築し、1戸あたりの居住空間を拡大させる取組を促進する。 
・ 中古住宅の流通及びリノベーションを促進し、リノベーションに対する住民への理解や啓発を促進する。 
・ 戸建持家住宅の賃貸化や企業の社宅化を促進する仕組みを検討する。 
・ 快適な在宅勤務ができる職住一体・近接型ライフスタイルを実現できる兼用住宅の供給を促進する。 

  

関連事業 3.子育て・教育「良好な子育て環境の創出」 
4.健康長寿「健康で安心して暮らし続けられる住まいの確保、住み替えの推進」 
12.都市経営「バランスのよい年齢構成の実現」 

 

  

 
 

参考になる先進事例 

   

Kyyti 

（フィンランド） 

電動キックボードの有償シェ

アリングサービス（大阪府東大

阪市） 

パークレット 

（イギリス） 

MssS（ICTを活用した交通手段）

のプラットフォーム「Kyyti」では、公

共交通機関の利用が困難な障がい

者や高齢者などを対象に、一般ユ

ーザーの承認制で乗り合いができる

システムなどを導入している。 

近畿大学と「Luup（ループ）」が電

動キックボード（キックスケーター）

有償シェアリングサービスの実証実

験を近畿大学東大阪キャンパス内

で実施。一人乗りのマイクロモビリテ

ィの活用として注目を集めている。 

パークレットとは、車道の一部を

転用して歩いて楽しめる場所をつく

る取組。日本でも実現に向けた取

組が行われており、駅前や道路空

間にカフェなどを誘致し、消費や交

流を創出している。 
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関連する SDGs 

 
［背景］ 
特長 ・ 緑豊かな住環境を有する住宅地であり、鉄道による都市部への利便性が高い。 

・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地が、今後10年間において、約20ha生み出さ

れ、企業や商業施設などの立地が見込まれる。 

課題 ・ 住宅地として計画された泉北ニュータウン内は働くことができる場所が少ない。 

・ リモートワークの普及などが加速的に進む中、リモートワークスペースなどの新たな

働き方に対応できる場が求められている。 

・ 計画的な土地利用規制のため、住居系用途地域では、働く場となる建物用途の

種類が限定的である。 

 

10 年後のビジョン 

公的賃貸住宅の再編に伴う活用地への商業施設や次世代ヘルスケア産業などの立

地が進み、働く場が創出されている。駅前地域や公共施設などでリモートワークスペー

スが整備され、自宅近くで働ける環境が整備されている。 

「職場」と「住居」が同じ場所又は近所にある「職住一体・近接型ライフスタイル」が広が

り、ベッドタウンのイメージから脱却している。職住一体・近接型ライフスタイルにより、時

間的なゆとりが生まれ、子育て、家族団らんなどの余暇を楽しむ人が増えている。 

また、泉北ニュータウン地域の人々が営む個店や生活を豊かにする店舗など、地元に

愛される店が増え、雇用創出にもつながっている。 

 

 

 

地域で働くことができる場、働く機会の創出 

取組方針 
企業誘致や住宅地内の店舗などの立地を推進することで、泉北ニュータウン内に働く場を創出する。泉

北ニュータウン内外からの働き手を呼び込み、寝に帰るためのベッドタウンから働くことができるまちをめざ

す。 

 取組例 
・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地や、駅前エリアへの次世代ヘルスケア産業などの企業立地を促進さ
せ、雇用機会の拡大を図る。 

・ 公的賃貸住宅の空き住棟・住戸・集会所などを用途転用（コンバージョン）し、働く場を創出する。 
・ 住宅地内に暮らしを支える店舗や飲食店などを求めるニーズに呼応し、必要に応じて土地利用に係る規制
緩和等を検討する。 

  

関連事業 6.都市機能「多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編」 
6.都市機能「時代の変化に対応した近隣センターへの機能再編」 
6.都市機能「身近な場所への生活を豊かにする商業・サービス施設の誘導」  
10.スマートシティ「多様な世代の健康増進と身近な働く場の創出」 
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参考になる先進事例 

 

 

写真 

 

 

写真 

 

hoffice 

（スウェーデン） 

軒先株式会社 

（東京都千代田区） 

北条まちづくりプロジェクト 

（大阪府大東市） 

「Home」と「Office」を融合した造

語。ボランティアが自宅を開放し、

SNSを通じて参加者を募集。家主

のルールのもと集まった人同士が

一緒に働いたり、交流したりする。 

自宅や店舗など、わずかな広さだが

使っていない場所を誰かに貸し出

せるサービスを実施。軒先で小さく

お店を始めたり、教室を開いたりす

るきっかけになっている。 

市営住宅の建替えを契機に、まち

なみを創成する開発を行い、住宅

供給に加え、生活利便施設、オフィ

スなどを整備した。 

 

 

身近な場所で働ける環境の整備 

取組方針 
職住一体・近接型ライフスタイルの促進に向け、自宅で働ける環境整備やリモートワークスペースなどの

拠点整備を促進する。 

 取組例 
・ リモートワークスペース、キャンピングオフィス、リモート会議用スペースなどの創出を促進する（導入場所：
駅前施設、近隣センター、公的賃貸住宅の空き住戸、公園など）。 

・ 駅前施設に、シェアオフィスやコワーキングスペースの導入を促進する。 
・ 公共施設において、Wi-Fi環境が整ったリモートワークスペースなどの整備を推進する。 
・ 兼用住宅（店舗兼住宅）などによる職住一体のライフスタイルを啓発する。 
・ 戸建住宅におけるコワーキングスペース（住み開き）を創出する。 

  

関連事業 1.住まい「公的賃貸住宅の再編」 
6.都市機能「時代の変化に対応した近隣センターへの機能再編」 
10.スマートシティ「多様な世代の健康増進と身近な働く場の創出」 
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関連する SDGs 

 
［背景］ 
特長 ・ 身近なところで豊かな自然環境に触れることができ、豊かな人間性を育むことに

つながる子育てや教育に適した環境がある。 

・ 小学校から医療・教育・福祉などの様々な分野が学べる大学まで、多様な教育

機関が立地している。 

課題 ・ 泉北ニュータウン開発に伴う一斉入居による年齢層の偏りがあり、子育て世代が

減少している。 

・ 多様な世代が暮らすまちとなるため、子育て世代が魅力を感じ、定住したくなるよ

うな子育て・教育環境を図る必要がある。 

・ 多様な教育機関が立地する地域特性が活かされていない。 

 

10 年後のビジョン 

豊かな自然環境が身近にあふれており、子どもたちは自然を直に感じながら、ICT など

を活用した先進的な教育を受けている。 

小学校から大学まで多様な教育機関が立地する地域特性を活かし、各校同士の連携

が深まることで、「学園都市」としての泉北ニュータウンのイメージが芽生えている。 

また、医療・教育・福祉など、様々な分野を学べる大学が立地し、たくさんの学生が集

い、交流するまちとなっている。 

ビッグバンと泉ヶ丘公園では、子どもたちが創造的に遊び、学び、一日中愉しめる拠点

となっている。 

 

 

良好な子育て環境の創出  

取組方針 
子育て世代にとって魅力があり、安心して子育てできるまちとして、転入・定住・U ターンを促進するため、

泉北ニュータウンの住宅ストックや緑空間などを活用した子育て環境を向上させる取組を推進する。 

 取組例 
・ 子育て世代のニーズに沿った魅力的な住戸（戸建住宅、公的賃貸住宅）の供給を促進する。 
・ 公的賃貸住宅の空き住棟・住戸・集会所などをコンバージョン（用途転用）し、子育て世代が集い、繋がるこ
とができる拠点を創出する。 

・ 公園などの公共空間を活用した子育て世代が集い、繋がることができる場（アウトドアリビング）を創出する。 
・ ビッグバンと泉ヶ丘公園の一体的活用による子どもが一日中愉しめ、親も楽しく子育てができる拠点を整備
する。 

・ ICTを活用した子どもの安全と健康を守る教育環境を推進する。 
・ 地域の NPO法人や企業などによる子育て支援などの生活支援機能の充実を図る。 

  

関連事業 1.住まい「公的賃貸住宅の再編」 
1.住まい「多様な住宅供給と既存住宅の循環する仕組みづくり」 
5.緑空間「緑豊かな公園や緑道を活かした暮らし」 
10.スマートシティ「多様な世代の健康増進と身近な働く場の創出」 
12.都市経営「バランスのよい年齢構成の実現」 
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参考になる先進事例 

 

 

写真 

 

 

写真 

 

 

写真 

ライジングフィールド軽井沢 

（長野県軽井沢町） 

隠岐島前教育魅力化プロジェクト

（島根県隠岐郡） 

和歌山市民図書館 

（和歌山県和歌山市） 

広大な森林の中で、オートキャンプ

や常設テントでのキャンプなど、

様々な形のキャンプが楽しめる。ま

た、子どもから大人までが楽しめる

アスレチックも併設されている。 

地元の高校がなくなる課題を抱える

島前 3島が協議し誕生したプロジェ

クト。日本各地から入学者を募る

「島留学」制度などを通じて、島外

からも選ばれる高校になった。 

2020年和歌山市駅前にオープン。

Wi-Fi環境、テラス席、屋上キッチン

を完備した芝生広場なども整備し、

民間企業と連携。知識・体験・新し

い価値観が得られる場をめざす。 

 

 

多様な教育機関が集積する「学園都市」としてのイメージの構築 

取組方針 
小学校から大学まで多様な教育機関が立地する地域特性を活かし、各校同士の連携を深めることで、

「学園都市」としての泉北ニュータウンのイメージを構築する。 

医療・教育・福祉など、様々な分野を学べる大学の立地を活かし、学生が集い、交流するまちをめざす。 

 取組例 
・ 泉北ニュータウン内に多様な教育機関が立地する「学園都市」としてのイメージを発信する。 
・ ICTを活用した次世代の学習支援を推進する。 
・ 大学間の連携を深め、地域課題解決や新たな研究・事業につながる機会を創出する。 
・ 大学生向けの魅力あふれる賃貸住宅の供給を促進する。 
・ 駅前地域に学生が集える機能を創出する。 
・ 公的賃貸住宅における学生入居者向け割引制度を導入する。 

  

関連事業 1.住まい「多様な住宅供給と既存住宅の循環する仕組みづくり」 
9.共創「大学との共創」 
11.プロモーション「泉北ニュータウンとしてのブランドの確立及び発信」 
12.都市経営「バランスのよい年齢構成の実現」 

 

 

自然豊かな環境で子育てを楽しむライフスタイルの定着  

取組方針 
歩車分離された緑道や公園が整備されていることにより安全・安心に通学や遊びができる環境や農村地

域などの身近にある緑空間で子育てを楽しむことができる環境が整った泉北ニュータウンならではのライ

フスタイルの実現を図る。 

 取組例 
・ 公園でのアクティビティ、農業体験、里山体験など、泉北ニュータウン地域における身近な自然や土とのふ
れあいの機会を増やすような体験イベントの実施促進、体験施設の充実化を図る。 

  

関連事業 5.緑空間「緑豊かな公園や緑道を活かした暮らし」 
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関連する SDGs 

 
［背景］ 
特長 ・ 各住区に公園や緑道など、様々な活動ができる場所があり、外にでかけたくなる

ような魅力的な環境が整っている。 

・ 泉ヶ丘駅前地域に近畿大学医学部・近畿大学病院が開設予定であり、大学の先

進医療の活用や健康長寿など、市民福祉の向上に関する取組が期待される。 

課題 ・ 泉北ニュータウン開発に伴い一斉入居した世代の高齢化が進んでおり、高齢者を

はじめすべての住民が健康で安心して暮らせるための取組が求められている。 

 

10 年後のビジョン 

公園や緑道ネットワークの特長を活かした健康長寿の取組が住民に広まっている。ICT

等の活用により、住民が健康に暮らせる環境整備が進んでいる。近畿大学医学部など

の大学との連携が進み、住民が安心して健康に暮らすことができている。近隣センター

に人が集まり、会話するなどにより地域コミュニティが活発になり、健康長寿の取組が展

開されている。 

 

 

 

 

健康寿命延伸の取組  

取組方針 
泉北ニュータウン周辺の大学との連携を深め、ICTを活用するなど、様々な健康長寿延伸の取組を促進

する。また、近畿大学医学部・近畿大学病院と連携し、先進医療に関する情報の地域へのフィードバック

などの取組を促進する。 

地域での健康で快適な暮らしを守るため、近畿大学病院などの高度医療を担う医療施設と地域の診療

所などの「かかりつけ医」との連携を支援する。 

 取組例 
・ 近畿大学医学部などの大学と連携した地域向け講座、体験プログラムの取組を促進する。 
・ 「あるく」「しゃべる」「たべる」を活用した多様なフレイル予防講座を提供する。 
・ 人が集まる地域コミュニティの核となる近隣センターを中心に健康長寿の取組を展開する。 
・ 泉北ニュータウンに豊富に整備されている公園・緑道を活用して、健康遊具の設置など、住民の健康増進
に取り組む。 

・ 緑道ネットワークの特長を活かし、健康長寿に効果があるウォーキングやジョギング活動を促進する。 
・ ICT活用による健康分析や遠隔健康相談に取り組む。 
・ 24時間見守りや在宅コミュニケーションロボットなどの ICTの導入に取り組む。 

  

関連事業 5.緑空間「緑豊かな公園や緑道を活かした暮らし」 
5.緑空間「周辺の農村地域との連携や地産地消の推進」 
6.都市機能「多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編」 
6.都市機能「時代の変化に対応した近隣センターへの機能再編」 
9.共創「大学との共創」 
10スマートシティ「多様な世代の健康増進と身近な働く場の創出」 
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参考になる先進事例 

 

 

 

写真 

 

 

写真 

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス） 

銀木犀 

（千葉県浦安市） 

カウカモ 

 

断熱性能が高く、消費するエネルギ

ーを抑え、太陽光発電などによりエ

ネルギーを創りだす住宅。外気の影

響を受けにくいためヒートショックを

防ぐことができる。 

介護業界の新たな取組として注目

を集めるサービス付き高齢者住宅。

銀木犀では、入居する高齢者が駄

菓子屋の店長として活躍するなど、

認知症ケアの斬新なプログラムを

実施している。 

中古物件の住まいを集めたオンライ

ンサービス。中古物件を住み継ぐ人

を見つけることができる。また、ライ

フスタイルにあったリノベーションが

できるサービスも展開している。 

 

 

健康で安心して暮らし続けられる住まいの確保、住み替えの推進 

取組方針 
住みなれた地域で、いきいきと健康に住み続けることができるよう、住まいの確保や住み替え制度の構築

を行う。 

 取組例 
・ 親世帯と子世帯が同居又は行き来できる距離で安心して暮らすことのできる近居を促進する。 
・ 公的賃貸住宅の地域医療福祉拠点化（生活支援アドバイザーの配置、健康寿命サポート住宅の供給、移
動販売による買物支援など）を推進する。 

  

関連事業 1.住まい「多様な住宅供給と既存住宅の循環する仕組みづくり」 

 

 

環境やひとにやさしい住宅の推進  

取組方針 
将来にわたり、自宅で快適に住み続けられるように、住宅のバリアフリー化、省エネルギー化を促進する。

また、公的賃貸住宅の建替えにおいては、ユニバーサルデザインに基づきすべての人が生活しやすい住

宅の整備を推進し、既存の公的賃貸住宅についても、高齢者や障害者のニーズに対応したバリアフリー

化を促進する。歩道や公園など、公共施設の改修・更新を行う際には、各施設のバリアフリー化・ユニバ

ーサルデザインに基づく施設整備を進める。 

 取組例 
・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地における ICT を活用した環境配慮型の魅力ある住宅（ネット・ゼロ・エネ
ルギー・ハウス（ZEH））の導入を検討する。 

・ 建築・住宅関係団体などと連携した住宅のバリアフリー化、省エネルギー化改修を促進する。 
・ 既存の公的賃貸住宅については、中層住宅へのエレベーター設置や共用部分のスロープ設置などを、住
戸内については改修・改善の際に手すり設置や段差解消などを実施する。 

  

関連事業 1.住まい「多様な住宅供給と既存住宅の循環する仕組みづくり」 
10スマートシティ「多様な世代の健康増進と身近な働く場の創出」 
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関連する SDGs 

 
［背景］ 
特長 ・ 計画的に整備された公園や緑道が充実し、豊かな緑があふれている。 

・ 泉北ニュータウンの周辺には農村地域が広がっており、他のニュータウンにはない

自然豊かなまちである。 

 

10 年後のビジョン 

泉北ニュータウン特有の緑空間が魅力的な空間として、住民に愛され続けている。 

公園や緑道を利用した暮らしが日常生活の一部分となり、豊かな暮らしにつながってい

る。 

農ある暮らしをきっかけとして、隣接する農村地域との交流が盛んとなり、泉北ニュータ

ウンと一体的な成長が進んでいる。 

住民それぞれが緑空間を身近に感じ、自らの暮らしに上手に取り入れ、楽しんでいる。 

 

 

 

緑豊かな公園や緑道を活かした暮らし  

取組方針 
計画的に整備された公園や緑道などの豊かな緑を活かし、歩きやすい・歩きたくなる安全で快適な都市

空間の形成を図る。また、魅力的で多彩な遊びが体験できる施設、楽しく子育てができたり、新たなワーク

スタイルを実現できる環境を充実させ、子どもから大人まで楽しみながら交流でき、何度も訪れたくなるよ

うな居心地の良い場を形成する。日常生活に豊かな緑空間が感じられる取組を推進する。 

 取組例 
・ 公園や広場のオープンスペースを活用したイベントの実施やアクティビティの充実を推進する。 
・ ビッグバンと泉ヶ丘公園の一体的活用による魅力あふれる空間を創出する。 
・ 先進的なモデルとして Park-PFI を導入した大蓮公園においては、公民が連携し、新たなサービスや機能を
充実させ、公園の利活用を促進する。 

・ Park-PFI等により、公園や緑道に魅力的な空間や生活を豊かにする場を創出する。 
・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地と隣接する公園や緑道との一体的な利活用を図る。 
・ 楽しみながら歩くことができる緑道ネットワークの整備や、パーソナルモビリティなど豊かな自然を感じながら
移動できる手段の確保などを推進する。 

・ 公園を利用した「市民から市民へのサービス提供」の取組を促進する。 

  

関連事業 3.子育て・教育「良好な子育て環境の創出」 
3.子育て・教育「自然豊かな環境で子育てを楽しむライフスタイルの定着」 
4.健康長寿「健康寿命延伸の取組」 
7.交通「ウォーカブルシティ（居心地が良く、歩きたくなるまち）としての機能向上」 
8.市民交流「公園や道路などの公共空間の管理・活用への住民参加の促進」 
12.都市経営「エリアマネジメントの仕組みづくり」 
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参考になる先進事例 

 

 

 

写真 

 

 

写真 

ブライアントパーク 

（アメリカ） 

INN THE PARK 

（静岡県沼津市） 

EAT LOCAL KOBE FARMERS 

MARKET（兵庫県神戸市） 

ニューヨークマンハッタンにある公

園。NPOによる運営により、公園利

用が促進されている。園内に設置さ

れた椅子は軽く、利用者の意思によ

って自由に移動できる。 

「沼津市立少年自然の家」をリノベ

ーションし、宿泊できる施設へ転用

した。「泊まれる公園」をテーマに、

森に浮かぶ球体テントなどに宿泊

することができる。 

「生産者と消費者を継続的につな

ぐ」ことをコンセプトに、神戸市内を

中心とした旬の食材、神戸産の野

菜などを使用した朝ごはん、農家と

物販・飲食店がコラボした商品を提

供している。 

 

 

「農」のある暮らし  

取組方針 
農村地域に隣接した立地特性を活かし、泉北ニュータウン居住者が、農ある暮らしを楽しむライフスタイ

ルの実現を促進し、農の体験を通して、地域愛を育み、地域固有の豊かさを感じられる環境を整備する。 

 取組例 
・ 泉北レモンの植樹など、地域内で農を楽しみ地域の特色を生み出す取組を推奨する。 
・ 農村地域の遊休農地などを活用し、貸し農園の充実を促進する。 
・ 農家を育成する農業塾など、営農技術を高め、次世代の農業者を育成する取組を推奨する。 

  

関連事業 3.子育て・教育「良好な子育て環境の創出」 
3.子育て・教育「自然豊かな環境で子育てを楽しむライフスタイルの定着」 

 

 

周辺の農村地域との連携や地産地消の推進 

取組方針 
地元農産物などの流通を促進させ、地産地消を推進するとともに、泉北ニュータウン居住者と農村地域

が相互連携する取組を推進する。 

 取組例 
・ 農村地域の農家による直売市の開催や泉北ニュータウン内でのマルシェ開催など、農村地域で収穫され
た農産物を消費する機会を創出する。 

・ 飲食店などへ地元農産物の納入を促進するための仕組みを構築する。 
・ 農村地域の自然豊かな環境を活かし、地元農産物を使用する飲食店などの個店の開業を推進する。 
・ 地元農産物の学校給食での利用を促進する。 

  

関連事業 2.働く場「地域で働くことができる場、働く機会の創出」 
3.子育て・教育「自然豊かな環境で子育てを楽しむライフスタイルの定着」 
4.健康長寿「健康寿命延伸の取組」 
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関連する SDGs 

 
［背景］ 
特長 ・ 泉北ニュータウン内の各駅前には、商業施設が立地し、多様なサービスを提供している。 

・ 泉ヶ丘駅前では、百貨店などの集客施設が立地しており、若年世代をはじめとす

る住民全体のニーズに対応した店舗が充実している。 

・ 各駅前地域には、大規模な公園が配置され、魅力的な空間を形成している。 

・ 住区の中心に位置する近隣センターにおいては、保育所・幼稚園、小学校、公園、医

療センターなどが近接しており、緑道による歩行者ネットワークの基点となっている。 

課題 ・ 駅前施設の老朽化が進み、住民のニーズに沿った施設更新が望まれている。 

・ 日常的に利用する施設などを計画的に集積した近隣センターでは、核店舗の撤

退などにより、商業機能が低下している。 

・ 地域内（居住地から車やバスで移動できるぐらいの距離）における生活に必要な日

用品、食料・衣料・医薬品などを購入できる店舗などの充実が求められている。 

 

10 年後のビジョン 

各駅前エリアでは個性あふれる店舗が立地し、緑道との回遊性が向上し、ウォーカブル

なエリアとして歩く人々の視点・グランドレベルで賑わっている。生活に身近なエリアでは、

近隣センターを中心に暮らしを支える店舗や機能が充実している。泉北ニュータウン地

域全体で、住民自らが思い描くライフスタイルを満足できる都市機能が充実し、豊かに

暮らせるまちになっている。 

 

多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編 

取組方針 
≪泉ヶ丘駅前エリア≫ 

次世代ヘルスケア産業等の誘致、住宅・教育機関・公園・児童施設・宿泊施設なども含めた多様な機

能の集積により、広域的に人を惹き付ける魅力を創出し、南大阪地域の未来をリードする拠点をめざ

す。また、新しいライフスタイルの創造発信や、ダイナミックに公民が連携し、駅前の公共空間の再編

や利活用により、グランドレベルでの賑わいを創出する。 

≪栂・美木多駅前エリア≫ 

暮らしの魅力を広げる商業機能や生活支援機能、パブリックスペースの充実に向け、2つの大きな公

園の間に位置する特長を活かし、南北に抜ける緑道を軸として、安全・快適な歩行空間の拡充や溜ま

り空間の創出など、多様な世代が交流する賑わいのある空間をめざす。 
≪光明池駅前エリア≫ 

泉北ニュータウンにおいて比較的後半にまちびらきされた地区として、今後の駅前施設（商業施設、自

転車駐輪場、デッキなど）の更新を見据え、公民が連携し、駅前の道路、広場などの公共空間の再編

や利活用、回遊性の向上により、賑わいのある駅前空間を創出する。 

 取組例 
・ 各駅前地域では、それぞれの特性に応じて別途定めるビジョン等に基づき、利便性や機能向上に向けた取
組を推進する。 

  

関連事業 2.働く場「地域で働くことができる場、働く機会の創出」 
4.健康長寿「健康寿命延伸の取組」 
8.市民交流「駅前エリアを中心とした広域来訪者との交流の推進」 
11.プロモーション「広域来訪者への効果的なプロモーションの推進」 
12.都市経営「エリアマネジメントの仕組みづくり」 
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参考になる先進事例 

 

 

写真 

 

 

写真 

 

 

写真 

ネスティングパーク黒川 

（神奈川県川崎市） 

とよしば 

（愛知県豊田市） 

nui 

（東京都台東区） 

小田急多摩線黒川駅前に広がるシ

ェアオフィス。木のぬくもりを感じら

れる空間で、他業種の人と働くこと

ができ、テレワーク拠点としての活

用に注目が集まっている。 

鮮やかな緑が美しい芝生広場や

ウッドデッキを備えた「豊田市駅東

口まちなか広場」、通称とよしば。も

のづくりが楽しめる工作室や情報発

信可能なスタジオがある。 

玩具メーカーの倉庫ビルをリノベ

ーションして誕生したホステル。食

事もできるラウンジも併設されてお

り、国籍や職業を問わず、多様な人

たちが集まる場となっている。 

 

 

時代の変化に対応した近隣センターへの機能再編  

取組方針 
順次、市が公益財団法人大阪府都市整備推進センターから移管を受ける近隣センターのオープンスペ

ースの維持や有効活用を通じて、商業機能やサービス機能、地域のコミュニティ機能の向上に努める。ま

た、各センターの状況や周辺環境に合わせ、地権者や商業者などの民間事業者と連携して、時代の変

化に対応した機能再編を推進する。 

 取組例 
・ 社会インフラとして機能し、生活必需サービスが集約したコンビニエンスストアなどを誘導する。 
・ 生活に身近な場所としてのニーズに応じて、核店舗や移動販売の誘導、リモートワーク拠点を整備する。 
・ 人が集まる地域コミュニティの核としての機能を強化する。 
・ 地権者や商業者との合意のもと、土地区画整理事業などの市街地整備事業を通じ、機能再編を促進す
る。 

  

関連事業 2.働く場「地域で働くことができる場、働く機会の創出」 
2.働く場「身近な場所で働ける環境の整備」 
8.市民交流「多様な世代が集い、交流する場の創出」 
8.市民交流「地縁型・テーマ型・場の共有型コミュニティ活動の促進」 

 

 

身近な場所への生活を豊かにする商業・サービス施設の誘導  

取組方針 
住宅地内において、居住環境に配慮した中で、日常生活に潤いを与え、暮らしを支える店舗やライフスタ

イルを豊かにする飲食店などの立地を促進し、地域の課題解決につながる都市機能を誘導する。 

 取組例 
・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地での「新たなライフスタイル」提案型の複合的な商業施設などの導入を
検討する。 

・ 住宅地内での店舗などの立地については、必要に応じて土地利用に係る規制緩和等を検討する。 

  

関連事業 2.働く場「地域で働くことができる場、働く機会の創出」 
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関連する SDGs 

 
［背景］ 
特長 ・ 車道と完全に分離され、公園・緑地、駅や近隣センターなどを結んでいる歩行空

間である緑道ネットワークが整備されている。 

・ 鉄道各駅を起終点とするバス路線網が充実し、公共交通を中心とした生活がで

きる環境が整備されている。 

・ 住区内の自動車の通過交通を排除し、十分な幅員を確保した計画的な道路ネッ

トワークが整備されている。 

課題 ・ 地形に高低差があり、円滑な移動に支障があることから、交通弱者の外出支援が

求められている。 

・ 鉄道駅を中心とした公共交通網のため、公共交通での住区間や地区間の移動が

しにくい。 

・ スマートモビリティなどの地域内移動手段と公共交通との連携が求められている。 

 

10 年後のビジョン 

歩行者動線である緑道ネットワーク、公共交通機関、スマートモビリティなどを活用し、

多様な交通手段とサービスが連携した便利で愉しい生活型の MaaS が実現し、移動に

際して不便を感じることが少なくなっている。 

また、モビリティだけでなく、駅前エリアの回遊性の向上や緑道などの歩行環境が向上し、

歩きたくなる「ウォーカブルなまち」が実現している。 

 

 

 

 

公共交通の利便性向上による維持及び確保 

取組方針 
車が使えない交通弱者をはじめとしたすべての住民の自立した日常生活や社会生活を確保するため、公

共交通（鉄道・路線バスなど）の利便性向上による維持及び確保を図る。 

 取組例 
・ スマートモビリティと鉄道・路線バスなどの公共交通機関とのシームレスな接続（MaaS）を図る。 
・ 高齢者の外出を支援し、公共交通の利用促進を図る。 
・ 鉄道駅やバス停から離れた地域と鉄道駅を結ぶ交通手段の確保を図る。 

  

関連事業 10スマートシティ「便利で快適な移動環境の構築と脱炭素エリアの形成」 
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参考になる先進事例 

 

 

写真 

  

Kyyti 

（フィンランド） 

電動キックボードの有償シェアリ

ングサービス（大阪府東大阪市） 

パークレット 

（イギリス） 

MssS（ICTを活用した交通手段）

のプラットフォーム「Kyyti」では、公

共交通機関の利用が困難な障がい

者や高齢者などを対象に、一般ユ

ーザーの承認制で乗り合いができる

システムなどを導入している。 

近畿大学と「Luup（ループ）」が電

動キックボード（キックスケーター）

有償シェアリングサービスの実証実

験を近畿大学東大阪キャンパス内

で実施。一人乗りのマイクロモビリテ

ィの活用として注目を集めている。 

パークレットとは、車道の一部を

転用して歩いて楽しめる場所をつく

る取組。日本でも実現に向けた取

組が行われており、駅前や道路空

間にカフェなどを誘致し、消費や交

流を創出している。 

 

 

スマートモビリティなどの先進技術を利用した地域内交通の充実  

取組方針 
すべての住民が地域内を円滑に移動できるように、また、オンデマンドで欲しいコンテンツを近隣に提供で

きるように、新たなモビリティサービスの導入を検討する。 

 

 取組例 
・ 自宅最寄りから希望する行先まで（又はドア to ドア）乗車できるオンデマンド交通を検討する。 
・ 泉北ニュータウン内の移動における一定期間契約事業（月額定額制サービスなど）を検討する。 
・ 緑道を活用したパーソナルモビリティの導入に向けた実証実験を推進する。 
・ 電動アシスト付自転車や電動シニアカーのシェアを推進する。 
・ 自転車利用の促進に向けた自転車レーンの充実を図る。 

  

関連事業 9.共創「行政と民間事業者の対等な立場の提携（イコールパートナー）による事業促進」 
10スマートシティ「便利で快適な移動環境の構築と脱炭素エリアの形成」 
11.プロモーション「泉北ニュータウンとしてのブランドの確立及び発信」 

 

 

ウォーカブルシティ（居心地が良く、歩きたくなるまち）としての機能向上  

取組方針 
緑道ネットワークを活かし、駅から学校や近隣センターなどの各拠点や住宅地に至るまで、自然や緑を感

じながら歩いてまわる空間や環境を形成し、回遊性を向上させる。 

 取組例 
・ 歩行空間・環境の整備に加え、スマートモビリティやシェアサイクルと連携することで、より快適に移動できる
環境を整備する。 

・ 緑道沿いへ利便施設を設置することで、愉しみながら、便利に歩ける環境を整備する。 

  

関連事業 5.緑空間「緑豊かな公園や緑道を活かした暮らし」 
10.スマートシティ「便利で快適な移動環境の構築と脱炭素エリアの形成」 
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関連する SDGs 

 
［背景］ 
特長 ・ 泉北ニュータウン地域は、自治会活動が盛んである。 

・ 近年、泉北をつむぐまちとわたしプロジェクトなど、様々なテーマで住民が集い地

域活動を担う動きが起こっている。 

・ 活動を通じて、泉北ニュータウン地域に対するシビックプライドが芽生えてきている。 

・ 泉ヶ丘地区には、大学や高校が多数あり、駅前が若者の集まるエリアとなっている。 

課題 ・ 泉北ニュータウン開発に伴う一斉入居により、年齢層の偏りがあり、自治会組織

の担い手の高齢化がめだつ。 

・ 多様な世代が暮らすまちに向けて、世代間や世代を越えて交流できる場が求め

られている。 

 

10 年後のビジョン 

泉北ニュータウンに住む人が、地域のよさを自覚し、まちを愛し、まちの発展のための活

動を楽しむ人が増えている。自治会活動に加え、様々なコミュニティ活動が促進され、

地域に関わりを持った人による様々な交流や活動が各所で生まれている。住民自らが

公園や道路などの公共空間を活用した取組を通して、公共空間の管理にも携わる取

組が進んでいる。 

 

 

多様な世代が集い、交流する場の創出 

取組方針 
多様な世代の住民が集い、語り合い、交流することができるような場（地域コミュニティの核となる機能）の

創出を推進し、世代を越えた人とのつながりを広め、まちへの愛着や暮らしの安心感を高める。 

 取組例 
・ 団地内での集会所などの活用により、若年世代から高齢者までが集まることができるコミュニティカフェの展
開を促進する。 

・ 公共空間を活用した多様な世代が集い交流する仕組みを創出する。 
・ 公的賃貸住宅の共用部や近隣センターのオープンスペースなどの利活用を推進する。 

  

関連事業 6.都市機能「多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編」 
6.都市機能「時代の変化に対応した近隣センターへの機能再編」 

 

 

地縁型・テーマ型・場の共有型コミュニティ活動の促進  

取組方針 
従来からある自治会などの「地縁型」コミュニティ、共通の趣味や好みを共有する「テーマ型」コミュニテ

ィ、公園や緑道などの場を利用する「場の共有型」コミュニティの活動を促進する。 

 取組例 
・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地における新規住宅供給を行う際、自治会加入の働きかけを実施する。 
・ 地域の人同士が特定のテーマのもとに学び、交流できる場を創出し、新たなテーマ型・場の共有型コミュニ
ティ活動が醸成されるように支援する。 

  

関連事業 6.都市機能「時代の変化に対応した近隣センターへの機能再編」 
12.都市経営「既存施設の適切な管理や活用」 
12.都市経営「エリアマネジメントの仕組みづくり」 
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参考になる先進事例 

 

 

写真 

 

 

写真 

 

 

写真 

縁活 

（大阪府大阪市） 

姫路大手前通り 

（兵庫県姫路市） 

多治見駅北広場 

（岐阜県多治見市） 

あべのハルカス近鉄本店タワー館 

において市民活動やボランティア団

体などが得意とするプログラムを、

百貨店に設けられた「街ステーショ

ン」と呼ばれるスペースで実施して

いる。 

再整備が完了した後の大手前通り

のエリア価値向上をめざして、大手

前通りの現状と課題を整理し、単な

る通りではなく、楽しみながらそぞろ

歩きできる滞留空間にするため、事

業を推進している。 

多治見駅前に新たな“まちかど”を

創出し、人々の交流や憩いの拠

点、文化・芸術との出会いの場とし

て、テラスやイベント広場が整備さ

れている。キッチンカーなどが出店

し、地域の交流の場となっている。 

 

 

駅前エリアを中心とした広域来訪者との交流の推進  

取組方針 
駅前エリアを中心に、訪れやすく、交流できる場となる取組を促進し、地域活力の向上を図る。 

 取組例 
・ 来訪者の増加に向けた駅前の商業施設、文化施設、大学などの教育施設、ビッグバン、泉ヶ丘公園、原
山公園プールなどの効果的な取組やプロモーションを実施する。 

・ 駅前エリアの再整備において、交流できる広場機能や回遊性を高める歩行者動線を整備する。 

  

関連事業 6.都市機能「多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編」 
7.交通「ウォーカブルシティ（居心地が良く、歩きたくなるまち）としての機能向上」 
9.共創「ステークホルダーとの共創」 
9.共創「大学との共創」 
9.共創「行政と民間事業者の対等な立場の提携（イコールパートナー）による事業促進」 
11.プロモーション「広域来訪者への効果的なプロモーションの推進」 

 

 

公園や道路などの公共空間の管理・活用への住民参加の促進 

取組方針 
住民自らが公園や道路などの公共空間を活用した社会実験やイベント開催などを通して、管理・活用に

積極的に携わる取組を促進する。 

 取組例 
・ 公園などの公共空間における住民主導型の社会実験やイベントの実施に対して支援する。 

  

関連事業 5.緑空間「緑豊かな公園や緑道を活かした暮らし」 

  

 



50 

 

関連する SDGs 
 
［背景］ 
特長 ・ 泉北ニュータウンや周辺地域には、大学が多く立地しており、連携が進んでいる。 

・ 堺市、大阪府、UR、府公社、南海電鉄が「泉北ニュータウン再生府市等連携協

議会」を構成し、連携した取組や検討が進められている。 

課題 ・ 複雑かつ多様化する住民ニーズや地域ニーズに応え、今後老朽化する公共施

設などを更新するには、民間活力を導入し、効率よく、より充実したサービス提供

を創出する必要がある。 

・ 様々な主体がそれぞれの特性を活かし、「SENBOKU New Design」の将来像を共

有し、共創することが必要である。 

 

10 年後のビジョン 

泉北ニュータウンをよりよい地域にするため、行政と民間（住民、企業、大学など）とが対

等なパートナーとして信頼関係を築き、コミュニケーションを積み重ね、新たな事業機会

の創出と地域課題の解決に取り組んでいる。公共空間では、積極的な共創が図られ、

様々な規制緩和を通し、より柔軟で多機能かつ充実したサービスが提供されている。 

 

 

主要な団体との共創  

取組方針 
「泉北ニュータウン再生府市等連携協議会」の取組をはじめ、主要な団体と連携し、思いを共有しながら

共創する取組を進める。 

 取組例 
・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地について、泉北ニュータウン再生府市等連携協議会や各事業者との議論
を踏まえ、泉北ニュータウンを持続発展可能なまちとするための活用策を推進する。 

・ 駅前施設の更新時にステークホルダーと連携を図り、公共空間の再整備を推進する。 

  

関連事業 1.住まい「公的賃貸住宅の再編」 
6.都市機能「多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編」 
12.都市経営「公的賃貸住宅や公共施設の再編に伴い発生する活用地等の活用」 

 

 

 

大学との共創  

取組方針 
泉北ニュータウンや周辺地域に数多く立地する大学との連携をさらに深め、思いを共有しながら、最先端

の研究や実証実験を踏まえ、新たな住民サービスの創出をめざす。 

 取組例 
・ 近畿大学医学部・近畿大学病院と連携した地域向け講座、体験プログラムの取組を促進する。 
・ 健康・医療、教育、福祉、自動運転、住宅などの分野と連携した、地域課題解決策を検討する。 
・ 大学間の連携を深め、地域課題解決や新たな研究・事業につながる機会を創出する。 

  

関連事業 3.子育て・教育「多様な教育機関が集積する「学園都市」としてのイメージの構築」 
4.健康長寿「健康寿命延伸の取組」 
10.スマートシティ「多様な世代の健康増進と身近な働く場の創出」 
10.スマートシティ「便利で快適な移動環境の構築と脱炭素エリアの形成」 
10.スマートシティ「多様な人々との交流を促進」 
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参考になる先進事例 

 

 

写真 

 

 

写真 

 

 

写真 

大東シニア総合大学 

（大阪府大東市） 

草津川跡地公園 

（滋賀県草津市） 

SHUKNOVA 

（東京都新宿区） 

大阪産業大学と大東市が連携し、

市内のシニアを対象とした市民講

座を開催。講師は大学の教員が務

める。 

旧草津川が廃川となり生まれた広

大な公園。公園を管理する民間企

業が、公園内で実施される様々な

市民活動をサポートしている。 

新宿区において Park-PFI制度を活

用し、公園の魅力が向上する取組

が展開されている。 

 

 

住民との共創  

取組方針 
住民との協働をさらに加速し、まちの魅力を創造・発信し、エリア価値向上に向けた取組を促進する。 

また、住民が住民にサービスを提供する活動などに対する行政によるサポート体制の充実を図る｡ 

 取組例 
・ 地域課題を発見し、解決に向けた自主的・主体的な取組（課題解決力の強化を図るための取組）を促すた
めの意識啓発・意識醸成を図る。 

・ 他地域の事例などから、地域課題解決に向けたノウハウ・手法（他団体との連携手法など）・情報（他団体
の情報など）を提供する。 

・ 地域課題を解決する取組の実現に向けた仲間との交流機会を創出する。 

  

関連事業 8.市民交流「多様な世代が集い、交流する場の創出」 
8.市民交流「地縁型・テーマ型・場の共有型コミュニティ活動の促進」 
8.市民交流「公園や道路などの公共空間の管理・活用への住民参加の促進」 

 

 

行政と民間事業者の対等な立場の提携（イコールパートナー）による事業促進  

取組方針 
企業などが主体的に提案できる民間事業者の窓口（さかい・コネクテッド・デスク）を活用し、様々な提案

を受け、対話を重ねたり、国や大阪府など関係機関と連携を深めたりしながら、多様な PPP手法を活か

し、公共空間などのダイナミックな活用を促進する。 

 取組例 
・ 公民が連携し、道路、公園などの公共空間の新たな活用や新たな市民サービスを検討する。 
・ 事業者からの提案に応じた新しいサービスを生み出すための規制緩和等を検討する。 

  

関連事業 6.都市機能「多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編」 
12.都市経営「公的賃貸住宅や公共施設の再編に伴い発生する活用地等の活用」 
12.都市経営「エリアマネジメントの仕組みづくり」 
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関連する SDGs 

 
［背景］ 
特長 ・ 公園、緑道、近隣センター、駅前エリア、道路など計画的に整備されたインフラや

資源が豊かである。 

課題 ・ 自然地形を活かして造成したため、地形に高低差があり、円滑な移動に支障があ

る。 

・ 泉北ニュータウン内で働くことができる場所が少ない。 

・ 泉北ニュータウン開発に伴う一斉入居による年齢層の偏りがあり、高齢化が進ん

でいる。 

 

10 年後のビジョン 

ICTを活用し、ヘルスケアやモビリティなどの分野横断的な取組により、住民の課題の

解決や住民の暮らしの質の向上が図られ、自分らしい暮らしが実現されている。 

ICT を活用することで生まれるアソビ（余白の時間、魅力的な都市空間）を活かし、暮ら

しを彩る“愉しみ”が生まれている。また、暮らしに“愉しむ”要素を加えることで、泉北ニ

ュータウンが持つ魅力を最大限に引き出し、エリアブランディングに繋がっている。 

 

 

 

多様な世代の健康増進と身近な働く場の創出 

取組方針 
すべての住民が安心し、心身ともに長期間にわたり健康に暮らし続けられるまちの実現をめざし、住民が

ICTを活用しながら気軽に健康増進に取り組むことができる仕組みを創出する。 

職住近接のニーズを踏まえ、ICTを快適に利用できる環境や、様々なデータを収集・活用できる環境を整

える。また、こうした取組を推進することで、リモートワークやシェアオフィス、サテライトオフィスなど、身近

な場所での働く場を創出する。 

 取組例 
・ ICT を活用した高齢者などの見守り・生活支援の実証など、地域のつながりと ICT による多様な世代の見守
りに取り組む。 

・ ICTを活用した介護予防、認知症の早期発見などの実証に取り組む。 
・ ICTを活用した健康管理などによる生活改善の実証など、住民の生きがい創出、健康増進に取り組む。 
・ 公共空間におけるWi-Fi環境が整ったリモートワークスペースなどの整備や、多様な主体によるシェアオフィ
スなどの整備を推進する。 

・ 新事業の社会実装などにより次世代ヘルスケア産業の誘致を進め、働く場を創出する。 

  

関連事業 2.働く場「地域で働くことができる場、働く機会の創出」 
2.働く場「身近な場所で働ける環境整備」 
4.健康長寿「健康寿命延伸の取組」 
4.健康長寿「環境やひとにやさしいまちの推進」 
11.プロモーション「泉北ニュータウンとしてのブランドの確立及び発信」 
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参考になる先進事例 

  

 

写真 

 

 

写真 

福島県会津若松市 北大阪健康医療都市「健都」

（大阪府吹田市・摂津市） 

ADDress 

ICT などを活用して、地域産業の

活性化を図りながら、安心して快適

に生活できる「まちづくり」 を進める

取組。サテライトオフィスやオープン

データの活用などに取り組む。 

国立循環器病研究センターを中心

に「健康・医療のまちづくり」を進め

る。医療機関を核とし、その周辺に

は公園や住宅地、複合商業施設な

どが併設される。 

毎月定額で全国どこの住居にも住

み放題になるサービス。居住地や

働く場所を問わないフリーランスや

地方をめぐる暮らしなど様々な形態

で利用されている。 

 

 

便利で快適な移動環境の構築と脱炭素エリアの形成 

取組方針 
交通弱者などの移動を支援し、多様な移動ニーズに対応した環境整備に向け、オンデマンドによる利便性の

高い交通手段の提供や、緑道などの自然豊かな環境を活かして移動を愉しむ環境の構築などに取り組む。ま

た、移動の目的地となる商業や医療などの生活サービスと交通が連携した生活型のMaaSの構築をめざす。 

SDGsのゴール達成に向け、時代をリードするニュータウンとして、脱炭素に向けたエリアの形成をめざす。 

 取組例 
・ 生活サービスと連携した中距離のオンデマンド交通の実証に取り組む。 
・ 緑道などを活用したパーソナルモビリティの導入に向けた実証実験を推進する。 
・ 民間事業者と連携し、公共公益施設での移動販売などの生活サービスのモビリティ化の取組を促進する。 
・ ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の推進や自立分散型電源の導入、EV や次世代モビリティの移動電
源としての活用や災害時利用などを促進する。 

  

関連事業 4.健康長寿「環境やひとにやさしいまちの推進」 
7.交通「スマートモビリティなどの先進技術を利用した地域内交通の充実」 
11.プロモーション「泉北ニュータウンとしてのブランドの確立及び発信」 

 

 

多様な人々との交流を促進 

取組方針 
これまで取り組まれてきた住民による地域活動や住民同士のつながり、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大に伴う新しい生活様式を踏まえ、ICTの活用による住民同士の共助・コミュニティの醸成など、多様な

交流や活動を創造し、地域の結びつきの強化、地域力の向上をめざす。 

 取組例 
・ ICTによる行政の情報発信・手続きや、住民の意見の収集を促進する。 
・ 住民間の情報共有や住民同士が交流できる地域 SNSの活用を促進する。 
・ 公園などの公共空間において、AR技術などによる交流ツールの利活用を促進する。 

  

関連事業 8.市民交流「多様な世代が集い、交流する場の創出」 
8.市民交流「地縁型・テーマ型・場の共有型コミュニティ活動の促進」 
11.プロモーション「泉北ニュータウンとしてのブランドの確立及び発信」 
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関連する SDGs 

 
［背景］ 
特長 ・ 泉北ニュータウン地域の魅力を発信する Web サイトや情報誌の発行が進んでい

る。 

・ ビッグバン、原山公園プール、ハーベストの丘など、広域から集客が期待できる施

設を有している。 

・ 泉北ニュータウン及びその周辺地域において、須恵器の窯跡や社寺などの歴史

を感じさせる史跡や文化財を有している。 

課題 ・ 泉北ニュータウン内外の人（特に転入を促進したい若年世代）に対し、「泉北ニュ

ータウン」のイメージや魅力の発信が十分にできていない。 

・ 関西国際空港や大阪の都心エリアへのアクセス性の良さや緑豊かな子育てに適

した住環境の良さなどのプロモーションが効果的にできていない。 

 

10 年後のビジョン 

効果的なプロモーションにより、これまでの「ベッドタウン」のイメージを払拭し、泉北ニュ

ータウンならではの暮らし方である「泉北スタイル」が実践され、住民がまちに愛着を持

ち、ニュータウン及び周辺地域で過ごす人が増え、「選ばれるまち」になっている。 

 

泉北ニュータウンとしてのブランドの確立及び発信 

取組方針 
泉北ニュータウンでの暮らしに関心を持ってもらい、若年世代の転入・定住・Uターンや交流人口の増加に

つなげるため、「泉北スタイル」に基づいた「泉北ニュータウン」のブランドコンセプトを構築し、住民がまちに

愛着と誇りを持つように推進する。 

 取組例 
・ 泉北ニュータウンの魅力や「住まい像」「暮らし像」を発信する。 
・ サイン表示、基準色、デザインを統一することによる効果的なまちのブランディングを行う。 
・ 泉北ニュータウンの魅力などを紹介するホームページの充実、情報誌の発行、若年世代をターゲットとした
イベントの開催など、様々な媒体を活用した情報発信を推進する。 

  

関連事業 1.住まい「多様な住宅供給と既存住宅の循環する仕組みづくり」 
3.子育て・教育「良好な子育て環境の創出」 
3.子育て・教育「多様な教育機関が集積する「学園都市」としてのイメージの構築」 
3.子育て・教育「自然豊かな環境で子育てを楽しむライフスタイルの定着」 
5.緑空間「「農」のある暮らし」 
12.都市経営「バランスのよい年齢構成の実現」 

 

 

広域来訪者への効果的なプロモーションの推進  

取組方針 
交流人口を増やすため、関西国際空港からの自動車やバスによるアクセス性のよさや大阪都心部への

鉄道による利便性のよさを効果的にプロモーションし、広域来訪者を誘引する。 

 取組例 
・ ビッグバン、原山公園プール、ハーベストの丘、大蓮公園などの観光・文化施設について、来訪者が増える
よう、効果的なプロモーションを実施する。 

・ 演劇・ライブ・コンサートなどの文化的な催しの誘致を推進する。 
・ 「2025 年大阪・関西万博」を契機とし、泉北ニュータウンを拠点に観光ができる宿泊機能の導入や交通利
便性の向上を図る。 

  

関連事業 6.都市機能「多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編」 

 



55 

参考になる先進事例 

 

 

写真 

 

 

写真 

 

 

写真 

脈々 

（鳥取県八頭郡智頭町） 

live + work 

（兵庫県神戸市） 

マイクロツーリズム 

 

智頭町の素敵な人、素敵なモノ、素

敵な場所など、感動したことをより多

くの人々に知ってほしいという想いか

ら始まった webサイト。 

神戸市の公式移住支援の webサイト。

観光写真では見えてこなかった神戸の

職業像や生活シーンが、神戸における

職業と地域を重ね合わせて映像や写

真などで可視化されている。 

マイクロツーリズムとは、自宅から 1

時間を目安とする近場への旅行を

表す言葉。コロナ禍における新たな

旅の形として提唱され、「星野リゾー

ト」などが積極的に展開している。 

 

 

泉北ニュータウン居住者への効果的なプロモーションの推進  

取組方針 
泉北ニュータウンの居住者が「泉北スタイル」を実現できるような環境を整え、魅力を伝えることにより、ま

ちへの愛着を深め、泉北ニュータウン内で過ごす時間が増えるような取組を推進する。 

 取組例 
・ 泉北ニュータウン地域の生活情報やイベント情報を集約したサイトやプラットフォームを構築する。 
・ 近隣を観光し、地元の魅力（場所、個店など）を再発見する「マイクロツーリズム」を促進する。 

  

関連事業 3.子育て・教育「自然豊かな環境で子育てを楽しむライフスタイルの定着」 
5.緑空間「緑豊かな公園や緑道を活かした暮らし」 
5.緑空間「「農」のある暮らし」 
5.緑空間「周辺の農村地域との連携や地産地消の推進」 
8.市民交流「地縁型・テーマ型・場の共有型コミュニティ活動の促進」 
8.市民交流「駅前エリアを中心とした広域来訪者との交流の推進」 
8.市民交流「公園や道路などの公共空間の管理・活用への市民参加の促進」 

 

 

歴史・文化・伝統に触れ、まちへの愛着、誇りを高める 

取組方針 
泉北ニュータウン地域における多くの史跡、社寺、文化財などに触れ、文化を創造し享受する担い手は

住民であるとの認識のもと、地域の特性やニーズを踏まえ、文化活動の場や多彩な芸術鑑賞の機会の

拡充に努める。 

 取組例 
・ 泉北ニュータウン開発を象徴する建築物（栂文化会館：村野藤吾設計、旧泉北すえむら資料館：槇文彦設
計など）のレガシーを継承し、さらなる利活用、発信を促進する。 

・ 泉北ニュータウンが立地する土地や開発された背景・歴史を学ぶことができる機会を創出する。 

  

関連事業 3.子育て・教育「良好な子育て環境の創出」 
6.都市機能「多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編」 
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関連する SDGs 

 
［背景］ 
課題 ・ まちびらきから50年以上が経過し、人口減少・高齢化が進行する中、住民サービ

スの維持に向け、より効率的な行政運営が必要であり、民間の資金や技術などを

活用し、資源（ヒト・モノ・カネ）を地域内で「マネジメントする」という考え方を導入す

ることが求められている。 

・ 泉北ニュータウン開発に伴う一斉入居による年齢層の偏りがあり（居住者の高齢

化、若年世代の転出超過）、未来の泉北ニュータウンを支える若年世代の確保が

求められている。 

・ これまで新たに活用できる土地は少なかったが、今後、公的賃貸住宅の再編に

伴う活用地が生み出されるため、公的賃貸住宅事業者と連携し、長期的な視点

をもって、未来の泉北ニュータウンのために有効に活用する必要がある。 

 

10 年後のビジョン 

堺市と公的賃貸住宅事業者が連携、協力し、再編に伴う活用地を有効活用し、若年

世代の居住促進、ライフスタイルに合った生活利便施設、働く場となる企業の立地が進

んでいる。公的資産の運営における民間活力を活用した取組が進み、住民サービスの

維持・向上が図られている。また、住民や事業者と行政のダイナミックな連携により、持

続的で効率的な都市経営が実現している。 

 

 

公的賃貸住宅や公共施設の再編に伴い発生する活用地等の活用  

取組方針 
公的賃貸住宅や公共施設の再編に伴い発生する活用地については、泉北ニュータウンが「持続発展可

能なまち」となるために、次の観点を重視した活用・運用等を図る。 

また、公的賃貸住宅については、事業者である大阪府、府公社、UR と連携を図る。 

・ 短期的な財源確保のための売却に限らず、長期的な視野に立ち、定期借地や暫定利用の導入、民

間活力の活用等も含め、活用地の活用・運用を検討する。 

・ 活用地を売却する場合は、泉北ニュータウンの課題解決の先進的なモデル事例を創出するため、

価格だけでなく、質・デザインや事業内容などの定性面も含めた総合的な評価（プロポーザル方式、

条件付き公募等）による事業者選定を推進する。 

・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地への機能導入については、地域や公的賃貸住宅の特性に応じ

た多様な機能の導入を図るため、複数の活用地を一括してマネジメントできる事業スキームの構築

などを検討する。 

・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地の情報を「泉北ニュータウンまちづくりプラットフォーム」で共有し、

民間からの提案・相談を活かした活用を検討する。 

関連事業 1.住まい「エリアの特性に応じた市街地の形成」 
1.住まい「公的賃貸住宅の再編」 
6.都市機能「多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編 
9.共創「行政と民間事業者の対等な立場の提携（イコールパートナー）による事業促進」」 
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既存施設の適切な管理や活用 

取組方針 
公的賃貸住宅、公共施設などの既存施設については、長期的な視点を持った上で、スクラップ＆ビルド

手法だけではなく、リノベーション手法などにより長寿命化するストック活用の観点も取り入れ、時代のニー

ズに合った適切な管理・活用を推進する。また、既存施設の管理・活用には、民間活力を導入し、民間

事業者と行政が対等な関係で取り組む公民共創を推進する。 

 取組例 
・ 公的賃貸住宅の住棟や住戸、戸建住宅のリノベーション・用途転用（コンバージョン）を促進する。 
・ 泉北ニュータウン開発を象徴する建築物や公共施設の長寿命化やニーズに合った活用を推進する。 

  

関連事業 8.市民交流「地縁型・テーマ型・場の共有型コミュニティ活動の促進」 
9.共創「行政と民間事業者の対等な立場の提携（イコールパートナー）による事業促進」 

 

 

エリアマネジメントの仕組みづくり 

取組方針 
駅前地域、近隣センター、住宅地、公園、広場などの一定エリアにおける良好な環境や地域の価値を維

持向上させるため、住民、事業者、地権者などが主体的に取り組むエリアマネジメントの推進を図る。 

エリアマネジメントの導入にあたっては、小さなエリアでも積極的な導入に努め、住宅地の魅力向上、ブラ

ンディング、環境改善などに取り組む活動を支援し、エリアの利活用を促し、経営的に成立する仕組みを

構築する。 

 取組例 
・ 駅前地域においては、公民が連携し、ハード・ソフト両面から、エリア価値を向上させる取組を促進する。 
・ 駅前再編に伴い生み出される広場などのパブリックスペースを有効活用したカフェなどの常設の場の整備
を推進する。 

・ Park-PFIの導入などによりパークマネジメントを推進する。 
・ 住民自らが集合住宅の共用スペースを積極的に活用し、共同菜園やイベント開催などの取組を促進する。 

  

関連事業 5.緑空間「緑豊かな公園や緑道を活かした暮らし」 
6.都市機能「多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編」  

 

 

若年世代等の新たな層の誘引 

取組方針 
人口減少・高齢化を解消し、多様な世代が暮らし、持続可能な泉北ニュータウンとなるため、学生、子育

て世代、若年世代の転入・定住・Uターンを促進する。 

 取組例 
・ 各世代のライフスタイルにあった支援、サービス、居住環境の整備を推進する。 
・ 若年世代等のニーズに合った多様な住宅を供給する。 
・ 公的賃貸住宅における学生入居者向け割引制度を導入する。 

  

関連事業 1.住まい「多様な住宅供給と既存住宅の循環する仕組みづくり」 
3.子育て・教育「良好な子育て環境の創出」 
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参考になる先進事例 

 

 

写真 

 

 

写真 

 

 

写真 

ユーカリが丘 

（千葉県佐倉市） 

ホシノタニ団地 

（神奈川県座間市） 

まちのね浜甲子園 

（兵庫県西宮市） 

街の資産価値を維持する仕組みと

して、ライフスタイルに応じて住み替

えが必要になった場合、運営するデ

ベロッパーの物件を購入または介

護付き有料老人ホームに入居する

際、現在の自宅を査定額 100%で

買い取っている。 

小田急電鉄株式会社の社宅として

利用されていた団地をリノベーショ

ン。敷地中央には広場があり、その

まわりには、子育て支援施設、貸し

農園、ドッグランなど、街の人々み

んなのために造られたいろいろな施

設や場所が整備されている。 

自治会や企業などで構成されるエリ

アマネジメント組織を設立し、エリア

を開発した事業者と住民が連携し

ながら暮らしやすい街を育んでい

る。街の清掃活動や子育てプログラ

ムなど、地域の課題を主体的に解

決できる地域づくりを行う。 
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Ｖ章 10年後の泉北ニュータウン（イメージ） 
  



60 

 

SENBOKU New Designに掲げる理念・基本方針のもと、12分野の取組方針に基づく事業を進めて

いくことで、泉北ニュータウンならではの多様で豊かな暮らし方の実践を促進します。 

このような暮らし方を「泉北スタイル」として、周知・実践をめざします。 

 

 

泉北ニュータウンは、都市機能が計画的に整備されていることに加え、ニュータウン内部や隣接する農

村地域に豊かな緑空間を持ち、「都市的要素」と「農村的要素」が共存したまちです。また、近年は、地域ご

との自治会活動に加え、テーマに特化した活動も生まれ、適度な距離間でコミュニケーションが図れる地域

活動の担い手が活躍しつつあります。 

他の都市部や郊外地域と比べて、泉北ニュータウンは、「都市的要素」と「農村的要素」、そして地域コミ

ュニティのバランスがとれており、コンパクトにまとまっています。 

 

他の地域には見られないバランスの中、泉北ニュータウンの住民は、まちが持つ魅力的な要素と住民自

身の生活思考を組み合わせることによって、泉北ニュータウンならではの多様で豊かな暮らしを実現するこ

とができます。 

  

１．泉北ニュータウンならではの暮らし方 

泉北スタイル 
 

泉北ニュータウンにある「魅力的な要素」×「住民のライフスタイル」の 

組み合わせから生まれる泉北ニュータウンならではの多様で豊かな暮らし方 

 

 

泉北ニュータウンにある 

「魅力的な要素」 

住民の 

ライフスタイル 

など 

緑空間（公園・緑道） 教育機関 

住宅 農 店舗 駅前 

ICT 公共施設 人材 

仕事 子育て 学び 

仕事 地域活動 自己実現 

環境保全 交流 

など 
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10年後の暮らしのイメージ 

 

Ⅳ章で掲げた取組方針を進めていくことにより実現する泉北ニュータウンでの 10年後のまちの姿イメー

ジと暮らす人の姿イメージを、5つのエリアごとに表現しました。 

 

  

 

ウェアラブル機器を身に着け緑

道をランニングすることで、健

康を維持し、清々しい日々を送

っている。 

関連する取組分野 

5 緑空間 

10 スマートシティ 

泉北スタイル 

アクション 

１２の分野における取組方針

を、具体的な行動に移した時

のイメージイラスト。 

 

5 つのエリアごとのまちの

姿と暮らす人のイメージ 

泉北ニュータウンを 5 つのエ

リアに分け、それぞれのまち

の姿と暮らす人の姿をイメー

ジ。 

①駅前及び周辺エリア 

②近隣センター 

③戸建てエリア 

④団地エリア 

⑤公共施設 

２．まちの姿と暮らす人の姿（イメージ） 

10 年後に実現される

暮らし方のイメージ 

Ⅳ章取組方針にて掲載

の関連する取組分野 

泉北スタイル 

  
住民の 

ライフスタイル 

泉北ニュータウン
にある 

「魅力的な要素」
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駅前及び周辺エリア 

・ 商業機能や文化施設をはじめ、健康や福祉機能などが充実し、グランドレベルで賑わいを感じられるエリ

アが展開している。 

・ 働く場、教育機関、宿泊機能などを誘導し、泉北ニュータウン内外の人々が訪れるエリアとなっている。 

・ 駅前エリアに近接する公園を活かし、子どもから大人まで楽しみながら交流できるエリアとなっている。 

 

 

 

  

わ！この野菜新鮮～。 

今日も体の異常は 
なさそうね。 

いつもありがとう。 
ひとつおまけしておくね。 

最近調子どうー？ 

駅 

ウェアラブル機器を身に着け緑

道をランニングすることで、健康

を維持し、清々しい日々を送っ

ている。 

関連する取組分野 

5 緑空間 

10 スマートシティ 緑道 健康 

オンデマンドバスを利用して、買

い物に行き、駅前エリアの賑わ

いを楽しんでいる。 

 

関連する取組分野 

7 交通 

10 スマートシティ 

先端技術を導入した病院で治

療を受けることができ、日々、

安心な暮らしを送っている。 

 

関連する取組分野 

4 健康長寿 

10 スマートシティ 
ICT 健康 

駅前のコワーキングスペースで

仕事をすることが増え、これまで

交流が少なかったご近所さんと

会話を楽しむ機会が増えた。 

関連する取組分野 

2 働く場 

6 都市機能 
ICT 娯楽 駅前 仕事 

１ 

泉北スタイル 泉北スタイル 泉北スタイル 

泉北スタイル 

駅前広場前のカフェで泉北産

野菜を使った健康配慮メニュー

を食べる機会が増え、心身とも

健康な暮らしを送っている。 

関連する取組分野 

4 健康長寿 

6 都市機能 
店舗 健康 

泉北スタイル 

収穫した野菜を朝市のマルシェ

で販売する機会が増え、顔見知

りになったお客さんと会話を楽

しんでいる。 

関連する取組分野 

5 緑空間 

8 市民交流 
農 交流 

泉北スタイル 

病 院 

駅前広場 

緑 道 
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ホテル併設のイタリアンレストラ

ンでお弁当を買い、泉北産スイ

ーツを持ち寄り、公園ピクニック

が習慣になっている。 

関連する取組分野 

5 緑空間 

6 都市機能 
公園 観光 

須恵器サークルの学生が、地域

の人たちに泉北の歴史文化に

触れる催しを開き、たくさんの応

援や感嘆の声をもらっている。 

関連する取組分野 

3 子育て・教育 

11 プロモーション 
学校 発信 

学校間の連携共同研究した ICT

成果がまちに実装され、学生の

研究意欲がぐんぐん増してい

る。 

関連する取組分野 

3 子育て・教育 

10 スマートシティ 
学校 学び 

心地良い時間を過ごせるサード

プレイスとして、地域の人との交

流で、ますます泉北のことが好

きになる。 

関連する取組分野 

3 子育て・交流 

5 緑空間 
公園 学び 

週末限定のポップアップ型居酒

屋でお酒を楽しみ、居合わせた

ご近所さんと地域の話題に花

が咲き、交流が深まる。 

関連する取組分野 

2 働く場 

6 市民交流 
店舗 交流 

次世代ヘルスケア産業で働き、

帰りに駅前立ち飲みで一杯飲

む「職住近接型ライフスタイル」

を楽しんでいる。 

関連する取組分野 

2 働く場 

6 都市機能 

今日はどこへ行こうか。 

いっしょに活動 
してみませんか～？ 

新しいアプリを開発してみたの。 
使ってみない？ 

泉北スタイル 泉北スタイル 

泉北スタイル 泉北スタイル 泉北スタイル 

仕事 飲食 

泉北スタイル 

大 学 

公 園 

駅前広場 

宿泊施設 

ヘルスケア産業 
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今日はどちらまで？ 

近隣センター 

・ 地域コミュニティの中心として、多様な世代が集うエリアとなっている。 

・ 時代の変化に対応した機能再編が進み、医療や介護などの生活サポート機能、リモートワークなどの働

ける環境が充実し、日常的な利便性が向上している。 

・ 地権者や商業者が連携し、面的整備等が行われ、新たな機能導入が進んでいる。 

 

  

２ 

企業勤務の経験を活かして、パ

ソコン講座を開催し、定年後の

生きがいとして、社会貢献を楽

しんでいる。 

関連する取組分野 

6 都市機能 

8 市民交流 
施設 学び 

コンビニに併設した健康相談所

で食の相談をすることで、フレイ

ル予防につながり、元気な生活

を送れている。 

関連する取組分野 

4 健康長寿 

6 都市機能 
店舗 健康 

自転車を所有せず、シェアサイ

クルポートで電動アシスト付自

転車を借りる日常を送り、便利

で快適な生活を送っている。 

関連する取組分野 

6 都市機能 

7 交通 
ICT 交流 

今の季節でいうと 
白菜がおすすめよ！ 

安くしておくよー。 

泉北スタイル 泉北スタイル 泉北スタイル 

元運転手のスキルを活かしてオン

デマンド交通のドライバーを務め、

ご近所さんの暮らしを支えなが

ら、自らも交流を楽しんでいる。 

関連する取組分野 

4 健康長寿 

7 交通 
人材 福祉 

NPO 運営の子育て支援サービ

スを利用して、夕方まで地元の

雑貨屋で働き、働きながら子育

てできる環境に満足している。 

関連する取組分野 

3 子育て・教育 

9 共創 

団地の前に来る移動販売車で

買い物ができ、遠出ができなく

ても食材や日用品を選ぶ楽し

みが生まれている。 

関連する取組分野 

4 健康長寿 

6 都市機能 
企業  子育て 企業  買い物 

泉北スタイル 泉北スタイル 泉北スタイル 

SNSを使ってみましょう。 

公 園 

近隣センター 
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戸建てエリア 

・ 緑豊かでゆとりある住環境が形成され、周辺の緑空間に馴染むまちなみが形成されている。 

・ まちなかに生活に潤いを与える個店や飲食店等が充実し、暮らしやすい環境が整っている。 

・ 戸建住宅の賃貸化、企業の社宅化などの仕組みが拡がり、子育て世代の居住が進んでいる。 

・ ICT を活用したスマートモビリティが充実し、幅広い年代において様々な移動手段の選択が可能となっ

ている。 

  

３ 

趣味を活かし、自宅をリノベーシ

ョン素材を扱うショップに改装

し、DIYやリノベーションを広める

生活を楽しんでいる。 

関連する取組分野 

2 働く場 

6 都市機能 
住宅 

自己
実現 

ZEH を取り入れた環境配慮住

宅に暮らし、地球環境と健康に

優しい生活に満足している。 

 

関連する取組分野 

1 住まい 

4 健康長寿 
住宅 

環境
保全 

 

長年住んだ戸建住宅を賃貸化

し、バリアフリーに配慮された

駅前の集合住宅に移り住み、安

心の老後を送っている。 

関連する取組分野 

3 子育て・教育 

9 共創 

次世代パーソナルモビリティで

楽に広範囲の防犯見回りがで

き、地域からも感謝の声が上が

っている。 

関連する取組分野 

7 交通 

8 市民交流 
ICT 

地域
活動 

近くにできたシェアガーデンで有

機野菜を育て、ガーデン友達と

交流しながら、健康にいい暮ら

しを送っている。 

関連する取組分野 

5 緑空間 

8 市民交流 
庭 交流 

自宅の一室をコワーキングスペ

ースとして開放し、近所の人た

ちと共有しながら働くことを楽し

んでいる。 

関連する取組分野 

1 住まい 

2 働く場 
住宅 仕事 

住宅  子育て 

レモンがたくさんできたの。 
いくつか持って帰らない？ 

今日はちょっと遠くまで、 
見回りに行こうか！ 

こっちの仕事にも 
関わってみない？ 

これ、最近入荷した棚。 
おすすめですよ。 

泉北スタイル 泉北スタイル 泉北スタイル 

泉北スタイル 泉北スタイル 泉北スタイル 

戸建住宅 
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団地エリア 

・ 団地内において、「居住する機能」の他にも、働く場や農が楽しめる空間、飲食店や商店などの生活を豊

かにする店舗等が充実している。 

・ 大学生や若年単身者向けの共同賃貸住宅が供給されている。 

・ 公的賃貸住宅の再編に伴う活用地に、新たな住宅供給やライフスタイル提案型の商業施設が立地している。 

・ 2 戸を 1 住戸として改築した「ニコイチ」等、若年世代のライフスタイルに合った魅力的な住戸が供給さ

れている。 

 

  

４ 

地元企業の応援を受け、共同栽

培した果実を使った特産品を作

り、泉北ニュータウンのブランディ

ングにやりがいを見出している。 

関連する取組分野 

1 住まい 

11 プロモーション 

団地の活用地を利用した大学

生向けのシェアハウスが誕生

し、居住者が多世代交流を楽し

んでいる。 

関連する取組分野 

1 住まい 

12 都市経営 
庭 

地域
活動 

団地1階のベーカリーで、ランチ

を食べながら、子育てを語り合

う時間を過ごし、世代を越えた

人との交流を楽しんでいる。 

関連する取組分野 

2 働く場 

3 子育て・教育 
団地 交流 

団地 
自己
実現 

農家をめざす若者が泉北ニュー

タウンに住みながら、農家から

野菜作りの技術を教わり、新規

就農に挑戦している。 

関連する取組分野 

2 働く場 

5 緑空間 
畑 仕事 

公園の隣にある間取りが広いニ

コイチ住戸に引っ越し、憧れの

緑ある暮らしを楽しんでいる。 

 

関連する取組分野 

1 住まい 

5 緑空間 
団地 

環境
保全 

畑を耕すのがずいぶん 
うまくなってきたな！ 

うちの子、ついに 
小学生になったの。 

おばあちゃん、今日は 
どこに出かけてたの？ 

泉北スタイル 泉北スタイル 泉北スタイル 

泉北スタイル 泉北スタイル 

団 地 農 地 

農 地 
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公共施設 

・ 図書館や文化会館などでは、最新技術を取り入れた様々な体験・サービスを享受できる。 

・ ICT等により、海外の文化をより身近に体験できる環境が整っている。 

・ 公園や道路等の公共空間において、住民が飲食などを提供するイベントを実施し、公共空間の活用・管

理の取組が進んでいる。 

 

 

 

 

 

  

５ 

週末の公園のイベントで出張飲

食店を開き、公園を訪れる来園

者との交流を楽しみ、1 日楽し

く過ごしている。 

関連する取組分野 

5 緑空間 

8 市民交流 

AR 技術を活用した美術鑑賞に

より、泉北にいながらも海外の

作品を楽しみ、充実した文化的

な生活を満喫している。 

関連する取組分野 

3 子育て・教育 

10 スマートシティ 

図書館併設のカフェで、ICT を

活用したセミナーを受講し、新

技術への関心が増している。 

 

関連する取組分野 

8 市民交流 

11 プロモーション 
公園 娯楽 

公共 
施設 

 

芸術 
文化 

公共 
施設 

学び 

公園のキャンプ場に、仕事ができ

る環境が整備され、昼間は仕

事、夜はバーベキューにより、豊

かな公園ライフを満喫している。 

関連する取組分野 

2 働く場 

5 緑空間 

各学校では ICT の活用により、

オンラインで海外の学生と交流

し、生徒の国際化への興味がど

んどん増している。 

関連する取組分野 

3 子育て・教育 

10 スマートシティ 
公園 仕事 ICT 学び 

レモンジュース 
ひとつください～。 

Hello!!! 

今日も来てくれたんだね。 
熱心だねー。 

わー。これずっと 
見たかった作品！ 

泉北スタイル 泉北スタイル 泉北スタイル 

泉北スタイル 泉北スタイル 

図書館 

中学校 

文化会館 

公 園 
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Ⅵ章 計画の進め方 
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計画管理の流れ 

１．計画管理の流れ 

 

 

各取組方針に基づく事業達成状況や住民との協働状況などについては、おおむね年度単位で把握し、

進捗管理を行います。 

KPI（重要業績評価指標）の達成状況については、2～3年ごとに検証し、公表します。必要に応じて、

外部の有識者などへの意見聴取を行います。 

また、各取組方針に基づく事業の実施・実現による泉北ニュータウン住民の行動の変化を把握するた

め、おおむね 2～3年ごとに、Webアンケート等を実施し、事業効果などを把握し、検証を行います。 

 

 

 

 

事業達成状況 

住民協働状況 
  

KPI 

（重要業績評価指標） 

 

 

2～3年ごとに検証 

住民行動変化 

（住民Webアンケート） 

 

 

2～3年ごとに把握 

 

 

 

 

 

  

おおむね年度単位で把握 

2021 

SENBOKU New Design 

策定 

2031 

 

 

取組期間 

10年間 
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２．事業の検証・評価の指標設定について ２．事業の検証・評価の指標設定について 

 

KPI（重要業績評価指標）の設定 

10年後の泉北ニュータウンを見据え、2030年度目標の成果指標として、次のとおり、KPI（重要業績

評価指標）を設定します。 

 

評価指標 泉北ニュータウン全人口に対する 39歳以下の人口割合 

設定根拠 泉北ニュータウン外への転出超過が 39歳以下の世代で顕著に表れているため 

現状値 31.0%（2020年度） 

目標値 

推計値を上回ることを目標とします。 

30.5%（2025年度）※ ［推計値：29.5%］ ※堺市基本計画2025のKPIとして設定 

29.8%（2030年度） ［推計値：28.8%］ 

算出方法 住民基本台帳人口（外国人住民を含む）（各年 12月末日データを使用） 

 

 

KPI の達成に向けた参考指標 

KPIの実現に向けて、注視する参考指標を設定します。 

参考指標①及び②については、SENBOKU New Design策定時点の数値より上昇することをめざし

ます。 

 

参考指標① 働く場の増加 

設定根拠 
企業誘致など泉北ニュータウンに働けるまちとしての機能を誘導することが必要であ

ると考えるため 

算出方法 経済センサス基礎調査（民営事業所の総数） 

 

参考指標② 南区の昼間人口の増加 

設定根拠 
ベッドタウンの機能から脱却し、働けるまち、学べるまち、遊べるまちとしての機能を

誘導することで、昼間人口が増加すると考えるため 

算出方法 国勢調査 

 

参考指標③ 泉北高速鉄道３駅の乗降客数の維持 

設定根拠 
広域来訪者の増加をめざし、シティプロモーションの展開や多様な交流を促す場の

創出により、泉北高速鉄道３駅の乗降客数の増加に結び付くと考えるため 

算出方法 泉北高速鉄道ホームページ公表データ 

 

１ 

２ 
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住民行動変化の把握 

住民が SENBOKU New Designの将来イメージを共有し、「自分事」として捉え、継続して行動に移し

ていくことが重要です。Ⅳ章の各分野の取組方針に基づく事業を実施・実現したことで、住民の意識に変

化が起こり、行動に移ることが期待されます。 

このような行動の変化を確認することにより、取組方針に基づく事業の効果を把握します。 

把握に際しては、住民へのWebアンケートを行うこととし、定性的な「思う・思わない」といった主観的な

意識を聞く設問では、その時の意識により回答内容が大きく変化してしまうことが考えられることから、「参

加した」や「提供した」のような行動を定量的に把握できる設問で測ることとします。 

また、住民の行動が、「①知っている・享受している」→「②参加した・利用した」→「③実行した・提供した」

のようにゲスト的な立場からホスト的な立場への変化を把握することで、住民の参画状況を把握します。 

 

住民行動変化の把握項目一覧（例） 

把握項目 該当分野 

1 

① 友人・知人から、泉北ニュータウンの住環境がいいねと声掛けされた。 

② PORTAL SENBOKUなどの情報発信ツールを活用して、泉北ニュータウンの魅力・住環境の

良さを自ら探した。 

③ 泉北ニュータウン外の友人・知人に泉北ニュータウンの魅力・住環境の良さを伝えた。 

住まい 

プロモーション 

2 
① 自宅でリモートワークをした。 

② 自宅以外の泉北ニュータウン内の場所でリモートワークをした。 

③ 自宅をリモートワークの場所として知人や地域の人たちに開放した。 

働く場 

市民交流 

スマートシティ 

3 
① 日常的に、公園や里山で子どもや孫と遊んだり、友人と過ごしている。 

② 子どもや孫、友人と一緒に、地域の子育てサロンやサークルに参加した。 

③ 地域の子育てサロンやサークルの運営に携わっている。 

子育て・教育 

緑空間 

市民交流 

共創 

4 
① 健康遊具の利用やウォーキングにより適度な運動をした。 

② 健康のため、セミナー、サークル、ウォーキングイベントなどに参加した。 

③ セミナー、サークル、ウォーキングイベントなどをきっかけに、友人・知人を健康づくり活動に誘った。 

健康長寿 

市民交流 

共創 

5 
① 泉北産の食材を買って、料理に使ったことがある。 

② 泉北産の食材を使っている飲食店を意識的に選んで行くことがある。 

③ 泉北産の食材の生産や製造に携わっている。 

緑空間 

都市機能 

共創 

6 
① 泉北ニュータウン内の公園や緑道で立ち止まり自然を感じた。 

② 泉北ニュータウン内の公園や緑道のマルシェで買い物をした。 

③ 泉北ニュータウン内の公園や緑道のマルシェの出店や運営に携わっている。 

緑空間 

市民交流 

プロモーション 

7 
① 地域の活動（自治会・PTA・市民活動団体など）について興味を持った。 

② 地域の活動（自治会・PTA・市民活動団体など）に参加した。 

③ 地域の活動（自治会・PTA・市民活動団体など）の運営に携わっている。 

市民交流 

共創 

8 

① 泉北ニュータウンの取組の中で、“スマートシティ”という言葉を聞いたことがある。 

② 次世代モビリティ、シェアサイクル、公共空間Wi-Fiを利用している。 

③ 自宅に ICT を活用した機器（太陽光発電、ウェアラブル端末による健康管理、遠隔見守りサー

ビスなど）を導入している。 

健康長寿 

交通 

スマートシティ 

9 

① 泉北ニュータウン内の移動は、自転車や公共交通機関を利用している。 

② 意識的に緑道や駅前を歩くことが増えた。 

③ 意識的に緑道や駅前を歩いたり、自転車や公共交通機関を利用したりすることを、家族や知人

に薦めている。 

健康長寿 

交通 

スマートシティ 

10 
① 泉北ニュータウン内で住民が提供しているサービスを知っている。 

② 泉北ニュータウン内で住民が提供しているサービスを利用した。 

③ 泉北ニュータウン内で自らが住民に対してサービスを提供している。 

都市機能 

市民交流 

共創 

プロモーション 

11 
① 泉北ニュータウン外から転入してきた子育て世帯と知り合いになった。 

② リノベーションや用途転用（コンバージョン）した施設を利用した。 

③ 駅前施設、道路・公園などの公共空間などのエリアマネジメントに携わっている。 

子育て・教育 

都市機能 

都市経営 

３ 
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