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新 旧 

中遠広域都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

 

中遠広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を次のように変更する。 

 

１ 都市計画の目標 

（１）都市づくりの基本理念 

都市づくりの理念、将来の都市構造については、平成 42 年の姿として策定する。また、区域

区分、都市施設の整備等については、平成 32 年の姿として策定する。 

    目標年次    平成 32 年（基準年次から 10 年後） 

            平成 42 年（基準年次から 20 年後） 

  

中遠広域都市計画区域（以下、「本区域」という。）は、袋井市及び森町の１市１町で構成され

ている。 

本区域は、静岡県西部地域の天竜川左岸に位置し、北部山岳地から太平洋へと流れる二級河川

太田川等により形成された肥沃な平坦地や小笠山丘陵地は、県下でも有数の農業地帯となってお

り、田園都市として発展してきた市街地は、恵まれた自然環境や景観と調和した、落ち着きのあ

る居住環境を形成している。 

また、ＪＲ東海道本線、東名高速道路、新東名高速道路、国道１号等、我が国の国土交通軸を

有しており、交通利便性に優れている。 

近年においては、大規模自然災害等に備え、事前防災及び減災その他迅速な復興等に資する国土強

靱化を推進するため、高規格道路のインターチェンジ周辺をはじめとする県内全域において、防災・

減災と地域成長の両立を目指す「内陸のフロンティア」を拓く取組を展開している。 

今後は、こうした地域特性や、交通利便性に応じた土地利用を進め、生活環境の向上と交流の

促進、国土軸と連携した産業拠点の整備による地域経済の発展を図るとともに、人口減少や超高

齢社会への移行といった社会情勢の変化と地球温暖化への対応として、市街地の無秩序な拡大の

抑制と都市施設等の立地の適正化を進め、中心市街地の再構築と周辺拠点との連携によるコンパ

クトな都市づくりを進めていく。 

本区域の目指す都市像を「自然・歴史・文化が調和し、交流と共生によるにぎわいと活力あふ

れる都市」とし、この実現に向けた本区域の都市づくりの基本理念を次のとおり設定する。 

 

① 連携と交流による、にぎわいと活力あふれるコンパクトな都市づくり 

② 快適な都市基盤を創出し、いつまでも住み続けたくなる都市づくり 

③ 災害に強く安全で安心して暮らせる都市づくり 

④ 美しい自然、歴史、文化と調和・共生した都市づくり 

⑤ 豊かな人材が支えあい、住民・企業・行政がともに進める都市づくり 

 

 

中遠広域都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

 

中遠広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を次のように変更する。 

 

１ 都市計画の目標 

（１）都市づくりの基本理念 

都市づくりの理念、将来の都市構造については、平成 37 年の姿として策定する。また、区域

区分、都市施設の整備等については、平成 27 年の姿として策定する。 

    目標年次    平成 27 年（基準年次から 10 年後） 

            平成 37 年（基準年次から 20 年後） 

  

中遠広域都市計画区域（以下、「本区域」という。）は、袋井市及び森町の１市１町で構成され

ている。 

本区域は、静岡県西部地域の天竜川左岸に位置し、北部山岳地から太平洋へと流れる二級河川

太田川等により形成された肥沃な平坦地や小笠山丘陵地は、県下でも有数の農業地帯となってお

り、田園都市として発展してきた市街地は、恵まれた自然環境や景観と調和した、落ち着きのあ

る居住環境を形成している。 

また、本区域はＪＲ東海道本線、東名高速道路、国道１号等、我が国の国土交通軸を有すると

ともに、新東名高速道路の整備も進められており交通利便性に優れている。 

今後は、こうした地域特性や、交通利便性に応じた土地利用を進め、生活環境の向上と交流の

促進、地域経済の発展に寄与する産業基盤の維持・向上を図るとともに、近年の人口減少や、地

球温暖化対策への対応として、市街地の無秩序な拡大の抑制、中心市街地の再構築と周辺拠点と

の連携によるコンパクトな都市づくりを進めていく。 

 

本区域の目指す都市像を「自然と調和・共生した、ゆとりと安らぎ、交流のある都市」とし、

この実現に向けた本区域の都市づくりの基本理念を次のとおり設定する。 

 

 

 

 

① 水・緑に恵まれた環境と調和・共生する都市づくり 

② 広域との交流や拠点の連携による活力あふれる都市づくり 

③ コンパクトでにぎわいのある魅力的な拠点づくり 

④ 安全・安心・快適な都市空間づくり 

⑤ 美しい都市空間・住環境づくり 

⑥ 歴史や文化を守り・受け継ぎ・育みながら、協働で進めるまちづくり 
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（２）地域毎の市街地像 

本区域における地域毎の市街地像は次に示すとおりである。 

ＪＲ袋井駅周辺地区及び森町役場周辺地区を都市拠点として、ＪＲ愛野駅周辺地区、上山梨地

区及び浅羽支所周辺地区を地域拠点として位置づけ、拠点間を結ぶ幹線道路及び鉄道に沿って都

市連携軸を形成し、本区域内外との交流・連携を深めていく。 

また、新東名高速道路森掛川インターチェンジ周辺は本区域の玄関口にふさわしい市街地の形

成を図る。 

都市拠点と都市連携軸を都市形成上の骨格として、本区域の外郭に広がる山地・丘陵地などの

自然や、市街地周辺部の平坦地に広がる田園景観に調和した緑豊かなまち並みづくり、ユニバー

サルデザインや防災へ配慮したゆとりと安らぎのある市街地の形成を目指していく。 

 

１）住宅地域 

ＪＲ袋井駅や天竜浜名湖鉄道遠州森駅など鉄道駅付近に位置する商業・業務地域周辺の住宅地

や、主要地方道袋井春野線、主要地方道袋井大須賀線等の沿道の住宅地は、中層住宅地として位

置づけ、生活道路の改善や公園等の整備を推進し、居住環境及び防災機能の向上に努める。 

 

２）商業・業務地域 

ＪＲ袋井駅周辺地区は、商業・業務施設の集積を図り、本区域の中心的な拠点地域として賑わ

いと交流のある市街地を形成する。袋井市上山梨地区においては、商業施設と公共施設を核とし

た、賑わいと交流のある近隣商業地の形成を図る。 

ＪＲ愛野駅周辺地区、天竜浜名湖鉄道遠州森駅周辺地区は、日常的な購買需要に対応した、近

隣商業地の形成を図る。 

袋井市浅羽地区の主要地方道袋井大須賀線沿道は、多様な交通利用に対応した利便性の高い沿

道型商業地の形成を図る。 

 

 

 

（２）地域毎の市街地像 

本区域における地域毎の市街地像は次に示すとおりである。 

ＪＲ袋井駅・袋井市役所周辺地区、ＪＲ愛野駅周辺地区、上山梨地区、浅羽支所周辺地区及び

森町役場周辺地区を都市拠点として位置づけ、拠点間を結ぶ幹線道路及び鉄道に沿って都市連携

軸を形成し、本区域内外との交流・連携を深めていく。 

また、新東名高速道路（仮称）森・掛川インターチェンジ周辺は本区域の玄関口にふさわしい

市街地の形成を図る。 

都市拠点と都市連携軸を都市形成上の骨格として、本区域の外郭に広がる山地・丘陵地などの

自然や、市街地周辺部の平坦地に広がる田園景観に調和した緑豊かなまち並みづくり、ユニバー

サルデザインや防災へ配慮したゆとりと安らぎのある市街地の形成を目指していく。 

 

１）住宅地域 

ＪＲ袋井駅や天竜浜名湖鉄道遠州森駅など鉄道駅付近に位置する商業・業務地域周辺の住宅地

や、主要地方道袋井春野線、主要地方道袋井大須賀線等の沿道の住宅地は、中層住宅地として位

置づけ、生活道路の改善や公園等の整備を推進し、居住環境及び防災機能の向上に努める。 

 

２）商業・業務地域 

ＪＲ袋井駅北側・袋井市役所周辺地区は、商業・業務施設の集積を図り、本区域の中心的な拠

点地域として賑わいと交流のある市街地を形成する。袋井市上山梨地区においては、商業施設と

公共施設を核とした、賑わいと交流のある近隣商業地の形成を図る。 

ＪＲ愛野駅周辺地区、ＪＲ袋井駅南地区及び天竜浜名湖鉄道遠州森駅周辺地区は、日常的な購

買需要に対応した、近隣商業地の形成を図る。 

袋井市浅羽地区の主要地方道袋井大須賀線沿道は、多様な交通利用に対応した利便性の高い沿

道型商業地の形成を図る。 
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３）工業地域 

ＪＲ東海道本線沿線地域等に多く見られる既存の大規模工場については、本区域の産業を支え

る工業地域として、周辺の自然環境の保全を図りつつ、今後も工業地としての機能を維持する。 

東名高速道路袋井インターチェンジ周辺及び新東名高速道路森掛川インターチェンジ周辺に

位置する工業地については、利便性の高い産業拠点として、工業地形成を図る。 

森町中川下地区、袋井市山科地区及び諸井地区における工業地については、周辺の自然環境及

び住宅地等への影響に十分配慮しつつ、工業地の形成を図る。 

「内陸のフロンティア」を拓く取組に位置付ける森掛川インターチェンジ周辺地区、森町中川

下地区及び袋井市豊沢地区は産業拠点として位置付け、工業地形成を図る。 

 

４）農業地域 

平坦地に広がる水田や畑地、また小笠山丘陵地等に広がる茶園をはじめとする農業振興地域の

農用地区域については、本区域の農業生産の基盤であり、今後とも適切に保全し、田園都市とし

てふさわしい農業地域の形成を図る。 

 

５）集落地域 

袋井市田原地区、岡崎地区、浅羽一色地区、松原地区等の集落地域、また、森町一宮地区、園

田地区、飯田地区等は、周囲の田園景観等に溶け込んだ落ち着きのある集落地域として維持・保

全を図るとともに、集落地域内の生活環境整備等により、田園都市にふさわしい良好な居住環境

を形成していく。 

 

６）自然保全地域 

本区域北部及び東部に多く見られる山地・丘陵地などの自然緑地や二級河川太田川、原野谷川

等の河川緑地、また遠州灘海岸は、本区域の恵まれた自然環境の骨格をなすものであり、自然保

全地域として今後も保全を図る。 

また、自然保全地域のうち、遠州三山をはじめ、小笠山総合運動公園や浅羽海岸等、本区域の

自然・歴史文化資源を有する地域は、多くの観光客が訪れ交流する観光・レクリエーション拠点

として位置づけ、今後とも適切に保全・活用を図っていく。 

 

 

 

 

３）工業地域 

ＪＲ東海道本線沿線地域等に多く見られる既存の大規模工場については、本区域の産業を支え

る工業地域として、周辺の自然環境の保全を図りつつ、今後も工業地としての機能を維持する。 

東名高速道路袋井インターチェンジ及び新東名高速道路（仮称）森・掛川インターチェンジ周

辺に位置する工業地については、利便性の高い産業拠点としての工業地形成を図る。 

森町中川下地区、袋井市山科地区及び諸井地区における工業地については、周辺の自然環境及

び住宅地等への影響に十分配慮しつつ、工業地の形成を図る。 

 

 

 

４）農業地域 

平坦地に広がる水田や畑地、また小笠山丘陵地等に広がる茶園をはじめとする農業振興地域の

農用地区域については、本区域の農業生産の基盤であり、今後とも適切に保全し、田園都市とし

てふさわしい農業地域の形成を図る。 

 

５）集落地域 

袋井市田原地区、岡崎地区、浅羽一色地区、松原地区等の集落地域、また、森町一宮地区、園

田地区、飯田地区等は、周囲の田園景観等に溶け込んだ落ち着きのある集落地域として維持・保

全を図るとともに、集落地域内の生活環境整備等により、田園都市にふさわしい良好な居住環境

を形成していく。 

 

６）自然保全地域 

本区域北部及び東部に多く見られる山地・丘陵地などの自然緑地や二級河川太田川、原野谷川

等の河川緑地、また遠州灘海岸は、本区域の恵まれた自然環境の骨格をなすものであり、自然保

全地域として今後も保全を図る。 

また、自然保全地域のうち、遠州三山をはじめ、小笠山総合運動公園や浅羽海岸等、本区域の

自然・歴史文化資源を有する地域は、多くの観光客が訪れ交流する観光・レクリエーション拠点

として位置づけ、今後とも適切に保全・活用を図っていく。 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附図１ 将来市街地像図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附図１ 将来市街地像図 
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２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

（１）区域区分の決定の有無 

本都市計画には区域区分を定めないものとする。 

なお、区域区分を定めないとした根拠は、次に示すとおりである。 

本区域を定量的及び定性的検討により総合的に判断した結果、人口については、減少が想定

され、また区域内には既に人口が減少している地域もあることから、区域全体の市街化圧力が

高いとはいえない。 

市街地周辺部の平坦地については、そのほとんどが農業振興地域における農用地区域に指定

され、土地利用に対する規制が図られている。丘陵地が現行の市街地に近接しており、都市的

土地利用の拡大に地形上の制限がかけられている。 

また、本区域の都市計画の目標の実現に向け、新東名高速道路等による広域交通体系の確立、

さらに現行の用途地域内において、都市機能の充実や定住を促進する市街地開発事業や活力あ

る産業基盤の形成となる工業地の整備が計画的に実施されている。 

以上のことから、本都市計画においては、区域区分制度の導入は行わないものである。 

 

 

 

２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

（１）区域区分の決定の有無 

本都市計画には区域区分を定めないものとする。 

なお、区域区分を定めないとした根拠は、次に示すとおりである。 

本区域を定量的及び定性的検討により総合的に判断した結果、人口については、増加すると

想定される（都市計画区域内人口：平成 17 年 100,833 人→平成 27 年推計 104,700 人）が、

伸び率は鈍化傾向であり、また区域内には既に人口が減少傾向となっている地域もあることか

ら、区域全体の市街化圧力が高いとはいえないこと。 

市街地周辺部の平坦地については、そのほとんどが農業振興地域における農用地区域に指定

され、土地利用に対する規制が図られていること。丘陵地が現行の市街地に近接しており、都

市的土地利用の拡大に地形上の制限がかけられていること。 

また、本区域の都市計画の目標の実現に向け、新東名高速道路等による広域交通体系の確立、

さらに現行の用途地域内において、都市機能の充実や定住を促進する市街地開発事業や活力あ

る産業基盤の形成となる工業地の整備が計画的に実施されていること。 

以上のことから、本都市計画においては、区域区分制度の導入は行わないものである。 

 

 



 

 

新 旧 

 

３ 主要な都市計画の決定の方針 

（１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）主要用途の配置の方針 

下記方針の住宅地、商業・業務地、工業地に関する記述は特記する以外はすべて現在の用途地

域内での方針である。  

① 住宅地 

袋井市においては、高尾地区などのＪＲ袋井駅北側商業地周辺の既成市街地、また 3・4・4

袋井駅森線、3・4・57 川井山梨線周辺の既成市街地、及び袋井駅南側の新市街地を、利便性と

安全性の高い良好な中層住宅地として配置する。 

ＪＲ東海道本線以南の主要地方道袋井大須賀線周辺市街地の沿道には中層住宅地を配置し、

諸井地区、豊住地区などには低層住宅地を配置する。 

袋井市北部の上山梨第三地区、上山梨第二地区、春岡地区、下山梨地区、袋井市東部の祢宜

弥地区及び上石野地区では地区計画の適正な運用により、それぞれ袋井市の北部・東部の地域

拠点にふさわしい、良好な低層住宅地として配置する。 

ＪＲ袋井駅南側の高南地区、地区計画のある神長地区等では、良好な住環境を有する低層住

宅地として配置する。 

森町においては、栄町地区などの天竜浜名湖鉄道遠州森駅周辺の住宅地を、ゆとりと落ち着

きのある中層住宅地として配置し、特に、駅東地区においては、地区計画制度により、良好な

居住環境を形成していく。市場地区は、袋井市上山梨地区・春岡地区と連続した良好な中層住

宅地として配置する。また、二級河川太田川沿いに位置する城下地区及び向天方下地区は中層

住宅地として配置し、特に城下地区においては、昔ながらのまち並みが残る住宅地として、居

住環境の維持・向上を図っていく。さらに、草ヶ谷地区、円田地区などは、良好な居住環境の

創出に配慮した低層住宅地として配置する。 

 

 

 

 

 

３ 主要な都市計画の決定の方針 

（１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）主要用途の配置の方針 

下記方針の住宅地、商業・業務地、工業地に関する記述は特記する以外はすべて現在の用途地

域内での方針である。  

① 住宅地 

袋井市においては、高尾地区などのＪＲ袋井駅北側商業地周辺の既成市街地、また 3・4・4

袋井駅森線及び 3・4・57 川井山梨線周辺の既成市街地を、利便性と安全性の高い良好な中層

住宅地として配置する。 

ＪＲ東海道本線以南の主要地方道袋井大須賀線周辺市街地は、計画的な面整備や都市施設整

備の検討を進め、沿道には中層住宅地を配置し、諸井地区、豊住地区などには低層住宅地を配

置する。 

袋井市北部の上山梨第二地区、春岡地区、下山梨地区、袋井市東部の祢宜弥地区及び上石野

地区では地区計画の適正な運用により、それぞれ袋井市の北部・東部の都市拠点にふさわしい、

良好な低層住宅地として配置する。 

ＪＲ袋井駅南側の高南地区、地区計画のある神長地区等では、良好な住環境を有する低層住

宅地として配置する。 

森町においては、栄町地区などの天竜浜名湖鉄道遠州森駅周辺の住宅地を、ゆとりと落ち着

きのある中層住宅地として配置し、特に、駅東地区においては、地区計画制度により、良好な

居住環境を形成していく。市場地区は、袋井市上山梨地区・春岡地区と連続した良好な中層住

宅地として配置する。また、二級河川太田川沿いに位置する城下地区及び向天方下地区は中層

住宅地として配置し、特に城下地区においては、昔ながらのまち並みが残る住宅地として、居

住環境の維持・向上を図っていく。さらに、草ヶ谷地区、円田地区などは、適正な都市基盤整

備を推進し、良好な居住環境の創出に配慮した低層住宅地として配置する。 
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② 商業・業務地 

袋井市においては、ＪＲ袋井駅周辺地区を、袋井市における中心市街地としてふさわしい、

商業・業務・文化施設の集積を図り、魅力的で賑わい・交流のある中心商業・業務地として配

置する。 

上山梨地区及び愛野地区においては、魅力的な店舗の集積や、公益施設の立地した賑わいが

あり、日常生活の利便に資する近隣商業地の形成を図る。 

3・4・4袋井駅森線、3・4・8西門川井線、3・4・2東通久能線等の幹線道路沿道地区におい

ては、多様な交通利用に対応した利便性の高い魅力ある沿道型商業地を配置する。 

森町においては、本町地区周辺、3・5・11 駅前本町線及び 3・5・66 草ヶ谷駅前線沿道地区

に、日常生活の利便に資する近隣商業地を配置し、特に本町地区周辺においては、昔ながらの

まち並みが残る商業地として、機能の充実と活性化を図る。 

③ 工業地 

袋井市においては、久能・鷲巣地区、新池地区、山科地区、諸井地区、ＪＲ東海道本線沿線

の高尾地区及び愛野地区を、周辺の自然環境や住宅地に配慮した工業専用系地区として配置す

る。また、袋井インターチェンジ周辺地区を物流機能と一体となった工業地として配置する。 

3・3・3 森町袋井インター通り線沿道地区は工場や流通業務施設を中心とした土地利用の誘

導を図り、諸井地区の主要地方道袋井大須賀線沿道は地場産業等の振興を図るなど、軽工業系

地区として配置する。 

森町においては、北戸綿地区及び中川下地区を工業専用地区として配置する。 

また、福田地地区を二級河川太田川や周辺農地等の自然環境に配慮した軽工業系地区として

配置するとともに、既存工場のまとまりの見られる天竜浜名湖鉄道遠州森駅南地区は地場産業

等の保護育成を図る。 

用途白地地域の新東名高速道路森掛川インターチェンジ周辺は他の土地利用と調整を行い

つつ工場や流通業務施設を中心とした土地利用の誘導を検討する。 

② 商業・業務地 

袋井市においては、ＪＲ袋井駅北側地区を、袋井市における中心市街地としてふさわしい、

商業・業務・文化施設の集積を図り、魅力的で賑わい・交流のある中心商業・業務地として配

置する。 

上山梨地区及び愛野地区においては、魅力的な店舗の集積や、公益施設の立地した賑わいが

あり、日常生活の利便に資する近隣商業地の形成を図る。 

3・4・4袋井駅森線、3・4・8 西門川井線、3・4・2東通久能線等の幹線道路沿道地区におい

ては、多様な交通利用に対応した利便性の高い魅力ある沿道型商業地を配置する。 

森町においては、本町地区周辺、3・5・11 駅前本町線及び 3・5・66 草ヶ谷駅前線沿道地区

に、日常生活の利便に資する近隣商業地を配置し、特に本町地区周辺においては、昔ながらの

まち並みが残る商業地として、機能の充実と活性化を図る。 

③ 工業地 

袋井市においては、久能・鷲巣地区、新池地区、山科地区、諸井地区、ＪＲ東海道本線沿線

の高尾地区及び愛野地区を、周辺の自然環境や住宅地に配慮した工業専用系地区として配置す

る。 

3・3・3 森町袋井インター通り線沿道地区は工場や流通業務施設を中心とした土地利用の誘

導を図り、諸井地区の主要地方道袋井大須賀線沿道は地場産業等の振興を図るなど、軽工業系

地区として配置する。 

森町においては、北戸綿地区及び中川下地区を工業専用地区として配置する。 

また、福田地地区を二級河川太田川や周辺農地等の自然環境に配慮した軽工業系地区として

配置するとともに、既存工場のまとまりの見られる天竜浜名湖鉄道遠州森駅南地区は地場産業

等の保護育成を図る。 

新東名高速道路（仮称）森・掛川インターチェンジ周辺は他の土地利用と調整を行いつつ工

場や流通業務施設を中心とした土地利用の誘導を検討する。 
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２）市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

① 住宅地における建築物の密度の構成に関する方針 

袋井駅周辺の商業・業務地に隣接する住宅地は、本区域における中心市街地として、活力あ

る市街地形成を促進するため、店舗併用住宅や共同住宅を含めた住宅立地を促進し、商業・業

務機能と共存する高密度な住宅地形成を図る。 

森町役場周辺は古い町並みと調和したゆとりと落ち着きのある中心市街地として、低中密度

な住宅地形成を図る。 

その他の地域拠点地区については、良好な住環境を維持・創出するため、低中密度の住宅地

形成を図る。 

② 商業・業務地における建築物の密度の構成に関する方針 

袋井駅周辺地区は、本区域における中心市街地として、活力ある市街地形成を促進するため、

商業・業務・文化施設などの立地を促進し、高密度な商業・業務地形成を図る。 

その他の都市拠点・地域拠点地区は、日常生活の利便に資する近隣商業地、もしくは多様な

交通利用に対応した利便性の高い魅力ある沿道型商業地として、商業・業務施設の立地を促進

するため、建築物の密度構成を低中密度とする。 

③ 工業地における建築物の密度の構成に関する方針 

工業専用地域及び工業系の土地利用に特化した工業地域は、工業専用地区として工業機能及

び物流機能の集積を図る。 

その他の工業系用途地域では、軽工業系地区として住宅地等と調和を図りながら、地場産業

等の新興を図る。 

また、「内陸のフロンティア」を拓く取組等で計画されている新たな工業地については、整

備推進を図り、工業の集積を図る。 
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３）市街地の土地利用の方針 

 

 

 

 

 

① 居住環境の改善又は維持に関する方針 

土地区画整理事業等が完了あるいは施行中の住宅地においては、地区計画制度等の導入によ

り、良好な居住環境の形成を図る。 

森町本町地区、本丁地区、戸綿地区等においては、木造住宅が密集しているため、街路整備

や地区計画制度等の導入により居住環境の改善を図る。 

特に良好な景観を形成する必要がある地区については、地区計画等により建築物や工作物等

の規制誘導を図る。 

② 都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

本区域の外郭に位置する自然緑地や小笠山丘陵地、二級河川太田川・原野谷川等の河川緑地、

また遠州灘海岸沿いの防砂林等は、本区域の恵まれた自然環境の骨格をなす緑地であり、今後

とも保全していく。 

地域における固有の歴史及び伝統を反映した場所については、その歴史的風致の維持及び向

上を図る。 

 

 

 

 

２）土地利用の方針  

① 用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

用途転換に関しては、地域の実情を把握し、それぞれの地域の実態に即した用途地域の変更

を検討する。 

ＪＲ袋井駅南側地区、諸井地区における主要地方道袋井大須賀線沿道等の住宅と中小工場が

混在する地区では、工業系用途地域への工場移転を促進し、用途の純化を図る。 

② 居住環境の改善又は維持に関する方針 

土地区画整理事業等が完了あるいは施行中の住宅地においては、地区計画制度等の導入によ

り、良好な居住環境の形成を図る。 

森町本町地区、本丁地区、戸綿地区等においては、木造住宅が密集しているため、街路整備

や地区計画制度等の導入により居住環境の改善を図る。 

特に良好な景観を形成する必要がある地区については、建築物や工作物等の規制誘導を図

る。 

③ 都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

本区域の外郭に位置する自然緑地や小笠山丘陵地、二級河川太田川・原野谷川等の河川緑地、

また遠州灘海岸沿いの防砂林等は、本区域の恵まれた自然環境の骨格をなす緑地であり、今後

とも保全していく。 
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４）その他の土地利用の方針 

① 優良な農地との健全な調和に関する方針 

本区域の平坦地にまとまった広がりを持つ水田や畑地、また小笠山丘陵地に広がる茶園は、

本区域の主要産業である農業の生産基盤であるため、今後も優良な農地として保全していく。 

② 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

市街地を取り巻く森林及び農地については、その保水、遊水機能等の災害防止機能の維持・

向上を図るため、市街化を抑制するとともに、適正な管理と保全を図る。 

土砂災害特別警戒区域においては、開発及び住宅の新規立地等の規制を図る。 

また、土砂災害警戒区域、砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の適正

な管理や、それらと近接する地区における適正な土地利用規制の実施により、災害の未然防止

に努める。 

小笠山丘陵地や浅羽海岸沿いに指定されている保安林は、今後とも土砂災害の防止及び飛砂

防止の目的から保全する。 

その他、湛水、津波、土砂災害等のおそれがある区域についても開発を抑制していく。 

③ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

小笠山丘陵地は多くの自然緑地が残されており、緑地保全地域及び風致地区制度の導入を検

討し、良好な自然環境を保全していく。 

森町の天方地区においては、里山景観を創り出す自然緑地が残されており、風致地区制度の

導入等を検討し、良好な自然環境を保全していく。 

浅羽海岸については、県立自然公園及び保安林制度により、海岸環境を保全する。 

また、市街地をとりまく森林、農地などは、それらが有する保水、遊水機能等の災害防止機

能が維持されるよう無秩序な開発を抑制していく。 

④ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

「内陸のフロンティア」を拓く取組に位置付ける森掛川インターチェンジ周辺地区、森町中

川下地区及び袋井市豊沢地区においては、都市計画上の影響を予測した立地評価を行い、整備

の見通しが明らかになった段階で農林業等の調整を行った後、用途地域の拡大を図り、計画的

な整備を図る。 

また、袋井市田原地区においては、集落地域整備法に基づく集落地区計画を定め、田園土地

区画整理事業等の基盤整備を行い、良好な営農条件を確保するとともに、自然環境と調和した

良好な居住環境を保持する集落の形成を図る。 

既に都市的土地利用がなされている区域においては、基盤整備の状況、今後の見通しなど総

合的に判断し、都市計画上の位置づけを検討する。 

 

④ 優良な農地との健全な調和に関する方針 

本区域の平坦地にまとまった広がりを持つ水田や畑地、また小笠山丘陵地に広がる茶園は、

本区域の主要産業である農業の生産基盤であるため、今後も優良な農地として保全していく。 

⑤ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

市街地を取り巻く森林及び農地については、その保水、遊水機能等の災害防止機能の維持・

向上を図るため、市街化を抑制するとともに、適正な管理と保全を図る。 

土砂災害特別警戒区域においては、開発及び住宅の新規立地等の規制を図る。 

また、土砂災害警戒区域、砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の適正

な管理や、それらと近接する地区における適正な土地利用規制の実施により、災害の未然防止

に努める。 

小笠山丘陵地や浅羽海岸沿いに指定されている保安林は、今後とも土砂災害の防止及び飛砂

防止の目的から保全する。 

その他、湛水、土砂災害等のおそれがある区域についても開発を抑制していく。 

⑥ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

小笠山丘陵地は多くの自然緑地が残されており、保安林、緑地保全地域及び風致地区制度の

導入を検討し、良好な自然環境を保全していく。 

森町の天方地区においては、里山景観を創り出す自然緑地が残されており、風致地区制度の

導入等を検討し、良好な自然環境を保全していく。 

浅羽海岸については、県立自然公園及び保安林により、海岸環境を保全する。 

また、市街地をとりまく森林、農地などは、それらが有する保水、遊水機能等の災害防止機

能が維持されるよう無秩序な開発を抑制していく。 

⑦ 計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

計画的な市街地整備の検討を行う地区については、都市計画上の影響を予測した立地評価を

行い、整備の見通しが明らかになった段階で農林業等の調整を行った後、用途地域の拡大を図

り、計画的な整備を図る。 

また、袋井市田原地区においては、集落地域整備法に基づく集落地区計画を定め、田園土地

区画整理事業等の基盤整備を行い、良好な営農条件を確保するとともに、自然環境と調和した

良好な居住環境を保持する集落の形成を図る。 

既に都市的土地利用がなされている区域においては、基盤整備の状況、今後の見通しなど総

合的に判断し、都市計画上の位置づけを検討する。 
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（２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）交通施設の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

ア．交通体系の整備の方針 

本区域は、東名高速道路、新東名高速道路、国道 1号バイパス、ＪＲ東海道本線及びＪＲ東海

道新幹線といった国土交通軸が東西方向に横断しており、本区域の経済、産業基盤を支えている。

また、日常生活においては、隣接する磐田都市計画区域や東遠広域都市計画区域との交流が深ま

ってきている。 

今後は、新東名高速道路等の整備により、さらなる広域交通体系の強化が図られ、広域及び隣

接する都市計画区域との交流もますます深まることが想定される。 

このような情勢の中、本区域の交通体系を効率的及び計画的に整備を図ることにより、本区域

が目指す望ましい都市構造の形成や、新規開発の秩序ある誘導を進める。また、人口減少、少子

高齢化の進展、地球温暖化対策への対応等、社会情勢の変化を踏まえ、公共交通を含めた総合的

な交通体系の構築を進める。 

イ．整備水準の目標 

平成 22 年現在、都市計画道路については、用途地域内において、2.3km/km2が整備されている

が、今後交通体系の整備の方針に基づいて整備の促進を図るものとし、基準年次からおおむね 20

年後には 3.1km/km2程度になることを目標に整備を進める。 

その他の交通施設については、可能な限り長期的視点から整備を図っていく。 

② 主要な施設の配置の方針 

ア．道路 

本区域は、東名高速道路、新東名高速道路、国道 1号バイパス、国道 150 号等、広域連携を担

う東西方向の道路交通軸が充実しているが、将来の交通需要に対応するため、さらなる強化を図

る必要がある。また、今後、本区域内の拠点間の連携を担う南北方向の道路交通軸を構築し、交

通体系の確立を目指すとともに、市街地への通過交通の流入抑制及び区域内交通の円滑化を図る

よう道路網の整備を推進する。 

これらの道路は、以下の道路区分に従い配置する。 

 

 

（２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）交通施設の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

ア．交通体系の整備の方針 

本区域は、東名高速道路、国道 1 号、ＪＲ東海道本線及びＪＲ東海道新幹線といった国土交通

軸が東西方向に横断しており、本区域の経済、産業基盤を支えている。また、日常生活において

は、隣接する磐田都市計画区域や東遠広域都市計画区域との交流が深まってきている。 

今後は、新東名高速道路等の整備により、さらなる広域交通体系の強化が図られ、広域及び隣

接する都市計画区域との交流もますます深まることが想定される。 

このような情勢の中、本区域の交通体系を効率的及び計画的に整備を図ることにより、本区域

が目指す望ましい都市構造の形成や、新規開発の秩序ある誘導を進める。また、人口減少、少子

高齢化の進展、地球温暖化対策への対応等、社会情勢の変化を踏まえ、公共交通を含めた総合的

な交通体系の構築を進める。 

 

イ．整備水準の目標 

平成 17 年現在、都市計画道路については、用途地域内において、1.9km/km2が整備されている

が、今後交通体系の整備の方針に基づいて整備の促進を図るものとし、基準年次からおおむね 20

年後には 2.9km/km2程度になることを目標に整備を進める。 

その他の交通施設については、可能な限り長期的視点から整備を図っていく。 

② 主要な施設の配置の方針 

ア．道路 

本区域は、東名高速道路、国道 1 号バイパス、国道 150 号等、広域連携を担う東西方向の道路

交通軸が充実しているが、将来の交通需要に対応するため、さらなる強化を図る必要がある。ま

た、今後、本区域内の拠点間の連携を担う南北方向の道路交通軸を構築し、交通体系の確立を目

指すとともに、市街地への通過交通の流入抑制及び区域内交通の円滑化を図るよう道路網の整備

を推進する。 

これらの道路は、以下の道路区分に従い配置する。 
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 ・自動車専用道路 

本区域と広域との連携を担い、県内外の広域間を連結し、長距離、大量の交通量を処理し、優

れた走行性と定時性を確保するための道路として、東名高速道路及び 1・2・1第二東名自動車道

（新東名高速道路）を配置する。 

また、新東名高速道路遠州森町パーキングエリアにおいて、スマートインターチェンジを配置

する。 

・主要幹線道路 

本区域と広域との連携を担い、広域圏における各都市間を相互に連結し、中距離の交通量を処

理し、優れた走行性と定時性を確保するための広域を結ぶ道路として、3・1・1 国道１号バイパ

ス線（国道１号バイパス）、国道 150 号を配置する。 

・幹線道路 

本区域の都市機能強化のため、周辺の都市間の主な発生及び集中する交通量を処理し、都市間

の交通流動の円滑化を図るとともに、比較的優れた走行性と定時性を確保するための道路とし

て、3・3・3森町袋井インター通り線、3・4・5 国本木原線、3・3・32 小笠山公園通り線、3・4・

41 浅岡岡山線等を配置する。 

また、市街地の骨格を形成し、市街地の交通集中を緩和するとともに、都市拠点や産業拠点、

また主要集落地を結ぶことにより、生活、産業面での連携強化を図るための幹線道路として、3・

4・4 袋井駅森線、3・4・8 西門川井線、3・4・57 川井山梨線、3・5・15 田端宝野線、3・4・22

田端掛之上線、3・4・35 山梨中央通り線、3・4・40 浅羽東部線、一般県道西同笠浅羽線、3・4・

58 山梨商業通り線、3・4・61 駅南循環線、主要地方道掛川天竜線、一般県道磐田掛川線等を配

置する。 

・補助幹線道路 

幹線道路等に連結し、地区内交通の集散及び市街地内での安全性を確保するための道路とし

て、3・4・33 下山梨上町春岡線、3・5・26 新田赤松線、3・6・65 駅前大門本町線及び主要市・

町道等の整備を体系的に進める。 

また、ＪＲ袋井駅南口へ連絡する道路として、3・5・67 南口駅前線を配置する。 

・区画街路・特殊道路 

市街地における近隣住区内の生活道路で沿道宅地にサービスを提供する区画街路・特殊街路と

して、7・5・5春岡線、7・6・2仲町通線、7・6・3 堀越下南通線、7・6・4 下山梨秋葉線、8・6・

1 新池堀越線、8・6・2 堀越久能線、8・6・3 月見の里線、 8・7・4 祢宜弥川線等を配置する。 

 

 ●自動車専用道路 

本区域と広域との連携を担い、県内外の広域間を連結し、長距離、大量の交通量を処理し、優

れた走行性と定時性を確保するための道路として、東名高速道路及び 1・2・1 第二東名自動車道

（新東名高速道路）を配置する。 

また、新東名高速道路（仮称）森町パーキングエリアにおいて、スマートインターチェンジの

設置を検討する。 

●主要幹線道路 

本区域と広域との連携を担い、広域圏における各都市間を相互に連結し、中距離の交通量を処

理し、優れた走行性と定時性を確保するための広域を結ぶ道路として、3・1・1 国道１号バイパ

ス線（国道１号バイパス）、国道 150 号等を配置する。 

●幹線道路 

本区域の都市機能強化のため、周辺の都市間の主な発生及び集中する交通量を処理し、都市間

の交通流動の円滑化を図るとともに、比較的優れた走行性と定時性を確保するための道路として、

3・3・3 森町袋井インター通り線、3・4・5 国本木原線、3・3・32 小笠山公園通り線、3・4・41

浅岡岡山線等を配置する。 

また、市街地の骨格を形成し、市街地の交通集中を緩和するとともに、都市拠点や産業拠点、

また主要集落地を結ぶことにより、生活、産業面での連携強化を図るための幹線道路として、3・

4・4袋井駅森線、3・4・8西門川井線、3・5・15 田端宝野線、3・4・22 田端掛之上線、3・4・35

山梨中央通り線、3・4・40 浅羽東部線、一般県道西同笠浅羽線、3・4・58 山梨商業通り線、3・4・

61 駅南循環線等を配置する。 

●補助幹線道路 

幹線道路等に連結し、地区内交通の集散及び市街地内での安全性を確保するための道路として、

3・4・33 下山梨上町春岡線、3・5・55 本町下宿線及び主要市・町道等の整備を体系的に進める。 

また、ＪＲ袋井駅南口へ連絡する道路として、3・5・67 南口駅前線を配置する。 

●区画街路・特殊道路 

市街地における近隣住区内の生活道路で沿道宅地にサービスを提供する区画街路・特殊街路と

して、7・5・5 春岡線、7・6・2 仲町通線、7・6・3 堀越下南通線、7・6・4 下山梨秋葉線、8・6・

1 新池堀越線、8・6・2 堀越久能線、8・6・3 月見の里線、 8・7・4 祢宜弥川線等を配置する。 
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イ．交通広場 

各駅の拠点性や周辺地区における住宅地開発による利用者増を勘案の上、周辺環境の整備と併

せて、交通広場やアクセス道路を配置することにより、駅周辺の集客機能の向上及び駅利用者の

利便性の向上を図る。 

交通結節点としてＪＲ袋井駅及びＪＲ愛野駅に交通広場を配置するとともに、歩行者移動の円

滑化を図る。 

ウ．駐車場 

自動車・自動二輪車・自転車の利便性向上を図るため、民間と公共の適切な役割分担のもと自

動車駐車場及び自転車駐車場を配置する。 

 

 

イ．駅前広場 

各駅の拠点性や周辺地区における住宅地開発による利用者増を勘案の上、周辺環境の整備と併

せて、駅前広場やアクセス道路を配置することにより、駅周辺の集客機能の向上及び駅利用者の

利便性の向上を図る。 

交通結節点としてＪＲ袋井駅及びＪＲ愛野駅に駅前広場を配置するとともに、歩行者移動の円

滑化を図る。 

ウ．駐車場 

自動車・自動二輪車・自転車の利便性向上を図るため、民間と公共の適切な役割分担のもと自

動車駐車場及び自転車駐車場を配置する。 
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③ 主要な施設の整備目標 

優先的に基準年次からおおむね 10 年以内に整備することを予定する施設 

 

③ 主要な施設の整備目標 

優先的に基準年次からおおむね 10 年以内に整備することを予定する施設 

 種別 名称   種別 名称  

 

道路 

1・2・ 1 第二東名自動車道（森町） 

3・1・ 1 国道１号バイパス線（袋井市） 

3・3・ 3 森町袋井インター通り線（袋井市・

森町） 

3・4・ 4 袋井駅森線（袋井市） 

3・4・ 5 国本木原線（袋井市） 

3・4・ 7 村松山科線（袋井市） 

3・5・15 田端宝野線（袋井市） 

3・6・16 上久能山科上線（袋井市） 

3・4・22 田端掛之上線（袋井市） 

3・5・26 新田赤松線（森町） 

3・4・33 下山梨上町春岡線（袋井市） 

3・4・35 山梨中央通り線（袋井市） 

3・4・42 諸井山の手線（袋井市） 

3・4・52 福田地森川橋線（森町） 

3・5・55 本町下宿線（森町） 

3・4・57 川井山梨線（袋井市） 

3・4・58 山梨商業通り線（袋井市） 

3・4・59 西通新池線（袋井市） 

3・4・61 駅南循環線（袋井市） 

3・5・64 新田下宿線（森町） 

3・6・65 駅前大門本町線（森町） 

3・4・67 南口駅前線（袋井市） 

8・7・ 5 袋井駅南北連絡線（袋井市） 

   

道路 

1・2・ 1 第二東名自動車道（森町） 

3・1・ 1 国道１号バイパス線（袋井市） 

3・4・ 2 東通久能線（袋井市） 

3・3・ 3 森町袋井インター通り線 

          （袋井市・森町） 

3・4・ 4 袋井駅森線（袋井市） 

3・4・ 5 国本木原線（袋井市） 

3・6・ 6 下宿城下線（森町） 

3・4・ 7 村松山科線（袋井市） 

3・6・ 9 西門柳原線（袋井市） 

3・4・10 西通掛之上線（袋井市） 

3・4・12 平宇線（袋井市） 

3・5・15 田端宝野線（袋井市） 

3・6・16 上久能山科上線（袋井市） 

3・5・21 広岡村松線（袋井市） 

3・4・22 田端掛之上線（袋井市） 

3・5・26 新田赤松線（森町） 

3・4・33 下山梨上町春岡線（袋井市） 

3・4・35 山梨中央通り線（袋井市） 

3・5・36 大上線（森町） 

3・4・41 浅岡岡山線（袋井市） 

3・4・42 諸井山の手線（袋井市） 

3・4・44 諸井北小線（袋井市） 

3・4・45 浅名五十岡線（袋井市） 

 

3・6・50 小野田柳原線（袋井市） 

3・4・52 福田地森川橋線（森町） 

3・4・54 方丈鷲巣線（袋井市） 

3・5・55 本町下宿線（森町） 

3・4・57 川井山梨線（袋井市） 

3・4・58 山梨商業通り線（袋井市） 

3・4・59 西通新池線（袋井市） 

3・4・60 掛之上小野田線（袋井市） 

3・4・61 駅南循環線（袋井市） 

3・4・62 掛之上線（袋井市） 

3・6・65 駅前大門本町線（森町） 

3・4・67 南口駅前線（袋井市） 

(仮称)袋井駅南北連絡線（袋井市） 

 

袋井駅南口駅前広場（3・4・67 南口駅

前線 袋井市） 

袋井駅南口駅前広場（3・4・67 南口駅前線

袋井市） 

 （注）都市計画道路については、10 年以内に着手するものから、部分・暫定完成、完成及び整備

することが望ましいもの全てを含む。 

 

  （注）都市計画道路については、10 年以内に着手するものから、部分・暫定完成、完成及び整備

することが望ましいものすべてを含む。 
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２）下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

ア．下水道及び河川の整備の方針 

・ 下水道 

本区域は二級河川太田川をはじめとする公共用水域を有しており、これらの水質を保全すると

ともに生活環境の改善を図るため､公共下水道の基本計画に基づき下水道の整備を促進する。 

また、下水道の整備に当たっては、静岡県生活排水処理長期計画に基づき他の汚水処理施設との経

済比較や水質保全効果、地域特性、住民の意向等を総合的に判断し、効率的かつ早期に整備可能とな

る手法により、公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図る。 

 

・ 河川 

本区域には、二級河川太田川、原野谷川等の河川がある。 

今後、機能的な都市活動を確保できるよう、河川整備計画等に基づき、計画的な河川改修を推

進する。 

また、流域における水循環系の保全と流出の抑制を図るため、森林、農耕地等の保全、流出抑

制対策も含めた総合的な治水対策を推進するとともに、河川や溜め池を都市におけるうるおいの

場として有効に活用する。 

 

イ．整備水準の目標 

・ 下水道 

本区域の基準年次からおおむね 10 年後の公共下水道の処理人口に対する整備率を次のとおり

とする。 

２）下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

ア．下水道及び河川の整備の方針 

● 下水道 

本区域は二級河川太田川をはじめとする公共用水域を有しており、これらの水質を保全すると

ともに生活環境の改善を図るため､公共下水道の基本計画に基づき下水道の整備を促進する。 

また、基本計画により定めた公共下水道の整備区域外については、農業集落排水施設及び合併

処理浄化槽などの導入を推進し、水質保全や生活環境の改善を図る。 

さらに、雨水については河川等その他の排水施設との役割分担を図り、下水道の整備を促進し、

浸水地域の解消に努めていく。 

●河川 

本区域には、二級河川太田川、原野谷川等の河川がある。 

今後、機能的な都市活動を確保できるよう、河川整備計画等に基づき、計画的な河川改修を推

進する。 

また、流域における水循環系の保全と流出の抑制を図るため、森林、農耕地等の保全、流域抑

制対策も含めた総合的な治水対策を推進するとともに、河川や溜め池を都市におけるうるおいの

場として有効に活用する。 

 

イ．整備水準の目標 

●下水道 

本区域の基準年次からおおむね 10 年後の公共下水道の処理人口に対する整備率を次のとおり

とする。 

 袋井市 ５６％   袋井市 ５４％  

 森 町 ５７％   森 町 ５１％  

 

・ 河川 

当面時間雨量 50mm 程度又は年超過確率でおおむね 1/5 以上の降雨に対応できる流下能力を

確保するよう、河川の改修に努める。 

 

 

●河川 

当面時間雨量 50mm 程度又は年超過確率でおおむね 1/5 以上の降雨に対応できる流下能力を確

保するよう、河川の改修に努める。 
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② 主要な施設の配置の方針 

・ 下水道 

本区域における汚水処理及び雨水排除のため、公共下水道事業の全体計画に基づき、下水の処

理施設を配置する。 

終末処理場として、袋井浄化センター、アクアパークあさば及び森町浄化センターを配置する。 

雨水渠については、河川事業等と連携しつつ、排水不良地域や浸水地域の解消を目指して配置

する。 

 

 

 

 

 

 

《公共下水道》 

 

② 主要な施設の配置の方針 

●下水道 

本区域における汚水処理及び雨水排除のため、公共下水道事業の全体計画に基づき、下水の処

理施設を配置する。 

終末処理場として、袋井浄化センター、アクアパークあさば及び森町浄化センターを配置する。 

雨水渠については、河川事業等と連携しつつ、排水不良地域や浸水地域の解消を目指して配置

する。 

公共下水道事業の全体計画区域内で公共下水道の整備に期間を要する区域においては、生活排

水による公共用水域の水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽の普及を促進する。 

また、基本計画により定めた公共下水道の整備区域外では、生活排水等による農業用水及び河

川の水質汚濁を防止するため、農業集落排水処理施設を配置するほか、合併処理浄化槽の普及を

促進する。 

公共下水道事業の全体計画における主な諸元は次のとおりである。 

《公共下水道》 

 市町名 袋井市 森町   市町名 袋井市 森町  

 
処理区 袋井 浅羽 森 処理区 袋井 浅羽 森 

排除方式 分流式 分流式 分流式 排除方式 分流式 分流式 分流式 

下水道計画区域人口（人） 57,300 22,000 7,780 下水道計画区域人口（人） 54,060 22,700 9,500 

下水道計画区域面積（ｈａ） 1,962 653 352 下水道計画区域面積（ｈａ） 1,882 700 348 

ポンプ場（ヶ所） － － － ポンプ場（ヶ所） － － － 

処理場（ヶ所）・（㎡） 1・56,700 1・33,800 1・11,900 処理場（ヶ所）・（㎡） 1・56,700 1・33,900 1・11,900 

 

・ 河川 

河川改修は、市街地における開発と調整を図る必要がある河川等、緊急性の高い河川を優先的

に整備する。 

 

③ 主要な施設の整備目標 

優先的に基準年次からおおむね 10 年以内に整備することを予定する施設 

 

●河川 

河川改修は、市街化の拡大、開発と調整を図る必要がある河川等、緊急性の高い河川を優先的

に整備する。 

 

③ 主要な施設の整備目標 

優先的に基準年次から 10 年以内に整備することを予定する施設 

 種別 名称   種別 名称  

 
下水道 

袋井市公共下水道事業（袋井処理区、浅羽処理区） 

森町公共下水道事業（森処理区） 

  
下水道 

袋井市公共下水道事業（袋井処理区、浅羽処理区） 

森町公共下水道事業（森処理区） 

 

 （注）施設については、10 年以内に着手するものから、部分・暫定完成、完成するもの全てを

含む。 
  （注）施設については、10 年以内に着手するものから、部分・暫定完成、完成するものすべて

を含む。 
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３）その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

住民の快適な生活環境を保持するため、ごみ焼却場等の供給処理施設や火葬場等の適切な管理

に努める。 

② 主要な施設の配置の方針 

供給処理施設については、必要とされる立地条件に応じて、効率的な供給処理等が可能となる

地区に配置を行うこととし、ごみ焼却場としては、岡崎地区に袋井市森町広域行政組合ごみ焼却

場を配置する。 

火葬場として、浅名地区に袋井市森町広域行政組合火葬場を配置する。 

袋井市における墓園については、市民の墓地需要に対応するため、袋井市夢の丘墓園を配置す

る。 

 

（３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）主要な市街地開発事業の決定の方針  

① 基本方針 

既成市街地の基盤が未整備の地区については、地区特性を考慮しつつ、市街地開発事業により、

街路や公園等の整備を推進するとともに、商業・業務機能の充実、防災機能及び住環境の向上を

図り、魅力的な市街地を形成する。 

新市街地では、将来の土地利用動向を十分に踏まえ、基盤整備が必要な地区については、土地

区画整理事業等により基盤整備を行うとともに、地区計画制度等を有効に活用して良好な居住環

境の形成を図る。 

② 整備方針 

袋井市駅前第二地区は、中心市街地にふさわしい健全な市街地の形成を目指し、土地区画整理

事業の施行により、中層住宅地としての良好な居住環境の形成を図る。 

袋井市上山梨第三地区及び春岡地区は、袋井市北部の拠点としてふさわしい市街地を形成する

ため、土地区画整理事業を施行するとともに、地区計画制度により、公益施設及び居住空間を適

正に配置し、ゆとりと潤いのあるまち並みの形成を図る。 

袋井市上石野地区は、土地区画整理事業の施行及び地区計画制度により袋井市東部の拠点とし

てふさわしい、良好な居住環境の形成を図る。 

袋井駅南都市拠点地区は、土地区画整理事業の施行により、都市計画道路をはじめ公共施設を

適切に配置し、袋井市の顔としてふさわしい魅力あふれる拠点市街地の形成を図る。 

 

３）その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

住民の快適な生活環境を保持するため、ごみ焼却場等の供給処理施設や火葬場等の適切な管理

に努める。 

② 主要な施設の配置の方針 

供給処理施設については、必要とされる立地条件に応じて、効率的な供給処理等が可能となる

地区に配置を行うこととし、ごみ焼却場としては、岡崎地区に袋井市森町広域行政組合ごみ焼却

場を配置する。 

火葬場として、浅名地区に袋井市森町広域行政組合火葬場を配置する。 

袋井市における墓園については、市民の墓地需要に対応するため、適地を選定し配置する。 

 

 

（３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）主要な市街地開発事業の決定の方針  

① 基本方針 

既成市街地の基盤が未整備の地区については、地区特性を考慮しつつ、市街地開発事業により、

街路や公園等の整備を推進するとともに、商業・業務機能の充実、防災機能及び住環境の向上を

図り、魅力的な市街地を形成する。 

新市街地では、将来の土地利用動向を十分に踏まえ、基盤整備が必要な地区については、土地

区画整理事業等により基盤整備を行うとともに、地区計画制度等を有効に活用して良好な居住環

境の形成を図る。 

② 整備方針 

袋井市駅前第二地区は、中心市街地にふさわしい健全な市街地の形成を目指し、土地区画整理

事業の施行により、中層住宅地としての良好な居住環境の形成を図る。 

袋井市上山梨第二・第三地区及び春岡地区は、袋井市北部の拠点としてふさわしい市街地を形

成するため、土地区画整理事業を施行するとともに、地区計画制度により、商業施設、公益施設

及び居住空間を適正に配置し、ゆとりと潤いのあるまち並みの形成を図る。 

袋井市上石野地区及び祢宜弥地区は、土地区画整理事業の施行及び地区計画制度により袋井市

東部の拠点としてふさわしい、良好な居住環境の形成を図る。 

袋井駅南地区は、土地区画整理事業の施行により、浅羽方面から駅への利便性の向上を図ると

ともに、駅北地区との回遊性や滞留性を向上させ、魅力あふれる拠点市街地の形成を図る。 
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袋井市田原地区は、集落地区計画制度を導入し、田園土地区画整理事業等の基盤整備を行い、

良好な居住環境の形成を図る。森町天宮地区は、土地区画整理事業の施行及び地区計画制度等の

導入により、良好な居住環境の形成を図る。 

 

 

２）市街地整備の目標 

基準年次からおおむね１０年以内に実施することを予定する市街地開発事業 

袋井市久能向地区は、土地区画整理事業の施行により、新市街地内における、生活利便性に優

れた良好な市街地形成を図る。袋井市田原地区は、集落地区計画制度を導入し、田園土地区画整

理事業等の基盤整備を行い、良好な居住環境の形成を図る。森町天宮地区は、土地区画整理事業

の施行及び地区計画制度等の導入により、良好な居住環境の形成を図る。 

 

２）市街地整備の目標 

基準年次からおおむね１０年以内に実施することを予定する市街地開発事業 

 市町名 区域名 整備方針 面積   市町名 区域名 整備方針 面積  
 

袋井市 

袋井駅前第二地

区 

 中心市街地であり、現在施行中の土地区画整理

事業等により良好な住環境整備を図る。 
8.2ha 

 

 

 

 

袋井市 

駅前第二地区
 中心市街地であり、現在施行中の土地区画整

理事業等により良好な住環境整備を図る。 
8.2ha 

 

春岡地区 
 新市街地であり、現在施行中の土地区画整理事

業等により良好な住環境整備を図る。 
21.7ha 春岡地区 

 新市街地であり、現在施行中の土地区画整理

事業等により良好な住環境整備を図る。 
21.7ha 

上石野地区 
 新市街地であり、現在施行中の土地区画整理事

業等により良好な住環境整備を図る。 
38.9ha 

上山梨第二地

区 

 新市街地であり、現在施行中の土地区画整理

事業等により良好な住環境整備を図る。 
37.2ha 

上山梨第三地区 
 新市街地であり、計画的な土地区画整理事業等

により良好な住環境整備を図る。 
7.1ha 祢宜弥地区 

 新市街地であり、現在施行中の土地区画整理

事業等により良好な住環境整備を図る。 
20.3ha 

袋井駅南都市拠

点地区 

新市街地であり、計画的な土地区画整理事業等

により良好な住環境整備を図る。 
8.7ha 上石野地区 

 新市街地であり、現在施行中の土地区画整理

事業等により良好な住環境整備を図る。 
38.9ha 

   久能向地区 
 新市街地であり、現在施行中の土地区画整理

事業等により良好な住環境整備を図る。 
14.2ha 

   田原田園地区
 新市街地であり、計画的な土地区画整理事業

等により良好な住環境整備を図る。 
11.5ha 

   
上山梨第三地

区 

 新市街地であり、計画的な土地区画整理事業

等により良好な住環境整備を図る。 
11.1ha 

   袋井駅南地区
 新市街地であり、計画的な土地区画整理事業

等により拠点市街地の形成を図る。 
8.8ha 

森町 天宮地区 
 新市街地であり、現在施行中の土地区画整理事

業等により良好な住環境整備を図る。 
11.9ha 森町 天宮地区 

 新市街地であり、現在施行中の土地区画整理

事業等により良好な住環境整備を図る。 
11.9ha 

 （注）事業については、10 年以内に着手するものから、部分・暫定完成、完成するもの全て

を含む。また面積は、都市計画決定面積又は都市計画決定予定面積とする。 

  （注）事業については、10 年以内に着手するものから、部分・暫定完成、完成するものすべ

てを含む。また面積は、都市計画決定面積又は都市計画決定予定面積とする。 
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（４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

① 自然的環境の特徴と現状、整備又は保全の必要性 

緑地は、本区域の特徴を表す貴重な自然資源であるとともに、二酸化炭素の吸収源として地球

温暖化対策に有効であることから、今後とも保全を図る。 

特に北部から小笠山に至る丘陵地、市街地や集落地を取り囲む田園地帯及び遠州灘等の自然環

境・景観は、本区域の都市環境を形成する上で重要であるため保全していく。 

また、区域内を貫流する二級河川太田川、原野谷川、弁財天川等が創り出す河川緑地及び千鳥

ヶ谷池等のため池は、都市に潤いと安らぎを与える良好な水辺環境として保全していく。 

これらの自然地及び公共空地は、環境保全、レクリエーション、防災及び景観の観点から配置

するものとし、これらを街路や河川沿いの緑のネットワークで結び、緑豊かな都市づくりを進め

る。 

市街地内については、面整備等の市街地整備とあわせ、都市公園等の事業推進を図っていくと

ともに、幹線道路等については周辺との緩衝地としての役割や、修景機能をあわせ持つ緑地とし

て整備・保全を図る。 

 

 

（４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

① 自然的環境の特徴と現状、整備又は保全の必要性 

緑地は、本区域の特徴を表す貴重な自然資源であるとともに、二酸化炭素の吸収源として地球

温暖化対策に有効であることから、今後とも保全を図る。 

特に北部から小笠山に至る丘陵地、市街地や集落地を取り囲む田園地帯及び遠州灘等の自然環

境・景観は、本区域の都市環境を形成する上で重要であるため保全していく。 

また、区域内を貫流する二級河川太田川、原野谷川、弁財天川等が創り出す河川緑地及び千鳥

ヶ谷池等のため池は、都市に潤いと安らぎを与える良好な水辺環境として保全していく。 

これらの自然地及び公共空地は、環境保全、レクリエーション、防災及び景観の観点から配置

するものとし、これらを街路や河川沿いの緑のネットワークで結び、緑豊かな都市づくりを進め

る。 

市街地内については、面整備等の市街地整備とあわせ、都市公園等の事業推進を図っていくと

ともに、幹線道路等については周辺との緩衝地としての役割や、修景機能をあわせ持つ緑地とし

て整備・保全を図る。 
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② 都市公園の整備目標量 

 

② 緑地の確保目標水準 

ア．緑地の確保目標量 

 年 次 平成 22 年 平成 32 年   用途地域 都市計画区域  

 都市計画区域内人口 

１人あたり目標水準 
23.2㎡/人 26.7㎡/人 

  平成27年における 

緑地の確保目標量 
割合 

平成27年における 

緑地の確保目標量 
割合 

 

      32ha 2％ 5,701ha 41％  

    （注）割合とは、用途地域、都市計画区域面積に対するそれぞれの緑地確保目標面積

の比率をいう。 

 

  

イ．都市公園の施設として整備すべき緑地の目標量 

      年 次 平成 17 年 平成 27 年  

 
   

  都市計画区域内人口 

１人あたり目標水準 
21.4㎡/人 23.2㎡/人 

 

  

③ 住民１人あたりの公園緑地等の面積 

      年 次 平成 17 年 平成 27 年  

 
   

  都市計画区域内人口 

１人あたり目標水準 
21.5㎡/人 23.4㎡/人 
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２）主要な緑地の配置の方針 

① 環境保全系統の配置の方針 

自然環境の骨格を形成する緑地として、宇刈、可睡、豊沢、愛野及び小笠山丘陵の緑地や、市

街地を貫流する二級河川太田川、原野谷川等の緑地及び遠州灘沿いの海岸林を位置づけ、貴重な

緑地環境や自然生態系の保全を図る。 

遠州の小京都と呼ばれる森町の文化的環境や、遠州三山といわれる古刹と一体となった緑地や

点在する社寺林等は、郷土の貴重な文化的財産として保全を図る。また、丘陵の樹林や河川・池

沼・海岸の緑地は、身近な動植物等の生息環境や地球温暖化対策として重要であるため、今後と

も保全を図る。 

② レクリエーション系統の配置の方針 

小國神社、遠州三山、浅羽海岸などの既存観光資源の整備に加え、小笠山総合運動公園等をレ

クリエーション拠点として配置する。 

③ 防災系統の配置の方針 

地震や火災時等における都市の安全性を確保するために、地域防災計画で指定された避難地のほ

かに、学校の校庭や公園等を中心に避難地及び避難路を計画的に配置する。 

土砂災害警戒区域、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、保安林区域等の

現行指定区域や土砂災害等のおそれがある区域内の緑地は、災害防止を図るため重要な緑地とし

て保全し、崖崩れ等の自然災害を未然に防止する。 

騒音、振動等の発生源となる東名高速道路や国道 150 号等の幹線道路沿いについては、緑地の

保全と整備を図り、良好な生活環境の維持・向上を図る。 

④ 景観構成系統の配置の方針 

小笠山丘陵地や浅羽海岸等は、本区域を代表する自然景観として位置づけ、今後とも保全を図

る。 

本区域の景観軸を構成する二級河川太田川、原野谷川等の水辺空間、市街地の背景を構成して

いる緑地、都市景観の改善に資する公園・緑地を、地域特性に応じて計画的に配置する。 

 

 

 

２）主要な緑地の配置の方針 

① 環境保全系統の配置の方針 

自然環境の骨格を形成する緑地として、宇刈、可睡、豊沢、愛野及び小笠山丘陵の緑地や、市

街地を貫流する二級河川太田川、原野谷川等の緑地及び遠州灘沿いの海岸林を位置づけ、貴重な

緑地環境や自然生態系の保全を図る。 

遠州の小京都と呼ばれる森町の文化的環境や、遠州三山といわれる古刹と一体となった緑地や

点在する社寺林等は、郷土の貴重な文化的財産として保全を図る。また、丘陵の樹林や河川・池

沼・海岸の緑地は、身近な動植物等の生息環境や地球温暖化対策として重要であるため、今後と

も保全を図る。 

② レクリエーション系統の配置の方針 

小國神社、遠州三山、浅羽海岸などの既存観光資源の整備に加え、小笠山総合運動公園等をレ

クリエーション拠点として配置する。 

③ 防災系統の配置の方針 

地震や火災時等における都市の安全性を確保するために、地域防災計画で指定された避難地のほ

かに、学校の校庭や公園等を中心に避難地及び避難路を計画的に配置する。 

土砂災害警戒区域、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、保安林区域等の

現行指定区域や土砂災害等のおそれがある区域内の緑地は、災害防止を図るため重要な緑地とし

て保全し、崖崩れ等の自然災害を未然に防止する。 

騒音、振動等の発生源となる東名高速道路や国道 150 号等の幹線道路沿いについては、緑地の

保全と整備を図り、良好な生活環境の維持・向上を図る。 

④ 景観構成系統の配置の方針 

小笠山丘陵地や浅羽海岸等は、本区域を代表する自然景観として位置づけ、今後とも保全を図

る。 

本区域の景観軸を構成する二級河川太田川、原野谷川等の水辺空間、市街地の背景を構成して

いる緑地、都市景観の改善に資する公園・緑地を、地域特性に応じて計画的に配置する。 
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３）実現のための具体の都市計画制度の方針 

① 公園緑地等の整備目標及び配置の方針 

（単位：㎡／人） 

 

３）実現のための具体の都市計画制度の方針 

① 公園緑地等の整備目標及び配置の方針 

（単位：㎡／人） 

 

 

公園緑地 

等の種別 
配置方針 

整備目標 

 
 公園緑地 

等の種別 
配置方針 

整備目標 

 
平成 22 年 平成 32 年 平成 17 年 平成 27 年 

 街区公園 基幹公園については、住区別人口を勘案し、種

別ごとの誘致距離、需要予測、候補地の検討の

もとに、環境保全及び防災機能を考慮して配置

する。 

1.5(2.9) 1.6(3.3)  

 

 街区公園 基幹公園については、住区別人口を勘案し、種

別ごとの誘致距離、需要予測、候補地の検討の

もとに、環境保全及び防災機能を考慮して配置

する。 

1.1(2.2) 1.5(3.0)  

 近隣公園 0.5(0.6) 0.6(0.6) 近隣公園 0.5(0.6) 0.7(0.6) 

地区公園 - - 地区公園 - - 

総合公園 1.3 1.3 総合公園 1.3 1.2 

運動公園 - - 運動公園 - 0.5 

その他公園 自然性、歴史性及び環境保全、防災機能を考慮

して風致公園、緑地、緑道等を配置する。 

15.4 17.8 その他公園 自然性、歴史性及び環境保全、防災機能を考慮

して風致公園、緑地、緑道等を配置する。 

14.4 14.4 

緑地等 4.6 5.4 緑地等 4.2 5.0 

都市公園計  23.2 26.7 都市公園計  21.4 23.2 

 
   

公共施設 

緑地等 
広場、運動場等を配置する。 0.1 0.2 

   公園緑地等計  21.5 23.4 

 （  ）内は用途地域内人口１人あたり

（注）四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。 

  （  ）内は用途地域内人口１人あたり

（注）四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。 

 

 

② その他の緑地の指定目標及び指定の方針 

 

② 特別緑地保全地区等の指定目標及び指定の方針 

 ア．風致地区   地区の種別 指定方針  

  袋井市法多・菩提地区及び森町天方地区の指定を検討する。   風致地区 袋井市法多・菩提地区及び森町天方地区の指定を検討する。  

 
 

  その他の法令

によるもの 

保安林区域、条例等で担保される緑地の指定を検討する。  
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４）主要な緑地の確保目標  

① 優先的に基準年次からおおむね 10 年以内に整備予定の主要な公園緑地等 

 

４）主要な緑地の確保目標 

① 基準年次からおおむね 10 年以内に整備予定の主要な公園等の都市公園 

 種別 名  称   種別 名  称  

 

街区公園 

新池東公園（袋井市） 

新池西公園（袋井市） 

鶴松公園（袋井市） 

掛之上ほのぼの公園（袋井市） 

池の谷公園（袋井市）  

西野原公園（袋井市）  

東野原公園（袋井市）  

宮前公園（袋井市）  

2・ 2・ 23 天宮公園（森町） 

袋井駅前第二地区公園（袋井市） 

（仮称）上山梨第三公園（袋井市） 

（仮称）袋井駅南都市拠点公園（袋井市） 

 

  

街区公園 

上石野公園（袋井市） 

天王森公園（袋井市） 

天神町東公園（袋井市） 

天神町西公園（袋井市） 

ねぎや西公園（袋井市） 

ねぎや中公園（袋井市） 

ねぎや東公園（袋井市） 

浅羽中央公園（袋井市） 

掛之上ほのぼの公園（袋井市） 

池の谷公園（袋井市） 

西野原公園（袋井市） 

東野原公園（袋井市） 

宮前公園（袋井市） 

田原東公園（袋井市） 

田原西公園（袋井市） 

(仮称)山科東公園（袋井市） 

2・ 2・ 23 天宮公園（森町） 

 

 近隣公園 豊沢の丘公園（袋井市）   近隣公園 豊沢の丘公園（袋井市）  

運動公園  運動公園 （仮称）サンサーラいごおか公園（袋井市） 

特殊公園 みつかわ夢の丘公園（袋井市） 特殊公園 久野城址公園（袋井市） 

都市緑地 

上貫名せせらぎ公園（袋井市） 

風見の森公園（袋井市） 

宇刈里山公園（袋井市） 

（仮称）駅南遊水地公園（袋井市） 

都市緑地 

上貫名せせらぎ公園（袋井市） 

（仮称）大日ほたるの里公園（袋井市） 

 （注）都市公園については、10 年以内に着手するものから、部分・暫定完成、完成するもの

まで全てを含む。 

  （注）都市公園については、10 年以内に着手するものから、部分・暫定完成、完成するもの

まですべてを含む。 

 

 


