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次期袖ケ浦市都市計画マスタープランの
案ができました！

　

〜パブリックコメント（意見募集）を実施します〜
●�将来的な人口の減少、地震・台風等による防災意識の高まり
など、本市をとりまく社会経済状況の変化を受け、平成29年
度から次期袖ケ浦市都市計画マスタープランの策定を行っ
ています。このたび「都市計画マスタープラン策定市民委員
会」から提言を受け案を作成しましたのでお知らせします。
●�都市計画マスタープランは都市づくりに関する基本的な方
針のことで、市の将来の都市づくりを進めるうえでの指針と
なるものです。

都市計画マスタープランの見直しに関するこれ
までの経緯は、H31年3月15日発行の「広報そでが
うら都市計画特集号」に詳しく掲載しています。
袖ケ浦市のホームページからも閲覧できます。
http://www.city.sodegaura.chiba.jp/
「市政まちづくり→都市計画→
次期都市計画マスタープランの策定」
をクリック！

◎�将来のまちづくりの方向性を共有できる、わか
りやすい計画とする
◎全市的な視点で都市づくりを考える
◎�社会の変化に柔軟に対応できるまちづくりを目
指す
◎前計画の成果と課題を踏まえた計画とする
◎�実現性及び実効性の高い計画とする

基本的な方針は、次のとおりです ･････････････････

　市の人口は、令和7年（2025年）頃にピークを迎えた後、
緩やかな人口減少局面となる見通しです。まちづくりを進
めていくうえで人口は重要な要素であり、まちの活性化の
ためには一定の人口を維持していくことが必要です。この
ため、次期都市計画マスタープランの目標年次（令和13
年）における目標人口は、今後、効果的な施策の展開を図る
ことにより65,000人以上を維持することとします。

将来の目標人口

将来都市像と都市づくりの基本方針

策定の考え方

《基本方針①》
地域での活動が活発で
まとまりのある
都市づくり

《基本方針③》
多様な産業が
調和した活力ある
都市づくり

《基本方針②》
人や環境にやさしい
魅力あふれる
都市づくり

《基本方針④》
安全・安心な
都市づくり

袖ケ浦バス
ターミナル
袖ケ浦IC

姉崎袖ケ浦IC

木更津北IC

袖ケ浦駅

長浦駅

横田駅 東横田駅

木更津東IC

(仮称)かずさIC

長浦都市拠点

袖ケ浦都市拠点

根形地域拠点
のぞみ野地域拠点

平岡地域拠点

横田都市拠点

坂戸の森
ゆりの里
袖ケ浦公園

山野貝塚

東京ドイツ村

藤井野里堰
農村公園                          

ひらおかの里農村公園

袖ヶ浦
フォレスト
レースウェイ森のまきば

オートキャンプ場

百目木公園

人工サーフィン施設

新堰公園

袖ケ浦海浜公園
椎の森自然環境保全緑地

将来都市構造
　まちの骨格となる都市拠点や地域拠点、都市軸
（交通軸）により、将来のまちの姿を表します。

人々がつどい、憩い、活動する場を「拠点」と位置づけ、それらの拠点と
他市、または拠点間を相互に結ぶ交通軸を「都市軸」と位置づけます。

策定案

《将来都市像》�
「みんなでつくる�人つどい�緑かがやく
� 安心のまち�袖ケ浦」

地域拠点
（地域コミュニティの
維持を図り、生活サー
ビス機能の誘導）

都市拠点
（鉄道駅周辺において
商業や業務施設の集
積を図る）

【主な拠点】

  

市街化区域

都市公園・都市緑地等

市街化調整区域

河川

主要道路

鉄道及び駅

袖ケ浦バスターミナル

都市拠点

地域拠点

広域連携軸

都市間連携軸

地域連携軸

緑・レクリエーション拠点 水と緑のネットワーク

自動車専用道路及びインターチェンジ(IC)

将来都市構造図図

広域連携軸（高速道路等の広域的な連携軸）
都市間連携軸（市内の各拠点間および周辺市との連携軸）
地域連携軸（市内の各拠点間の連携軸）

【都市軸】

☆和暦の統一について（R・令和）
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商業業務地

生産系緑地

IC周辺及びICアクセス
道路沿道地区

市街化区域

保全系緑地(樹林地)

住宅地（市街地）

集落地

農住調和地

工業地

保全系緑地(斜面林)

広域・主要幹線道路
　〈一般道〉

幹線道路

補助幹線道路・生活道路

面的整備実施済地区

地域の身近な水辺

水と緑のネッ トワーク

広域・主要幹線道路
　(自動車専用道路)

広域・主要幹線道路
　〈一般道〉(未開通路線)

地域界

市域界

整備予定公園

都市拠点

緑・レクリエーション拠点

主要公共施設

河川

鉄道及び駅

インターチェンジ

袖ケ浦バスターミナル

小・中・高等学校等

都市公園・都市緑地等

幹線道路（未開通路線）

●�袖ケ浦駅周辺では、市街地内における
人口密度の向上を図る
●�袖ケ浦駅を中心とした都市拠点と市
内外を結ぶ交通ネットワークの強化
を図る
●�都市拠点としてふさわしい魅力ある
景観形成を図る
●�市街化区域内の面的整備が行われて
いない地区では、狭あい道路の拡幅な
どを進める
●�坂戸神社の森や斜面林などの緑の空
間、浮戸川や小櫃川などの水辺空間の
活用を図る

地域づくりの基本的な考え方
昭和地域の地域づくり方針図昭和地域

袖ケ浦バス
ターミナル

袖ケ浦IC

総合運動場
市民会館

昭和小学校

奈良輪小学校

昭和中学校

根形中学校
根形小学校

根形公民館

ガウランド

蔵波中学校

長浦行政センター
長浦公民館
おかのうえ図書館

蔵波小学校

袖ケ浦高等学校
中央図書館
総合教育センター

市役所
保健センター

袖ケ浦駅

長浦駅

蔵波小鳥の森

坂戸神社の森

袖ケ浦公園

ゆりの里

山野貝塚

中央消防署

(県
)長

浦
上

総
線

JR内房線

袖
ケ

浦
公

園
通

り

(都
)高

須
箕

和
田

線

東京湾岸道路

 (都
)代宿神納線

 (都
)代宿神納線

 広域農道

 広域農道  (県)南総昭和線

 (県)南総昭和線
 東京湾ア  クアライン  連絡道

 国道16号

 国道16号

(県)袖ケ浦姉崎停車場線

(都)西内河根場線

(都)西内河高須線

奈良輪境川

浮戸川

浮
戸

川

小櫃川

地域間の連携の考え方
　本市の各地域にはさまざまな資源があり、それぞれの資源を広域的な連携の中で守
り、育み、活かしていくことになります。

臨海地域

昭和地域 長浦地域

根形地域

平岡地域

中川・富岡地域

商業業務地の方針
■�駅周辺では、低未利用地の活用などによる更なる商業業務施
設の誘導を図る。
■�公共交通などによる移動しやすい環境を整えることで、利便
性の高いまちの形成を図る。

工業地の方針
■�臨海部の工業地については、周辺道路など立地基盤の適切な
維持管理を図る。
■�内陸部の工業地については、広域的な交通利便性の高さを活
かし、工業の振興や地域雇用の促進を図るとともに、周辺の自
然環境と調和した緑豊かな工業地の形成を図る。

住宅地の方針
■�既成市街地における低未利用地の活用や都市基盤の質的向上
による、魅力ある住宅地の形成と定住人口の増加を目指す。

市街化調整区域の土地利用の方針※
■�集落地における既存コミュニティの維持･活性化を図る。
■�市街化区域の縁辺部においては、農地や樹林地など周辺の自
然との調和を図るため、計画的な規制誘導策により秩序ある
土地利用を図る。
■�内陸部の樹林地や浮戸川沿いなどに広がる水田地帯、台地部
の畑作地帯などの緑は保全を図る。
■�高速道路インターチェンジ周辺などにおいては、地域振興に
寄与する土地利用について、計画的な規制誘導を図る。
※市街化調整区域：市街化を抑制すべき区域。反対に市街化を促
す区域は「市街化区域」という。

道路・交通の整備方針
■�道路や公共交通ネットワークの充実による、更なる移動環境の
向上を目指す。
■�既存道路の狭あい区間の解消や歩道の確保など、歩行者や自転
車が安全に通行できる道路整備を推進する。

公園緑地の整備方針
■�利用者のニーズや防災などの視点から、施設の更新や維持管理
を行う。

河川の整備方針
■�水害の未然防止と被害の軽減を図るため、現状把握及び改修計
画を策定し改修等を推進する。

都市環境の形成方針
■�本市の豊かな自然環境の積極的な保全や市街地内の緑化を推
進する。
■�まとまりのある都市づくりや公共交通の利用促進など、環境へ
の負荷を軽減する都市づくりを推進する。

都市景観の整備方針
■�地域が持つ景観資源を活かした、個性あふれる魅力的な景観ま
ちづくりを推進する。

都市防災の方針
■�多発化、甚大化する自然災害の被害を最小限に抑えるため、災
害に強いまちづくりと災害への対応力の強化を図る。
■�適切に管理されていない空家等に対する対策を推進する。

〜土地利用や都市施設は
� このように考えます〜全体構想

〜地域別の都市づくりの
　　　基本的な方針はこのように考えます〜

地域別構想

土地利用の方針 都市施設の整備方針

駅に近接した市街化調
整区域での活力創出に
資する土地利用の検討

市役所改修に伴う
市民活動拠点とし
ての機能強化

面的整備が未実施の
地区における狭あい
道路拡幅の推進

袖ケ浦駅海側地区
近隣公園整備

市街化区域縁辺部での
秩序ある土地利用

駅を中心とした都市づくり、
（商業・業務・住宅の集積）
駅周辺にふさわしい景観形成

交通拠点である
バスターミナルの利活用
（情報発信等）

IC周辺等では地域振興に
寄与する施設の立地誘導

水と緑のネットワークの形成

東京湾岸道路の整備要望、
都市計画道路の整備推進
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長浦地域

根形地域

長浦地域の地域づくり方針図

根形地域の地域づくり方針図

●�長浦駅周辺では、市街地内における
人口密度の向上を図る
●�長浦駅を中心とした都市拠点と市内
外を結ぶ交通ネットワークの強化を
図る
●�水害の未然防止と被害軽減に向け、
河川の計画的な改修等を検討
●�都市拠点としてふさわしい魅力ある
景観形成を図る
●�市街化区域内の面的整備が行われて
いない地区では、狭あい道路の拡幅
などを進める
●�椎の森自然環境保全緑地などの緑の
空間や新堰公園、蔵波川等の水辺空
間の活用を図る

●�のぞみ野地区では、良好な居住環境の
形成を図る
●�県道南総昭和線沿道等の集落地では、
人口減少の抑制と地域コミュニティの
維持を目的に、地区計画制度の活用な
どによる地域の活性化を図る
●�袖ケ浦公園や農畜産物直売所「ゆりの
里」、山野貝塚など緑・レクリエーショ
ン拠点間の回遊性の向上を図ること
で、交流人口の増加を目指す
●�浮戸川沿いの水田地帯及び台地に広が
る畑作地帯は保全と営農環境の向上を
図る
●�県道南総昭和線沿いに広がる斜面林等
の緑の空間は保全を図る

地域づくりの基本的な考え方

地域づくりの基本的な考え方

昭和中学校

ガウランド

蔵波中学校

槇の実特別支援学校

長浦中学校

長浦小学校

長浦行政センター
長浦公民館
おかのうえ図書館

蔵波小学校

長浦駅

蔵波小鳥の森

袖ケ浦終末処理場
袖ケ浦クリーンセンター

袖ケ浦公園

新堰公園

臨海スポーツセンター

椎の森自然環境保全緑地

姉崎袖ケ浦IC

(県
)長

浦
上

総
線

JR内房線

JR内房線

東京湾岸道路

 (都
)代宿神納線

 (都
)代宿神納線

 (市)蔵波鎌倉街道線

 (県)上高根北袖線

 (県
)千

葉
鴨

川
線

 館山自動車道

 (県)南総昭和線

 国道16号

(県
)袖

ケ浦姉崎停車場線

(県)袖ケ浦姉崎停車場線

 館山自動車道

(都
)浜

宿
代

宿
線

(都)長浦駅前線

(県
)長

浦
上

総
線

笠上川

浜宿川

蔵波川

久保田川

奈良輪境川

(県)
上高
根北
袖線

（県
）南
総昭
和線

商業業務地

生産系緑地

IC周辺及びICアクセス
道路沿道地区

レクリエーション用地

既存開発住宅地

市街化区域

都市公園・都市緑地等

保全系緑地(樹林地)

住宅地（市街地）

農住調和地

工業地

保全系緑地(斜面林)

幹線道路

補助幹線道路・生活道路

面的整備実施済地区

海に親しむ空間の形成

水と緑のネッ トワーク

地域界

市域界

都市拠点

緑・レクリエーション拠点

主要公共施設

河川

鉄道及び駅

インターチェンジ

小・中・高等学校等

広域・主要幹線道路
　〈一般道〉

広域・主要幹線道路
　(自動車専用道路)

広域・主要幹線道路
　〈一般道〉(未開通路線)

 広域農道

 (県)南総昭和線

 (市
)飯

富
30

号
線

(県
)長

浦
上

総
線

 館山自動車道

 (都
)代

宿神納線 蔵波川

浮戸川

浮戸川

松
川

奈良輪境川

昭和中学校

根形中学校
根形小学校

根形公民館

平岡公民館

ガウランド

蔵波中学校

袖ケ浦高等学校
袖ケ浦公園

ゆりの里

山野貝塚

ひらおかの里農村公園

新堰公園

郷土博物館

 根形地域拠点

のぞみ野地域拠点

大
月
川

松川上流

生産系緑地

IC周辺及びICアクセス
道路沿道地区

市街化区域

都市公園・都市緑地等

住宅地（市街地）

集落地

農住調和地

保全系緑地(斜面林)

幹線道路

補助幹線道路・生活道路

面的整備実施済地区

地域の身近な水辺

水と緑のネッ トワーク

地域界

市域界

地域拠点

緑・レクリエーション拠点

主要公共施設

河川

小・中・高等学校等

広域・主要幹線道路
　〈一般道〉

広域・主要幹線道路
　(自動車専用道路)

平岡小学校

平岡小学校
幽谷分校

姉崎袖ケ浦IC

東京ドイツ村

平岡地域 平岡地域の地域づくり方針図

●�県道千葉鴨川線沿道等の集落地では、人口減少
の抑制と地域コミュニティの維持を目的に、地
区計画制度の活用などによる地域の活性化を図
る
●�平岡公民館を中心に、地域住民が気軽に集まれ
る地域活動の拠点づくりを進める
●�地域内の集客施設への交通利便性の向上や周辺
の集客施設との広域観光ネットワークの形成、
計画的な規制誘導による観光施設の立地など、
来訪者の回遊性の向上を図ることで、交流人口
の増加を目指す
●�浮戸川沿いの水田地帯及び台地に広がる畑作地
帯は保全と営農環境の向上を図る
●�丘陵地や谷津の緑の空間及び松川等の水辺空間
の保全と活用を図る

地域づくりの基本的な考え方

中川小学校

平岡小学校

平岡小学校
幽谷分校

平川中学校

平岡公民館

槇の実特別支援学校

横田駅 東横田駅

東京ドイツ村

藤井野里堰農村公園

森のまきば
オートキャンプ場

百目木公園

新堰公園

平川行政センター
平川公民館
平川図書館

袖ヶ浦
フォレスト
レースウェイ

姉崎袖ケ浦IC

ひらおかの里農村公園

(県)上高根北袖線

国道409号

国道409号

国
道

41
0号

(県
)長

浦
上

総
線

ＪＲ久留里線

ＪＲ久留里線

(県
)長

浦
上

総
線

(市)三箇横田線

 (県
)横

田
停

車
場

上
泉

線

（県）南総昭和線

 (市)蔵波鎌倉街道線

 (県
)千

葉
鴨

川
線

 (県
)千

葉
鴨

川
線

 (市
)川

原
井

林
線

 館山自動車道

広域農道

 館山自動車道

浮戸川

松
川

松川

大
月

川

松
川

上
流

境川

武田川

生産系緑地

IC周辺及びICアクセス
道路沿道地区

レクリエーション用地

既存開発住宅地

都市公園・都市緑地等

保全系緑地(樹林地)

集落地

農住調和地

工業地

保全系緑地(斜面林)

幹線道路

補助幹線道路・生活道路

面的整備実施済地区

地域の身近な水辺

水と緑のネッ トワーク

地域界

市域界

地域拠点

緑・レクリエーション拠点

主要公共施設

河川

鉄道及び駅

インターチェンジ

小・中・高等学校等

広域・主要幹線道路
　〈一般道〉

広域・主要幹線道路
　(自動車専用道路)

駅を中心とした都市づくり、
（商業・業務・住宅の集積）
駅周辺にふさわしい景観形成

市街化区域内における
低未利用地の利活用

面的整備が未実施の
地区における狭あい
道路拡幅の推進

県道の道路改良の促進、
(都)長浦駅前線のバリ
アフリー化

長浦行政センター、長浦公
民館等の利便性の向上と
人々の交流活動の活発化

周辺の自然環境と
調和した工業地の形成

河川の現状把握・改修計
画を策定し改修等を推進�

水と緑のネットワーク
の形成�
市街化区域縁辺部での
秩序ある土地利用

主要幹線道路沿道等では
地域振興に寄与する施設
の立地誘導

山野貝塚にアクセスする�
道路整備の推進

袖ケ浦公園周辺部への移動
環境の改善と回遊性の向上、�
周辺集客施設との連携強化

袖ケ浦公園の施設の充実�
及び交流人口の拡大

景観資源である
斜面林の保全

地区計画制度の活用に
よる既存集落の活性化�

根形公民館の利活用、�
地域活動の拠点づくり

県道における安全対
策や道路改良の促進

のぞみ野地区における
良好な居住環境の形成

優良農地の保全

県道における安全対策や�
道路改良の促進

地区計画制度の活用による�
既存集落の活性化

ひらおかの里農村公園や
藤井野里堰農村公園の保全・
活用

IC周辺や主要幹線道路沿道
等では地域振興に寄与する
施設の立地誘導

滝ケ沢団地、もみの木台等
の既存開発住宅地における
居住環境の維持

平岡公民館の利活
用、�地域活動の拠点
づくり

ドイツ村等への移動
環境の改善と回遊性
の向上、周辺集客施
設との連携強化

丘陵部の樹林地の保全

優良農地の保全



—   　—4—   　—4広報そでがうら都市計画特集号

策定までのスケジュール ･･････････････････････････････････････････････････

2月14日
都市計画マスタープラン策定
市民委員会から市長へ

約2年間に及ぶ検討の成果が
提言書という形で
提出されました。

3月25日から
4月24日まで

パブリックコメント
計画案に対し、市民の意見を求め、

それらを反映させながら最終案を策定します。
（詳細は、広報そでがうら3/15号を

ご覧ください。）

6月ごろ
市都市計画審議会

への諮問

都市計画
マスタープランの

策定！

中川・富岡地域

臨海地域

中川・富岡地域の地域づくり方針図

臨海地域の地域づくり方針図

●�横田駅周辺では、市街地内における人口密度の
向上を図る
●�横田駅周辺の市街化区域内では、狭あい道路が
多く存在し、利活用が制限されている土地があ
ることから、都市拠点にふさわしい土地の利活
用を誘導
●�都市拠点としてふさわしい魅力ある景観形成
を図る
●�平川行政センター周辺等の集落地では、人口減
少の抑制と地域コミュニティの維持を目的に、
地区計画制度の活用などによる地域の活性化
を図る
●�圏央道（仮称）かずさインターチェンジの早期
整備を国や県に要望する
●�優良農地である地域北部の水田地帯は保全と
営農環境の向上を図る
●�丘陵地や谷津の緑の空間及び百目木公園を中
心に小櫃川等の水辺空間の保全と活用を図る

●�東京湾岸道路の整備を促進し、東京湾ア
クアラインへのアクセスを改善するな
ど、更なる操業環境の向上を図るととも
に、対岸地域や内陸部の工業団地との連
携を強化することで、より生産性の高い
工業地の形成を目指す
●�市内で「海」を感じられる袖ケ浦海浜公
園の利活用を促進するとともに、市街地
から公園に至るまでの良好な景観の形
成を図る
●�市街地に近接している港湾について
は、海辺の魅力を活かした利活用を検
討する

地域づくりの基本的な考え方

地域づくりの基本的な考え方

中川小学校

平岡小学校

平川中学校

平岡公民館

木更津北IC

横田駅 東横田駅

(仮称)かずさIC

藤井野里堰農村公園

ひらおかの里農村公園

百目木公園

木更津東IC

平川行政センター
平川公民館
平川図書館

国道409号

国
道

41
0号

(主
)君

津
平

川
線

ＪＲ久留里線

ＪＲ久留里線

(県
)長

浦
上

総
線

(市)三箇横田線

(市
)代

宿
横

田
線

 (県
)横

田
停

車
場

上
泉

線  (県
)千

葉
鴨

川
線

(県)長浦上総線

 広域農道 館
山

自
動

車
道

首都圏中央連絡自動車道

浮戸川

小櫃川

武田川

松
川

松川

槍
水

川

境川

奈良輪小学校

長浦中学校

長浦行政センター
長浦公民館
おかのうえ図書館

蔵波小学校

蔵波小鳥の森

袖ケ浦終末処理場
袖ケ浦クリーンセンター

臨海スポーツセンター

椎の森自然環境保全緑地

長浦駅

袖ケ浦海浜公園

(都
)浜

宿
代

宿
線

JR内房線

JR内房線

海
浜

公
園

通
り

(都
)高

須
箕

和
田

線

東京湾岸道路

東京湾岸道路

東京湾岸道路

 (都
)代宿神納線

 (県)上高根北袖線 国道16号

(県)袖ケ浦姉崎停車場線

(県
)袖

ケ浦姉崎停車場線

笠上川

東京ドイツ村

袖ヶ浦
フォレスト
レースウェイ

森のまきば
オートキャンプ場

国道409号

 (市
)川

原
井

林
線

大
月

川

松川上流

生産系緑地

IC周辺及びICアクセス
道路沿道地区

近隣商業業務地

レクリエーション用地

既存開発住宅地

市街化区域

都市公園・都市緑地等

保全系緑地(樹林地)

住宅地（市街地）

集落地

農住調和地

幹線道路

補助幹線道路・生活道路

面的整備実施済地区

水と緑のネッ トワーク

地域界

市域界

都市拠点

主要公共施設

河川

鉄道及び駅

インターチェンジ

インターチェンジ（未整備）

小・中・高等学校等

広域・主要幹線道路〈一般道〉

広域・主要幹線道路(自動車専用道路)

緑・レクリエーション拠点

椎の森自然環境保全緑地

市街化区域

工業地

幹線道路

補助幹線道路・生活道路

水と緑のネッ トワーク

地域界

市域界

緑・レクリエーション拠点

主要公共施設

河川

鉄道及び駅

海に親しむ空間の形成

広域・主要幹線道路〈一般道〉

広域・主要幹線道路(自動車専用道路)

広域・主要幹線道路〈一般道〉(未開通路線)

市民委員会の様子 提言書が提出されました

丘陵部の樹林地の保全

優良農地の保全

(市)三箇横田線、(市)代宿
横田線等の道路整備の推進
国道における安全対策の
促進

滝の口ファミリータウン等の
既存開発住宅地における居住
環境の維持

景観眺望ポイントの
保全・活用

(仮)かずさＩＣの早期整備の要望
周辺土地利用の規制誘導

駅を中心とした都市づくり
（商業・生活サービス施設の集積）
駅周辺にふさわしい景観形成

平川行政センター、平川
公民館の利活用と人々
の交流活動の活発化

地区計画制度の活用による
居住環境の維持・向上
狭あい道路拡幅の推進

南袖地区のフェニックス並木
や中袖地区の街路樹など景観
の保全東京湾岸道路の整備要望、

都市計画道路の整備推進

海浜公園の利活用と回遊性の向上、
周辺集客施設との連携強化

既存工業地の更なる機能強化、�
道路等の適切な維持管理

港湾の利活用の検討�

クリーンセンター及び終末
処理場の適切な維持管理
終末処理場の高度処理化等
の検討

百目木公園の施設の
充実及び交流人口の
拡大


