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第3部　居住誘導区域
第1章　居住誘導区域の設定方針
１　居住誘導区域とは

居住誘導区域とは、人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することによ
り、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。
（都市計画運用指針）
本市においては、農業集落や漁業集落に居住している人を無理に居住誘導区域に誘導するものでは
なく、生活利便性の高い拠点を形成することで、市内外からの緩やかな居住誘導を図ります。

2　居住誘導区域設定の考え方

（1）基本的な区域設定の考え方（都市計画運用指針）
居住誘導区域は、都市全体における人口や土地利用、交通や財政の現状及び将来の見通しを勘案し
つつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施設の
維持運営などの都市経営が効率的に行われるよう定めるべきであるとされています。

①居住誘導区域を定めることが考えられる区域
居住誘導区域を定めることが考えられる区域として、以下の区域とされています。
※下記の「生活拠点」は、本計画の「地域拠点」を示します。

①都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域

②都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市
の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域

③合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域
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②居住誘導区域に含まないこととされている区域
居住誘導区域に含まない区域（都市再生特別措置法第81条第14項、同法施行令第24条）

内　　容 本市該当

ア 都市計画法（昭和43年法律第100号）第7条第1項に規定する市街化調整
区域 有り

イ
建築基準法（昭和25年法律第201号）第39条第1項に規定する災害危険区
域のうち、同条第2項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物
の建築が禁止されている区域

無し

ウ
農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第8条第2項第
1号に規定する農用地区域又は農地法（昭和27年法律第229号）第5条第2
項第1号ロに掲げる農地若しくは採草放牧地の区域（農振農用地）

有り
（市街化区域なし）

エ

自然公園法（昭和32年法律第161号）第20条第1項に規定する特別地域、
森林法（昭和26年法律第249号）第25条若しくは第25条の2の規定によ
り指定された保安林の区域、自然環境保全法（昭和47年法律第85号）第
14条第1項に規定する原生自然環境保全地域若しくは同法第25条第1項に
規定する特別地区又は森林法第30条若しくは第30条の2の規定により告
示された保安林予定森林の区域、同法第41条の規定により指定された保
安施設地区若しくは同法第44条において準用する同法第30条の規定によ
り告示された保安施設地区に予定された地区

有り
（市街化区域なし）

本市においては、市街化調整区域、農振農用地等、保安林等が該当しています。なお、農振農用
地等、保安林等については、市街化区域には存在していません。

③原則として居住誘導区域に含まない区域
原則として居住誘導区域に含まない区域（都市計画運用指針）

内　　容
各拠点該当

中心 赤羽根 福江
ア 土砂災害特別警戒区域 有り 無し 有り
イ 津波災害特別警戒区域 無し 無し 無し

ウ 災害危険区域（法で居住誘導区域に含まないこととされている区域を
除く） 有り 無し 無し

エ 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第3条第1項に規定する地
すべり防止区域 無し 無し 無し

オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）
第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 有り 無し 有り

中心拠点（田原市街地）には、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域が
指定されており、福江拠点（福江市街地）には、土砂災害特別警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域が
指定されています。赤羽根拠点（赤羽根市街地）には、いずれの区域も指定されていません。
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④適当でないと判断される場合は原則として居住誘導区域に含まない区域
適当でないと判断される場合は原則として居住誘導区域に含まない区域（都市計画運用指針）

内　　容
各拠点該当

中心 赤羽根 福江

ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第
6条第1項に規定する土砂災害警戒区域 有り 無し 有り

イ 津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項に規定する津波災害警
戒区域 有り 無し 有り

ウ 水防法第14条第1項に規定する浸水想定区域 無し 無し 無し

エ 特定都市河川浸水被害対策法第32条第1項に規定する都市洪水想定区
域及び同条第2項に規定する都市浸水想定区域 無し 無し 無し

オ

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第
4条第1項に規定する基礎調査、津波防災地域づくりに関する法律第8
条第1項に規定する津波浸水想定における浸水の区域及びその他の調
査結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域

有り 有り 有り

中心拠点（田原市街地）と福江拠点（福江市街地）には、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域、
オの区域として、急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流、津波浸水想定区域が指定されています。
赤羽根拠点（赤羽根市街地）には、オの区域として、急傾斜地崩壊危険箇所が指定されています。
本市としては、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流の該当区域を居住誘
導区域として適当でないと判断し、区域から除外することとします。
津波災害警戒区域と津波浸水想定区域については、浸水深等を拠点毎に細かく確認したうえで、
居住誘導区域に含めるかどうか判断することとします。
※令和元年7月30日に指定された津波災害警戒区域（基準水位）は、津波浸水想定区域と範囲が
同じであること及び拠点内の浸水深の想定の差が10㎝以下であることから、本計画では、津波浸
水想定区域の浸水分布図により居住誘導区域に含めるかどうか判断することとします。

⑤居住誘導区域に含めることについて慎重に判断する区域
居住誘導区域に含めることについて慎重に判断する区域（都市計画運用指針）

内　　容
各拠点該当

中心 赤羽根 福江

ア
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち工業専用地域、
同項第13号に規定する流通業務地区等、法令により住宅の建築が制限
されている区域

有り 無し 無し

イ
都市計画法第8条第1項第2号に規定する特別用途地区、同法第12条の
4第1項第1号に規定する地区計画等のうち、条例により住宅の建築が
制限されている区域

無し 無し 無し

ウ
過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在
している区域であって、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の
誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域

無し 無し 無し

エ
工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進
展している区域であって、引き続き居住の誘導を図るべきではないと
市町村が判断する区域

無し 無し 無し

中心拠点（田原市街地）には、用途地域のうちの工業専用地域が指定されています。
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（2）田原市における居住誘導区域設定の考え方
「（1）基本的な区域設定の考え方」を踏まえ、本市における居住誘導区域設定の考え方を以下に示
します。

①居住誘導区域に含める区域
ア）日常生活に必要な都市機能が立地する区域
歩いて日常生活に必要な都市機能（行政施設、商業施設、医療施設）に行くことのできる利
便性の高い区域を居住誘導区域に設定します。
設定する区域については、それぞれの都市機能から半径500ｍ圏域（都市構造の評価に関す
るハンドブックによる高齢者の一般的な徒歩圏）に入るすべての区域とします。
この区域に人口誘導することにより、現在立地する都市機能の存続を図ります。
▪日常生活に必要な都市機能
　行政施設：市役所、支所、市民センター
　商業施設：コンビニエンスストア、スーパーマーケット
　医療施設：病院、診療所

イ）中心市街地の区域
平成28年4月に策定した田原市中心市街地活性化基本計画においては、『‥花・緑・歴史的景
観など「田原らしさ」を感じられ歩いて楽しい活気あるまち‥』を将来像として、中心市街地
の核となる商業施設の整備や、まちなかへの回遊促進に取り組み、賑わいの創出を図るととも
に、まちなか居住を推進していくこととしています。
よって、同計画で設定されている中心市街地の区域（約88ha）は、立地適正化計画の居住
誘導区域で必要とされる機能と大いに類似していることから、居住誘導区域に含める区域とし
ます。

ウ）良好な居住環境が形成されている区域
土地区画整理事業が施行され、ライフラインが整い良好な居住環境が形成されている区域（施
行中を含む）を居住誘導区域に設定します。

エ）公共交通の利便性が高い区域
バスについては、バス停から半径500ｍ圏域（都市構造の評価に関するハンドブックによる
高齢者の一般的な徒歩圏）を居住誘導区域に設定します。
鉄道については、改定版田原市都市計画マスタープランの「田原市の都市づくりの方向」の
5つのうち1つに「鉄道駅周辺の土地利用」を示しており、都市間移動において片道1時間に4
本で市内の公共交通の中で最も利便性の高い鉄道駅周辺への居住を促進していく方針としてい
ることから、バスより広い鉄道駅から半径1㎞圏域を居住誘導区域に設定します。
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②居住誘導区域に含まない区域（除外区域）
都市再生特別措置法第81条第14項、同法施行令第24条にて、居住誘導区域に定めないもの
とするとされている市街化調整区域、農振農用地等、保安林等については、前提として居住誘
導区域から除外するものとします。

ア）災害が発生する危険性の高い区域
各拠点において、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害
警戒区域、急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流が指定されている区域

イ）工業専用地域（用途地域）
中心拠点（田原市街地）に一部工業専用地域が指定

③居住誘導区域に含めるかどうか慎重に判断すべき区域
津波浸水想定区域
津波浸水想定区域については、浸水深等を拠点毎に細かく確認したうえで、居住誘導区域に
含めるかどうか判断することとします。

居住誘導区域設定条件のまとめ
①含める区域
ア）日常生活に必要な都市機能が立地する区域（それぞれの都市機能から半径500ｍ圏域）
イ）中心市街地の区域
ウ）良好な居住環境が形成されている区域（土地区画整理事業区域）
エ）公共交通の利便性が高い区域（鉄道駅から半径1㎞圏域、バス停から半径500ｍ圏域）

②含まない区域（除外区域）
⃝市街化調整区域、農振農用地等、保安林等
ア）災害が発生する危険性の高い区域
イ）工業専用地域（用途地域）

③含めるかどうか慎重に判断すべき区域
津波浸水想定区域　⇒　各拠点の浸水深等により判断
　　
※区域については、最終的に地形地物（道路等）にて整理
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第2章　居住誘導区域の設定
1　中心拠点（田原市街地）

①居住誘導区域に含める区域
ア）日常生活に必要な都市機能が立地する区域

▪行政施設（市役所）から半径500ｍ圏域

▪商業施設（コンビニエンスストア）から半径500ｍ圏域
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▪商業施設（スーパーマーケット）から半径500ｍ圏域

▪医療施設から半径500ｍ圏域
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イ）中心市街地の区域（約88ha）
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ウ）良好な居住環境が形成されている区域
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エ）公共交通の利便性が高い区域

▪鉄道駅から半径1㎞圏域
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▪バス停から半径500ｍ圏域
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②居住誘導区域に含まない区域（除外区域）
ア）災害が発生する危険性の高い区域

　※平成29年8月1日現在
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イ）工業専用地域（用途地域）
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③居住誘導区域に含めるかどうか慎重に判断すべき区域
津波浸水想定区域
中心拠点（田原市街地）では、汐川沿いが津波浸水想定区域となっています。
区域内の浸水深は、0.01ｍ以上0.5ｍ未満の区域が多く、それ以外の区域が0.5ｍ以上1.0ｍ未
満となっていますが、田原ショッピングセンターパオ周辺のわずかな箇所で1.0ｍ以上2.0ｍ未満
の浸水深となっています。
中心拠点の津波浸水想定区域については、区域内のほとんどの浸水深が1.0ｍ未満であること、
外海でなく内海に面しているため津波の到達まである程度時間（愛知県想定80分～100分）があり、
海抜の高いところまで避難することが可能であることから、「居住誘導区域に含める区域」とし
ます。

▪減災対策
・（県）城下田原線について、最終的に防災面に配慮した道路になるよう検討します。【愛知県】
・海岸堤防の耐震化や老朽化対策等の整備、河川堤防のかさ上げ等の整備を図ります。【愛知県】
・住民等と事前復興計画の策定を検討します。
・各地区単位の地震・津波避難マップを配布します。
・各地区等において避難訓練を実施します。
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④中心拠点における居住誘導区域の範囲（対象区域）
‥中心拠点（田原市街地）の居住誘導区域を以下のとおり設定します。

※地形地物（道路等）等にて整理
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2　赤羽根拠点（地域拠点）

①居住誘導区域に含める区域
ア）日常生活に必要な都市機能が立地する区域

▪行政施設（市民センター）から半径500ｍ圏域

▪商業施設（コンビニエンスストア）から半径500ｍ圏域
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▪商業施設（スーパーマーケット）から半径500ｍ圏域

▪医療施設から半径500ｍ圏域
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イ）中心市街地の区域
　　該当なし

ウ）良好な居住環境が形成されている区域

▪土地区画整理事業区域
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エ）公共交通の利便性が高い区域

▪バス停から半径500ｍ圏域
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②居住誘導区域に含まない区域（除外区域）
ア）災害が発生する危険性の高い区域

※平成29年8月1日現在

イ）工業専用地域（用途地域）
　　該当なし

③居住誘導区域に含めるかどうか慎重に判断すべき区域
　津波浸水想定区域
　　該当なし
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④赤羽根拠点における居住誘導区域の範囲（対象区域）
赤羽根拠点の居住誘導区域を以下のとおり設定します。
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3　福江拠点（地域拠点）

①居住誘導区域に含める区域
ア）日常生活に必要な都市機能が立地する区域

▪行政施設（支所）から半径500ｍ圏域

▪商業施設（コンビニエンスストア）から半径500ｍ圏域
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▪商業施設（スーパーマーケット）から半径500ｍ圏域

▪医療施設周辺から半径500ｍ圏域
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イ）中心市街地の区域
　　該当なし

ウ）良好な居住環境が形成されている区域

▪土地区画整理事業区域
　　該当なし

エ）公共交通の利便性が高い区域

▪バス停から半径500ｍ圏域
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②居住誘導区域に含まない区域（除外区域）
ア）災害が発生する危険性の高い区域

　※平成29年8月1日現在

イ）工業専用地域（用途地域）
　　該当なし
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③居住誘導区域に含めるかどうか慎重に判断すべき区域
津波浸水想定区域
福江拠点（福江市街地）では、市街地沿岸部及び免々田川沿いが津波浸水想定区域となってい
ます。
区域内の浸水深は、0.5ｍ以上1.0ｍ未満の区域が多く、その他のほとんどが0.01ｍ以上0.5ｍ
未満となっており、江川沿いでのみ1.0ｍ以上2.0ｍ未満の浸水深となっています。
福江拠点の津波浸水想定区域については、ほとんどの浸水深が1.0ｍ未満であること、外海で
なく内海に面しているため津波の到達まである程度時間（愛知県想定40分～60分）があり、海
抜の高いところまで避難することが可能であることから、「居住誘導区域に含める区域」とします。

▪減災対策
・海岸堤防の耐震化や老朽化対策等の整備を図ります。【愛知県】
・住民等と事前復興計画の策定を検討します。
・各地区単位の地震・津波避難マップを作成・配布します。　
・各地区等において避難訓練を実施します。
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④福江拠点における居住誘導区域の範囲（対象区域）
福江拠点の居住誘導区域を以下のとおり設定します。

※地形地物（道路等）等にて整理
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