




「新たな価値を創り、選ばれるまち　寝屋川」
　　　　　　　　　　　　　　　を目指して

令和４年３月

寝屋川市長　広瀬　慶輔

　昨年、寝屋川市は市制施行70周年を迎えました。
　高度経済成長期における急激な人口増加を背景として発展を遂げた本市では、平成
９年４月にまちづくりの基本的な方針として「寝屋川市都市計画マスタープラン」を策定
しました。その後、平成24年３月に時代の変化に対応するため、「寝屋川市都市計画マ
スタープラン」を改定し、都市計画道路の整備や土地区画整理事業等、計画的なまち
づくりを展開してきました。
　近年においては、少子高齢化の進行、ゲリラ豪雨等の地球環境の変化、急速な情報
通信技術の発展、ＳＤＧｓの推進、新型コロナウイルス感染症がもたらした新しい生活
様式への転換等、本市を取り巻く状況は大きく変化しています。
　このような状況を踏まえるとともに、昨年３月に策定された「第六次寝屋川市総合計
画」において掲げるまちの将来像である「新たな価値を創り、選ばれるまち 寝屋川」の
実現に向け、今後のおおむね10年間のまちづくりの方向性を示すべく、「寝屋川市都市
計画マスタープラン」の改定を行いました。
　今回改定した「寝屋川市都市計画マスタープラン」においては、「２つの鉄道を軸とし
た魅力あふれるまち」「コンパクトで利便性の高いまち」「強靱で安全・安心なまち」の
３つのまちづくりの将来目標を掲げ、計画的なまちづくりを進めていくこととしています。
　今後、これらの将来目標の実現に向け、まちづくりの担い手としての役割が拡大しつ
つある市民の皆様、事業者の皆様との連携を強化し、協働によるまちづくりを推進してま
いりますので、より一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。
　最後に、「寝屋川市都市計画マスタープラン」の改定に当たりまして、貴重な御意見
をいただきました市民の皆様、多大な御尽力をいただきました都市計画審議会委員の皆
様に心から感謝申し上げます。
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　都市再生特別措置法第8１条に基づく立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等
の様々な都市機能※の誘導によるコンパクトなまちづくりを目的とした、都市全体を見渡した計画とし
て位置付けられるものであり、都市計画マスタープランの一部とみなされます。

立地適正化計画とは

東部大阪都市計画区域マスタープラン（大阪府策定）

寝屋川市
都市計画マスタープラン

寝屋川市立地適正化計画

都市計画の決定・変更
用途地域、地区計画※、
土地区画整理事業※等

寝屋川市総合計画

寝屋川市
地域公共交通網形成計画

寝屋川市
公共施設等総合管理計画

寝屋川市
みどりの基本計画

寝屋川市
国土強靱化地域計画

その他関連計画

即する即する

即する

整合

市民と行政の共通認識

マスタープランを公表する
ことにより、市民と行政が
共通の認識を持ちながら
まちづくりが行えます。

都市空間形成の方針

マスタープランは、
寝屋川市総合計画が示す
まちの将来像の実現に向けた
長期的な都市空間形成の
方針となります。

都市計画の指針

マスタープランは、
個別の都市計画の決定・
変更を行う際の
指針となります。

 １ 都市計画マスタープランとは

　寝屋川市都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の２の規定に基づく「市町村の都市計画に
関する基本的な方針」であり、上位計画である寝屋川市総合計画等に即して、まちづくりに関する目
標や方向性を示すものです。
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　都市再生特別措置法第8１条に基づく立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等
の様々な都市機能※の誘導によるコンパクトなまちづくりを目的とした、都市全体を見渡した計画とし
て位置付けられるものであり、都市計画マスタープランの一部とみなされます。

立地適正化計画とは

東部大阪都市計画区域マスタープラン（大阪府策定）

寝屋川市
都市計画マスタープラン

寝屋川市立地適正化計画

都市計画の決定・変更
用途地域、地区計画※、
土地区画整理事業※等

寝屋川市総合計画

寝屋川市
地域公共交通網形成計画

寝屋川市
公共施設等総合管理計画

寝屋川市
みどりの基本計画

寝屋川市
国土強靱化地域計画

その他関連計画

即する即する

即する

整合

市民と行政の共通認識

マスタープランを公表する
ことにより、市民と行政が
共通の認識を持ちながら
まちづくりが行えます。

都市空間形成の方針

マスタープランは、
寝屋川市総合計画が示す
まちの将来像の実現に向けた
長期的な都市空間形成の
方針となります。

都市計画の指針

マスタープランは、
個別の都市計画の決定・
変更を行う際の
指針となります。

また、マスタープランは、次のような役割を担うものです。
● 市民と行政の共通認識
● 都市空間形成の方針
● 都市計画の指針

 2 都市計画マスタープラン改定の背景

　本市においては、平成９年４月にマスタープランを策定後、平成24年３月に改定を行い、まちづく
りの目標の実現に向け、道路等の都市施設の計画的な整備の他、土地区画整理事業等によるまちづく
りが行われ、新たな都市空間の形成が進みました。
　平成30年４月には、本市において立地適正化計画を策定し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワー
クの形成」の考え方を基本に、居住機能や医療・福祉・商業等、都市の生活を支える機能の誘導によ
るコンパクトなまちづくりと地域交通の再編との連携によるまちづくりが進められています。
　また、近年においては、少子高齢化の進行、ゲリラ豪雨等の地球環境の変化、急速な情報通信技術
の発展、ＳＤＧｓ※の推進、新型コロナウイルスがもたらす新しい生活様式への転換等、社会情勢が
大きく変化しています。
　こうした、まちづくりの背景や現状を踏まえるとともに、令和３年３月に策定された第六次寝屋川
市総合計画に基づき、まちの将来像である「新たな価値を創り、選ばれるまち 寝屋川」の実現に向け、
今後のまちづくりの方向性を示すため、マスタープランの改定を行うものです。



序 章 都市計画マスタープランについて

4

 ３ 都市計画マスタープラン改定のプロセス

　マスタープランは、市民の皆様から幅広く御意見を頂くために、アンケート調査、地域団体等への
説明を行うとともに、パブリック・コメントや公聴会を実施し、今後のまちづくりの方向性等にその
内容を反映しています。
　また、道路、公園、産業、防災等、市の関係各課へのヒアリングや関係部局で構成する「都市計画
マスタープラン改定委員会」等で検討を重ね、都市計画審議会での審議を経て、令和４（2022）年３
月に改定しました。

 ４ 基本事項

（１）対象区域
　マスタープランは、都市計画区域である本市全域を対象とします。
　また、地域別構想を定めるにあたり、本市を構成する様々な要素の中で地域が有する特性や生
活圏等、いくつかのまとまりをもって地域を捉え、本市を６つの地域に区分します。

（２）計画期間
　マスタープランは、20年から30年後の将来都市像を展望しつつ、概ね10年後までのまちづくり
の方針を示すものです。
　このことから、目標年次を令和13（2031）年度とし、計画期間を令和４（2022）年度から令和
13（2031）年度までの10年間とします。
　なお、計画期間内においても、社会情勢の変化、総合計画等の上位関連計画の見直し等に対応
していくため、必要に応じて見直しを行います。

　
（３）将来人口

本市の将来人口　約22万人（令和13（2031）年度）

　第六次寝屋川市総合計画においては、「訴求力のある施策」の実行により、「人口の減少と少子
高齢化の進行に積極果敢に立ち向かい、定住を促進するとともに、子育て世代を寝屋川市に誘引
し、人口の年齢構成のリバランス※を図る」こととされています。
　そうした点を踏まえ、マスタープランにおける目標年次の令和13（2031）年度の将来人口を、「寝
屋川市人口ビジョン」（平成28年２月）による推計から、約22万人と想定します。
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図表　寝屋川市の将来推計人口

資料：�寝屋川市人口ビジョン、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25（2013）
年３月推計）」、「日本の地域別将来推計人口（平成30(2018)年推計）」

※１：国立社会保障・人口問題研究所
※２：令和13年度は令和12年度と令和17年度の推計値から比例配分して算定
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 ５ 都市計画マスタープランの構成

　マスタープランは、大きく分けて、以下のとおり構成されています。

序章　都市計画マスタープランについて
１　都市計画マスタープランとは

マスタープランの基本的な内容を示
しています。

２　都市計画マスタープラン改定の背景
３　都市計画マスタープラン改定のプロセス
４　基本事項
５　都市計画マスタープランの構成

第１章　現況と課題 
１　寝屋川市の現況 市の現況と課題を示しています。そ

の他、ＳＤＧｓ達成への貢献及び市
民アンケート調査に基づく市民意向
を示しています。

２　まちづくりに関連する主な課題
３　ＳＤＧｓ達成への貢献
４　市民アンケート調査に基づく市民意向 

第２章　全体構想
１　まちづくりの将来目標

市が目指すまちづくりの将来目標及
び将来都市構造を示しています。（１）まちづくりの将来目標

（２）将来都市構造
２　まちづくりの将来目標に向けた分野別方針

まちづくりの将来目標に向け、まち
づくりに関連する分野についての方
針を示しています。

（１）土地利用　 （５）その他都市施設整備等
（２）市街地整備等 （６）安全・安心まちづくり
（３）住宅・住環境 （７） 環境まちづくり・

　　　景観まちづくり等（４）道路・交通体系整備

第３章　地域別構想 
１　地域別構想の考え方 

各地域の状況等を把握し、地域単位
でのまちづくりの方針等を示してい
ます。 

２　地域別構想
（１）北西部地域 （４）中央部地域
（２）北東部地域 （５）東部地域
（３）西部地域 （６）南部地域

第４章　将来目標の実現に向けて 
１　協働によるまちづくりの推進 

将来目標の実現に向けたまちづくり
への取組方等を示しています。 ２　新型コロナ危機を契機としたまちづくりについて 

３　マスタープランの進捗管理と見直しについて
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 1 寝屋川市の現況

（１）位置・地勢と歴史的変遷
ア 位置
　寝屋川市は、大阪府の北東部、淀川左岸
に位置し、大阪市域の中心から15キロメー
トル、京都市域の中心から35キロメートル
の距離にあります。南北は7.22キロメート
ル、東西は6.89キロメートルに広がり、面
積は24.70平方キロメートルです。 
　寝屋川市の東部は交野市、西部は淀川を
境にして高槻市、摂津市に接し、南部は守
口市と門真市、大東市、四條畷市、北部は
枚方市に隣接し、北河内地域の中心部に位
置しています。 

イ 地勢
　寝屋川市の地勢は、東部丘陵地帯と西部
平坦地帯の二つに大きく分けることができ
ます。東部丘陵地帯は生駒山系の一部で、
海抜は約50メートル、西部平坦部はおもに
沖積層からなる海抜２～３メートルの平地
で北河内の低湿地帯とよばれています。

ウ 歴史的変遷
　市域の丘陵部は旧石器時代の遺跡が点在し、縄文時
代から弥生時代にかけて市域南部に広がっていた河内
湾は、人々に豊かな食料を供給するとともに、いろい
ろな文化や技術が伝わるルートにもなっていました。 
　寝屋川市の北西を流れる淀川は、古くから人や物の移
動の大動脈として重要でした。しかし、その一方で古
代から明治にいたるまで度々氾濫し、人々を苦しめま
した。その名残として、日本最初の河川堤といわれる「茨
田堤（まむたのつつみ・まんだのつつみ）」碑＝写真＝
が、太間町の淀川堤防沿いにあります。 
　明治22年に町村制が施行され、市域に茨田郡九個荘
村・友呂岐村、讃良郡豊野村・寝屋川村、交野郡水本村
が誕生しました。明治29年に、各郡は北河内郡になり、
昭和18年４月には九個荘町・友呂岐村・豊野村・寝屋川村が合併して寝屋川町になりました。昭
和26年に市制が施行されて寝屋川市が誕生し、昭和36年には水本村と合併、続いて昭和41年に一
部が大東市に編入されて、現在の市域になりました。 

寝屋川市航空写真�

「茨田堤」碑�

資料：�国土地理院地図（東部2008年、西部2013年撮影）
　　　https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do# １�
　　　を基に加工�
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　高度経済成長期には大阪の衛星都市として急激な人口増加を見せる等、大きく発展し、大量の
団地やマンション等の住宅施設が整備されました。その結果、昭和50年には人口約25万人もの住
宅都市となりました。市制施行50周年を迎えた平成13年に特例市となり、平成31年には中核市へ
と移行しました。 

（２）人口・世帯数
　寝屋川市の人口推移について、年少人口（15歳未満）は昭和50（1975）年以降減少傾向が続く
一方、高齢者人口（65歳以上）は昭和25（1950）年以降一貫して増え続けています。 
　人口全体及び生産年齢人口においては、平成７（1995）年以降減少傾向が続いています。 

図表　寝屋川市の人口推移�

資料：国勢調査、市ＨＰ（「平成17年国勢調査結果」）より�

（人）

300,000

250,000

150,000

100,000

50,000

０ 34,492 38,668�
50,188

113,576

206,961

254,311 255,859 258,228 256,524 258,443
250,806

241,816 238,204 237,518
229,745

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
65歳以上 1,563 1,971 2,533 4,059 6,776 9,500 12,612 15,383 18,453 23,877 31,686 41,908 55,011 68,072 73,669

15〜64歳 21,295 24,523 33,975 82,799 146,056 170,928 171,885 181,540 190,926 194,273 182,091 165,924 149,989 143,006 133,265

０〜14歳 11,632 12,174 13,680 26,718 54,129 73,714 71,129 60,977 46,133 39,203 36,376 33,874 30,181 25,901 22,811

年齢不詳 ２ ０ ０ ０ ０ 169 233 328 1,012 1,090 653 110 3,023 539 ０

総数 34,492 38,668 50,188 113,576 206,961 254,311 255,859 258,228 256,524 258,443 250,806 241,816 238,204 237,518 229,745
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（３）土地利用
ア 土地利用の状況
　市内の土地利用状況は、令和２（2020）年度に実施された都市計画基礎調査※（土地利用現況
調査）によると、ＪＲ学研都市線沿線や第二京阪道路沿道は、一部工場地帯や集落地が存在する
ものの、田畑が広がり大規模な公園緑地が配置される等、ゆとりある土地利用が行われています。
　京阪本線沿線等のその他の地域については、住宅・商業・工業の立地が進み、市街化の成熟が
進んでいます。 

図　土地利用の状況�

令和２年４月時点�
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イ 用途地域の指定状況
　駅周辺の商業地域や国道沿いの準工業地域等を除き、概ね住居系の用途地域が指定されていま
す。
　国道170号東側は第１種低層住居専用地域や第１種中高層住居専用地域に、西側は第２種中高
層住居専用地域や第１種住居地域に指定されているエリアが多くなっています。 
　主要地方道京都守口線以西には準工業地域が広く指定されています。 

図　用途地域の指定状況�

令和３年５月時点�
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（４） 災害リスクの状況
ア 淀川氾濫時の状況
　淀川沿川において想定した大雨（淀川（枚方地点360mm/24 時間　宇治地点356mm/９時間）、
木津川（加茂地点358mm/12時間）、桂川（羽束師地点341mm/12時間））により、淀川が氾濫し
た場合に予測される浸水範囲と浸水深は、主に京阪本線以西の多くのエリアにおいて、３ｍ以上
５ｍ未満と想定されています。 
　なお、上記条件による淀川氾濫後の浸水継続時間については、それらのエリアにおいて、１日
～３日未満と想定されています 

図　洪水ハザード（淀川）

図　浸水継続時間

資料：市ハザードマップ（令和４年３月）より�
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イ 寝屋川導水路等（南前川、たち川、打上川、讃良川、岡部川、清滝川、江蝉川）氾濫時の状況
　寝屋川京橋地点上流域最大雨量138.1mm/時間、総雨量683mm/24時間を想定した大雨により、
寝屋川導水路等（南前川、たち川、打上川、讃良川、岡部川、清滝川、江蝉川）が氾濫した場合
に予測される浸水範囲と浸水深は、主に京阪本線以東の多くのエリアにおいて、0.5ｍ以上３ｍ
未満と想定されています。

図　洪水ハザード（寝屋川導水路等）�

資料：市ハザードマップ（令和４年３月）より�
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ウ 寝屋川・古川氾濫時の状況
　寝屋川京橋地点上流域最大雨量138.1mm/時間、総雨量683mm/24時間を想定した大雨により、
寝屋川・古川が氾濫した場合に予測される浸水範囲と浸水深は、主に寝屋川市駅以南の多くのエ
リアにおいて、0.5ｍ以上３ｍ未満と想定されています。 

資料：市ハザードマップ（令和４年３月）より�

図　洪水ハザード（寝屋川・古川）�
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エ 内水氾濫時の状況
　最大時間雨量143mm/時間、総降雨量162mm/24時間（既往最大降雨※）の想定結果により、浸
水範囲と浸水深は以下のように市内に点在しており、それらのエリアにおいて10cm～２ｍと想
定されています。 

資料：市ハザードマップ（平成31年３月）より�

資料：市ハザードマップ（平成31年３月）より�

図　内水ハザード�
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オ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
　京阪本線以東のエリアにおいて、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域が点在しており、
住宅への区域指定も見受けられます。 

図　土砂災害ハザード�

資料：土砂災害防止法の指定区域（大阪府）（令和元年12月）より�
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（５） 交通体系
　市域中央を京阪本線（香里園駅、寝屋川市駅、萱島駅）が縦断しており、東部はＪＲ学研都市
線（寝屋川公園駅）が縦断しています。また、市外にある星田駅（交野市）、忍ケ丘駅（四條畷市）、
四条畷駅（大東市）も市内から利用が可能です。 
　路線バスは、主に香里園駅や寝屋川市駅を拠点として運行されています。 

図　公共交通網の状況�

令和３年４月時点�
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 ２ まちづくりに関連する主な課題

　第六次寝屋川市総合計画に掲げられているまちの将来像 ｢新たな価値を創り、選ばれるまち 寝屋
川」を実現するため、まちづくりに関連する主な課題を、以下のとおりまとめました。 

（１）地域の強みやポテンシャルを活かしたまちづくり
○ 京阪本線沿線は、高度経済成長期における急激な人口増加に対応するため、住宅開発が進めら
れ、商業施設等が集積する高度な都市機能を構築してきました。今後は、このエリアにおける
家屋等の老朽化に対する適正管理を促し、空き家の増加等に適切に対応していくとともに、密
集住宅地区※の整備等を着実に進めていく必要があります。
○ ＪＲ学研都市線沿線は、広大かつ自然に囲まれた寝屋川公園があり、第二京阪道路の開通や大
規模商業施設の出店により、都市機能が格段に向上する等、高いポテンシャルを秘めたエリア
であり、これらを活かしたまちづくりが求められています。
○ このような本市特有の都市構造を踏まえ、京阪本線沿線とＪＲ学研都市線沿線を軸とした各地
域の強みを活かした戦略的なまちづくりを進め、子育て世代の誘引による人口の年齢構成のリ
バランスを図るとともに、市民や企業にとって魅力的で利便性の高い市街地の形成を進めてい
く必要があります。

（２）コンパクトシティの形成
○ 少子高齢化の進行による人口の減少を念頭に、拠点の形成と拠点間を結ぶ都市基盤及び交通
ネットワークの充実による、コンパクトなまちづくりを推進していくことが求められています。

（３）地域の発展を支える都市機能の集積等
○ 国道１号（寝屋川バイパス）、第二京阪道路、国道170号、国道163号等の国の主要な幹線道路
網が存在し、交通利便性が優れています。また、それら幹線道路の沿道には、沿道サービス施
設や企業、工場等の立地が進んでいます。農地等の自然環境との共生や景観等への配慮を図り
つつ、都市機能の集積を一層進めることで、地域経済の活性化を図り、雇用の創出や便利で暮
らしやすいまちづくりを推進していくことが求められています。
○ 幹線道路沿道において事業所や工場等が立地し、その背後地には住宅地や農地等が混在した土
地利用が一部の地域でみられます。このため、良好な生活環境の確保をはじめ、事業所や工場
等の操業環境や、営農環境にも配慮する等、様々な用途が共存できるまちづくりが求められて
います。

（４）公共施設の集約・再編
○ 少子高齢化の進行による社会保障費の増大や生産年齢人口の減少による税収の減少が懸念され
ています。そうした状況下において、老朽化が進む公共施設の適切な管理が求められています。
加えて、急速な情報通信技術の発展を踏まえ、ＩＣＴ※やＡＩ※を活用したオンラインサービス
やＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）※の進展による行政手続のデジタル化等、行
政サービスの高度化に向けた検討を進めていく必要があります。
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（５）交通利便性の維持・向上
○ 第二京阪道路の開通（平成22年３月）に伴い、渋滞状況の改善がみられたものの、依然として
交通渋滞の緩和が課題となっていることから、都市計画道路の整備推進等、更なる利便性の向
上が求められています。
○ 鉄道駅やバス停からの徒歩圏が市域をほぼカバーしているものの、一部、交通不便地域がみら
れます。また、少子高齢化等に伴う人口減少により、公共交通の利用者は減少を続けており、
今後、更なる利用者の減少が進行すると、公共交通ネットワークの縮小や運行本数の減少等、
サービス水準の低下が懸念されます。このため、持続可能な公共交通サービスの形成や交通弱
者※の移動手段の確保が求められています。

（６）インフラ施設の強靱化等による防災力の強化
○ 近い将来には、南海トラフ巨大地震等の大規模地震の発生が予測されていることから、インフ
ラ施設※の強靱化や建築物の耐震化等、災害に強いまちづくりを推進していく必要があります。
○ 近年の豪雨災害をはじめとした大規模な自然災害においては、甚大な被害が想定されることか
ら、減災※という視点で災害による被害の軽減に努めることも重要になります。
○ 災害時において早急な対応を図るため、緊急車両や物資運搬車両の円滑な通行の確保が求めら
れています。
○ 災害への対応力を高めるため、災害時における避難場所や延焼防止としての機能、及び雨水を
地中へ保水・浸透させる機能を果たすグリーンインフラ※の活用が求められています。
○ インフラ施設や建築物等のハード面※と、市民や民間事業者による取組を含むソフト面※の双方
の対策による本市全域の防災力の強化が求められています。

（７）豊かな自然環境及び歴史的・文化的資源の保全・活用
○ 淀川、寝屋川、寝屋川公園、深北緑地等の広大な公園・緑地が身近に存在する等、水とみどり
に恵まれた環境にあります。こうした自然の恵みを次世代へ確実に引き継ぐため、自然環境と
共生するまちづくりを推進する必要があります。
○ 脱炭素社会※に向けて、温室効果ガスの吸収源となるみどりを増やすため、都市部や沿道部の
緑化推進や農地の適正な保全が求められています。
○ 国指定文化財として石宝殿古墳、高宮廃寺跡が指定されている等、市内には数々の歴史的・文
化的資源が存在します。これらの保全・活用を図り、市民の郷土愛の醸成や地域の活性化を図
ることが必要です。

（８）新型コロナ危機を契機としたまちづくりの検討
○ 新型コロナウイルス感染症（COVID－19）をきっかけに、人々の働き方等について改めて問
い直すことが求められており、テレワークの導入や公園の価値の再評価が進む等、人々のライ
フスタイルや価値観を大きく変える事態となっています。今後においては、こうした新型コロ
ナ危機を契機としたまちづくりの検討も必要となります。 
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 ３ ＳＤＧｓ達成への貢献

　平成27（2015）年９月に国連で採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、令和12（2030）
年を目標年次として、世界全体で社会が抱える問題を解決し、明るい未来を生み出すための17のゴー
ル（目標）と169のターゲット（達成基準）によって構成されています。 
　国においても、国家戦略としてＳＤＧｓ推進本部を設置し、平成28（2016）年にＳＤＧｓ実施指針を
決定の上、持続可能なまちづくりや地域活性化を目指す「地方創生ＳＤＧｓ」が進められています。 
　ＳＤＧｓの推進は、マスタープランと同じ方向を示すものであることから、マスタープランで示す
様々な施策・事業の推進を通じて、ＳＤＧｓの達成に幅広く貢献していきます。 

〈世界を変えるための17の目標 〉
①「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」
②「飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」
③「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する｣
④「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する」
⑤「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」
⑥「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」
⑦「すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する」 
⑧「包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用
（ディーセント・ワーク）を促進する」
⑨「強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」 
⑩「各国内及び各国間の不平等を是正する」
⑪「包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する」
⑫「持続可能な生産消費形態を確保する」
⑬「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」
⑭「持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」
⑮「陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、 ならびに土地
の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する」
⑯「持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆ
るレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する」 
⑰「持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する」

出典：国際連合広報センターＨＰ
　　　ＳＤＧｓ�ロゴ��
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 ４ 市民アンケート調査に基づく市民意向

　マスタープランに市民の皆様の御意見を反映させるため、以下のとおり市民アンケート調査を実施
しました。

（１）調査概要
調 査 対 象： 令和２年７月１日現在寝屋川市に居住する18歳以上の市民を母集団とし、住民基

本台帳を基に年齢階層別の構成比により対象者2,000人を無作為抽出 
回 答 期 間：令和２年９月８日（火）～令和２年９月30日（水） 
有効配布数：1,989件（11件は宛名不明等により市へ返送） 
回 収 数：有効回答数967件（回収率48.6％） 

（２）市民意向
　アンケート調査では1,000人近くの方から御協力を頂きました。その中で、まちづくりの課題
に関する内容について以下のように回答を頂きました。 
※以下に掲載している内容は市民アンケート調査から抜粋したものとなります。

Q あなたの最寄り駅周辺の満足している施設を３つまで教えてください。 

A ・「日用品が買える店」が57.0％（回答者総数967人のうち551人）で最も高く、次いで「金融機関」
の43.3％（同419人）、「市役所窓口」の35.2％（同340人）と続きます。

・無回答は23.5％（同227人）でした。
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Q あなたの最寄り駅周辺のより充実してほしい施設を３つまで教えてください。

A ・「飲食店」が30.9％（回答者総数967人のうち299人）で最も高く、次いで「公園・広場」の28.9％（同
279人）、「医療・福祉施設」の28.0％（同271人）と続きます。

・無回答者は20.1％（同194人）でした。
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Q お住まいの地域の状況や土地利用など、まちづくりに関する現状について課題や問題点と思われる
ものを３つまでお選びください。 

A ・「交通渋滞や道路の未整備」が24.5％（回答者総数967人のうち237人）で最も高い比率でした。
次いで「災害時の安全性」の24.1％（同233人）とこの２つが20％を超えていました。

・以下、「空き家の増加」16.8％（同162人）、「公共施設の配置や老朽化」15.3%（同148人）、「公
共交通の不便」15.0％（同145人）と続きます。

・「その他」が10.0％（同97人）、無回答者は12.5％（同121人）でした。 



ୈ̍章 ͱ՝گݱ

24

Q あなたが自身の居住環境の中で重要と考える点や、新たに居住地を選ぶ際に重視したい点につい
て、３つまで教えてください。 

A ・「買い物や飲食などの生活利便性」が64.0％（回答者総数967人のうち619人）で最も高く、次いで「治
安や防犯面での安全性」の37.5％（同363人）、「鉄道・バスなどの公共交通の利便性」の 36.1％（同
349人）、「医療・福祉施設の利便性」の 32.5％（314人）と続きます。 



ୈ̎章� �શମߏ
１　まちづくりの将来目標 ………………………………… 26
　　（１） まちづくりの将来目標
　　（２） 将来都市構造
２　まちづくりの将来目標に向けた分野別方針 ………… 31
　　（１） 土地利用に関する方針
　　（２） 市街地整備等の方針
　　（３） 住宅・住環境に関する方針
　　（４） 道路・交通体系整備の方針
　　（５） その他都市施設整備等の方針
　　（６） 安全・安心まちづくりの方針
　　（７） 環境まちづくり・景観まちづくり等の方針



ୈ̎章 શମߏ

26

 １ まちづくりの将来目標

（１）まちづくりの将来目標
　第六次寝屋川市総合計画に掲げられているまちの将来像 ｢新たな価値を創り、選ばれるまち 寝
屋川｣ の実現やまちづくりに関連する主な課題等を踏まえ、マスタープランにおけるまちづくり
の将来目標として、以下の３つの目標を定めました。

　 ２つの鉄道を軸とした魅力あふれるまち①

　【あるべき・目指すべき未来】
○ 京阪本線沿線エリアにおいては、幹線道路の拡幅、駅・
線路の高架化、密集住宅地区の整備に加え、空き家の
利活用等、まちのリノベーション※が進み、都市の成熟
度、洗練度が更に高まっています。 また、ＪＲ学研都市線沿線エリアにおいては、新たなまち
づくりが進むとともに、まちのランドマークとなる施設一体型小中一貫校※が設置され、２つ
の鉄道を軸とした魅力あふれるまちづくりが進んでいます。
○ 市民の利用頻度の高い行政サービスや手続を提供する業務の駅周辺への集約が進むとともに、
地域コミュニティの促進等、身近で利用できる施設が引き続き確保され、公共施設等の最適配
置が進展しています。
○ 国道１号（寝屋川バイパス）や第二京阪道路等の広域幹線道路や、他市間を結ぶ国道170号や
国道163号等が整備されている恵まれた交通環境により、沿道への都市機能導入が一層進んで
います。
○ 公共交通の更なる充実が進み、交通弱者をはじめ、誰もが移動しやすい快適なまちづくりが進
んでいます。
○ 淀川、寝屋川、寝屋川公園等の豊かな自然環境に加え、防災機能、交流・レクリエーション機能、
ヒートアイランド現象の緩和等、多面的な機能を有する農地、史跡等の歴史的・文化的資源と
いった貴重な地域資源を活かしたうるおいあるまちづくりが進んでいます。

　 コンパクトで利便性の高いまち②

　【あるべき・目指すべき未来】
○ 市内には京阪本線の寝屋川市駅、香里園駅及び萱島駅並びにＪＲ学研都市線の寝屋川公園駅の
計４駅が存在しています。また、市外ではあるものの、求心性の高い500ｍ圏域で考えると、
ＪＲ学研都市線の星田駅（交野市）も、その駅周辺エリアが本市域に含まれることになります。
これらの駅周辺において、都市機能が集積するとともに、これと連携した公共交通ネットワー
クが形成され、コンパクトで利便性の高いまちづくりが進んでいます。
○ バス等の公共交通の要所となる交通結節拠点や生活に必要な商業施設をはじめとした生活サー
ビス機能等の立地が進んでいる地域については、それぞれの特性に応じて都市機能が集積し、
暮らしやすいまちが形成されています。

【あるべき・目指すべき未来】
については、将来の目指すまち
の姿を具体的にイメージし、そ
の実現に向けて効果的に取り組
んでいくため、概ね10年後の未
来の姿を示しています。 
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　 強靱で安全・安心なまち③

　【あるべき・目指すべき未来】
○ 激甚化する災害の発生に備え、建物の不燃化・耐震化、道路の拡幅、雨水幹線等の治水施設の
整備等により、強靱で安全・安心なまちづくりが進んでいます。
○ 災害時における延焼遮断帯や避難場所等としての役割や、雨水を保水・浸透させる役割を果た
す田畑・公園・緑地等のグリーンインフラの活用が進んでいます。
〇 災害や避難の情報が様々な媒体の活用により、住民に伝達できる体制が整備される等、危機管
理体制の充実が図られています。また、災害時には消防団や地域住民が中心となって、被害を
最小限に抑える体制が整備される等、地域防災力の強化が図られています。
○ 警察をはじめとした関係機関・団体等との連携が強化され、地域が一体となった犯罪のないま
ちづくりの更なる推進により、治安の向上が図られています。

2つの鉄道を軸とした
魅力あふれるまち

コンパクトで
利便性の高いまち

  強靱で
　  安全・安心なまち

マスタ
ープランに

おけるまちづくりの将来目標
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（２）将来都市構造 
・ 市域全体の継続的な発展に向け、京阪本線沿線とＪＲ学研都市線沿線の２つの鉄道を軸とした
魅力あふれるまちづくりが進んでいます。
・ 都市核と生活拠点においては、広域連携軸や地域連携軸に加えて、公共交通ネットワークを用
いた有機的な連携が構築されることで、コンパクトで利便性の高いまちづくりが進んでいます。
・ 激甚化する災害の発生に備え、京阪本線駅周辺の密集市街地対策等、強靱で安全・安心なまち
づくりが進んでいます。

将来都市構造図�
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ア　ゾーン 【地域の強みやポテンシャルを活かした土地利用の方向性を示すまとまり】

（ア）リノベーションによる都市空間創出ゾーン（京阪本線を軸としたまちづくりゾーン） 
・ 京阪本線沿線については、幹線道路の拡幅や、駅・線路の高架化を推進するとともに、空き家
の利活用を図る等、まちのリノベーションを進めることで、都市の成熟度・洗練度を更に高め
ます。
 ・ 香里園駅、寝屋川市駅、萱島駅周辺の密集市街地については、建築物の不燃化及び主要生活道
路※の拡幅整備等を促進し、安全で住みよい魅力的な市街地の形成に努めます。
・ 幹線道路沿道を中心に形成される工場等の操業環境と住環境のバランスを図るとともに、淀川
沿いの地域については、淀川や淀川河川公園が有する水とみどりの自然環境とバランスのとれ
たうるおいある暮らしの場の形成に努めます。

（イ）新たな都市空間創出ゾーン（ＪＲ学研都市線を軸としたまちづくりゾーン） 
・ ＪＲ学研都市線沿線については、第二京阪道路、寝屋川公園という広大かつ優良な府営公園及
び生駒山系の山並みが迫るみどり豊かな環境等のポテンシャルを有効に活用し、市外からの新
住民を誘引するための新たな都市空間の創出に努めます。
・ 東部丘陵地に形成された良好な住宅地や貴重な自然から形成される地域については、地区計画
制度の活用等により、既に形成された良好な住環境の維持・向上を図る等、みどり豊かで快適
な暮らしの場の形成に努めます。

イ　拠点 【人・モノ・情報等の集積や交流による、魅力あふれる場所】

（ア）都市核 
・ 市内の４つの鉄道駅周辺を市の拠点となる「都市核」として位置付けます。居住・商業・医療・
業務・福祉・文化等の都市機能の集積に努める等、市民の生活や活動拠点としての形成を図り、
人々の交流を生み出し、まちの魅力を高めます。

（イ）新たな都市核となり得るエリア
・ 市外ではあるものの、求心性の高い500ｍ圏域で考えると、ＪＲ学研都市線の星田駅（交野市）も、
その駅周辺エリアが本市域に含まれることになります。当該エリアについては、交通アクセス
性が良く、人口及び都市機能を集積するポテンシャルの高いエリアであることから、本市の「新
たな都市核」としての拠点形成に向けた検討を行います。

（ウ）生活拠点（ポテンシャルの高いエリア）
・ 鉄道沿線で駅勢圏外のエリアにあるものの、一定の都市機能の集積がみられ、また、幹線道路
も通過する「緑町周辺地区」については、今後、大阪公立大学工業高等専門学校の令和８（2026）
年度以降の移転等が予定されています。このため、本地区を「生活拠点（ポテンシャルの高い
エリア）」として位置付け、多様な都市機能を集積し、併せて交通機関の結節機能強化に努め、
生活利便性の更なる向上を図るとともに、関係機関の動向等を踏まえ、魅力あふれる拠点の形
成に向けた検討を行います。 
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（エ）生活拠点
・ 交通結節拠点にある「仁和寺周辺地区」「寝屋川団地・三井団地周辺地区」を「生活拠点」とし
て位置付け、地域の特性に応じ、商業施設、医療施設等の都市機能を集積し、併せて交通機関
の結節機能強化に努め、生活利便性の更なる向上を図ります。

（オ）広域交流拠点
・ 広域幹線道路の結節点である第二京阪道路と国道170号の交差部周辺を「広域交流拠点」として
位置付け、交通利便性を活かし、周辺都市間との交流促進等を図ります。

（カ）みどりの拠点
・ 淀川河川公園、寝屋川公園、南寝屋川公園、打上川治水緑地、深北緑地、寝屋川公園墓地を「み
どりの拠点」として位置付け、「ネットワークを形成するみどり」でつなげることで、うるおい
あるまちづくりに努めます。
・ 災害時には、広域避難場所、一時避難場所等として、都市防災機能の強化を図ります。

ウ　軸 【周辺都市や拠点をつなぎ、交流促進・機能連携を図るネットワーク】

（ア）広域連携軸
・ 京阪本線及びＪＲ学研都市線並びに第二京阪道路、国道１号（寝屋川バイパス）、国道163号、
国道170号及び主要地方道茨木寝屋川線を「広域連携軸」として位置付け、周辺都市間における
交流促進を図るとともに、それぞれの強みやポテンシャルを活かした沿道のまちづくりを推進
します。
・ 災害時には、広域避難場所に通じる避難路等として、都市防災機能の強化を図ります。

（イ）地域連携軸
・ 主要地方道京都守口線、主要地方道枚方交野寝屋川線、主要地方道枚方富田林泉佐野線、主要
地方道八尾茨木線等を「地域連携軸」として位置付け、「都市核」をはじめとした市内の各拠点
間の機能連携を図るとともに、沿道のまちづくりを推進します。
・災害時には、広域避難場所に通じる避難路等として、都市防災機能の強化を図ります。

（ウ）ネットワークを形成するみどり
・ みどりの拠点を結ぶ淀川、寝屋川、寝屋川導水路、友呂岐水路（友呂岐緑地）等の主要な河川・
水辺、第二京阪道路、主要地方道八尾茨木線等の主要な幹線道路沿いのみどり、及び京街道、
河内街道、東高野街道、山根街道といった歴史街道等のみどりを「ネットワークを形成するみ
どり」として位置付け、みどりの拠点を中心とした水やみどりの連続性を確保し、まちなかの
うるおい空間の形成を図るとともに、自然を通した交流促進に努めます。
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 ２ まちづくりの将来目標に向けた分野別方針

　まちづくりの将来目標に向け、「土地利用」・「市街地整備等」・「住宅・住環境」・「道路・交通体系整備」・
「その他都市施設整備等」・「安全・安心まちづくり」・「環境まちづくり・景観まちづくり等」という
７つの分野の基本的な方針を以下のとおり定めました。

（１） 土地利用に関する方針
・ 各地域の強みやポテンシャルを有効に活用したまちづくりを推進するとともに、「都市核」等に
おける都市機能の集積を図る等、適切な土地利用の誘導に努めます。

土地利用方針図�
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［土地利用の配置方針］ 

一般住宅Ａゾーン 

・ 京阪本線沿線を中心とした地域等については、住宅を主体としながらも、商業施設等も立地す
る便利で快適な居住環境の形成を図ります。

一般住宅Ｂゾーン 

・ ＪＲ学研都市線沿線を中心とした東部丘陵地等については、低層や中高層の住宅が共存する住
宅地を中心とした市街地の形成を図り、みどり豊かで良好な居住環境の形成に努めます。

商業・業務ゾーン 

・ 寝屋川市駅周辺及び香里園駅周辺については、土地の高度利用を進め、商業・業務施設の誘導
により、更なる都市機能の充実を図ります。
・ 萱島駅周辺及び寝屋川公園駅周辺については、日常生活に必要となる都市機能を中心とした土
地利用の形成を図る等、都市機能の誘導に努めます。

都市居住ゾーン 

・ 商業・業務ゾーンの周辺地域については、商業・業務機能の補完や生活利便機能の誘導等、利
便性の高い都市居住環境の形成を図ります。

沿道サービスゾーン 

・ 幹線道路沿道については、周辺環境や景観とのバランスに配慮し、沿道サービス施設や流通業
務施設等の誘導を図ります。
・駅につながる道路の沿道については、駅前にふさわしい商業・業務施設等の誘導を図ります。 

住工共存ゾーン 

・ 大規模な工業施設等が立地する地域については、工業・産業系の土地利用の維持に努めます。 
・ 住宅地と工業地が混在している地域については、周辺の住環境と調和した良好な操業環境の維
持に努める等、互いに共存できるバランスのとれた土地利用の誘導を図ります。

自然環境共生ゾーン 

・ 市街化調整区域※の農地等については、市内に残された貴重な空間としての保全を前提とした上
で、周辺の市街地形成状況等を踏まえ、地域のまちづくりに資する新たな土地利用を誘導して
いく必要がある地域について、周辺環境や景観とのバランスを図りつつ、計画的な土地利用の
誘導に努めます。
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レクリエーション・緑地ゾーン

・ みどり空間や水辺空間等、ゆとりとうるおいを感じることができるレクリエーションの場とし
ての保全・活用を図ります。
・災害時には、避難場所として活用する等、グリーンインフラとしての有効活用を図ります。

土地利用検討ゾーン 

・ 市街化調整区域から市街化区域※への編入等、将来的に大きな土地利用転換の可能性がある区域
を「土地利用検討ゾーン」として位置付け、市の持続的な発展とまちの活力の向上に資する新
たな土地利用の可能性を検討します。
・ 星田駅周辺の「寝屋二丁目・寝屋川公園地区」については、（都）寝屋川公園の見直しの動向や
土地所有者の意向を踏まえた上で、将来の土地利用の方向性を的確に見極め、自然環境や景観
に配慮し、新たな土地利用を検討します。
　
※ 今後、「寝屋二丁目・寝屋川公園地区」のまちづくりの更なる検討により、「土地利用検討ゾーン」
の区域の一部が変更となることがあります。

▶「（都）」は、都市計画道路・都市計画公園等の都市計画施設※を示します。

都市機能集積エリア 

・ 市内の４つの鉄道駅周辺については、商業施設等の多様な都市機能の集積を図ります。また、
利便性が高く良好な居住環境の形成を促進し、都市居住の集積を図ります。
・ 星田駅周辺については、本市の「新たな都市核」としての拠点形成に向けた都市機能の集積に
ついて検討します。
・ 「緑町周辺地区」の「生活拠点（ポテンシャルの高いエリア）」並びに「仁和寺周辺地区」及び「寝
屋川団地・三井団地周辺地区」の「生活拠点」については、地域の特性に応じた都市機能の集
積を図ります。

京阪本線寝屋川市駅前の様子�
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（２）市街地整備等の方針 
・２つの鉄道を軸とした魅力あふれるまちづくりに向けて、それぞれの地域の強みやポテンシャ
ルを最大限活用したまちづくりを進めます。

・「都市核」・「生活拠点」については、都市機能の集積や公共交通の利便性の向上を図る等、コン
パクトで利便性の高いまちづくりを進めるとともに、居心地が良く歩きたくなる、歩行者中心
のウォーカブル※な都市空間の形成に向けた検討を行います。 

・公共施設の集約・複合化を推進するため、市民サービスの提供を公共交通機関の結節点である
駅周辺に集約する「市民サービスのターミナル化」※を進めます。

・第二京阪道路沿道については、環境や景観とのバランスを図りつつ、広域ネットワークを活か
し、まちの魅力を高めるため、計画的な土地利用の誘導に努めます。

・住宅と工場等が混在した市街地については、都市活力を支える工場等の操業環境と住環境の維
持等、互いに共存できるバランスのとれた市街地の形成を図ります。

・既成市街地については、これまでに整備された道路や公園等の都市施設や市街地整備において
形成された都市機能の連携・強化を図る等、既存ストックを活かした良好な市街地の形成に努
めます。

・大規模な土地利用の転換が見込まれる地域等については、市街地の再生・再構築等に向けた検
討を行います。

・都市再生推進法人※等との連携による官民連携のまちづくりを推進します。

区　分 内　容 

৸市Ӻ
पล�

ɾӺΛத৺に都市ػͷूੵɺެަڞ௨ωοτϫーΫͷॆ࣮ΛਤΔɺັྗ
に͋;ΕɺίンύΫτͰརศੑͷߴいຊ市ͷʮத৺֩ʯͱ͠てͷڌܗ
Λਪਐ͠·͢ɻ

ɾྩ݄̏̔に։ઃͨ͠ʮ市ཱதԝਤॻؗʯにՃ͑ɺʢԾশʣӺલிࣷͷݕ
౼にΑΓɺ市ຽͷརศੑͷ্ΛਤΓ·͢ɻ

ɾʢ都ʣରഅߐେརઢԊಓɺ۠計画੍ͷ׆༻にΑΓɺӺલに;͞Θ͠
いۀɾۀࢪઃɺଟ༷ͳ都市ػͷूੵΛਤΓ·͢ɻ

ɾີूॅ۠に͓いてɺ۠֗ࡂඋ۠計画˞੍ͷ׆༻にΑΓɺݐ
ஙͷෆ೩Խɺओཁੜ׆ಓ࿏ͷ֦෯උΛଅਐ͠ɺ҆શͰॅΈΑいັྗ
తͳ市֗ͷܗに͚てऔΓΈ·͢ɻ

߳ཬԂӺ
पล

ɾӺΛத৺に都市ػͷूੵɺެަڞ௨ωοτϫーΫͷॆ࣮ΛਤΔɺັྗ
に͋;ΕɺίンύΫτͰརศੑͷߴいຊ市ͷʮ֩ʯͱ͠てͷڌܗΛ
ਪਐ͠·͢ɻ

ɾࡕژຊઢ࿈ଓཱମަࠩۀࣄ˞ΛਐΊɺమಓΛߴՍԽ͠ɺ౿Λআ͢ڈΔ͜ͱ
Ͱɺަ௨ौΛղফ͢ΔͱͱにɺమಓにΑΓஅ͞ΕていΔ市֗ͷҰ
ମԽΛਤΔ͜ͱͰɺ·ͪͷັྗΛߴΊ·͢ɻ

ɾີूॅ۠に͓いてɺ۠֗ࡂඋ۠計画੍ͷ׆༻にΑΓɺݐ
ஙͷෆ೩Խɺओཁੜ׆ಓ࿏ͷ֦෯උΛଅਐ͠ɺ҆શͰॅΈΑいັྗ
తͳ市֗ͷܗに͚てऔΓΈ·͢ɻ
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区　分 内　容 

ౡӺל
पล

ɾӺΛத৺に都市ػͷूੵɺެަڞ௨ωοτϫーΫͷॆ࣮ΛਤΔɺັྗ
に͋;ΕɺίンύΫτͰརศੑͷߴいຊ市ͷʮೆ֩ʯͱ͠てͷڌܗΛ
ਪਐ͠·͢ɻ

ɾלౡӺͱʮҬ࿈࣠ܞʢୈೋࡕژಓ࿏ʣʯٴͼʮҬ࿈࣠ܞʢओཁํಓീ
ඌຕํઢʣʯΛ͗ܨɺԆমःஅଳͱ͠てͷػظ͞ΕΔʢ都ʣלౡྑࢌ
ઢͷඋに͚ɺऔΓΈ·͢ɻ

ɾಓ࿏ωοτϫーΫͷػΛڧԽ͢ΔͨΊɺʢ都ʣઍཬٰ৸ઢͷඋΛଅ
ਐ͠·͢ɻ

ɾີूॅ۠に͓いてɺ۠֗ࡂඋ۠計画੍ͷ׆༻にΑΓɺݐ
ஙͷෆ೩Խɺओཁੜ׆ಓ࿏ͷ֦෯උΛଅਐ͠ɺ҆શͰॅΈΑいັྗ
తͳ市֗ͷܗに͚てऔΓΈ·͢ɻ

ɾۭ͖ళฮ͕૿Ճ͠ていΔלౡ۠に͓いてɺ市֎͔ΒͷਓͷྲྀΕΛݺͼɺ
Ҭͷੑ׆ԽΛਤΔͨΊɺັྗ͋Δऀۀࣄͷ༠கに͚ͨऔΛݕ౼͠·
͢ɻ

৸ެԂӺ
पล

ɾӺΛத৺に都市ػͷूੵɺެަڞ௨ωοτϫーΫͷॆ࣮ΛਤΔɺັྗ
に͋;ΕɺίンύΫτͰརศੑͷߴいຊ市ͷʮ౦֩ʯͱ͠てͷڌܗΛ
ਪਐ͠·͢ɻ

ɾ৸ެԂӺલઢͷ։௨に͏ӺͷΞΫηスڧԽɺ۠画ཧۀࣄに
ΑΔ৽市֗ͷग़ɺࢪઃҰମܕখதҰ؏ߍͷઃஔɺӺଆͷඋɺ
ओཁํಓຕํాྛઘࠤઢͷ֦෯උɺӺΛத৺ͱͨ͠ɺັྗ͋;
ΕΔ৽ͨͳ·ͪͮ͘ΓΛਪਐ͠·͢ɻ

ాӺ
पล

ɾʮ৸ೋஸɾ৸ެԂ۠ʯͷ·ͪͮ͘ΓΛੵۃతにݕ౼͠ɺັྗに͋
;ΕɺίンύΫτͰརศੑͷߴいຊ市ͷʮ৽ͨͳ都市֩ʯͱ͠てͷڌܗ
にݕ͚ͨ౼Λߦい·͢ɻ

ɾʢ都ʣ৸ઢについてɺ৽ͨͳར༻ͷݕ౼ͷதͰɺ都市計画ͷมߋ
ɺऔΓΈ·͢ɻ͚にೖΕɺͦͷඋにࢹ

ୈೋࡕژ�
ಓ࿏Ԋಓ

ɾୈೋࡕژಓ࿏ԊಓɺҬωοτϫーΫΛ͔ͨ͠׆都市ྗ׆Λ͑ࢧΔۀ࢈
ूੵΛਤΔɺΤϦΞͷཱϙςンγϟϧΛ͔͠׆つつɺརศੑͷߴい
·ɺ都市తར༻ͱͷόランスͷͱΕͨ計画తͳܗͷڥॅ
ͪͮ͘ΓにΊ·͢ɻ

ͦͷଞ�

ɾʮொपล۠ʯͷʮੜڌ׆ʢϙςンγϟϧͷߴいΤϦΞʣʯに͓いてɺ
ͷྩ̔ʢù÷ùýʣҎ߱ͷҠసߍઐֶߴۀେֶཱެࡕɺେޙࠓ
͕༧ఆ͞ΕていΔ͜ͱ͔Βɺੜ׆རศੑͷߋͳΔ্ΛਤΔͱͱにɺؔ
·いߦΛ౼ݕ͚ͨにܗͷڌΛ౿·͑ɺັྗ͋;ΕΔͷಈؔػ
͢ɻ

ɾʮਔࣉपล۠ʯٴͼʮ৸ஂɾࡾҪஂपล۠ʯͷʮੜڌ׆ʯ
に͓いてɺͦ ΕͧΕͷಛੑにԠ͡てɺۀɾҩྍͷػͷूੵΛਤΓ·͢ɻ

ɾʮ;Δ͞ͱϦーαϜ۠ʯ˞ に͓いてɺҬͱڠಇ͠ɺʮ֗ͳΈڥඋํʯ˞
ɹに͖ͮجɺ࣠ࡂͱͳΔಓ࿏ͷඋΛ࣮͠ࢪɺΏͱΓͱ͏Δ͓いͷ͋Δ
ͷඋにऔΓΈ·͢ɻڥॅ
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（３）住宅・住環境に関する方針 
・良質な住宅ストックの形成と良好な住環境の形成を計画的に行い、誰もが安心して暮らすこと
のできる魅力ある住まいの実現に向けた住宅施策を推進します。

・マンション管理の適正化や長寿命化、再生の円滑化に向けた取組を推進します。
・「市空き家等の適正管理等及び老朽危険建築物等に係る対策の推進に関する条例」や「市空き家
等・老朽危険建築物等対策計画」等に基づき、空き家等の適正管理、除却等の対策を推進する
とともに、利活用を促進します。

・「公営住宅法」等に基づき、市営住宅の適切な維持等の管理業務を行い、入居者に安定した生活
空間の供給を行います。

・住宅確保要配慮者（低額所得者、シルバー世代、障害者、子育て世帯等）の居住支援を推進します。

区　分 内　容 

ڥॅ

ɾॅڥͷอશΛతͱͨ۠͠計画にΑΓɺ౦෦ٰྕͷྑͳॅ
ͷอશにऔΓΈ·͢ɻڥ

ɾີूॅ۠に͓いてɺ۠֗ࡂඋ۠計画੍ͷ׆༻にΑΓɺݐ
ஙͷෆ೩Խɺओཁੜ׆ಓ࿏ͷ֦෯උΛଅਐ͠ɺ҆શͰॅΈΑいັྗ
తͳ市֗ͷܗに͚てऔΓΈ·͢ɻ

ɾʮ;Δ͞ͱϦーαϜ۠ʯに͓いてɺҬͱڠಇ͠ɺʮ֗ͳΈڥඋํʯ
に͖ͮجɺ࣠ࡂͱͳΔಓ࿏ͷඋΛ࣮͠ࢪɺΏͱΓͱ͏Δ͓いͷ͋Δ
ͷඋにऔΓΈ·͢ɻڥॅ

ɾྑͳॅڥΛੜΈग़͠ていΔ༏ΕͨݐஙɺॅΛදজ͢ΔɺΑΓྑ
いॅڥにର͢Δ市ຽٴͼऀۀࣄͷҙ্ࣝΛਤΓ·͢ɻ

ۭ͖Ո
ɾཧෆશͳۭ͖ՈͷղফΛଅਐ͢Δଞɺۭ͖ՈԽͷ༧ͱൃੜ੍に
Ί·͢ɻ

ɾۭ͖Ոͷྲྀ௨ɾར׆༻ͷଅਐΛਤΓ·͢ɻ

ެతॅ

ɾٺԽ͕ਐΉ市ӦॅにରԠ͢ΔͨΊɺެతିॅͷۭ͖ՈスτοΫ
Λ׆༻ͨ͠आ্ॅͷҠసΛਐΊΔͱͱにɺಉෑΛ৽ͨͳॅ։ൃ
ΤϦΞͱ͠て׆༻͢Δ͜ͱΛݕ౼͠·͢ɻ

ɾެతିॅについてɺݐͷण໋Խߋ৽ͷ΄͔ɺ৽ͨͳػಋೖ
༻్సɺ市ຽχーζにدΓఴͬͨॅࡦࢪΛਪਐ͠·͢ɻ
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（４）道路・交通体系整備の方針 
・道路については、既存道路により構成される道路網を活かしながら、都市核となる駅周辺への
アクセス道路、主要幹線道路へのアクセス道路となる都市計画道路等の整備を推進し、都市核
及び生活拠点等の連携強化を図ることにより、拠点の形成と交通ネットワークが充実した都市
構造の実現を目指します。 

・都市計画道路については、「市都市計画道路整備方針」等を踏まえ、効率的・効果的な整備を推
進するとともに、将来の交通需要等を的確に見極めながら、道路配置の検証を行います。また、
社会経済情勢の変化等により、必要に応じて都市計画道路の見直しを行います。

・都市計画道路の整備時に、無電柱化※を検討します。
・歩行者、自転車及び交通弱者が安心して利用できる道路整備を推進します。
・地域公共交通サービスの維持と更なる利便性の向上を図るため、「市地域公共交通網形成計画」
に基づき、地域公共交通の利用促進に向けた取組を推進します。

区　分 内　容 

ಓɹ࿏

ɾӺにつͳ͕Δಓ࿏ͱ͠てɺʢ都ʣରഅߐେརઢͷૣظに͚ͨऔΛਪ
ਐ͢Δͱͱにɺʢ都ʣלౡྑࢌઢɺʢ都ʣ߳ཬઢɺʢ都ʣ৸ઢͷඋに
༄ઢɺʢ都ʣઍཬٰ৸ઢߴɺऔΓΈ·͢ɻ·ͨɺʢ都ʣകٰ͕͚
ͷඋΛଅਐ͠·͢ɻ

ɾʢ都ʣ৸ઢについてɺ৽ͨͳར༻ͷݕ౼ͷதͰɺ都市計画ͷมߋ
い·͢ɻߦΛ౼ݕにೖΕͨࢹ

ɾࡕژຊઢ࿈ଓཱମަࠩۀࣄにいɺԊઢΛؚΜͩҰମతͳ·ͪͮ͘Γͷ؍
͔Βɺڥଆಓ˞ͷඋにΑΔԊઢॅڥͷอશฒͼにརศੑͷߴいަ௨
ΛਤΓ·͢ɻܗͷۭؒऀߦͼ҆શͳาٴڥ

ɾີूॅ۠に͓͚Δओཁੜ׆ಓ࿏ͷඋΛଅਐ͠·͢ɻ
ɾาٴऀߦͼࣗసंͷ҆શͳ௨ߦͷ֬อɺγϧόーੈোऀにྀ͠
ͨาಓඋɺ୭͕Ҡಈ͘͢͠ɺาいてΒͤΔަ௨ڥͷඋに
Ί·͢ɻ

ɾޮతͳಓ࿏ͷҡ࣋ཧΛ͏ߦͱͱにɺշదͳಓ࿏ڥɾػͷอશに
Ίɺ市ຽੜ׆ͷརศੑɺշదੑͷ֬อΛਤΓ·͢ɻ·ͨɺʮ市ڮྊण໋
Խमસ計画ʯʮ市ฮमસ計画ʯに͖ͮجɺ計画తにಓ࿏ͷमસΛ
ɻ͢·͠ࢪ࣮

మɹಓ
ɾࡕژຊઢ࿈ଓཱମަࠩۀࣄΛਪਐ͠ɺަ௨ौͷղফٴͼమಓͰஅ͞Ε
ていΔ市֗ͷҰମԽにΑΓɺ·ͪͷັྗΛߴΊ·͢ɻ
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図　都市計画道路・都市高速鉄道�

令和３年６月時点�
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寝屋川公園駅前線�

（都）対馬江大利線の整備後イメージ�

区　分 内　容 

ަ௨ମܥ

ɾ�都市計画ಓ࿏ͷඋ都市ߏͷมԽにԠ͡てɺ৽ͨͳ࿏ઢͷߏஙɾόス
ఀͷ૿ઃͷݟ͠Λߦいɺެަڞ௨ͷརศੑͷҡ࣋ɾ্ΛਤΓ·͢ɻ

ɾ�γϧόーੈɺ්ɺোऀΛରにɺެަڞ௨ͷར༻ଅਐΛਤΔͱͱ
にɺརศੑͷ্に͚ɺ৽ͨͳެަڞ௨ͷߏஙにΊ·͢ɻ

ɾ�์ ஔࣗసंにର͢Δ׆ൃܒಈɺఫ׆ڈಈΛ͏ߦͱͱにɺຽؒྗ׆Λ׆༻
ͨ͠றྠࢪઃͷઃஔΛਪਐ͠·͢ɻ

ɾ�市ಓͷ҆શͰԁͳަ௨Λ͞Βに֬อ͢ΔͨΊɺ֗࿏౮ͷ̡̙̚Խɺ૿
ઃɺڥにྀͨ͠ަ௨҆શࢪઃͷҡ࣋ཧٴͼॆ࣮ΛਤΔ͜ͱͰɺ
ؒͷาऀߦࣗసंͷରࡦΛਪਐ͢Δͱͱにɺަ௨ڥͷվળެڞ
ަ௨ͷ҆શੑ্ΛਤΓ·͢ɻ
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図　広域的な連携ネットワークを見据えた将来ネットワークのイメージ�

資料：市地域公共交通網形成計画（平成31年３月）より�
※経路等はあくまでイメージであり、実際のものとは一致しない可能性がある



41

ୈ
̎
章

શ
ମ
ߏ


（５）その他都市施設整備等の方針 
・ＪＲ学研都市線沿線エリアにおける、新たなまちのランドマークとなる施設一体型小中一貫校
の設置に向けた取組を推進します。

・公園・緑地については、「市みどりの基本計画」に基づき、パークマネジメント※の推進、都市
公園のあり方の検討等を行います。また、社会経済情勢の変化等により、必要に応じて都市計
画公園及び緑地の見直しを行います。

・上水道については、安全で良質な水道水を将来にわたり安定的に供給するため、水道施設等の
適切な維持管理を推進するとともに、災害時をはじめとした非常時においても安定的な供給が
可能となる取組を推進します。

・下水道・河川については、適切な下水処理や水辺環境の整備・保全を図り、快適でうるおいの
あるまちづくりに努めるとともに、市街地等の治水機能を高め、併せて浸水の防除を図り、災
害に強いまちづくりを推進します。

・下水道施設の長期的な視点による評価を踏まえ、計画的かつ効率的な維持管理を推進します。

区　分 内　容 

ެԂɾ

ɾ市֎͔Β๚Εͨ͘ͳΔެԂͷ都市ۭؒͷग़ͷݕ౼Λߦい·͢ɻ·
ͨɺۙͳ都市ެԂにٻΊΒΕΔଟ༷ͳػͷॆ࣮ΛਤΔͱͱにɺ
ҬੑΛ౿·͑ͨػ୲にΑΔ都市ެԂͷదਖ਼ஔͷํΛݕ౼͠
·͢ɻ

্ਫಓ

ɾࡂ�にڧいਫಓΛ͠ࢦɺ࣌ࡂɺڅਫ͕ಛにඞཁͳҩྍؔػにつͳ͕
Δॏཁڅਫࢪઃ˞࿏Λ͡Ίɺװج࿏˞খܘޱ࿏˞ͷߋ৽ٴͼ
ԽΛ͞Βにਪਐ͠·͢ɻ

ɾ࣌ࡂ�ͷڅਫڌͷඋΛਪਐ͠ɺඇৗ࣌に͓いて҆ఆͨ͠ਫಓਫ
ͷڅڙΛ͠ࢦ·͢ɻ

Լਫಓ
ɾط�ଘͷެڞԼਫಓٴͼഉਫࢪઃͷԼਫಓࢪઃについてɺスτοΫ
マωδϝンτ˞Λ࣮͢ࢪΔ͜ͱͰɺదͳҡ࣋ཧΛਪਐ͠·͢ɻ�

ͦͷଞ

ɾ�市Ҭに͓͚Δਁਫରࡦͷ৽ͨͳࠜࢪװઃͱ͠てɺݹӍਫװઢΛ
උ͠·͢ɻ

ɾ�ʢچʣࠃಓøþ÷߸ҎҬͷӍਫͷྲྀग़Λ੍͢Δਁਫରࡦͷࠜࢪװઃ
ͱ͠てɺʢ都ʣٶߴϙンプΛඋɾӡӦ͠·͢ɻ

ɾ�Տ̐市ϦαΠΫϧプラβ৸Ԛॲཧͷطଘࢪઃͷదਖ਼ͳ
ཧͱӡӦΛਤΓ·͢ɻ
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図　都市計画公園・緑地・処理施設等�

令和４年３月時点
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（６）安全・安心まちづくりの方針 
・ 「市国土強靱化地域計画」に基づき、大規模自然災害が発生しても「致命的な被害を負わない強
さ」と「速やかに回復するしなやかさ」をもった「強靱な地域」をつくりあげるための取組を
推進します。

・ 「市地域防災計画」に基づき、地域防災力の強化及び危機管理体制の充実を図ります。
・ 気候変動の影響による降雨量の増加等に対応するため、あらゆる関係者（国・府・市・企業・
住民等）の協働による「流域治水」の取組を進めます。

・ 地域の自主防犯活動が活性化されるよう支援します。

区　分 内　容 

都市ࡂɾ൜

ɾݐ�ஙͷ҆શੑΛ֬อ͢ΔͨΊɺվमΛଅਐ͠ɺ市ݐஙͷ
ɺࣔࢦɺݴஙにର͠てɺԽにؔ͢ΔॿݐଘطΛਤΓ·͢ɻ·ͨɺ্ੑ
ใࠂΛٻΊΔ͜ͱཱೖࠪݕΛ͏ߦͱͱにɺؔ๏ྩにࠂקͮ͘جɺ
໋ྩΛߦいɺݐஙͷ҆શੑͷ֬อにΊ·͢ɻ

ɾ�市Ҭશମͷෆ೩ԽͷͨΊɺ࣌ࡂͷԆমࢭに͚ͨɾۭͷඋٴ
ͼ֬อにΊ·͢ɻ·ͨɺ۠֗ࡂඋ۠計画੍ͷ׆༻にΑΔݐங
ͷෆ೩ԽΛଅਐ͠ɺࡂにڧい市֗ͷܗΛਤΓ·͢ɻ�

ɾ�߽ Ӎͷඋ͑Λॆ࣮͢ΔͨΊɺ࣏ਫͷࠜࢪװઃͰ͋Δ৸෦ԼՏ
ͷඋΛଅਐ͢ΔͱͱにɺௐઅɺӍਫװઢͷ࣏ਫࢪઃͷඋΛਪਐ
͠·͢ɻಛにݹӍਫװઢʢ都ʣٶߴϙンプͷඋΛਪਐ͠ɺ࣏ਫ
ରࡦΛॆ࣮͠·͢ɻ

ɾ�ެ Ԃに͓͚ΔӍਫஷཹࢪઃ˞ͷඋΛਐΊɺ市ҬͷਁਫඃͷܰݮΛਤΓ
·͢ɻ

ɾ�ެ Ԃについてɺ࣌ࡂͷԆমःஅଳආॴͱ͠てͷػ
ͷଞɺӍਫͷอਫɾਁಁػɺάϦーンΠンϑラͷػΛൃشͰ͖ΔΑ
͏༗ޮ׆༻ΛਤΓ·͢ɻ

ɾ࣌ࡂ�ͷ市ຽͷ҆શͱԁͳ෮׆چಈにཱてΔ༻ͷ֬อΛతͱ͠
てɺྗڠࡂొ੍˞ͷ׆༻Λਪਐ͠ɺొͷ֬อΛਤΓ·͢ɻ

ɾ�࠭ܯࡂռ۠Ҭͷ࠭ࡂͷ͓ͦΕ͕͋Δ۠についてɺϋβーυ
マοプΛݥةͨ͠༺׆ͷपɺආମ੍ͷ֬อΛਤΓ·͢ɻ

ɾࡂ�ɾආใ͕ॅຽͷํʑにਝ͔つత֬にपͰ͖ΔΑ͏にɺใ
ୡͷॆ࣮ɺڧԽΛਤΓ·͢ɻ

ɾ�ࡐػࢿ༺ࡂͷॆ࣮にΑΔྗࡂͷڧԽΛਤΔͱͱにɺফஂຕํ৸
ফ߹ͱ࿈͠ܞͳ͕Βɺ市ຽͷࡂҙࣝͷߴ༲ࣗओࡂ৫ͷߋ
ͳΔڧԽɺҬͷࣗओతͳ׆ࡂಈΛଅਐ͠·͢ɻ

ɾ�൜Χϝラͷద͔つޮՌతͳཧɾӡ༻ΛਤΓɺҬͷ൜্ڥΛ
ਤΓ·͢ɻ
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（７）環境まちづくり・景観まちづくり等の方針 
・ 「市みどりの基本計画」に基づき、淀川や寝屋川等の豊かな水辺と大規模な公園・緑地における
自然環境の保全や、まちなかのきめ細やかなみどりの保全・創出・充実を図ります。

・ 市内の恵まれた自然環境や公園等のグリーンインフラが持つ、生態系の保全やみどり豊かな景
観形成機能の他、平時における癒し機能等、多様な機能の活用を図ります。

・ 「市環境基本計画」等に基づき、エネルギー消費量や温室効果ガス排出量の削減を進めるととも
に、環境に優しいライフスタイルへの転換を促進する等、脱炭素社会に向けた取組を推進します。

・ 市民一人ひとりのごみ減量、リサイクル等に対する意識の向上を図るとともに、ごみの適正処
理、地球温暖化対策や公害防止に関する取組等を通じ、環境に配慮した住みよいまちづくりを
推進します。

・ 「市景観基本計画」、「市景観計画」等に基づき、景観まちづくりを推進します。
・ 旧集落に残るだんじり祭りや高宮神社等の歴史ある寺社仏閣に加えて、石宝殿古墳や高宮廃寺
跡をはじめとした指定文化財等、地域のシンボルとなるような歴史的・文化的資源の保全・活
用を図り、市民が文化や歴史に気軽に触れることのできる環境形成に努めます。

区　分 内　容 

ࣗવڥɾ
都市ڥ

ɾװઢಓ࿏ͷԽΛਐΊɺਫͱΈͲΓͷωοτϫーΫͷܗにΊ·͢ɻ
ɾੜ࢈˞ͷอશにΊɺ都市ڥͷվળΈͲΓにΑΔ҆Β͗ͷग़Λਤ
Γ·͢ɻ

ɾʮ市جڥຊ計画ʯに͖ͮجɺެࢪڞઃに͓͚Δ̡̙̚র໌ଠཅޫൃి
ઃඋͷಋೖにΊɺΤωϧΪーফඅྔԹࣨޮՌΨスഉग़ྔͷݮΛਪ
ਐ͠·͢ɻ

ɾେؾԚછɺਫ࣭Ԛɺ૽Իɺৼಈɺۀ࢈ഇغͷదਖ਼ॲཧについてɺ๏
ྩに੍ن͖ͮجɾࢹɾࢦಋΛߦいɺྑͳڥΛอશ͠·͢ɻ

ɾۀࣄॴ͝ΈͷݯࢿԽΛਪਐ͢Δͱͱにɺྔݮ計画ॻにͮجいͨࢦಋɺ
దਖ਼ॲཧͷͨΊͷऩूɾӡൖɾॲཧۀͷڐՄΛߦい·͢ɻ

ɾඒ͠い·ͪͮ͘ΓΛਪਐ͢ΔͨΊɺඒ͠い·ͪͮ͘Γਪਐһ˞ͱڠಇ͠てɺ
Δͱͱにɺۭ͖ͷదਖ਼ͳཧͷ͢ࢪಋΛ࣮ࢦɾൃܒにؔ͢Δڥ
ಋにऔΓΈ·͢ɻࢦɾൃܒ

؍ɹܠ

ɾ৽ͨにඋ͞ΕΔಓ࿏Ԋಓに͓いてɺҬॅຽؔݖརऀͱͷҙࢥ
ૄ௨ΛਤΓつつɺʮ市؍ܠ計画ʯにͮ͘جʮ؍ܠॏ۠ʯΛࢦఆ͠ɺҬ
ͷັྗγンϘϧੑΛܗ؍ܠ͔ͨ͠׆Λਪਐ͠·͢ɻ

ɾؔ๏ྩにΑΓɺ֎ࠂͷ੍نΛਤΓ·͢ɻ
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図　景観計画区域（市域全域）と景観重点地区

資料：市景観計画（平成31年３月）より�

ᶅཎՏ࣠
ɹ؍ܠॏ۠

ᶌ৸Ӻલઢ౦෦
ɹԊಓ؍ܠॏ۠

ᶏ都市計画ಓ࿏ରഅ
ʣߦࢪେརઢʢ市ߐ
Ԋಓ؍ܠॏ۠

ᶋ߳ཬԂӺଆӺલ
ɹपล؍ܠॏ۠

ᶄ߳ཬԂӺ౦࠶։ൃ۠
ɹपล؍ܠॏ۠

ᶊ৸ೆ۠
ɹ؍ܠॏ۠

ᶉ৸ެԂӺӺલ
ɹपล
ɹ؍ܠॏ۠

ᶐଧ্ߴ௩ொपล
ɹ؍ܠॏ۠

ᶈୈೋࡕژಓ࿏
ɹԊಓ؍ܠ
ɹॏ۠

ᶆੜۨ·ͳΈ࣠
ɹ؍ܠॏ۠

ᶇେ֎ࡕঢ়ઢʢࠃಓøþ÷߸ʣ
ɹԊಓ؍ܠॏ۠

ᶃ৸市Ӻ౦࠶։ൃ
ɹ۠पล؍ܠॏ۠

ᶍ৸市ӺଆӺલ
ɹपล؍ܠॏ۠

ᶎלౡӺपล؍ܠॏ۠
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 1 地域別構想の考え方

（１）地域別構想の位置付け
　地域別構想は、全体構想を基に、それぞれの地域の特性や資源等を踏まえ、地域単位のまちづ
くりの方針等を示したものです。
　

（２）地域区分について
　地域区分は、地域を空間的に分断する国道170号や主要地方道京都守口線、主要地方道八尾枚
方線その他都市計画道路等の幹線道路を基本に、京阪本線寝屋川市駅、香里園駅及び萱島駅並び
にＪＲ学研都市線寝屋川公園駅の４つの鉄道駅の位置を踏まえ、地勢的条件、用途地域指定等に
よるこれまでのまちなみ形成過程等の地域特性の他、旧地名にみられる大字等の歴史的背景、中
学校区等の地域コミュニティを考慮し、各地域の施策を位置付ける上で適切なまとまりのある空
間の範囲として、下図のとおり６地域に区分します。
　なお、都市計画道路の廃止に伴い、改定前のマスタープランから地域区分を一部変更していま
す（南部地域の一部を西部地域に変更）。

国道170号

第二京阪道路

国道163号

ＪＲ
学研
都市
線

ＪＲ
学研
都市
線

京
阪
本
線

京
阪
本
線

主要地方道
八尾枚方線主要地方道

茨木寝屋川線

国道１号
(寝屋川バイパス)

主要地方道
京都守口線

主要地方道
八尾茨木線

都市計画道路
千里丘寝屋川線

主要地方道
枚方交野寝屋川線

主要地方道
枚方交野寝屋川線

京京京京
阪阪阪阪
本本本本
線線線線

国道１号
(寝屋川バイパス)

主要地方道
京都守口線

主要地方道
八尾茨木線

主要地方道
枚方交野寝屋川線

　 西部地域

北西部地域

　 中央部地域

 南部地域

　 東部地域

　北東部地域

地域区分図
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 ２ 地域別構想

 （１）北西部地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

地域の概況 ア

・本地域の東側には、京阪本線が縦貫
し、香里園駅があります。

・枚方市域界と西側を流れる淀川、国道
170号、主要地方道八尾枚方線等の幹
線道路に囲まれています。

・国道１号（寝屋川バイパス）等が通過
し、淀川河川公園等が配置されていま
す。

・面積は約315haです。

北西部地域の概況図



ୈ̏章 Ҭผߏ

50

地域の現況と特性イ

（ア）人口
・令和２年１月現在の人口は40,930人であり、市域全体の人口の約17.7％を占めています。
・平成12年以降の人口推移を見ると、平成27年１月までに1,041人増加していたものの、その後、
令和２年にかけて998人減少しています。

・世帯数については、令和２年１月現在19,797世帯となっており、１世帯当たりの平均世帯人員
は2.07人／世帯で、市域全体の2.10人／世帯を下回っています。

・高齢化率については、令和２年１月現在約27.1％で市域全体の約29.7％より低く、各地域の中
で最も低い値となっています。

人口・世帯数の推移

年齢３区分別人口
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（イ）土地利用
・住宅地が約164ha（約51.9％）、商業地が約35ha（約11.1％）、工場地が約35ha（約11.2％）、田・
畑が約11ha（約3.4％）、公共用地等が約54ha（約17.2％）、その他が約16ha（約5.2％）となっ
ています。

・香里園駅西側を中心に商業系土地利用が図られているとともに、香里地区防災街区整備地区計
画が定められ、密集住宅地区の改善が進められています。また、京阪本線連続立体交差事業が
進められています。

・国道１号（寝屋川バイパス）と国道170号に挟まれた地域において、大規模工場跡地における住
宅地開発が進んだ結果、住宅と工場等が混在した土地利用が形成されています。

・本地域の北部には、駅前である土地の高度利用と道路整備による良好な市街地形成等を目的に、
香里北之町・香里西之町地区地区計画が定められています。

・国道１号（寝屋川バイパス）沿道においては、工場や流通業務施設等が立地しています。また、
国道170号等の沿道において、主に流通業務施設や沿道サービス施設等が立地するほか、大型商
業施設、マンション等が立地しています。

土地利用構成比

資料：都市計画基礎調査より作成�

香里園駅西口
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（ウ）都市基盤施設（道路・公園等）
・道路については、国道１号（寝屋川バイパス）、国道170号、主要地方道茨木寝屋川線、主要地
方道八尾枚方線、府道木屋門真線、市道香里駅前線・同駅前広場、（都）木屋田井線、（都）松
屋線が整備（一部未整備を含む。）されています。

・公園については、太間公園、香里北さざんか公園、田井西公園、木屋元町公園、香里西公園が
整備されています。

・緑地については、（都）淀川河川公園が整備されています。
・下水道施設については、寝屋川北部流域下水道である寝屋川中継ポンプ場、淀川左岸流域下水
道である石津中継ポンプ場が整備されています。その他、香里西調節池が整備されています。

・公共交通（鉄道）については、京阪本線が運行されており、連続立体交差事業が進められています。
・公共交通（バス）については、香里園駅西側を起点として、京阪バスが運行されています。

（エ）その他公共施設等
・西北コミュニティセンター、香里園シティ・ステーション、ふれあいプラザ香里、市立図書館
西北分室等があります。

・保育所・認定こども園（６箇所）、幼稚園（２園）、小学校（４校）、中学校（２校）があります。
・川に関する施設の太間排水機場、自然環境に関する施設の大阪府立環境農林水産総合研究所生
物多様性センターがあります。

（オ）水、みどり、歴史文化等
・淀川をはじめ、寝屋川導水路、幹線用水路があります。
・広大で自然豊かな淀川河川公園は「新寝屋川八景」※として選定されており、大阪ミュージ
アム※にも登録されています。また、幹線用水路の桜は、大阪みどりの百選※に選ばれています。

・淀川河川公園には、広大なグラウンド及び北河内サイクルライン（北河内自転車道）※があります。
・特に重点的に景観形成を図る地区として、「香里園駅東再開発地区周辺景観重点地区」、「淀川河
川軸景観重点地区」、「大阪外環状線（国道170号）沿道景観重点地区」及び「香里園駅西側駅前
広場周辺景観重点地区」が指定されています。

（カ）市民アンケート調査による地域の概況
　市民アンケート調査から、本地域にお住まいの方の状況として、以下のような結果が得られま
した。
○お住まいの住宅の種類
・ 「持家の戸建住宅」（48.0％）に次いで、「持家のマンション」（35.7％）が高く、「持家のマンショ
ン」については全地域の中で最も高い比率となっています。
○お住まいの場所から最寄り駅までの主な移動手段
・「徒歩」（64.4％）が最も高く、全地域の中でも最も高くなっています（２番目は中央部地域の
57.4％）。
　また、「バス」（5.7％）については、全地域の中で最も低くなっています。
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地域の主な課題ウ

（ア）香里園駅周辺の拠点性の強化
・香里園駅周辺について、多様な都市機能の集積等により、拠点性を一層高めていく必要がありま
す。

（イ）「緑町周辺地区」における都市機能の集積
・「緑町周辺地区」について、生活利便性の向上を目指した都市機能の集積が求められています。
（ウ）京阪本線連続立体交差事業の推進
・京阪本線連続立体交差事業を推進し、踏切を撤去することで、交通渋滞の解消及び鉄道により
分断されている市街地の一体化を図るとともに、利便性の高い交通環境や安心して歩ける歩行
者空間の確保が求められています。

（エ）幹線道路沿道の都市機能の充実
・国道１号、国道170号等の沿道については、沿道サービス施設等の更なる機能充実等が求められ
ています。

（オ）操業環境と居住環境の共存
・国道１号と国道170号に挟まれた地域については、事業所や工場等が立地し、その背後地には住
宅地や農地等が混在した土地利用が広がっています。このため、良好な生活環境の確保をはじ
め、事業所や工場等の操業環境や、営農環境にも配慮する等、様々な用途が共存できるまちづ
くりが求められています。

（カ）浸水対策
・台風や集中豪雨等の降雨時において、浸水害が発生するおそれがある地域がみられることから、
浸水対策の更なる検討が求められています。

（キ）密集市街地対策
・香里園駅周辺には、多くの木造アパート・文化住宅等が密集し、狭あいな道路が多く消防活動
が困難な密集住宅地区（香里地区）があり、地域の防災性を高める取組が求められています。

（ク）淀川河川公園等の地域資源を活かしたうるおいあるまちづくり
・大規模な淀川河川公園等のみどり空間が形成さ
れており、レクリエーション・癒しの場等とし
て更なる活用が求められています。また、淀川
や幹線用水路について、貴重な水辺空間として
の保全・活用が求められています。

・鞆呂岐神社、茨田堤碑や大阪みどりの百選にも
選ばれている幹線用水路の桜並木をはじめとし
た貴重な地域資源を活かした、うるおいあるま
ちづくりが求められています。

淀川河川公園

▶市民アンケート調査の結果では、最寄り駅周辺のより充実してほしい施設として、「公園・広
場」が最も高く、次いで「学習・交流施設」となっています。
▶市民アンケート調査の結果では、地域の課題や問題点として、「災害時の安全性」が最も高く、
「公共施設の配置や老朽化」・「交通渋滞や道路の未整備」も相対的に高くなっています。

アンケート調査による地域の課題等
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地域の主なまちづくりの方針エ

各地域の「地域の主なまちづくりの方針」については、全体構想におけるまちづくりの方針を基
に、各地域の資源、特性、課題等を踏まえ、地域に即したまちづくりの方向性を示すものです。
※広く、多くの地域にわたるまちづくりの方向性等については、各地域での記載は省略しています。
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まちづくり方針図オ
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 （２）北東部地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

地域の概況 ア

・枚方市域界と国道170号や主要地方道
枚方交野寝屋川線、主要地方道八尾枚
方線に囲まれています。

・寝屋川公園墓地等が配置され、寝屋川
や南前川が東西に流れています。

・面積は約337haです。

北東部地域の概況図
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地域の現況と特性イ

（ア）人口
・令和２年１月現在の人口は37,960人であり、市域全体の人口の約16.4％を占めています。
・平成12年以降の人口推移を見ると、令和２年までの各年で減少しており、各地域の中でも１番
高い減少率となっています。

・世帯数については、令和２年１月現在17,526世帯（１世帯当たりの平均世帯人員は2.17人／世
帯）で、人口の減少に対して、平成12年以降の各年で増加しています。

・高齢化率については、令和２年１月現在約32.1％で市域全体の約29.7％より高く、各地域の中
で最も高い値となっています。

人口・世帯数の推移

年齢３区分別人口
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（イ）土地利用
・住宅地が約264ha（約78.4％）、商業地が約13ha（約3.8％）、田・畑が約８ha（約2.2％）、公
共用地等が約33ha（約9.9％）、その他が約19ha（約5.7％）となっています。

・香里園駅東側において、香里園駅東地区第一種市街地再開発事業により、医療施設、高層住宅、
商業施設等が立地しています。また、京阪本線連続立体交差事業が進められています。

・みどり豊かで閑静な住宅地が広く形成されており、成田東町地区、成田西町香風台地区等、地
区計画制度を活用した良好な住環境の保全が図られています。

・本地域の西部には、旧集落が形成されています。
・本地域の南東部には、大規模な公的賃貸住宅をはじめとした中高層住宅が立地しています。
・本地域の西部には、香里ヌヴェール学院小学校・中学校・高等学校、同志社香里中学校・高等
学校が立地しています。

土地利用構成比

資料：都市計画基礎調査より作成�

成田東町の良好なまちなみ�
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（ウ）都市基盤施設（道路・公園等）
・道路については、国道170号、主要地方道八尾枚方線、主要地方道枚方交野寝屋川線、（都）香
里園駅東線・同駅前広場が整備（一部未整備を含む。）されています。

・公園については、湯屋が谷さくら公園、成田西公園、国松公園、（都）寝屋川公園墓地、（都）
成田公園が整備（一部未整備を含む。）されています。

・公共交通（バス）については、香里園駅東側を起点として、枚方市方面や交野市方面へ、また、
寝屋川市駅東側を起点として三井団地・寝屋南方面へのルートにおいて、路線バスが運行され
ています。

（エ）その他公共施設等
・東北コミュニティセンター、中央高齢者福祉センター、市立図書館東北分室等があります。
・保育所・認定こども園（６箇所）、幼稚園（２園）、小学校（４校）、中学校（４校）、高等学校（２
校）があります。

（オ）水、みどり、歴史文化等
・寝屋川や寝屋川の支流である南前川が東西方向に流れています。国道170号沿道の国松北口から
成田山境橋口交差点間にかけての南前川沿いには複数の品種の桜や様々な植物が植樹されてい
ます。 

・千葉県成田市にある成田山新勝寺の別院である成田山不動尊は、「新寝屋川八景」として選定さ
れています。

・1932（昭和７）年に建築された聖母女学院（現、香里ヌヴェール学院）校舎は、国重要文化財
建築物に登録されています。

・友呂岐神社、春日神社等、歴史ある社寺があります。特に春日神社については、「春日神社のス
ダジイの社叢（しゃそう）」が府の指定文化財に指定されています。

・著名な建築家の藤井厚二が設計した、香里八木邸が大阪ミュージアムに登録されています。
・伝・秦河勝（はたのかわかつ）の墓や友呂岐神社の三井のお弓行事が市の指定文化財に指定さ
れています。

・特に重点的に景観形成を図る地区として、「香里園駅東再開発地区周辺景観重点地区」及び「大
阪外環状線（国道170号）沿道景観重点地区」が指定されています。

（カ）市民アンケート調査による地域の概況
  市民アンケート調査から、本地域にお住まいの方の状況として、以下のような結果が得られま
した。 
○お住まいの住宅の種類
・「持家の戸建住宅」（50.0％）が最も高く、また、「公営・ＵＲ等の賃貸住宅」（14.0％）が相対
的に高くなっています。
○お住まいの場所から最寄り駅までの主な移動手段
・「バス」（41.4％）が最も高く、全地域の中でも最も高くなっています（２番目は西部地域の 
28.0％）。 
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地域の主な課題ウ

（ア）香里園駅周辺の拠点性の強化
・香里園駅周辺について、多様な都市機能の集積等により、拠点性を一層高めていく必要があり
ます。

（イ）「寝屋川団地・三井団地周辺地区」における都市機能の集積
・「寝屋川団地・三井団地周辺地区」について、生活利便性の向上を目指した都市機能の集積が求
められています。

（ウ）京阪本線連続立体交差事業の推進
・京阪本線連続立体交差事業を推進し、踏切を撤去することで、交通渋滞の解消及び鉄道により
分断されている市街地の一体化を図るとともに、利便性の高い交通環境や安心して歩ける歩行
者空間の確保が求められています。

（エ）幹線道路沿道の都市機能の充実
・主要地方道八尾枚方線、国道170号等の沿道については、沿道サービス施設等の更なる機能充実
等が求められています。

（オ）貴重な歴史的・文化的資源等の地域資源を活かしたうるおいあるまちづくり
・由緒ある成田山不動尊や
国重要文化財建築物であ
る香里ヌヴェール学院校
舎等の貴重な歴史的・文
化的な資源の他、寝屋川
公園墓地、成田公園等の
みどりの資源が多いこと
から、これらの地域資源
の保全・活用による、う
るおいあるまちづくりが
求められています。

京阪本線連続立体交差事業整備イメージ図
（光善寺駅方面から香里園駅方面を望む）�

▶市民アンケート調査の結果では、最寄り駅周辺のより充実してほしい施設として、「公園・広
場」が最も高く、次いで「学習・交流施設」となっています。
▶市民アンケート調査の結果では、地域の課題や問題点として、「交通渋滞や道路の未整備」が
最も高く、「災害時の安全性」・「商業施設の立地」も相対的に高くなっています。

アンケート調査による地域の課題等
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地域の主なまちづくりの方針エ

区　分 内　容 

ར༻

ɾ߳ཬԂӺपลについてɺͷߴར༻ΛਐΊΔͱͱにɺߋͳΔ都市ػͷ
ॆ࣮ΛਤΓ·͢ɻ

ɾओཁํಓീඌຕํઢͷװઢಓ࿏Ԋಓについてɺपลڥ؍ܠにྀ͠ͳ
͕ΒɺԊಓαーϏスࢪઃྲྀ௨ۀࢪઃͷཱ༠ಋΛਤΓ·͢ɻ·ͨɺʮ৸
ஂɾࡾҪஂपล۠ʯについてɺҬͷಛੑにԠͨ͡都市ػͷूੵに
Ίɺੜ׆རศੑͷߋͳΔ্ΛਤΓ·͢ɻ

ɾٰྕについてɺதߴͷॅ͕ڞଘ͢ΔॅΛத৺ͱͨ͠市֗
ͷܗΛਤΓɺΈͲΓ๛͔ͰྑͳڥॅډͷܗにΊ·͢ɻ

市֗උ

ɾ߳ཬԂӺΛத৺に都市ػͷूੵɺެަڞ௨ωοτϫーΫͷॆ࣮ΛਤΔɺັྗ
に͋;ΕɺίンύΫτͰརศੑͷߴいຊ市ͷʮ֩ʯͱ͠てͷڌܗΛਪਐ͠
·͢ɻ

ɾࡕژຊઢ࿈ଓཱମަࠩۀࣄΛਐΊɺమಓΛߴՍԽ͠ɺ౿Λআ͢ڈΔ͜ͱͰɺަ
௨ौΛղফ͢ΔͱͱにɺమಓにΑΓஅ͞ΕていΔ市֗ͷҰମԽΛਤΔ͜
ͱͰɺ·ͪͷັྗΛߴΊ·͢ɻ

ॅɾ
ڥॅ

ɾॅڥͷอશΛతͱͨ۠͠計画にΑΓɺٰྕͷྑͳॅڥͷอશに
औΓΈ·͢ɻ

ಓ࿏ɾަ௨
ମܥඋ

ɾʢ都ʣ߳ཬઢͷඋに͚ɺऔΓΈ·͢ɻ
ɾࡕژຊઢ࿈ଓཱମަࠩۀࣄΛਪਐ͠ɺަ௨ौͷղফٴͼమಓͰஅ͞ΕていΔ
市֗ͷҰମԽにΑΓɺ·ͪͷັྗΛߴΊ·͢ɻ·ͨɺԊઢΛؚΜͩҰମతͳ·
ͪͮ͘Γͷ؍͔ΒɺڥଆಓͷඋにΑΔԊઢॅڥͷอશฒͼにརศੑͷߴ
いަ௨ٴڥͼ҆શͳาۭؒऀߦͷܗΛਤΓ·͢ɻ

҆શɾ҆৺
·ͪͮ͘Γ

ɾ࠭ܯࡂռ۠Ҭͷ࠭ࡂͷ͓ͦΕ͕͋Δ۠についてɺϋβーυマοプ
Λݥةͨ͠༺׆ͷपɺආମ੍ͷ֬อΛਤΓ·͢ɻ

ڥ
·ͪͮ͘Γɾ
؍ܠ

·ͪͮ͘Γ

ɾ৸ެԂุͷܙ·ΕͨࣗવڥͷάϦーンΠンϑラ͕࣋つɺੜଶܥͷอ
શɺΈͲΓ๛͔ͳܗ؍ܠػɺฏ࣌に͓͚Δ༊͠ػɺଟ༷ͳػͷੵۃత
ͳ׆༻ΛਤΓ·͢ɻ

ɾ༝ॹ͋Δాࢁෆಈଚ߳ཬψϰΣーϧֶӃͷྺ࢙తɾจԽతݯࢿͷอશɾ׆
༻ΛਤΓɺ市ຽ͕จԽྺ࢙に৮ΕΔ͜ͱͷͰ͖ΔܗڥにΊ·͢ɻ

ɾʮ߳ཬԂӺ౦࠶։ൃ۠पล؍ܠॏ۠ʯٴͼʮେ֎ࡕঢ়ઢʢࠃಓøþ÷߸ʣԊ
ಓ؍ܠॏ۠ʯΛத৺にɺྑͳ؍ܠͷܗΛਪਐ͠·͢ɻ
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まちづくり方針図オ

ʬ؍ܠॏ۠ʭ�
ʮ˓؍ܠॏ۠ʯΛத৺にɺྑ ͷ؍ܠͳ
Λਪਐ͠·͢ɻܗ

ʬΈͲΓͷڌʭ�
˓৸ެԂุͷά
ϦーンΠンϑラ͕࣋つ
ଟ༷ͳػͷ׆༻Λਤ
Γ·͢ɻ�

ʬԊಓαーϏスκーンʭ�
؍ܠڥઢಓ࿏Ԋಓについてɺपลװ˓
ͱͷόランスにྀ͠ɺԊಓαーϏスࢪઃ
ྲྀ௨ۀࢪઃͷ༠ಋΛਤΓ·͢ɻ

ʬੜڌ׆ʢ৸ஂɾࡾҪஂपล۠ʣʭ�
˓ҬಛੑにԠͨ͡都市ػͷूੵにΑΔੜ׆
རศੑͷ্ΛਤΓ·͢ɻ

ʬྑͳ·ͪͳΈܗʭ�
ͷอશΛతͱͨ۠͠計画にΑڥॅ˓
Γɺٰ ྕͷྑͳॅڥͷอશにऔΓ
Έ·͢ɻ

ʬ都市֩ʭ�
˓ӺΛத৺に都市ػͷूੵɺެ ௨ަڞ
ωοτϫーΫͷॆ࣮ΛਤΔɺັ ྗに͋
;ΕɺίンύΫτͰརศੑͷߴいڌܗ
Λਪਐ͠·͢ɻ

ʬࡕژຊઢ࿈ଓཱମަࠩۀࣄʭ�
˓మಓߴՍԽにΑΓɺަ ௨ौΛղফ͢Δͱͱにɺమಓ
にΑΓஅ͞ΕていΔ市֗ͷҰମԽΛਤΓ·͢ɻ
ͷอશฒͼにརศڥଆಓͷඋにΑΔԊઢॅڥ˓
ੑͷߴいަ௨ٴڥͼ҆શͳาۭؒऀߦͷܗΛਤ
Γ·͢ɻ
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Ҭผߏୈ̏章

 （３）西部地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

地域の概況 ア

・本地域の西側を淀川が流れ、守口市、
高槻市、摂津市の市域界と主要地方道
京都守口線や主要地方道茨木寝屋川線
等に囲まれています。

・国道１号（寝屋川バイパス）、主要地
方道八尾茨木線等の幹線道路が通過
し、淀川河川公園等が配置されていま
す。

・面積は約390haです。

西部地域の概況図
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地域の現況と特性イ

（ア）人口
・令和２年１月現在の人口は32,050人であり、市域全体の人口の約13.8％を占めています。
・平成12年以降の人口推移を見ると、令和２年までの各年で減少しています。
・世帯数については、令和２年１月現在15,028世帯（１世帯当たりの平均世帯人員は2.13人／世
帯）で、人口の減少に対して、平成12年以降の各年で増加しています。

・高齢化率については、令和２年１月現在約30.2％で市域全体の約29.7％より高くなっています。

人口・世帯数の推移

年齢３区分別人口
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（イ）土地利用
・住宅地が約161ha（約41.3％）、商業地が約15ha（約3.9％）、工場地が約89ha（約22.8％）、田・
畑が約17ha（約4.3％）、公共用地等が約86ha（約22.0％）、その他が約22ha（約5.7％）となっ
ています。

・国道１号（寝屋川バイパス）と主要地方道京都守口線に挟まれた地域において、住宅と工場等
が共存した土地利用が形成されています。国道１号（寝屋川バイパス）沿道においては工場や
流通業務施設が、主要地方道京都守口線沿道においては沿道サービス施設が比較的多く立地し
ています。

・国道１号（寝屋川バイパス）と淀川に挟まれた地域では、大規模な公的賃貸住宅が立地してい
ます。

・本地域の西部には、低層戸建て住宅地が形成されており、地区計画制度（仁和寺松下住宅地区）
を活用した良好な住環境の保全が図られています。

・仁和寺本町には旧集落に接する形で、まとまりのある農地が存在しています。

土地利用構成比

資料：都市計画基礎調査より作成�

国道１号（寝屋川バイパス）と主要地方道茨木寝屋川線の交差点周辺のまちなみ�
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（ウ）都市基盤施設（道路・公園等）
・道路については、国道１号（寝屋川バイパス）、主要地方道京都守口線、主要地方道茨木寝屋川
線、主要地方道八尾茨木線、（都）千里丘寝屋川線が整備（一部未整備を含む。）されています。

・公園については、黒原旭町公園が整備されています。
・緑地については、（都）淀川河川公園が整備（一部未整備を含む。）されています。
・仁和寺調節池及び御幸西調節池が整備されています。
・公共交通（バス）については、香里園駅西側を起点として、点野・葛原方面を通過し、仁和寺
方面を経て寝屋川市駅西側に繋がるルート、両駅から仁和寺方面を経て守口市へと向かうルー
トに加え、茨木・摂津方面から摂南大学を経由して寝屋川市駅西側に繋がるルートにおいて、
路線バスが運行されています。　
　　
（エ）その他公共施設等
・西コミュニティセンターがあります。
・保育所・認定こども園（８箇所）、幼稚園（１園）、小学校（３校）、中学校（２校）、高等学校（１
校）があります。

・摂南大学があります。

（オ）水、みどり、歴史文化等
・淀川、幹線用水路、古川水路があります。
・広大で自然豊かな淀川河川公園は「新寝屋川八景」として選定されており、大阪ミュージアム
にも登録されています。また、幹線用水路の桜は大阪みどりの百選に、神田天満宮のくすのき
は府指定の文化財に指定されています。

・淀川河川公園には、北河内サイクルライン（北河内自転車道）が整備されています。
・特に重点的に景観形成を図る地区として、「淀川河川軸景観重点地区」が指定されています。

（カ）市民アンケート調査による地域の概況
　市民アンケート調査から、本地域にお住まいの方の状況として、以下のような結果が得られま
した。
○お住まいの住宅の種類
・「持家の戸建住宅」（74.0％）が最も高く、全地域の中でも最も高くなっています。
○勤務先又は通学先
・「寝屋川市内」（20.4％）の割合が高く、全地域の中で最も高くなっています。
○お住まいの場所から最寄り駅までの主な移動手段
・「自転車」（43.6％）が最も高く、全地域の中でも最も高くなっています（２番目は南部地域の
29.5％）。
  また、「徒歩」（16.8％）については、全地域の中でも最も低くなっています。



69

ୈ
̏
章


Ҭ
ผ
ߏ


地域の主な課題ウ

（ア）「仁和寺周辺地区」における都市機能の集積
・「仁和寺周辺地区」について、生活利便性の向上を目指した都市機能の集積が求められています。

（イ）幹線道路沿道の都市機能の充実
・国道１号（寝屋川バイパス）、主要地方道京都守口線等の沿道については、沿道サービス施設等
の更なる機能充実等が求められています。

（ウ）操業環境と居住環境の共存
・国道１号と主要地方道京都守口線に挟まれた地域については、事業所や工場等が立地し、その
背後地には住宅地や農地等が混在した土地利用が広がっています。このため、良好な生活環境
の確保をはじめ、事業所や工場等の操業環境や、営農環境にも配慮する等、様々な用途が共存
できるまちづくりが求められています。

（エ）浸水対策
・台風や集中豪雨等の降雨時において、浸水害が発生するおそれがある地域がみられることから、
浸水対策の更なる検討が求められています。

（オ）淀川河川公園等の地域資源を活かしたうるおいあるまちづくり
・大規模な淀川河川公園等のみどり空間が形成されており、レクリエーション・癒し空間等とし
て更なる活用が求められます。また、淀川や幹
線用水路について、貴重な水辺空間としての保
全・活用が求められています。

・府指定文化財である神田天満宮のくすのきや、
大阪みどりの百選にも選ばれている幹線用水路
の桜並木をはじめとした貴重な地域資源を活か
したうるおいあるまちづくりが求められていま
す。

茨田樋遺跡水辺公園�

▶市民アンケート調査の結果では、地域の課題や問題点として、「交通渋滞や道路の未整備」が
最も高く、次いで「公共交通の不便」が高くなっています。また、「災害時の安全性」も相対的
に高くなっています。

アンケート調査による地域の課題等
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地域の主なまちづくりの方針エ

区　分 内　容 

ར༻

ɾࠃಓ̍߸ʢ৸όΠύスʣओཁํಓژ都कޱઢͷװઢಓ࿏Ԋಓについて
ɺपลڥ؍ܠにྀ͠ͳ͕ΒɺԊಓαーϏスࢪઃྲྀ௨ۀࢪઃͷཱ
༠ಋΛਤΓ·͢ɻ·ͨɺʮਔࣉपล۠ʯについてɺҬͷಛੑにԠͨ͡都市
ΛਤΓ·͢ɻ্ͳΔߋརศੑͷ׆ͷूੵにΊɺੜػ

市֗උ

ɾࠃಓ̍߸ʢ৸όΠύスʣͱओཁํಓژ都कޱઢにڬ·Εͨॅͱྲྀࢪઃɺ
ॴɺۀࣄઃࢪΔྲྀ͑ࢧΛྗ׆ていΔΤϦΞɺ都市͠ࡏ͕ࠞॴɺۀࣄ
ଘͰ͖ΔόランスͷͱΕͨ市֗ڞいにޓɺ࣋ͷҡڥͱॅڥۀͷૢ
ͷܗΛਤΓ·͢ɻ

ಓ࿏ɾަ௨
ମܥඋ ɾಓ࿏ωοτϫーΫͷػڧԽͷͨΊɺʢ都ʣઍཬٰ৸ઢͷඋΛଅਐ͠·͢ɻ

ͦͷଞ
都市ࢪઃ
උ

ɾ市Ҭに͓͚Δਁਫରࡦͷ৽ͨͳࠜࢪװઃͱ͠てɺݹӍਫװઢΛඋ͠·͢ɻ

҆શɾ҆৺
·ͪͮ͘Γ

ɾ৸෦ԼՏͷඋଅਐɺӍਫװઢɺஷཹࢪઃͷඋਪਐにΑΓɺਁਫ
ඃͷܰݮΛਤΓ·͢ɻ

ڥ
·ͪͮ͘Γɾ
؍ܠ

·ͪͮ͘Γ

ɾཎՏެԂͷܙ·ΕͨࣗવڥͷάϦーンΠンϑラ͕࣋つɺੜଶܥͷอ
શɺΈͲΓ๛͔ͳܗ؍ܠػͷଞɺฏ࣌に͓͚Δ༊͠ػɺଟ༷ͳػͷ׆
༻ΛਤΓ·͢ɻ

ɾਆాఱຬٶͷ͘͢ͷ͖ɺװઢ༻ਫ࿏ͷࡩฒにՃ͑ɺਔࢯࣉਆࣾɺ市ࢦఆจ
Խࡒͷਖ਼ཱࣉͷᑓͷྺ࢙తɾจԽతݯࢿͷอશɾ׆༻ΛਤΓɺ市ຽ͕จԽ
にΊ·͢ɻܗڥに৮ΕΔ͜ͱͷͰ͖Δ࢙ྺ

ɾʮཎՏ࣠؍ܠॏ۠ʯΛத৺にɺྑͳ؍ܠͷܗΛਪਐ͠·͢ɻ

淀川河川敷から鳥飼仁和寺大橋を望む
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まちづくり方針図オ

ʬॅڞଘκーンʭ�
˓ྲྀࢪઃۀࣄॴͷૢۀ
ͷόランスͷͱΕͨڥͱॅڥ
市֗ͷܗにΊ·͢ɻ

ʬΈͲΓͷڌʭ�
˓ཎՏެԂͷάϦーンΠンϑラ͕࣋
つଟ༷ͳػͷ׆༻ΛਤΓ·͢ɻ

ʬԊಓαーϏスκーンʭ�
ڥઢಓ࿏Ԋಓについてɺपลװ˓
ͱͷόランスにྀ͠ɺԊಓαー؍ܠ
Ϗスࢪઃྲྀ௨ۀࢪઃͷ༠ಋΛ
ਤΓ·͢ɻ

ʬੜڌ׆ʢਔࣉपล۠ʣʭ��
˓ҬಛੑにԠͨ͡都市ػͷूੵにΑΔੜ׆ར
ศੑͷ্ΛਤΓ·͢ɻ

ʬ؍ܠॏ۠ʭ�
ʮ˓؍ܠॏ۠ʯΛத৺にɺྑ ܠͳ
Λਪਐ͠·͢ɻܗͷ؍
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 （４）中央部地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

地域の概況 ア

・本地域を京阪本線が縦貫し、寝屋川市
駅があります。

・国道170号、主要地方道京都守口線、
主要地方道八尾枚方線、主要地方道八
尾茨木線、主要地方道枚方交野寝屋川
線に囲まれています。

・京阪本線に沿って寝屋川が流れていま
す。

・面積は約413haです。

中央部地域の概況図
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地域の現況と特性イ

（ア）人口
・令和２年１月現在の人口は51,391人であり、市域全体の人口の約22.2％を占めており、各地域
の中で１番人口の多い地域となっています。

・平成12年以降の人口推移を見ると、令和２年までの各年で減少しています。
・世帯数については、令和２年１月現在25,011世帯（１世帯当たりの平均世帯人員は2.05人／世
帯）で、平成27年まで増加傾向にあったものが若干減少傾向にあります。

・高齢化率については、令和２年１月現在約29.9％で市域全体の約29.7％より高くなっています。

人口・世帯数の推移

年齢３区分別人口
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（イ）土地利用
・住宅地が約261ha（約63.1％）、商業地が約42ha（約10.1％）、工場地が約33ha（約7.9％）、田・
畑が約２ha（約0.6％）、公共用地等が約75ha（約18.3％）となっています。

・寝屋川市駅を中心に商業系土地利用が形成され、駅の東側には、バスロータリーに面して商業
施設がある他、市道寝屋川駅前線の全線開通により沿道に店舗が進出しています。

・寝屋川市駅の西側では、池田・大利地区防災街区整備地区計画が定められ、密集住宅地区の改
善が進められています。

・市道寝屋川駅前線沿道においては、寝屋川市駅につながるシンボルロードとして、駅前にふさ
わしい商業・業務機能等の導入を目的とした地区計画が定められ、店舗等の立地がみられる他、
（都）対馬江大利線沿道地区では、市の玄関口として商業・業務等多様な都市機能を誘導する
ための地区計画が定められています。

・国道170号、主要地方道枚方交野寝屋川線等の沿道において、流通業務施設や沿道サービス施設
等が立地しています。

土地利用構成比

資料：都市計画基礎調査より作成�

令和３年８月に開設した寝屋川市立中央図書館�
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（ウ）都市基盤施設（道路・公園等）
・道路については、国道170号、主要地方道京都守口線、主要地方道茨木寝屋川線、主要地方道八
尾枚方線、主要地方道八尾茨木線、市道池田秦線、市道寝屋川駅前線・同駅前広場、（都）平池
木田線、（都）対馬江大利線・同駅前広場が整備（一部未整備を含む。）されています。

・公園については、幸町公園、池田１号公園、池田けやき公園、池田２号公園、大利公園、初本
町公園、高柳栄町公園が整備されています。

・緑地については、（都）友呂岐緑地が整備（一部未整備を含む。）されています。
・下水道施設については、南前川ポンプ場、大利ポンプ場が整備されています。
・公共交通（鉄道）については、京阪本線が運行されています。
・公共交通（バス）については、寝屋川市駅からの茨木市方面ルートをはじめ、多数の路線バス
が運行されています。　　

（エ）その他公共施設等
・寝屋川市役所、中央図書館、保健福祉センター、池の里市民交流センター（西シティ・ステーショ
ン）、男女共同参画推進センター、こどもセンター、ねやがわシティ・ステーション、アルカスホー
ル（地域交流センター）、エスポアール、子育てリフレッシュ館（RELATTO）、寝屋川警察署、
寝屋川消防署等、数多くの公共施設が立地しています。

・保育所・認定こども園（10箇所）、幼稚園（２園）、小学校（５校）、中学校（２校）、高等学校（１
校）があります。

・大阪電気通信大学、大阪公立大学工業高等専門学校があります。
（オ）水、みどり、歴史文化等
・市内中心部に位置する友呂岐緑地及びねや川戎という風物詩が「新寝屋川八景」として選定さ
れています。

・寝屋川、友呂岐水路、古川水路等があります。
・憩いの空間として、市民との協働により整備された寝屋川せせらぎ公園や幸町公園（親水公園）
があります。

・平池町にある平池家住宅が国の登録有形文化財に指定されています。
・特に重点的に景観形成を図る地区として、「寝屋川市駅東再開発地区周辺景観重点地区」、「大阪
外環状線（国道170号）沿道景観重点地区」、「寝屋川駅前線東部沿道景観重点地区」、「寝屋川市
駅西側駅前広場周辺景観重点地区」及び「都市計画道路対馬江大利線（市施行）沿道景観重点
地区」が指定されています。

（カ）市民アンケート調査による地域の概況
　市民アンケート調査から、本地域にお住まいの方の状況として、以下のような結果が得られま
した。
○お住まいの家族構成
・「二世代世帯」（49.9％）が最も高く、全地域の中でも最も高くなっています（２番目は北東部
地域の46.8％）。
○お住まいの住宅の種類
・「持家の戸建住宅」（68.3％）に次いで、「民間賃貸住宅」（15.5％）が高くなっています。
○通勤又は通学時の主な移動手段
・「電車」（42.4％）に次いで、「自転車」（22.4％）が高くなっています。
　また、「徒歩」（6.9％）については、全地域の中で最も高くなっています（２番目は北西部地
域の5.4％）。
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地域の主な課題ウ

（ア）寝屋川市駅周辺の拠点性の強化
・寝屋川市駅周辺について、令和３年８月に市立中央図書館が開設し、今後も多様な都市機能の
集積を図るとともに、駅につながる道路として、（都）対馬江大利線の早期完成に向けた取組を
進め、拠点性を一層高めていく必要があります。

（イ）大阪公立大学工業高等専門学校の移転（予定）を踏まえた検討
・「緑町周辺地区」の大阪公立大学工業高等専門学校について、令和８（2026）年度以降の移転が
予定されていることから、関係機関の動向等を踏まえた検討が求められています。

（ウ）幹線道路沿道の都市機能の充実
・国道170号、主要地方道枚方交野寝屋川線等の沿道については、沿道サービス施設等の更なる機
能充実等が求められています。

・（都）対馬江大利線沿道については、駅前にふさわしい商業・業務施設等、多様な都市機能の集
積等、周辺地域を含む一体的なまちづくりが求められています。

（エ）浸水対策
・台風や集中豪雨等の降雨時において、浸水害が発生するおそれがある地域がみられることから、
浸水対策の更なる検討が求められています。

（オ）密集市街地対策
・寝屋川市駅周辺には、多くの木造アパート・文化
住宅等が密集し、狭あいな道路が多く消防活動が
困難な密集住宅地区（池田・大利地区）があり、
地域の防災性を高める取組が求められています。

（カ） 寝屋川等の地域資源を活かしたうるおいある
まちづくり

・寝屋川等の水辺空間及び友呂岐緑地、寝屋川せせ
らぎ公園等により形成される自然環境の保全・活
用が求められています。

・大利神社、八坂神社、住吉神社、平池家住宅等の
貴重な歴史的・文化的資源を活かしたうるおいあ
るまちづくりが求められています。

（仮称）駅前庁舎として検討する旧大阪電気通信
大学駅前キャンパス�

▶市民アンケート調査の結果では、最寄り駅周辺のより充実してほしい施設として、「飲食店」が
最も高く、次いで「医療・福祉施設」となっています。
▶市民アンケート調査の結果では、地域の課題や問題点として、「交通渋滞や道路の未整備」が
最も高く、「災害時の安全性」・「空き家の増加」も相対的に高くなっています。

アンケート調査による地域の課題等
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地域の主なまちづくりの方針エ
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まちづくり方針図オ

ʬີूॅ ʢ۠ాɾେར۠ʣʭ�
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市֗ͷܗに͚てऔΓΈ·͢ɻ
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Λਪਐ͠·͢ɻܗͷ؍ܠͳ

ʬԊಓαーϏスκーンʭ�
ͱͷόランスにྀ͠ɺ؍ܠڥઢಓ࿏Ԋಓについてɺपลװ˓
ԊಓαーϏスࢪઃྲྀ௨ۀࢪઃͷ༠ಋΛਤΓ·͢ɻ�
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 （５）東部地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

地域の概況 ア

・本地域をＪＲ学研都市線が縦貫し、寝
屋川公園駅、交野市域界に星田駅（交
野市内）があります。

・枚方市、交野市、四條畷市域界と国道
170号、主要地方道枚方交野寝屋川線に
囲まれています。
・主要地方道枚方富田林泉佐野線や第二
京阪道路が通過し、寝屋川公園、打上
川治水緑地等が配置されています。

・面積は約608haです。

東部地域の概況図
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地域の現況と特性イ

（ア）人口
・令和２年１月現在の人口は31,924人であり、市域全体の人口の約13.8％を占めており、各地域
の中で１番人口の少ない地域となっています。

・平成12年以降の人口推移を見ると、平成27年に一旦増加に転じましたが、再度減少傾向に転じ
ています。

・世帯数については、令和２年１月現在14,433世帯となっており、平成12年以降一貫して増加傾
向にあります。また、１世帯当たりの平均世帯人員は2.21人／世帯で、市域全体の2.10人／
世帯を上回っています。

・高齢化率については、令和２年１月現在約29.9％で市域全体の約29.7％より高くなっています。

人口・世帯数の推移

年齢３区分別人口
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（イ）土地利用
・住宅地が約246ha（約40.4％）、商業地が約32ha（約5.2％）、工場地が約32ha（約5.2％）、田・
畑が約114ha（約18.8％）、公共用地等が約138ha（約22.8％）、その他が約46ha（約7.6％）となっ
ています。

・寝屋川公園駅を中心に商業系土地利用が形成されており、その周辺部には、打上高塚町土地区
画整理事業及び都市計画道路寝屋川公園駅前線整備事業により、沿道サービス施設、病院等の
集積が進むとともに、中高層住宅、旧集落等によるまちなみが形成されています。

・高宮あさひ丘地区、太秦ハイツ地区等においては、良好な住環境の形成に向けて地区計画が定
められ、ゆとりある住宅地が整備されています。また、小路地区においては、第二京阪道路沿
道における物流・商業施設と生活環境との調和を目指し、地区計画が定められています。

・第二京阪道路沿道においては、土地区画整理事業等により商業・業務地が形成される等、新た
なまちなみが形成されています。

土地利用構成比

資料：都市計画基礎調査より作成�

第二京阪道路上の寝屋川第�2�トンネル北緑地から南方を望む
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（ウ）都市基盤施設（道路・公園等）
・道路については、第二京阪道路、国道170号、主要地方道枚方交野寝屋川線、主要地方道枚方富
田林泉佐野線、市道寝屋川公園駅前線、（都）寝屋線、（都）梅が丘高柳線が整備（一部未整備
を含む。）されています。

・公園については、熱田公園、まつのき公園、みどりの丘さくら公園、小路明和公園、太秦２号公園、
寝屋公園、打上公園、打上川治水緑地、（都）寝屋川公園が整備（一部未整備を含む。）されて
います。

・処理施設については、寝屋川ごみ焼却場（クリーンセンター）、北河内４市リサイクルプラザ（か
ざぐるま）が整備されています。

・公共交通（鉄道）については、ＪＲ学研都市線が運行されています。
・公共交通（バス）については、寝屋川公園駅を起点に寝屋川市駅方面、ＪＲ学研都市線忍ヶ丘
駅及び星田駅方面へのルートにおいて、路線バスが運行されています。

（エ）その他公共施設等
・東コミュニティセンター、市民会館、市民活動センター、東図書館、学び館、埋蔵文化財資料館、
太秦高齢者福祉センター、東高齢者福祉センター、東障害福祉センター、東シティ・ステーショ
ン等数多くの公共施設が立地しています。

・保育所・認定こども園（７箇所）、幼稚園（１園）、小学校（４校）、中学校（２校）、高等学校（１
校）、特別支援学校（１校）があります。

（オ）水、みどり、歴史文化等
・たち川、打上川及び讃良川があります。
・寝屋川公園駅に隣接する寝屋川公園をはじめ、市指定史跡の太秦高塚古墳、寝屋のまちなみの
風景が「新寝屋川八景」に選定されています。

・石宝殿古墳と高宮廃寺跡が国指定文化財（史跡名勝天然記念物）に登録されています。
・第二京阪道路の両側には、北河内サイクルライン（北河内自転車道）が整備されています。
・特に重点的に景観形成を図る地区として、「生駒やまなみ緑地軸景観重点地区」、「大阪外環状線
（国道170号）沿道景観重点地区」、「第二京阪道路沿道景観重点地区」、「寝屋川公園駅駅前広場
周辺景観重点地区」、「寝屋南地区景観重点地区」及び「打上高塚町周辺景観重点地区」が指定
されています。

（カ）市民アンケート調査による地域の概況
  市民アンケート調査から、本地域にお住まいの方の状況として、以下のような結果が得られま
した。
○お住まいの住宅の種類
・「持家の戸建住宅」（58.7％）に次いで、「持家のマンション」（24.5％）が高く、北西部地域に
次いで高くなっています。
○通勤又は通学時の主な移動手段
・「バイク・自家用車」（44.4％）が最も高く、全地域の中で最も高くなっています（２番目は西
部地域の35.2％）。
○お住まいの場所から最寄り駅までの主な移動手段
・「徒歩」（41.3％）に次いで、「バス」（23.8％）の比率が高くなっています（北東部地域：
41.4％、西部地域：28.0％に次ぐ割合）。
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地域の主な課題ウ

（ア）寝屋川公園駅周辺の拠点性の強化
・寝屋川公園駅周辺については、寝屋川公園駅前線の開通、土地区画整理事業等により、新たな
市街地が創出され、今後も多様な都市機能の集積等により、拠点性を一層高めていく必要があ
ります。

（イ）星田駅周辺の拠点形成に向けた検討
・星田駅周辺エリアについては、交通アクセス性が良く、人口及び都市機能を集積するポテンシャ
ルの高いエリアであることから、新たな土地利用の検討が求められています。

（ウ）第二京阪道路沿道のまちづくり
・第二京阪道路沿道については、その立地ポテンシャルを活かしつつ、周辺とも調和した土地利
用が求められています。

（エ）幹線道路沿道の都市機能の充実
・国道170号等の沿道については、沿道サービス施設等の更なる機能充実等が求められています。

（オ）寝屋川公園等の地域資源を活かしたうるおいあるまちづくり
・寝屋川公園、打上川治水緑地等のみどり空間が形成されており、レクリエーション・癒しの場
等として更なる活用が求められています。

・国指定史跡の石宝殿古墳、高宮廃寺跡等の歴史的・文化的資源を活かしたうるおいあるまちづ
くりが求められています。

▶市民アンケート調査の結果では、最寄り駅周辺のより充実してほしい施設として、「日用品が
買える店」が最も高く、「金融機関」や「飲食店」も高くなっています。
▶市民アンケート調査の結果では、地域の課題や問題点として、「交通渋滞や道路の未整備」が
最も高く、「商業施設の立地」・「飲食店の立地」・「銀行・郵便局など生活サービス施設の立
地」も相対的に高くなっています。

アンケート調査による地域の課題等

打上川治水緑地
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地域の主なまちづくりの方針エ

区　分 内　容 

ར༻

ɾ৸ެԂӺपลについてɺৗੜ׆にඞཁͱͳΔ都市ػΛத৺ͱͨ͠
ར༻ͷܗにΊΔɺ都市ػͷ༠ಋΛਤΓ·͢ɻ

ɾࠃಓøþ÷߸ͷװઢಓ࿏Ԋಓについてɺपลڥ؍ܠにྀ͠ͳ͕ΒɺԊಓ
αーϏスࢪઃྲྀ௨ۀࢪઃͷཱ༠ಋΛਤΓ·͢ɻ·ͨɺాӺपลͷʮ৸
ೋஸɾ৸ެԂ۠ʯについてɺʢ都ʣ৸ެԂͷݟ͠ͷಈ
ॴ༗ऀͷҙΛ౿·্͑ͨͰɺকདྷͷར༻ͷํੑΛత֬にۃݟΊɺࣗવ
ɻ͢·͠౼ݕにྀ͠ɺ৽ͨͳར༻Λ؍ܠڥ

ɾٰྕについてɺதߴͷॅ͕ڞଘ͢ΔॅΛத৺ͱͨ͠市֗
ͷܗΛਤΓɺΈͲΓ๛͔ͰྑͳڥॅډͷܗにΊ·͢ɻ

市֗උ

ɾ৸ެԂӺΛத৺に都市ػͷूੵɺެަڞ௨ωοτϫーΫͷॆ࣮ΛਤΔɺ
ັྗに͋;ΕɺίンύΫτͰརศੑͷߴいຊ市ͷʮ౦֩ʯͱ͠てͷڌܗΛਪ
ਐ͠·͢ɻ

ɾ৸ެԂӺલઢͷ։௨に͏ӺͷΞΫηスڧԽɺ۠画ཧۀࣄにΑΔ৽
市֗ͷग़ɺࢪઃҰମܕখதҰ؏ߍͷઃஔɺӺଆͷඋɺओཁํಓຕ
ํాྛઘࠤઢͷ֦෯උɺӺΛத৺ͱͨ͠ɺັྗ͋;ΕΔ৽ͨͳ·ͪͮ͘
ΓΛਪਐ͠·͢ɻ

ɾʮ৸ೋஸɾ৸ެԂ۠ʯͷ·ͪͮ͘ΓΛੵۃతにݕ౼͠ɺັྗに͋;Εɺ
ίンύΫτͰརศੑͷߴいຊ市ͷʮ৽ͨͳ都市֩ʯͱ͠てͷڌܗにݕ͚ͨ
౼Λߦい·͢ɻ

ɾୈೋࡕژಓ࿏ԊಓɺҬωοτϫーΫΛ͔ͨ͠׆都市ྗ׆Λ͑ࢧΔੵूۀ࢈
ɺΤϦΞͷཱϙςンγϟϧΛ͔͠׆つつɺརศੑͷߴいॅڥͷܗɺ
都市తར༻ͱͷόランスͷͱΕͨ計画తͳ·ͪͮ͘ΓにΊ·͢ɻ

ɾʮ;Δ͞ͱϦーαϜ۠ʯに͓いてɺҬͱڠಇ͠ɺʮ֗ͳΈڥඋํʯにج
͖ͮɺ࣠ࡂͱͳΔಓ࿏ͷඋΛ࣮͠ࢪɺΏͱΓͱ͏Δ͓いͷ͋Δॅڥͷ
උにऔΓΈ·͢ɻ

ॅɾ
ڥॅ

ɾॅڥͷอશΛతͱͨ۠͠計画にΑΓɺٰྕͷྑͳॅڥͷอ
શにऔΓΈ·͢ɻ

ಓ࿏ɾަ௨
ମܥඋ

ɾʢ都ʣ৸ઢについてɺ৽ͨͳར༻ͷݕ౼ͷதͰɺ都市計画ͷมߋࢹ
にೖΕɺͦͷඋに͚ɺऔΓΈ·͢ɻ

ɾಓ࿏ωοτϫーΫͷػڧԽͷͨΊɺʢ都ʣകٰ͕ߴ༄ઢͷඋΛଅਐ͠·͢ɻ

ͦͷଞ都市
ઃඋࢪ

ɾֶ̧̟ݚ都市ઢԊઢΤϦΞに͓͚Δɺ৽ͨͳ·ͪͷランυマーΫͱͳΔࢪઃҰମ
औΛਪਐ͠·͢ɻ͚ͨͷઃஔにߍ؏খதҰܕ

ɾʢچʣࠃಓøþ÷߸ҎҬͷӍਫͷྲྀग़Λ੍͢Δਁਫରࡦͷࠜࢪװઃͱ͠てɺ
ʢ都ʣٶߴϙンプΛඋɾӡӦ͠·͢ɻ

҆શɾ҆৺
·ͪͮ͘Γ

ɾ࠭ܯࡂռ۠Ҭͷ࠭ࡂͷ͓ͦΕ͕͋Δ۠についてɺϋβーυマοプ
Λݥةͨ͠༺׆ͷपɺආମ੍ͷ֬อΛਤΓ·͢ɻ
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区　分 内　容 

ڥ
·ͪͮ͘Γɾ
؍ܠ

·ͪͮ͘Γ

ɾ৸ެԂͷܙ·ΕͨࣗવڥͷάϦーンΠンϑラ͕࣋つɺੜଶܥͷอશɺ
ΈͲΓ๛͔ͳܗ؍ܠػͷଞɺฏ࣌に͓͚Δ༊͠ػɺଟ༷ͳػͷ׆༻Λ
ਤΓ·͢ɻ

ɾࢦࠃఆจԽࡒͰ͋Δੴๅ఼ݹٶߴഇࣉͷྺ࢙తɾจԽతݯࢿͷอશɾ׆
༻ΛਤΓɺ市ຽ͕จԽྺ࢙に৮ΕΔ͜ͱͷͰ͖ΔܗڥにΊ·͢ɻ

ɾʮੜۨ·ͳΈ࣠؍ܠॏ۠ʯɺʮେ֎ࡕঢ়ઢʢࠃಓøþ÷߸ʣԊಓ؍ܠॏ
۠ʯɺʮୈೋࡕژಓ࿏Ԋಓ؍ܠॏ۠ʯɺʮ৸ެԂӺӺલपล؍ܠॏ
۠ʯɺʮ৸ೆ۠؍ܠॏ۠ʯٴͼʮଧ্ߴ௩ொपล؍ܠॏ۠ʯΛத৺
にɺྑͳ؍ܠͷܗΛਪਐ͠·͢ɻ

施設一体型小中一貫校整備イメージ図
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まちづくり方針図オ

ʬ؍ܠॏ۠ʭ�
ʮ˓؍ܠॏ۠ʯΛத৺にɺྑ
Λਪਐ͠·͢ɻܗͷ؍ܠͳ

ʬΈͲΓͷڌʭ�
˓৸ެԂɾଧ্࣏ਫ
ͷάϦーンΠンϑラ͕࣋つଟ༷
ͳػͷ׆༻ΛਤΓ·͢ɻ

ʬҬަྲྀڌʭ
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ลについてɺަ ௨རศੑΛ͔͠׆ɺ
पล都市ؒͱͷަྲྀଅਐΛਤΓ
·͢ɻ

ʬٶߴϙンプʭ
ʢ˓چʣࠃಓøþ÷߸ҎҬͷ
Ӎਫͷྲྀग़Λ੍͢Δਁਫର
ɺߴઃͱ͠てࢪװͷࠜࡦ ϙンٶ
プΛඋɾӡӦ͠·͢ɻ

ʬԊಓαーϏスκーンʭ�
ઢಓ࿏Ԋಓについてװ˓
ɺपลڥ؍ܠͱͷ
όランスにྀ͠ɺԊಓ
αーϏスࢪઃྲྀ௨ۀ
ࢪઃͷ༠ಋΛਤΓ
·͢ɻ

ʬ都市֩ʭ�
˓ӺΛத৺に都市ػͷूੵɺެ ௨ωοτަڞ
ϫーΫͷॆ࣮ΛਤΔɺັ ྗに͋;Εɺίンύ
ΫτͰརศੑͷߴいڌܗΛਪਐ͠·͢ɻ�

ʬ৽ͨͳ都市֩ͱͳΓಘΔΤϦΞʢʮ৸ೋஸɾ৸
ެԂ۠ʯʣʭ�
ʢ˓都ʣ৸ެԂͷݟ͠ͷಈॴ༗ऀ
ͷҙΛ౿·্͑ͨͰɺকདྷͷར༻ͷํ
ੑΛత֬にۃݟΊɺࣗ વڥ؍ܠにྀ͠ɺັ
ྗに͋;ΕɺίンύΫτͰརศੑͷߴいຊ市ͷ
ʮ৽ͨͳ都市֩ʯͱ͠てͷڌܗにݕ͚ͨ౼
Λߦい·͢ɻ
ʢ˓都ʣ৸ઢについてɺ৽ͨͳར༻ͷݕ౼
ͷதͰɺ都市計画ͷมߋࢹにೖΕɺͦ ͷඋ
に͚ɺऔΓΈ·͢ɻ
ͮͪ·ɺʮ৸ೋஸɾ৸ެԂ۠ʯͷޙࠓ˞ Γ͘
ͷߋͳΔݕ౼にΑΓɺʮར༻ݕ౼κーンʯͷ۠
ҬͷҰ෦͕มߋͱͳΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

ʬྑͳ·ͪͳΈܗʭ
ͷอશΛతͱ͠ڥॅ˓
ͨ۠計画にΑΓɺٰ ྕ
ͷྑͳॅڥͷอ
શにऔΓΈ·͢ɻ
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 （６）南部地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

地域の概況 ア

・本地域の西側には、京阪本線が縦貫
し、萱島駅があります。

・門真市、大東市、四條畷市の各市域界
と国道170号や主要地方道枚方交野寝
屋川線等に囲まれています。

・主要地方道八尾枚方線や国道163号、
第二京阪道路等が通過し、深北緑地や
南寝屋川公園、友呂岐緑地等が配置さ
れています。

・面積は約410haです。

南部地域の概況図
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地域の現況と特性イ

（ア）人口
・令和２年１月現在の人口は37,445人であり、市域全体の人口の約16.2％を占めています。
・平成12年以降の人口推移を見ると、令和２年までの各年で減少しています。
・世帯数については、令和２年１月現在18,298世帯（１世帯当たりの平均世帯人員は2.05人／世
帯）で、人口の減少に対して、平成12年以降増加傾向にあるものの、１世帯当たりの平均世帯
人員は各地域の中でも１番低い値となっています。

・高齢化率については、令和２年１月現在約28.9％で市域全体の約29.7％より低くなっています。

人口・世帯数の推移

年齢３区分別人口



93

ୈ
̏
章


Ҭ
ผ
ߏ


（イ）土地利用
・住宅地が約193ha（約47.0％）、商業地が約30ha（約7.4％）、工場地が約71ha（約17.4％）、田・
畑が約27ha（約6.5％）、公共用地等が約88ha（約21.5％）、その他が約１ha（約0.2％）となっ
ています。

・萱島駅を中心に、萱島中央商店街等、既存商店街を中心とする商業系土地利用が形成されてい
ます。

・萱島駅の東側においては、密集住宅地区の改善に向けて萱島東地区防災街区整備地区計画が定
められており、共同住宅の建替や主要生活道路の拡幅等、安全・安心なまちの実現を目指すた
めの取組が継続的になされています。

・新家地区においては、広域的な商業等の都市機能を備えた市街地整備のための地区計画が定め
られ、大規模商業施設が立地している他、河北西町地区では良好な住環境の形成に向けて、宅
地開発に合わせて地区計画が定められています。

・国道170号と主要地方道八尾枚方線に挟まれた地域等において、住宅と工場等が共存した土地利
用が形成されています。また、主要地方道八尾枚方線沿道において、大規模工場が立地してい
ます。

土地利用構成比

資料：都市計画基礎調査より作成�

深北緑地
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（ウ）都市基盤施設（道路・公園等）
・道路については、第二京阪道路、国道170号、国道163号、主要地方道八尾枚方線、市道萱島堀溝線・
同駅前広場、（都）萱島讃良線が整備（一部未整備を含む。）されています。

・公園については、南寝屋川公園、中木田公園、昭栄町公園、あじさい公園、さつき公園、堀溝公園、
上神田公園、萱島東公園が整備されています。

・緑地については、深北緑地、（都）友呂岐緑地が整備されています。
・下水道施設については、太平ポンプ場、萱島ポンプ場が、その他の処理施設については、寝屋
川汚物処理場（緑風園）が整備されています。その他、萱島調節池や南寝屋川公園に寝屋川北
部地下河川讃良立坑が整備されています。

・公共交通（鉄道）については、京阪本線が運行されています。
・公共交通（バス）については、萱島駅を起点として、寝屋川市役所前等を経て寝屋川市駅東口
を結ぶルートや、近隣の萱島駅前バス停から高柳住宅前を経て寝屋川市駅西口を結ぶルートや
大和田駅を結ぶルートが運行されています。
　　
（エ）その他公共施設等
・西南コミュニティセンター、南コミュニティセンター・同分館、萱島シティ・ステーション、
堀溝サービス窓口、市立図書館西南分室・南分室、市民体育館、市民グラウンド等があります。

・保育所・認定こども園（８箇所）、幼稚園（１園）、小学校（５校）、中学校（２校）があります。

（オ）水、みどり、歴史文化等
・寝屋川、讃良川、岡部川、古川水路及び友呂岐水路があります。
・市内中心部に位置する友呂岐緑地と萱島駅のくすのきは「新寝屋川八景」に選定されています。
・第二京阪道路の両側には、北河内サイクルライン（北河内自転車道）が整備されています。
・特に重点的に景観形成を図る地区として、「生駒やまなみ緑地軸景観重点地区」、「大阪外環状線
（国道170号）沿道景観重点地区」、「第二京阪道路沿道景観重点地区」及び「萱島駅周辺景観重
点地区」が指定されています。

（カ）市民アンケート調査による地域の概況
　市民アンケート調査から、本地域にお住まいの方の状況として、以下のような結果が得られま
した。
○お住まいの住宅の種類
・「持家の戸建住宅」（67.1％）に次いで、「民間賃貸住宅」（23.2％）が高く、全地域の中で最も
高くなっています。
○お住まいの場所から最寄り駅までの主な移動手段
・「徒歩」（55.5％）に次いで、「自転車」（29.5％）の比率が高くなっています（西部地域：
43.6％に次ぐ割合）。
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（ア）萱島駅周辺の拠点性の強化
・萱島駅周辺について、多様な都市機能の集積等により、拠点性を一層高めていく必要があります。

（イ）第二京阪道路沿道のまちづくり
・第二京阪道路沿道については、その立地ポテンシャルを活かしつつ、周辺とも調和した土地利
用が求められています。

（ウ）幹線道路沿道の都市機能の充実
・国道170号等の沿道については、沿道サービス施設等の更なる機能充実等が求められています。

（エ）操業環境と居住環境の共存
・国道170号、主要地方道八尾枚方線及び主要地方道枚方交野寝屋川線に挟まれた地域等について
は、事業所や工場等が立地し、その背後地には住宅地や農地等が混在した土地利用が広がって
います。このため、良好な生活環境の確保をはじめ、事業所や工場等の操業環境や、営農環境
にも配慮する等、様々な用途が共存できるまちづくりが求められています。

（オ）浸水対策
・台風や集中豪雨等の降雨時において、浸水害が発生するおそれがある地域がみられることから、
浸水対策の更なる検討が求められています。

（カ）密集市街地対策
・萱島駅周辺には、多くの木造アパート・文化住
宅等が密集し、狭あいな道路が多く消防活動が
困難な密集住宅地区（萱島東地区）があり、地
域の防災性を高める取組が求められています。

（キ） 南寝屋川公園等の地域資源を活かしたうるお
いあるまちづくり

・南寝屋川公園、深北緑地、友呂岐緑地等のみど
り空間が形成されており、レクリエーション・
癒しの場等として更なる活用が求められていま
す。

・萱島駅のくすのき、河北大神社等の歴史的・文
化的資源を活かしたうるおいあるまちづくりが
求められています。

▶市民アンケート調査の結果では、最寄り駅周辺のより充実してほしい施設として、「日用品が
買える店」が最も高く、次いで「飲食店」となっています。
▶市民アンケート調査の結果では、地域の課題や問題点として、「災害時の安全性」が最も高く、
「交通渋滞や道路の未整備」・「密集した住宅地」も相対的に高くなっています。

アンケート調査による地域の課題等

南寝屋川公園
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地域の主なまちづくりの方針エ
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まちづくり方針図オ
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 1 協働によるまちづくりの推進

　地域における住民、ＮＰＯ、企業等の民間主体による活動形態が多様化し、まちづくり分野におい
ても、まちづくりの担い手としての役割が拡大しつつあります。
　今後、より一層複雑多様化する都市課題に対し、きめ細かく対応していくためには、市民・事業者・
行政がお互いに理解しあい、連携することが必要不可欠であり、こうした連携を推進し、マスタープ
ランで掲げるまちづくりの将来目標の実現に向けて取り組みます。

 2 新型コロナ危機を契機としたまちづくりについて

　今般の新型コロナ危機において、いわゆる「三つの密」が回避されることが必要とされる等、私た
ちの生活様式が大きく見直されることとなりました。
　令和２年８月に国土交通省が公表した「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性」では、「都
市という場の重要性や都市における機能の集積の必要性は変わらず、新型コロナ危機を踏まえても、
引き続き、都市の国際競争力強化、ウォーカブルなまちづくりによる魅力向上、コンパクト・プラス・
ネットワーク※の推進、スマートシティ※の推進に取り組んでいくという大きな方向性に変わりはない
と考えられる。その上で、都市の持つ集積のメリットを更に伸ばす取組を進めつつ、新型コロナ危機
を契機として生じた変化に対応していくことが必要である。」とされています。

協 働

市 民

行 政事業者
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　こうしたまちづくりの方向性を踏ま
え、テレワークの進展に伴う職住近接※

ニーズの高まりやゆとりある空間の充実
等、新たな社会の在り方を見据え、新技術
や各種データ活用をまちづくりに取り入
れたスマートシティの取組等を検討する
必要があります。

 3 マスタープランの進捗管理と見直しについて

　マスタープランで掲げる将来目標の実現には、継続的な取組が必要である一方、急速に進展する情
報通信技術、市民ニーズの多様化等に柔軟に対応していかなければなりません。
　こうした社会情勢の変化等を的確に把握し、マスタープランの進捗管理を適切に行うた
め、P（Plan）⇒D（Do）⇒C（Check）⇒I（Innovation）の考えに基づき、評価・検証を行う
とともに、必要に応じてマスタープランの見直しを行います。

新型コロナ危機を契機に屋外で行われたオフィス空間設置実験
（出典：国土交通省資料）

Innovation Plan

Check Do
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 1 寝屋川市都市計画マスタープラン改定の検討経過

◆改定の流れ

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

寝
屋
川
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
改
定
委
員
会
幹
事
会
（
課
長
級
）

寝
屋
川
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
改
定
委
員
会
（
部
長
級
）

寝
屋
川
市
都
市
計
画
審
議
会
　
　
　
　
　
　
　

令
和
３
年
度

 ●　改定準備

 ●　基礎調査
 

 ●　まちづくりの現状把握と課題整理
 
 ●　庁内ヒアリング

 ●　市民アンケート調査

 ●　全体構想の検討
 

 ●　地域別構想の検討
 
 ●　都市計画マスタープラン改定（素案）

 ●　市民説明会

 ●　パブリック・コメント

 ●　公聴会

 ●　都市計画マスタープラン改定（案）

 ●　都市計画マスタープラン 改定 
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 2 寝屋川市都市計画マスタープラン改定委員会及び同幹事会について

◆寝屋川市都市計画マスタープラン改定委員会（部長級）

委員長 ２軸化事業本部長（令和２年度は２軸化事業本部長代理）

副委員長 まちづくり推進部長

委員 経営企画部長

危機管理部長

環境部長

まちづくり推進部部長

都市基盤整備部長

上下水道局部長

※まちづくり推進部においては、２名の部長が参画

令和２年  ７月  13日 1 都市計画マスタープランについて、改定スケジュールについて、
地域別構想の地域区分について、　
ほか

令和３年  ７月  14日2 都市計画マスタープラン改定（試案）（序章～第２章）について、
改定スケジュールについて、
ほか

令和３年  10月  12日3 都市計画マスタープラン改定（試案）（序章～第４章）について、
改定スケジュールについて、
ほか
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◆寝屋川市都市計画マスタープラン改定委員会幹事会（課長級）

幹事長 ２軸化事業本部課長

幹事 ２軸化事業本部課長

経営企画部企画一課長

危機管理部防災課長

環境部環境総務課長

まちづくり推進部まちづくり推進課長

まちづくり推進部住宅政策課長

まちづくり推進部住宅政策課課長

まちづくり推進部交通政策課長

まちづくり推進部産業振興室課長

まちづくり推進部産業振興室課長

都市基盤整備部道路管理課長

都市基盤整備部道路管理課課長

都市基盤整備部道路建設課長

都市基盤整備部高架事業課長

都市基盤整備部高架事業課課長

都市基盤整備部審査指導課長

都市基盤整備部公園みどり課長

上下水道局下水道事業室課長

※２軸化事業本部、住宅政策課、産業振興室、道路管理課、
　高架事業課においては、２名の課長が参画

令和２年  ７月  13日 1 都市計画マスタープランについて、改定スケジュールについて、
地域別構想の地域区分について、　
ほか

令和３年  ７月  ８日2 都市計画マスタープラン改定（試案）（序章～第２章）について、
改定スケジュールについて、
ほか

令和３年  10月  ８日3 都市計画マスタープラン改定（試案）（序章～第４章）について、
改定スケジュールについて、　　　　　　
ほか
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 ３ 寝屋川市都市計画審議会について

◆寝屋川市都市計画審議会
　〈令和２年度〉

委員構成 　区　分　 　　氏　名　　 　　　　　　役　職　名　　　　　　

１号委員 商工業 谷　本　雅　洋 北大阪商工会議所専務理事

学識経験 法律 小　國　隆　輔 ◎ 小國法律事務所弁護士

都市計画 加　嶋　章　博 摂南大学教授

建築 榊　　　　　愛 摂南大学准教授

農業 北　川　　　博 農業委員会会長

２号委員 市議会 山　﨑　菊　雄 市議会議員

市議会議員 市議会 吉　羽　美　華 市議会議員

市議会 村　上　順　一 市議会議員

市議会 中　谷　剣　将 市議会議員

市議会 中　林　和　江 市議会議員

３号委員 交通 永　井　善　一 大阪府寝屋川警察署長

関係行政 防災 伊　藤　高　博 枚方寝屋川消防組合寝屋川消防署長

４号委員 市民 稲　留　京　子 一般公募者

市民 市民 増　村　友　隆 一般公募者

市民 中　川　芳　行 市政協力委員自治推進協議会会長

◎は、会長職にある委員

令和２年  11月  20日 1 改定の進め方、市民アンケート調査、　
ほか

令和３年  ２月  17日2
～２月  26日
（書面開催）

都市計画マスタープラン改定（試案）（序章及び第１章）について、
ほか
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　〈令和３年度〉

委員構成 　区　分　 　　氏　名　　 　　　　　　役　職　名　　　　　　

１号委員 商工業 谷　本　雅　洋 北大阪商工会議所専務理事

学識経験 法律 小　國　隆　輔 ◎ 小國法律事務所弁護士

都市計画 加　嶋　章　博 摂南大学教授

建築 榊　　　　　愛 摂南大学准教授

農業 奥　野　 　雄 農業委員会会長

２号委員 市議会 西　尾　勝　成 市議会議員

市議会議員 市議会 馬　場　　　才 市議会議員

市議会 吉　羽　美　華 市議会議員

市議会 村　上　順　一 市議会議員

市議会 福　田　篤　志 市議会議員

３号委員 交通 辰　谷　裕　司 大阪府寝屋川警察署長

関係行政 防災 眞　先　良　次 枚方寝屋川消防組合寝屋川消防署長

４号委員 市民 稲　留　京　子 一般公募者

市民 市民 増　村　友　隆 一般公募者

市民 中　村　一二三 市政協力委員自治推進協議会会長

◎は、会長職にある委員

令和３年  ８月　19日１
～８月　26日
（書面開催）

都市計画マスタープラン改定（試案）（序章～第２章）について、
ほか

令和３年  11月  ５日 ２ 都市計画マスタープラン改定（試案）（序章～第４章）について、
ほか

令和４年  ２月  17日 ３ 都市計画マスタープラン改定（案）について
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 ４ 市民参加等について

◆市民アンケート調査の概要
【調 査 対 象】 令和２年７月１日現在寝屋川市に居住する18歳以上の市民を母集団とし、
 住民基本台帳を基に年齢階層別の構成比により対象者2,000人を無作為抽出
【調 査 形 式】 調査票による本人記入（郵送配布・郵送回収）
【調 査 期 間】 令和２年９月８日（火）～令和２年９月30 日（水）
【有 効 配 布 数】 1,989件（11件は宛名不明等により市へ返送）
【回 収 率】 有効回答数967件（回収率48.6％）

◆市民説明会の概要
【開 催 日 時】 令和３年12月14日（火）午後７時から
【開 催 場 所】 市立市民会館２階第１会議室にて
【出 席 者】 市民　６名

◆パブリック・コメントの概要
【募 集 期 間】 令和３年12月13日（月）～令和４年１月18日（火）
【提 出 方 法】 持参、郵便、ファクシミリ、電子メール
【意 見 者 数】 ２人
【意見提出件数】 ３件
【意 見 内 容】 新型コロナ危機を契機としたまちづくりの検討について：１件
 ＳＤＧｓ達成への貢献について：１件
 その他：１件

◆公聴会の概要
【開 催 日 時】 令和４年１月14日（金）午後２時頃から
【開 催 場 所】 市役所議会棟５階第二委員会室にて
【公 述 者 等】 公述者　１名　　　傍聴者　１名
【公 述 内 容】 土地利用に関する方針について
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 5 用語解説

２ページ

۠計画
ʢ1ùĀɺúûɺúýɺüøɺüĀଞʣ

都市計画๏に͖ͮجɺҰఆͷ·ͱ·ΓΛͨͬ࣋۠Λରにɺݐங
ͷ༻్σβΠンにՃ͑ɺੜ׆ಓ࿏ٴͼެԂͷஔɺͦͷ۠ͷ࣮
に߹ͬͨΑΓ͖Ί͔ࡉい੍نΛ੍͏ߦͷ͜ͱɻ

۠画ཧۀࣄ
ʢ̥̏ɺúüɺÿúɺÿüɺÿýʣ

都市ج൫͕ະඋͰ͋Δ市֗ɺ市֗Խͷ༧͞ΕΔ۠に͓い
てɺಓ࿏ɾެԂͷެࢪڞઃΛඋɾվળ͠ɺͷ۠画Λ͑Δ͜
ͱͰɺͷར༻ͷ૿ਐΛਤΔۀࣄɻ

都市ػ
ʢ̥øÿɺùýɺùĀɺú÷ɺúøଞʣ

ۀɺۀɺҩྍɺࢱɺจԽɺڭҭͷαーϏスΛఏ͢ڙΔػɺ
ͷ͜ͱɻػॅډ

３ページ

̨̙̜͂
ʢ̥̒ɺù÷ʣ

ฏùþʢù÷øüʣ݄̕にࠃ࿈Ͱ࠾͞Εͨʮ࣋ଓՄͳ։ൃඪʯͷ
ུশʢ̨̙̜͂ɿ̸̴̨̰̰̱̻̈́͂̓̽�̴̴̴̙̻̼̾̿̽̓ͅ�
̜̰̻̾͂ʣɻྩøùʢù÷ú÷ʣΛඪ࣍ͱ͠てɺੈքશମͰࣾձ͕
๊͑ΔΛղܾ͠ɺ໌ ΔいະདྷΛੜΈग़ͨ͢Ίͷøþͷΰーϧʢඪʣ
ͱøýĀͷターήοτʢୡج४ʣにΑͬてߏ͞ΕていΔɻ

４ページ

ਓޱͷྸߏͷ
Ϧόランス
ʢ̥øÿʣ

いɺॆ࣮ͨ͠市ߦӡӦΛࡒߦΔதɺ҆ఆͨ͢͠ߦにਐٸԽ͕ྸߴ
ຽαーϏスΛܧଓతにఏ͢ڙΔͨΊにɺࢠҭてੈΛຊ市に༠Ҿ͢Δ
͜ͱͰɺਓޱͷྸߏͷόランスΛิਖ਼͠ฏ४ԽΛਤΔ͜ͱɻ

10ページ

都市計画ૅجௐࠪ
ʢ̥üøɺüĀɺýþɺþüɺÿúଞʣ

都市計画๏に͖ͮجɺ都市ٴگݱͼকདྷͷݟ௨͠ΛఆظతにѲ͢Δ
ͨΊͷௐࠪɻ֓Ͷ̑͝ͱにɺਓنޱɺۀ࢈ྨผͷबۀਓنޱɺ
市֗ͷ໘ੵɺར༻ঢ়گɺަ௨ྔにؔ͢ΔௐࠪΛ͏ߦɻ

15ページ

େ߱Ӎ࠷ԟط աڈに市Ͱ؍ଌͨ͠࠷େ߱Ӎྔͷ͜ͱɻ

18ページ

ີूॅ۠
ʢ̥ùýɺúûɺúüɺúýɺúþଞʣ

ٺԽͨ͠ݐங͕ີू͠ɺ͔つಓ࿏ɾެԂͷެࢪڞઃ͕े
にඋ͞ΕていͳいͨΊɺՐࡂɾ͕ൃੜͨ͠ࡍにԆমࢭɺආ
にඞཁͳػ͕֬อ͞Εていͳいঢ়گに͋Δ市֗ɻ

̞̘̩
̵̸̞̼̰̽̾́̓̾̽�̰̳̽�̸̸̘̼̼̲̰̾̈́̽̓̾̽�̴̩̲
̷̶̻͈̽̾̾�ͷུͰɺใ௨৴にؔ࿈͢Δٕज़ͷҰൠͷ૯শɻ
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18ページ

̖̞

̸̵̸̸̖̲̰̻́̓�̴̸̶̴̴̞̻̻̲̽̓̽�ͷུͰɺʮਓ
ʯͱ༁͞ΕΔɻਓؒͷతӦΈΛίンϐϡータにߦΘͤΔͨΊͷٕ
ज़ɺຢਓؒͷతӦΈΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔίンϐϡータプϩάラϜ
ͷ͜ͱɻ

̙̭

σδタϧτランスϑΥーϝーγϣンʢ̸̶̸̙̰̻̓�̵̩̰́̽͂̾
̸̼̰́̓̾̽ʣͷུশɻ
Ϗδω͕ۀاলͷ̙̭ਪਐΨΠυラΠンに͓͚ΔఆٛͰɺʮۀ࢈ࡁܦ
スڥͷܹ͠いมԽにରԠ͠ɺσータͱσδタϧٕज़Λ׆༻͠てɺސ
٬ࣾձͷχーζΛجにɺαーϏスɺϏδωスϞσϧΛมֵ͢
Δͱͱにɺۀͦͷͷɺ৫ɺプϩηスɺۀاจԽɾ෩Λม
ֵ͠ɺڝ૪্ͷ༏ҐੑΛཱ֬͢Δ͜ͱʯͱ͞ΕていΔɻ

19ページ

ަ௨ऑऀ
ʢ̥ùýɺúþʣ

γϧόーੈɺোऀɺ්ɺࢠͲɺࣗ Ͱӡస͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͣɺ
ࣗՈ༻ͷަ௨खஈ͕ͳいͨΊɺެަڞ௨ؔػにཔΒ͟ΔΛಘͳいਓͷ
͜ͱɻ

Πンϑラࢪઃ
ΠンϑラスτラΫνϟー�ʢ̵̴̞̰̲̽́͂̓́̈́̓̈́́ʣࢪઃͷུ
শɻੜج׆൫ͱͳΔͷͰɺಓ࿏ɺՏɺਫ࿏ɺమಓɺެ Ԃɺ্ Լਫಓɺ
ެӦॅͷࣾձج൫ࢪઃͷ͜ͱɻ

ࡂݮ
ඃΛ ʮ͙ࡂʯにର͠ɺʮࡂݮʯ͋ΔఔͷඃΛఆ্ͨ͠Ͱɺ
ͦͷඃΛͰ͖Δ͚ͩʮݮΒ͢ʯ͜ͱΛͨ͠ࢦɺࣄલ४උऔͷ
͜ͱɻ

άϦーンΠンϑラ
ʢ̥ùþɺúúɺûúɺûûɺüûଞʣ

ࣗવ͕ڥ༗͢ΔػΛࣾձに͓͚Δ༷ʑͳ՝ղܾに׆༻͠Α͏ͱ
͢Δํ͑ߟɻ
ࣾձࢿຊඋར༻ͷϋーυɾιϑτ྆໘に͓いてɺࣗવڥ
͕༗͢Δଟ༷ͳػʢੜͷੜଉͷͷఏڙɺྑͳܗ؍ܠɺؾԹ
্ঢͷ੍ʣΛ׆༻͠ɺ࣋ଓՄͰັྗ͋Δࠃͮ͘ΓҬͮ͘
ΓΛਐΊΔͷΛ͢ࢦɻ

ϋーυ໘ ಓ࿏ɺެԂɺݐஙɺ۩ମతͳܗͷ͋Δཁૉͷ͜ͱɻ

ιϑτ໘
ਓࡐɺٕज़ɺҙࣝɺใɺ׆ಈɺ੍ɺ۩ମతͳܗͷͳいɺແܗͷ
ཁૉͷ͜ͱɻ

ૉࣾձ
ʢ̥ûûʣ

ԹࣨޮՌΨスഉग़ྔͷ࣮࣭θϩΛΊࣾ͟͢ձͷ͜ͱɻ
ʮ࣮࣭θϩʯͱɺԹࣨޮՌΨスΛશ͘ഉग़͠ͳいͱい͏͜ͱͰͳ
͘ɺলΤωϧΪーԽ࠶ੜՄΤωϧΪーͷಋೖにΑΓɺΤωϧΪー
ͷ༻に͏ԹࣨޮՌΨスͷഉग़ྔΛݮΒ͢ͱͱにɺྛͷೋࢎ
ԽૉٵऩݯにΑΔআྔڈΛ૿͢͜ͱͰɺԹࣨޮՌΨスഉग़ྔͱٵ
ऩྔΛࠩ͠Ҿ͖θϩに͢Δ͜ͱΛ͢ࢦɻ
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26ページ

·ͪͷϦϊϕーγϣン
ʢ1ùĀʣ

ͪ·ՁΛ༩͢Δ͜ͱͰɺػੜͤ͞ɺ৽͠い࠶Λ࢈ଘͷෆಈط
ͷັྗͷ্ɺҬͷੑ׆Խにつͳ͛Δऔɻ

ߍ؏খதҰܕઃҰମࢪ
ʢ̥úüɺûøɺÿýɺÿþʣ

খֶߍͱதֶߍͷࣷߍͷશ෦ຢҰ෦͕Ұମతにඋ͞Εɺখֶ͔ߍ
Βதֶߍ·ͰͷٛڭҭΛҰ؏͠てߍֶ͏ߦɻ

29ページ

ओཁੜ׆ಓ࿏
ʢ̥úûɺúüɺúýɺúþɺüûଞʣ

ফंͷ྆ंٸۓͷਐೖ۠ͷ௨ߦΛԁに͢ΔͨΊにࢦఆ͠
ͨಓ࿏ɻ෯һýõþ̼Λඪ४ͱ͠てɺԊಓͷݐ͕ݐସ͑ΒΕΔࡍにɺ
ॴ༗ऀͷྗڠޚΛಘͳ͕Βɺॱ࣍උΛਐΊていΔɻ

32ページ

市֗Խௐ۠Ҭ
ʢ1úúʣ

市֗ԽΛ੍͢Δ۠Ҭͷ͜ͱɻ۠ҬͰͷɺݐங༻ͷస༻
ͳͲڐՄ੍にΑΓ͞ݶ੍͘͠ݫΕΔɻ

33ページ

市֗Խ۠Ҭ
͢Ͱに市֗Λܗ͠ていΔ۠Ҭٴͼ͓͓ΉͶø÷Ҏに༏ઌత͔つ
計画తに市֗ԽΛਤΔ͖۠Ҭͷ͜ͱɻ

都市計画ࢪઃ
ಓ࿏ɾమಓɾެԂɾɺ都市Ͱͷॾ׆ಈΛ͑ࢧɺੜ׆にඞཁͳ都
市ͷࠎΈΛ࡞ܗΔ都市ࢪઃͷ͏ͪɺ都市計画にఆΊΒΕͨͷɻ

34ページ

ΥーΧϒϧ
ʢ1ø÷÷ʣ

ʮา͘ʯΛҙຯ͢ΔʮXBMLʯͱʮͰ͖ΔʯͷʮBCMFʯΛΈ߹Θͤ
ͨޠͰɺʮา͖͢いʯʮา͖ͨ͘ͳΔʯʮา͘ͷָ͕͠いʯͱいͬͨ
ҙຯ߹いΛつɻۙɺࠃަ௨ল͕ʮډ৺͕ྑ͘า͖ͨ͘ͳΔ·
ͪͳ͔ʯͷܗΛ͠ࢦɺΥーΧϒϧͳ·ͪͮ͘ΓΛਪਐ͠ていΔɻ

市ຽαーϏスͷターϛφϧԽ
ʯͷͨΊڙͷ݁અͰ͋ΔӺपลにʮ市ຽαーϏスͷఏؔػ௨ަڞެ
ͷࢪઃΛू͢Δ͜ͱɻ

都市࠶ੜਪਐ๏ਓ

都市࠶ੜಛผાஔ๏に͖ͮجɺҬͷ·ͪͮ͘ΓΛ୲͏๏ਓͱ͠てɺ
市ொଜ͕ࢦఆ͢Δͷɻ市ொଜɺ·ͪͮ͘Γͷ৽ͨͳ୲いखͱ͠て
ఆͰ͖Δɻ৸市ͰɺʮΞυࢦΛ୲い͏ΔஂମΛػతͷิߦ
όンス৸マωδϝンτࣜגձࣾʯ͕ࢦఆ͞ΕていΔɻ

۠֗ࡂඋ۠計画
ʢ̥úüɺúýɺûúɺüøɺüûଞʣ

Րࣄɾ͕ൃੜͨ͠߹ͷԆমࢭආ࿏֬อにࢧোΛ͖ͨ͠
ていΔ۠に͓いてɺඞཁͱͳΔಓ࿏ɾެԂΛ͡Ίͱͨ͠ެࢪڞઃ
Λඋ͠ɺੑࡂͷ্ͱͷ߹ཧత͔つ݈શͳར༻ΛਤΔͨΊ
ͷ都市計画ͷ͜ͱɻ

ۀࣄຊઢ࿈ଓཱମަࠩࡕژ
ʢ̥úþɺüøɺüúɺüûɺüüଞʣ

Ӻɺຕํެࣉຊઢͷ৸市Ӻ͔Βຕํ市Ӻؒͷ߳ཬԂӺɺޫળࡕژ
ԂӺपลに͔͚てɺಓ࿏උͷҰͱ͠てɺಓ࿏ͱమಓͱͷަࠩ෦に
͓いてɺమಓΛߴՍԽ͢Δ͜ͱにΑͬてɺଟͷ౿ΛҰڍにআ٫͠ɺ
౿ौɺނࣄΛղফ͢Δ都市ަ௨ΛԁԽ͢Δͱͱにɺమಓに
ΑΓஅ͞Εͨ市֗ͷҰମԽΛଅਐ͢Δۀࣄɻ
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