
 
 
 

第２４回 
東近江市都市計画審議会 

  
 

議  案  書 
 
 
 
 
  
 
 

平成２９年９月２７日（水）午前９時４５分から 
東近江市役所 新館３１７会議室 



 

議案第１号 東近江市都市計画マスタープランの一部修正について（諮問） 
 
 
議案第２号 東近江市市街化調整区域等における地区計画制度の運用基準の一部

改正について（諮問） 
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第２３回東近江市都市計画審議会議決事項の報告 

 

 平成２９年２月２４日に開催した第２３回東近江市都市計画審議会において審議した議案に

ついては、平成２９年２月２７日付けで東近江市長に議決のとおり答申しました。 

 

 

議案第１号 東近江市立地適正化計画の策定について（諮問） 

 可決 意見を付して案を適当と認める。（平成２９年２月２７日 東都計審第１６号） 

 

 

 

議案第２号 東近江市市街化調整区域等における地区計画制度の運用基準の一部改正について

（諮問） 

 可決 案を適当と認める。（平成２９年２月２７日 東都計審第１７号） 

 

 

 

議案第３号 東近江市開発許可の基準等に関する条例の一部改正につき、意見を求めることにつ

いて（諮問） 

 可決 意見を付して案を適当と認める。平成２９年２月２７日 東都計審第１８号） 

  

意見…立地適正化計画に示されたまちづくりの実現のため、都市機能誘導区域にお

ける都市機能の維持・誘導及び居住誘導区域内における居住の維持・誘導が確実に

図られるよう施策推進に努めていただきたい。 

 

〈参考〉 

  公告      平成２９年３月３０日  

〈参考〉 

 告示      平成２９年４月１日  東近江市告示第１６９号 

意見…空家等の活用にあっては地元自治会等周辺住民に対して事業計画内容が周知

され、理解が得られるものであること。 

 

〈参考〉 

平成２９年３月市議会定例会提出 ２月２８日  議案第２５号 

議決 ３月２７日  東近江市条例第１０号 

公布 ３月２７日 

施行       平成２９年４月１日 
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議案第１号 

 

 

東近江市都市計画マスタープランの一部修正について（諮問） 

 

 

 このことについて、別紙のとおり東近江市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

 

平成２９年９月２７日 

 

 

                       東近江市都市計画審議会  

会 長  森 川  稔  
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東 都 計 第 ２ ４ ５ 号     
平成２９年８月１０日  

 
東近江市都市計画審議会 
会長 森 川  稔 様 

 
東近江市長 小 椋 正 清        

 
東近江市都市計画マスタープランの一部修正について（諮問） 

 
このことについて、東近江市都市計画マスタープランの一部修正をしようとするので、東近江市都

市計画審議会条例（平成１７年条例第２０３号）第２条第２号の規定に基づき、審議会の意見を求め

ます。 
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東近江市都市計画マスタープランの一部修正について 
 

１ 修正理由 

市は、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を平成２９年３月に策定した。計画策定に

伴い、市都市計画マスタープラン（平成２２年５月）との整合を図る必要があることから、同マ

スタープランの一部を修正するものである。 

 

・立地適正化計画とは、都市計画マスタープランの高度化版として、都市計画法を中心とした

従来の土地利用の計画に加えて居住機能や都市機能の誘導によりコンパクトに集積したま

ちづくりに向けた取組を推進しようとする計画である。 

市立地適正化計画は、例え人口が減少しても持続可能なまちの機能を維持することを目的

とし、集落と拠点とをつなぎ、拠点間では互いに不足する機能を補完し合う多極ネットワー

ク型のコンパクトシティの形成を目指そうとするものである。 

・都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に規定される「市町村の都市計画に関

する基本的な方針」のことで、①都市全体及び各地域の将来像を示す、②都市計画の決定・

変更の指針を示す、③都市計画の総合性、一体性の確保を図る、④市民やまちづくり団体の

活動の指針を示す、という役割を担っている。 

                                             

現在、市都市計画マスタープランの上位計画となる都市計画区域マスタープラン（近江八幡八

日市都市計画区域）が滋賀県において策定される予定であること、また、次年度から本市の都市

計画マスタープランの見直しを予定していることから、修正については必要最小限とした。 

 

 参考・・・計画目標年次 平成３２年（平成３０、３１年度 ２カ年で策定予定）     

 

２ 修正内容 

 （１） 将来都市構造の拠点、エリアの設定に「コミュニティ拠点」を追記 

 コミュニティ拠点・・・コミュニティセンターを地域のコミュニティ活動の拠点として位

置付け、周辺と合せて活性化を図る。 

（２） 将来都市構造の都市軸の設定に「公共交通軸」を追記 

公共交通軸・・・都市拠点、地域拠点、コミュニティ拠点を鉄道、バス、コミュニティバ

ス等でネットワーク化することで、過度な自動車依存を軽減し、各拠点を行き来できる環

境を維持、構築を図る。 

（３） 土地利用の方針として編入の方針を追記 

  ・市街化区域への編入を検討・・・「都市基盤の整備状況、周辺の土地利用状況等から都市

的土地利用として相応しい地区」を追記 

・市街化調整区域への編入を検討・・・「都市的土地利用がされておらず当分の間市街化が

見込まれない地区や災害リスクの高い地区等」を追記 
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副
次
商
業
地
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地
域
商
業
地
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 

沿
道
商
業
地
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

工
 

業
 

系
 

既
存
工
業
地
 

 
 

 
 

 
 

 
○
 

 
 

 
 

 
 

新
規
工
業
地
 

 
 

 
 

 
 

 
○
 

 
 

 
 

 
 

住
宅
系
土
地
利
用
 

○
 

○
 

 
○
 

○
 

○
 

○
 

 
○
 

 
 

 
 

 

農
業
系
土
地
利
用
 

 
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自
 

然
 

系
 

森
林
・
里
山
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
○
 

 
 

 
○
 

 

水
辺
地
 

 
○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

道
路
・
交
通
施
設
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

公
園
・
緑
地
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
○
 

 
 

○
 

○
 

 

河
川
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

上
下
水
道
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

景
観
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 

防
災
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 

公
共
公
益
施
設
 

○
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

6
 

3
8
 

◆
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
 

・
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て

、
市
街
化
区
域
に
隣
接
し
既
に
宅
地
化
が
進
行
し
て
い
る
地
区

に
お
い
て
は
、
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
を
検
討
す
る
。
 

     ◆
計
画
的
な
土
地
利
用
の
誘
導
 

・
市
街

化
区

域
に

お
い

て
は
良
好
な
市
街
地
環
境
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
積
極
的
に
地
区

計
画
を
導
入
す
る
。
 

 

◆
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
 

・
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
、
市
街
化
区
域
に
隣
接
し
既
に
宅
地
化
が
進
行
し
て
い
る
地
区

、

都
市

基
盤

の
整

備
状

況
や

周
辺

の
土

地
利

用
状

況
等

か
ら

都
市

的
土

地
利

用
と

し
て

相
応

し
い
地
区
に
お
い
て
は
、
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
を
検
討
す
る
。
 

◆
市
街
化
調
整
区
域
へ
の
編
入
 

・
市
街
化
区
域
に
お
い
て
、
都
市
的
土
地
利
用
が
さ
れ
て
お
ら
ず
当
分
の
間
市
街
化
が
見
込
ま

れ
な
い
地
区
や
災
害
リ
ス
ク
の
高
い
地
区
、
人
口
が
著
し
く
減
少
し
都
市
的
土
地
利
用
か
ら

の
転
換
が
相
応
し
い
地
区
等
に
お
い
て
は
、
市
街
化
調
整
区
域
へ
の
編
入
を
検
討
す
る
。
 

◆
計
画
的
な
土
地
利
用
の
誘
導
 

・
市
街
化
区
域
に
お
い
て
は
良
好
な
市
街
地
環
境
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
積
極
的
に
地
区

計
画
を
導
入
す
る
。
 

 

 

8



7
 

4
2
 

②
農
地
・
集
落
地
 

（
略
）
 

・
集
落
地
は
、
現
状
の
土
地
利
用
を
保
全
し
つ
つ
、
生
活
基
盤
と
な
る
集
落
内
の
道
路
や
公
園

等
の
整
備
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
の
整
備
及
び
防
災
性
の
向
上
（
建
替
え
誘
導
、
不
燃
化
・

耐
震
化
誘
導
）
等
に
よ
り
、
定
住
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
。
 

 

②
農
地
・
集
落
地
 

（
略
）
 

・
集
落
地
は
、
現
状
の
土
地
利
用
を
保
全
し
つ
つ
、
生
活
基
盤
と
な
る
集
落
内
の
道
路
や
公
園

等
の
整
備
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
の
整
備
及
び
防
災
性
の
向
上
（
建
替
え
誘
導
、
不
燃
化
・

耐
震
化
誘
導
）
等
に
よ
り
、
定
住
で
き
る
持
続
可
能
な
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
。
 

 

8
 

4
5
 

①
基
本
方
針
 

（
略
）
 

◆
鉄

道
と

バ
ス

の
連

携
が

と
れ

た
、

利
便

性
の

高
い

公
共

交
通

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

形
成

す

る
。
 

①
基
本
方
針
 

（
略
）
 

◆
鉄
道
と
バ
ス
の
連
携
が
と
れ
た
公
共
交
通
軸
、
利
便
性
の
高
い
公
共
交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
形
成
す
る
。
 

 

9
 

5
6
 

②
土
地
利
用
方
針
 

（
略
）
 

○
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
 

・
市

街
化

調
整

区
域
に

お
い
て

、
市

街
化

区
域

に
隣

接
し
既

に
宅

地
化

が
進

行
し

て
い

る
地
区
に
お
い
て
は
、
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
を
検
討
す
る
。
 

○
計
画
的
な
土
地
利
用
の
誘
導

 

・
市

街
化

区
域

に
お
い

て
は
良

好
な

市
街

地
環

境
を

維
持
し

て
い

く
た

め
に

、
積

極
的

に
地
区
計
画
を
導
入
す
る
。
 

       

②
土
地
利
用
方
針
 

（
略
）
 

○
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
 

・
市

街
化

調
整

区
域
に

お
い
て

、
市

街
化

区
域

に
隣

接
し
既

に
宅

地
化

が
進

行
し

て
い

る
地

区
、

都
市

基
盤

の
整
備
状

況
や

周
辺

の
土

地
利

用
状
況

等
か

ら
都

市
的

土
地

利

用
と
し
て
相
応
し
い
地
区
に
お
い
て
は
、
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
を
検
討
す
る
。
 

○
市
街
化
調
整
区
域
へ
の
編
入
 

・
市

街
化

区
域
に

お
い

て
、
都

市
的

土
地

利
用

が
さ

れ
て
お

ら
ず

当
分

の
間

市
街

化
が

見
込

ま
れ

な
い

地
区

や
災

害
リ

ス
ク

の
高

い
地

区
、
人

口
が

著
し

く
減

少
し

都
市
的

土
地

利
用

か
ら

の
転

換
が

相
応

し
い

地
区

等
に

お
い
て

は
、

市
街

化
調

整
区

域
へ
の

編
入
を
検
討
す
る
。
 

○
計
画
的
な
土
地
利
用
の
誘
導
 

・
市

街
化

区
域

に
お
い

て
は
良

好
な

市
街

地
環

境
を

維
持
し

て
い

く
た

め
に

、
積

極
的

に
地
区
計
画
を
導
入
す
る
。
 

  

 

1
0
 

5
7
 

③
市
街
化
区
域
・
用
途
地
域
見
直

し
に
関
す
る
方
針
 

○
市

街
化

調
整

区
域
に

お
い
て

、
市

街
化

区
域

に
隣

接
し
、

既
に

宅
地

化
が

進
行

し
て

い
る
地
区
に
お
い
て
は
、
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
を
検
討
す
る
。
 

○
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
に

際
し
て
は
、
沿
道
の
用
途
地
域
の
変
更
を
検
討
す
る
。
 

  

③
市
街
化
区
域
・
用
途
地
域
見
直
し
に
関
す
る
方
針
 

○
市

街
化

調
整

区
域
に

お
い
て

、
市

街
化

区
域

に
隣

接
し
、

既
に

宅
地

化
が

進
行

し
て

い
る

地
区

や
、

都
市

基
盤

の
整

備
状

況
や

周
辺

の
土

地
利
用

状
況

等
か

ら
都

市
的

土

地
利
用
が
相
応
し
い
地
区
に
お
い
て
は
、
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
を
検
討
す
る
。
 

○
市

街
化

区
域
に

お
い

て
、
都

市
的

土
地

利
用

が
さ

れ
て
お

ら
ず

当
分

の
間

市
街

化
が

見
込

ま
れ

な
い

地
区

や
災

害
リ

ス
ク

の
高

い
地

区
、
人

口
が

著
し

く
減

少
し

都
市
的

土
地

利
用

か
ら

の
転

換
が

相
応

し
い

地
区

等
に

お
い
て

は
、

市
街

化
調

整
区

域
へ
の

編
入
を
検
討
す
る
。
 

○
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
に
際
し
て
は
、
沿
道
の
用
途
地
域
の
変
更
を
検
討
す
る
。
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1
1
 

6
7
 

 

区
分
 

地
域
の
現
況
 

課
 
 
 
題
 

暮
ら
し
 

・
主

な
公

共
公

益
施
設

等
を

以
下
に

示
す

。
施

設
は

支
所

付
近

に
比
較
的
集
積
し
て
い
る

。
 

（
主
な
公
共
公
益
施
設
）
 

 
・

五
個

荘
：

五
個
荘

支
所

、
五
個

荘
公

民
館

、
五

個
荘

福
祉

セ
ン
タ
ー
、
五
個
荘
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

、

五
個

荘
図

書
館

、
て

ん
び

ん
の

里
文

化
学

習
セ

ン
タ
ー
・
近

江
商
人
博
物
館
 

 
・

能
登

川
：

能
登
川

支
所

、
能
登

川
公

民
館

、
能

登
川

福
祉

セ
ン
タ
ー
な

ご
み
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

 繖
寿

苑
、
能
登
川
勤
労
者
会
館
 、

や
わ
ら
ぎ
ホ
ー
ル

、

能
登

川
図

書
館

、
能

登
川

博
物

館
、

埋
蔵

文
化

財
セ
ン
タ
ー

 

（
保
健
・
医
療
施
設
）
 

 
・
五
個
荘
保
健
セ
ン
タ
ー
、
神
崎
中
央
病
院
、
能
登
川
病
院
、

能
登
川
保
健
セ
ン
タ
ー

  

（
略
）
 

 （
略
）
 

・
地

域
の
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

活
動

の
中

心
で

あ
る

公

民
館
の
有
効
活
用
 

（
略
）
 

  

 

区
分
 

地
域
の
現
況
 

課
 
 
 
題
 

暮
ら
し
 

・
主

な
公

共
公

益
施
設

等
を

以
下
に

示
す

。
施

設
は

支
所

付
近

に
比
較
的
集
積
し
て
い
る
。
 

（
主
な
公
共
公
益
施
設
）
 

 
・

五
個
荘

：
五
個

荘
支
所

、
五
個

荘
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
、

ぷ
ら

ざ
三

方
よ

し
、

五
個

荘
図

書
館

、
て

ん
び

ん
の

里
文

化
学

習
セ

ン
タ

ー
・

近
江

商
人

博
物
館
 

 
・

能
登
川

：
能
登

川
支
所

、
能
登

川
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
、

能
登

川
保

健
セ

ン
タ

ー
、

や
わ

ら
ぎ

ホ
ー

ル
、

能
登

川
図

書
館

、
能

登
川

博
物

館
、

埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
 

（
保
健
・
医
療
施
設
）
 

 
・

神
崎
中
央

病
院
、
能

登
川
病
院

、
能
登
川

保
健
セ

ン
タ

ー
 
 

（
略
）
 

 （
略
）
 

・
地

域
の
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

活
動

の
中

心
で
あ

る
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ

セ
ン
タ

ー

の
有
効
活
用
 

（
略
）
 

  

 

1
2
 

6
8
 

②
将
来
構
想
 
概
念

図
 

 
 

 
凡
 
 
 
 
例
 

 
 
 
 
 
副
次
都
市
拠
点
 

 
 
 
 
 
地
域
拠
点
 

 
 
 
 
 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
拠
点
 

 
 
 
 
 
(
公
民
館
)
 

産
業
誘
導
エ
リ
ア
 

 
 
 
 
 
歴
史
文
化
創
造
エ
リ
ア
 

 
 
 
 
 
市
街
地
ゾ
ー
ン
 

市
街
化
区
域
 

 
 
 
 
 
田
園
都
市
ゾ
ー
ン
 

 
 
 
 
 
里
山
＜
緑
の
環
境
軸
＞
 

 
 
 
 
 
河
川
・
水
面
＜
河
川
環
境
軸
＞
 

 
 
 
 
 
鉄
道
 

広
域
交
流
軸
 

 
 
 
 
 
地
域
交
流
軸
 
 

 
 
 

  
県
道
・
都
市
計
画
道
路
等
 

 

   

②
将
来
構
想
 
概
念
図
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1
3
 

6
9
 

③
地
域
づ
く
り
の
方
針
 

区
分
 

方
 
 
 

 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

土
地

利
用
 

（
略
）
 

⑤
市
街
地
ゾ
ー
ン
 

●
土

地
区

画
整

理
事
業

地
区

、
地
区

計
画

地
区

等
の

良
好

な
市

街
地
環
境
の
保
全
 

○
木

造
住

宅
密

集
市
街

地
に

お
い
て

は
、

計
画

的
な

道
路

、
公

園
等

の
整

備
、

老
朽

住
宅
の

建
替
え

・
不

燃
化

・
耐

震
化

誘

導
に
よ
り
、
安
全
で
快
適
な
住
環
境
を
創
出
 

○
地
域
特
性
に
応
じ
た
良
好
な
住
宅
地
の
景
観
形
成
 

 

 （
略
）
 

   

③
地
域
づ
く
り
の
方
針
 

区
分
 

方
 
 
 
 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

土
地

利
用
 

（
略
）
 

⑤
市
街
地
ゾ
ー
ン
 

●
土

地
区

画
整

理
事
業

地
区

、
地
区

計
画

地
区

等
の

良
好

な
市

街
地
環
境
の
保
全
 

○
木

造
住

宅
密

集
市
街

地
に

お
い
て

は
、

計
画

的
な

道
路

、
公

園
等

の
整

備
、

老
朽

住
宅
の

建
替
え

・
不

燃
化

・
耐

震
化

誘

導
に
よ
り
、
安
全
で
快
適
な
住
環
境
を
創
出
 

○
地
域
特
性
に
応
じ
た
良
好
な
住
宅
地
の
景
観
形
成
 

〇
都

市
的

土
地

利
用

が
さ

れ
て

お
ら

ず
当

分
の

間
市
街

化
が
見

込
ま

れ
な

い
地

区
や
災

害
リ

ス
ク
の

高
い

地
区

等
の

市
街

化

調
整
区
域
へ

の
編
入

を
検
討

 

 

 （
略
）
 

  

 

1
4
 

7
0
 

 区
分
 

方
 
 
 

 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

土
地

利
用
 

⑥
田
園
都
市
ゾ
ー
ン
 

 （
略
）
 

 ○
増

加
し

つ
つ

あ
る
空

き
家

に
つ
い

て
は

、
空

き
家

情
報

を
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

し
持

ち
主
と

入
居
希

望
者

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ

を
支

援
す

る
な

ど
移

住
や
交

流
等
地

域
の

活
性

化
の

資
源

と

し
て
有
効
活
用
 

 

 （
略
）
 

 
（
略
）
 

                

 区
分
 

方
 
 
 
 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

土
地

利
用
 

⑥
田
園
都
市
ゾ
ー
ン
 

 （
略
）
 

 ○
増

加
し

つ
つ

あ
る
空

き
家

に
つ
い

て
は

、
空

き
家

情
報

を
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

し
持

ち
主
と

入
居
希

望
者

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ

を
支

援
す

る
な

ど
移

住
や
交

流
等
地

域
の

活
性

化
の

資
源

と

し
て
有
効
活
用
 

〇
市

街
化

区
域

に
隣

接
し

既
に

宅
地

化
が

進
行

し
て

い
る

地

区
、

都
市

基
盤

の
整
備

状
況

や
周
辺

の
土

地
利

用
状

況
等

か

ら
都

市
的

土
地

利
用

と
し

て
相

応
し

い
地

区
に

お
い

て
市

街

化
区
域
へ
の

編
入
を

検
討

 

 

 （
略
）
 

 
（
略
）
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1
5
 

7
1
 

 

区
分
 

方
 
 
 

 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

暮
ら
し
 

（
略
）
 

②
公
共
公
益
施
設
 

●
副
次
都
市
拠
点
（
Ｊ
Ｒ
能
登
川
駅
周
辺

）、
地
域
拠
点

（
五
個

荘
支

所
付
近

）
に

主
要
な
公

共
公

益
施

設
を

コ
ン
パ
ク
ト
に
集
約
し
充
実
 

●
公
共

公
益
施

設
（

支
所
、

五
個
荘

公
民

館
、
能

登
川

公
民
館

、
や

わ
ら
ぎ

ホ
ー

ル
、
保
健

セ
ン

タ
ー

、
福

祉
セ
ン
タ
ー
、
て
ん
び
ん
の
里
文
化
学
習
セ
ン
タ
ー

、

図
書
館

、
博

物
館
、

埋
蔵

文
化
財
セ

ン
タ

ー
、

五
個

荘
体
育

館
、

能
登
川

ス
ポ

ー
ツ
セ
ン

タ
ー

等
）

の
有

効
利
用
（
維
持
・
改
善
）
と
適
切
な
運
用
 

○
公
民

館
を
地

域
の

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

活
動

の
拠
点

と
し

て
位
置
づ
け
、
活
性
化
 

 （
略
）
 

 

●
五

個
荘

公
民

館
、

能
登

川
公

民

館
を

「
ま

ち
育

て
」

の
拠

点
と

し
て
活
用
し
よ
う
 

 （
略
）
 

  

 

区
分
 

方
 
 
 
 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

暮
ら
し
 

（
略
）
 

②
公
共
公
益
施
設
 

●
副
次
都
市
拠
点
（
Ｊ
Ｒ
能
登
川
駅
周
辺

）、
地
域
拠
点

（
五
個

荘
支

所
付
近

）
に

主
要
な
公

共
公

益
施

設
を

コ
ン
パ
ク
ト
に
集
約
し
充
実
 

●
公
共
公
益

施
設
（

支
所
、
五

個
荘

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー

、
能
登
川

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
、

や
わ

ら
ぎ
ホ

ー
ル

、
保
健

セ
ン

タ
ー
、
て

ん
び

ん
の

里
文

化
学
習

セ
ン

タ
ー
、

図
書

館
、
博
物

館
、

埋
蔵

文
化

財
セ
ン

タ
ー

、
五
個

荘
体

育
館
、
能

登
川

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン
タ

ー
等

）
の
有

効
利

用
（
維
持

・
改

善
）

と
適

切
な
運
用
 

○
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
を
地
域
の

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ

活
動
の
拠
点

と
し
て

位
置
づ
け

、
周

辺
と
合

わ
せ

て

活
性
化
 

 （
略
）
 

 

●
五

個
荘

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ

ー
、

能
登

川
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
を

「
ま

ち
育

て
」

の
拠

点
と
し
て
活
用
し
よ
う
 

 （
略
）
 

  

 

1
6
 

7
3
 

②
将
来
構
想
 
概
念

図
 

 
  

凡
 

 
 

 
例

 

 
 

 
 
 

都
市

拠
点

 

 
 

 
 
 

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

拠
点
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー
)
 

 
 

 
 
 

市
街

地
ゾ

ー
ン

 

市
街

化
区

域
 

 
 

 
 
 

田
園

都
市

ゾ
ー

ン
 

 
 

 
 
 

里
山

＜
緑

の
環

境
軸

＞
 

 
 

 
 
 

河
川

＜
河

川
環

境
軸

＞
 

 
 

 
 
 

鉄
道

 

広
域

交
流

軸
 

 
 

 
 
 

地
域

交
流

軸
 
 

 
 

 
 
 

県
道

・
都

市
計

画
道

路
等
 

 

  

②
将
来
構
想
 
概
念
図
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1
7
 

7
4
 

③
地
域
づ
く
り
の
方
針
 

区
分
 

方
 
 
 

 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

土
地

利
用
 

（
略
）
 

②
市
街
地
ゾ
ー
ン
 

（
略
）
 

○
地
域
特
性
に
応
じ
た
良
好
な
住
宅
地
の
景
観
形
成
 

 （
略
）
 

③
田
園
都
市
ゾ
ー
ン
 

（
略
）
 

○
増

加
し

つ
つ

あ
る
空

き
家

に
つ
い

て
は

、
空

き
家

情
報

を
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

し
持

ち
主
と

入
居
希

望
者

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ

を
支

援
す

る
な

ど
移

住
や
交

流
等
地

域
の

活
性

化
の

資
源

と

し
て
有
効
活
用
 

 

 （
略
）
 

     

③
地
域
づ
く
り
の
方
針
 

区
分
 

方
 
 
 
 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

土
地

利
用
 

（
略
）
 

②
市
街
地
ゾ
ー
ン
 

（
略
）
 

○
地
域
特
性
に
応
じ
た
良
好
な
住
宅
地
の
景
観
形
成
 

○
都

市
的

土
地

利
用

が
さ

れ
て

お
ら

ず
当

分
の

間
市

街
化

が
見

込
ま

れ
な

い
地

区
や

災
害

リ
ス

ク
の

高
い

地
区

等
の

市
街

化
調

整
区

域
へ

の
編

入

を
検
討

 

 （
略
）
 

③
田
園
都
市
ゾ
ー
ン
 

（
略
）
 

○
増
加
し
つ
つ
あ
る
空
き
家
に
つ
い
て
は
、
空
き
家
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
し

持
ち

主
と

入
居

希
望

者
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

を
支

援
す

る
な

ど
移

住

や
交
流
等
地
域
の
活
性
化
の
資
源
と
し
て
有
効
活
用
 

○
市
街
化
区

域
に
隣

接
し
既

に
宅
地

化
が
進
行

し
て
い

る
地
区

、
都
市

基
盤

の
整

備
状

況
や

周
辺

の
土

地
利

用
状

況
等

か
ら

都
市

的
土

地
利

用
と

し

て
相
応
し
い

地
区
に

お
い
て

市
街
化

区
域
へ
の

編
入
を

検
討

 

 

 （
略
）
 

   

 

1
8
 

7
8
 

②
将
来
構
想
 
概
念

図
 

  
 

凡
 

 
 

 
例

 

 
 

 
 
 

都
市

拠
点
（

八
日

市
地

域
）
 

 
 

 
 
 

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

拠
点

 
 

 
 

 
 
(
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー
)
 

産
業

誘
導

エ
リ

ア
 

 
 

 
 
 

市
街

地
ゾ

ー
ン

 

市
街

化
区

域
 

 
 

 
 
 

田
園

都
市

ゾ
ー

ン
 

 
 

 
 
 

里
山

＜
緑

の
環

境
軸

＞
 

 
 

 
 
 

河
川

＜
河

川
環

境
軸

＞
 

 
 

 
 
 

鉄
道

 

広
域

交
流

軸
 

 
 

 
 
 

地
域

交
流

軸
 
 

 
 

 
 
 

県
道

・
都

市
計

画
道

路
等

 

 

    

②
将
来
構
想
 
概
念
図
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1
9
 

7
9
 

③
地
域
づ
く
り
の
方
針
 

区
分
 

方
 
 
 

 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

土
地

利
用
 

（
略
）
 

②
市
街
地
ゾ
ー
ン
 

（
略
）
 

○
地
域
特
性
に
応
じ
た
良
好
な
住
宅
地
の
景
観
形
成
 

 （
略
）
 

③
田
園
都
市
ゾ
ー
ン
 

（
略
）
 

○
増

加
し

つ
つ

あ
る
空

き
家

に
つ
い

て
は

、
空

き
家

情
報

を
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

し
持

ち
主
と

入
居
希

望
者

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ

を
支

援
す

る
な

ど
移

住
や
交

流
等
地

域
の

活
性

化
の

資
源

と

し
て
有
効
活
用
 

 

 （
略
）
 

    

③
地
域
づ
く
り
の
方
針
 

区
分
 

方
 
 
 
 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

土
地

利
用
 

（
略
）
 

②
市
街
地
ゾ
ー
ン
 

（
略
）
 

○
地
域
特
性
に
応
じ
た
良
好
な
住
宅
地
の
景
観
形
成
 

○
都

市
的

土
地

利
用

が
さ

れ
て

お
ら

ず
当

分
の

間
市

街
化

が
見

込
ま

れ
な

い
地

区
や

災
害

リ
ス

ク
の

高
い

地
区

等
の

市
街

化
調

整
区

域
へ

の
編

入

を
検
討

 

 （
略
）
 

③
田
園
都
市
ゾ
ー
ン
 

（
略
）
 

○
増
加
し
つ
つ
あ
る
空
き
家
に
つ
い
て
は
、
空
き
家
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
し

持
ち

主
と

入
居

希
望

者
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

を
支

援
す

る
な

ど
移

住

や
交
流
等
地
域
の
活
性
化
の
資
源
と
し
て
有
効
活
用
 

○
市
街
化
区

域
に
隣

接
し
既

に
宅
地

化
が
進
行

し
て
い

る
地
区
、
都
市

基
盤

の
整

備
状

況
や

周
辺

の
土

地
利

用
状

況
等

か
ら

都
市

的
土

地
利

用
と

し

て
相
応
し
い

地
区
に

お
い
て

市
街
化

区
域
へ
の

編
入
を

検
討

 

 （
略
）
 

  

 

2
0
 

8
0
 

 区
分
 

方
 
 
 
 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

暮
ら
し
 

（
略
）
 

②
公
共
公
益
施
設
 

●
公
共

公
益
施

設
（

玉
緒
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン
タ

ー
、

御
園
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
等

）
の
有
効
利
用
（
維

持
・
改
善
）
と
適
切
な
運
用
 

●
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー

を
地
域

の
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

活
動
の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
、
活
性
化
 

●
市
立

病
院
と

国
立

病
院
機

構
滋
賀

病
院

、
民
間

病
院

等
の
機

能
分

担
・
相

互
補

完
に
よ
り

、
地

域
医

療
体

制
を
充
実
 

 （
略
）
 

 （
略
）
 

   

 区
分
 

方
 
 
 
 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

暮
ら
し
 

（
略
）
 

②
公
共
公
益
施
設
 

●
公
共

公
益
施

設
（

玉
緒
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン
タ

ー
、

御
園
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
等

）
の
有
効
利
用
（
維

持
・
改
善
）
と
適
切
な
運
用
 

●
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー

を
地
域

の
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

活
動
の

拠
点
と

し
て

位
置
づ

け
、
周

辺
と

合
わ
せ

て

活
性
化

 

●
診

療
所

と
国

立
病
院
機
構

東
近
江

総
合

医
療

セ
ン

タ

ー
、
民
間
病
院
等
の
機
能
分
担
・
相
互
補
完
に
よ
り

、

地
域
医
療
体
制
を
充
実
 

 （
略
）
 

 （
略
）
 

  

 

2
1
 

8
2
 

 

区
分
 

地
域
の
現
況
 

課
 
 
 
題
 

暮
ら
し
 

・
主

な
公

共
公

益
施
設

等
を

以
下
に

示
す

。
な

お
、

平
田

、
市

辺
地
区
は
八
日
市
地
域
の

施
設
利
用
が
多
い
。
 

（
主
な
公
共
公
益
施
設
）
 

・
蒲
生
支
所

、
蒲
生

公
民
館
、

平
田

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ

ン
タ

ー
、
市
辺

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ

ン
タ
ー

、
蒲
生

図
書
館
、
あ

か
ね
文
化

ホ
ー
ル
、

勤
労
青

少
年
ホ

ー
ム
、

勤
労
者
体
育

館
、
勤
労
者
グ
ラ
ウ

ン
ド
、
フ
ァ
ー
ム
ト
ピ
ア
蒲
生
野
 

（
保
健
・
医
療
施
設
）
 

・
蒲
生
病
院

、
蒲
生

病
院
長
峰

診
療

所
、
蒲
生

病
院
鋳

物
師

診
療
所
、
蒲
生
保
健

セ
ン
タ
ー
 

 （
略
）
 

 （
略
）
 

 ・
地

域
の
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

活
動

の
中

心
で

あ
る

公

民
館

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ

セ
ン
タ
ー
の
有
効
活
用
 

 （
略
）
 

 

  

 

区
分
 

地
域
の
現
況
 

課
 
 
 
題
 

暮
ら
し
 

・
主

な
公

共
公

益
施
設

等
を

以
下
に

示
す

。
な

お
、

平
田

、
市

辺
地
区
は
八
日
市
地
域
の
施
設
利
用
が
多
い
。
 

（
主
な
公
共
公
益
施
設
）
 

・
蒲
生

支
所
、
蒲
生

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン

タ
ー

、
平
田
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

、
市
辺

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
、

蒲
生
図
書

館
、
あ
か

ね
文
化

ホ
ー
ル

、
フ
ァ

ー
ム
ト
ピ
ア

蒲
生
野
 

（
保
健
・
医
療
施
設
）
 

・
蒲
生

医
療
セ
ン

タ
ー

、
長
峰

診
療

所
、
鋳
物

師
診
療
所

 

 

 （
略
）
 

 （
略
）
 

 ・
地

域
の
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

活
動

の
中

心
で
あ

る
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ

セ
ン
タ

ー

の
有
効
活
用
 

 （
略
）
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2
2
 

8
3
 

②
将
来
構
想
 
概
念

図
 

 
  

凡
 

 
 

 
例

 

 
 

 
 
 

都
市

拠
点

（
八

日
市

地
域

）
 

 
 

 
 
 

地
域

拠
点

 

 
 

 
 
 

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

拠
点
 

 
(
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
・

公
民

館
)
 

産
業

誘
導

エ
リ

ア
 

 
 

 
 
 

歴
史

文
化

創
造

エ
リ

ア
 

 
 

 
 
 

住
宅

団
地

 

市
街

化
区

域
 

 
 

 
 
 

田
園

都
市

ゾ
ー

ン
 

 
 

 
 
 

里
山

＜
緑

の
環

境
軸

＞
 

 
 

 
 
 

河
川

＜
河

川
環

境
軸

＞
 

 
 

 
 
 

鉄
道

 

広
域

交
流

軸
 

 
 

 
 
 

地
域

交
流

軸
 
 

 
 

 
 
 

県
道

・
都

市
計

画
道

路
等
 

 

②
将
来
構
想
 
概
念
図
 

 

 

2
3
 

8
4
 

③
地
域
づ
く
り
の
方
針
 

区
分
 

方
 
 
 

 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

土
地

利
用
 

（
略
）
 

④
田
園
都
市
ゾ
ー
ン
 

（
略
）
 

○
増

加
し

つ
つ

あ
る
空

き
家

に
つ
い

て
は

、
空

き
家

情
報

を
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

し
持

ち
主
と

入
居
希

望
者

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ

を
支

援
す

る
な

ど
移

住
や
交

流
等
地

域
の

活
性

化
の

資
源

と

し
て
有
効
活
用
 

 

 （
略
）
 

            

③
地
域
づ
く
り
の
方
針
 

区
分
 

方
 
 
 
 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

土
地

利
用
 

（
略
）
 

④
田
園
都
市
ゾ
ー
ン
 

（
略
）
 

○
増

加
し

つ
つ

あ
る
空

き
家

に
つ
い

て
は

、
空

き
家

情
報

を
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

し
持

ち
主
と

入
居
希

望
者

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ

を
支

援
す

る
な

ど
移

住
や
交

流
等
地

域
の

活
性

化
の

資
源

と

し
て
有
効
活
用
 

○
市

街
化

調
整

区
域

に
お

い
て

、
市

街
化

区
域

に
隣
接

し
既
に

宅
地

化
が

進
行

し
て

い
る

地
区

、
都

市
基

盤
の

整
備

状
況

や

周
辺

の
土

地
利

用
状
況

等
か

ら
都
市

的
土

地
利

用
と

し
て

相

応
し
い
地
区

に
お
い

て
市
街

化
区
域

へ
の
編
入

を
検
討

 

○
市

街
化

区
域

に
お

い
て

、
都

市
的

土
地

利
用

が
さ
れ

て
お
ら

ず
当

分
の

間
市

街
化
が

見
込

ま
れ
な

い
地

区
や

災
害

リ
ス

ク

の
高

い
地

区
、

人
口
が

著
し

く
減
少

し
都

市
的

土
地

利
用

か

ら
の

転
換

が
相

応
し
い

地
区

等
に
お

い
て

は
、

市
街

化
調

整

区
域
へ
の
編

入
を
検

討
 

 （
略
）
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2
4
 

8
6
 

 

区
分
 

方
 
 
 

 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

暮
ら
し
 

（
略
）
 

②
公
共
公
益
施
設
 

●
公
共

公
益
施

設
（

蒲
生
支

所
、
蒲

生
公

民
館
、

平
田

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ
ン

タ
ー

、
市
辺
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー

、
あ

か
ね
文

化
ホ

ー
ル
、
蒲

生
図

書
館

、
蒲

生
体
育

館
、

勤
労
青

少
年

ホ
ー
ム
、

勤
労

者
体

育
館

等
）
の
有
効
利
用
（
維
持
・
改
善
）
と
適
切
な
運
用
 

○
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー

、
公
民

館
を

地
域
の

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
、
活
性
化
 

●
蒲
生

病
院
・

長
峰

診
療
所

・
鋳
物

師
診

療
所
と

国
立

病
院
機

構
滋

賀
病
院

、
民

間
病
院
等

の
機

能
分

担
・

相
互
補
完
に
よ
り
、
地
域
医
療
体
制
を
充
実
 

 （
略
）
 

 

●
蒲

生
公

民
館

、
平

田
コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

、
市

辺
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
を

「
ま

ち
育

て
」

の
拠

点
と

し
て

活
用

し
よ

う
 

 （
略
）
 

    

 

区
分
 

方
 
 
 
 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

暮
ら
し
 

（
略
）
 

②
公
共
公
益
施
設
 

●
公
共
公

益
施
設
（

蒲
生
支

所
、
蒲

生
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

、
平
田
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ

ン
タ
ー

、
市
辺

コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ

ー
、

長
峰
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

セ

ン
タ

ー
、

あ
か

ね
文
化

ホ
ー

ル
、
蒲

生
図
書

館
、
蒲

生
体
育

館
等

）
の
有

効
利

用
（
維
持

・
改

善
）

と
適

切
な
運
用
 

●
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー

を
地
域

の
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

活
動
の

拠
点
と

し
て
位

置
づ

け
、
周

辺
と

合
わ
せ

て

活
性
化

 

●
蒲
生

医
療

セ
ン

タ
ー

・
長

峰
診
療

所
・
鋳
物

師
診
療

所
と

国
立
病
院

機
構

東
近

江
総

合
医

療
セ
ン

タ
ー

、

民
間
病

院
等

の
機
能

分
担

・
相
互
補

完
に

よ
り

、
地

域
医
療
体
制
を
充
実
 

 （
略
）
 

 

●
蒲

生
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
、

平
田

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

、
市

辺
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
、

長
峰

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

を
「

ま
ち

育
て

」
の

拠
点
と
し
て
活
用
し
よ
う
 

 （
略
）
 

  

 

2
5
 

8
7
 

 

区
分
 

地
域
の
現
況
 

課
 
 
 
題
 

暮
ら
し
 

・
主

な
公

共
公

益
施
設

等
を

以
下
に

示
す

。
施

設
は

支
所

付
近

に
比
較
的
集
積
し
て
い
る

。
 

（
主
な
公
共
公
益
施
設
）
 

 
・

愛
東

：
愛

東
支
所

、
愛

東
公
民

館
、

愛
東

福
祉

セ
ン

タ
ー

じ
ゅ

ぴ
あ

、
あ

い
と

う
マ

ー
ガ

レ
ッ

ト
ス

テ
ー

シ

ョ
ン

、
愛

東
図

書
館

、
あ

い
と

う
エ

コ
プ

ラ
ザ

菜

の
花
館
 

・
湖
東
：
湖
東
支
所
、
湖
東
公
民
館
、
湖
東
福
祉
セ
ン
タ

ー
、

湖
東
味
咲
館
（
湖
東
直
売
所
）、

湖
東
図
書
館
、
湖

東
歴

史
民

俗
資

料
館

、
湖

東
体

育
館

、
ひ

ば
り

公

園
、
み
す
ま
の

館
、
探
検
の
殿
堂
 

（
保
健
・
医
療
施
設
）
 

 
・

近
江

温
泉

病
院
、

愛
東

保
健
セ

ン
タ

ー
、

あ
い

と
う

診
療

所
、

湖
東

記
念

病
院

、
湖

東
保

健
セ

ン
タ

ー
、

湖
東

診
療

所
 

（
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
 

日
常
生
活
圏
）
 

 
・
愛
東
、
湖
東
 
 

（
防
災
）
 

 
・

愛
知

郡
広

域
行
政

組
合

消
防
本

部
、

愛
東

出
張

所
、

消
防

団
分
団
（
愛
東
地
区
２
、
湖
東
地
区
２
）
 

・
支

所
付
近

に
お
け

る
身

近
な
都
市
機
能
の
充
実
 

・
地

域
の
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

活
動

の
中

心
で

あ
る

公

民
館
の
有
効
活
用
 

・
病

院
の
連

携
に
よ

る
地

域
医
療
体
制
の
充
実
 

・
地

域
の

防
災

体
制

の
強

化
 

        

 

区
分
 

地
域
の
現
況
 

課
 
 
 
題
 

暮
ら
し
 

・
主

な
公

共
公

益
施
設

等
を

以
下
に

示
す

。
施

設
は

支
所

付
近

に
比
較
的
集
積
し
て
い
る
。
 

（
主
な
公
共
公
益
施
設
）
 

 
・

愛
東
：

愛
東

支
所
、

愛
東

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

、
あ

い
と

う
マ

ー
ガ

レ
ッ

ト
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
、

愛
東

図

書
館

、
あ

い
と

う
エ

コ
プ

ラ
ザ

菜
の

花
館

、
滋

賀

県
平
和
祈
念

館
 

・
湖

東
：
湖

東
支

所
、
湖

東
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
、

湖

東
味
咲
館
（
湖
東
直
売
所
）、

湖
東
図
書
館
、
湖
東

歴
史
民
俗
資
料
館
、
湖
東
体
育
館
、
ひ
ば
り
公
園

、

み
す
ま
の
館
、
探
検
の
殿
堂
 

（
保
健
・
医
療
施
設
）
 

 
・

近
江

温
泉

病
院

、
あ

い
と

う
診

療
所

、
湖

東
記
念

病
院

、

湖
東
保
健
セ
ン
タ
ー
、
湖
東
診
療
所
 

（
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
 
日
常
生
活
圏
）
 

 
・
愛
東
、
湖
東
 
 

（
防
災
）
 

 
・

愛
知

郡
広

域
行
政

組
合

消
防
本

部
、

愛
東

出
張

所
、

消
防

団
分
団
（
愛
東
地
区
２
、
湖
東
地
区
２
）
 

・
支

所
付
近

に
お
け

る
身

近
な
都
市
機
能
の
充
実
 

・
地

域
の
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

活
動

の
中

心
で
あ

る
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ

セ
ン
タ

ー

の
有
効
活
用
 

・
病

院
の
連

携
に
よ

る
地

域
医
療
体
制
の
充
実
 

・
地

域
の
防

災
体
制

の
強

化
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2
6
 

8
8
 

②
将
来
構
想
 
概
念

図
 

  
 

凡
 
 
 
 
例
 

 
 
 
 
 
都
市
拠
点
（
八
日
市
地
域
） 

 
 
 
 
 
地
域
拠
点
 

 
 
 
 
 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
拠
点
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
公
民
館
)
 

産
業
誘
導
エ
リ
ア
 

 
 
 
 
 
歴
史
文
化
創
造
エ
リ
ア
 

 
 
 
 
 
田
園
都
市
ゾ
ー
ン
 

 
 
 
 
 
森
林
＜
緑
の
環
境
軸
＞
 

 
 
 
 
 
河
川
＜
河
川
環
境
軸
＞
 

 
 
 
 
 
鉄
道
 

広
域
交
流
軸
 

 
 
 
 
 
地
域
交
流
軸
 
 

 
 
 
 
 
県
道
等
 

 

②
将
来
構
想
 
概
念
図
 

 

 

2
7
 

9
1
 

 

区
分
 

方
 
 
 

 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

暮
ら
し
 
②
公
共
公
益
施
設
 

 
●
公
共
公
益
施
設
（
愛
東

支
所
、
湖
東
支
所
、
愛
東
公
民
館

、

湖
東

公
民

館
、

愛
東

福
祉

セ
ン

タ
ー

じ
ゅ

ぴ
あ

、
湖

東
福

祉
セ

ン
タ

ー
、

図
書

館
、

あ
い

と
う

マ
ー

ガ
レ

ッ
ト

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

、
あ

い
と

う
エ

コ
プ

ラ
ザ

菜
の

花
館

、
ひ

ば
り

公
園

、
み

す
ま

の
館

、
湖

東
味

咲
館

、
探

検
の

殿
堂

等
）

の
有
効
利
用
（
維
持
・
改
善
）
と
適
切
な
運
用
 

 ○
公

民
館

を
地

域
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

活
動

の
拠

点
と

し
て

位
置
づ
け
、
活
性
化
 

 
●
市
立
病
院
、
あ
い
と
う
診
療
所
、
湖
東
診
療
所
と
国
立
病

院
機

構
滋

賀
病

院
、

民
間

病
院

等
の

機
能

分
担

・
相

互
補

完
に
よ
り
、
地
域
医
療
体
制
を
充
実
 

 ○
公

共
公

益
施

設
、

及
び

各
公

共
公

益
施

設
を

結
ぶ

経
路

（
道

路
・

交
通

機
関

等
）

の
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
化

を
推
進
 

●
愛

東
公

民
館

、
湖

東
公

民
館

を

「
ま

ち
育

て
」

の
拠

点
と

し
て

活
用
し
よ
う
 

○
公

共
公

益
施

設
を

も
っ

と
利

用

す
る

と
と

も
に

適
切

に
運

用
し

よ
う
 

○
ス

ポ
ー

ツ
施

設
等

を
利

用
し

て

健
康
づ
く
り
を
進
め
よ
う
 

○
行

事
に

も
っ

と
参

加
し

活
性

化

し
よ
う
 

○
在

宅
介

護
、

子
育

て
サ

ー
ビ

ス

を
支
援
し
よ
う
 

       

 

区
分
 

方
 
 
 
 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

暮
ら
し
 
②
公
共
公
益
施
設
 

 
●
公
共
公
益
施
設
（
愛
東
支
所
、
湖
東
支
所
、
愛
東
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
、

湖
東

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

、
図

書
館

、
あ

い
と

う
マ

ー
ガ

レ
ッ

ト
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
、

あ
い

と
う

エ
コ

プ
ラ

ザ
菜

の
花

館
、

ひ
ば

り
公

園
、

み
す

ま
の

館
、

湖
東

味
咲

館
、

探
検

の
殿

堂
等

）
の

有
効

利
用

（
維

持
・
改
善
）
と
適
切
な
運
用
 

 
○

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

を
地

域
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

活

動
の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
、

周
辺

と
合
わ
せ

て
活
性
化
 

 
●
市
立
病
院
、
あ
い
と
う
診
療
所
、
湖
東
診
療
所
と
国
立
病

院
機

構
東

近
江

医
療

セ
ン

タ
ー

、
民

間
病

院
等
の

機
能

分

担
・
相
互
補
完
に
よ
り
、
地
域
医
療
体
制
を
充
実
 

 ○
公

共
公

益
施

設
、

及
び

各
公

共
公

益
施

設
を

結
ぶ

経
路

（
道

路
・

交
通

機
関

等
）

の
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
化

を
推
進
 

●
愛

東
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
、

湖
東

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

を
「

ま
ち

育
て

」
の

拠
点

と
し
て
活
用
し
よ
う
 

○
公

共
公

益
施

設
を

も
っ

と
利

用

す
る

と
と

も
に

適
切

に
運

用
し

よ
う
 

○
ス

ポ
ー

ツ
施

設
等

を
利

用
し

て

健
康
づ
く
り
を
進
め
よ
う
 

○
行

事
に

も
っ

と
参

加
し

活
性

化

し
よ
う
 

○
在

宅
介

護
、

子
育

て
サ

ー
ビ

ス

を
支
援
し
よ
う
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2
8
 

9
2
 

(
1
)
 
地
域

の
現

況
と

課
題
 

区
分
 

地
域
の
現
況
 

課
 
 
 
題
 

暮
ら
し
 

・
主
な
公
共
公
益
施
設
等
を

以
下
に
示
す
。
 

（
主
な
公
共
公
益
施
設
）
 

・
永
源
寺
支

所
、
鈴

鹿
の
里
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

（
永

源
寺
支
所
政
所
出
張

所
）、

永
源
寺
公
民
館
、
高
齢
者
生
活

福
祉
セ
ン

タ
ー
ゆ
う

あ
い
の

家
、
永

源
寺
地

域
産
業
振
興

会
館
、
永
源
寺
図
書

館
、
ふ
る
さ
と
文
化
体
験
学
習
館
 

（
保
健
・
医
療
施
設
）
 

・
永
源
寺
保

健
セ
ン

タ
ー
、
永

源
寺

診
療
所
、

永
源
寺

東
部

出
張
診
療
所
 

 

（
略
）
 

 

（
略
）
 

・
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
活

動
の

中
心

で

あ
る

公
民

館
の

有

効
活
用
 

（
略
）
 

   

(
1
)
 
地
域
の
現
況
と
課
題
 

区
分
 

地
域
の
現
況
 

課
 
 
 
題
 

暮
ら
し
 

・
主
な
公
共
公
益
施
設
等
を
以
下
に
示
す
。
 

（
主
な
公
共
公
益
施
設
）
 

・
永
源
寺
支
所

、
永

源
寺
支

所
政
所

出
張
所

、
永
源

寺
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
、

鈴
鹿
の
里
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
永
源
寺
図
書
館
、
ふ
る
さ
と
文
化
体
験
学
習
館
 

（
保
健
・
医
療
施
設
）
 

・
永
源
寺
診
療
所
、
永
源
寺
東
部
出
張
診
療
所
 

 （
略
）
 

 

（
略
）
 

・
地
域

の
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ

活
動
の

中
心

で
あ
る

コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

の
有
効
活
用
 

（
略
）
 

  

 

2
9
 

9
3
 

②
将
来
構
想
 
概
念

図
 

 
  

凡
 
 
 
 
例
 

 
 
 
 
 
地
域
拠
点
 

 
 
 
 
 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
拠
点
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
公
民
館
)
 

産
業
誘
導
エ
リ
ア
 

 
 
 
 
 
歴
史
文
化
創
造
エ
リ
ア
 

 
 
 
 
 
田
園
都
市
ゾ
ー
ン
 

 
 
 
 
 
森
林
＜
緑
の
環
境
軸
＞
 

 
 
 
 
 
河
川
＜
河
川
環
境
軸
＞
 

 
 
 
 
 
広
域
交
流
軸
 

 
 
 
 
 
地
域
交
流
軸
 

県
道
 

 

        

②
将
来
構
想
 
概
念
図
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3
0
 

9
6
 

 

区
分
 

方
 
 
 

 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

暮
ら
し
 

（
略
）
 

②
公
共
公
益
施
設
 

●
公
共

公
益
施

設
（

永
源
寺

支
所
、

政
所

出
張
所

、
永

源
寺
公

民
館

、
保
健

セ
ン

タ
ー
、
福

祉
セ

ン
タ

ー
、

産
業
振

興
会

館
、
図

書
館

、
永
源
寺

運
動

公
園

等
）

の
有
効
利
用
（
維
持
・
改
善
）
と
適
切
な
運
用
 

○
公
民

館
を
地

域
の

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

活
動

の
拠
点

と
し

て
位
置
づ
け
、
活
性
化
 

●
市
立

病
院
、

永
源

寺
診
療

所
、
永

源
寺

東
部
出

張
診

療
所
と

国
立

病
院
機

構
滋

賀
病
院
、

民
間

病
院

等
の

機
能
分

担
・

相
互
補

完
に

よ
り
、
地

域
医

療
体

制
を

充
実
 

 （
略
）
 

 

●
永
源
寺
公
民
館
を
「
ま
ち
育
て
」

の
拠
点
と
し
て
活
用
し
よ
う
 

 （
略
）
 

    

 

区
分
 

方
 
 
 
 
 
 
 
針
 

「
ま
ち
育
て
」
へ
の
 

取
り
組
み
（
例
）
 

暮
ら
し
 

（
略
）
 

②
公
共
公
益
施
設
 

●
公
共

公
益
施

設
（

永
源
寺

支
所
、

政
所

出
張
所

、
永

源
寺
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ

ン
タ

ー
、
鈴

鹿
の

里
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

、
図
書
館
、
永
源
寺
運
動
公
園
等

）

の
有
効
利
用
（
維
持
・
改
善
）
と
適
切
な
運
用
 

○
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
を
地
域
の

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ

活
動
の
拠
点

と
し
て

位
置
づ
け

、
周

辺
と
合

わ
せ

て

活
性
化
 

●
市
立

病
院
、

永
源

寺
診
療

所
、
永

源
寺

東
部
出

張
診

療
所

と
国

立
病

院
機

構
東

近
江

総
合

医
療

セ
ン

タ

ー
、
民
間
病
院
等
の
機
能
分
担
・
相
互
補
完
に
よ
り

、

地
域
医
療
体
制
を
充
実
 

 （
略
）
 

 

●
永

源
寺

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ

ー
、

鈴
鹿

の
里

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

を
「

ま
ち

育
て

」
の

拠
点
と
し
て
活
用
し
よ
う
 

 （
略
）
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議案第２号 

 

 

東近江市市街化調整区域等における地区計画制度の運用基準の一部改正について(諮問) 

 

 

 このことについて、別紙のとおり東近江市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

 

平成２９年９月２７日 

 

 

                      東近江市都市計画審議会 

                      会 長  森 川  稔  
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東 都 計 第 ３ ９ ５ 号 
平成２９年８月１０日 

 
東近江市都市計画審議会 
会長 森 川  稔 様 

 
東近江市長 小 椋 正 清      

 
東近江市市街化調整区域等における地区計画制度の運用基準の一部改正について（諮問）   

 
このことについて、東近江市市街化調整区域等における地区計画制度の運用基準の一部を改正し

ようとするので、東近江市都市計画審議会条例（平成１７年条例第２０３号）第２条第２号の規定

に基づき、審議会の意見を求めます。 
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東近江市市街化調整区域等における地区計画制度の運用基準の改正について 
 

改正内容 

立地適正化計画策定に伴う、基準の変更等  

平成２９年３月に策定した立地適正化計画と地区計画制度との整合を図り、人口減少化時

代における地域の課題解決、持続的なまちづくりを誘導する地区計画を定める必要があるた

め、基準を変更するもの。 

  

１ 「既存集落型」における既存集落の定義を明確化 

    過去の都市計画審議会において、既存集落型地区計画（住居系 分譲宅地開発）の運用

は、本来の既存集落の課題解決を目的とした地区計画の運用とは異なるのではないかと懸

念する意見が出されおり、立地適正化計画との考え方とも整合した運用を図る必要がある

ため、既存集落の定義を「概ね線引き制度導入以前から集落を形成している地域」と明確

にする。 

 

 ２ 類型に「地域振興型（非住居系）コミュニティ維持」を新たに追加 

    立地適正化計画では、持続可能なまちの機能を維持することを目的とし、集落と拠点を

つなぎ、拠点間では互いに不足する機能を補完し合う多極ネットワーク型のコンパクトシ

ティを目指すとしている。また、田園地域、山間地域は支所やコミュニティセンターを中

心に「地域拠点」、「コミュニティ拠点」を位置付け、コミュニティを維持するための身近

な都市機能を集積するとしている。 

このため、維持のための機能施設の誘導を図る具体的な施策として、拠点に都市機能の

整備を促し、地域コミュニティの維持、活性化を図ろうとするものである。 

 

３ 敷地面積の最低限度の見直し等 

   非住居系地区計画において、既に開発済みの地域や一敷地が５００平方メートルに満た

ない狭小な土地が含まれている場合がある。一体的な地域として含めて計画する際に、地

区計画の区域を設定しても、敷地面積の最低限度が５００平方メートルであるため、目的

とする地域の課題解決が図れない。 

地区計画の都市計画決定日を基準日とし、決定日以前の最低限度に満たない敷地につい

ては建築可能とし、決定日以後に最低限度を下回る分割がされた敷地については建築不可

と整理する。 

 

・「沿道型（非住居系）」、「地域振興型（非住居系）地域振興」にただし書きを追加 

「決定日以前の最低限度に満たない敷地については建築可能であるが、決定日以後に最低

限度を下回る分割がされた敷地については建築不可とする。」と追記する。 
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東
近
江
市
市
街
化
調
整
区
域
等
に
お
け
る
地

区
計
画
制
度
の
運
用
基
準
 

(平
成

24
年
告
示
第

12
5号

) 
改

正
後

（
案

）
 

現
行

 
備

考
 

（
地
区
計
画
の

類
型
）

 
第
６
条
 
地

区
計
画
の

対
象

と
な
る

地
区

は
、
第

４
条

第
１

項
に

掲
げ

る
基

本
方
針
の

要
件

を
満
た

し
、
か
つ

、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

類
型

の
い

ず
れ

か
に
適
合

す
る

も
の
で

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

(1
) 

 次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
（
以
下
「
既
存

集
落
型
」

と
い
う
。
）

 
一

団
の

街
区

を
形

成
す

る
既

存
の

集
落

及
び

そ
の

周
辺

の
区

域
に

お

い
て

必
要

な
公

共
施

設
等

の
整

備
が

担
保

さ
れ

て
お

り
、

良
好

な
居

住

環
境

を
形

成
す

る
こ

と
が

可
能

な
地

区
で

、
集

落
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の

維
持
、
改

善
を

目
的
と

す
る

地
区
計

画
 

(2
) 

 次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
区

域
に

お
け

る
地

区
計
画
（

以
下
「
宅
地
活
用
継
続
型
」
と
い
う
。
）

 
ア

 
既

存
集

落
を

除
い

て
既

に
造

成
さ

れ
て

い
る

住
宅

団
地

等
に

お

け
る
地
区

計
画

 
イ

 
工
場
、
事

業
所
等

の
立

地
に
よ

り
既

に
宅

地
化

さ
れ

て
い

る
地

区

又
は

都
市

計
画

法
そ

の
他

の
法

律
に

よ
り

整
備

さ
れ

た
地

区
に

お

い
て
、
周

辺
環

境
と
の

調
和

を
図
り

な
が

ら
持

続
的

な
土

地
利

用
を

目
的
と
す

る
地

区
計
画
 

(3
) 

 次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
（
以
下
「
市
街

化
区
域
隣

接
型
」
と
い
う
。）

 
立

地
適

正
化

計
画

に
定

め
る

居
住

誘
導

区
域

に
隣

接
（

地
区

全
域

が

概
ね

２
０

０
メ

ー
ト

ル
以

内
で

、
区

域
の

周
囲

延
長

の
概

ね
５

分
の

１

以
上

が
立

地
適

正
化

計
画

に
定

め
る

居
住

誘
導

区
域

に
隣

接
し

て
い

る

区
域

）
し

既
に

無
秩

序
な

市
街

化
が

進
ん

で
い

る
又

は
進

む
お

そ
れ

が

あ
る

区
域

で
、

そ
れ

ら
を

良
好

な
土

地
利

用
環

境
に

誘
導

す
る

こ
と

を

目
的
と
す

る
地

区
計
画
 

 
 
(4

) 
 次

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
（
以
下
「
沿
道

型
（
非
住

居
系
）
」
と
い
う
。
）
 

２
車

線
以

上
の

国
道

、
主

要
地

方
道

、
都

市
計

画
道

路
な

ど
の

幹
線

道
路

沿
道

に
お

い
て

、
無

秩
序

な
開

発
の

進
行

又
は

お
そ

れ
が

あ
る

場

合
、

適
正

な
土

地
利

用
の

整
序

を
図

る
た

め
、

許
容

す
る

用
途

や
土

地

（
地
区
計
画
の
類
型
）

 
第
６
条
 
地

区
計

画
の

対
象

と
な
る

地
区

は
、
第

４
条

第
１
項

に
掲

げ
る
基

本
方

針
の

要
件

を
満

た
し

、
か
つ
、
次
の

各
号
に

掲
げ

る
類
型

の
い
ず
れ

か
に

適
合

す
る

も
の

で
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

(1
) 

 次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
（
以
下
「
既
存

集
落
型
」
と
い
う
。
）

 
一

団
の

街
区

を
形

成
す

る
既

存
の

集
落

及
び

そ
の

周
辺

の
区

域
に

お

い
て

必
要

な
公

共
施

設
等

の
整

備
が

担
保

さ
れ

て
お

り
、

良
好

な
居

住

環
境

を
形

成
す

る
こ

と
が

可
能

な
地

区
で

、
集

落
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の

維
持

、
改

善
を

目
的

と
す
る

地
区
計

画
 

(2
) 

 次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
区

域
に

お
け

る
地

区
計
画
（
以
下
「
宅
地
活
用
継
続
型
」
と
い
う
。
）

 
ア

 
既

存
集

落
を

除
い

て
既

に
造

成
さ

れ
て

い
る

住
宅

団
地

等
に

お

け
る

地
区

計
画

 
イ

 
工

場
、
事

業
所

等
の
立

地
に
よ

り
既

に
宅
地

化
さ

れ
て
い

る
地
区

又
は

都
市

計
画

法
そ

の
他

の
法

律
に

よ
り

整
備

さ
れ

た
地

区
に

お

い
て
、
周

辺
環

境
と

の
調
和

を
図
り

な
が

ら
持
続

的
な

土
地
利

用
を

目
的

と
す

る
地

区
計

画
 

(3
) 

 次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
（
以
下
「
市
街

化
区
域
隣
接
型
」
と
い
う
。）

 
立

地
適

正
化

計
画

に
定

め
る

居
住

誘
導

区
域

に
隣

接
（

地
区

全
域

が

概
ね

２
０

０
メ

ー
ト

ル
以

内
で

、
区

域
の

周
囲

延
長

の
概

ね
５

分
の

１

以
上

が
立

地
適

正
化

計
画

に
定

め
る

居
住

誘
導

区
域

に
隣

接
し

て
い

る

区
域

）
し

既
に

無
秩

序
な

市
街

化
が

進
ん

で
い

る
又

は
進

む
お

そ
れ

が

あ
る

区
域

で
、

そ
れ

ら
を

良
好

な
土

地
利

用
環

境
に

誘
導

す
る

こ
と

を

目
的

と
す

る
地

区
計

画
 

 
 
(4

) 
 次

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
（
以
下
「
沿
道

型
（
非
住
居
系
）
」
と
い
う
。
）
 

２
車

線
以

上
の

国
道

、
主

要
地

方
道

、
都

市
計

画
道

路
な

ど
の

幹
線

道
路

沿
道

に
お

い
て

、
無

秩
序

な
開

発
の

進
行

又
は

お
そ

れ
が

あ
る

場

合
、

適
正

な
土

地
利

用
の

整
序

を
図

る
た

め
、

許
容

す
る

用
途

や
土

地
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利
用

の
範

囲
を

限
定

し
用

途
の

混
在

を
防

止
す

る
と

と
も

に
、

沿
道

の

機
能
を
活

か
し

地
域
経

済
の

活
性
化

を
目

的
と

す
る

地
区

計
画

 

(5
) 

 次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
（
以
下
「
地
域

振
興
型
（
非

住
居
系
）
」
と
い
う
。
）

 
 
 
ア
 
地
域
振
興

 
東

近
江

市
都
市

計
画

マ
ス
タ

ー
プ

ラ
ン
等

の
上

位
計
画

に
土

地
利
用

の

方
針

が
定

め
ら

れ
て

い
る
区

域
に

お
い
て

、
こ

の
方
針

に
基

づ
く
土

地

利
用

を
適

切
に

誘
導

し
産

業
の

振
興

そ
の

他
都

市
機

能
の

維
持

･
増

進

を
目

的
と

す
る

地
区

計
画
（

市
長

が
法
第

１
２

条
の
５

第
１

項
第
２

号

に
規

定
す

る
地

区
計

画
の

適
用

区
域

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
認

め
、

か
つ

、
地

区
計

画
制
度

の
活

用
を
図

る
こ

と
が
適

当
で

あ
る
と

認

め
る
場
合
に
限
る
。
）

 
 
 
イ
 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
維
持

 
 

 
 

立
地
適

正
化

計
画
に

定
め

る
地
域

拠
点

又
は
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ

拠
点

に
位

置
付

け
ら

れ
た

区
域

に
お
い

て
、

支
所
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー

等

を
中

心
に

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

を
維

持
す

る
拠

点
を

形
成

す
る

こ
と

で
、
地
域
の
維
持
及
び
活
性
を
目
的
と
す
る
地
区
計
画
 

 （
区
域
の
設
定
）

 
第

７
条

 
地

区
計

画
の

区
域

の
設

定
は

、
原

則
と

し
て

公
共

用
地

の
地

形

地
物
等
（
道
路

、
鉄

道
の
線

路
、
そ
の
他

の
恒

久
的

な
施

設
又

は
河

川
、

水
路
等
を

い
う

。
）
に
よ

り
、
明
確

か
つ
恒

久
的

に
区

別
す

る
も

の
と

す

る
。

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
に

は
、

土
地

所
有

の
状

況
、

土
地

利
用

の

現
状

及
び

将
来

の
見

通
し

、
地

区
計

画
に

お
い

て
定

め
る

こ
と

と
な

る

道
路

等
の

施
設

の
配

置
等

を
勘

案
し

て
、

敷
地

境
界

線
等

に
よ

り
で

き

る
限
り
整

形
と

な
る
よ

う
に

定
め
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 
地
区

計
画

区
域
の

周
辺

に
お
い

て
、
無

秩
序

に
集

落
が

拡
大

し
な

い

よ
う
必
要

最
低

限
の
規

模
と

す
る
。
 

３
 
住
居

系
の

地
区
計

画
の

区
域
は
、
近

隣
の

地
域

社
会

を
形

成
す

る
た

め
、
区

域
の
面

積
に
応

じ
て

適
切
な

住
宅

戸
数

規
模

を
有

す
る

も
の

と

す
る
。
こ
の
場

合
、
概
ね
１

０
区
画

を
最

低
戸

数
規

模
の

基
準

と
す

る
。

４
 
地
区

計
画

の
区
域

の
面

積
は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

(
1
)
 
 
既

存
集

落
型

 
 

０
．
５

ヘ
ク
タ

ー
ル
以

上
５

．
０
ヘ

ク
タ

ー
ル

未
満

と
す

る
。
た

だ

利
用

の
範

囲
を

限
定

し
用

途
の

混
在

を
防

止
す

る
と

と
も

に
、

沿
道

の

機
能

を
活

か
し

地
域

経
済
の

活
性
化

を
目

的
と
す

る
地

区
計
画
 

(5
) 

 次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
（
以
下
「
地
域

振
興
型
（
非
住
居
系
）
」
と
い
う
。
）

 
 

 
 

東
近
江

市
都

市
計
画

マ
ス
タ

ー
プ

ラ
ン
等

の
上

位
計
画

に
土

地
利
用

の

方
針

が
定
め
ら

れ
て

い
る
区

域
に

お
い
て

、
こ

の
方
針

に
基

づ
く
土

地
利

用
を

適
切

に
誘

導
し

産
業

の
振

興
そ

の
他

都
市

機
能

の
維

持
･
増

進
を

目

的
と

す
る
地
区

計
画

（
市
長

が
法

第
１
２

条
の

５
第
１

項
第

２
号
に

規
定

す
る

地
区
計
画

の
適

用
区
域

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す
る

と
認

め
、
か

つ
、

地
区

計
画
制
度

の
活

用
を
図

る
こ

と
が
適

当
で

あ
る
と

認
め

る
場
合

に
限

る
。
）

 
       （
区
域
の
設
定
）

 
第

７
条

 
地

区
計

画
の

区
域

の
設

定
は

、
原

則
と

し
て

公
共

用
地

の
地

形

地
物

等
（

道
路

、
鉄

道
の

線
路
、
そ

の
他

の
恒
久

的
な

施
設
又

は
河
川
、

水
路

等
を

い
う

。）
に

よ
り
、
明
確
か

つ
恒

久
的
に

区
別

す
る
も

の
と
す

る
。

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
に

は
、

土
地

所
有

の
状

況
、

土
地

利
用

の

現
状

及
び

将
来

の
見

通
し

、
地

区
計

画
に

お
い

て
定

め
る

こ
と

と
な

る

道
路

等
の

施
設

の
配

置
等

を
勘

案
し

て
、

敷
地

境
界

線
等

に
よ

り
で

き

る
限

り
整

形
と

な
る

よ
う

に
定
め
る

も
の

と
す
る

。
 

２
 
地

区
計

画
区

域
の

周
辺

に
お
い

て
、
無
秩
序

に
集

落
が
拡

大
し
な
い

よ
う

必
要

最
低

限
の

規
模
と

す
る
。
 

３
 
住

居
系

の
地

区
計

画
の

区
域
は

、
近

隣
の
地

域
社

会
を
形

成
す
る
た

め
、
区

域
の

面
積

に
応

じ
て

適
切
な

住
宅

戸
数
規

模
を

有
す
る

も
の
と

す
る
。
こ

の
場

合
、
概

ね
１

０
区
画

を
最

低
戸
数

規
模

の
基
準

と
す
る
。

４
 
地

区
計

画
の

区
域

の
面

積
は
、

次
の

各
号
に

掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

(
1
)
 
 
既

存
集

落
型

 
 

０
．
５

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

上
５
．
０
ヘ
ク
タ

ー
ル
未

満
と

す
る
。
た
だ
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し
、
周

辺
の
土

地
利
用

状
況

等
に
よ

り
止

む
を

得
な

い
と

認
め

ら
れ

る

場
合
は
、

最
小

面
積
を

０
．

３
ヘ
ク

タ
ー

ル
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

(
2
)
 
 
宅

地
活

用
継

続
型

 

 
 
０
．
５

ヘ
ク
タ
ー

ル
以

上
５
．
０
ヘ

ク
タ

ー
ル

未
満

と
す

る
。
た

だ

し
、
工

場
跡
地

等
の
既

存
宅

地
活
用

を
行

う
も

の
は

、
周

辺
の

土
地

利

用
の
状
況

に
よ

り
止
む

を
得

な
い
場

合
は

、
最

小
面

積
を

０
．
３

ヘ
ク

タ
ー
ル
と

す
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

 
(
3
)
 
 
市

街
化

区
域
隣

接
型
 

 
 
０
．

５
ヘ

ク
タ
ー

ル
以

上
５
．

０
ヘ

ク
タ

ー
ル

未
満

と
す

る
。

 

 
(
4
)
 
 
沿

道
型

（
非
住

居
系

）
 

 
１
．
０

ヘ
ク

タ
ー
ル

以
上

５
．
０

ヘ
ク

タ
ー

ル
未

満
と

す
る

。
 

(
5
)
 地

域
振

興
型

（
非

住
居

系
）

 

 
ア
 
地

域
振

興
 

５
．
０

ヘ
ク
タ

ー
ル

以
上

と
す

る
。

 

イ
 
コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ
維

持
 

０
．
３

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

上
と

す
る

。
 

 （
建
築
物
等
に

関
す
る
事
項
）

 
第

１
３

条
 
建

築
物

等
に
関

す
る

基
準
は

、
市

街
化
調

整
区

域
等
に

お
け

る
ゆ

と
り

あ
る
良
好

な
都

市
環
境

の
維

持
及
び

増
進

を
図
る

た
め

、
次
の

各
号

に

掲
げ
る
地
区
計

画
の
類
型
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、

当
該

対
象
地
区

の
特

性
に
応

じ
た

必
要
な

事
項

に
つ
い

て
定

め
る
も

の
と

す

る
。
た
だ
し
、
区
域
内
の
既
存
の
建
築
物
に
つ

い
て
は
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
、

区
域

内
の
既
存

の
建

築
物
が

建
っ

て
い
る

敷
地

に
つ
い

て
は

敷
地
面

積
の

最

低
限
度
を
適
用

除
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(1

) 
 既

存
集
落
型
、
宅
地
活
用
継
続
型
及
び
市

街
化
区
域
隣
接
型
の
建
築
物

等
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。

 
ア

 
建

築
物
等

の
用

途
の
制

限
は

、
戸
建

専
用

住
宅
を

主
体

と
し
た

も
の

と
し
、
第

一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
に
お
け
る
用
途
の
範
囲
内
と
す
る
。

た
だ
し
、

共
同
住
宅
、
寄
宿
舎
又
は
下
宿
を
除
く
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
容
積
率

の
最
高
限
度
は
、
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
ウ
 
建
ぺ
い

率
の
最
高
限
度
は
、
６
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
エ

 
敷

地
面
積

の
最

低
限
度

は
、

２
０
０

平
方

メ
ー
ト

ル
と

す
る
。

た
だ

し
、
隅
切
り
部
は
、
１
８
０
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

 
オ

 
壁

面
の
位

置
の

制
限
は

、
道

路
及
び

敷
地

境
界
線

か
ら

１
．
０

メ
ー

ト
ル
以
上

と
す
る
。

 

し
、
周

辺
の

土
地

利
用

状
況

等
に
よ

り
止

む
を
得

な
い

と
認
め

ら
れ
る

場
合

は
、

最
小

面
積

を
０

．
３
ヘ
ク

タ
ー

ル
と
す

る
こ

と
が
で
き
る
。

(
2
)
 
 
宅

地
活

用
継

続
型

 

 
 
０

．
５

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

上
５
．
０
ヘ

ク
タ
ー

ル
未

満
と
す

る
。
た

だ

し
、
工

場
跡

地
等

の
既

存
宅

地
活
用

を
行

う
も
の

は
、
周
辺
の

土
地
利

用
の

状
況

に
よ

り
止

む
を

得
な
い
場

合
は

、
最
小

面
積

を
０
．
３
ヘ
ク

タ
ー

ル
と

す
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

 
(
3
)
 
 
市

街
化

区
域

隣
接

型
 

 
 
０

．
５

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

上
５
．

０
ヘ

ク
タ
ー

ル
未

満
と
す

る
。
 

 
(
4
)
 
 
沿

道
型

（
非

住
居

系
）
 

 
１

．
０

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

上
５
．
０

ヘ
ク

タ
ー
ル

未
満

と
す
る

。
 

(
5
)
地

域
振

興
型

（
非

住
居

系
）

 

 
５

．
０

ヘ
ク

タ
ー

ル
以
上

と
す
る

。
 

 
 （
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
）

 
第

１
３

条
 
建

築
物

等
に
関

す
る
基

準
は

、
市
街

化
調

整
区
域

等
に

お
け
る

ゆ

と
り

あ
る
良
好

な
都

市
環
境

の
維

持
及
び

増
進

を
図
る

た
め

、
次
の

各
号

に

掲
げ
る
地
区
計
画
の
類
型
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、

当
該

対
象
地
区

の
特

性
に
応

じ
た

必
要
な

事
項

に
つ
い

て
定

め
る
も

の
と

す

る
。
た
だ
し

、
区
域
内
の
既
存
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
、

区
域

内
の
既
存

の
建

築
物
が

建
っ

て
い
る

敷
地

に
つ
い

て
は

敷
地
面

積
の

最

低
限
度
を
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(1

) 
 既

存
集
落
型
、
宅
地
活
用
継
続
型
及
び
市
街
化
区
域
隣
接
型
の
建
築
物

等
に
関
す
る
事
項
は
、
次

の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。

 
ア

 
建

築
物
等

の
用

途
の
制

限
は

、
戸
建

専
用

住
宅
を

主
体

と
し
た

も
の

と
し
、
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
に
お
け
る
用
途
の
範
囲
内
と
す
る
。

た
だ
し
、
共
同
住
宅
、
寄
宿
舎
又
は
下
宿
を
除
く
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
容
積
率
の
最
高
限
度
は
、
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
ウ
 
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度
は
、
６
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
エ

 
敷

地
面
積

の
最

低
限
度

は
、

２
０
０

平
方

メ
ー
ト

ル
と

す
る
。

た
だ

し
、
隅
切
り
部
は
、
１

８
０
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

 
オ

 
壁

面
の
位

置
の

制
限
は

、
道

路
及
び

敷
地

境
界
線

か
ら

１
．
０

メ
ー

ト
ル
以
上
と
す
る
。
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カ
 
建
築
物

等
の
高
さ
の
最
高
限
度
は
、
１
０
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

 
キ

 
日

影
制
限

、
北

側
斜
線

は
、

第
一
種

低
層

住
居
専

用
地

域
の
基

準
と

す
る
。

 
ク

 
建

築
物
等

の
形

態
又
は

意
匠

の
制
限

は
、

東
近
江

市
景

観
計
画

の
規

定
に

基
づ

き
、

周
辺

の
環

境
及

び
景

観
と

の
調

和
が

図
ら

れ
る

よ
う

定

め
る
。

 
ケ

 
垣

又
は
柵

の
構

造
の
制

限
は

、
緑
地

の
現

況
、
地

区
の

特
性
を

考
慮

し
、

原
則

と
し

て
生

垣
と

す
る

等
、

周
辺

の
環

境
及

び
景

観
と

の
調

和

が
図
ら
れ
る
よ
う
定
め
る
。

 
  

(2
) 

 沿
道

型
（

非
住

居
系

）
の

建
築

物
等

に
関

す
る

事
項

は
、

次
の

各
号

の
と
お
り

と
す
る
。

 
 

 
ア

 
建
築

物
等

の
用
途

の
制

限
は
、

第
二

種
中
高

層
住

居
専
用

地
域

に
お

け
る
用
途
の
範
囲
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
住
宅
を
除
く
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
容
積
率

の
最
高
限
度
は
、
２
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
ウ
 
建
ぺ
い

率
の
最
高
限
度
は
、
６
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
エ
 
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
は
、
５
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

 
オ

 
壁

面
の
位

置
の

制
限
は

、
道

路
及
び

敷
地

境
界
線

か
ら

１
．
０

メ
ー

ト
ル
以
上

と
す
る
。

 
カ

 
建

築
物
等

の
高

さ
の
最

高
限

度
は
、

良
好

な
景
観

の
観

点
か
ら

周
囲

の
景
観
と

調
和
し
た
高
さ
を
定
め
る
。

 
キ
 
日
影
制

限
、
北
側
斜
線
は
、
必
要
に
応
じ
て
定
め
る
。

 
ク

 
建

築
物
等

の
形

態
又
は

意
匠

の
制
限

は
、

東
近
江

市
景

観
計
画

の
規

定
に

基
づ

き
、

周
辺

の
環

境
及

び
景

観
と

の
調

和
が

図
ら

れ
る

よ
う

定

め
る
。

 
ケ

 
垣

又
は
柵

の
構

造
の
制

限
は

、
緑
地

の
現

況
、
地

区
の

特
性
を

考
慮

し
、

原
則

と
し

て
生

垣
と

す
る

等
、

周
辺

の
環

境
及

び
景

観
と

の
調

和

が
図
ら
れ
る
よ
う
定
め
る
。

 
コ

 
敷

地
面
積

に
対

す
る
緑

化
率

の
最
低

限
度

は
、
必

要
に

応
じ
て

定
め

る
。

 
 (

3)
  

地
域

振
興

型
（

非
住

居
系

）
地

域
振

興
の

建
築

物
等

に
関

す
る

事
項

は
、
次
の

各
号
の
と
お
り
と
す
る
。

 
ア
 

建
築
物
等
の

用
途
は
、
製

造
業
の
工
場

（
危
険
物
の

処
理
及
び
環
境

の
悪
化
を
招
く
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
物
流
施
設
又
は
研
究
施
設
と

す
る

。
た
だ
し
、

イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
周
辺

等
に
お
い
て

は
、
こ
れ
ら

の
用

途
の
ほ
か
に

、
市
長
が
地

域
振
興
に
資

す
る
と
認
め

た
場
合
は
商

カ
 
建
築
物
等
の
高
さ
の
最
高
限
度
は
、
１
０
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

 
キ

 
日

影
制
限

、
北

側
斜
線

は
、

第
一
種

低
層

住
居
専

用
地

域
の
基

準
と

す
る
。

 
ク

 
建

築
物
等

の
形

態
又
は

意
匠

の
制
限

は
、

東
近
江

市
景

観
計
画

の
規

定
に

基
づ

き
、

周
辺

の
環
境

及
び

景
観
と

の
調

和
が
図

ら
れ

る
よ
う

定

め
る
。

 
ケ

 
垣

又
は
柵

の
構

造
の
制

限
は

、
緑
地

の
現

況
、
地

区
の

特
性
を

考
慮

し
、

原
則

と
し

て
生

垣
と
す

る
等

、
周
辺

の
環

境
及
び

景
観

と
の
調

和

が
図
ら
れ
る
よ
う
定
め
る
。

 
  

(2
) 

 沿
道

型
（

非
住

居
系

）
の

建
築

物
等

に
関

す
る

事
項

は
、

次
の

各
号

の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

 
ア

 
建
築

物
等

の
用
途

の
制
限

は
、

第
二
種

中
高

層
住
居

専
用

地
域
に

お

け
る
用
途
の
範
囲
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
住
宅
を
除
く
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
容
積
率
の
最
高
限
度
は
、
２
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
ウ
 
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度
は
、
６
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
エ
 
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
は
、
５
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

 
オ

 
壁

面
の
位

置
の

制
限
は

、
道

路
及
び

敷
地

境
界
線

か
ら

１
．
０

メ
ー

ト
ル
以
上
と
す
る
。

 
カ

 
建

築
物
等

の
高

さ
の
最

高
限

度
は
、

良
好

な
景
観

の
観

点
か
ら

周
囲

の
景
観
と
調
和
し
た
高
さ
を
定
め
る
。

 
キ
 
日
影
制
限
、
北
側
斜
線
は
、
必
要
に
応
じ
て
定
め
る
。

 
ク

 
建

築
物
等

の
形

態
又
は

意
匠

の
制
限

は
、

東
近
江

市
景

観
計
画

の
規

定
に

基
づ

き
、

周
辺

の
環
境

及
び

景
観
と

の
調

和
が
図

ら
れ

る
よ
う

定

め
る
。

 
ケ

 
垣

又
は
柵

の
構

造
の
制

限
は

、
緑
地

の
現

況
、
地

区
の

特
性
を

考
慮

し
、

原
則

と
し

て
生

垣
と
す

る
等

、
周
辺

の
環

境
及
び

景
観

と
の
調

和

が
図
ら
れ
る
よ
う
定
め
る
。

 
コ

 
敷

地
面
積

に
対

す
る

緑
化

率
の

最
低

限
度

は
、
必

要
に

応
じ
て

定
め

る
。

 
 (

3)
  

地
域

振
興

型
（

非
住

居
系

）
の

建
築

物
等

に
関

す
る

事
項

は
、

次
の

各
号
の
と
お
り
と
す
る
。

 
ア
 

建
築
物
等
の

用
途
は
、
製

造
業
の
工
場

（
危
険
物
の

処
理
及
び
環
境

の
悪
化
を
招
く
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
物
流
施
設
又
は
研
究
施
設
と

す
る

。
た
だ
し
、

イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
周
辺

等
に
お
い
て

は
、
こ
れ
ら

の
用

途
の
ほ
か
に

、
市
長
が
地

域
振
興
に
資

す
る
と
認
め

た
場
合
は
商
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業
施

設
も
可
能
と

し
、
地
区
整

備
計
画
に

お
い
て
用
途
の

制
限
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
容
積
率
の
最
高
限
度
は
、
２
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
ウ
 
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度
は
、
６
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
エ
 
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
は
、
５
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

 
オ

 
壁

面
の
位

置
の

制
限
は

、
道

路
及
び

敷
地

境
界
線

か
ら

１
．
０

メ
ー

ト
ル
以
上
と
す
る
。

 
カ

 
建

築
物
等

の
高

さ
の
最

高
限

度
は
、

良
好

な
景
観

の
観

点
か
ら

周
囲

の
景
観
と
調
和
し
た
高
さ
を
必
要
に
応
じ
て
定
め
る
。

 
キ
 
日
影
制
限
、
北
側
斜
線
は
、
必
要
に
応
じ
て
定
め
る
。

 
ク

 
建

築
物
等

の
形

態
又
そ

の
他

意
匠
の

制
限

は
、
東

近
江

市
景
観

計
画

の
規

定
に

基
づ

き
、

周
辺

の
環

境
及

び
景

観
と

の
調

和
が

図
ら

れ
る

よ

う
定
め
る
。

 
ケ

 
垣

又
は
柵

の
構

造
の
制

限
は

、
緑
地

の
現

況
、
地

区
の

特
性
を

考
慮

し
、

原
則

と
し

て
生

垣
と

す
る

等
、

周
辺

の
環

境
及

び
景

観
と

の
調

和

が
図
ら
れ
る
よ
う
定
め
る
。

 
コ

 
敷

地
面
積

に
対

す
る
緑

化
率

の
最
低

限
度

は
、
必

要
に

応
じ
て

定
め

る
。

 
(4

) 
 地

域
振
興
型
（
非
住
居
系
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
維
持
の
建
築
物
等
に
関
す

る
事
項
は
、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。

 
ア

 
建

築
物
等

の
用

途
の
制

限
は

、
第
二

種
中

高
層
住

居
専

用
地
域

に
お

け
る
用
途
の
範
囲
内
と
す
る
。
た
だ
し
、

住
宅
を
除
く
も
の
と
す
る
。

イ
 
容
積
率
の
最
高
限
度
は
、
２
０
０
パ
ー

セ
ン
ト
と
す
る
。

 
ウ
 
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度
は
、
６
０
パ
ー

セ
ン
ト
と
す
る
。

 
エ
 
敷
地
面

積
の
最
低
限
度
は
、
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

 
オ

 
壁

面
の
位

置
の

制
限
は

、
道

路
及
び

敷
地

境
界
線

か
ら

１
．
０

メ
ー

ト
ル
以
上
と
す
る
。

 
カ

 
建

築
物
等

の
高

さ
の
最

高
限

度
は
、

良
好

な
景
観

の
観

点
か
ら

周
囲

の
景
観
と
調
和
し
た
高
さ
を
定
め
る
。

 
キ
 
日
影
制
限
、
北
側
斜
線
は
、
必
要
に
応

じ
て
定
め
る
。

 
ク

 
建

築
物
等

の
形

態
又
は

意
匠

の
制
限

は
、

東
近
江

市
景

観
計
画

の
規

定
に

基
づ

き
、

周
辺

の
環

境
及

び
景

観
と

の
調

和
が

図
ら

れ
る

よ
う

定

め
る
。

 
ケ

 
垣

又
は
柵

の
構

造
の
制

限
は

、
緑
地

の
現

況
、
地

区
の

特
性
を

考
慮

し
、

原
則

と
し

て
生

垣
と

す
る

等
、

周
辺

の
環

境
及

び
景

観
と

の
調

和

業
施

設
も
可
能
と

し
、
地
区
整

備
計
画
に
お

い
て
用
途
の

制
限
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
容
積
率
の
最
高
限
度

は
、
２
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
ウ
 
建
ぺ
い
率
の
最
高
限

度
は
、
６
０
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

 
エ
 
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
は
、
５
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

 
オ

 
壁

面
の
位

置
の

制
限
は

、
道

路
及
び

敷
地

境
界
線

か
ら

１
．
０

メ
ー

ト
ル
以
上
と
す
る
。

 
カ

 
建

築
物
等

の
高

さ
の
最

高
限

度
は
、

良
好

な
景
観

の
観

点
か
ら

周
囲

の
景
観
と
調
和
し
た
高

さ
を
必
要
に
応
じ
て
定
め
る
。

 
キ
 
日
影
制
限
、
北
側
斜

線
は
、
必
要
に
応
じ
て
定
め
る
。

 
ク

 
建

築
物
等

の
形

態
又
そ

の
他

意
匠
の

制
限

は
、
東

近
江

市
景
観

計
画

の
規

定
に

基
づ

き
、

周
辺
の

環
境

及
び
景

観
と

の
調
和

が
図

ら
れ
る

よ

う
定
め
る
。

 
ケ

 
垣

又
は
柵

の
構

造
の
制

限
は

、
緑
地

の
現

況
、
地

区
の

特
性
を

考
慮

し
、

原
則

と
し

て
生

垣
と
す

る
等

、
周
辺

の
環

境
及
び

景
観

と
の
調

和

が
図
ら
れ
る
よ
う
定
め
る
。

 
コ

 
敷

地
面
積

に
対

す
る
緑

化
率

の
最
低

限
度

は
、
必

要
に

応
じ
て

定
め

る
。
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が
図
ら
れ
る
よ
う
定
め
る
。

 
コ

 
敷

地
面
積

に
対

す
る
緑

化
率

の
最
低

限
度

は
、
必

要
に

応
じ
て

定
め

る
。

 
 

 
 

 
附
 
則
（
平
成

29
年

11
月

1
日
告
示
 
 
号
）

 
こ
の
運
用
基
準
は
、
平
成
２
９
年
１
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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東近江市市街化調整区域等における地区計画制度の運用基準 
平成２４年３月３０日 

告示第１２５号 
改正 平成２６年１０月２９日告示第４６９号 
改正 平成２７年３月２５日告示第１３３号 
改正 平成２９年４月１日告示第１６９号 

改正 平成２９年１１月１日告示第   号 
 
（目的） 

第１条 この運用基準は、本市の市街化調整区域及び非線引き都市計画区域（以下「市街化調整

区域等」という。）における地区計画制度の運用及び地区計画の原案を作成するための案（以

下「地区計画の素案」という。）の作成に関し必要な事項を定めることにより、市街化調整区

域等における良好な居住環境の維持、形成及び安全で安心なまちづくりに寄与し、もって地域

の特性に応じた適正な土地利用の誘導を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この運用基準において使用する用語は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下

「法」という。）及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）において使用する用語の例に

よる。 

（適用範囲） 

第３条 この運用基準は、市街化調整区域において定める地区計画について適用する。 
２ 非線引き都市計画区域において定める地区計画についても、この基準を適用する。 
（基本方針） 

第４条 市街化調整区域等における地区計画制度の運用については、「都市計画運用指針」（平成１８

年国都計発第１０５号）及び「市街化調整区域における地区計画の策定に係る運用方針及び大規模

開発型地区計画の取扱い」（平成１９年滋都計第５６１号）に基づいて行うとともに、当該地区計

画が次に掲げる基本方針に該当するものでなければならない。 
(1) 法第１８条の２に基づく東近江市の都市計画に関する基本的な方針（以下「東近江市都市

計画マスタープラン」という。平成２２年策定）との整合が図られていること。 

(2) 市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格を逸脱しない範囲で定められ、当該

都市計画区域における計画的な市街化に支障がないこと。 

(3) 無秩序に市街地を拡大しないよう、その必要性、周辺の公共施設の整備状況、自然環境、

周辺の景観や農林業との調和等の観点から総合的に検討を加え、妥当と認められる場合に限

ること。 

(4) 地区計画の対象となる区域は、対象区域の周辺において円滑な交通を維持できる道路、十

分な流下能力を有する水路又は河川及び上下水道施設等の公共公益施設が良好な生活を営

むに足りる水準で整備されており、新たな行政投資を行う必要がないこと。 

２ 開発行為が完了した地区計画の区域は、飛び地等による市街化区域編入が困難な場合を除き

市街化区域に編入することを前提として定めるものとする。 

（適用区域の制限） 

第５条 地区計画の区域には、次の各号に掲げる区域又は地域を含まないものとする。ただし、
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地区計画の決定の時期までに当該区域又は地域の指定が解除されることが確実と認められる

場合は、この限りでない。 

(1) 都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第８条第１項第２号ロからニまでに規定する

土地の区域 
(2) 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 
(3) 滋賀県立自然公園条例（昭和４０年滋賀県条例第３０号）第５条第１項に規定する滋賀県立自

然公園 
(4) 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 
(5) 農地法（昭和２７年法律第２２９号）による農地転用が許可されないと見込まれる農用地 

(6) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項、第２５条の２第１項、及び第４１条第

１項に規定する保安林又は保安施設地区 
(7) 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１０９条第１項及び第１１０条第１項に規定す

る史跡、名勝天然記念物に指定又は仮指定された区域 
(8)  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第１項に規

定する鳥獣保護区 
(9) 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する砂防指定地 
(10) 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 
(11) 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

規定する急傾斜崩壊危険区域 
(12) 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（平成１２年法律第５７

号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域 
(13) 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７条第１項に規定する

土砂災害警戒区域 
(14) 農村地域工業等導入促進法（昭和４６年法律第１１２号）第５条第３項第１号に規定する工

業等導入地区 
(15) 法第８条第１項第７号に規定する風致地区 
(16) 法第８条第１項第１５号に規定する伝統的建造物群保存地区 
（地区計画の類型） 

第６条 地区計画の対象となる地区は、第４条第１項に掲げる基本方針の要件を満たし、かつ、

次の各号に掲げる類型のいずれかに適合するものでなければならない。 

(1) 次に掲げる要件を満たす区域における地区計画（以下「既存集落型」という。） 
一団の街区を形成する既存の集落及びその周辺の区域において必要な公共施設等の整備

が担保されており、良好な居住環境を形成することが可能な地区で、集落のコミュニティの

維持、改善を目的とする地区計画 

(2) 次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす区域における地区計画（以下「宅地活用継続型」と

いう。） 
ア 既存集落を除いて既に造成されている住宅団地等における地区計画 
イ 工場、事業所等の立地により既に宅地化されている地区又は都市計画法その他の法律に

より整備された地区において、周辺環境との調和を図りながら持続的な土地利用を目的と
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する地区計画 

(3)  次に掲げる要件を満たす区域における地区計画（以下「市街化区域隣接型」という。） 
立地適正化計画に定める居住誘導区域に隣接（地区全域が概ね２００メートル以内で、区

域の周囲延長の概ね５分の１以上が立地適正化計画に定める居住誘導区域に隣接している

区域）し既に無秩序な市街化が進んでいる又は進むおそれがある区域で、それらを良好な土

地利用環境に誘導することを目的とする地区計画 

  (4)  次に掲げる要件を満たす区域における地区計画（以下「沿道型（非住居系）」という。） 

２車線以上の国道、主要地方道、都市計画道路などの幹線道路沿道において、無秩序な開

発の進行又はおそれがある場合、適正な土地利用の整序を図るため、許容する用途や土地利

用の範囲を限定し用途の混在を防止するとともに、沿道の機能を活かし地域経済の活性化を

目的とする地区計画 

(6)  次に掲げる要件を満たす区域における地区計画（以下「地域振興型（非住居系）」という。） 
  ア 地域振興 

東近江市都市計画マスタープラン等の上位計画に土地利用の方針が定められている区域にお

いて、この方針に基づく土地利用を適切に誘導し産業の振興その他都市機能の維持･増進を目

的とする地区計画（市長が法第１２条の５第１項第２号に規定する地区計画の適用区域のいず

れかに該当すると認め、かつ、地区計画制度の活用を図ることが適当であると認める場合に限

る。） 
  イ コミュニティ維持 
   立地適正化計画に定める地域拠点又はコミュニティ拠点に位置付けられた区域において、支所、

コミュニティセンター等を中心に地域コミュニティを維持する拠点を形成することで、地域の

維持及び活性を目的とする地区計画 

（区域の設定） 
第７条 地区計画の区域の設定は、原則として公共用地の地形地物等（道路、鉄道の線路、そ

の他の恒久的な施設又は河川、水路等をいう。）により、明確かつ恒久的に区別するものと

する。これにより難い場合には、土地所有の状況、土地利用の現状及び将来の見通し、地区

計画において定めることとなる道路等の施設の配置等を勘案して、敷地境界線等によりでき

る限り整形となるように定めるものとする。 

２ 地区計画区域の周辺において、無秩序に集落が拡大しないよう必要最低限の規模とする。 

３ 住居系の地区計画の区域は、近隣の地域社会を形成するため、区域の面積に応じて適切な

住宅戸数規模を有するものとする。この場合、概ね１０区画を最低戸数規模の基準とする。 

４ 地区計画の区域の面積は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 既存集落型  

０．５ヘクタール以上５．０ヘクタール未満とする。ただし、周辺の土地利用状況等によ

り止むを得ないと認められる場合は、最小面積を０．３ヘクタールとすることができる。 

(2) 宅地活用継続型 

  ０．５ヘクタール以上５．０ヘクタール未満とする。ただし、工場跡地等の既存宅地活用

を行うものは、周辺の土地利用の状況により止むを得ない場合は、最小面積を０．３ヘクタ

ールとすることができる。 

 (3) 市街化区域隣接型 
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  ０．５ヘクタール以上５．０ヘクタール未満とする。 

 (4) 沿道型（非住居系） 

 １．０ヘクタール以上５．０ヘクタール未満とする。 

(5)地域振興型（非住居系） 

 ア 地域振興 ５．０ヘクタール以上とする。 

イ コミュニティ維持 ０．３ヘクタール以上とする。 

（地区計画の内容） 
第８条  地区計画は、法第１２条の５第２項の規定により地区計画の名称、位置、区域及び区域の

面積、当該地区計画の目標、当該区域の整備、開発及び保全の方針（以下「地区計画の方針」とい

う。）並びに地区整備計画を都市計画に定めるものとする。 
（地区計画の目標） 

第９条 前条に掲げる地区計画の目標は、当該地区の周辺において市街化を促進することがない

等、市街化調整区域の性格及び当該地区の特性を踏まえ、自然環境の保全、ゆとりある良好な

市街地環境の維持及び形成、周辺の環境、営農条件との調和、地域の活性化等について、必要

な事項を明らかにするものとする。 

（地区計画の方針）   
第１０条 第８条に掲げる地区計画の方針は、当該地区のまちづくりの基本的な方向を示す総合

的な指針として、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1)  土地利用の方針 

(2)  地区施設の整備の方針 

(3)  建築物等の整備の方針 

(4)  前各号に掲げる事項のほか、当該地区の整備、開発及び保全に関する方針 

（地区整備計画） 
第１１条 第８条に掲げる地区整備計画は、地区計画の方針に基づき、地区計画の目標を達成するた

めに必要な事項を定めるものとし、次の各号に掲げる事項のうちから、当該地区の特性に応じて定

めるものとする。 
(1)  地区施設等に関する事項 

ア 道路の配置及び規模 
イ 公園、緑地、広場その他公共空地の配置及び規模 

(2)  建築物等に関する事項 

ア 建築物等の用途の制限 
イ 容積率の最高限度 
ウ 建ぺい率の最高限度 
エ 敷地面積の最低限度 
オ 壁面の位置の制限 
カ 建築物等の高さの最高限度 
キ 日影規制、北側斜線 
ク 建築物の形態又は意匠の制限 
ケ 垣又は柵の構造の制限 
コ 緑化率の最低限度 

(3)  土地の利用に関する事項 
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（地区施設等に関する事項） 
第１２条 当該地区計画の策定区域は、住居系は原則として６．５メートル以上、非住居系は車道二

車線で原則として９．０メートル以上の幅員の道路に接しているもの又は接することが確実である

ものとする。ただし、非住居系の幅員については、地区計画の内容及び周辺の状況により、交通安

全上支障がないと認められる場合はこの限りでない。 
２ 地区施設は、当該地区の周辺の道路状況等を勘案の上、区画道路及び公園、緑地、広場その他公

共空地を配置するとともに必要に応じて雨水調整施設を配置するものとし、当該地区施設に係る基

準は、法第３３条及び東近江市開発許可の基準等に関する条例（平成 18 年東近江市条例 57 号）

と同等以上の基準に適合するものとする。 
（建築物等に関する事項） 

第１３条 建築物等に関する基準は、市街化調整区域等におけるゆとりある良好な都市環境の維持及

び増進を図るため、次の各号に掲げる地区計画の類型に応じ、当該各号に定めるものとするほか、

当該対象地区の特性に応じた必要な事項について定めるものとする。ただし、区域内の既存の建築

物についてはこれらのすべてを、区域内の既存の建築物が建っている敷地については敷地面積の最

低限度を適用除外とすることができる。 
(1) 既存集落型、宅地活用継続型及び市街化区域隣接型の建築物等に関する事項は、次の各号のと

おりとする。 
ア 建築物等の用途の制限は、戸建専用住宅を主体としたものとし、第一種低層住居専用地域に

おける用途の範囲内とする。ただし、共同住宅、寄宿舎又は下宿を除くものとする。 
イ 容積率の最高限度は、１００パーセントとする。 
ウ 建ぺい率の最高限度は、６０パーセントとする。 
エ 敷地面積の最低限度は、２００平方メートルとする。ただし、隅切り部は、１８０平方メー

トルとする。 
オ 壁面の位置の制限は、道路及び敷地境界線から１．０メートル以上とする。 
カ 建築物等の高さの最高限度は、１０メートルとする。 
キ 日影制限、北側斜線は、第一種低層住居専用地域の基準とする。 
ク 建築物等の形態又は意匠の制限は、東近江市景観計画の規定に基づき、周辺の環境及び景観

との調和が図られるよう定める。 
ケ 垣又は柵の構造の制限は、緑地の現況、地区の特性を考慮し、原則として生垣とする等、周

辺の環境及び景観との調和が図られるよう定める。 
  (2) 沿道型（非住居系）の建築物等に関する事項は、次の各号のとおりとする。 
  ア 建築物等の用途の制限は、第二種中高層住居専用地域における用途の範囲内とする。ただし、

住宅を除くものとする。 
イ 容積率の最高限度は、２００パーセントとする。 
ウ 建ぺい率の最高限度は、６０パーセントとする。 
エ 敷地面積の最低限度は、５００平方メートルとする。 
オ 壁面の位置の制限は、道路及び敷地境界線から１．０メートル以上とする。 
カ 建築物等の高さの最高限度は、良好な景観の観点から周囲の景観と調和した高さを定める。 
キ 日影制限、北側斜線は、必要に応じて定める。 
ク 建築物等の形態又は意匠の制限は、東近江市景観計画の規定に基づき、周辺の環境及び景観
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との調和が図られるよう定める。 
ケ 垣又は柵の構造の制限は、緑地の現況、地区の特性を考慮し、原則として生垣とする等、周

辺の環境及び景観との調和が図られるよう定める。 
コ 敷地面積に対する緑化率の最低限度は、必要に応じて定める。 

 (3) 地域振興型（非住居系）地域振興の建築物等に関する事項は、次の各号のとおりとする。 
ア 建築物等の用途は、製造業の工場（危険物の処理及び環境の悪化を招くものを除く。）若し

くは物流施設又は研究施設とする。ただし、インターチェンジ周辺等においては、これらの

用途のほかに、市長が地域振興に資すると認めた場合は商業施設も可能とし、地区整備計画

において用途の制限を定めるものとする。 
イ 容積率の最高限度は、２００パーセントとする。 
ウ 建ぺい率の最高限度は、６０パーセントとする。 
エ 敷地面積の最低限度は、５００平方メートルとする。 
オ 壁面の位置の制限は、道路及び敷地境界線から１．０メートル以上とする。 
カ 建築物等の高さの最高限度は、良好な景観の観点から周囲の景観と調和した高さを必要に応

じて定める。 
キ 日影制限、北側斜線は、必要に応じて定める。 
ク 建築物等の形態又その他意匠の制限は、東近江市景観計画の規定に基づき、周辺の環境及び

景観との調和が図られるよう定める。 
ケ 垣又は柵の構造の制限は、緑地の現況、地区の特性を考慮し、原則として生垣とする等、周

辺の環境及び景観との調和が図られるよう定める。 
コ 敷地面積に対する緑化率の最低限度は、必要に応じて定める。 

(4) 地域振興型（非住居系）コミュニティ維持の建築物等に関する事項は、次の各号のとおりと

する。 
  ア 建築物等の用途の制限は、第二種中高層住居専用地域における用途の範囲内とする。ただし、

住宅を除くものとする。 
イ 容積率の最高限度は、２００パーセントとする。 
ウ 建ぺい率の最高限度は、６０パーセントとする。 
エ 敷地面積の最低限度は、２００平方メートルとする。 
オ 壁面の位置の制限は、道路及び敷地境界線から１．０メートル以上とする。 
カ 建築物等の高さの最高限度は、良好な景観の観点から周囲の景観と調和した高さを定める。 
キ 日影制限、北側斜線は、必要に応じて定める。 
ク 建築物等の形態又は意匠の制限は、東近江市景観計画の規定に基づき、周辺の環境及び景観

との調和が図られるよう定める。 
ケ 垣又は柵の構造の制限は、緑地の現況、地区の特性を考慮し、原則として生垣とする等、周

辺の環境及び景観との調和が図られるよう定める。 
コ 敷地面積に対する緑化率の最低限度は、必要に応じて定める。 

（地区計画の案の申出） 
第１４条 法第１６条第３項に規定する住民又は利害関係人は、東近江市地区計画の案の作成に関す

る条例（平成 17 年東近江市条例第 204 号。以下「条例」という。）の定めるところにより、地区

計画の原案を申し出ることができる。 
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２ 前項の申出を行う者は、あらかじめ地区計画の素案（様式第１号）を作成し、申し出なければな

らない。 
（住民の合意形成） 

第１５条 地区計画の素案を申し出る者（以下「申出人」という。）は、素案作成にあたって、検討

の段階から当該地区及び周辺住民の意見を地区計画に反映させるよう努め、説明会等を実施した後、

報告書（様式第２号）により報告しなければならない。 
２ 地区計画の素案の内容に関する住民の合意形成については、当該地区計画区域の利害関係人全員

の同意を得なければならない。 

 （申出に対する措置） 
第１６条 市長は、第１４条第２項の規定による地区計画の素案の申出があったときは、遅滞なく、

地区計画の素案の全部又は一部を地区計画の案として決定する必要があるかどうかを判断しなけ

ればならない。 
２ 市長は、前項の規定により当該地区計画の案として決定する必要があると判断したときは、その

旨を申出人に通知しなければならない。 
３ 市長は、第１項の規定により当該地区計画の案として決定する必要がないと判断したときは、遅

滞なく、その旨及びその理由を申出人に通知しなければならない。この場合において、市長は、あ

らかじめ東近江市都市計画審議会の意見を聴くものとする。 
（事前審査） 

第１７条 前条第２項の規定により通知を受けた申出人は、地区計画の原案の申出にかかる開発計画

事前審査願（様式第３号）を提出し、地区計画の原案を申し出る前までに関係機関との協議調整を

行い事前審査を完了しておかなければならない。 
（条例による制限の適用） 

第１８条 市長は、地区計画の区域内において建築物の用途、敷地及び構造に関する事項で当該地区

計画の内容として定めたものについて、建築基準法第６８条の２第１項に基づき、条例を制定し制

限するものとする。 
（事業の実施） 

第１９条 事業者は、地区計画が定められた日から、原則として１年以内に当該地区計画に適合する

事業に着手するものとする。 
２ 止むを得ない事由により一体的開発が困難な場合、事業者は当該地区内の公共施設の整備順位、

実施時期、施行主体その他市長が必要と認めた事項を記載した整備計画を策定し、承認を得なけれ

ばならない。 
（その他） 

第２０条 この運用基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 
附 則 

この運用基準は、平成２４年４月１日から施行する。 
  附 則（平成 26 年 10 月 29 日告示 469 号） 
この運用基準は、平成２６年１１月４日から施行する。 
  附 則（平成 27 年 3 月 25 日告示 133 号） 
この運用基準は、平成２７年４月１日から施行する。 
  附 則（平成 29 年 4 月 1 日告示 169 号） 
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この運用基準は、平成２９年４月１日から施行する。 
 附 則（平成 29 年 11 月 1 日告示  号） 

この運用基準は、平成２９年１１月１日から施行する。 
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