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１ 土地利用基本計画の意義

この計画は、国土利用計画法第９条の規定に基づき、静岡県の区域について、

適正かつ合理的な土地利用を図るため、国土利用計画（全国計画及び静岡県計

画）を基本として策定し、国土利用計画法に基づく土地取引規制、開発行為の

規制等に関する措置を実施するに当たっての基本となる計画である。

即ち、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、

自然環境保全法等（以下「個別規制法」という。）に基づく諸計画に対する上位

計画として、行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引については

国土利用計画法第 16 条第１項第３号及び第 24 条第１項等によって直接的に、

開発行為については、個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割

を担うものである。

２ 土地利用の基本方向

（１）県土利用の基本理念

県土の利用は、県土が現在及び将来における県民のための限られた資源であ

るとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることから、公共

の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、本格的な人口減少社会の到来

を踏まえ、地震や津波災害への対応をはじめとする安全・安心な県土の構築、

新たな産業の創出・集積等による持続的成長の確保、美しさと品格を備えた景

観の形成に配意し、健康で文化的な生活環境の確保と、県土の均衡ある発展を

図ることを基本理念として、総合的かつ計画的に行われなければならない。

（２）県土利用の基本方針

本県では、富国有徳の「美しい“ふじのくに”」をつくり、人々が人生の夢を

実現し、幸せを実感できる地域づくりを進めている。この実現に向け、限られ

た県土を適正かつ合理的に利用するために、県土の利用区分に応じた個々の土

地需要の量的調整を行うとともに、県土利用の質的向上を積極的に推進し、持

続的成長を確保しながら県土を荒廃させない人口減少社会に適応した県土の利

用と管理を行う。
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① 土地需要の量的調整

土地需要の量的調整に関しては、近年、全体としては地目間の土地利用転

換は鈍化しているものの、県では、防災・減災と地域成長を両立させた魅力

ある地域づくりを目指す「“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組」を推

進しており、高規格幹線道路のインターチェンジ等の周辺地域では、今後も

自然と農林業等と調和する工業団地や職住近接の住宅地等の整備のための土

地需要が相当規模見込まれる。このため、低・未利用地等の既存ストックの

有効活用を図りつつ、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況、社会資

本の整備状況その他の自然的・社会的条件等の土地の持つ適性、地域住民の

意向等地域の状況を十分に踏まえ、県土の保全と安全性の確保、環境の保全

などへの慎重な配慮の下で、計画的かつ適正な土地利用転換を図る。

② 県土利用の質的向上

県土利用の質的向上に関しては、人口減少の急激な進行を可能な限り抑制

し、本県の活力の維持向上を図るために、南海トラフ巨大地震等による地震・

津波災害や風水害等の災害から人命を守り、経済社会が致命的なダメージを

受けず速やかに復旧・復興することができる県土の構築、高規格幹線道路を

はじめとする社会資本の一層の充実等の本県の強みや優位性を活用した経済

の持続的な成長の確保が求められる。また、荒廃農地対策や低・未利用地、

空き家の有効活用の促進、本県の誇る自然環境や美しさと品格を備えた景観

の保全・創出が必要である。このため、こうした状況を踏まえ、『日本一の

「安全・安心」を実現する県土利用』、『将来に向け持続的成長を確保する県

土利用』、『憧れを呼ぶ美しさと品格を備えた県土利用』に取り組み「美しく、

強く、しなやかな“ふじのくに”」の実現を目指す。

ア 日本一の「安全・安心」を実現する県土利用

被害をできる限り軽減する「減災」を目指し、南海トラフ巨大地震等による

地震・津波災害に備えた「静岡モデル」による防潮堤の整備など適正な土地利

用を図るとともに、風水害や土砂災害等の発生防止・軽減に資する農用地、森

林、河川、海岸等の保全や機能の維持・向上を図る。

また、津波等の被災後の迅速な復旧・復興の備えとして被災後の土地利用の

方針等の策定に努め、オープンスペース等を確保するとともに、災害リスクの

高い地域の土地利用の適切な制限や必要な対策を行う。併せて、都市機能や居

住を集約化する過程において、地域の状況等を踏まえつつ、安全な地域への土

地利用の誘導を図り、さらに、火山噴火や今後明らかになる活断層に起因し想

定される災害にも備えることで、日本一の「安全・安心」を実現する県土利用
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を図る。

イ 将来に向け持続的成長を確保する県土利用

人口減少社会における土地需要の減少や土地利用の多様化を踏まえ、市街地

においては、低密度化等によって生じる空間を公園、緑地、市民農園等として

活用し、豊かな緑と美しい景観を備え、居住や都市機能の適切な配置・誘導等

により、都市機能を支える圏域人口を維持するコンパクトなまちづくりを進め

る。その際、低・未利用地や空き家については、実態把握に努め、利用希望者

とのマッチングや居住環境の改善、空き家の地域の活性化に資する施設等への

改修、官民連携による中古住宅の市場整備の推進等によって有効活用し、市街

地の活性化と土地利用の効率化を図る。

また、交通ネットワークの結節点である高規格幹線道路のインターチェンジ

等の周辺地域では、新たにコンパクトな拠点として、自然環境や農林業的土地

利用に配慮しつつ、新たな産業の創出・集積や自然と生活が調和した暮らし空

間の創生など都市的土地利用を図る。

さらに、農用地・森林が有する多面的な機能が持続的に発揮されるよう適切

な土地利用を図るとともに、多様な主体の参画も得ながら良好な管理を確保し

効率的な利用を図る。

こうした地域の特性を活かした取組により、県民一人ひとりの様々な価値観

に応じた多様なライフスタイルが選択できる、将来に向け持続的成長を確保す

る県土利用を図る。

ウ 憧れを呼ぶ美しさと品格を備えた県土利用

「郷土の景観は土地の人々の心の表れ」との認識のもと、行政と県民が一体

となって、美しい田園風景や茶園風景等の景観の保全・創出や個性ある農山漁

村集落、美しいまちなみや都市空間の形成に取り組むとともに、森・里・川・

海のつながりによる生態系ネットワークの形成に配慮しつつ、多面的機能を持

つ森林、農用地、水源等の自然環境の保全・再生を図る。

さらに、富士山や南アルプス、伊豆半島、駿河湾、浜名湖等の世界クラスの

資源の総合的な環境保全対策や地域の歴史や文化に根ざした良好な景観の形

成・保全・継承とともに、自然景観を楽しむ眺望の地の保全・活用に取り組み、

憧れを呼ぶ美しさと品格を備えた県土利用を図る。

③ 人口減少社会に適応した県土管理

人口減少社会に適応した持続可能な県土管理に関しては、人口減少下にお

いて、これまでと同様な労力や費用を投下した県土の管理を行うことが困難
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になると想定されることから、自然との共生、防災・減災、持続可能な地域

資源の提供等の複合的な効果を発揮する施策を推進し、県土の利用価値を高

めていく。その際、所有者等による管理が困難な土地や所有者の所在の把握

が難しい土地については、所有者の探索や相続登記の促進等により所有者の

確定に努め、土地の履歴や地域の状況を踏まえ、管理コストを低減させる工

夫とともに、新たな用途を見出すことや「所有から利用へ」の観点に立った

方策により、県土の荒廃を防止し、最適な県土利用の選択を図る。

また、国土利用計画法及びこれに関連する土地利用関係法を適切に運用す

るとともに、本計画や静岡県国土利用計画、市町国土利用計画等を基本とし

て、広域的な県の視点と即地的な市町の視点を踏まえ、開発圧力が低減する

機会もとらえ、両者が県土利用の総合的かつ計画的な調整を図り、適正な土

地利用を確保する。

さらに、社会経済活動が広域化している現状を踏まえ、隣接県も含めた地

域間の機能分担と交流・連携を促進することで、多層的な連携軸を形成し、

地域の活性化と自立的な発展を図ることを通じて、県土の均衡ある発展を図

るとともに、地域による県土管理を基本としつつ、公による管理と合わせ、

県土の恵みを享受する都市住民や企業等の多様な主体の参画を進め、県土の

管理の一端を担う国民の参加による県土管理（県土の国民的経営）を促進す

る。

（３）県土の地域別の基本方針

① 沿岸・都市部

沿岸・都市部では、これまでに集積した生活や産業等の都市機能を守るた

めに防災施設を効果的に配置し、都市の利便性を失うことなく一層の安全性

を高めるとともに、これまでの営みの中で育まれた歴史や伝統文化の保全、

市街地や産業地における良好な景観の確保に配慮しつつ、災害の危険性が少

ない低・未利用地等を活用した住宅地の整備や緑地空間の創出、各種都市機

能の誘導・集約など計画的な土地利用により、都市の再生を促進する。

② 内陸・高台部

内陸・高台部を通過する新東名高速道路や高規格幹線道路のインターチェ

ンジ等の周辺地域は、都市的土地利用の需要増加が見込まれ、開発に起因す

る災害の発生や景観・環境への影響が懸念される。このため、産業や生活の

基盤整備に当たっては、新たにコンパクトな拠点として、計画的な配置に努

め、乱開発を抑止するとともに、農村や森林等の環境の保全や資源の活用、
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建築物の高さ制限や屋外広告物の規制・誘導等を通じた景観の形成・保全に

も配慮し、自然と調和した県土づくりを進める。

＊沿岸・都市部は、南海トラフ巨大地震に伴う津波被害が想定される沿岸地

域において、都市地域の市街化区域又は用途地域に指定されている地域、及

び現に都市的土地利用がされている地域、並びに沿岸地域の隣接部において

都市地域と農業地域又は森林地域が重複する地域のうち、津波等の災害リス

クを回避するため、都市的土地利用の需要増が見込まれる一定地域。

＊内陸・高台部は、津波の心配のない災害リスクが低い地域において、都市

地域の市街化区域及び用途地域に指定されている地域並びに都市地域と農業

地域又は森林地域が重複する地域のうち、高規格幹線道路のインターチェン

ジ周辺等の都市的土地利用の需要増が見込まれる一定地域。

（４）土地利用の原則

土地利用は、土地利用基本計画図に示された「都市地域」、「農業地域」、「森

林地域」、「自然公園地域」、「自然保全地域」の地域ごとに、公害の防止、自然

環境及び農林地の保全、美しい景観の形成、歴史的風土の保存、治山、治水並

びに震災、風害、水害その他の災害の防除及び軽減等に配慮しつつ、それぞれ

の原則に従って適正な土地利用を行わなければならない。

また、いずれに属さない地域においても、上記に留意しつつ、当該地域の特

性及び周辺地域との関連等を考慮して、適正な土地利用を図る。

なお、全ての地域の土地利用において、地理的な広がりや連続性を持つ広域

景観の保全・形成に十分に配慮するものとする。

① 都市地域

都市地域は、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要があ

る地域であり、都市計画法第５条により都市計画区域として指定されている

又は指定されることが予定されている地域である。

都市地域の土地利用については、快適性、利便性の向上や環境負荷の低減、

都市景観の形成に配慮しつつ、災害に強い安全な都市づくりや都市機能の誘

導・集約等によるコンパクトな都市の形成を図るため、市街化区域（都市計

画法第７条第２項のすでに市街地を形成している区域及びおおむね 10年以内
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に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう。以下同じ。）又は用途

地域（都市計画法第８条第１項第１号の建築物の用途や形態の制限を定めた

地域をいう。以下同じ。）において、必要とされる住宅地や商工業用地等を

計画的に確保、整備することを基本とし、それ以外の地域における新たな市

街地整備等の都市的土地利用は極力抑制する。

また、広域的な交通ネットワークの整備による多層的な地域連携軸の形成

により、拠点性を有する複数の都市や周辺の農山漁村の相互の機能分担、交

流・連携を促進し、効率的な土地利用を図るものとする。

ア 市街化区域においては、当該地域内の水辺や樹林地、都市農地等が都市景

観や身近な自然環境として重要な要素であることから、積極的な保全に努めつ

つ、低・未利用地を緑地や市民農園等として有効利用するとともに、公共交通

網の再編やコンパクトなまちづくりと一体となった道路、公園、下水道等の都

市施設の整備を計画的に推進し、安全性、快適性、利便性、低炭素型社会の実

現等に配慮した市街地の形成を図るものとする。

イ 市街化調整区域（都市計画法第７条第３項の市街化を抑制すべき区域をい

う。以下同じ。）においては、良好な自然環境や優良な農林地等の保全とこれ

ら自然環境等と調和した生活拠点等の維持に努め、拡散的な都市的土地利用は

抑制する。

ただし、インターチェンジの整備など社会経済情勢の変化に伴う土地需要の

増加が見込まれることを考慮し、防災・減災と地域成長を両立する地域づくり

等のための土地利用が必要と認める場合には、開発による様々な影響を検討し、

都市計画以外の他の土地利用計画との調整を図った上で、地区計画の適用等を

進めるなど、計画的な土地利用の確保に努めるものとする。

ウ 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市

計画区域における用途地域内の土地利用については、市街化区域における土地

利用に準ずるものとする。用途地域以外の都市地域の土地利用については、イ

ンターチェンジの整備など社会経済情勢の変化に伴う土地需要の増加が見込

まれるなどの地域の土地利用の動向を踏まえ、自然環境や農林地の保全と調和

した計画的な土地利用を図るものとする。

エ 人口減少等による社会経済状況の変化を踏まえ、目指すべき都市像の実現

に向けた都市計画の継続性とのバランスや立地適正化計画等の内容に留意し

つつ、必要に応じて都市計画の見直しを図るものとする。
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② 農業地域

農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を

図る必要がある地域で、農業振興地域の整備に関する法律（以下「農振法」

という。）第６条により農業振興地域として指定されている又は指定される

ことが予定されている地域である。

農用地は、多彩で高品質な農産物を安定供給するための最も基礎的な資源

であるとともに、農業の持続的発展によって、県土の保全や水源の涵養、自

然環境保全等の農用地の有する多面的機能が発揮される県民共有の財産であ

る。このため、農業地域の土地利用については、農業・農村の基盤整備や農

地中間管理機構等の活用による担い手への農用地の集積・集約、荒廃農地の

発生抑制と解消を通じて、極力、現況農用地の保全と有効利用を図るものと

する。特に農用地区域（農振法第８条第２項第１号により定められた農用地

等として利用すべき土地の区域をいう。以下同じ。）においては、地域の特

性に応じた効果的かつ効率的な生産基盤の整備を推進し、良好な営農条件を

備えた農用地を計画的に確保するものとする。

ア 農用地区域内の土地については、長期にわたり農業上の利用を確保すべき

優良な農用地等であることから、他用途への転用は行わないものとする。

ただし、公共用施設の設置や防災・減災と地域成長を両立する地域づくり等

のため農用地区域の土地を他の用途に供する必要がある場合には、農振法の規

定に従い、農用地区域から除外するものとする。

その際、農用地区域には、効率的な農作業が可能となる集団性を有した農地

や生産性の高い農地のほか、小規模な農地や環境保全の観点から維持されてい

る農地等も含まれることから、こうした特性に配慮し、適切に土地利用を誘導

するものとする。

イ 農用地区域を除く農業地域内の農用地については、農業生産力の高い農用

地、集団的に存在している農用地又は農業に対する公共投資の対象となった農

用地の転用は原則として行わないものとし、極力農用地区域への編入に努める

ものとする。

ただし、農業以外の他の土地利用計画との調整が整った場合には、その転用

は調整された計画等を尊重するものとする。

ウ 荒廃農地については、農用地として再生できるものは生産基盤整備や農業

の担い手への集積・集約の促進等により有効利用を図るものとし、農用地とし

て再生利用が困難な荒廃農地については、森林等への転換など地域の実情に応
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じた土地利用を促進するものとする。

③ 森林地域

森林地域は、森林資源の活用と保護により、森林を持続的に管理し、木材

の生産と公益的機能を発揮させる必要がある地域であり、森林法第２条第３

項に規定する国有林の区域又は同法第５条第１項の地域森林計画の対象とな

る民有林の区域として定められている又は定められることが予定されている

地域である。

森林地域の土地利用については、森林が木材等の林産物の供給をはじめ、

県土の保全、水源のかん養、地球温暖化防止、生物多様性保全等、森林の有

する多面的機能の発揮を通じて、県民生活の維持、向上に大きく寄与してい

ることから、地域森林計画等の森林整備目標のもと、造林、間伐等の森林施

業の推進により豊富な森林資源を循環利用するとともに、多様な主体の参画

による荒廃森林の再生によって、諸機能が高度に発揮された森林を計画的に

確保するものとする。

ア 保安林（森林法第 25 条第１項若しくは同法第 25 条の２第１項又は第２項

により指定された保安林をいう。以下同じ。）については、県土の保全、水源

かん養、生活環境の保全等の諸機能の積極的な維持増進を図るべきものである

ことから、適正な配備や管理を行うとともに、原則として他用途への転用は行

わないものとする。

イ 保安林以外の森林地域については、経済的機能及び公益的機能の維持増進

を図るものとし、林地の保全に特に留意すべき森林、施業方法を特定されてい

る森林、水源として依存度の高い森林、優良人工造林地又はこれに準ずる天然

林等の機能の高い森林については、極力他用途への転用を避けるものとする。

ただし、インターチェンジの整備など社会経済情勢の変化に伴う土地需要の

増加が見込まれることを考慮し、防災・減災と地域成長を両立する地域づくり

等のため森林を他用途へ転用する場合には、防災面や環境面への配慮と周辺土

地利用との調整を十分に行い、多面的機能の維持･保全に努めるものとする。

ウ 再生利用が困難な荒廃農地であって、森林として管理・活用を図ることが

適当なものについては、多面的機能を発揮させる観点から、森林地域への編入

に向けた現況等調査・早生樹種等の実証的な植栽等に取り組む。また、既に森

林化した荒廃農地で森林として管理することが適当なものについては、森林地

域へ変更し、適正な土地利用を図るものとする。
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④ 自然公園地域

自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る

必要がある地域であり、自然公園法第２条第１号の自然公園（国立公園、国

定公園及び都道府県立自然公園）として指定されている又は指定されること

が予定されている地域である。

自然公園地域の土地利用については、自然公園が優れた自然の風景地であ

り、その利用を通じて県民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の

多様性の確保に寄与するものであることを考慮し、優れた自然及び生態系の

保護を図るとともに、自然と親しむ場としてその適正な利用を促進するもの

とする。

ア 特別保護地区（自然公園法第 21 条第１項により指定された特別保護地区

をいう。以下同じ。）については、指定の趣旨に即し、景観の厳正な維持を図

るものとする。

イ 特別地域（自然公園法第 20 条第１項又は第 73 条第１項に基づく静岡県立

自然公園条例第 12 条第１項により指定された特別地域をいい、自然公園法第

21 条第１項により指定された特別保護地区を除く。以下同じ。）については、

その風致の維持を図るべき地域であり、現在の景観を極力保護することが必要

な第１種特別地域、特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要

な第２種特別地域、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持

に影響を及ぼすおそれが少ない第３種特別地域に区分していることから、それ

ぞれの区分の趣旨を踏まえ、都市的土地利用、農業的土地利用等を行うための

開発行為は極力避けるものとする。

ウ その他の自然公園地域については、都市的土地利用又は農業的土地利用を

行うための大規模な開発、その他自然公園としての風景地の保護に支障を来す

おそれのある土地利用は極力避けるものとする。

⑤ 自然保全地域

自然保全地域は、良好な自然環境を形成し、その自然環境を保全すること

が特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を

総合的に推進すべき地域であり、自然環境保全法第14条第１項の原生自然環

境保全地域、同法第22条第１項の自然環境保全地域又は同法第45条第１項に

基づく都道府県自然環境保全地域として指定されている又は指定されること
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が予定されている地域である。

自然保全地域の土地利用については、自然環境が人間の健康で文化的な生

活に欠くことのできないものであることを考慮し、広く県民がその恵沢を享

受するとともに、次の世代に自然環境を継承できるよう、積極的に保全を図

るものとする。

ア 原生自然環境保全地域（自然環境保全法第 14 条第１項の原生自然環境保

全地域をいう。以下同じ。）については、その指定の趣旨に即し、区域におけ

る自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態で維持され

るよう自然の推移にゆだねるものとする。

イ 特別地区（自然環境保全法第 25 条第１項又は第 46 条第１項に基づく静岡

県自然環境保全条例第 13 条第１項により指定された特別地区をいう。以下同

じ。）については、その指定の趣旨に即し、特定の自然環境の状況に応じて適

正な保全を図るものとする。

ウ その他の自然保全地域については、原則として土地の利用目的を変更しな

いものとする。

３ 五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針

都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域又は自然保全地域のうち２地

域が重複している地域においては、次に掲げる調整指導方針に即し、３以上の

地域が重複する地域においては、次に掲げる調整指導方針におけるそれぞれの

関係からみた優先順位、指導の方向等を考慮して、適正かつ合理的な土地利用

を図るものとする。

（１）土地利用の優先順位及び誘導の方向

① 都市地域と農業地域とが重複する地域

ア 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区域とが重複する場合

農用地としての利用を優先するものとする。
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イ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区域以外の農業地域と

が重複する場合

原則として、農用地としての利用を優先するが、土地利用の現況に留意し

つつ、農業上の利用との調整を図りながら、都市的な利用を認めるものと

する。

② 都市地域と森林地域とが重複する地域

ア 都市地域と保安林の区域が重複する場合

保安林としての利用を優先するものとする。

イ 市街化区域及び用途地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場

合

都市的な利用を優先するが、緑地としての森林の保全に努めるものとする。

ウ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と保安林の区域以外の森林地域

とが重複する場合

原則として、森林としての利用を優先するが、森林としての利用の現況に

留意しつつ、森林としての利用との調整を図りながら都市的な利用を認め

るものとする。

③ 都市地域と自然公園地域とが重複する地域

ア 市街化区域及び用途地域と自然公園地域とが重複する場合

自然公園としての機能を維持するよう調整を図りながら、都市的利用を図

っていくものとする。

イ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地域とが重複する場合

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。

ウ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地域以外の自然公園地域

とが重複する場合



- 12 -

自然公園が持つ機能に留意しつつ、自然公園としての保護及び利用との調

整を図りながら、都市的な利用を認めるものとする。

④ 都市地域と自然保全地域とが重複する地域

ア 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地区とが重複する場合

自然環境としての保全を優先するものとする。

イ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地区以外の自然保全地域

とが重複する場合

自然保全地域が持つ機能に留意しつつ、自然保全地域としての保護との調

整を図りながら、都市的な利用を認めるものとする。

⑤ 農業地域と森林地域とが重複する地域

ア 農業地域と保安林の区域とが重複する場合

保安林としての利用を優先するものとする。

イ 農用地区域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合

原則として、農用地としての利用を優先するものとするが、農業上の利用

との調整を図りながら、森林として利用を認めるものとする。

ウ 農用地区域以外の農業地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する

場合

森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利用との調整を

図りながら、農業上の利用を認めるものとする。

⑥ 農業地域と自然公園地域とが重複する地域

ア 農業地域と特別地域とが重複する場合

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。
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イ 農業地域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。

⑦ 農業地域と自然保全地域とが重複する地域

ア 農業地域と特別地区とが重複する場合

自然環境としての保全を優先するものとする。

イ 農業地域と特別地区以外の自然保全地域とが重複する場合

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。

⑧ 森林地域と自然公園地域とが重複する地域

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。

⑨ 森林地域と自然保全地域とが重複する地域

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。

（２）特に土地利用の調整が必要と認められる地域の土地利用調整上留意すべ

き基本的事項

対象となる

五地域の重

複の組合せ

特に土地利用の調

整が必要と認めら

れる地域

土地利用調整上留意すべき基本的事項

都市地域と

農業地域又

は森林地域

ふじのくにフロン

ティア推進区域

※１

ふじのくにフロン

ティア新拠点区域

※２

「“ふじのくに”のフロンティアを

拓く取組」の基本理念を踏まえ、自然

環境や景観、農林業的土地利用に配慮

しつつ、豊かな暮らしの実現に係る土

地利用転換を計画的に誘導し、自然と

都市機能が調和する魅力ある地域づく
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※１ふじのくにフロンティア推進区域とは、ふじのくにフロンティア推

進区域設置要綱に基づき、市町の申請を受け知事が指定した「県指

定区域」及び総合特別区域法の規定に基づく指定申請に掲げた事業

に係る区域のうち、市町の申請に基づき県が指定した「総合特別区

域」をいう

※２ふじのくにフロンティア新拠点区域とは、ふじのくにフロンティア

推進エリア設置要綱に基づき、市町の申請を受け知事が認定した推

進エリア内の新たに整備を行う拠点の区域をいう

※３ふじのくにフロンティア地域循環拠点区域とは、ふじのくにフロン

ティア地域循環共生圏設置要綱に基づき、市町の申請を受け知事が

認定した地域循環共生圏内の新たに整備を行う拠点の区域をいう。

ふじのくにフロン

ティア地域循環拠

点区域※３

りを推進する。土地利用転換に際して

は、個別規制法との整合を図りながら、

確実性や実行性に留意し、円滑かつ迅

速な実施を図る。

－

大規模太陽光発電

施設等の再生可能

エネルギー関連施

設の設置地域

大規模な土地利用転換を図る場合に

は、開発に伴う影響が広範囲に及ぶこ

とを考慮し、周辺の土地利用状況や自

然環境・景観への影響、防災対策、撤

退時の対応、地域住民等への説明の実

施などに十分に配慮して、関係法令や

条例等に基づき適正な土地利用を図

る。



 
 
 
 
 
 

 

＜参考資料＞ 
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１ 土地利用基本計画図地域区分別面積 

 

 

（１）五地域区分の面積 

 
 

２０１７年（平成２９年）３月３１日現在 

 
 
（注）      １  各地域面積は、知事戦略局調べ 
 

２  県土面積は、国土交通省国土地理院「平成２８年全国都道府県市区 
 

町村別面積調」による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区        分 面積（ha） 割合（％） 

都 市 地 域 
 

農 業 地 域 
 

森 林 地 域 
 

自 然 公 園 地 域 
 

自 然 保 全 地 域 

 
３４８，８３８ 

 
４４７，５２９ 

 
４９０，８４２ 

 
８４，０４１ 

 
６，３０１ 

 

４４．９ 
 

５７．５ 
 

６３．１ 
 

１０．８ 
 

０．８ 

 
五 
 
 

地 
 
 

域 

計 １，３７７，５５１     １７７．１ 

白  地  地  域      ９，７４０       １．３ 

合    計  １，３８７，２９１     １７８．４ 

県  土  面  積    ７７７，７４３     １００．０ 
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（２）五地域区分の重複状況別面積 

 
 

２０１７年（平成２９年）３月３１日現在 
 

区           分 面積（ha） 割合（％） 
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

重 
 

複 
 

の 
 

な 
 

い 

（都） 
 

（農） 
 

（森） 
 

（公） 
 

（保） 
 

計 

７０，３８８

４５，６３２

１７７，０８６

２，０８２

１８

２９５，２０６

９．１

５．９

２２．８

０．３

０．０

３８．０

重 
 
 

 
 

 
 

 

複 
 

 
 
 
 
 

 

地 
 

 
 

 
 
 

 

域 

（都）と（農） 
 

（都）と（森） 
 

（都）と（公） 
 

（都）と（保） 
 

（農）と（森） 
 

（農）と（公） 
 

（農）と（保） 
 

（森）と（公） 
 

（森）と（保） 
 

（都）と（農）と（森） 
 

（都）と（農）と（公） 
 

（都）と（農）と（保） 
 

（都）と（森）と（公） 
 

（都）と（森）と（保） 
 

（農）と（森）と（公） 
 

（農）と（森）と（保） 
 

（都）と（農）と（森）と（公） 
 

（都）と（農）と（森）と（保） 
 

計 

１３５，３１９

１６，７５０

１０，１３０

２１

１５２，８４７

２，１９４

１１

２８，８５４

４，３２０

７９，６３９

１１，３５２

１４

９，３０７

１，５１８

５，８５５

２６６

１４，２６７

１３３

４７２，７９７

１７．４

２．２

１．３

０．０

１９．７

０．３

０．０

３．７

０．６

１０．２

１．５

０．０

１．２

０．２

０．８

０．０

１．８

０．０

６０．８

白   地   地   域 ９，７４０ １．３

県   土   面   積 ７７７，７４３ １００．０

注）各区分の面積は、土地利用基本計画図上で計測したものである。 
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（３）参考表示の地域・地区等の面積 
 
 

２０１７年（平成２９年）３月３１日現在  
個 別 規 制 法 地  域 ・ 地  区  等 面積（ha） 

都  市  計  画  法 市 街 化 区 域 
 
市 街 化 調 整 区 域 
 
そ の 他 都 市 計 画 区 域 に お け る 用 途 地 域 

４６,２８８

１９５,４５７

１１,０３４
農業振興地域の整備に関する法律 農 業 振 興 地 域 

 
農 用 地 区 域 

４４７,５２９

６２,９７５

森     林     法 国 有 林 
 

地 域 森 林 計 画 対 象 民 有 林 
 

保    安    林 

８９,８８３

４００,９５９

１７５,２６６

自  然  公  園  法 特 別 地 域 
 

特 別 保 護 地 区 

５０,４４０

３,９８９

自 然 環 境 保 全 法 原 生 自 然 環 境 保 全 地 域 
 
特 別 地 区 

１,１１５

１,９８２

 
注）面積は、個別規制法担当部局資料による。 
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２ 関係五法における主体別の主な権限内容 
 
 

　

都市計画区域の指定

区域区分の決定

国 県 政令市 政令市以外の市町

都
市
計
画
法

地域地区の決定（一部、県に権限あり）

農
振
法

森
林
法

自
然
公
園
法

自
然
環
境
保
全
法

農業振興地域の指定

農用地区域の設定

保安林の指定
（重要流域・国有林）

保安林の指定

国立公園・国定公園
の指定

県立自然公園の指定

原生自然環境保全
地域の指定

県自然環境保全地域の
指定

都
市
地
域

農
業
地
域

森
林
地
域

自
然
公
園
地
域

自
然
保
全
地
域

国有林区域の決定 地域森林計画対象
民有林区域の決定

農用地区域内の開発許可 農用地区域内の開発許可 農用地区域内の開発許可
（一部市町）

開発許可 開発許可 開発許可
（一部市町）

保安林内の土地形質変更
の許可

保安林内の土地形質変更
の許可

林地開発許可 林地開発許可 林地開発許可
（一部市町）

工作物新築等許可届出審査
【国立公園】

工作物新築等許可届出審査
【国立公園、県立自然公園】

工作物新築等許可届出審査
【国立公園、国定公園、

県立自然公園】

工作物新築等許可届出審査
【県立自然公園】

工作物新築等許可届出審査
【原生自然環境保全地域】

工作物新築等許可届出審査
【県自然環境保全地域】

工作物新築等許可届出審査
【県自然環境保全地域】

　 限主体が異なる

※開発許可（都計法）、農用地区域内の開発許可（農振法）、林地開発許可（森林法）等については、事務処理
　 特例条例等により県から市町（政令市及び一部市町）に権限が移譲されている

※工作物新築等許可届出審査（自然公園法、自然環境保全法）については、開発規模、エリア区分等により権

-19-



３　五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針

× ← ←

× ① ①

× ← ← × ←

② ③ ③ ④ ⑤

× ← ← ← ← ○ ○

⑥ ⑦ ⑦ ○ ○ ○ ○

× × × × × × ← × ×

× ← ← ← ← ○ ○ × ×

× ⑧ ⑧ ○ ○ ○ ○ × ×

【凡例】

× 制度上又は実態上、一部の例外を除いて重複のないもの

← 相互に重複している場合は、矢印方向の土地利用を優先する

○ 相互に重複している場合は、両地域が両立するよう、調整を図る

①

② 都市的な利用を優先するが、緑地としての森林の保全に努める

③

④ 原則として農用地の利用を優先するものとするが、農業上の利用との調整を図りながら森林としての利用を認める

⑤ 森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利用との調整を図りながら農業上の利用を認める

⑥ 自然公園としての機能を維持するよう調整を図りながら都市的利用を図る

⑦ 自然公園が持つ機能に留意しつつ、自然公園としての保護及び利用との調整を図りながら都市的な利用を認める

⑧ 自然保全地域が持つ機能に留意しつつ、自然保全地域としての保護との調整を図りながら都市的な利用を認める

五地域区分

農
業
地
域

森
林
地
域

五
地
域
区
分

細
区
分

細区分

自然保全地域

保
安
林

そ
の
他

特
別
地
域

普
通
地
域

原
生
自
然
環
境
保
全
地
域

特
別
地
区

普
通
地
区

都市地域 農業地域 森林地域 自然公園地域

市
街
化
調
整
区
域

そ
の
他

農
用
地
区
域

そ
の
他

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域

その他

保安林

その他

自
然
保
全
地
域

特別地域

市街化区域及び用途地域

市街化調整区域

その他

農用地区域

自
然
公
園
地
域

都
市
地
域

普通地域

原則として農用地としての利用を優先するが、土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整を図りながら都
市的な利用を認める

原則として森林の利用を優先するが、森林としての利用の現況に留意しつつ、森林としての利用との調整を図りなが
ら都市的な利用を認める

原生自然環境保全地域

特別地区

普通地区
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（参考）重複する地域を示した概念図（斜線部は重複部分を示す） 

 ※図は重複イメージであり面積シェアを示すものではない。（重複面積は P17 表を参照） 

 

①都市地域と農業地域とが重複する地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

②都市地域と森林地域とが重複する地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市地域

森林地域

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域

市街化区域及び用途地域以外

ア

都市地域

森林地域

保安林

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域

市街化区域及び用途地域以外

イ

都市地域

森林地域

保安林

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域

市街化区域及び用途地域以外

ウ

保安林

都市地域と保安林の区域が重複する場合
市街化区域及び用途地域と
保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合

市街化区域及び用途地域以外の都市地域と
保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合

都市地域

農業地域

農用地区域

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域

市街化区域及び用途地域以外

ア

都市地域

農業地域

農用地区域

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域

市街化区域及び用途地域以外

イ市街化区域及び用途地域以外の都市地域と
農用地区域とが重複する場合

市街化区域及び用途地域以外の都市地域と
農用地区域以外の農業地域とが重複する場合

→農用地としての利用を優先するものとする。 →原則として、農用地としての利用を優先する

が、土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利

用との調整を図りながら、都市的な利用を認め

るものとする。 

→保安林としての利用を優先するものとする。 →都市的な利用を優先するが、緑地としての森林

の保全に努めるものとする。 

→原則として、森林としての利用を優先するが、

森林としての利用の現況に留意しつつ、森林と

しての利用との調整を図りながら都市的な利

用を認めるものとする。 
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③都市地域と自然公園地域とが重複する地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④都市地域と自然保全地域とが重複する地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市地域

自然保全地域

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域

市街化区域及び用途地域以外

イ

特別地区

都市地域

自然保全地域

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域

市街化区域及び用途地域以外

ア

特別地区

市街化区域及び用途地域以外の都市地域と
特別地区とが重複する場合

市街化区域及び用途地域以外の都市地域と
特別地区以外の自然保全地域とが重複する場合

→自然公園としての機能を維持するよう調整を

図りながら、都市的利用を図っていくものとす

る。 

都市地域

自然公園地域

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域

市街化区域及び用途地域以外

ア

特別地域

都市地域

自然公園地域

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域

市街化区域及び用途地域以外

イ

特別地域

市街化区域及び用途地域と
自然公園地域とが重複する場合

市街化区域及び用途地域以外の都市地域と
特別地域とが重複する場合

→自然公園としての保護及び利用を優先するも

のとする。 

都市地域

自然公園地域

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域

市街化区域及び用途地域以外

ウ

特別地域

市街化区域及び用途地域以外の都市地域と
特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合

→自然公園が持つ機能に留意しつつ、自然公園と

しての保護及び利用との調整を図りながら、都

市的な利用を認めるものとする。 

→自然環境としての保全を優先するものとする。 →自然保全地域が持つ機能に留意しつつ、自然保

全地域としての保護との調整を図りながら、都

市的な利用を認めるものとする。 
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⑤農業地域と森林地域とが重複する地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥農業地域と自然公園地域とが重複する地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業地域

自然公園地域

農用地区域

ア

特別地域

農業地域

自然公園地域

農用地区域

イ

特別地域

農業地域と特別地域とが重複する場合
農業地域と
特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合

農業地域

森林地域

保安林
農用地区域

ア イ

農業地域

森林地域

保安林
農用地区域

農業地域と保安林の区域とが重複する場合
農用地区域と
保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合

→保安林としての利用を優先するものとする。 →原則として、農用地としての利用を優先するも

のとするが、農業上の利用との調整を図りなが

ら、森林として利用を認めるものとする。 

ウ

農業地域

森林地域

保安林
農用地区域

農用地区域以外の農業地域と
保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合

→森林としての利用を優先するものとするが、森

林としての利用との調整を図りながら、農業上

の利用を認めるものとする。 

→自然公園としての保護及び利用を優先するも

のとする。 

→両地域が両立するよう調整を図っていくもの

とする。 
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⑦農業地域と自然保全地域とが重複する地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧森林地域と自然公園地域とが重複する地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨森林地域と自然保全地域とが重複する地域 

  
 

森林地域

自然保全地域

特別地区

保安林

森林地域

自然公園地域

特別地域

保安林

農業地域

自然保全地域

農用地区域

ア

特別地区

農業地域

自然保全地域

農用地区域

イ

特別地区

農業地域と特別地区とが重複する場合 農業地域と
特別地区以外の自然保全地域とが重複する場合

→自然環境としての保全を優先するものとする。

 

→両地域が両立するよう調整を図っていくもの

とする。 

→両地域が両立するよう調整を図っていくもの

とする。 

→両地域が両立するよう調整を図っていくもの

とする。 
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４ 国土計画の体系 

 

 

 

                             （国土審議会） 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

           基本とする           即する         

 

 

 

                            基本とする      

                         基本とする 

 

 

                        基本とする        

 

           適合する 

 

 

 

 

 

 

 

国土利用計画法に基づく土地利用計画 国土形成計画（全国計画）

国土利用計画の基本理念 
（法第2条） 

全 国 計 画 

（法第5条） 

静岡県計画 

（法第7条） 

市町村計画 

（法第8条） 

県土地利用基本計画 

(法第9条) 

個別土地利用規制法に基づく計画 
 都市計画、農振計画、森林計画等 

静岡県総合計画 

市町村基本構想 

国 土 計 画 

整合 

一体作成 

即する 

国土利用計画法第6条 
 （国土利用計画の）全国計画以外の

国の計画は、国土の利用に関しては、

（国土利用計画の）全国計画を基本と

するものとする。 

国土利用計画 国土形成計画 
（広域地方計画）
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