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本市は、平成 21(2009)年３月に都市計画における基本的な方針

として「佐野市都市計画マスタープラン」を策定し、まちづくり

を推進してまいりました。交通分野についても、同じく平成

21(2009)年３月に個別計画の指針として「佐野市総合交通マスタ

ープラン」を策定し、テーマを「道路網・公共交通等の既存スト

ックを活かした持続可能な交通体系の確立」と定め、整備を進め

てまいりました。 

近年、本市においては、ほぼ全域で人口密度が低下しているこ

とから、中心市街地の空き家や空き地の増加による都市のスポン

ジ化やスーパーマーケット、銀行などの撤退・縮小等による市民の生活利便性の低下、公共

交通サービスの利用の低下などが懸念されております。このような局面において、持続可能

な都市構造を形成するため、医療・福祉、商業、教育等の多様な都市機能や居住機能を拠点

へと誘導し、拠点間を公共交通で結ぶ、いわゆる「コンパクト・プラス・ネットワーク」に

より、区域内の人口密度を維持しながら、幅広い世代の誰もが住みたいと思えるまちづくり

が求められております。 

この「コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現に向け、交通分野における道路網や公

共交通網等に関する基本的な方針を示すため、この度、「第２次総合交通マスタープラン」

を策定しました。本マスタープランでは、テーマを「交通手段の役割分担と連携による持続

可能な交通体系の確立」とし、徒歩交通、自転車交通、公共交通、自動車交通の４つの交通

手段の基本計画を立案し、将来の都市構造や土地利用を見据えた持続可能な交通体系（ネッ

トワーク）の確立を目指します。 

 結びに、本マスタープランの策定に際し、ご意見、ご提言をいただきました多くの市民の

皆様、策定懇談会をはじめ、関係者の皆様に心から感謝とお礼を申し上げますとともに、

「コンパクト・プラス・ネットワーク」を推進する本市のまちづくりへのより一層のご支援

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 
平成 31（2019）年３月 

 

            佐野市長 岡部 正英

はじめに 
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1. 策定の背景 

本市の総合交通マスタープラン（計画期間：平成 21(2009)年度～平成 40(2028)年度（20 

年間））は、平成 20(2008)年度に策定し、短期（10 年）整備計画の期間が経過しました。

この間、人口減少、高齢化の進行などの社会情勢や、北関東自動車道の開通、新たな産業団

地の完成などにより、本市の交通を取り巻く環境は、大きく変化してきました。 

また、我が国では人口減少、少子高齢化の加速度的進展により、過疎化が進む地域にお

ける生活交通の確保が必要とされています。公共交通網の縮小やサービス水準の一層の低

下、公共交通利用者の更なる減少（負のスパイラル）に歯止めをかけるため、地方公共団体

が中心となってまちづくりと連携した面的な公共交通ネットワークを再構築することも求

められています。また、健康増進や環境保全、災害時の移動手段として自転車活用のニー

ズも高まっています。さらに、都市の内部で空き地・空き家等の低・未利用地が時間的・空

間的にランダムに発生する「都市のスポンジ化」を防ぐ対策も急務です。加えて、交通分野

は、自動運転をはじめとして技術革新等による発展が目覚ましく、これらに対応し、また

適切に活用するためには柔軟な対応が今後必要となってきます。 

こうした社会情勢の変化を背景として、交通政策基本法の施行(平成 25(2013)年）、地域

公共交通活性化再生法の改正(平成 26(2014)、27(2015)年)、自転車活用推進法の施行（平

成 29(2017)年）、都市再生特別措置法の改正(平成 26(2014)年)等が行われ、全国の地方自

治体は、都市機能の集約化（コンパクト化）と、それらを交通ネットワークで連結すること

（ネットワーク化）により「コンパクト・プラス・ネットワーク」の集約型都市構造を実現

することが求められています。 

本市は、平成 30(2018)年３月に最上位計画である「第２次佐野市総合計画」を策定した

ほか、平成 31(2019)年３月に本市の「コンパクト・プラス・ネットワーク」形成の方針を

示す「佐野市コンパクトシティ構想」や、本市のまちづくりの方針を示す「第２次佐野市都

市計画マスタープラン」を策定しました。 

また、コンパクトなまちづくりに向けて都市機能や居住を誘導するエリアを定める「佐

野市立地適正化計画」の策定を進めています。加えて、平成 30(2018)年３月に「佐野市市

有施設適正配置計画」を策定し、市有施設の統廃合等による適正配置の取組を進めている

ほか、小中学校の統廃合の取組も進めています。 

交通分野においても、コンパクトシティ構想で掲げる「コンパクト・プラス・ネットワー

ク」の実現に向け、道路網や公共交通網等に関する基本的な方針を示し、将来の都市構造

や土地利用を見据えた持続可能な交通体系（ネットワーク）の確立を目指すため、「第２次

佐野市総合交通マスタープラン」を策定しました。 

 

第１章 総合交通マスタープランの策定にあ

たって 
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2. 位置づけ・役割 

本マスタープランの位置づけと役割を以下に示します。 

本マスタープランは、上位計画である第２次佐野市総合計画、佐野市コンパクトシティ

構想、第２次佐野市都市計画マスタープランの考え方に基づき定め、交通分野の個別計画

の指針となるものです。 

本マスタープランでは、本市のこれからの土地利用や交通などの視点を踏まえ、様々な

交通手段を適切に連携させていくことで、持続可能な交通体系（ネットワーク）の整備を

図っていきます。 

今後、本マスタープランの基本計画に基づき、道路網整備計画と連携して具体の個別計

画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 本マスタープランの位置づけ  

個別計画 

・徒歩交通 ・自転車交通 

・公共交通 ・自動車交通 

第２次 

佐野市総合交通 

マスタープラン 

第２次佐野市総合計画 

佐野市コンパクトシティ構想 

第２次佐野市都市計画マスタープラン 

 

 

道路網整備計画 

短期・中長期 

佐野市市有施設適正配置計画 

佐野市バリアフリー基本構想 

等

 

 

佐野市立地適正化計画 
※都市計画マスタープランの高度化版 
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3. 策定概要 

本マスタープランの計画期間、対象地域、策定フローを以下に示します。 

 

◇計画期間：平成 31(2019)-平成 50(2038)年度 

◇対象地域：市全域 

 

図 2 対象地域  
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◇策定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 策定フロー  

関係法令の施行・改正(国) 

◆交通政策基本法 

◆地域公共交通活性化再生法 

◆自転車活用推進法 

◆都市再生特別措置法 

上位・関連計画の策定(市) 

◆第２次佐野市総合計画 

◆佐野市コンパクトシティ構想 

◆第２次佐野市都市計画マスタープラン

◆佐野市立地適正化計画 

◆佐野市市有施設適正配置計画 

◆佐野市バリアフリー基本構想 

環境変化(市) 

◆前マスタープランの取組状況 

◆深刻化する人口減少、少子高齢化 

◆人口減少等による中心市街地の衰退 

◆中山間地域の生活機能低下 

第２次佐野市総合交通マスタープラン策定 

全体方針の決定 

◆本市のまちづくり方針における交通分野の考え方の整理 

◆現況と課題の整理 

◆テーマと全体方針の決定 

分野別基本方針と基本目標の決定 

◆徒歩交通基本計画   ◆自転車交通基本計画 

◆公共交通基本計画   ◆自動車交通基本計画 

実現化方策の決定 

◆関連計画との整合 

◆重点項目の設定 

◆計画策定後のフォローアップ 

前総合交通マスタープラン(平成 20（2008）年度策定) 

社会情勢の変化(国) 

◆人口減少や少子高齢化の進行 

◆公共交通の縮小やサービスの低下 

◆健康増進や環境保全への意識向上 

◆中心市街地の低・未利用地の増加 

策定から 10 年の本市を取り巻く環境の変化を整理 

第１章 総合交通マスタープランの策定にあたって 

第３章 分野別基本計画 

第４章 実現化方策 

第２章 全体方針 
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1. 本市のまちづくり方針における交通分野の考え方 

前マスタープラン策定後、10 年間における関係法令の施行・改正、上位・関連計画の策

定及び、本市を取り巻く状況の変化を整理し、本市の交通分野の考え方を示します。 

(1) 関係法令及び上位・関連計画 

  １）関係法令 

交通政策基本法（H25（2013）.12） 

〈施行の背景〉 

●人口減少、少子高齢化が加速度的に進展している中での生活交通の確保 

●国際的な競争がますます激しくなる中での人流・物流のネットワーク充実 

●東日本大震災の経験を踏まえ、巨大災害への備えを万全なものとすること 等 

 

〈目的〉 

第一条 

この法律は、交通に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項

を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、交通安全対策基本法

（昭和四十五年法律第百十号）と相まって、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、も

って国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。 

 

〈国の施策〉 

【豊かな国民生活の実現】 

○日常生活の交通手段確保（第 16 条）…離島等の地域の諸条件への配慮 

○高齢者、障害者等の円滑な移動（第 17 条）…妊産婦、ベビーカー等にも配慮 

○交通の利便性向上､円滑化､効率化（第 18 条）…定時性確保、乗継ぎ円滑化等 

【国際競争力の強化】 

○国際海上・航空輸送のネットワークと拠点の形成、アクセス強化（第 19 条） 

【地域の活力の向上】 

○国内交通ネットワークと拠点の形成（第 20 条） 

○交通に関する事業の基盤強化、人材育成等（第 21 条） 

【大規模災害への対応】 

○大規模な災害が発生した場合における交通の機能の低下の抑制及び迅速な回復等 

（第 22 条）…耐震性向上、代替交通手段の確保、多人数の円滑な避難 

【環境負荷の低減】 

○エコカー、モーダルシフト、公共交通利便増進等（第 23 条） 

【適切な役割分担と連携】 

○総合的な交通体系の整備（第 24 条）…交通需要・老朽化に配慮した重点的な整備 

○まちづくり、観光等との連携（第 25 条～第 27 条） 

【その他】 

○調査研究（第 28 条） 

○技術の開発及び普及（第 29 条）…ＩＣＴの活用 

○国際的な連携の確保及び国際協力の推進（第 30 条） 

…規格標準化交通インフラの海外展開 

○国民等の意見を反映（第 31 条） 

第２章 全体方針 
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改正地域公共交通活性化再生法（H26(2014).11） 

〈改正の背景〉 

●人口減少、少子高齢化が加速度的に進展することにより、公共交通事業をとりまく環境が年々

厳しさを増している中、特に地方部においては、公共交通機関の輸送人員の減少により、公共

交通ネットワークの縮小やサービス水準の一層の低下が懸念 

●人口減少社会において地域の活力を維持、強化するためには、コンパクトなまちづくりと連携し

て、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えのもと、地域公共交通ネットワークを確保す

ることが重要 

 

〈目的〉 

第一条 

この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用

者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化

に対応し、地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活動の実現、観

光その他の地域間の交流の促進並びに交通に係る環境への負荷の低減を図るための基盤とな

る地域における公共交通網（以下「地域公共交通網」という。）の形成の促進の観点から地域公

共交通の活性化及び再生を推進することが重要となっていることに鑑み、交通政策基本法（平成

二十五年法律第九十二号）の基本理念にのっとり、地方公共団体による地域公共交通網形成計

画の作成及び地域公共交通特定事業の実施に関する措置並びに新地域旅客運送事業の円滑

化を図るための措置について定めることにより、持続可能な地域公共交通網の形成に資するよ

う地域公共交通の活性化及び再生のための地域における主体的な取組及び創意工夫を推進

し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

〈国の施策〉 

○交通政策基本法の基本理念に則り、①地方公共団体が中心となり、②まちづくりと連携し、③

面的な公共交通ネットワークを再構築 

○地域公共交通網形成計画・地域公共交通再編実施計画制度の創設 

 

自転車活用推進法（H29（2017）.5） 

〈施行の背景〉 

●健康増進や環境保全、コンパクトシティに向けたまちづくり等を支える移動手段としてのニーズ

の高まり 

●欧米諸国と比較して人口あたり自転車乗用中死者数の割合が高く、自転車対歩行者事故が

増加傾向 

 

〈目的〉 

第一条  

この法律は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時

における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、

自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転車の活用の

推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置することによ

り、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 

〈国の施策〉 

○低い環境負荷や災害時の機動性、健康増進、安全の確保等を基本理念に据え、自転車の活

用を総合的・計画的に推進 

○自転車活用推進計画の策定（H30（2018）） 
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改正都市再生特別措置法（H26(2014).8） 

〈改正の背景〉 

●我が国の地方都市では、拡散した市街地で急激な人口減少が見込まれる一方、大都市では

高齢者の急増が見込まれる中で、健康で快適な生活や持続可能な都市経営の確保が重要な

課題 

●都市全体の構造を見渡しながら、住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の

誘導と、それと連携した公共交通に関する施策を講じることにより、市町村によるコンパクトな

まちづくりを支援することが必要 

 

〈目的〉 

第一条  

この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化

に我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に

対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上（以下「都市の再生」という。）を

図るため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急

整備地域における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定、都市計画

の特例等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な

発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。 

 

〈国の施策〉 

○立地適正化計画 

都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に

関する包括的なマスタープランを作成 

○都市機能誘導区域 

生活サービスを誘導するエリアと当該エリアに誘導する施設を設定 

○居住誘導区域 

居住を誘導し人口密度を維持するエリアを設定 
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２）上位計画 

第２次佐野市総合計画 基本構想（H30(2018).3） 

 

基本目標５ 快適により安全で安心して暮らせるまちづくり 

 

コンパクトシティ構想に基づく住宅地を含めた市街地の形成や道路・交通網の整備を進める

とともに、交通安全・防犯体制や消防・救急体制の一層の充実を図るほか、近年増加する自然

災害等に適切に対応できるよう防災体制の充実に努めます。 

また、健康で快適な暮らしに欠かせない上水道・下水道の整備及び適正な維持管理に努め

ます。 

さらに、市民生活の質的向上に向けた情報化の推進や消費者問題に対応した消費者行政

の充実に努め、快適により安全で安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

 

３ 都市機能の充実したまちづくり 

 

(1) 都市機能を高める幹線道路の整備と計画的な地域づくりの推進 

計画的な幹線道路ネットワークの整備 

●県道桐生岩舟線の整備 

●市道１級１号線の未整備区間を計画的に整備 

 

(2) 公共交通網の整備 

公共交通ネットワークの充実 

● 公共交通相互の連携強化と公共交通空白地域への新たな交通手段の導入検討、 市有

施設等への公共交通によるアクセス検討 

市営バスの安定運営 

● 利用者数の増加や収支率の向上、交通弱者の移動手段確保 

新都市バスターミナルの機能強化 

● 公共交通の乗継ぎの円滑化 
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佐野市コンパクトシティ構想（H31(2019).3） 

第２章 目指す都市像（コンパクト・プラス・ネットワーク） 

1.コンパクト・プラス・ネットワークの骨格 

（2）ネットワークの考え方 

 拠点の形成とともに鉄道やバス、タクシー等の公共交通を軸としたネットワークの形成によ

って人々の利便性を確保 

 中心拠点や地域拠点などの各拠点間では、鉄道等を中心に容易にアクセスできるネットワ

ークを形成 

 生活ゾーンや集落ゾーンなどの各ゾーンと拠点間においても、地域の状況に応じてバスや

タクシー、デマンド交通など様々な交通手段の可能性を考慮するとともに、市有施設間等の

移動においても市全体でネットワークを形成 

 

→交通ネットワークを基軸として、拠点間やゾーンで交通体系の構築を図ることで、コンパクト・プ

ラス・ネットワークを構築 
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第 2 次佐野市都市計画マスタープラン（H31（2019）.3） 

※佐野市立地適正化計画は、H32(2020)年度に策定予定 

 

第 2 章 全体構想（都市構造） 

（３）拠点の構想 

①中心拠点 

●様々な都市機能が集積し、それぞれが有機的に連携・支援され、利便性の高い交

通環境を有する拠点として、「中心拠点」を形成 

②地域拠点 

●都市機能が比較的集積し、公共交通により中心拠点と連携可能な利便性のある拠

点として、３つの「地域拠点」を形成 

③生活拠点 

●公共交通により、中心・地域拠点の都市機能が比較的容易に活用でき、良好な居

住環境を創出する拠点として「生活拠点」を形成 

④産業振興拠点 

●広域交通網の優位性を活かし、産業都市として発展させていくために「産業振興

拠点」を形成 

⑤観光レクリエーション拠点 

●広域を対象としたレクリエーション拠点を形成 
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第３章 全体構想（分野別方針） 

（２）交通の方針 

１）公共交通ネットワーク 

①広域交通機関の機能強化 

●鉄道や高速バスの運行本数の増加やユニバーサルデザインによる駅施設の整備

の促進 

②交通結節点の機能強化 

●主要駅におけるバスやタクシーなどとの連携強化による公共交通網全体の利用

促進 

③公共交通の機能強化 

●鉄道・バス・タクシー事業者との連携による機能強化、自動車依存からの転換 

●公共交通空白地域を含めて、公共交通を確保・維持 
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２)道路ネットワーク 

●公共交通と整合した道路ネットワークの構築 

●円滑な交通を処理する道路網確立 

●環境に配慮した道路整備推進 

●誰にでもやさしく、多機能性のある道路空間の確保 

 

３）交通需要管理 

●適切な交通手段への誘導 

●まちなかゾーンにおける交通システムの確立 

●交通弱者への配慮 

●官民協働による施策の推進 
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３）関連計画 

佐野市市有施設適正配置計画（H30 (2018).3） 

 

本市が保有する 404 施設を、これからも同じように維持していくとすると、必要とな

る更新費用の総額は、今後 40 年間で 2,194.9 億円と試算され、年間 54.9 億円が必要に

なります。これは、現状の投資的経費の約 1.6 倍に当たります。 

今後、人口減少・高齢化の進行、特に生産年齢人口の減少に伴い、税収の減少などが

見込まれる中では、全ての施設をこれまでと同じように維持していくことは非常に困難

な状況にあります。 

そのため、市有施設の現状と課題を踏まえ、安定した行政サービスを提供していくた

めに、施設の統廃合や複合化を行い、施設保有総量（総延床面積）を縮減し、市の将来を

担う次の世代の負担とならないよう、適正な施設配置に向けて取り組んでいく必要があ

ります。 
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佐野市バリアフリー基本構想（H29 (2017).3） 

■重点整備地区の設定 

重点的かつ一体的にバリアフリー化を推進する地区として、重点整備地区を設定しま

す。佐野市における重点整備地区設定の考え方は、以下のとおりです。 

■設定の方針 

①高齢者、障がい者を含む、多くの人が利用する施設が含まれる区域 

②概ね徒歩圏と考えられる区域 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

重点整備地区 

（97.5ha） 
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（２）本市を取り巻く状況の変化 

前マスタープランの取組状況 

 「拠点連結(いもフライ)型都市構造」の実現に向けて、「道路網・公共交通等の既存ス

トックを活かした持続可能な交通体系の確立」を目標として掲げました。 

 これまで道路網(自動車交通)、公共交通(鉄道・バス)、徒歩・自転車交通について基

本方針を設定し、それぞれ進めてきましたが、横断的な取組は、十分行われていない

状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 前マスタープランにおける方針と主な取組 

 

 

  

・北関東自動車道開通 

・スマート IC 供用開始 

・IC 周辺道路整備 

・岩崎バイパス 

・若松アンダー 

など 

・市営バス再編 

・新路線の供用開始 

など 

・主要県道の自転車 

専用通行帯整備 

（一部） 

・歩道整備（一部） 

など 

＜ 道路網（自動車交通） ＞ 
○今ある道路の有効活用による柔軟な施策の推進 

○一般国道や都道府県道などの骨格幹線道路の整備推進 

○渋滞の緩和と市街地内交通の円滑化 

○地域拠点を結ぶ道路網の充実 

○災害に強い道路網の充実 

交通分野別の基本方針 主な取組 

＜ 公共交通（鉄道・バス） ＞ 
○過度な自動車依存から公共交通への転換 

○利用者ニーズに対応した公共交通網の充実 

○観光スポットに行きやすい公共交通網の充実 

＜ 徒歩・自転車 ＞ 
○徒歩・自転車等、多様な交通手段が共存可能な 

道路空間の確保 

○徒歩・自転車等の安全性・快適性の向上 
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深刻化する人口減少、少子高齢化 

 人口は減少傾向にあり、特に生産年齢人口の減少が顕著となっているため、財源

は厳しさを増していくことが想定されます。このため、まちづくりや交通分野に

おける施策展開については、可能な限り既存ストックを活用することが求められ

ます。 

 高齢化率は今後上昇傾向が続き、平成 57(2045)年には高齢化率が 37%に達する見

込みです。自動車を運転できない高齢者も増加していくと考えられることから、

過度に自動車に依存しない公共交通網の形成が必要です。 

 

 

図 5 年齢 3区分別人口と高齢化率の推移（佐野市） 

※高齢化率：65 歳以上の人口が総人口に占める割合。 

 
資料：S60(1985)～H27(2015)は国勢調査、H32(2020)～H57(2045)は国立社

会保障・人口問題研究所推計値（H27(2015)国勢調査をもとに推計） 

  

高齢化率（全国平均）

 H27(2015)：26.6％ 

 H57(2045)：36.8％ 
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人口減少等による中心市街地の衰退 

 本市の DID 人口は、昭和 55(1980)年以降ほぼ横ばいで推移する一方、DID 人口密度

は低下傾向にあります。 

 DID 面積が増加しており、スプロール化が進行中であることが分かります。 

 地域別に DID 人口の増減状況を見ると、中心拠点となる佐野駅の周辺でも人口減少

が顕在化していることがわかります。 
 

 

図 6 DID 人口と人口密度の推移 

 

 

 

 

図 7 DID 人口増減数（平成 22(2010)年から平成 27(2015)年、100m メッシュ単位） 

資料：国勢調査

※DID（人口集中地区）：市町村の区域内で人口密度が 1km2当たり 4千人以上の基本単位区等が互いに隣接し、それ

らの地域の人口が国勢調査時に 5千人以上を有する地域。 
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中山間地域の生活機能低下 

 中山間地域では、多くのエリアで平成 57(2045)年までに人口が 50%以上減少する

と想定されています。これらの地域では、人口の減少に伴い、生活利便施設の撤

退などによる生活機能の低下が懸念されます。 

 このような中では、地域の足となる移動手段を確保していくことで、拠点等の都

市機能にアクセスできる最低限の生活利便性を維持していく必要があります。 

 

 

図 8 本市の人口増減率（平成 27(2015)年→平成 57(2045)年） 

資料：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール」を用いて作成
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（３）交通分野の考え方 

これからのまちづくりは、関係法令の施行や改正の背景をみると、人口減少や少子高齢

化が進行していく中でも、持続可能な都市経営のためには、公共交通と連携したコンパク

トなまちづくりを実現していくことが求められています。 

本市では、前マスタープランに基づいて取組を進めてきたこの 10 年間において、道路整

備の着実な進捗により、交通混雑は緩和傾向にありますが、公共交通、徒歩・自転車交通に

関する施策の進捗は大きくありません。しかしながら、本市の人口減少(中心市街地含む)、

高齢化、中山間地域の生活機能の低下は確実に進行しており、関係法令と同様に「コンパ

クト・プラス・ネットワーク」によるコンパクトなまちづくりの実現を目指していくこと

が必要です。 

こうした状況の変化を踏まえ、本市のまちづくり方針における交通分野の考え方を、自

動車に過度に依存しない徒歩や自転車、公共交通を活用して暮らせるまちづくりに向けて

次のように変更し、それぞれの課題や実現のための方策を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 分野の整理見直し 

 

  

道路網 

（自動車） 

公共交通 

（鉄道・バス） 

徒歩・ 

自転車交通 

徒歩交通 

自転車交通 

自動車交通 

公共交通 

前マスタープラン 第２次マスタープラン 

道路網 
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2. 現況と課題 

 交通分野における本市の現況と課題を整理します。 

 

(1) 交通に係る分野別問題点と課題 

徒歩交通 

①道路の現状 

 学校、主要施設の周辺で歩行者の多い場所や駅周辺、回遊性の必要なエリア等で

歩道のない道路が多く存在しています。 

 これらのエリアでは歩行者と自転車・自動車との錯綜があり、安全上の懸念があ

ります。特に交通量の多い主要幹線道路を含むエリアでは、歩道整備等により歩

行者が安全に通行できる環境が必要です。 

 

 

図 10 歩道の現状（佐野駅周辺） 

 
図 11 歩道の現状（田沼駅周辺） 

佐野駅 

城北小 

北中 佐野高校・附属中 
城東中 

佐野東高 
佐野小 

天明小 

西中 

田沼駅

栃本小 

田沼東中

田沼小 

 道路（歩道あり） 小学校 高等学校等 東日本旅客鉄道 

 道路（歩道なし） 中学校 病院 市街化区域 東武鉄道 

小 

中

文
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図 12 歩道の現状（葛生駅周辺） 

 

 

図 13 歩道の現状（佐野新都市周辺） 

 
 

葛生駅

葛生小
青藍泰斗高

葛生中

佐野新都市バスターミナル 

佐野日本大学短期大 

 道路（歩道あり） 小学校 高等学校等 東日本旅客鉄道 

 道路（歩道なし） 中学校 病院 市街化区域 東武鉄道 

小 

中

文

【課題】 
 歩いて暮らせるまちづくりに向けて、市内の拠点（駅や主要施設の周辺等）における

歩⾏者の安全性の確保など、歩⾏者環境の創出が必要 
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自転車交通 

①自転車専用通行帯等の整備状況 

 自転車専用通行帯等の整備は順次行われており、自転車専用通行帯として整備可

能な幅広路肩を有する道路も存在しています。しかし、これらは主要道路の一部

に留まり、自転車ネットワークは十分に形成されていない状況にあります。 

 専用通行帯等のない道路や、歩道の幅員が狭い道路等では、自転車と歩行者・自

動車との錯綜があり、安全上の懸念があります。 

 我が国では自転車の活用による環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、

国民の健康増進等を図ること等を目的として、自転車活用推進計画を策定してお

り、これに基づく取組を行っていく必要があります。 

 

  

図 14 自転車通行帯等の整備状況（佐野駅・佐野新都市周辺） 
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図 15 自転車活用推進計画の概要 

資料：国土交通省自転車活用推進本部 自転車活用推進計画の概要 

 

 
  

【課題】 
 ⾃転⾞利⽤環境の向上に向けて、安全で快適な⾃転⾞ネットワークの形成を推進す

ることが必要 

 ⾃転⾞通⾏空間の整備やシェアサイクルなどの新たな仕組み、⾃転⾞の利活⽤促進
に向けた取組を検討していくことが必要 
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②通学手段 

 市内の高校の通学手段は、自転車が約 5割を占めています。 

 特に鉄道駅から離れている佐野松桜高校では自転車で通学する生徒が多く、また、

佐野日大高校では吉水駅や佐野駅から自転車で通学する生徒が多い状況でありま

すが、自転車ネットワークは十分に形成されておらず、安全上の懸念があります。

 N=4,237 

図 16 市内の高校における生徒の通学手段 

 

図 17 高校別の通学手段 

資料：各校平成 30（2018）年度学校要覧等 

⾃転⾞
45.1%

徒歩のみ
3.4%

バイク（原付）
0.2%

スクー
ルバス
23.9%

路線
バス
0.9%

鉄道
24.7%

その他
1.8%

【課題】 
 学校、教育施設等への⾃転⾞ネットワークの形成を推進することが必要 
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公共交通 

①人口カバー状況 

 市南部や北部の中山間地域等において、公共交通（鉄道、バス）によってカバーさ

れていない範囲が存在しています。 

 これらの地域では公共交通を利用できないため、自動車を運転できない高齢者な

ど、交通弱者が移動できる交通手段の確保等を検討する必要があります。 

 

 

図 18 公共交通の人口カバー状況（平成 27(2015)年） 

資料：国勢調査 

 

 
  

【課題】 
 居住者が存在しながらも公共交通でカバーされていない範囲については、デマンド交通

等の新たな⼿段により、ニーズに合わせて拠点までの移動を確保することが必要 
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②路線バスの利用状況 

 本市の公共交通は、鉄道、高速バスと、市内の移動を担う交通として市営バスと

佐野新都市線(万葉浪漫バス)が運行されています。 

 市営バスの全体の収支率（運賃収入÷運行経費）は、19.9％に留まっています。路

線別に見ると、収支率が最も低い路線では 4.8%となっています。 

 1 便あたりの利用者が 2 人に満たないような、利用者数の少ない路線が存在して

います。 

 鉄道・バスで複数の路線が競合している区間（葛生駅～佐野駅、佐野駅～佐野新

都市バスターミナルなど）が存在しています。 

 

 

図 19 本市の公共交通ネットワーク（平成 30(2018)年度）  
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表 1 市営バスの路線別利用状況等 

路線 

乗車人数

合計 

（人） 

日平均 

利用者 

（人/日） 

便平均

利用者

（人/便）

運賃収入

（万円）

運行経費

（万円）
収支率

1人 1回 

あたりの 

公費負担

額（円） 

デマンド
※1 

運行稼働

率（％）

■基幹線 65,599 180 9 1,366 3,856 35.4% 380 －

■秋山線 8,101 22 2.3 147 1,302 11.3% 1,425 60.7

■仙波会沢線 3,813 10 1.8 79 450 17.5% 973 31

■名水赤見線 32,804 90 8.2 650 2,056 31.6% 429 －

■野上線 6,039 17 2.1 116 1,273 9.1% 1,916 62.4

■飛駒線 9,048 25 2.9 174 1,562 11.1% 1,534 76.6

■足利線 4,127 11 1.4 75 1,583 4.8% 3,653 －

■犬伏線 10,144 28 2.3 236 2,209 10.7% 1,945 －

市営バス計 139,675 383 4.6 2,843 14,291 19.9% 820 －

出典：佐野市データ（平成 29(2017)年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 本市のデマンド交通は「時刻表型」、「固定ルート/停留所間型」に該当 

※2 栃木県のデマンド交通は（１）運行方式（定路線型⇔自由経路型）、（２）運行ダイヤ（固定ダイヤ型⇔非

固定ダイヤ型）、（３）発着地(OD)自由度（着地（発地）固定型⇔着地（発地）非固定型）の全てのデマンド

交通を含む。 

 

 

 

  

 佐野市地域公共交通網形成計画における最終年次（平成 41(2029)年度）の収
⽀率の⽬標は 21.0％（デマンド※1 含む） 

 栃⽊県の市町村バスの収⽀率は平均 21％（デマンド※2 含む） 

資料：佐野市地域公共交通網形成計画、とちぎの公共交通（平成 29(2017)年度版）
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図 20 市営バスと競合している区間 

 

 
  

【課題】 
 効率的なネットワークの形成と利⽤者ニーズにあった運⾏を⾏うことが必要 
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③駅周辺の道路状況 

 田沼駅、葛生駅など、主要な交通結節点においては、アクセス道路やロータリー、

駐車場、駐輪場等が十分整備されていないため、バス停と鉄道駅までの距離が遠

く、バス、鉄道、タクシーなどの公共交通同士や自動車、自転車、徒歩と公共交通

の連携が不十分な状況となっています。 

 また、駅施設がバリアフリー化されておらず、高齢者の利用に支障がある駅施設

が存在しています。 

 

図 21 田沼駅及び葛生駅周辺の道路整備状況 

 
  

葛生駅

田沼駅 

凡例 

■駅施設 

■道路 

 バス停 

田沼駅

葛生駅

【課題】 
 公共交通（鉄道、バス、タクシー）同⼠だけでなく、公共交通と⾃動⾞、⾃転⾞、徒

歩との連携を図るため、施設の整備や連携の取組を進めることが必要 

 

• 駅前の道路が狭い 

• バスが乗り入れられる 

ロータリーがない 
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④交通サービス状況 

 本市では、路線バス以外にも市の事業として福祉施策、教育施策等、多様な交通

サービスを提供していますが、役割分担が不明確であり重複するサービスがある

など、連携不足が懸念されます。 

 今後、更なる効率的なサービス提供が求められる中では、福祉輸送や教育に係る

輸送と公共交通の統合、連携が必要となってきます。 

 

 

表 2 本市における交通サービスの概要 

分野 事業名 施策概要 

福祉関係 

障がい者福祉タク
シー券給付事業 

重度心身障がい者が、タクシーを利用する場合に、そ
の費用の一部を助成する。一人あたり年間 60 枚交付す
る。 

高齢者福祉タクシ
ー券給付事業 

75 歳以上の高齢者と 70 歳以上で一人暮らし又は高齢
者世帯の方がタクシーを利用して医療機関に行く場
合、料金の一部を助成する。1 枚 400 円のタクシー券
を一人あたり年間 60 枚交付する。 

高齢者自家用車有
償バス運賃助成事
業 

高齢者の移動手段の確保と、外出支援を図るため、70
歳以上の方に、市営バス寿券を発行し、乗車運賃の半
額を助成する。一人あたり年間 40 枚の運賃助成券を交
付する。 

高齢者外出支援事
業 

車いすを利用している高齢者及び一般の交通機関の利
用が困難な高齢者が通院する際に、リフト付き福祉車
輌による送迎を行う。 

教育関係 

小中学校スクール
バス運行事業 

学校統合に伴う遠距離通学児童・生徒のため、バス９
台を運行する。 

有償バス回数券交
付事業 

スクールバスを利用できない場合の市営バス利用者の
乗車券代を負担する。 

公共交通関係 
（路線バス） 

佐野新都市バス事
業協議会支援事業

中心市街地と佐野新都市を循環する佐野新都市バス事
業を関東自動車㈱が行うにあたり、関係機関が互いに
連絡調整をすることにより、事業の円滑化と推進を図
る。 

市営バス 
市内（一部足利市内）において８路線を運行している。
利用料金は 1 回 300 円。 

（平成 30(2018)年度事業） 

 

 
 

  

【課題】 
 公共交通サービスと福祉、教育等において提供している交通サービスの政策⽬的や利

⽤⽬的を明確にして連携の強化をしていくことが必要 
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自動車交通 

①交通手段 

 自動車への依存率は、全国平均と比較しても 73％と高い傾向にあります。 

 今後、市域全体で高齢化率の上昇が予測されるため、運転が困難となる高齢者が

増加する懸念があります。 

   

  

図 22 交通行動における代表交通手段 左）本市 右）全国（平日） 

資料：平成 20(2008)年度 佐野市総合交通体系調査、平成 27(2015) 年度全国都市交通特性調査結果 

 

 

図 23 高齢化率予測（平成 57(2045)年） 

資料：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール」を用いて作成  

徒歩
21%

⼆輪⾞
2%

⾃動⾞
44%

バス
3%

鉄道
16%

⾃転⾞
14%

【課題】 
 ⾼齢者等の交通弱者も安⼼して暮らせる環境の形成に向け、過度な⾃動⾞依存を抑

制し、徒歩や⾃転⾞、公共交通を活⽤して暮らせるまちづくりを推進することが必要 

※高齢化率：65 歳以上人口

が総人口に占

める割合 
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②道路交通状況 

 佐野駅周辺の中心市街地をはじめ、昼間 12 時間平均旅行速度が 20km/h 以下、混

雑度が 1.25 を超える等、混雑が発生している区間があります。 

 特に、朝夕の通勤時間帯を中心に、市内の道路において渋滞が発生しています。

 混雑の激しい区間では、歩道等の整備がされていない道路もあり、徒歩・自転車

との錯綜など安全上問題があります。 

 

  

図 24 昼間 12 時間平均旅行速度と主要渋滞箇所(平日) 

資料：平成 27(2015)年道路交通センサス、平成 24(2012)年度栃木県の主要渋滞箇所の特定結果 

  

昼間12時間平均旅⾏速度が20km/h以下
の区間が存在する路線

国道293号 佐野環状線
⾚⾒本町線 桐⽣岩⾈線
唐沢⼭公園線 ⽥沼唐沢⼭公園線
桐⽣⽥沼線 葛⽣停⾞場線
多⽥停⾞場線 佐野古河線
佐野停⾞場線

141

237 67

270

115

66

293

123

136 9

215

歩道 
 歩道あり 

 （片側歩道、狭小歩道含む）

 歩道なし 

■旅行速度 

 20km/h 未満 

 20～40km/h 

 40～60km/h 

 60km/h 以上 

 広域幹線道路 

 幹線道路 

 補助幹線道路 

 東日本旅客鉄道 

 東武鉄道 

 都市計画区域 

 主要渋滞箇所 

 主要渋滞区間 

293

50

67

237

175

126

144

270

7

9

270

75

223

128

141

16

葛生

多田

田沼

吉水

堀米

佐野

佐野市

田島

123

130

115

66

215
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図 25 混雑度と歩道整備状況(平日)  

※混雑度：道路の混み具合を表す指標（1.25 を超えると一時的に混雑、1.75 を超えると慢性的に混雑

が発生しているとされる） 

    ：混雑度=交通量（台/12h）/交通容量（台/12h） 

資料：平成 27(2015)年道路交通センサス 

 

 

混雑度が1.25以上の区間
が存在する路線

国道293号
佐野⽥沼線
桐⽣岩⾈線
唐沢⼭公園線
佐野太⽥線

67

16

141

293

128

歩道 
 歩道あり 

 （片側歩道、狭小歩道含む） 

 歩道なし 

■混雑度 
 1.0 未満 

 1.00 以上 

 1.25 以上 

 1.50 以上 

 1.75 以上 

 広域幹線道路 

 幹線道路 

 補助幹線道路 

 東日本旅客鉄道 

 東武鉄道 

 都市計画区域 
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図 26 混雑時平均旅行速度(平日) 

資料：平成 27(2015)年道路交通センサス 

 

※混雑時平均旅行速度：旅行速度調査単位区間の混雑時（朝ピーク(７時～９時）、夕ピーク（17 時～

19 時））における上り・下り別の走行所要時間（信号や渋滞等による停止時間

を含む）と旅行速度調査単位区間延長から算出した速度 

 

 
  

【課題】 
 渋滞解消に向けた新たな整備だけではなく、歩⾏者・⾃転⾞等への安全性の確保や、

交通需要のマネジメント、信号制御との連携により、既存道路網を有効に活⽤していく
ことが必要 

293

50

67

237

175

126

144

270

7

9

270

75

223

128

141

16

葛生

多田

田沼

吉水

堀米

佐野

佐野市

田島

123

130

115

66

215

混雑時平均旅⾏速度が20km/h
以下の区間が存在する路線

国道293号 佐野環状線
⾚⾒本町線 桐⽣岩⾈線
唐沢⼭公園線 ⽥沼唐沢⼭公園線
桐⽣⽥沼線 佐野古河線
柏倉葛⽣線 多⽥停⾞場線
葛⽣停⾞場線 堀⽶停⾞場線

141

237 67

270

115

66

293

9

210 136

123 151

歩道 
 歩道あり 

 （片側歩道、狭小歩道含む）

 歩道なし 

■旅行速度（混雑時） 

 20km/h 未満 

 20～40km/h 

 40～60km/h 

 60km/h 以上 

 広域幹線道路 

 幹線道路 

 補助幹線道路 

 東日本旅客鉄道 

 東武鉄道 

 都市計画区域 
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道路網 

 中心市街地をはじめ、都市計画道路において未改良区間が存在しています。 

 市街地間連絡道路等に位置づけられるものの、未改良となっている路線も存在し

ています。 

 長期未整備となっている都市計画道路も存在しています。 

 

 

図 27 第 2次佐野市都市計画マスタープラン 道路ネットワークの方針図と 

道路整備状況の重ね合わせ(平成 31(2019)年 3 月時点) 

 

【課題】 
 都市計画道路の実情に応じた⾒直しや、既存ストックを活かすことを前提としつつ、拠

点間や今後の⼟地利⽤を⾒据えた道路網の強化等を図ることが必要 
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(2) 交通の分野別課題のまとめ 

本市の徒歩交通、自転車交通、公共交通、自動車交通の現状について、既存のデータの

分析等から得られた特性により、交通に係る課題を分野別に以下に示します。 

表 3 分野別の課題 

歩いて暮らせるまちづくりに向けて、市内の拠点（駅や主要施設の周辺
等）における歩⾏者の安全性の確保など、歩⾏者環境の創出が必要 

徒歩交通 

⾃転⾞利⽤環境の向上に向けて、安全で快適な⾃転⾞ネットワークの形
成を推進することが必要 
⾃転⾞通⾏空間の整備やシェアサイクルなどの新たな仕組み、⾃転⾞の
利活⽤促進に向けた取組を検討していくことが必要 
学校、教育施設等への⾃転⾞ネットワークの形成を推進することが必要 

⾃転⾞交通 

居住者が存在しながらも公共交通でカバーされていない範囲については、
デマンド交通等の新たな⼿段により、ニーズに合わせて拠点までの移動を確
保することが必要 
効率的なネットワークの形成と利⽤者ニーズにあった運⾏を⾏うことが必要 
公共交通（鉄道、バス、タクシー）同⼠だけでなく、公共交通と⾃動⾞、
⾃転⾞、徒歩との連携を図るため、施設の整備や連携の取組を進めること
が必要 
公共交通サービスと福祉、教育等において提供している交通サービスの政
策⽬的や利⽤⽬的を明確にして連携の強化をしていくことが必要 

公共交通 

⾃動⾞交通 

⾼齢者等の交通弱者も安⼼して暮らせる環境の形成に向け、過度な⾃
動⾞依存を抑制し、徒歩や⾃転⾞、公共交通を活⽤して暮らせるまちづく
りを推進することが必要 
渋滞解消に向けた新たな整備だけではなく、歩⾏者・⾃転⾞等への安全
性の確保や、交通需要のマネジメント、信号制御との連携により、既存道
路網を有効に活⽤していくことが必要 

道路網 

都市計画道路の実情に応じた⾒直しや、既存ストックを活かすことを前提
としつつ、拠点間や今後の⼟地利⽤を⾒据えた道路網の強化等を図るこ
とが必要 
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3. テーマと全体方針 

（１）テーマ 

本市のまちづくりの方針や交通の分野別課題を踏まえ、本マスタープランのテーマを

以下のとおり位置づけます。 

 

交通⼿段の役割分担と連携による持続可能な交通体系の確⽴ 

 

（２）全体方針 

持続可能な交通体系の確立を実現するために、本マスタープランの全体方針として「交

通手段の確保」「交通手段の役割分担の整理」「既存ストックを活用した交通環境整備」を

定め、4つの交通手段の基本計画を立案し、コンパクト・プラス・ネットワークの実現に

向けて推進していきます。 

表 4 全体方針 

交通手段の確保 • 人口減少、高齢化等の社会環境の変化を見据え、自動車を運転でき

ない交通弱者の方でも移動が可能となるような交通手段を確保しま

す。 

• デマンド交通等の導入により、公共交通空白地域の解消を図ります。

• 自動車だけでなく、公共交通や自転車などを利用した交通ネットワ

ークの形成を図ります。 

交通手段の役割 

分担の整理 

• 拠点内は徒歩、自転車等、拠点間および拠点とそれ以外の地域は公

共交通や自動車等の交通手段といったように、距離や目的に応じた

適切な交通手段に誘導を図ります。 

既存ストックを 

活用した 

交通環境整備 

• 厳しい財政状況の中で、今後大規模な道路整備等を行うのは難しい

ことから、これまでに整備された鉄道や道路といった既存ストック

を最大限有効活用します。 

• ４つの交通手段が安全・快適で効率的・効果的に利用でき、かつ交通

手段同士の連携が図れるよう、交通結節点の強化や環境整備を図り

ます。 
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本マスタープランでは、徒歩、自転車、公共交通、自動車の４つの交通手段について基

本計画を定めますが、本市の持続可能な交通体系の確立に向けては、各手段そのものの整

備方針だけでなく、交通手段間の連携や結節についても考える必要があります。 

以下に本マスタープランにおける４つの交通手段の基本計画と連携体制、交通手段の

役割分担の全体方針イメージを示します。 

 

 

図 28 ４つの交通手段の基本計画と連携体制 
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図 29 交通手段の役割分担の全体方針イメージ  
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第 2 章では、第 2 次佐野市総合計画、佐野市コンパクトシティ構想、第 2 次佐野市都市

計画マスタープラン等の上位関連計画を受けて本市のまちづくりの考え方、現況の交通手

段ごとの課題を整理し、全体方針を立案しました。 

本章では、4 つの交通手段ごとに課題の解決に向けた方針及び達成すべき目標を基本計

画として立案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 30 本マスタープランの構成  

  

第３章 分野別基本計画 

第 2 次佐野市総合交通マスタープラン 

自動車交通 

基本計画 

公共交通 

基本計画 

徒歩交通 

基本計画 

自転車交通 

基本計画 
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1. 徒歩交通基本計画 

本市では、学校等、主要施設の周辺など歩行者の多い場所や、駅周辺等、回遊性の必要な

エリアなどでも歩道のない道路が多く存在しており、これらの道路では歩行者と自転車・

自動車との錯綜があるため、安全上の懸念があります。 

徒歩交通基本計画では、「市内の拠点（駅や主要施設の周辺等）における歩行者のための

安全な環境を創出」するため、基本方針と目標を立案します。 

課題、基本方針、基本目標の考え方、ネットワークのイメージを下図に示します。 

図 31 徒歩交通に関する課題、基本方針、目標の考え方 

  

市内の拠点（駅や主要施設の周辺等）における歩行者

の安全性の確保など、歩行者環境の創出 

【役割】まちなかゾーン内の移動手段として位置づける 

○徒歩交通の安全性・快適性の向上 

まちなかゾーン

の回遊性や健康

増進に寄与する

ネットワークの

構築 

多様な交通手段

が共存可能な道

路空間の確保 

学校教育施設周

辺等の安全な歩

行空間の確保 

観光地へ誘導す

る利用しやすい

歩行空間の確保 

課題 

基本方針 

基本目標 
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図 32 徒歩ネットワーク イメージ 

     

図 33 多様な交通手段共存可能な道路空間確保 イメージ  
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2. 自転車交通基本計画 

本市では、自転車専用通行帯等の整備は行われていますが、主要道路の一部に留まり、

自転車ネットワークは十分に形成されていません。自転車専用通行帯等のない道路では、

自転車と歩行者・自動車との錯綜があり、安全上の懸念があります。 

また、市内の高校の通学手段は、自転車が約 5 割であり、市内、市外からの通学手段と

して自転車が多く利用されています。 

自転車交通基本計画では、「安全で快適な自転車ネットワークの形成推進」、「自転車の利

活用促進に向けた取組の検討」、「学校教育施設等への自転車ネットワークの形成推進」を

実現するため、基本方針と目標を立案します。 

課題、基本方針、基本目標の考え方、ネットワークのイメージを下図に示します。 

 

 

図 34 自転車交通に関する課題、基本方針、目標の考え方  

安全で快適な自転車

ネットワークの形成

推進 

【役割】拠点内・拠点間の移動手段として位置づける 

○自転車交通の安全性・快適性の向上 

拠点内のネッ

トワークの構

築 

拠点間ネットワ

ークの確立 

拠点外の学校教

育施設や観光施

設へのネットワ

ークの確立 

課題 

基本方針 

基本目標 

学校教育施設等への

自転車ネットワーク

の形成推進 

自転車の利活用促進

に向けた取組の検討 

多様な交通

手段が共存

可能な道路

空間の確保 
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図 35 自転車ネットワーク イメージ 

 

図 36 シェアサイクルなどの自転車利活用 イメージ  



45 

3. 公共交通基本計画 

本市では、市南部や北部の中山間地域等において、公共交通（鉄道、バス）によってカバ

ーされていない範囲が存在しています。しかしながら市営バス全体の収支率（運賃収入÷

運行経費）は 19.9％にとどまり、1 便あたりの利用者が 2 人に満たない利用者数の少ない

路線、鉄道・バスで複数の路線が競合している区間（葛生駅～佐野駅、佐野駅～佐野新都市

バスターミナルなど）が存在しています。また、田沼駅、葛生駅など、主要な交通結節点に

おいては、アクセス道路やロータリー、駐車場、駐輪場等が十分整備されていないため、バ

ス停と鉄道駅までの距離が遠く、鉄道、バス、タクシーなどの公共交通同士や自動車、自転

車、徒歩との連携が不足しています。さらに路線バス以外にも市の事業として福祉施策、

教育施策等において、多様な交通サービスを提供していますが、役割分担が不明確であり

連携が不足しています。 

公共交通基本計画では、「公共交通でカバーされていない範囲におけるニーズに合わせた

移動手段の確保」、「効率的なネットワークの形成と利用者ニーズにあった運行」、「公共交

通（鉄道、バス、タクシー）同士、交通手段間の連携」、「公共交通サービスと福祉、教育等

において提供している交通サービスの連携の強化」を実現するため、基本方針と目標を立

案します。 

課題、基本方針、基本目標の考え方、ネットワークのイメージを下図に示します。 

 

図 37 公共交通に関する課題、基本方針、目標の考え方 

課題 

基本方針 

基本目標 

公共交通でカバー

されていない範囲

におけるニーズに

合わせた移動手段

の確保 

効率的なネットワ

ークの形成と利用

者ニーズにあった

運行 

公共交通（鉄道、

バス、タクシー）

同士、交通手段間

の連携 

公共交通サービス

と福祉、教育等に

おいて提供してい

る交通サービスの

連携の強化 

【役割】自動車交通と共存する移動手段として位置づける 
○過度な自動車依存から公共交通への転換 
○利用者ニーズに対応した公共交通ネットワークの確保・維持 
○各公共交通の役割の整理 

市内外におけ

る公共交通の

連携強化 

交通結節点に

おける快適な

移動空間の確

保 

公共交通空白

地域や中山間

地域における

柔軟なシステ

ムの検討 

ソフト対策に

よる公共交通

の利用促進 

公共交通サー

ビスと他施策

との連携強化 
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図 38 公共交通ネットワーク イメージ 

 

図 39 交通結節点等の強化 イメージ  
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4. 自動車交通基本計画 

本市では、自動車への依存率が 73％と全国平均よりも高いことや、今後、市域全体で高

齢化率の上昇が予測されるため、運転が困難となる高齢者が増加する懸念があります。ま

た、歩道等の整備されていない道路では、徒歩・自転車との錯綜があり、安全上の懸念があ

ります。加えて、朝夕の通勤時間を中心として、市内の道路において渋滞が発生していま

す。 

自動車交通基本計画では、「過度な自動車依存を抑制し、徒歩や自転車、公共交通を活用

して暮らせるまちづくりの推進」、「歩行者・自転車等の安全性の確保」や「交通需要のマネ

ジメントや信号制御の連携による既存道路網の有効活用」を実現するため、基本方針と目

標を立案します。 

課題、基本方針、基本目標の考え方、ネットワークのイメージを下図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 40 自動車交通に関する課題、基本方針、目標の考え方  

【役割】拠点間及び都市間の移動手段として位置づける 

○拠点間及び都市間の移動の円滑化 

○路線による役割分担の明確化 

多様な交通

手段が共存

可能な道路

空間の確保 

課題 

基本方針 

基本目標 

既存ストッ

クを有効活

用するため

の交通環境

の改善 

交通の分散

や迂回が可

能となる道

路ネットワ

ークの構築

安全・安心

なまちづく

りの観点か

ら、災害に

強い道路ネ

ットワーク

の構築 

拠点間ネッ

トワークの

確立 

集落地との

ネットワー

クの確立 

過度な自動車依存を

抑制し、徒歩や自転

車、公共交通を活用

して暮らせるまちづ

くりの推進 

交通需要のマネジメ

ントや信号制御の連

携による既存道路網

の有効活用 

歩行者・自転車等の

安全性の確保 
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図 41 自動車ネットワーク イメージ 

     

図 42 交通の分散（通勤ピーク時間のシフト） イメージ  
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図 43 災害に強いネットワーク イメージ 

※1 第１次緊急輸送道路：県庁所在地、地方中心都市及び重要港湾、空港等を連絡する道路 

※2 第２次緊急輸送道路：第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機関、公共機関主要駅、港

湾、ヘリポート、災害医療拠点、自衛隊等）を連絡する道路 

※3 第３次緊急輸送道路：その他の道路 
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5. 分野別基本計画のまとめ 

 

図 44 基本計画のまとめ 

 

徒歩 自転車 公共交通 自動車

○市内の拠点（駅や主要施設の
周辺等）における歩行者の安全
性の確保など、歩行者環境の創
出

○安全で快適な自転車ネット
ワークの形成推進
○自転車の利活用促進に向けた
取組の検討
○学校教育施設等への自転車
ネットワークの形成推進

○公共交通でカバーされていな
い範囲におけるニーズに合わせ
た移動手段の確保
○効率的なネットワークの形成と
利用者ニーズにあった運行
○公共交通（鉄道、バス、タク
シー）同士、交通モード間の連携
○公共交通サービスと福祉、教
育等において提供している交通
サービスの連携の強化

○過度な自動車依存を抑制し、
徒歩や自転車、公共交通を活用
して暮らせるまちづくりの推進
○歩行者・自転車等の安全性の
確保
○交通需要のマネジメントや信号
制御の連携による既存道路網の
有効活用

徒歩 自転車 公共交通 自動車

【役割】まちなかゾーン内の移動手段と
して位置づける

【役割】拠点内・拠点間の移動手段とし
て位置づける

【役割】自動車交通と共存する移動手
段として位置づける

【役割】拠点間及び都市間の移動手段
として位置づける

○徒歩交通の安全性・快適性の
向上

○自転車交通の安全性・利便性
の向上

○過度な自動車依存から公共
交通への転換
○利用者ニーズに対応した公共
交通ネットワークの確保・維持
○各公共交通の役割の整理

○拠点間及び都市間の移動の
円滑化
○路線による役割分担の明確化

徒歩 自転車 公共交通 自動車

○まちなかゾーンの回遊性や健
康増進に寄与するネットワークの
構築
○多様な交通手段が共存可能
な道路空間の確保
○学校教育施設周辺等の安全
な歩行空間の確保
○観光地へ誘導する利用しやす
い歩行空間の確保

○拠点内ネットワークの構築
○拠点間ネットワークの確立
○拠点外の学校教育施設や観
光施設へのネットワークの確立
○多様な交通手段が共存可能
な道路空間の確保

○多様な交通手段が共存可能
な道路空間の確保
○既存ストックを有効活用するた
めの交通環境の改善
○交通の分散や迂回が可能とな
る道路ネットワークの構築
○安全・安心なまちづくりの観点
から、災害に強い道路ネットワー
クの構築
○拠点間ネットワークの確立
○集落地とのネットワークの確立

○市内外における公共交通の連
携強化
○交通結節点における快適な移
動空間の確保
○公共交通空白地域や中山間
地域における柔軟なシステムの
検討
○公共交通サービスと他施策と
の連携強化
○ソフト対策による公共交通の利
用促進

現況の交通手段ごとの課題

分野別基本計画　基本方針

分野別基本計画　基本目標
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1. 関連計画との整合等 

本マスタープランは、各種関連計画との整合や個別計画に反映する必要があります。 

 栃木県や両毛都市圏における交通計画との整合 

 バリアフリー、市有施設配置等の各種計画との整合 

 個別計画（徒歩交通、自転車交通、公共交通、自動車交通）への反映 

 

 

 

 

図 45 関連計画との整合等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別計画 

（徒歩交通、自転車交通、公共交通、自動車交通） 

栃木県・両毛都市圏における交通計画 
その他各種関連計画 

（バリアフリー、市有施設配置 等） 

第２次佐野市総合交通 

マスタープラン 

第４章 実現化方策 
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2. 重点項目の設定 

本マスタープランは、コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向けた、「交通手段の

役割分担と連携による持続可能な交通体系の確立」を目指します。 

各基本計画の目標を達成するために、公共交通施策、道路施策、交通管理施策の３つの

骨格を基本として、短期（10 年）、中長期（20 年）の重点項目を設定し、それぞれの取組を

推進していきます。 

 

表 5 重点項目 

重点項目 実施内容 

公共交通 

施策 

公共交通網 

・市営バスの再編実施【短期】 

・実態にあった交通サービスの連携【短期】 

・公共交通空白地での交通システムの検討（実証運行）【短期】 

・自動運転車等新しい交通手段の導入検討【中長期】 

結節点整備 
・鉄道駅等交通結節点の機能強化【短期・中長期】 

・駅前広場及びアクセス道路の整備【中長期】 

道路 

施策 

道路網整備 

・歩行者、自転車ネットワークの整備【短期・中長期】 

・多様な交通手段の共存可能な道路空間の確保【短期・中長期】 

・都市の活力を高めるための道路整備【短期・中長期】 

・都市計画道路の見直し【短期】 

交通管理 

施策 

交通規制 
・渋滞解消に向けた信号の連携【短期】 

・小中学校付近におけるゾーン 30※１の導入検討【短期】 

TDM 施策※２ ・朝夕通勤ピーク時間シフトの検討【短期】 

モビリティ・ 

マネジメント※３ 

・自動車（自家用）利用からの転換を促す市民意識醸成の促進

【短期】 

・観光客への交通手段の情報提供強化【短期】 

・自転車の交通ルール遵守とマナー向上の促進【短期】 

※１ ゾーン３０：自動車事故抑止のため、市街地の住宅街など生活道路が密集する区域を指定し、その区域での車の最

高速度を時速 30 キロに制限する交通規制 

※２ TDM 施策（交通需要マネジメント）：発生源の調整 自動車交通の発生量を調整、抑制するもの 

※３ モビリティ・マネジメント：１人１人のモビリティ（移動）が、社会的にも個人的にも望ましい方向（過度な自動車利用か

ら公共交通等を適切に利用する等）に変化することを促す、 コミュニケーションを中心とした交通政策 
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3. 計画策定後のフォローアップ 

本マスタープランの実現のための今後の取組については、推進体制の充実や関連計画

への反映を行うとともに、短期施策等の進捗状況や実施効果を把握する必要があります。 

また、社会経済情勢を踏まえ、本マスタープランの評価や見直しを定期的に実施し、必

要に応じて、計画の再構築を行います。 

 

① 施策の具体化 

 個別計画(徒歩交通、自転車交通、公共交通、自動車交通)を策定します。 

 徒歩や自転車ネットワークは、立地適正化計画の誘導区域の設定、自転車活

用推進計画等を踏まえながら検討します。 

 公共交通ネットワークは、市有施設適正配置計画等と連携を図りながら検討

します。 

 道路網整備計画は道路・橋梁長寿命化計画、緊急輸送ネットワーク等を踏ま

え検討します。 

 

② 施策のパッケージ検討 

 重点項目に掲げたハード、ソフト施策及び他の都市計画と連携した施策を検

討します。 

 

③ 策定・実施のしくみ・体制づくり 

 関係行政機関及び住民、事業者と柔軟に連携し、コンパクト・プラス・ネッ

トワークの実現に向けて推進していきます。 

 

図 46 本マスタープランのＰＤＣＡサイクル 
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1. 現況データ 

(1) 人口 

中山間地域（都市計画区域外）の生活機能低下 

 市全体では、平成 57 年（2045）年までに人口が 22％減少すると想定されている。

 中山間地域（都市計画区域外）では、平成 57 年（2045）年までに人口が 59％減少

すると想定されている。 

 

(i) 本市の人口増減率 

 

 
※1 国土交通省 国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」を元に地域別（小地域：町丁目単

位）の将来人口を推計。 

※2 都市計画区域の人口算出の際、一部地域（岩崎町、山菅町、豊代町）は、行政界が都市計画区域内外にまたがるため、人口

を面積按分により区域内外で人口を配分し算定している。 

※3国勢調査の集計単位と本市の地区割りは範囲が異なるため、各地区の合計と都市計画区域内外の人口は必ずしも一致しない。 

資料：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール」を用いて作成 

  

平成27年
（2015年）

平成32年
（2020年）

平成37年
（2025年）

平成42年
（2030年）

平成47年
（2035年）

平成52年
（2040年）

平成57年
（2045年）

市全体 118,919 115,532 111,579 107,266 102,599 97,613 92,525
都市部/郊外部（都市計画区域） 108,375 106,104 103,258 99,990 96,333 92,332 88,154
中⼭間地域（都市計画区域外） 10,544 9,428 8,321 7,276 6,266 5,281 4,371

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成27年
（2015年）

平成32年
（2020年）

平成37年
（2025年）

平成42年
（2030年）

平成47年
（2035年）

平成52年
（2040年）

平成57年
（2045年）

（⼈）

市全体 都市部/郊外部（都市計画区域） 中⼭間地域（都市計画区域外）

資料編  
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(2) 高校生の通学状況 

市内外の高校通学における流動 

 本市の高校への通学における流動割合は、市内が約 4 割、市外が約 6 割である。

 本市から市外への通学における流動（進学状況）は、足利市が最も多く、次いで栃

木市である。 

 

(i) 市内の高校通学における流動割合 

   

※通学における流動は出身中学校より算定 

資料：各校平成 30（2018）年度学校要覧等 

 

(ii) 市外の高校通学における流動割合（進学状況） 

 市外への進学者は、足利市など市の西部方面へ進学する生徒数が多くなっている

（約 1,000 人）ほか、東部方面への進学者も 300 人程度見られる。 

 佐野市中心市街地周辺（城東中、北中、西中、南中）からのほか、田沼東中・西

中、赤見中、葛生中から市外へ進学している生徒も一定数見られる。これらの生

徒については、自宅から最寄駅等までは自転車、徒歩等の通学手段を利用してい

ると考えられることから、駅周辺等における歩道・自転車ネットワークの整備が

必要であると考えられる。 
 

 

資料：平成 28(2016)年度～平成 30(2018)年度市内中学校卒業者の進路状況調査

出⾝中学校 合計 割合

佐野市内 1,735 40.9%

市外

⾜利市 460 10.9%

栃⽊市 407 9.6%

⼩⼭市 268 6.3%

その他市町村 1,367 32.3%

合計 4,237 100.0%

佐野市内
40.9%

⾜利市
10.9%

栃⽊市
9.6%

⼩⼭市
6.3%

その他市町村
32.3%

地区 城東 佐野⻄佐野南佐野北 吾妻 ⾚⾒ ⽥沼東⽥沼⻄ 葛⽣ 常盤 合計

宇都宮 1 5 2 8 1 1 1 19

⼩⼭ 5 3 8 3 5 1 3 28

栃⽊ 44 30 38 46 1 13 21 24 15 3 235

⾜利 121 115 152 217 8 91 119 109 50 14 996

栃⽊県
（その他）

那須塩原 1 1

上三川 1 1

下野 1 1

⽮板 1 1 1 3

関東
（栃⽊県除く）

千葉県 1 1 2 4

茨城県 4 2 2 4 1 1 14

群⾺県 17 8 17 11 7 4 4 1 69

埼⽟県 1 2 2 1 1 7

東京都 3 3 1 1 1 4 1 14

神奈川県 1 1

その他 4 4 3 4 6 4 25

計 201 175 226 297 10 123 158 140 71 17 1418

宇都宮 19⼈ ⼩⼭ 28⼈

栃⽊ 235⼈

⾜利 996⼈

栃⽊県（その他） 6⼈

関東（栃⽊県除く）
109⼈

その他 25⼈
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資料：平成 28(2016)年度～平成 30(2018)年度市内中学校卒業者の進路状況調査
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市内の高校別通学状況 

(i) 佐野高校 

 自転車のみを使っている通学者が最も多くなっていることから、市内から自転車

を使って通学している生徒が多いと考えられる。 

 鉄道利用者も 200 名程度おり、特に JR 両毛線方面からの利用者が多い。 

 佐野駅から佐野高校までは徒歩による移動が中心となっていると考えられること

から、通学生徒の安全確保に向けて駅周辺における歩道ネットワークの整備が必

要であると考えられる。 

 中心市街地周辺における自転車ネットワークの形成も必要である。 

 
※附属中学校からの内部進学者の内訳（赤矢印）は、平成 30 年度に附属中学校に在籍している生徒の出身小学

校データをもとに按分して算出。 

資料：各校平成 30（2018）年度学校要覧等

⼈数
11
236
2
4
0

鉄道 東武佐野線 34
JR両⽑線 171

12
470

バイク（原付）
路線バス
スクールバス

その他
合計

通学⽅法
徒歩
⾃転⾞
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(ii) 佐野東高校 

 市外からの通学者は、283 人（足利市 202 人、栃木市 81 人）となっており、全体

の約４割を占めている。 

 通学手段は自転車が最も多いが、鉄道利用者も多く、市外からの通学者は主に鉄

道を利用していると考えられる。葛生駅、田沼駅などの市内の駅から東武佐野線

を利用している生徒も見られる。 

 佐野駅から佐野東高校までは徒歩による移動が中心となっていると考えられるこ

とから、通学生徒の安全確保に向けて駅周辺における歩道ネットワークの整備が

必要であると考えられる。 

 中心市街地周辺における自転車ネットワークの形成も必要であると考えられる。

 

資料：各校平成 30（2018）年度学校要覧等

⼈数
18
315
0
1
0

東武佐野線 125
JR両⽑線 210

4
673合計

⾃転⾞
バイク（原付）
路線バス
スクールバス

鉄道

その他

徒歩
通学⽅法
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(iii) 佐野松桜高校 

 大部分の生徒が自転車で通学している。 

 市外からの通学者は、98 人（足利市 55 人、栃木市 37 人、小山市 1 人、その他 5

人）となっており、市内からの通学者が大部分を占めている。 

 佐野松桜高校の通学における安全性、快適性向上のためには、高校の所在する赤

見地区と市内の各市街地等を結ぶ自転車ネットワークの整備が必要であると考え

られる。 

 

資料：各校平成 30（2018）年度学校要覧等

⼈数
0

603
8
33
0

東武佐野線 0
JR両⽑線 0

36
680

鉄道

その他
合計

徒歩
⾃転⾞
バイク（原付）
路線バス
スクールバス

通学⽅法
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(iv) 佐野日大高校 

 市内からの通学者よりも市外からの通学者が多い。 

 通学手段においては、スクールバス利用者と自転車利用者がおおむね半々となっ

ている。 

 鉄道駅からの自転車利用者については、東武佐野線の吉水駅を利用している生徒

が多い。 

 自宅から学校まで自転車を利用している生徒も 200 名程度いる。 

 通学時における安全性等の向上に向けては、吉水駅から佐野日大高校まで、およ

び高校周辺における自転車ネットワークの整備が必要であると考えられる。 

 

資料：各校平成 30（2018）年度学校要覧等

⼈数
97

⾃宅~ 202
佐野駅~ 88
吉⽔駅~ 314
富⽥駅~ 5
その他~ 13

バイク（原付） 0
路線バス 0
スクールバス 691

東武佐野線 0
JR両⽑線 0

8
1,418

鉄道

⾃転⾞

その他
合計

徒歩
通学⽅法
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(v) 佐野清澄高校 

 市外からの通学者は、384 人（栃木市 53 人、小山市 71 人、足利市 49 人、その他

211 人）となっており、全体の約 9 割を占めている。 

 通学手段は東武佐野線、JR 両毛線を合わせた鉄道が約 250 名となっており半数以

上を占めている。 

 

 

資料：各校平成 30（2018）年度学校要覧等

⼈数
12
50
0

127
0

東武佐野線 122
JR両⽑線 134

0
445合計

⾃転⾞
バイク（原付）
路線バス
スクールバス

鉄道

その他

徒歩
通学⽅法
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(vi) 青藍泰斗高校 

 市外からの通学者は、374 人（栃木市 136 人、小山市 52 人、足利市 44 人、その他

142 人）となっており、全体の約 7 割を占めている。 

 鉄道およびスクールバスの利用者が大半を占めている。 

 葛生駅から青藍泰斗高校までは徒歩圏内であるため、鉄道利用者は駅から主に徒

歩で通学していると考えられる。 

 通学時における安全性等の向上に向けては、葛生市街地内（葛生駅～高校）の歩

道ネットワークの整備が必要であると考えられる。 

 

資料：各校平成 30（2018）年度学校要覧等

⼈数
5
86
0
0

192
東武佐野線
JR両⽑線

18
551

スクールバス

その他
合計

250鉄道

通学⽅法
徒歩
⾃転⾞
バイク（原付）
路線バス
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(3) 公共交通 

鉄道利用状況の推移 

 市内の鉄道駅乗降客数の推移をみると、JR 両毛線佐野駅の利用者が多く、年間約

240 万人前後で推移している。東武佐野線では佐野駅が最も多く、年間約 120 万人

前後で推移している。 

 平成 20(2008)年度から平成 27(2015)年度にかけて、JR 佐野駅と東武佐野駅、田島

駅では乗降客数は増加しているが、その他の駅では横ばいもしくは減少している。

 

◆鉄道駅の乗降客数の推移（年間） 

 

資料：佐野市統計書（乗車人員を 2倍した値） 

◆鉄道駅の乗降客数の推移（年間） 

  

資料：佐野市統計書 

  

（単位：千⼈）
JR両⽑線
JR佐野駅 佐野駅 佐野市駅 ⽥島駅 堀⽶駅 ⽥沼駅 吉⽔駅 多⽥駅 葛⽣駅

平成20(2008)年 2,406 1,208 296 38 134 404 488 54 516
平成21(2009)年 2,396 1,148 284 42 148 378 448 56 486
平成22(2010)年 2,388 1,108 260 48 142 356 396 56 444
平成23(2011)年 2,426 1,094 266 42 152 346 384 54 418
平成24(2012)年 2,424 1,138 276 46 142 342 362 52 416
平成25(2013)年 2,586 1,190 276 42 146 362 388 50 416
平成26(2014)年 2,552 1,208 276 46 140 356 400 52 380
平成27(2015)年 2,584 1,282 276 46 136 374 394 54 378

年度 東武佐野線

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

(千⼈/年)

(年度)

佐野駅(JR両⽑線) 佐野駅(東武佐野線) 佐野市駅
⽥島駅 堀⽶駅 ⽥沼駅
吉⽔駅 多⽥駅 葛⽣駅
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バス利用状況の推移 

 市営バスの利用者数は、平成 28(2016)年では基幹線が 6.1 万人程度、名水赤見線

が 3.2 万人程度である。その他の路線はおおむね 1.0 万人以下となっている。 

 民間路線バスの利用者数は、平成 28(2016)年では 18.3 万人程度、高速バスの利用

者数は 49.1 万人程度となっている。 

 基幹線、名水赤見線、犬伏線や佐野新都市線、高速バスでは利用者数が増加傾向

にあるものの、足利線や秋山線などにおいては、利用者が減少傾向にある。 

 

◆市営バスの利用者数の推移（年間） 

 

資料：佐野市統計書 

◆市営バスの利用者数の推移（年間） 

  

資料：佐野市統計書 

 

  

（単位：⼈）
⺠間路線バス

基幹線 名⽔⾚⾒線 秋⼭線 ⾶駒線 野上線 ⽝伏線 仙波会沢線 ⾜利線 佐野新都市線
平成24(2012)年 57,379 18,793 10,818 8,490 5,519 - 4,747 4,737 169,137 450,608
平成25(2013)年 57,416 22,691 10,681 8,319 5,945 - 4,626 6,141 180,414 452,762
平成26(2014)年 55,300 25,615 11,314 8,881 6,092 5,048 4,686 4,356 182,692 463,957
平成27(2015)年 58,905 27,340 10,242 7,612 6,715 5,642 4,389 4,087 180,520 475,078
平成28(2016)年 61,010 31,662 8,772 8,919 6,058 8,131 4,733 3,926 183,494 490,976

市営バス ⾼速バス年度

0

10,000

20,000
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50,000

60,000

70,000

H24 H25 H26 H27 H28

■秋山線

■仙波会沢線

■野上線
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■犬伏線（H26～）

■基幹線
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◆民間路線バスの利用者数の推移（年間） 

 

資料：佐野市統計書 

 

◆高速バスの利用者数の推移（年間） 

 

資料：佐野市統計書 
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(4) 自動車交通 

道路交通状況 

 日交通量は、国道 50 号、佐野田沼線、佐野行田線では、20,000 台/日以上であり、

佐野駅周辺の中心市街地、佐野・田沼・葛生地区を結ぶ路線では 10,000 台/日以

上である。 

 大型車交通量は、国道 50 号で 10,000 台/日以上であり、佐野行田線、国道 293 号

では 4,000 台/日以上である。また、葛生地区の路線では、大型車混入率が 30％以

上と他の地区よりも高い傾向にある。 

(i) 日交通量 

 

資料：平成 27(2015)年道路交通センサス

293

175
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270
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75

126
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115
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66

201

日交通量（平日） 

 2,000 台/日未満  

 2,000～4,000 台/日 

 4,000～10,000 台/日 

 10,000～20,000 台/日 

 20,000 台/日以上 

 広域幹線道路 

 幹線道路 

 補助幹線道路 

 東日本旅客鉄道 

 東武鉄道 

 市街化区域 

 都市計画区域 
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(ii) 大型車交通量 

 

 

資料：平成 27(2015)年道路交通センサス 
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(iii) 大型車混入率 

 

 

 

資料：平成 27(2015)年道路交通センサス 
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2. 総合交通マスタープラン策定体制 

平成 30 年度 

  計画の策定主体となる「策定委員会」及び「策定部会」、学識経験者や県・市の関

係者を交えた「策定懇談会」を設立し、協議及び市民との意見交換を踏まえた上で、

本マスタープランを策定いたしました。 

 

 

◆策定体制図 
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◆佐野市総合交通マスタープラン策定懇談会設置要綱 

 
平成 30（2018）年７月６日 告示第 175 号 

（設置） 
第１条 佐野市総合交通マスタープラン（以下「マスタープラン」という。）に関し意見を聴くた
め、佐野市総合交通マスタープラン策定懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 懇談会は、次に掲げる事務をつかさどる。 
(１) 佐野市総合交通マスタープラン策定委員会設置要綱（平成３０年佐野市告示第１７６号）

第１条に規定する佐野市総合交通マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）が
作成するマスタープランの素案に関し意見を述べること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事務 
（組織） 

第３条 懇談会は、委員１５人以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験のある者 
(２) 公共交通関係団体に属する者のうち当該団体の推薦を受けた者 
(３) 佐野市小中学校ＰＴＡ連絡協議会に属する者のうち当該団体の推薦を受けた者 
(４) 佐野市立小中学校長会に属する者のうち当該団体の推薦を受けた者 
(５) 関係行政機関の職員 
(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者 
（任期） 

第４条 委員の任期は、マスタープランが策定される日までとする。 
２ 市長は、前条第２項第２号から第４号までの規定のいずれかに該当する委員が推薦を受けた
団体を脱退したときは、その委員を解嘱することができる 
（会長及び副会長） 

第５条 懇談会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれらを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代
理する。 
（会議） 

第６条 懇談会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
２ 懇談会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 懇談会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は
説明を聴くことができる。 
（庶務） 

第７条 懇談会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。 
（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇談会に諮っ
て定める。 

附 則 
（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 
（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行の日以後最初に開かれる懇談会の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、
市長が招集する。 
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◆佐野市総合交通マスタープラン策定委員会設置要綱 

 
平成 30（2018）年７月６日 告示第 176 号 

（設置） 
第１条 佐野市総合交通マスタープラン（以下「マスタープラン」という。）を策定するため、佐
野市総合交通マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 
(１) マスタープランの素案の作成に関すること。 
(２) 佐野市総合交通マスタープラン策定懇談会設置要綱（平成３０年佐野市告示第１７５号）

第１条に規定する佐野市総合交通マスタープラン策定懇談会からの前号のマスタープラン
の素案に対する意見を検討し、マスタープランの原案を作成すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、マスタープランの策定に関し必要があると認める事務 
（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 
２ 委員長は都市建設部長を、副委員長は市民生活部長をもって充てる。 
３ 委員は、関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。 
４ 委員は、前項の規定によるもののほか、教育総務部長をもって充てる。 
（任期） 

第４条 委員の任期は、マスタープランが策定される日までとする。 
（委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 
（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は
説明を聴くことができる。 

 （部会） 
第７条 委員会は、マスタープランの素案を作成するため、部会を置く。 
２ 部会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) マスタープランの素案を作成し、これを委員会に提出すること。 
(２) 前号に掲げるもののほか、委員会が指定する事務を行い、その結果を委員会に報告する

こと。 
３ 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 
４ 部会長は都市計画課長を、副部会長は交通生活課長をもって充てる。 
５ 部会員は、関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。 
６ 部会員は、前項の規定によるもののほか、道路河川課長及び教育総務課長をもって充てる。 
７ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 
８ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
９ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項中「委員会」とある
のは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 
（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。 
（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮
って定める。 

附 則 
（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 
（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、
市長が招集する。 
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策定委員会名簿 

 

策定部会名簿 

 

 

区分 氏 名 所 属 

委員長 

副委員長 

（２項委員） 

青木 正典 佐野市都市建設部 部長 

中里 勇 佐野市市民生活部 部長 

関係行政機関 

の職員 

（３項委員） 

益子 崇 栃木県県土整備部交通政策課 課長 

柴 誠 栃木県県土整備部道路整備課 課長 

嶋田 幸男 栃木県県土整備部道路保全課 課長 

内田 浩二 栃木県県土整備部都市計画課 課長 

藤田 邦夫 栃木県県土整備部都市整備課 課長 

西川 能文 栃木県安足土木事務所 所長 

上原 重賢 国土交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所 所長

前項の規定の 

ほか 

（４項委員） 

大木 聡 佐野市教育総務部 部長 

区分 氏 名 所 属 

部会長 

副部会長 

（２項委員） 

岡部 悦郎 佐野市都市建設部都市計画課 課長 

藤掛 誠 佐野市市民生活部交通生活課 課長 

関係行政機関 

の職員 

（５項委員） 

高山 誠 栃木県県土整備部交通政策課 課長補佐 

屋代 紀明 栃木県県土整備部道路整備課 課長補佐 

寺内 郁雄 栃木県県土整備部道路保全課 課長補佐 

笹沼 政行 栃木県県土整備部都市計画課 課長補佐 

寺内 修一 栃木県県土整備部都市整備課 課長補佐 

吉川 浩 栃木県安足土木事務所 次長 兼 企画調査部 部長 

安西 正夫 栃木県安足土木事務所 次長 兼 保全第二部 部長 

天谷 浩之 栃木県安足土木事務所整備部 部長 

前項の規定の 

ほか 

（６項委員） 

越石 彰 佐野市都市建設部道路河川課 課長 

吉田 重弥 佐野市教育総務部教育総務課 課長 
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策定懇談会名簿 

 

策定経過 

◆平成 30 年度 

区分 氏 名 所 属 

学識経験 

のある者 

（１号委員） 

簗瀬 範彦 足利大学 工学部 教授 

長田 哲平 宇都宮大学 助教 

為国 孝敏 
特定非営利法人まちづくり支援センター 

代表理事 

公共交通機関 

（２号委員） 

内野 亮 
東日本旅客鉄道株式会社 高崎支社 

総務部企画室長 

小瀧 正和 
東武鉄道株式会社 鉄道事業本部 

計画管理部 課長 

福島 宗文 関東自動車株式会社 路線バス部 部長 

川俣 政勝 
ジェイアールバス関東株式会社 佐野支店 

佐野支店長 

駒場 賢一 佐野地区タクシー協議会 

学校関係者 

（３、４号委員） 
堀川 悦郎 佐野市小中学校 PTA 連絡協議会 会長 

関係行政機関 

（５号委員） 

酒井 康行 佐野市立小中学校長会 佐野市立植野小学校長 

相田 武志 佐野警察署 交通課長 

○8月 10 日 

 第 1 回策定委員会・部会 

○9月 5日 

第 1回策定懇談会 

○10 月 11 日 

 平成 30 年度 第 1回佐野市における道路網研究会 

○11 月 5 日 

 第 2 回策定部会 

○11 月 21 日 

 第 2 回策定委員会 

○12 月 7 日 

 第 2 回策定懇談会 

〇12 月 20 日 

 第３回策定委員会 

○2月 15 日～3月 18 日 

 パブリック・コメント 
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