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１．区域区分の二次検討（岩国都市計画区域） 

（１）検討の手順と一次検討の結果 

①区域区分設定区域における検討手順 

既に区域区分を設定している線引き都市計画区域は、いずれも人口 10 万人以上を擁する拠点

都市である。したがって、人口や都市機能の集積度の高さを考慮し、当面の間、区域区分制度を

継続していくことを基本とする。ただし、これらの区域のうち、人口、土地利用、産業活動等が

停滞し、かつ市街化区域内の都市施設整備が概ね完了、さらには将来的にも市街地拡大が予想し

にくい場合及び郊外部における自然的環境の保全の必要が低い場合においては、区域区分の廃止

を検討する。 

 

 

  

▲区域区分設定区域における区域区分継続要否の検討手順 

今後の土地利用 

規制への対応 

チェックシート 
による評価 

区域区分設定区域 

ＹＥＳ 

一
次
検
討 

二

次

検

討 

区域区分継続の 

必要性が高い 

区域区分継続の 

必要性が低い 

ＮＯ 

（注） 

一次検討：定量的評価（都市計画

区域間の相対的な判

断） 

二次検討：総合評価（都市計画区

域毎に固有の即地的

な判断） 

ＹＥＳ 
将来における市街地拡大の可能性 

ＮＯ 
ＹＥＳ 

区域区分の廃止 区域区分の継続 

対象市

町、関係

機関との

調整 等 

区域区分を 

継続しない場合の 

課題の検討 

区域区分を 

継続する場合の 

課題の検討 

 

総合評価 
ＮＯ 

判      定 

今後の土地利用 

規制への対応 

区域区分を 

継続する場合の 

課題の検討 

区域区分を 

継続しない場合の 

課題の検討 

 

郊外部における自然的環境の保全の必要性 
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②一次検討結果（広域方針より抜粋） 

区域区分継続の必要性が高い。 

 

  
Ａ．区域区分継続要否の検討チェックシート エリア名

＜検討項目＞ ＜評価指標＞ ＜判断基準＞

１）人口動向 過去 現在

10（5）年前 H27

1-1.都市計画区域内人口 10年前値＜現在値：「適合」 103,397 人 > 97,430 人 × : 不適合

1-2.都市計画区域内世帯数 10年前値＜現在値：「適合」 44,749 世帯 > 42,931 世帯 × : 不適合

1-3.DID人口 10年前値＜現在値：「適合」 72,620 人 > 66,466 人 × : 不適合 ×　：不　適　合

1-4.市街化区域内（用途内）人口 5年前値＜現在値：「適合」 97,456 人 > 93,837 人 × : 不適合

1-5.市街化調整区域（用途白地）人口 5年前値＜現在値：「適合」 3,807 人 > 3,593 人 × : 不適合

２）土地利用動向 2-1.都市計画区域内開発許可面積（5年間） 5年前値＜現在値：「適合」 1,217.10 ㎡/千人 < 1,779.69 ㎡/千人 ○ : 適 合

○　：　適　合

2-2.都市計画区域内DID面積 10年前値＜現在値：「適合」 25.41 k㎡ < 26.47 k㎡ ○ : 適 合

３）産業動向 3-1.商業販売額増減率（都市計画区域内） 過去値＜現在値：「適合」 -16.97 ％ > -21.36 ％ × : 不適合

3-2.工業出荷額増減率（都市計画区域内） 過去値＜現在値：「適合」 53.99 ％ > -13.87 ％ × : 不適合 ○　：　適　合

3-3.観光入込客増減率（行政区域内） 過去値＜現在値：「適合」 0.18 ％ < 6.46 ％ ○ : 適 合

４）都市施設 当該区域 平均

　　整備状況

4-1.都計道整備率 当該都計区域＜県都計区域全体：「適合」 61.78 ％ < 78.82 ％ ○ : 適 合

4-2.住区基幹公園1人あたり面積 当該都計区域＜県都計区域全体：「適合」 2.47 ㎡/人 < 2.68 ㎡/人 ○ : 適 合 ○　：　適　合

4-3.下水道普及率 当該行政区域＜県全体：「適合」 37.71 ％ < 64.90 ％ ○ : 適 合

【一次検討による評価】

1つ以上○：必要性は高い

全　 て×：必要性は低い

※1-1.都市計画区域内人口、1-2.都市計画区域内世帯数、1-3.DID人口は、国勢調査よりH17とH27の値を掲載している
※1-4.市街化区域内（用途内）人口、1-5.市街化調整区域（用途白地）人口は、国勢調査よりH22とH27の値を掲載している
※2-1.都市計画区域内開発許可面積は、都市計画基礎調査より5年比較（過去（H19～H23合計）・現在（H24～H28合計））としている
※2-2.都市計画区域内DID面積は、国勢調査よりH17とH27の値を掲載している
※3-1.商業販売額増減率（都市計画区域集計）は、商業統計調査及び経済センサスより過去（H19/H9増減率）・現在（H28/H19増減率）の値を掲載している
※3-2.工業出荷額増減率（都市計画区域集計）は、工業統計調査より過去（H18/H8増減率）・現在（H28/H18増減率）の値を掲載している
※3-3.観光入込客増減率（行政区域内）については、山口県の宿泊者及び観光客の動向より3年比較（過去（H27/H25増減率）・現在（H29/H27増減率））としている
※4-1.都市計画道路整備率の平均は、平成28年都市計画現況調査より山口県の値(（整備済み＋概成済）÷計画延長）を用いた
※4-2.住区基幹公園面積の平均は、平成28年都市計画現況調査より山口県の値（計画）を用いた
※4-3.下水道普及率の平均は、平成29年刊 山口県統計年鑑より下水道処理人口普及率（山口県）の値を用いた

岩国都市計画区域

＜評価値＞ ＜指標別評価結果＞
＜項目別評価結果＞
※＜指標別評価結果＞のうち

1つ以上「〇」なら適合

〇： 区域区分継続の
必要性は高い
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（２）検討の手順と二次検討 

①区域区分設定区域における区域区分継続の二次検討項目 

一次検討による区域区分継続の必要性検討を踏まえ、二次検討として、区域区分の継続、非継

続に際しての課題について整理した上で、総合的な観点から区域区分の継続について判断する。 

 

検 討 項 目 検  討  内  容 

■将来における市街

地拡大の可能性の

検討 

人口の推移や産業の動向、大規模プロジェクトの影響等を踏まえ、市街地内にお

ける都市的土地利用の需要を見通すとともに、市街地内の土地利用の現況を把握

し、増加人口に伴う住宅用地や産業用地が現在の市街地に収容できるか否か、また、

市街地周辺におけるスプロール的拡散等についても検討する。その結果、市街地拡

大の可能性があると認められる場合には、区域区分制度の継続を検討する。 

■郊外部における自

然的環境の保全の

必要性の検討 

区域区分制度の効果として市街化調整区域における開発の抑止が考えられるこ

とから、他の法規制のない区域で自然的環境としての保全の必要性があると認めら

れる場合には、区域区分制度の継続を検討する。 

具体的には、次に示す資料等より、現在の法規制で自然的環境の保全が適切に図

られるか否かを検討する。 

・都市計画基礎調査（法適用現況図、協定締結区域の位置図、地区計画等の位置図） 

■区域区分を継続す

る場合の課題の検

討 

区域区分を継続した場合の課題として、一定の人口密度を有する市街化区域の設

定や、周辺の都市計画区域における土地利用規制との整合、さらには市街化調整区

域における開発規制のあり方等を検討する。 

■区域区分を継続し

ない場合の課題の

検討 

区域区分を継続しない場合の課題として、用途白地地域における別の土地利用規

制の適用可能性や、周辺の都市計画区域における土地利用規制との整合等を検討す

る。 

別の土地利用規制としては、都市計画法以外の他法令による措置または区域区分

以外の都市計画制度による措置があり、いずれかの措置を適用することによって目

標とする都市像の実現に向けた規制・誘導が可能か否かを判断する。 

■総合評価による区

域区分適用の要否

の判定 

以上の検討を行った上で、対象都市の将来像との整合や、対象市町・関係機関の

意向及び地域特性・実情等についても十分に考慮し、総合的に判断して区域区分の

適用が望ましい場合、区域区分の継続を行う。 

なお、区域区分を継続しない場合は、他の土地利用規制をあわせて導入すること

を基本とする。 

■その他の土地利用

規制制度の導入検

討 

区域区分を継続する場合または継続しない場合における他法令や区域区分以外

の都市計画制度等の導入について検討する。 

他法令による措置の例 区域区分以外の都市計画制度による措置の例 

・農業振興地域の整備に関する法律に規

定する農用地区域 

・森林法に規定する保安林区域等 

・自然公園法に規定する特別地域等 

・自然環境保全法に規定する原生自然環

境保全地域等 

・その他市町条例等による措置 

・景観計画による届出制度 等 

・地域地区の指定（用途地域、特定用途制限

地域、風致地区、景観地区、特別緑地保全

地区、伝統的建造物群保存地区等） 

・地区計画、集落地区計画の適用 

・用途白地地域における建築形態規制 

・開発規制（用途白地地域における開発許可

の最低規模基準の引き下げ） 

・立地適正化計画の策定 等 
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②将来における市街地拡大の可能性 

ア 人口推移や産業の動向 

総人口、都市計画区域内人口、市街化区域内人口ともに、緩やかな減少傾向が続いている。 

産業については、工業は増加傾向で推移していたが 2016 年に減少している。一方、商業は継

続して減少傾向で推移していたがここ数年で増加に転換している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※行政区域人口は、岩国市＋和木町 

（出典：行政区域人口・都計区域内人口・市街化区域内人口（または用途地域内人口）の値は国勢調査を

採用し、平成17年市街化区域内人口（または用途地域内人口）にのみ、都市計画基礎調査を採用） 

 

 

（出典：工業（工業統計調査）、商業（商業統計調査。H28(2016)のみ平成28年経済センサス-活動調査） 
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【参考：都市計画区域の工業・商業の推移】 

 

※都市計画区域の数値は旧市町の値を積み上げて算出した 

※合併後の旧市町の値は、合併前の旧行政区域の市全体に占める割合の推計値から算出した 

（出典：工業（工業統計調査）、商業（商業統計調査。H28(2016)のみ平成28年経済センサス-活動調査） 
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イ 市街地内の土地利用の現況 

市街化区域内に低未利用地が一定程度残されている。また、新たな人口増加を伴う大規模プロ

ジェクトもない。 

 

 
  

水面

その他の自然地田

畑

山林 商業用地

工業用地

住宅用地

交通施設用地

公共空地農林漁業施設用地

公益施設用地

道路用地

その他の空地

土地利用種別

市街化区域

都市計画区域

（出典：平成 29年 都市計画基礎調査） 

岩国都市計画区域　未利用地状況（岩国市+和木町）

自　　然　　的　　土　　地　　利　　用 都　　　市　　　的　　　土　　　地　　　利　　　用

農　　　地 宅　　　　　　　地

市
　
街
　
地
　
区
　
分

田 畑

山

林

水

面

そ

の

他

の

自

然

地

住

宅

用

地

商

業

用

地

工

業

用

地

公

共

・

公

益

用

地

道

路

用

地

交

通

施

設

用

地

そ

の

他

公

的

施

設

用

地

そ

の

他

の

空

地

農

林

漁

業

施

設

用

地

合
　
　
計

低
未
利
用
地
面
積

低
未
利
用
地
率

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

市街化区域 42.2 131.2 192.4 22.6 85.8 898.2 130.6 476.4 267.1 334.6 81.8 0.0 162.2 1.0 2,826.0 335.6 11.9%

市街化調整
区域

322.8 237.8 3,593.6 395.3 283.3 99.2 12.3 13.1 102.7 155.7 22.2 804.7 88.4 3.9 6,135.0 649.0 10.6%

合　　　計 364.9 369.0 3,786.0 417.9 369.1 997.4 142.9 489.4 369.8 490.2 104.0 804.7 250.6 4.9 8,961.0 984.6 11.0%

※公共空地は公共・公益用地として計上
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【参考：土地利用の変化】 
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ウ 市街地周辺におけるスプロール的拡散 

近年において、宅地開発許可はほぼ横ばいで推移しており、市街化区域が大半を占めている。 

大型商業施設は、ほぼ市街化区域内に立地している。 

 

 

  

宅地開発許可の推移 

（出典：平成 29年 都市計画基礎調査、平成 28年 全国大型小売店総覧） 

近年における宅地開発許可の分布 
（都市計画法に基づく開発許可） 大型商業施設（1,000㎡以上）の分布 

凡例

大型商業施設

市街化区域

都市計画区域



35 

③郊外部における自然的環境の保全の必要性 

大部分の田園環境については、市街化調整区域及び農振農用地により保全が可能と考えられる

が、法第 34条緩和条例等により、一部に市街地の拡散が進行する可能性がある。 

 

 
  

都市計画制度による措置 

（出典：国土数値情報） 

他法令による措置 

（出典：国土数値情報） 

※都市計画区域外に

自然公園地域・自然

公園特別地域あり 
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（３）総合評価 

①区域区分を継続する場合の課題 

ア 一定の人口密度を有す

る市街化区域の設定 

・ 市街化区域の人口密度（可住地ベース）は、平均約 79.2 人/ha（可住地面

積：1329.9ha）である。 

・ 市街化区域内の居住人口は、全都計区域の約 96.3％である。 

・ 令和 12 年市街化区域推計人口は約 80 千人で、平成 27 年市街化区域人口

約 94 千人より減少すると予想されるものの、核家族化の進行に伴い一定

の人口に対しより多くの宅地が必要となることを考慮すると、一定の市街

地の需要は見込まれる。 

・ 現行と同様に、市街化区域に集中して効率的な都市整備投資、施策が継承

される。 

イ 周辺の都市計画区域に

おける土地利用規制と

の整合 

・ 隣接する岩国南都市計画区域（非線引き）と将来的に市街地が連担する可

能性も予想されることから、岩国南都市計画区域で適切な開発コントロー

ルが行われない場合、本区域から開発が移行していく可能性がある。 

ウ 市街化調整区域におけ

る土地利用 

・ 市街化調整区域においては原則的に開発が制限されており、自然的環境等

が守られている。 

・ 岩国市の市街化調整区域の開発許可は、市街化区域縁辺部に集中してい

る。これらの地区は農振白地地域であることから、開発の必要がある場合

は、良好な市街地の誘導方策を検討する必要がある。 

※ 区域区分別の可住地面積は、平成 29年都市計画基礎調査より 
※ 区域区分別の人口密度（可住地）は、平成 29年都市計画基礎調査から可住地按分により算出 

 

 行政区域 

（岩国市＋ 
和木町） 

都計区域 市街化区域 
60人/ha以上の地区 40人/ha以上の地区 

人口 面積 人口 面積 

平成 17年 156,143人 103,397人 99,026人 63,377人 1,384ha 90,272人 2,198ha 

平成 22年 150,235人 101,263人 97,456人 58,157人 1,328ha 85,729人 2,113ha 

平成 27年 143,042人 97,430人 93,837人 61,678人 1,906ha 83,660人 2,583ha  

※行政区域人口・都計区域人口・市街化区域人口の値は国勢調査を採用し、平成 17年市街化区域人口にのみ、H29都市計画基礎調査

を採用 

※60人/ha以上の地区・40人/ha以上の地区の人口と面積は、H29都市計画基礎調査より算出 

※平成 17年の岩国市の数値は旧岩国市、旧由宇町、旧玖珂町、旧本郷村、旧周東町、旧錦町、旧美川町、旧美和町の数値を合計し

たもの 
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（出典：平成 29年 都市計画基礎調査） 

小地域による人口分布（可住地人口密度） 

人口密度

60人/ha以上

40～60人/ha未満

40人/ha未満

市街化区域

都市計画区域

（出典：平成 27年 国勢調査、国総研 将来予測ツール） 

100mメッシュによる人口分布 

市街化区域

都市計画区域

：80～100人未満

：60～80人未満

：40～60人未満

：20～30人未満

：10～20人未満

：3～10人未満

：0～3人未満

：30～40人未満

：100人以上

100mメッシュ人口（1ha)
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②区域区分を継続しない場合の課題 

ア 用途白地地域における

その他の土地利用制度

の適用の可能性 

・ 現行の市街化調整区域が用途白地地域となると、地形条件からも地区全体

の市街化の抑制ができなくなる。よって、市街地外縁緑地帯としての田園

及び自然的緑地環境の保全と基盤未整備なままでのスプロール開発の規

制について検討する必要がある。 

・ 田園環境の保全については、用途地域に隣接して農振白地地域が多くあ

り、開発のコントロールが重要な課題となる。特定用途制限地域の指定に

よる規制も考えられるが、居住環境を阻害する限定された用途を制限する

のが本制度の主旨であるため、開発行為自体を抑制できない。 

・ 丘陵部の自然的緑地環境の保全については、風致地区、特別緑地保全地区

等の適用を検討する必要があるが、現実的には全域の指定は難しく、市街

化調整区域による規制に比べて適用範囲が相当狭くなる。 

・ 開発の誘導は、建築形態規制や特定用途制限地域との組み合わせを図る

他、地区計画制度の適用により基盤整備やまちなみも整った開発としてい

く必要がある。 

イ 周辺の都市計画区域に

おける土地利用規制と

の整合 

・ 隣接する岩国南都市計画区域は、区域区分が設定されていない非線引き都

市計画区域であるが、広域的に上記の対策が導入されるなら整合は図られ

る。 

ウ その他 

・ 用途地域内についても、きめ細かな建築形態規制等により、市街地の密度

構成等の適切な配分を図っていく必要がある。 

・ 市街化区域の地価が下落すると想定される。 

・ 中心市街地の衰退が考えられる。 

 

③判定 

本都市計画区域の開発圧力はそれほど強くないが、人口 10万人以上を擁する拠点都市であり、

産業は一定の規模を保っていることから、市街地への効率的な都市施設整備及び田園部や丘陵部

における自然的環境の保全を行う必要があるため、区域区分を継続して定める。 
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④今後の土地利用規制への対応 

課 題 区 分 課 題 へ の 対 応 方 向 

ア 一定の人口密度を有す

る市街化区域の設定 

・ 低密度で無秩序な市街地の拡大を抑えるとともに、既存の市街化区域内の

未利用地で計画的市街化の見込みがない区域や、現に市街化していない土

砂災害特別警戒区域等災害の発生のおそれのある土地の区域については、

市街化調整区域へ編入することにより、適切な市街化区域の規模とする。 

・ 市街化区域内において低未利用地が残っており、また人口減少が見られる

ため、立地適正化計画による都市機能誘導区域・居住誘導区域の設定によ

って、誘導区域内の低未利用地の活用にインセンティブを与え、土地利用

の増進を図ることが検討される。 

イ 周辺の都市計画区域に

おける土地利用規制と

の整合 

・ 隣接する岩国南都市計画区域の用途白地地域等において、区域区分以外の

土地利用規制制度を活用し、適切な開発コントロールを図る。 

ウ 市街化調整区域におけ

る土地利用のあり方 

・ やむを得ず開発を誘導する場合は、地区計画制度の適用を図る。 

・ 市街化区域に隣接・近接し、既にある程度建築物の立地が進んでいる区域

（都市計画法 34条第 11号に該当する地域）においては、秩序ある都市的

土地利用の実現に向けた規制・誘導を行う。 
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■ 区域区分の検討結果 

 

今後の土地利用 

規制への対応 

チェックシート 
による評価 

区域区分設定区域 

ＹＥＳ 

一
次
検
討 

二

次

検

討 

区域区分継続の 

必要性が高い 

区域区分継続の 

必要性が低い 

ＮＯ 

（注） 

一次検討：定量的評価（都市計画

区域間の相対的な判

断） 

二次検討：総合評価（都市計画区

域毎に固有の即地的

な判断） 

ＹＥＳ 
将来における市街地拡大の可能性 

ＮＯ 
ＹＥＳ 

区域区分の廃止 区域区分の継続 

対象市

町、関係

機関との

調整 等 

区域区分を 

継続しない場合の 

課題の検討 

区域区分を 

継続する場合の 

課題の検討 

 

総合評価 
ＮＯ 

判      定 

今後の土地利用 

規制への対応 

区域区分を 

継続する場合の 

課題の検討 

区域区分を 

継続しない場合の 

課題の検討 

 

郊外部における自然的環境の保全の必要性 
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２．区域区分の方針における将来数値想定の考え方 

（１）おおむねの人口 

① 想定の考え方 

目標年（令和 12 年）における人口は、以下の手順で想定した。なお、トレンド推計について

は、線形回帰、対数回帰、累乗回帰、指数回帰のうち、最も寄与率の高いものを採用した。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 想定結果 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：行政区域人口（国立社会保障・人口問題研究所（H30.3公表値）、地域区分別（都計区域内外・市

街化調整区域内外）の数値は、平成 17年まで都市計画基礎調査を採用、平成 22,27年は国勢調査

（H27)を基に山口県土木建築部都市計画課が算出した数値を採用しています） 

  

●行政区域人口の設定； 

（ 国立社会保障・人口問題研究所がＨ３０年３月に公表した推計値 ） 

● 都市計画区域人口の想定； 

（行政区域全体に占める都市計画区域人口割合のトレンド推計値）×（行政区域の推計人口） 
 

● 市街化区域人口の想定； 

（行政区域全体に占める市街化区域人口割合のトレンド推計値）×（行政区域の推計人口） 

● 都市計画区域外人口の想定； 

（行政区域の推計人口 ）－（ 都市計画区域人口推計値 ） 
 

● 市街化調整区域人口の想定； 

（ 都市計画区域人口推計値 ）－（ 市街化区域人口推計値 ） 

 

市町名      区域名 推計値 推計方法

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和12年

165,379 163,306 160,717 156,143 150,235 143,042 119,331 a 社人研

109,239 107,406 105,437 103,397 101,263 97,430 82,338

66.1% 65.8% 65.6% 66.2% 67.4% 68.1% 69.0% b 線形回帰

市街化区域 104,449 102,528 100,238 99,026 97,456 93,837 79,594

63.2% 62.8% 62.4% 63.4% 64.9% 65.6% 66.7% c 線形回帰

市街化調整区域 4,800 4,878 5,199 4,371 3,807 3,593 2,745

2.9% 3.0% 3.2% 2.8% 2.5% 2.5% 2.3% d = b - c

56,140 55,900 55,280 52,746 48,972 45,612 36,993

33.9% 34.2% 34.4% 33.8% 32.6% 31.9% 31.0% e = 1 - b

行政区域

都市計画区域

都市計画区域外
（岩国南都市計画区域を含む）

岩国
岩国市
和木町

都市計画

区域名
実績値
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（２）産業の規模 

【 工業出荷額 】 

① 想定の考え方 

山口県工業統計調査の工業出荷額から、トレンド推計により将来出荷額を想定した。金額につ

いては、国内企業物価指数（工業製品）により補正した。（平成 27年基準） 

トレンド推計については、線形回帰、対数回帰、累乗回帰、指数回帰のうち、最も寄与率の高

いものを採用した。 

 

② 想定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（千万円）

平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

指数 100.8% 99.2% 99.8% 98.3% 96.9% 96.9% 94.7% 92.8% 91.9% 93.1% 94.6% 96.7%

実績値 23,315 24,199 25,117 24,372 22,788 24,634 22,899 21,556 22,331 23,918 25,174 25,545

指数補正値 23,120 24,406 25,161 24,800 23,511 25,414 24,183 23,239 24,288 25,679 26,600 26,407

実績値 32,608 31,675 39,782 36,601 31,171 39,586 37,719 36,244 32,667 40,789 48,481 60,498

指数補正値 32,336 31,947 39,852 37,243 32,160 40,838 39,833 39,074 35,530 43,792 51,226 62,541

実績値 55,922 55,874 64,899 60,973 53,959 64,220 60,618 57,800 54,998 64,707 73,656 86,043

指数補正値 55,456 56,353 65,013 62,043 55,671 66,252 64,016 62,312 59,818 69,472 77,826 88,949

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成28年

指数 98.4% 102.9% 97.5% 97.4% 98.8% 98.0% 99.2% 102.4% 96.5%

実績値 27,286 28,149 22,884 24,316 28,170 24,935 24,562 25,727 26,003

指数補正値 27,728 27,353 23,469 24,963 28,512 25,457 24,769 25,136 26,946

実績値 16,153 12,558 15,447 54,808 64,129 57,112 64,790 65,972 48,107

指数補正値 16,414 12,203 15,842 56,266 64,908 58,308 65,334 64,457 49,851

実績値 43,439 40,707 38,331 79,123 92,299 82,048 89,352 91,698 74,110

指数補正値 44,142 39,556 39,310 81,228 93,420 83,765 90,103 89,593 76,798 線形回帰

岩国

岩国市
(旧岩国市)

和木町

計

都市計画
区域名

市町名
（旧市町名）

岩国

岩国市
(旧岩国市)

和木町

計

都市計画
区域名

市町名
（旧市町名）

推計方法
令和12年
（推計値）

実績値

99,121

実績値
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【 商品販売額 】 

① 想定の考え方 

山口県商業統計調査の商品販売額から、トレンド推計により将来販売額を想定した。金額につ

いては、消費者物価指数により補正した。（平成 27年基準） 

トレンド推計については、線形回帰、対数回帰、累乗回帰、指数回帰のうち、最も寄与率の高

いものを採用した。 

 

② 想定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（千万円）

平成6年 平成9年 平成11年 平成14年 平成16年 平成19年 平成24年 平成26年 平成28年

指数 97.7% 99.5% 99.8% 97.5% 97.2% 97.2% 96.2% 99.2% 99.9%

実績値 28,423 30,727 26,908 23,197 23,688 25,749 14,729 19,054 20,378

指数補正値 29,092 30,881 26,962 23,792 24,370 26,491 15,311 19,208 20,399

実績値 911 822 767 1,031 407 444 162 116 220

指数補正値 933 826 769 1,057 419 457 169 117 220

実績値 29,334 31,549 27,675 24,228 24,095 26,193 14,891 19,170 20,598

指数補正値 30,025 31,707 27,731 24,849 24,789 26,948 15,480 19,324 20,619 線形回帰 9,861

都市計画
区域名

市町名
（旧市町名）

推計方法
令和12年
（推計値）

岩国

岩国市
（旧岩国市）

和木町

計
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【 就業構造 】 

① 想定の考え方 

以下の手順で想定した。トレンド推計については、最も寄与率の高い線形を採用した。 

 

 

 

② 想定結果 

 

● 将来就業人口の想定； 

（ 将来 15歳以上人口 ）×（ 就業率トレンド推計値 ） 

● 産業別将来就業比率の想定； 

（ 一 ～ 三次各産業別就業比率のトレンド推計 ）→ 合計 100％となるように按分 

● 産業別将来就業人口の想定； 

（ 将来就業人口 ）×（ 産業別将来就業比率 ） 

■就業率の推移

推計値
H7

(1995)
H12

(2000)
H17

（2005）
H22

（2010）
H27

（2015）
R12

（2030）
15歳以上人口（人） 95,429 95,189 93,546 90,483 85,786 75,521

就業率（％） 58.9% 56.3% 54.2% 52.1% 53.2% 50.3%
就業人口（人）※分類不明含む 56,218 53,551 50,723 47,104 45,672 38,005

■産業別就業比率の推移

推計値
H7

(1995)
H12

(2000)
H17

（2005）
H22

（2010）
H27

（2015）
R12

（2030）
一次産業 3.8% 3.1% 3.1% 2.5% 2.3% 1.6%
二次産業 36.6% 34.3% 30.5% 29.6% 28.7% 26.1%
三次産業 59.7% 62.7% 66.4% 67.9% 69.1% 72.3%

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

■産業別将来就業人口の想定

推計値
H7

(1995)
H12

(2000)
H17

（2005）
H22

（2010）
H27

（2015）
R12

（2030）
一次産業 2,122 1,643 1,542 1,173 996 580
二次産業 20,493 18,210 15,278 13,640 12,487 9,449
三次産業 33,447 33,314 33,296 31,328 30,094 26,232

計 56,062 53,167 50,116 46,141 43,576 36,262

実績値

実績値
※就業人口（不明を除く）

実績値
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（３）市街化区域のおおむねの規模 

① 想定の考え方 

基準年（平成 27 年）の市街化区域をベースに、都市計画基礎調査の地区毎に土地利用の動向

を見極め、区域区分の適否を判断し、これらを積み上げることにより、将来の市街化区域人口を

収容しうる市街化区域のおおむねの規模を想定した。 

土地利用の動向は、可住地･非可住地の別、未利用地の整序の可能性、市街地開発事業など実

現性の高い計画的開発事業の有無等から判断した。 

また、市街化区域の収容人口については、将来の平均世帯人員減少に伴う収容可能人口の減少

を考慮した既利用地での収容人口や未利用地の整序による収容人口などを総合的に判断し、市街

地のオーバーフローの可能性を検討している。 

 

② 想定結果（令和元年 11月時点） 

人口（令和 12年） 面積（令和 12年）  
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④／Ｃ２ 
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① 

 

市街化区
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フロー人
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③ 

 

即時編入

人口 

 

 

(人) 

④＝ 

①-②+③ 

即時編入

後の収容

可能人口 

 

(人) 

Ａ＝ 

Ｂ＋Ｃ２ 

即時編入

後の市街

化区域面

積 

(ha) 

Ｂ 

 

非可住地

面積 

 

 

(ha) 

Ｃ 

 

市街化区

域の可住

地面積 

 

(ha) 

Ｃ１ 

 

即時編入

を行う可

住地面積 

 

(ha) 

Ｃ２＝ 

Ｃ＋Ｃ１ 

即時編入

後の可住

地面積の

合計 

(ha) 

79,594 0 0 79,594 2,829.0 1,495.0 1,334.0 0.0 1334.0 59.7 

 

 


