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（４）各種生活サービス施設の充足率及び徒歩圏の人口密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆生活サービスの分析方法について 

 「ハンドブック」に掲げられる都市構造のコンパクトさを評価する評価軸・評価

指標を活用し、久留米市の都市構造の現状を整理します。 

 具体には、「生活サービス施設及び公共交通の徒歩圏人口カバー率」、「生活サービ

ス施設及び公共交通の利用圏平均人口密度」の評価指標について、都市規模別平均

値（久留米市は概ね 30 万の地方都市圏）を評価の基準として用い、現状を整理し

ます。 

・人口カバー率と平均人口密度の算定方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都市の骨格を構成すべき生活サービス（公共交通、医療・福祉・子育て支援・

商業等）について、市民生活における利便性や将来の持続可能性を分析するこ

とは、本市の将来都市構造を検討する上で重要な視点となります。 

 生活サービスの利便性を維持していくには、利用者の確保が重要で、生活サー

ビス施設の立地と地区別人口等との関係が重要となります。 

 そこで、「都市構造の評価に関するハンドブック（平成２６年８月国土交通省

都市局都市計画課）（以下「ハンドブック」という」を用いて、生活サービス

施設の配置と人口分布との関係等について整理します。 

・【利用圏平均人口密度（人／ha）】 

   ＝（各施設の徒歩圏内の区域面積）／（久留米市（各地域）の区域面積） 

・【徒歩圏人口カバー率（％）】 

   ＝（各施設の徒歩圏内に居住する人口）／（久留米市（各地域）の人口総数） 

施設 

施設の利用圏 

（カバー区域） 

徒歩圏内に居住する人口 

＝施設利用圏に含まれる 100ｍメッシュの人口の総和 

徒歩圏内の区域面積 

＝施設利用圏に含まれる 100ｍメッシュの区域面積の総和 
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・評価の基準について（「ハンドブック」より） 

 「ハンドブック」における都市規模別平均値は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方都市圏概ね 30 万の平均値を基準として、久留米市の現状と比較考察を行いま

す。 
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①公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公共交通を利用しやすい人の割合（充足率※¹）は６８％、利便区域内の人口密

度は３０．１人／ｈａで地方都市（30 万人程度）の平均と比較して高い 

 地域別では、充足率は城島でやや低く、人口密度は善導寺、田主丸、城島、三潴

地域でやや低い 

注：公共交通徒歩圏域は、以下の交通を対象 

・基幹公共交通網（鉄道及び平日片道 30 本/日以上のバス路線）の鉄道駅、バス停の徒歩圏 

・広域幹線バス網(※都市交通マスタープランに位置付けられた広域幹線バス網)のバス停の徒歩圏 

※徒歩圏は、鉄道駅から 800ｍ、バス停から 300ｍの区域 

＜メッシュ別公共交通サービスのカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

「都市構造の評価に関するハンドブック」より 

※1 充足率：対象となる施設から徒歩圏内の人口を都市（市及び地域）の総人口で除した割合 

以下同様 

※2 都市規模別平均値：地方圏に属する人口 10万～40万人の都市（概ね 30万都市）の平均値 

以下同様 

 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 40% 68% 78% 46% 50% 59% 39% 63% 33% 55%

人口密度(人/ha) 16.0 30.1 45.7 12.3 19.0 22.5 13.6 16.2 14.0 13.9

都市
規模別
平均値

※2

久留米市



久留米市立地適正化計画 資料編 

- 43 - 

参考：公共交通徒歩圏域について 

 

 

 

 

 

（分類① 基幹公共交通徒歩圏域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：以下の分類より、公共交通徒歩圏域の状況を整理 

・分類① 基幹公共交通徒歩圏域 

：基幹公共交通網（鉄道及び平日片道 30 本/日以上のバス路線）の鉄道駅、バス停の徒歩圏 

・分類② すべての公共交通徒歩圏域 

：すべての鉄道駅、バス停の徒歩圏 

※徒歩圏は、鉄道駅から 800ｍ、バス停から 300ｍの区域 

＜メッシュ別基幹公共交通サービスのカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 40% 64% 76% 46% 50% 56% 39% 63% 0% 44%

人口密度(人/ha) 16.0 31.3 46.2 12.3 19.0 24.5 13.6 16.2 0.0 13.2

都市
規模別
平均値

久留米市
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（分類②：すべての公共交通徒歩圏域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メッシュ別一般交通サービスのカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 40% 75% 83% 65% 59% 72% 53% 72% 33% 63%

人口密度(人/ha) 16.0 27.5 43.8 11.8 17.6 18.6 12.3 15.1 14.0 14.1

都市
規模別
平均値

久留米市
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②医療施設 

②－１ 内科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療施設（内科）を利用しやすい人の割合は８８％、利便区域内の人口密度は  

２３．１人／ｈａで地方都市（30 万人程度）の平均と比較して高い 

 地域別では、充足率は田主丸、城島、三潴地域で低く、人口密度は久留米中心以

外は全て平均以下で、特に善導寺、田主丸、城島地域で低い 

注：医療サービス利便区域は、以下の施設を対象 
・病院：内科を有する病院を対象 

・診療所：内科を有する診療所を対象 
※「都市構造の評価に関するハンドブック（平成 26年 8 月）国土交通省都市局都市計画課」参照 

＜メッシュ別医療施設（内科）のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 76% 88% 98% 77% 88% 91% 58% 68% 51% 56%

人口密度(人/ha) 20.0 23.1 38.6 8.8 15.5 14.9 8.2 15.2 9.9 12.3

都市
規模別
平均値

久留米市
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②－２ 外科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療施設（外科）を利用しやすい人の割合は６３％、利便区域内の人口密度は  

２７．０人／ｈａで地方都市（30 万人程度）の平均と比較して充足率は低く、人

口密度は高い（※ただし、平均値は外科・内科全体を含めた値） 

 地域別では、久留米中心地域を除きすべての地域で充足率、人口密度ともに平均

以下 

 充足率は、善導寺、大善寺、三潴地域で非常に低く、人口密度は善導寺、城島地

域で非常に低い 

注：医療サービス利便区域は、以下の施設を対象 

・病院：内科を有する病院を対象 

・診療所：内科を有する診療所を対象 
※「都市構造の評価に関するハンドブック（平成 26年 8 月）国土交通省都市局都市計画課」参照 

＜メッシュ別医療施設（外科）のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 76% 63% 78% 20% 55% 29% 33% 43% 48% 31%

人口密度(人/ha) 20.0 27.0 40.3 5.4 18.9 11.1 12.3 17.1 9.6 13.2

都市
規模別
平均値

久留米市
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②－３ 小児科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療施設（内科）を利用しやすい人の割合は６８％、利便区域内の人口密度は  

３０．６人／ｈａ 

 地域別では、北野、城島、三潴地域で充足率が３０％以下 

注：医療サービス利便区域は、以下の施設を対象 
・小児科：小児科を有する病院、診療所を対象 

＜メッシュ別医療施設（小児科）のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 76% 68% 82% 51% 76% 66% 44% 29% 23% 25%

人口密度(人/ha) 20.0 30.6 48.4 12.3 20.2 20.5 7.6 21.3 15.3 13.8

都市
規模別
平均値

久留米市
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②－４ その他医療施設（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科診療所 

 医療施設（歯科）を利用しやすい人の割合は８４％、利便区域内の人口密度は  

２６．１人／ｈａ 

 地域別では、田主丸、城島地域で充足率が４０％以下 

注：医療サービス利便区域は、以下の施設を対象 
・歯科診療所 

＜メッシュ別医療施設（歯科）のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 ― 84% 96% 66% 89% 85% 40% 75% 34% 62%

人口密度(人/ha) ― 26.1 39.8 10.9 16.1 18.1 9.8 15.4 13.2 12.6

都市
規模別
平均値

久留米市
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③高齢者福祉施設（通所系等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通所系高齢者福祉施設を利用しやすい人の割合は８８％、利便区域内の人口密度

は２１．５人／ｈａ 

 地域別では、田主丸地域の充足率が低い 

また、善導寺、田主丸、城島地域の人口密度が低い 

注：福祉サービス利便区域は、以下の施設を対象 
・通所系老人福祉施設 
・小規模多機能施設 
※「都市構造の評価に関するハンドブック（平成 26年 8 月）国土交通省都市局都市計画課」参照 

＜メッシュ別高齢者福祉施設（通所系等）のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 73% 88% 97% 64% 85% 82% 44% 82% 76% 72%

人口密度(人/ha) 19.0 21.5 36.9 9.5 13.4 15.0 8.2 11.7 7.7 11.5

都市
規模別
平均値

久留米市
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④商業施設 

④－１ 基幹商業施設（デパート・スーパー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 商業施設（デパート・スーパー）を利用しやすい人の割合は６５％、利便区域内

の人口密度は３４．０人／ｈａ 

 地域別では、充足率、人口密度ともに久留米中心以外は全て平均以下 

特に、充足率は田主丸、北野、城島地域で３０％以下で、人口密度は田主丸、北

野、城島、三潴地域で低い 

注：商業サービス利便区域は、以下の分類より整理 
・基幹商業サービス区域：デパート、スーパーを対象 
※「都市構造の評価に関するハンドブック（平成 26年 8 月）国土交通省都市局都市計画課」参照 

＜メッシュ別基幹商業施設のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 65% 65% 83% 40% 52% 35% 21% 26% 15% 35%

人口密度(人/ha) 24.0 34.0 48.2 19.1 21.6 18.3 8.9 15.8 11.2 10.1

都市
規模別
平均値

久留米市
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④－２ コンビニエンスストア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンビニを利用しやすい人の割合は８２％、利便区域内の人口密度は２４．６人

／ｈａ 

 地域別では、久留米中心、荒木、大善寺地域で充足率が８０％を超えるが、田主

丸地域では４０％以下 

注：商業施設（コンビニ）は、以下の分類より整理 
・コンビニエンスストア 

＜メッシュ別コンビニ施設のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 ― 82% 95% 55% 88% 88% 38% 53% 45% 53%

人口密度(人/ha) ― 24.6 38.6 10.2 14.9 16.1 8.0 16.8 10.0 10.5

都市
規模別
平均値

久留米市
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＜参考：メッシュ別基幹商業施設及びコンビニ施設のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 65% 84% 96% 56% 89% 88% 48% 57% 45% 62%

人口密度(人/ha) 24.0 25.2 38.8 10.5 15.0 16.2 9.9 18.1 10.1 12.3

都市
規模別
平均値

久留米市
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⑤子育て支援施設 

⑤－１ 児童保育施設等（保育園、認定こども園、認可外保育園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 児童保育施設等施設を利用しやすい人の割合は８５％、利便区域内の人口密度は

２２．７人／ｈａ 

 地域別では、充足率は田主丸、三潴地域で低く、人口密度は善導寺、田主丸、城

島地域で低い 

注：児童保育施設は以下の施設を対象 
・保育園、認定こども園、認可外保育園 
注：児童保育施設の人口充足率及び人口密度の平均値 
・平均値は、「通所系福祉施設」の平均値を取り扱う 

＜メッシュ別子育て支援施設のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 73% 85% 95% 68% 88% 85% 45% 78% 75% 53%

人口密度(人/ha) 19.0 22.7 38.3 9.9 15.1 16.2 7.4 12.8 9.0 12.9

都市
規模別
平均値

久留米市
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＜参考：メッシュ別保育園のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 73% 82% 91% 68% 88% 81% 45% 78% 57% 51%

人口密度(人/ha) 19.0 23.0 39.1 9.9 15.1 16.1 7.4 12.8 9.0 13.5

都市
規模別
平均値

久留米市
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⑤－２ 幼稚園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 幼稚園を利用しやすい人の割合は５６％、利便区域内の人口密度は３６．０人／

ｈａ 

 地域別では、充足率は久留米中心地域を除いて低い。人口密度は久留米中心、荒

木地域を除いて低い。三潴地域では、幼稚園の立地がない。 

注：以下の施設を対象 
・幼稚園 
注：児童福祉施設の人口充足率及び人口密度の平均値 
・平均値は、「通所系福祉施設」の平均値を取り扱う 

＜メッシュ別幼稚園のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 73% 56% 75% 19% 32% 44% 21% 16% 30% 2%

人口密度(人/ha) 19.0 36.0 51.8 16.2 18.2 16.0 10.4 12.1 9.1 5.9

都市
規模別
平均値

久留米市



 

- 56 - 

 

⑥金融施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金融施設を利用しやすい人の割合は７９％、利便区域内の人口密度は２６．０人

／ｈａ 

 地域別では、充足率は三潴地域で低く、人口密度は善導寺、田主丸、城島地域で

１０．０人／ｈａ以下 

注：金融サービス利便区域は、以下の施設を対象 
・銀行、信用金庫、労働金庫、郵便局、信用組合 

＜金融施設のカバー区域の充足率及び人口密度（２０１０年）＞ 

久留米
中心
地域

善導寺
地域

荒木
地域

大善寺
地域

田主丸
地域

北野
地域

城島
地域

三潴
地域

充足率 ― 79% 90% 74% 70% 74% 48% 59% 53% 36%

人口密度(人/ha) ― 26.0 42.8 10.0 20.9 19.7 7.9 15.8 9.8 14.2

都市
規模別
平均値

久留米市
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⑦生活サービス施設と利用人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生活サービス施設の維持には、商圏内で一定規模の人口確保が求められる。 

（国土交通省資料より） 

 ３千人  ５千人  １万人  ３万人  5 万人  １5 万人･･ 

＜医療＞     地区診療所  診療所  地区病院  中央病院 

＜福祉＞   高齢者向け住宅  ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

訪問系ｻｰﾋﾞｽ    地域包括支援ｾﾝﾀｰ   有料老人ﾎｰﾑ 

老健・特養 

＜買い物＞ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ    食品ｽｰﾊﾟｰ     商店街･百貨店等 

※ 人口規模と機能の対応は概ねの規模のイメージであり、具体的には条件等により差異が生じると考えられる。 

出典：都市再構築戦略検討委員会専門家プレゼンテーションにより国土交通省作成 

周辺人口規模 

商業施設の商圏と施設規模 

商品の性質や業態の組み合わせ等で、商圏や立地戦略は様々 
＊ コンビニエンスストア 

大都市住宅地 ⇒商圏：半径５００メートル、周辺人口：3,000 人、流動客 
その他の地域 ⇒商圏：半径２～３キロメートル（幹線道路沿いに立地）、 

周辺人口：3,000 人～4,000 人、流動客 
＊ 食品スーパー（2,000 ㎡～3,000 ㎡規模）  ⇒周辺人口１～３万人 
＊ ドラッグストア（1,000 ㎡～1,500 ㎡規模） ⇒周辺人口１～３万人 

※ 出典：国土交通省都市局第２回都市再構築戦略検討委員会資料より抜粋 

※生活サービス施設は、上記施設に限定されるものではなく、様々な条件による立地が考えられる。 
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（５）土地利用 

 

 

 

 

 

 

①市街化動向の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 久留米小郡都市計画区域（久留米）では、市街化調整区域内においても宅地や道

路・公園等の公共施設用地などの都市的土地利用の面積が増大しており、市街地

が拡大 

 新築の立地状況をみると、市街化区域、用途地域外においても一定の開発圧力が

ある 

＜区域内における土地利用構成の推移＞ 
資料：都市計画基礎調査 

 本市の将来都市構造を検討する上で重要な視点となる、土地利用について整理

します。 

 立地適正化計画検討に当たっては、コンパクトな都市づくりにおいて、市街化

の動向や市街地内の土地利用状況などを整理することが重要です。そこで、区

域別の開発状況等を整理します。 

＜区域内における都市的土地利用 
の面積の推移＞ 

資料：都市計画基礎調査 

 市街化区域   市街化調整区域  
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＜１００m メッシュ別建物新築棟数分布図＞ 

資料：都市計画基礎調査（久留米・田主丸・城島はＨ１９～２３、北野・三潴はＨ１８～２２の５年間の新築が対象） 
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（６）ハザード区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 耳納連山山麓部で土砂災害警戒区域が指定 

 筑後川周辺の市街地に家屋倒壊等氾濫想定区域が指定 

 水防法に基づく筑後川等の河川の氾濫による浸水想定区域に加え、近年、短時間

に今まで経験しなかったような集中豪雨が頻発しており、低地部における内水氾

濫による浸水や低地の冠水等の危険性を有している 

＜災害リスクの高い区域＞ 
資料：都市計画基礎調査、庁内資料 等 

 災害の発生のおそれのある土地の区域を分析することは、本市の将来都市構造

を検討する上で重要な視点となります。 

 特に、土砂災害特別警戒区域をはじめ、災害リスクのある地区は、居住誘導区

域に含まない（或いは慎重に判断するなど）こととされています。 

 そこで、各種法規制等の位置づけから、災害の発生の恐れがある区域を整理し

ます。 
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（７）人口減少の更なる進行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 拡散した市街地を抱えたまま人口減少を迎えることとなれば、ますます市街地の

低密度が進行 

 人口の推移、交通、都市機能等の久留米市の現状を踏まえ、人口減少の更なる

進行により想定される諸問題を整理します。 

＜人口減少の負のスパイラル＞ 
資料：国土交通省 

生活関連サービス
（小売・飲食・医療
機関等）の縮小 

税収減等による行
政サービス低下、 
インフラ老朽化 

地域公共交通
の撤退・縮小 

空き家・空き店
舗・工場跡地・
耕作放棄地の 

増加 

住民組織の担
い手不足（自
治会,消防団） 

学校の統廃合 

就業機会 
（雇用）の減少 

地域コミュニティの 
機能低下 

人 口 減 少 

さ ら な る 人 口 減 少 

生活利便性の低下 地域の魅力の低下 
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５．課題の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○
人
口
減
少
が
顕
著
で
一
定
規
模
の
人
口
を
確
保
で
き
な
い
地
区
が
発
生
し
、
サ
ー

ビ
ス
施
設
の
撤
退
や
そ
れ
に
伴
う
身
近
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
居
住
地

が
増
加
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
 

○
人
口
構
成
が
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
地
域
に
よ
っ
て
は
高
齢
者
福
祉
施
設
や
児

童
福
祉
施
設
の
過
不
足
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
 

○
高
齢
化
の
進
行
に
伴
い
、
自
主
避
難
が
困
難
な
世
帯
が
増
加
し
、
災
害
時
に
被
害

の
拡
大
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る

 

 ○
久
留
米
中
心
地
域
以
外
で
は
、
施
設
の
利
便
区
域
内
（
徒
歩
圏
内
）
の
人
口
密
度

が
低
く
、
機
能
の
持
続
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
 

○
人
口
減
少
に
伴
い
、
生
活
サ
ー
ビ
ス
施
設
の
縮
小
・
撤
退
が
進
行
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
、
生
活
利
便
性
の
更
な
る
低
下
を
招
く
可
能
性
が
あ
る

 

○
近
年
の
中
心
市
街
地
の
居
住
人
口
は
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
歩
行
者
数
は
減
少

傾
向
に
あ
り
、
市
中
心
部
の
賑
わ
い
低
下
が
市
域
全
体
の
魅
力
低
下
を
招
く
お
そ

れ
が
あ
る

 

○
災
害
リ
ス
ク
の
高
い
地
域
に
居
住
者
が
増
加
す
る
と
、
都
市
基
盤
施
設
の
整
備

費
、
維
持
管
理
費
が
増
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

 

○
公
共
交
通
利
用
者
数
の
減
少
に
よ
り
、
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
き
、
公

共
交
通
の
利
便
性
の
低
い
地
域
が
さ
ら
に
増
え
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る

 

○
高
齢
化
の
進
行
に
伴
い
、
扶
助
費
が
増
大
す
る
こ
と
で
、
公
共
施
設
の
改
修
や
建

替
え
を
行
う
た
め
の
十
分
な
予
算
の
確
保
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
 

○
市
街
地
の
拡
大
・
低
密
度
化
が
進
行
し
続
け
れ
ば
、
都
市
基
盤
施
設
の
維
持
管
理

費
の
増
大
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
 

○
人
口
減
少
や
自
然
災
害
の
増
加
に
よ
る
様
々
な
問
題
が
、
都
市
の
衰
退
を
進
行
さ

せ
、
更
な
る
人
口
減
少
の
要
因
と
な
り
、
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
が
続
く
 

・
人
口
減
少
に
よ
る
空
き
家
の
増
加
に
伴
う
、
防
犯
上
の
危
険
性
が
増
大
 

・
浸
水
被
害
の
増
加
に
よ
り
、
家
屋
等
の
被
害
額
が
増
大
 

・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
維
持
で
き
な
い
問
題
が
発
生

 
他
 

＜
人

口
の

推
移

か
ら

み
る

問
題

＞
 

 ＜
各

種
都

市
の

問
題

＞
 

 ＜
人

口
減

少
の

更
な

る
進

行
、

自
然

災
害

の
増

加
に

よ
り
顕

在
化

す
る

問
題

＞
 

 

 

 

公
共
交
通
の
利
便
性
を
確
保
す
る
た
め
、
公
共
交
通
沿

線
に
お
け
る
人
口
密
度
の
確
保
や
土
地
利
用
と
連
携
し

た
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
が
必
要

 

公
共
施
設
の
統
廃
合
な
ど
に
よ
る
量
と
機
能
の
見
直

し
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
市
街
地
形
成
や
各
種
都
市
機
能

の
集
積
に
よ
り
、
限
ら
れ
た
財
源
の
な
か
で
効
率
的

で
効
果
的
な
行
政
（
都
市
）
経
営
を
図
る
こ
と
が
必

要
 

市
街
地
を
維
持
す
る
人
口
の
維
持
・
集
積
を
図
る
こ
と

が
必
要

 

 持
続
可
能
な
都
市
構
造
へ
の
転
換
が
必
要

 

 生
活
サ
ー
ビ
ス
施
設
が
維
持
で
き
る
圏
域
人
口
密
度
の

確
保
が
必
要

 

中
心
市
街
地
の
求
心
力
を
高
め
活
性
化
を
図
る
こ
と
が

必
要

 

災
害
リ
ス
ク
を
回
避
・
低
減
す
る
た
め
、
ハ
ー
ド
・
ソ

フ
ト
・
土
地
利
用
等
の
総
合
的
な
対
策
が
必
要

 

 

【
久

留
米

市
の

現
状

】
 

【
久

留
米

市
の

人
口

の
推

移
】
 

 ・
人
口
減
少
が
顕
著
で
、
令
和
３
２
年
（
２
０
５
０
年
）
に
は
約
３
割
減

少
 

・
高
齢
者
は
約
１
万
人
増
加
、
年
少
人
口
は
約
２
万
人
減
少

 
・
一
定
規
模
以
上
の
人
口
集
積
が
あ
る
地
区
の
平
成
２
２
年
（
２
０
１

０
年
）
か
ら
令
和
３
２
年
（
２
０
５
０
年
）
の
推
移
に
つ
い
て
、
久
留

米
中
心
地
域
で
は
、
面
積
に
比
べ
て
人
口
の
減
少
率
が
高
く
、
市
街

地
の
低
密
度
化
が
進
行
 

土
地
利
用
他
 

・
都
市
的
土
地
利
用
の
面
積
は
拡
大
 

・
耳
納
連
山
山
麓
部
、
筑
後
川
周
辺
等
の
市
街
地
に
災
害
リ

ス
ク
の
高
い
エ
リ
ア
が
分
布
 

・
市
街
地
に
お
い
て
、
床
上
浸
水
等
の
内
水
被
害
が
発
生
 

交
通
 

・
徒
歩
、
二
輪
車
、
公
共
交
通
（
鉄
道
、
バ
ス
）
の
利
用
構
成

は
減
少
、
自
動
車
は
増
加
傾
向

 
・
路
線
バ
ス
利
用
者
数
、
一
日
当
た
り
の
運
行
回
数
は
減
少

し
、
赤
字
補
助
額
は
年
々
増
加

 
・
人
口
の
約
２
５
％
に
あ
た
る
市
民
が
、
公
共
交
通
の
徒
歩

圏
域
外
に
分
布
 

都
市
機
能
 

・
医
療
施
設
（
外
科
・
内
科
）
は
概
ね
充
足
 

・
高
齢
者
施
設
は
、
充
足
率
は
高
い
が
、
カ
バ
ー
区
域
の
人
口

密
度
は
低
い
 

・
商
業
施
設
は
充
足
す
る
が
、
地
域
別
で
は
充
足
が
低
い
地

域
が
あ
る
 

中
心
市
街
地
 

・
企
業
数
、
事
業
所
数
、
従
業
者
数
と
も
に
、
県
内
第
３
位
で

筑
後
地
域
の
中
心
都
市
 

・
中
心
市
街
地
の
空
き
店
舗
率
は
平
成
２
１
年
（
２
０
０
９

年
）
２
７
％
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
い
る
が
、
約
２
０
％
を

前
後
に
横
ば
い
 

行
政
運
営
 

・
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
扶
助
費
が
大
幅
に
増
加
す
る
一
方

で
、
普
通
建
設
事
業
費
の
規
模
は
縮
小
す
る
 

・
老
朽
化
す
る
施
設
の
改
修
費
や
施
設
建
替
事
業
が
数
十
年

に
わ
た
っ
て
続
く
 

人
口
減
少
の
更
な
る
進
行
、
 

頻
発
・
激
甚
化
す
る
自
然
災
害
に
よ
り
 

都
市
の
問
題
が
顕
在
化

 

【
課
題
】

【
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
よ
り
進
行
す
る
問
題
】

【
久
留
米
市
の
現
状
】

【
頻
発
・
激
甚
化
す
る
自
然
災
害
に
よ
る
問
題
】


