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　本計画は、国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第２条に規定する国土利用の基本理

念の下に、同法第８条第１項の規定に基づき、本市の区域における国土（以下「市土」と

いう。）の利用に関して必要な事項を定めるものであり、同条第２項の規定に基づき山形

県国土利用計画（第五次）を基本とするものです。

　本市においては、平成29年９月に策定した第七次天童市総合計画基本構想に即して本計

画を定め、本市の目指す将来の都市像である「笑顔　にぎわい　しあわせ実感　健康都市

～ともに明日をひらく てんどう～」の実現のため、市土の総合的かつ計画的な土地利用

を進める上での指針とするものです。 

 はじめに

南から市街地を望む
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ঢ়第̍અݱར༻ͷࢢ

１．天童市の位置付け 
　本市は、山形県のほぼ中央部の東寄りに位置しており、東部の奥羽山脈を源とする乱川、
押切川、倉津川、立谷川等による扇状地から成り立っています。市土の広がりは、東西約
18キロメートル、南北約10キロメートルで、面積は113.02平方キロメートルと、県内の13
市の中では最も小さい行政面積となっています。周囲は山形市、東根市、寒河江市と接し
ており、東側の扇頂部から扇端部にかけては果樹を中心として利用され、西側の低地部は
水田として利用されています。
　寡雨少雪で自然環境にも恵まれ、旧羽州街道沿いの宿場町として栄えるなど、古くから
の交通の要衝として発展してきました。山形空港や山形新幹線などの高速交通や東北中央
自動車道、国道13号・48号などの基幹道路の整備と、仙台市や山形市と近接して日本海側
と太平洋側を結ぶ要所ともいえる地理的な利点により、県内随一のアクセスに恵まれた地
域になっています。また、昭和30年代から土地区画整理事業を中心とした計画的な市街地
の形成と土地利用を推進してきたことから、行政面積に占める土地区画整理事業の施行面
積の割合が県内自治体で最も高く、コンパクトで効率的なまちとなっています。
　本市は、村山都市圏の中で自立的に発展してきた経過を踏まえ、これからも山形県全体
の発展に貢献するため、近隣市町との広域連携を保ちながら、都市機能の高度化を図って
いく必要があります。

２．市土利用をめぐる状況の変化 
⑴　人口減少による市土の管理水準の低下

　本市の人口は、平成17年の国勢調査における63,864人をピークに社会経済情勢の変化
や少子高齢化の進展の中で減少に転じており、国立社会保障・人口問題研究所の推計に
よれば、令和42年に44,987人にまで減少することが見込まれています。また、全国的に
若年（15歳未満）人口や生産年齢（15歳以上65歳未満）人口の減少と高齢者（65歳以上）
人口の増加が進むとともに、一部に地方回帰の動きが見られるものの、東京圏（埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県）への人口の一極集中が続いており、地域的な偏在は進展し
ています。
　このような地方の人口減少に伴って、本市の市街地においても人口密度の低下による
空き家の増加が進行しており、土地利用の効率低下が懸念されています。また、田園集
落では、高齢の農業就業者の離農等による農地の荒廃や間伐などの施業が行われないこ
とによる森林の荒廃により、農地や森林の管理水準が低下するとともに、水源かん養機
能の低下等を通して水循環系への影響も懸念されています。

11第　　章第　　章 市土の利用に関する基本構想
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　また、東京圏等への人口移動が今後も続くこととなれば所有者の所在の把握が難しい
土地や土地境界が不明確な土地が増加することが想定され、円滑な土地利用に支障を来
すおそれがあります。
　このような問題は、対策を怠れば、今後、ますます状況が悪化するおそれがあり、民
間開発等により一時的な土地需要の増加は見込まれますが、長期的には開発意欲が低下
し、地目間の土地利用転換は鈍化していくものと見込まれます。このため、本格的な人
口減少社会においては、市土の適切な利用と管理を通して市土を荒廃させない取組が特
に重要となります。また、市民が豊かさを実感できる市土づくりを目指す観点から、生
活や生産水準の維持・向上に結びつく土地の有効利用を一層推進していくことも必要と
なります。

⑵　市土における災害リスクの増大
　平成23年３月に発生した東日本大震災は広域かつ甚大な被害をもたらし、その影響は
被災地域のみならず多方面に及びました。また、近年、全国的に気候変動の影響とみら
れる豪雨などの自然災害が頻発化・激甚化しており、本市においても令和２年７月豪雨
による最上川の洪水によって大きな被害がもたらされています。今後においても、山形
盆地断層帯による大規模地震の発生が懸念されるとともに、局地的な降水がより強く、
より頻発化することで水害、土砂災害の発生が予測されることから、市土の安全・安心
に対する市民の関心が高まっています。このため、防災・減災注1の強化とともに、災害
リスクの高い地域での土地利用の適切な制限や、より安全な地域への諸機能や居住の誘
導など、安全性を優先的に考慮する市土利用への転換が急務となっています。
　暮らしや地域の安全・安心は、全ての活動の基盤であることから、市土の利用におい
ては、災害が発生しても人命を守り、経済社会への被害を最小化し、速やかに復旧・復
興できる市土強靭化の取組を進めていくことが必要不可欠となっています。

⑶　自然環境と美しい景観等の悪化
　本市は、山間部と平野部にほぼ半々に分かれ、東側半分は奥羽山脈の一部をなす山間
部となっており、市の中央部においては、舞鶴山、八幡山、越王山が「出羽の三森」を
形づくり、多様で美しい自然環境を日々の生活との関わりの中で育んできました。今後、
人口減少により、これまで人の手により良好に管理されてきた里地里山の自然環境や景
観の悪化、野生鳥獣被害の深刻化、自然資源の管理や利活用に係る知恵や技術の喪失な
ど、魅力ある地域の維持・再生に大きな影響が生じる懸念があります。このような状況
の中、人口減少は開発意欲の低下等を通じて空間的余裕を生み出す面もあるため、この
機会をとらえ、生物多様性の確保や自然環境の保全を進めつつ、本市を特徴づける歴史
的、文化的に形成されたまちなみ景観を保全・活用し、持続可能で豊かな暮らしを実現
する市土利用を進めていく視点が重要となります。

注1．減災：万一災害が生じた場合にあっても、被害を最小限に食い止めること。
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ຊํ第̎અجར༻ͷࢢ

　市土は、市民生活、産業・経済活動など様々な活動の基盤となる、市民のための限られ
た貴重な資源です。
　したがって、本計画は、「人口減少下における市土の適切な利用と管理」、「災害に強い安全・
安心な市土づくり」、「将来世代に引き継ぐ優れた自然環境と美しい景観」の３つを基本方
針とし、安全性を高めて持続可能で豊かな市土を目指すため、持続可能な開発目標（SDGs）注2

の考えに基づいて環境・社会・経済の統合的向上を図るとともに、長期的な視野に立ち、
総合的かつ計画的にレジリエンス注3の高いまちづくりを推進する必要があります。

１．人口減少下における市土の適切な利用と管理
　都市的土地利用注4 については、引き続き安全で快適な地域環境を維持していくために、
無秩序な開発の抑制、最小限度の地目転換、公共施設の更新に伴う再配置等も含めた抜本
的な検討など、移住・定住の促進も視野に入れた上で需要に応じた都市機能の最適化を念
頭に置いた土地利用を進めていきます。このため、居住や都市機能を街なかに集約すると
ともに、中心市街地の再生や空き地、空き店舗を活用したまちづくりを進め、コンパクト
で魅力ある都市の形成を図ります。
　農林業的土地利用注5を含む自然的土地利用注6については、食料の安定供給と農業の効率
化のため、担い手農家等注7への農地の集積・集約化など農業の生産基盤を整備することに
より、土地の利用と管理の適正化を図り、遊休農地の発生防止及び解消とともに、森林の
整備及び保全を進め、水源のかん養など農地や森林の有する公益的機能注8の発揮を図りま
す。
　土地利用に際しては、関係法令等の適正な運用や土地利用に関する計画の調整等を通し
て適切な土地利用を確保しつつ、低未利用地注9や空き家等を含む既存住宅ストックを有効
に活用するとともに、所有者が不明な土地の発生抑制・解消を図ります。また、土地利用

注2．持続可能な開発目標（SDGs）：平成27年９月に「国連持続可能な開発サミット」において採択された、
環境・経済・社会をめぐる広範な課題の統合的解決を目指す全世界の共通目標のこと。令和12年を
目標年として17のゴールと169のターゲットを掲げている。

注3．レジリエンス：「回復力」「弾力性」「強靭性」の意味を持ち、すぐに元の状態に回復できるしなや
かな強さのこと。

注4．都市的土地利用：住宅地、工業用地、事務所、店舗用地、一般道路等、主として人工的施設によ
る土地利用のこと。

注5．農林業的土地利用：農地、採草放牧地、森林、農林道等、主として農業的生産活動又は林業的生
産活動の用に供する土地利用のこと。

注6．自然的土地利用：農林業的土地利用に、自然環境の保全を旨として維持すべき森林、原野、水面、
河川、海浜等を加えた土地利用のこと。

注7．担い手農家等：効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して経営改善に取り組む農業経営を
行う認定農業者、集落営農組織などのこと。

注8．公益的機能：農地・森林がもつ農林産物の供給以外の機能のこと。例えば、国土保全や自然環境
の保全、水源かん養、二酸化炭素の吸収源・貯蔵庫、農村文化の伝承、良好な景観の形成など。

注9．低未利用地：「低未利用地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に
わたり適正な利用が図られていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度（利
用頻度、管理状況、整備水準など）が低い「低利用地」の総称。
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の転換を図る際には、土地利用の可逆性が容易に得られないことや生態系や景観に及ぼす
影響を考慮し、農林業的土地利用を含む自然的土地利用から都市的土地利用への転換に関
しては、慎重な配慮の下で計画的に行うことが重要となります。

２．災害に強い安全・安心な市土づくり
　災害に強い安全・安心な市土づくりについては、ハード対策とソフト対策を適切に組み
合わせた防災・減災対策を実施するとともに、災害リスクの把握と周知を図った上で、中
長期的な視点から土砂災害等の災害リスクの高い地域における土地利用を適切に制限し、
住宅や都市機能をより安全な地域に誘導する取組を進めることが重要となります。
　また、経済社会上、重要な役割を担う交通、エネルギーやライフライン等について、災
害時における広域的な機能の代替や補完を考慮した整備や機能強化等を推進します。加え
て、森林や農地を適切に管理することにより、自然生態系の持つ土砂崩れや洪水の防止等
の機能を維持・活用し、市土の安全性を総合的に高め、災害に強いしなやかな市土の形成
を図ります。

３．将来世代に引き継ぐ優れた自然環境と美しい景観
　持続可能で豊かな市土づくりのため、自然環境の保全・再生を進めて多様な機能を大切
にしながら、これを活用して市民に豊かさをもたらす「自然の恵み」を享受する取組を実
現します。そのため、循環型社会注10への転換を推進するとともに、地下水の適正利用に
よる水資源の安定的な確保と水質保全を図り、健全な水循環系を維持します。
　また、ゼロカーボン社会注11の実現に向け、周辺の土地利用の状況や自然環境、歴史・
文化的資源等に配慮し、あらかじめ地域住民との合意形成を図った上で再生可能エネルギー
の導入拡大を図ります。
　本市の自然、歴史、文化等に根差した美しい景観を保全・形成するため、ゆとりのある
都市環境の形成、田園集落における緑豊かな自然環境の確保、歴史・文化的資源や風土の
保全、地域の自然的・社会的条件等に根差した個性ある景観の保全・形成などを進め、人
と自然の営みが調和した市土利用に努めるとともに、新たな観光資源として活用できるよ
うな魅力ある景観の創出に取り組み、地域づくりやまちづくりの積極的な推進を図ります。

４．多様な主体の連携・協働による市土運営の推進
　基本方針として掲げた３つの取組は、各地域を取り巻く自然や社会、経済、文化的条件
等を踏まえ、地域の発意と合意形成を基礎とする土地利用との総合的な調整の上に実現さ
れます。このため、地域住民などの様々な主体が自らの地域の土地利用や地域資源の管理
のあり方について検討するなど、地域が主体となる取組を促進します。
　今後、急激な人口減少下においては、将来的に地域コミュニティを維持することが困難

注10．循環型社会：限りある資源を有効活用し、リサイクルなどで循環させながら、将来にわたって　
持続して使い続けていく社会のこと。

注11．ゼロカーボン社会：二酸化炭素などの温室効果ガスの人為的な発生源（事業活動や日常生活）に
よる排出量と、二酸化炭素の再利用や森林吸収等による除去量とが均衡した温室効果ガスの排出量
の実質ゼロを目指した社会のこと。
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になる地域や管理を続けることが困難な土地が拡大することも想定されることから、市民
一人ひとりが市土に関心を持ち、その管理の一端を担うなど、多様な主体が連携・協働し
ながら、市土の管理を進めていくことが一層重要となります。

Ҭྨ͝ܕͱͷࢢར༻ͷجຊํ第̏અ

　市土利用にあたっては、各土地利用を個別にとらえるだけでなく、複数の用途が混在す
る土地利用を地域類型としてとらえ、各地域類型相互の機能分担、交流・連携といった、
地域類型間のつながりを双方向的に考慮した土地利用の検討が重要です。

１．市　街　地
　市街地については、人口減少下においても必要な都市機能を確保するとともに、低炭素
社会を目指した集約型都市構造注12なども視野に入れて、環境負荷の少ない安全で暮らし
やすい都市の形成を目指すことが重要となっています。
　このため、居住や都市機能を中心市街地等へ集約することや、デマンド型乗合タクシー
の充実等によりアクセシビリティ注13を確保することを推進するとともに、低未利用地や
空き家等の有効利用を促進します。住宅地の供給や企業誘致を図るための都市基盤の整備
等に係る新たな土地需要に対しては、既成市街地の低未利用地の有効利用を優先し、農林
業的土地利用を含む自然的土地利用からの転換は抑制することを基本としますが、必要に
応じて計画的な市街地の形成を図っていきます。
　また、災害リスクや防災施設の整備状況を考慮した市土利用への誘導、避難場所やオー
プンスペースの確保、上下水道等の耐震化、道路の有効幅員の確保などにより、災害に対
する安全性を高め、災害に強い都市構造の形成を図ります。さらに、美しく良好なまちな
み景観の形成、豊かな居住環境の創出、緑地及び水辺空間によるエコロジカル・ネットワー
ク注14の形成等を通じた自然環境の保全・再生などにより、美しくゆとりある環境の形成
を図ります。

２．田園・自然的地域
　田園集落については、生産と生活の場であるだけでなく、豊かな自然環境や美しい景観
を有するなど、市民共有の財産であるという認識の下、集落内の良好な生活環境を整備す
るとともに、農林産物の高付加価値化や農林産業の成長産業化によって雇用の促進や所得
の向上を図り、健全で活力ある地域社会の構築を目指します。
　このために優良農用地及び森林を確保し、健全な水循環系の維持又は回復、農業の担い
手の確保や農地利用の集積、農地の良好な管理、野生鳥獣被害への対応、森林資源の循環

注12．集約型都市構造：自家用車に過度に依存しなくとも、徒歩や自転車で買物等の日常生活を不自由
なく送ることができる都市構造のこと。

注13．アクセシビリティ：ある目的地やサービスへの到達しやすさ、あるいは利用のしやすさのこと。
注14．エコロジカル・ネットワーク：分断された生物種の生息・生育空間を相互に連結することによっ

て、劣化した生態系の回復を図り、生物多様性の保全を図ろうとする構想のこと。
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利用や森林の適切な整備と保全を進めることなどにより、田園集落を維持し、良好な市土
管理を継続させるとともに美しい景観の保全・創出を図ります。また、「田園回帰」の流
れも踏まえつつ、田園集落と市街地との機能分担や交流・連携の促進を通じ、効率的な土
地利用を図ります。
　自然的地域については、外来生物の侵入や野生鳥獣被害等の防止に努めながら、原生的
な自然地域、野生生物の重要な生息・生育地、優れた自然の風景地などの適正な保全を図
ります。さらに、市民の自然体験・学習や自然とのふれあいの場としての利用を促進します。

ར༻۠͝ͱͷࢢར༻ͷجຊํ第̐અ

１．農　用　地 
　農用地については、農業が本市の基幹産業の一つであり、生活を支える食料等の生産基
盤であることから、食料の安定供給に不可欠な優良農地の確保を図ります。また、水源の
かん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承などの農業の有する多面的機能
の維持・発揮を図るとともに、環境への負荷の低減に配慮した農業生産基盤の整備を推進
します。その際、 農地の大区画化や担い手農家等を確保し、農地の集積・集約化を計画的
かつ効率的に推進するとともに、農業の担い手に集中する水路等の管理を地域コミュニティ
で支える活動を支援します。
　遊休農地については、実態把握を進めるとともに、農業生産力の維持、防災、環境保全
等の観点から、その解消と発生防止に向けて必要な支援を行います。

２．森　　　林
　森林については、生物多様性保全への対応、国内外の木材の需給動向等を踏まえ、水源
のかん養や二酸化炭素の吸収源などの公益的機能が十全に発揮されるように適正な造林や
保全に努め、健全な森林資源の維持造成を促進します。
　市街地及びその周辺の森林については、良好な生活環境を確保する緑地として整備・保
全を図るとともに、田園集落周辺の森林については、地域社会の活性化に加え地域の多様
な主体の要請に配慮しつつ、適正な利用を図ります。
　自然公園地域などについては、原生的な森林や希少な野生生物が生息・生育する自然環
境の保全を図るとともに、市民のレクリエーションや憩いの場としての森林の多様な利活
用を促進します。

３．水面・河川・水路
　水面については、農業用水として活用するだけでなく、市民生活に潤いを与える親水空
間としての機能や防災上も重要な役割を持っているため、その機能の増進と保全・活用を
図ります。
　河川については、令和２年７月豪雨を受けて策定された最上川の流域治水プロジェクト
に基づき、流下能力不足解消のための河川内の堆積土の撤去及び支障木の伐採、流出抑制
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などについて、国や県と連携して取り組んでいきます。
　水路については、農業用用排水路や雨水排水路としての利活用を図るため、施設の整備
等に要する用地を確保し適切な維持・管理を図ります。

４．道　　　路
　市内の幹線道路については、地域間の対流を促進するとともに、災害時における輸送の
多重性・代替性を確保し、安全・安心な生活・生産基盤や市民生活の利便性を確保するた
めに欠くことのできない重要な都市基盤であることから、ネットワークの強化と必要な整
備を進めます。
　生活道路については、緊急車両の通行の確保や既存道路における交通安全対策などを進
めます。
　農林道については、農林産物の生産性の向上を図り、農用地や森林の適正な管理を促進
するため、既存用地の持続的な利用と計画的な整備に努めます。
　なお、道路整備にあたっては、道路の安全性、快適性や防災機能の向上を図るとともに、
自然環境や周辺の土地利用に及ぼす影響にも十分配慮して良好な道路景観の形成を進めま
す。

５．住　宅　地
　住宅地については、地域の状況を踏まえつつ、都市の集約化に向けて居住を市街地等に
誘導するとともに、災害リスクの高い地域における整備を適切に制限し、地すべり等の土
砂災害や洪水等の水害に関する自然的・社会的特性を踏まえた適切な市土利用を図ります。
　市街地については、人口減少社会に対応した秩序ある住宅地形成や安全で快適な住生活
の実現を図るため、耐震・環境性能を含めた住宅ストックの質の向上、福祉・厚生施設や
公園緑地等の住宅周辺の生活関連施設の整備を計画的に進めるとともに、田園集落につい
ては、農業的土地利用との調整を図りながら、定住人口の確保と地域活力の維持・発展の
ため、田園型住宅の整備を促進します。

６．工 業 用 地
　工業用地については、グローバル化や情報化の進展等に伴う工場の立地動向、産業・物
流インフラの整備状況及び地域産業活性化の動向等を踏まえ、産業の振興と就労の場の創
出のため、周辺の生活環境の保全に十分配慮し、農業的土地利用との調整を図りながら新
たな産業団地を計画的に配置します。
　また、既成市街地に立地している工場については、工業系の用途地域注15への立地を誘
導するとともに、既成工業団地の未分譲地や工場跡地等の利活用を図り、良好な都市環境
の整備を促進します。

注15．用途地域：都市計画法第８条第１項第１号で定められた、計画的な市街地を形成するために建築
物の用途などに応じて13に分けられた地域のこと。
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７．その他の宅地
　仙台市や県都山形市に近接し東西南北の交通網の結節点となる優位性や、空港や新幹線、
高速道路等の高速交通ネットワークを生かし、経済のソフト化・サービス化の進展等に対
応した魅力的な産業環境の形成や拠点への業務施設の集積を図ります。
　中心市街地については、世帯数が計画期間中に減少に転じると見込まれるため、土地利
用の高度化、低未利用地や空き家等を含む既存住宅ストックの有効活用を優先しつつ、既
存商店街の活性化を支援します。なお、大規模商業施設については、景観に配慮しながら
周辺の土地利用との調和を図ります。

８．その他の用地
　文教施設、福祉・厚生施設、公園緑地、生活関連施設などの市民生活に欠くことのでき
ない公共・公益施設については、市民生活上の重要性とニーズの多様化を踏まえて計画的
な整備を図るため、環境の保全に配慮して必要な用地を確保・活用します。また、施設の
整備にあたっては、耐災害性の確保と災害時における施設の活用を検討するとともに、空
き家・空き店舗の再生利用や街なか立地に配慮します。
　レクリエーション用地については、市民の価値観の多様化や自然志向の高まりなどを踏
まえ、自然環境を保全しながら、必要な整備と既存施設の有効活用を図ります。
　歴史・文化的資源については、周辺の環境との一体的な保全を図るとともに、長期的視
点に立った適正な有効活用を図ります。

舞鶴山展望台から天童公園と市街地を望む
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ͷར༻తʹԠͨ͡ࢢ ۠ ͱ͝ͷنͷඪ第̍અ

１．計画の目標年次を令和14年、中間年次を令和９年、基準年次を令和２年とします。 
２．市土の利用に関して基礎となる人口と一般世帯数については、第七次天童市総合計画（以

下「総合計画」という。）に基づき、令和９年で60,129人、22,954世帯、令和14年で58,554人、
22,988世帯と想定します。 

３．市土の利用区分は、農用地、森林、宅地等の地目別区分及び市街地とします。 
４．市土の利用区分ごとの規模の目標については、土地の利用の現況とその推移について

の調査に基づき、目標年次までに実施が見込まれる各種事業における土地利用転換計画
を基に利用区分ごとに必要な土地面積を予測し、市土利用をめぐる基本的条件の変化と
合わせ、総合的な調整を行い定めるものとします。 

５．市土の利用の基本構想による令和９年及び令和14年における利用区分ごとの目標は、
次表のとおりとします。なお、数値については、今後の社会経済情勢の変化に応じて、
弾力的に理解されるべき性質のものです。 

区　　分 令和2年
（ha）

令和9年
（ha）

令和14年
（ha）

構成比（％） 増減率（％）
（R14/R2）令和2年 令和9年 令和14年

農 　 用 　 地 3,480 3,458 3,414 30.8 30. 6 30. 2 △ 1.9

農 地 3,480 3,458 3,414 30.8 30. 6 30. 2 △ 1.9

採草放牧地 0 0 0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0

森 林 3,777 3,777 3,777 33.4 33. 4 33. 4 0. 0

原 野 0 0 0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0

水面・河川・水路 342 342 341 3.0 3. 0 3. 0 △ 0.3

道　　  路注16 715 717 722 6.3 6. 3 6. 4 1. 0

宅 地 1,417 1,437 1,476 12.6 12. 8 13. 1 4. 2

住 宅 地 816 816 826 7.3 7. 3 7. 3 1. 2

工業用地 113 134 134 1.0 1. 2 1. 2 18. 6

その他の宅地 488 487 516 4.3 4. 3 4. 6 5. 7

そ　の　他注17 1,570 1,571 1,572 13.9 13. 9 13. 9 0. 1

合 計 11,301 11,302 11,302 100.0 100.0 100.0 0. 0

市　街　地注18 1,130 1,130 1,130 10.0 10. 0 10. 0 0. 0

注16．道路は、一般道路及び農林道である。
注17．その他には、公共・公益施設やレクリエーション用地などを含む。
注18．人口集中地区のこと。人口集中地区とは、市区町村の区域内で、人口密度が4,000人/㎢以上の基

本単位区が互いに隣接して5,000人以上となる区域。

ùù第　　章第　　章 市土の利用తにԠͨ۠͡͝ͱの
ͼͦのҬผの֓ཁٴのඪن
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Ҭผͷ֓ཁ第̎અ

　限られた資源である市土の総合的かつ計画的な利用を促進し、各地域の均衡ある発展を
図るため、総合計画や土地利用の現況、自然的、社会的、歴史・文化的諸条件から、次の
区域区分図のとおり４地域に区分します。

　計画における区域区分 

１．中 部 地 域
　この地域は、国道13号などを中心に交通条件も整備されていることから、良好な居住環
境を備えた住宅地、工業・業務用地として整備されてきました。また、中心市街地には官
公署、商業・業務施設などの都市機能が集中し、本市の産業経済活動の拠点となっていま
す。このように、土地区画整理事業による計画的な土地の面的整備を積極的に推進し、都
市的土地利用を促進してきた結果、市街化区域については概ね宅地化を完了しています。
　今後は、低未利用地や空き家等の活用を積極的に進めるとともに、中心市街地について
は、商業施設、公共施設、住宅などの多様な機能の集積を進め、環境負荷の少ない安全で
暮らしやすい集約型都市構造の構築を目指します。
　また、優れた交通アクセスや自然災害の少なさなどの地域の優位性を生かし、産業・物
流インフラ等の戦略的かつ総合的な整備を促進することでグローバル化への対応や産業の
高付加価値化等を図り、周辺の土地利用の状況や自然環境に配慮しつつ、質の高い新たな

区 域 区 分 図
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産業団地の整備を計画的に進めます。
　さらに、県総合運動公園及びその周辺区域を賑わいと魅力あるエリアにするため、JR
天童南駅を利用する来場者の利便性の向上と県総合運動公園周辺の民間活力による整備に
ついて官民を挙げた協力体制の構築を図ります。
　市街地内農地については、良好な都市環境の形成及び災害時の防災空間の確保の観点か
ら計画的な利用を図り、市街地外農地については、無秩序な開発によるスプロール化注19

から保全します。また、恵まれた交通条件の利便性をさらに高めるため、アクセシビリティ
の高い主要地方道山形天童線や市道天童東根線の整備促進に努めます。

２．東 部 地 域
　この地域は、緑豊かな自然環境に恵まれ、平たん部は本市の特産品である果樹を中心と
する農用地となっています。そのため、果実のもぎ採りを中心とした観光農業による交流
人口の拡大や生産基盤の整備を通した農林畜産業の振興など、地域の定住化・活性化に向
けた土地の利活用や地域住環境の整備を計画的に促進します。
　また、里山の森林地域については、所有者の責任で適切な森林の整備及び保全を図ると
ともに、急傾斜地等の立地条件が悪い森林等は公的な関与による整備及び保全を推進し、
野生鳥獣と人間活動の緩衝地域として適切に機能するよう管理に努めます。
　さらに、仙台圏にアクセスする国道48号については、物流・地域間交流の動脈として都
市機能が集積した中心市街地とのアクセス向上を図るため、地域高規格道路としての整備
や安全な歩行空間や堆雪空間を確保するための拡幅整備に向けた取組を進めていきます。

３．西 部 地 域
　この地域は、最上川のつくる沖積地帯と乱川扇状地や立谷川扇状地の扇端部で構成され、
県下でも屈指の生産性の高さを誇る水稲・果樹地帯となっています。
　水田地域は、ほ場整備がほぼ完了しており、効率的な農業生産が行われていますが、安
定した農業の担い手を確保するため、農地の大区画化等や農地中間管理機構等の活用によ
る農地の集積・集約を推進します。
　地域の中央を縦断する東北中央自動車道及びそのネットワーク道路の利便性を生かした
天童インターチェンジ周辺や（仮称）天童南スマートインターチェンジ周辺の新たな土地
利用については、農業的土地利用との調整を図りつつ、地域経済の活性化や交流人口の拡
大を誘起していきます。
　また、令和２年７月豪雨では、最上川支流の河川下流域において洪水被害が発生し、水
害に対する市民の関心が高まっていることから、最上川の流域治水プロジェクトに基づき、
流下能力不足解消のための河川内の堆積土の撤去及び支障木の伐採などについて、国や県
と連携して取り組んでいきます。

注19．スプロール化：無秩序、無計画に都市が拡大していくこと。
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４．山 間 地 域
　この地域は、本市の豊かな恵みをはぐくむ森林資源や緑の拠点地域であり、木材の生産
のみならず、水資源のかん養や土砂流出防止、二酸化炭素の吸収などを通して、自然環境
の保全に極めて重要な機能を担っています。
　木材の利用拡大を通した森林資源の積極的な活用を図るとともに、緑豊かで美しい森林
づくりに向けて自然が有する公益的機能を保全・充実させるため、適期での伐採、伐採後
の新植、適切な保育といった、森林資源の循環利用を促します。
　また、都市住民との交流やふれあいを深めるグリーン・ツーリズム注20を積極的に促進し、
豊かな自然にあふれた天童高原県立自然公園や自然資源を生かしたレクリエーションの場
として天童高原スキー場やキャンプ場の利活用を促していきます。
　さらに、既存集落においては、人口の減少や高齢化の進展による地域の活力の低下が懸
念されていますが、地域活動や農業生産活動を維持・継続する取組への支援を行い、民間
活力等も活用しながら地域の緑豊かな自然環境と調和した田園集落の整備を進めていきま
す。

注20．グリーン・ツーリズム：農山漁村において、自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活
動のこと。

南から山口西工業団地を望む
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　第２章に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要は、次のとおりです。

ͷ༏ઌ第̍અࢱͷڞެ

　土地は、市民生活や経済活動を行うための共通の基盤であり、その利用にあたっては、
公共の福祉を優先させるとともに、地域を取り巻く自然的、社会的、経済的及び文化的諸
条件を踏まえて総合的かつ計画的に進める必要があります。このため、土地の所有者は良
好な管理と有効な利用に努め、市は各種規制措置、誘導措置等を通した総合的な対策を実
施します。

ར༻ؔ࿈๏੍ͷదͳӡ༻第̎અ

　国土利用計画法及びこれに関連する都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森
林法、自然公園法等の土地利用関連法の適正な運用と、国土利用計画（全国計画・山形県
計画・市計画）、総合計画等を基本として、土地利用の計画的な調整を推進し、適正な土
地利用の確保と市土資源の適切な管理を図ります。その際、土地利用の影響の広域性を踏
まえ、必要に応じて県及び関係市町村と相互間の適切な調整を図ります。

Ҭඋࡦࢪͷਪਐ第̏અ

　本市は、自然的・社会的・歴史的諸条件などから、市の中核を構成する市街地と、豊か
な自然に囲まれた田園・自然的地域によって構成されています。
　これらの地域の整備にあたっては、各地域の持つ個性や多様性を生かしながら、特性に
応じた施策を展開し、地域間の機能分担と交流・連携を促進して地域の活性化と自立的な
発展を図ります。また、生活基盤施設の整備にあたっては、地域格差の生じることのない
よう、均衡のとれた地域づくりを推進します。

úú̏ 第　　章第　　章 ୈ̎ষに͛ܝるඪΛୡするͨΊに
ඞཁͳાஔの֓ཁ
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ͷอશͱ҆શੑͷ֬อ第̐અࢢ

１．防災に配慮した市土利用
　森林が有する市土の保全と安全性の確保に果たす機能の向上を図るため、間伐や枝打ち
等の保育作業、植林等による森林資源の整備、森林病害虫の防除等を適切に実施し、森林
の管理水準の向上に努めます。
　また、山地災害の発生の危険性が高い地区の的確な把握に努め、河川改修や砂防ダム等
の治水施設の整備の推進や地形等自然条件と適合した土地利用配置による市土の保全と安
全性の確保を図ります。その際、森林整備等の必要性を啓発し、市民の公益的機能に対す
る理解を促進するとともに、地域における避難体制の整備などのソフト対策との連携を通
した効果的な事業の実施を図ります。

２．都市防災への取組
　市街地等において、災害に配慮した市土利用への誘導、地域防災拠点の整備、公園・街
路・公共施設等の活用による避難地・避難路の整備、建築物や上下水道等の耐震化、道路
の有効幅員の確保や無電柱化の推進、災害時の業務継続に必要なエネルギーの自立化・多
重化、災害情報を市民と共有する取組などを進め、市土の安全性の向上を図ります。

第̑અܗͷࢢͷอશͱඒ͍͠ڥ

１．地球温暖化対策の推進
　ヒートアイランド現象や地球温暖化等への対策を加速させるため、循環型社会システム
の形成、太陽光・バイオマス等の再生可能エネルギーの導入、公共交通機関の利便性向上
と利用促進など環境負荷の小さな土地利用を図ります。また、二酸化炭素の吸収源となる
森林や自然公園の適切な維持管理を行うとともに、市街地においても公園や街路樹など、
身近な緑の適切な保全・整備を図ります。

２．循環型社会の形成
　循環型社会の形成に向け、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生
利用（リサイクル）の３Ｒを一層進めるなど、持続可能な資源利用を推進します。また、
発生した廃棄物の適正な処理に努めるとともに、廃棄物の不法投棄の防止と適切かつ迅速
な原状回復に努めます。
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３．生活環境の保全
　市民の健康の保護及び生活環境の保全のため、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、
悪臭等に対して引き続き対策を行います。住宅地周辺においては、住居系、商業・業務系、
工業系等の用途地域に応じた適切な土地利用への誘導を進めるとともに、工場・事業所等
からの騒音、悪臭等による生活環境への影響に配慮した計画及び操業とすることを推進し
ます。また、未処理の生活排水や工場・事業場排水等の削減対策など、総合的な水質改善
対策を推進し、健全な水循環系の構築を図ります。

４．健全な水環境の保全
　農用地や森林の適切な維持管理、貯留・かん養機能の維持及び向上、安定した水供給・
排水の確保、地下水の適正な利用等を通じ、水環境への負荷を低減し、健全な水循環系の
構築を図ります。また、下水道施設の適切な管理を行い、豊かな生態系の維持と水質の保
全を図ります。併せて、土壌汚染の防止と汚染土壌による被害の防止に努めます。

５．豊かな自然環境の保全
　天童高原県立自然公園などに広がる高い価値を有する原生的な自然や、野生生物の生息・
生育、自然景観、希少性等の観点から見て優れている自然については、厳格な行為規制等
により適切に保全を図ります。
　二次的自然注21については、適切な農林業活動、民間・NPO等による保全活動の促進や
支援の仕組みづくり、必要な施設の整備等を通して自然環境の維持・形成を図り、自然が
減少した地域については、自然の再生・創出により質的向上や量的確保に努めます。

６．良好な景観の確保
　歴史的・文化的な建築物やまちなみ、文化財については、開発行為等の規制により保護・
保存するとともに、適正な利活用を図ります。また、美しく魅力ある都市景観や水辺空間
の保全・再生・創出、地域の歴史や文化に根ざし自然環境と調和した良好な田園景観を維
持・形成するための取組を進めます。

注21．二次的自然：人間活動によって創出されたり、人が手を加えることで管理・維持されてきた自然
環境のこと。

─ 16 ─



ར༻ͷసͷదਖ਼Խ第̒અ

　土地利用の転換を図る場合は、その転換の不可逆性及び影響の大きさに十分留意した上
で、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・
社会的条件を勘案して適正に行うこととします。なお、転換途上であっても、これらの条
件の変化を勘案する必要があるときは、速やかに計画の見直し等の適切な措置を講じます。
特に、人口減少下にもかかわらず農林業的土地利用を含む自然的土地利用等から都市的土
地利用への転換が依然として続いている一方、低未利用地や空き家等が増加していること
に鑑み、これらの有効活用を通して、自然的土地利用からの転換を抑制することを基本と
します。

１．農用地の転換
　農用地の利用転換については、良好な農業生産環境に配慮し、食料生産の確保、農業経
営の安定、田園景観に及ぼす影響に留意し、都市的土地利用との十分な調整を図ることで、
無秩序な開発による都市機能の拡散を抑制し、優良農用地の確保に努めます。

２．森林の転換
　森林の利用転換については、森林の持つ木材生産等の経済的機能や二酸化炭素の吸収や
洪水調節、土砂流出防止、水源かん養といった多様な公益的機能に及ぼす影響を考慮する
とともに、森林資源の保全、自然環境や景観に十分配慮しつつ、周辺地域における土地利
用との調整を図りながら適正な転換を図ります。また、野生生物の生息・生育環境に与え
る負荷を最小限にとどめるよう配慮します。

３．大規模な転換
　大規模な土地利用の転換については、その影響が広範であることから、周辺地域を含め
事前調査を実施するとともに、地域住民の意向や地域の状況を踏まえながら、市土の保全
と安全性の確保、市の基本構想など地域づくりの総合的な計画や公共施設の整備計画等と
の整合性、地域環境や景観の保全に留意し、適正な誘導と規制を行い、合理的かつ計画的
な土地利用を促進します。
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ͷ༗ޮར༻ͷଅਐ第̓અ

　新たな土地需要がある場合には、市街地における低未利用地や空き家等を含む既存住宅
ストックの有効利用を図ります。特に、空き家等については、所在地の把握や所有者の特
定など実態を把握した上で、空き家バンク等による所有者と利用希望者とのマッチングや
空き家等を居住環境の改善及び地域の活性化に資する施設等に改修するなど利活用を促進
します。
　また、東京圏等への人口移動が進む中で、地方を中心に、今後も所有者の所在の把握が
難しい土地が増加することが想定され、土地の円滑な利活用に支障を来すおそれもあるた
め、その増加の防止や円滑な利活用等に向けた支援策を総合的に検討します。

ʹؔ͢Δௐࠪͷਪਐ第̔અࢢ

　市土の総合的かつ科学的な把握を一層充実するため、国土調査や自然環境保全基礎調査
等国土に関する基礎的な調査を推進するとともに、その総合的な利用を図ります。
　特に、地籍調査の実施による土地境界の明確化は、事前防災や被災後の復旧・復興の迅
速化を始めとして、土地取引、民間開発・国土基盤整備の円滑化等に大きく貢献する極め
て重要な取組であるため、計画的な実施を図ります。
　さらに、市民の理解を促し、国土調査の総合性及び実効性を高めるため、調査結果の共
有及び活用を図ります。

倉津川のしだれ桜
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５月９日（月）
天童市国土利用計画（第五次）策定に係
る基本方針について（部長会）

・基本方針について

５月９日（月） 天童市国土利用計画策定ҕ員会の設置

̒～８月　　 現況数値・将来計画等の把握

９月８日（木） 第１回関係課担係長会ٞ
・第࢛次計画の検ূについて
・素案の検討

９月28日（水） 第１回幹事会 ・素案の検討

11月17日（木） 第２回関係課担係長会ٞ ・素案の検討

12月２日（ۚ）
国土利用計画（市町村計画）案に係る県
とのॻ面による意見交換

・県へ原案の送付

12月５日（月） 第２回幹事会 ・原案の検討

12月19日（月）
国土利用計画（市町村計画）案に係る県
とのॻ面による意見交換

・県から意見の送付（第１回）

12月23日（ۚ）
国土利用計画（市町村計画）案に係る県
とのॻ面による意見交換

・県意見への回（第１回）

12月26日（月） 策定ҕ員会 ・原案の検討

１月̒日（ۚ）
国土利用計画（市町村計画）案に係る県
とのॻ面による意見交換

・県から意見の送付（第２回）

１月12日（木）
国土利用計画（市町村計画）案に係る県
とのॻ面による意見交換

・県意見への回（第２回）

２月14日（Ր） ٞ会へのઆ明

２月15日（水）

～

２月28日（Ր）
パϒリック・コメントの実施
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̎ɽܭըに͓͚るओཁࢦඪ
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農業࢈ग़（ૈੜ࢈）ֹ（ԯԁ） 119 106 ʕ 161 175 ʕ ʕ ʕ △ 10.92 ʕ ʕ 8.70 ʕ ʕ ʕ 農業࢈ग़（ૈੜ࢈）ֹ
経

済
ग़ՙֹ（ԯԁ） 2,008 2,173 1,831 1,830 1,706 ʕ ʕ ʕ 8.22 △ 15.74 △ 0.05 △ 6.78 ʕ ʕ ʕ    ग़ ՙ ֹ 
  ൢ ച ֹ（ԯԁ） （11）2,493 （16）1,802 （19）1,734 （26）1,650 （28）1,904 ʕ ʕ ʕ △ 27.72 △ 3.77 △ 4.84 15.39 ʕ ʕ ʕ   ൢ ച ֹ

交
通 ࣗಈंอ༗（） 46,947 51,194 52,148 54,620 55,056 ʕ ʕ ʕ 9.05 1.86 4. 74 0. 80 ʕ ʕ ʕ ࣗ ಈ ं อ ༗   交

通

環
境
保
全

 市 ެ Ԃ 面 ੵ（ha） 95.52 101.47 103.56 103.70 106.81 ʕ ʕ ʕ 6.23 2.06 0. 14 3. 00 ʕ ʕ ʕ  市 ެ Ԃ 面 ੵ
環
境
保
全

̍ਓͨΓެԂ面 （ੵᶷ） 15.11 15.89 16.65 16.67 17.19 ʕ ʕ ʕ 5.16 4.78 0. 12 3. 12 ʕ ʕ ʕ ̍ਓͨΓެԂ面ੵ

্ 水 道 ී ٴ 率（％） 98.4 98. 8 99. 5 99. 8 99. 9 ʕ ʕ ʕ 0.41 0.71 0. 30 0. 10 ʕ ʕ ʕ ্ 水 道 ී ٴ 率

Լ 水 道 ී ٴ 率（％） 82.4 96. 0 98. 2 98. 6 98. 9 ʕ ʕ ʕ 16.50 2.29 0. 41 0. 30 ʕ ʕ ʕ Լ 水 道 ී ٴ 率
そ
の
他

ࡀ ೖ ૯ ֹ（ඦສԁ） 19,980 18,642 20,273 28,846 37,712 ʕ ʕ ʕ △ 6.70 8.75 42.29 30.74 ʕ ʕ ʕ ࡀ ೖ ૯ ֹ そ
の
他ࡀ ग़ ૯ ֹ（ඦສԁ） 19,490 17,959 19,520 27,069 35,563 ʕ ʕ ʕ △ 7.86 8.69 38.67 31.38 ʕ ʕ ʕ ࡀ ग़ ૯ ֹ

資料：国勢調査、山形農林水産統計年報、工業統計調査、商業統計調査、経済センサス。推計値は第七次天童市総合計画による。
˞１　令和４年の人口、世帯数は、10月１日の住民基本台ாによる。
˞２　人口及び就業構造の下ஈ（　）は構成比。
˞３　平成17・22・27年の年齢֊層別人口の計は、分類不能があるため総人口と合わない。
˞４　産業別就業者の計は、分類不能があるため就業者総数と合わない。
˞５　商品ൢചֹの（　）は調査年次。
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̎ɽܭըに͓͚るओཁࢦඪ

ฏ成12年 ฏ成17年 ฏ成22年 ฏ成27年 令和̎年 令和̐年 令和̕年 令和14年
増　　　減　　　率（％）

߲　　
)17/)12 )22/)17 )27/)22 R2/)27 R4/R2 R9/R4 R14/R9

人　
　
　
口

૯ ਓ ޱ （ਓ） 63,231 63,864 62,214 62,194 62,140 61,184 60,129 58,554 1.00 △ 2.58 △ 0.03 △ 0.09 △ 1.54 △ 1.72 △ 2.62 ૯ ਓ ޱ

人　
　
　
口

性

別

உ（ਓ）
（％）

30,661
（48.5）

30,903
（48.4）

30,148
（48.5）

30,197
（48.6）

30,222
（48.6）

29,903
（48.9）

29,272
（48.7）

28,495
（48.7） 0.79 △ 2.44 0. 16 0. 08 △ 1.06 △ 2.11 △ 2.65 உ 性

別ঁ（ਓ）
（％）

32,570
（51.5）

32,961
（51.6）

32,066
（51.5）

31,997
（51.4）

31,918
（51.4）

31,281
（51.1）

30,857
（51.3）

30,059
（51.3） 1.20 △ 2.72 △ 0.22 △ 0.25 △ 2.00 △ 1.36 △ 2.59 ঁ

年
齢
階
層
別

年 গ ਓ （ਓ）ޱ
（0ʙ14ࡀ）（％）

10,008
（15.8）

9,386
（14.7）

8,615
（13.8）

8,195
（13.2）

8,062
（13.0）

7,793
（12.7）

7,235
（12.0）

6,831
（11.7） △ 6.22 △ 8.21 △ 4.88 △ 1.62 △ 3.34 △ 7.16 △ 5.58 年 গ ਓ ޱ

　（0 ʙ 14 　（ࡀ 年
齢
階
層
別

ੜ࢈年ྸਓޱ（ਓ）
（15ʙ64ࡀ）（％）

41,228
（65.2）

40,713
（63.7）

38,297
（61.6）

36,602
（58.9）

35,277
（56.8）

34,573
（56.5）

33,195
（55.2）

31,824
（54.3） △ 1.25 △ 5.93 △ 4.43 △ 3.62 △ 2.00 △ 3.99 △ 4.13 ੜ ࢈ 年 ྸ ਓ ޱ

　（15ʙ64ࡀ）　
 年 ਓ （ਓ）ޱ

（％）（Ҏ্ࡀ65）
11,995

（19.0）
13,763

（21.6）
15,070

（24.2）
17,146

（27.6）
18,801

（30.2）
18,818

（30.8）
19,699

（32.8）
19,899

（34.0） 14.74 9.50 13.78 9. 65 0. 09 4. 68 1. 02  年 ਓ ޱ
ࡀ65）　 Ҏ ্）　

ਓ ޱ ີ （ਓʗὕ） 560 565 551 550 550 541 532 518 ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ਓ ޱ ີ 

世
帯

ੈ ଳ  （ੈଳ） 19,077 20,146 20,404 21,428 22,589 22,885 22,954 22,988 5.60 1. 28 5. 02 5. 42 1. 31 0. 30 0. 15 ੈ ଳ  世
帯̍ੈଳͨΓਓһ（ਓ） 3.31 3. 17 3. 05 2. 90 2. 75 2. 67 2. 62 2. 55 △ 4.23 △ 3.79 △ 4.92 △ 5.17 △ 2.91 △ 1.87 △ 2.67 ̍ ੈ ଳ  ͨ Γ ਓ һ

都
市
化

ਓूޱத地区ਓޱ（ਓ） 35,150 36,837 36,817 37,683 39,650 ʕ ʕ ʕ 4.80 △ 0.05 2. 35 5. 22 ʕ ʕ ʕ ਓ ޱ ू த 地 区 ਓ ޱ 都
市
化

ਓूޱத地区面 （ੵ̺ᶷ） 7.2 7. 3 7. 7 7. 8 11. 3 ʕ ʕ ʕ 1.39 5.48 1. 30 44.87 ʕ ʕ ʕ ਓ ޱ ू த 地 区 面 ੵ
%*%ਓޱʗ૯ਓޱ（％） 55.59 57.68 59.18 60.59 63.81 ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ %*% ਓ ޱ ʗ ૯ ਓ ޱ

就

業

構

造

ब 業 ऀ （ਓ） 34,351 33,740 31,057 31,877 33,375 ʕ ʕ ʕ △ 1.78 △ 7.95 2. 64 4. 70 ʕ ʕ ʕ ब 業 ऀ

就

業

構

造

産

業

別

ୈ　̍　࣍（ਓ）
（％）

4,127
（12.0）

4,057
（12.0）

3,510
（11.3）

3,299
（10.3）

3,160
（9.5）

ʕ
ʕ

ʕ
ʕ

ʕ
ʕ △ 1.70 △ 13.48 △ 6.01 △ 4.21 ʕ ʕ ʕ ୈ　̍　࣍

産

業

別

ୈ　̎　࣍（ਓ）
（％）

11,888
（34.6）

10,385
（30.8）

9,280
（29.9）

9,417
（29.5）

10,119
（30.3）

ʕ
ʕ

ʕ
ʕ

ʕ
ʕ △ 12.64 △ 10.64 1. 48 7. 45 ʕ ʕ ʕ ୈ　̎　࣍

ୈ　̏　࣍（ਓ）
（％）

18,320
（53.3）

19,218
（57.0）

17,753
（57.2）

18,692
（58.6）

20,096
（60.2）

ʕ
ʕ

ʕ
ʕ

ʕ
ʕ 4.90 △ 7.62 5. 29 7. 51 ʕ ʕ ʕ ୈ　̏　࣍

࿑ ಇ ྗ ਓ （ਓ）ޱ 35,643 35,724 33,093 33,148 34,755 ʕ ʕ ʕ 0.23 △ 7.36 0. 17 4. 85 ʕ ʕ ʕ ࿑ ಇ ྗ ਓ ޱ

経

済

農業࢈ग़（ૈੜ࢈）ֹ（ԯԁ） 119 106 ʕ 161 175 ʕ ʕ ʕ △ 10.92 ʕ ʕ 8.70 ʕ ʕ ʕ 農業࢈ग़（ૈੜ࢈）ֹ
経

済
ग़ՙֹ（ԯԁ） 2,008 2,173 1,831 1,830 1,706 ʕ ʕ ʕ 8.22 △ 15.74 △ 0.05 △ 6.78 ʕ ʕ ʕ    ग़ ՙ ֹ 
  ൢ ച ֹ（ԯԁ） （11）2,493 （16）1,802 （19）1,734 （26）1,650 （28）1,904 ʕ ʕ ʕ △ 27.72 △ 3.77 △ 4.84 15.39 ʕ ʕ ʕ   ൢ ച ֹ

交
通 ࣗಈंอ༗（） 46,947 51,194 52,148 54,620 55,056 ʕ ʕ ʕ 9.05 1.86 4. 74 0. 80 ʕ ʕ ʕ ࣗ ಈ ं อ ༗   交

通

環
境
保
全

 市 ެ Ԃ 面 ੵ（ha） 95.52 101.47 103.56 103.70 106.81 ʕ ʕ ʕ 6.23 2.06 0. 14 3. 00 ʕ ʕ ʕ  市 ެ Ԃ 面 ੵ
環
境
保
全

̍ਓͨΓެԂ面 （ੵᶷ） 15.11 15.89 16.65 16.67 17.19 ʕ ʕ ʕ 5.16 4.78 0. 12 3. 12 ʕ ʕ ʕ ̍ਓͨΓެԂ面ੵ

্ 水 道 ී ٴ 率（％） 98.4 98. 8 99. 5 99. 8 99. 9 ʕ ʕ ʕ 0.41 0.71 0. 30 0. 10 ʕ ʕ ʕ ্ 水 道 ී ٴ 率

Լ 水 道 ී ٴ 率（％） 82.4 96. 0 98. 2 98. 6 98. 9 ʕ ʕ ʕ 16.50 2.29 0. 41 0. 30 ʕ ʕ ʕ Լ 水 道 ී ٴ 率
そ
の
他

ࡀ ೖ ૯ ֹ（ඦສԁ） 19,980 18,642 20,273 28,846 37,712 ʕ ʕ ʕ △ 6.70 8.75 42.29 30.74 ʕ ʕ ʕ ࡀ ೖ ૯ ֹ そ
の
他ࡀ ग़ ૯ ֹ（ඦສԁ） 19,490 17,959 19,520 27,069 35,563 ʕ ʕ ʕ △ 7.86 8.69 38.67 31.38 ʕ ʕ ʕ ࡀ ग़ ૯ ֹ
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̏ɽ市土の利用۠のఆٛ
ར用区分 ఆ　　　　ٛ

農 　 用 　 地 農地法第２条第１項に定める農地及び採草放牧地の合計である。

ᾇ農　　　　地 。൞を含むܣ、作の目的に供される土地であってߞ

ᾈ採 草 放 牧 地 農地以外の土地で、主としてߞ作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に
供されるもの。

森 　 　 　 林

国有林と民有林の合計である。なお、林道面積は含まない。
ᶃ国有林
　ア．林野ி所管国有林
　　国有林野の管理運営に関する法律第２条に定める国有林野から採草放牧地を除いた

もの。
　イ．官行造林地
　　旧公有林野等官行造林法第１条の規定に基づきܖ約をక結しているもの。
　．その他লி所管国有林
　　林野ி以外の国が所有している森林法第２条第１項に定める森林。
ᶄ民有林
　森林法第２条第１項に定める森林であって同法同条第３項に定めるもの。

原 　 　 　 野 人の手が加えられずに長年ࡶ草や木類が生えるままの状態に放置されている土地。

水 面・河 川・水 路

水面、河川及び水路の合計である。
ᶃ水面
。ฒびにための満水時の水面（পބ及び天然ބ人造）পބ　
ᶄ河川

河川法第４条に定める一ڃ河川、同法第５条に定める二ڃ河川及び同法第100条によ
る準用河川の同法第̒条に定める河川区域。

ᶅ水路
　農業用用排水路。

道 　 　 　 路

一般道路、農道及び林道の合計である。車道部（車道、中央帯、路ݞ）、歩道部、自転
車道部及び法面等からなる。
ᶃ一般道路
　道路法第２条第１項に定める道路。
ᶄ農道

農地面積に一定率を乗じたほ場内農道及び「市町村農道台ா」の農道Ԇ長に一定幅員
を乗じたほ場外農道。

ᶅ林道
　国有林林道及び民有林林道。

宅 　 　 　 地 建物のෑ地及び建物の維持又は効用を果たすために必要な土地である。

ᾇ住　ç宅ç　地 のධ価総地積の住宅用地に、ඇ課੫地積のうち、都道「定資産の価格等の概要調ॻݻ」
県営住宅用地、市町村営住宅用地及び公務員住宅用地を加えたもの。

ᾈ工 業 用 地 「工業統計表（用地・用水ฤ）」にいう「事業所ෑ地面積」をै業員10人以上の事業所ෑ
地面積に補正したもの。

ᾉその他の宅地 ᾇ及びᾈの区分のいずれにも֘しない宅地である。（商業用施設用地、官公ிなどの
公共施設用地等）

そ 　 の 　 他
上هの区分のいずれにも֘しない土地である。

（学ߍ・教育施設用地、公園緑地、交通施設用地、ゴルフ場等のレクリエーション用地、
遊休農地、海浜等）

市 　 街 　 地 国勢調査による「人口集中地区」である。
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̐ɽ利用۠͝ͱの市土利用のਪҠ

ར用区分/年
ฏ成17年 ฏ成22年 ฏ成27年 令和̎年（ج४年࣍）

面ੵ 構成比 面ੵ 構成比 増減率
（22/17） 面ੵ 構成比 増減率

（27/22） 面ੵ 構成比 増減率
（2/27）

農 　 用 　 地 3,790 33.5 3, 780 33.4 △ 0.3 3, 600 31.9 △ 4.8 3, 480 30.8 △ 3.3

農 　 　 地 3,790 33.5 3, 780 33.4 △ 0.3 3, 600 31.9 △ 4.8 3, 480 30.8 △ 3.3

採草放牧地 0 0.0 0 0. 0 0. 0 0 0. 0 0. 0 0 0. 0 0. 0

森 　 　 　 林 3,790 33.5 3, 831 33.9 1. 1 3, 777 33.4 △ 1.4 3, 777 33.4 0. 0

ࠃ  ༗  林 216 1.9 270 2.4 25. 0 216 1.9 △ 20.0 216 1.9 0. 0

ຽ  ༗  林 3,574 31.6 3, 561 31.5 △ 0.4 3, 561 31.5 0. 0 3, 561 31.5 0. 0

原 　 　 　 野 0 0.0 0 0. 0 0. 0 0 0. 0 0. 0 0 0. 0 0. 0

水面・河川・水路 359 3.2 357 3.2 △ 0.6 344 3.1 △ 3.6 342 3.0 △ 0.6

水     面 25 0.2 25 0.2 0. 0 22 0.2 △ 12.0 22 0.2 0. 0

河 　 　 川 223 2.0 223 2.0 0. 0 223 2.0 0. 0 223 2.0 0. 0

水 　 　 路 111 1.0 109 1.0 △ 1.8 99 0.9 △ 9.2 97 0.8 △ 2.0

道 　 　 　 路 678 6.0 689 6.1 1. 6 695 6.1 0. 9 715 6.3 2. 9

Ұ ൠ 道 路 455 4.0 477 4.2 4. 8 494 4.4 3. 6 520 4.6 5. 3

農 　 　 道 205 1.8 195 1.7 △ 4.9 185 1.6 △ 5.1 179 1.6 △ 3.2

林 　 　 道 18 0.2 17 0.2 △ 5.6 16 0.1 △ 5.9 16 0.1 0. 0

宅 　 　 　 地 1,271 11.3 1, 307 11.6 2. 8 1, 367 12.1 4. 6 1, 417 12.6 3. 7

住  宅  地 741 6.6 761 6.8 2. 7 784 6.9 3. 0 816 7.3 4. 1

工 業 用 地 96 0.9 91 0.8 △ 5.2 112 1.0 23. 1 113 1.0 0. 9

その他の宅地 434 3.8 455 4.0 4. 8 471 4.2 3. 5 488 4.3 3. 6

そ 　 の 　 他 1,413 12.5 1, 337 11.8 △ 5.4 1, 518 13.4 13. 5 1, 570 13.9 3. 4

合 　 　 　 計 11,301 100.0 11, 301 100.0 0. 0 11, 301 100.0 0. 0 11, 301 100.0 0. 0

市 　 街 　 地 730 6.5 770 6.8 5. 5 780 6.9 1. 3 1, 130 10.0 44. 9
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̑ɽ利用۠͝ͱの市土利用のنのඪ

ར用区分/年
令和̎年（ج४年࣍） 令和̕年 令和14年

面ੵ 構成比 面ੵ 構成比 増減率
（9/2） 面ੵ 構成比 増減率

（14/9）

農 　 用 　 地 3,480 30.8 3, 458 30.6 △ 0.6 3, 414 30.2 △ 1.3

農 　 　 地 3,480 30.8 3, 458 30.6 △ 0.6 3, 414 30.2 △ 1.3

採 草 放 牧 地 0 0.0 0 0. 0 0. 0 0 0. 0 0. 0

森 　 　 　 林 3,777 33.4 3, 777 33.4 0. 0 3, 777 33.4 0. 0

ࠃ  ༗  林 216 1.9 216 1.9 0. 0 216 1.9 0. 0

ຽ  ༗  林 3,561 31.5 3, 561 31.5 0. 0 3, 561 31.5 0. 0

原 　 　 　 野 0 0.0 0 0. 0 0. 0 0 0. 0 0. 0

水 面・河 川・水 路 342 3.0 342 3.0 0. 0 341 3.0 △ 0.3

水     面 22 0.2 22 0.2 0. 0 22 0.2 0. 0

河 　 　 川 223 2.0 223 2.0 0. 0 223 2.0 0. 0

水 　 　 路 97 0.8 97 0.8 0. 0 96 0.8 △ 1.0

道 　 　 　 路 715 6.3 717 6.3 0. 3 722 6.4 0. 7

Ұ ൠ 道 路 520 4.6 523 4.6 0. 6 530 4.7 1. 3

農 　 　 道 179 1.6 178 1.6 △ 0.6 176 1.6 △ 1.1

林 　 　 道 16 0.1 16 0.1 0. 0 16 0.1 0. 0

宅 　 　 　 地 1,417 12.6 1, 437 12.8 1. 4 1, 476 13.1 2. 7

住  宅  地 816 7.3 816 7.3 0. 0 826 7.3 1. 2

工 業 用 地 113 1.0 134 1.2 18. 6 134 1.2 0. 0

そ の 他 の 宅 地 488 4.3 487 4.3 △ 0.2 516 4.6 6. 0

そ 　 の 　 他 1,570 13.9 1, 571 13.9 0. 1 1, 572 13.9 0. 1

合 　 　 　 計 11,301 100.0 11, 302 100.0 0. 0 11, 302 100.0 0. 0

市 　 街 　 地 1,130 10.0 1, 130 10.0 0. 0 1, 130 10.0 0. 0
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̒ɽਓޱͳͲΛ基ૅͱͨ͠用ݪ୯ҐのਪҠ
⑴　農用地໘ੵとؔࢦ標のਪҠと目標

区　　分

農用地面ੵ
ਓ　　ޱ
（ਓ）

農業ब業
ਓ　　ޱ
（ਓ）

ਓ ޱ ̍ ਓ
ͨΓ農用地
面 ੵ

（aʗਓ）

農業ब業ਓޱ
̍ ਓ  ͨ Γ
農 用 地 面 ੵ

（aʗਓ）

農　　　地
（ha）

採草放牧地
（ha）

農　用　地
（ha）

ฏ成22年 3,780 ̌ 3,780 62,214 3,353 6.1 112.7

ฏ成27年 3,600 ̌ 3,600 62,194 3,109 5.8 115.8

令和̎年 3,480 ̌ 3,480 62,140 2,758 5.6 126.2

令和̕年 3,458 ̌ 3,458 60,129 ʵ 5.8 ʵ

令和14年 3,414 ̌ 3,414 58,554 ʵ 5.8 ʵ

⑵　林໘ੵとؔࢦ標のਪҠと目標

区　　分
森林面ੵ
（ha）

ਓ　　ޱ
（ਓ）

市 面 ੵ
（ha）

ਓ̍ޱਓ
 ͨ Γ
森林面ੵ
（aʗਓ）

市 面 ੵ ʹ
ΊΔ森林
面ੵのׂ合

（％）

ฏ成22年 3,831 62,214 11,301 6.16 33.9

ฏ成27年 3,777 62,194 11,301 6.07 33.4

令和̎年 3,777 62,140 11,301 6.08 33.4

令和̕年 3,777 60,129 11,302 6.28 33.4

令和14年 3,777 58,554 11,302 6.45 33.4

⑶　水໘・Տ川・水࿏໘ੵとؔࢦのਪҠと目標

区　　分

水面・河川・水路面ੵ

ಉࠨਪҠ
（ࢦ）

ਓ　　ޱ
（ਓ）

市 面 ੵ
（ha）

ਓ ޱ ઍ ਓ
 ͨ Γ の
水面・河川・
水 路 面 ੵ

（haʗઍਓ）

市 面 ੵ ʹ
ΊΔ水面・
河 川・水 路
面 ੵ の ׂ 合

（％）

水　面
（ha）

河　川
（ha）

水　路
（ha）

合　計
（ha）

ฏ成22年 25 223 109 357 100 62,214 11,301 5.7 3. 2

ฏ成27年 22 223 99 344 96 62,194 11,301 5.5 3. 0

令和̎年 22 223 97 342 96 62,140 11,301 5.5 3. 0

令和̕年 22 223 97 342 96 60,129 11,302 5.7 3. 0

令和14年 22 223 96 341 96 58,554 11,302 5.8 3. 0
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ᾊ　ಓ࿏໘ੵとؔࢦ標のਪҠと目標

区　　分

道路面ੵ
ಉࠨ
ਪҠ

（ࢦ）

ਓ　ޱ
（ਓ）

市面ੵ
（ha）

ਓޱઍਓ
ͨΓの
道路面ੵ

（haʗઍਓ）

市 面 ੵ ʹ
ΊΔ道路
面ੵのׂ合

（％）

Ұൠ
道路

（ha）

農道
（ha）

林道
（ha）

農林
道計

（ha）

道路
合計

（ha）

ฏ成22年 477 195 17 212 689 100 62,214 11,301 11.1 6. 1 

ฏ成27年 494 185 16 201 695 101 62,194 11,301 11.2 6. 1 

令和̎年 520 179 16 195 715 104 62,140 11,301 11.5 6. 3 

令和̕年 523 178 16 194 717 104 60,129 11,302 11.9 6. 3 

令和14年 530 176 16 192 722 105 58,554 11,302 12.3 6. 4 

ᾋ　ॅ地໘ੵのਪҠと目標

区　　分
住宅地
面　ੵ
（ha）

Ұ　ൠ
ੈଳ

（ੈଳ）

̍ੈଳͨΓ
住 宅 地 面 ੵ
（ᶷʗੈଳ）

ฏ成22年 761 20,404 373 

ฏ成27年 784 21,428 366 

令和̎年 816 22,589 361 

令和̕年 816 22,954 355 

令和14年 826 22,988 359 

ᾌ　工業用地໘ੵとؔࢦ標のਪҠと目標

区　　分
工業用地
面　　ੵ
（ha）

ै業ऀ
（ਓ）

ै業ऀ̍ਓ
ͨΓ工業
用 地 面 ੵ
（ᶷʗਓ）

ฏ成22年 91 6,784 134

ฏ成27年 112 6,663 168

令和̎年 113 7,358 154

令和̕年 134 ʵ ʵ

令和14年 134 ʵ ʵ

ᾍ　ͦのଞの地໘ੵのਪҠと目標

区　　分

その他の
宅 地 の
面　　ੵ
（ha）

ਓ　ޱ
（ਓ）

ਓ ޱ ̍ ਓ
　ͨ　Γ
そ の 他 の
宅地の面ੵ
（ᶷʗਓ）

ฏ成22年 455 62,214 73 

ฏ成27年 471 62,194 76 

令和̎年 488 62,140 79 

令和̕年 487 60,129 81 

令和14年 516 58,554 88 

ᾎ　શ域໘ੵとؔࢦ標のਪҠと目標

区　　分
શҬ面ੵ
（ha）

ਓ　　ޱ
（ਓ）

ਓ̍ޱਓ
 ͨ Γ
市 面 ੵ
（ᶷʗਓ）

ฏ成22年 11,301 62,214 1,816

ฏ成27年 11,301 62,194 1,817

令和̎年 11,301 62,140 1,819

令和̕年 11,302 60,129 1,880

令和14年 11,302 58,554 1,930
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̓ɽڥɾࠃ土อશ関のࢦఆঢ়گ
⑴　อ　҆　林

区　　分 面ੵ（ha） 森林面ੵʹΊΔׂ合（％） උ　　ߟ

水͔ݯΜཆอ҆林 901 23.9 

࠭ྲྀग़උอ҆林 105 2.8 

่࠭յඋอ҆林 6 0.2 

そ の 他 106 2.8 

合　　計 1,117 29.6 

⑵　自 然 公 園

天童高原県立自然公園

地Ҭࢦఆ区分 面ੵ（ha） ެԂ面ੵʹΊΔׂ合（％） උ　　ߟ

ୈ Ұ छ ಛ ผ 地 Ҭ 11 0.6　 高ୌ不動ଚ境内、若দࣉ周辺

ୈ ೋ छ ಛ ผ 地 Ҭ 0 0.0

ୈ ࡾ छ ಛ ผ 地 Ҭ 1,376 　73.1 ジャガラϞガラ

ී ௨ 地 Ҭ 496 　26.3

合　　計 1,883 　100.0

区 域 指 定：昭和42年８月30日　山形県ࣔࠂ第843号
公園計画決定：昭和42年８月30日　山形県ࣔࠂ第844号
特別地域指定：昭和42年８月30日　山形県ࣔࠂ第845号

⑶　土࠭災害ܯռ区域

土砂災害ܯռ区域等の指定状況

ܕఆྨࢦ ռ区Ҭܯ ఆՕॴࢦ උ　　ߟ

 ੴ ྲྀ
土砂災害ܯռ区域 28

土砂災害特別ܯռ区域 20

地 ͢  Γ
土砂災害ܯռ区域 1

土砂災害特別ܯռ区域 0

ٸ  ࣼ 地
土砂災害ܯռ区域 29

土砂災害特別ܯռ区域 29

合　　計
土砂災害ܯռ区域 58

土砂災害特別ܯռ区域 49
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̔ɽ土利用సϚτϦοΫε
ᾇ　令和̎年ʙ令和̕年 （୯Ґɿha）

面ੵ増Ճ
　　ˠ

面ੵ減গ
　ˣ

令　和　̎　年

増減面ੵ
（"）ô（#）

農
用
地

国
有
林

民
有
林

原

野

水

面

河

川

水

路

一
般
道
路

農

道

林

道

住
宅
地

工
業
用
地

そ
の
他

の
宅
地

そ
の
他

計
（
Ａ
）

3480 216 3561 0 22 223 97 520 179 16 816 113 488 1570 11301

令　
　
和　
　
９　
　
年

農 用 地 3458 0.0 △ 21.7

ࠃ ༗ 林 216 0.0 0. 0

ຽ ༗ 林 3561 0.0 0. 0

原 　 野 0 0.0 0. 0

水 　 面 22 0.0 0. 0

河 　 川 223 0.0 0. 0

水 　 路 97 0.1 0. 1 △ 0.2

Ұൠ道路 523 3.3 3. 3 2. 7

農 　 道 178 0.0 △ 1.0

林 　 道 16 0.0 0. 0

住 宅 地 816 0.0 0. 0

工業用地 134 17.4 0. 3 0. 6 1. 0 1. 1 0. 3 20. 7 20. 7
そ の 他
の 宅 地 487 0.0 △ 1.1

そ の 他 1571 0.9 0. 9 0. 6

計（#） 11302 21.7 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 3 0. 6 1. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 1 0. 3 0. 0

ᾈ　令和̎年ʙ令和14年 （୯Ґɿha）
面ੵ増Ճ

　　ˠ

面ੵ減গ
　ˣ

令　和　̎　年

増減面ੵ
（"）ô（#）

農
用
地

国
有
林

民
有
林

原

野

水

面

河

川

水

路

一
般
道
路

農

道

林

道

住
宅
地

工
業
用
地

そ
の
他

の
宅
地

そ
の
他

計
（
Ａ
）

3480 216 3561 0 22 223 97 520 179 16 816 113 488 1570 11301

令　
　
和　
　
14　
　
年

農 用 地 3414 0.0 △ 66.0

ࠃ ༗ 林 216 0.0 0. 0

ຽ ༗ 林 3561 0.0 0. 0

原 　 野 0 0.0 0. 0

水 　 面 22 0.0 0. 0

河 　 川 223 0.0 0. 0

水 　 路 96 0.4 0. 4 △ 1.3

Ұൠ道路 530 8.4 2. 7 1. 6 12. 7 10. 5

農 　 道 176 0.0 △ 3.3

林 　 道 16 0.0 0. 0

住 宅 地 826 9.5 0. 9 0. 7 0. 9 0. 4 0. 3 12. 7 10. 0

工業用地 134 17.4 0. 3 0. 6 1. 0 1. 1 0. 3 20. 7 20. 7
そ の 他
の 宅 地 516 27.5 0. 5 0. 9 1. 4 0. 4 30. 7 27. 6

そ の 他 1572 2.8 2. 8 1. 8

計（#） 11302 66.0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 7 2. 2 3. 3 0. 0 2. 7 0. 0 3. 1 1. 0 0. 0
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̕ɽ土利用構想ਤ
ᾇ　地ར用構ਤのझࢫ

　天童市国土利用計画のࢀ考資料として、新しいニーズに応える土地利用区分や地域の将来構想な
どを図面上にり込み、本市における土地利用調整の指針及び各種施策を推進する際の断基準と
なることを目的として位置付けるものです。

ᾈ　区Ҭ͝ͱのํ͑ߟ
　ア　ॅډ・業ܥ
　　　市街化区域の中で計画的な住宅の集約や住宅周辺の生活関連施設の整備、商業施設等の立地の

誘導を図る区域
　Π　工業・࢈業ܥ
　　　既存の工業団地・産業団地や交通アクセスの利便性を生かした企業の集約地において新たな企

業の誘致や産業の創造・振興を図る区域
　　市街地֎ԑ෦
　　　将来における宅地の需給状況を鑑みて、市街地の外ԑ部における新たな宅地開発を検討する区域
　エ　ా園集མ
　　　優良農用地や森林を確保しつつ、生産と生活の場として集落内の良好な生活環境を維持・整備

する区域
　Φ　農用地
　　　山間地域と東部地域に果樹地帯、西部地域に水田地帯が広がっており、農作物の生産基盤とし

て維持・保全する区域
　カ　林
　　　原生的な森林や希少な野生生物の生態系の保全を図るとともに、林業振興、自然との৮れ合い

やレクリエーションの場として森林の多様な利活用を図る区域
　Ω　スϙーツ・レクリエーシϣンエリア
　　　県総合運動公園や市スϙーツセンター、天童高原を中心として市民の健康増進や住民間の交流

を図るとともに、新たな賑わいと魅力のあるエリアの創出を検討する区域
　ク　࢈業構エリア
　　　周辺の工場の立地動向や産業・物流インフラの整備状況を踏まえて、産業の振興と就労の場の

創出のために新たな産業団地の造成を検討する区域
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