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第１章� 都市の現状と課題�  

１� 本市の概要 

１．１� 位置と地勢 
本市は熊本県の北西部に位置し、西は長洲町と荒尾市、北は南関町と和水町、東は玉東町、南は熊本

市と接しています。市域の面積は約 152 ㎢、南北約 17㎞、東西約 14.5㎞となっています。�
本市は熊本都市圏と福岡都市圏の中間に位置し、-5 鹿児島本線や九州縦貫自動車道、有明フェリー

など、交通の便に恵まれた地域です。�
有明海、菊池川、小岱山及び金峰山系の山々などの豊かな自然環境や多数の古墳をはじめとする数

多くの歴史的資源に恵まれています。 

主な作物は米、麦が中心で、イチゴ、トマトなどの施設園芸や、アサリや海苔などの水産業が盛んに行わ

れており、県内有数の産地です。また、天水地区では、地形及び自然条件から柑橘類が特産物となってい

ます。 

市の北部、小岱山の麓には 1300 余年の歴史と泉質の優秀さを誇る玉名温泉を有しています。市の南

部、有明海を望むみかん畑の裾野にある小天温泉は、夏目漱石の名作「草枕」の舞台としても知られてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 玉名市全景 

１．1　位置と地勢

１　本市の概要
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１．２� 沿革 
菊池川下流の本市は、その恵みとともに栄えてきました。 

古墳時代には、菊池川から有明海、瀬戸内海を経て、近畿地方まで凝灰岩で作られた石棺が運ばれて

おり、現在、大阪府の指定文化財として大切にされています。また、永安寺東・西古墳をはじめ優れた装飾

古墳が数多く分布することでも知られています。 

中世には、河口港の高瀬や伊倉が海外交易の拠点となりました。中国からの渡来僧やキリスト教の宣教

師が滞在しており、キリシタン墓碑や中国人墓が遺されています。 

江戸時代には、高瀬に藩の御蔵が置かれており、集められた菊池川流域の米が高瀬米として大坂に運

ばれ、熊本藩の経済を支えていました。 

明治以降は、近世以来の大規模な干拓による米の増産、養蚕業の振興と生糸の生産、鉄道の開通とと

もに次第に発展してきました。 

昭和 29年４月に玉名市、昭和 35年 10月に天水町、昭和 40年４月に岱明町、昭和 43年 11月に

横島町がそれぞれ市・町制を施行し現代に至り、平成 17年 10月３日、１市３町による玉名市が

誕生しました。 
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写真 大俵まつり 

１．2　沿革

第１章　都市の現状と課題
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２� 本市を取り巻く社会・経済動向 

２．１� 人口指標 
（１）人口・世帯数�

 

 

 

本市の令和２年時点の人口は 64,292 人、世帯数は 25,278 世帯となっています。人口は年々減少傾

向にある一方、世帯数は年々増加傾向にあり、核家族化や一人暮らしのお年寄り世帯の増加が顕著となっ

ています。 

地区別にみると、玉名地区 40,727 人（63.3％）が最も多く、次いで、岱明地区 13,163 人（20.5％）、天

水地区 5,580人（8.7％）、横島地区 4,822人（7.5％）となっており、玉名地区に全体の６割以上の人口が

集中しています。昭和 60 年から令和２年の動向をみると、岱明地区が最も人口減少率が小さく、横島地

区、天水地区において人口減少率が高くなっています。 
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◆ 人口は年々減少傾向、世帯数は増加傾向‒
◆ 玉名地区に全体の６割以上の人口が集中‒

表　人口・世帯数及び平均世帯人員の推移

割合
人口 市全域 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
（人） 玉名地区 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������

岱明地区 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� �����
横島地区 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������
天水地区 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������

世帯数 市全域 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �����
（世帯） 玉名地区 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� �����

岱明地区 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
横島地区 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� �����
天水地区 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� － －
［出典：国勢調査］

S60～R2
増減率

平均世帯人員（人/世帯）

令和2年
平成22年平成17年平成12年平成7年平成2年昭和60年 平成27年

ϳϰ͕ϯϱϲ ϳϯ͕ϯϭϵ ϳϮ͕ϵϬϬ ϳϯ͕Ϭϱϭ ϳϭ͕ϴϱϭ ϲϵ͕ϱϰϭ ϲϲ͕ϳϴϮ ϲϰ͕ϮϵϮ

ϮϬ͕ϬϬϱ ϮϬ͕ϰϴϵ Ϯϭ͕ϰϱϵ Ϯϯ͕Ϭϴϵ Ϯϯ͕ϳϮϭ Ϯϰ͕ϯϰϰ Ϯϰ͕ϰϳϰ Ϯϱ͕Ϯϳϴ

ϯ͘ϳϮ ϯ͘ϱϴ
ϯ͘ϰϬ

ϯ͘ϭϲ ϯ͘Ϭϯ Ϯ͘ϴϲ Ϯ͘ϳϯ
Ϯ͘ϱϰ

Ϭ͘ϬϬ

ϭ͘ϬϬ

Ϯ͘ϬϬ

ϯ͘ϬϬ

ϰ͘ϬϬ

ϱ͘ϬϬ

Ϭ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

ϱϬ͕ϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬϬ

ϳϬ͕ϬϬϬ

ϴϬ͕ϬϬϬ

昭和ϲϬ年 平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年 平成ϭϳ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϳ年 令和Ϯ年

（人ͬ世帯）（人、世帯）

人口 世帯数 平均世帯人員

図 人口・世帯数・平均世帯人員の推移 
［出典：国勢調査］ 
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２．1　人口指標
２　本市を取り巻く社会・経済動向

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表　人口・世帯数及び平均世帯人員

割合
人口 市全域
（人） 玉名地区

岱明地区
横島地区
天水地区

世帯数 市全域
（世帯） 玉名地区

岱明地区
横島地区
天水地区

－ －
［出典：国勢調査］

S60～R2
増減率

平均世帯人員（人/世帯）

令和2年
平成22年平成17年平成12年平成7年平成2年昭和60年 平成27年

◆  人口は年々減少傾向、世帯数は増加傾向
◆  玉名地区に全体の６割以上の人口が集中



7

 

7 
�

（２）人口集中地区（ＤＩＤ）の推移�

 

 

 

人口集中地区（ＤＩＤ）※の人口と面積の推移を見ると、平成 22年まで人口、面積ともに増加傾向にありま

したが、平成 27年には人口、面積ともに減少しています。人口密度は 40人/haを下回っており、低密度な

市街化の進行がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 低密度な市街化が進行‒
◆ 人口、面積ともに近年は減少傾向‒

図 人口集中地区（ＤＩＤ）の変遷 
[出典：国勢調査] 

［出典：国勢調査］ 令和 2年 人口集中地区 
人  口：12,264人 
面  積：333ha 
人口密度：36.8人/ha 

昭和 60年 人口集中地区 
人  口：11,126人 
面  積：290ha 
人口密度：38.4人/ha 

図 人口集中地区（ＤＩＤ）の面積と人口密度の推移 

表　人口集中地区の人口及び面積の推移

人口（人） 面積（ha）
人口密度
（人/ha）

昭和60年 ������ ��� ����
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2年 ������ ��� ����

［出典：国勢調査］

ϮϵϬ ϯϬϬ ϯϭϬ ϯϭϲ
ϯϰϭ ϯϱϯ

ϯϮϯ ϯϯϯ

ϯϴ͘ϰ
ϯϱ͘ϴ ϯϱ͘ϰ ϯϱ͘ϰ

ϯϳ͘ϱ
ϯϱ͘ϳ ϯϲ͘ϯ ϯϲ͘ϴ

Ϭ͘Ϭ

ϱ͘Ϭ

ϭϬ͘Ϭ

ϭϱ͘Ϭ

ϮϬ͘Ϭ

Ϯϱ͘Ϭ

ϯϬ͘Ϭ

ϯϱ͘Ϭ

ϰϬ͘Ϭ

Ϭ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

ϮϱϬ

ϯϬϬ

ϯϱϬ

ϰϬϬ

昭和ϲϬ年 平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年 平成ϭϳ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϳ年 令和Ϯ年

（人ͬŚĂ）（ŚĂ）

面積（ŚĂ） 人口密度（人ͬŚĂ）

表 人口集中地区（DID）人口、面積及び人口密度 
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◆ 人口は年々減少傾向、世帯数は増加傾向‒
◆ 玉名地区に全体の６割以上の人口が集中‒
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���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� － －
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ϮϬ͕ϬϬϱ ϮϬ͕ϰϴϵ Ϯϭ͕ϰϱϵ Ϯϯ͕Ϭϴϵ Ϯϯ͕ϳϮϭ Ϯϰ͕ϯϰϰ Ϯϰ͕ϰϳϰ Ϯϱ͕Ϯϳϴ

ϯ͘ϳϮ ϯ͘ϱϴ
ϯ͘ϰϬ

ϯ͘ϭϲ ϯ͘Ϭϯ Ϯ͘ϴϲ Ϯ͘ϳϯ
Ϯ͘ϱϰ

Ϭ͘ϬϬ

ϭ͘ϬϬ

Ϯ͘ϬϬ

ϯ͘ϬϬ

ϰ͘ϬϬ

ϱ͘ϬϬ

Ϭ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

ϱϬ͕ϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬϬ

ϳϬ͕ϬϬϬ

ϴϬ͕ϬϬϬ

昭和ϲϬ年 平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年 平成ϭϳ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϳ年 令和Ϯ年

（人ͬ世帯）（人、世帯）

人口 世帯数 平均世帯人員

図 人口・世帯数・平均世帯人員の推移 
［出典：国勢調査］ 
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２� 本市を取り巻く社会・経済動向 

２．１� 人口指標 
（１）人口・世帯数�

 

 

 

本市の令和２年時点の人口は 64,292 人、世帯数は 25,278 世帯となっています。人口は年々減少傾

向にある一方、世帯数は年々増加傾向にあり、核家族化や一人暮らしのお年寄り世帯の増加が顕著となっ

ています。 

地区別にみると、玉名地区 40,727 人（63.3％）が最も多く、次いで、岱明地区 13,163 人（20.5％）、天

水地区 5,580人（8.7％）、横島地区 4,822人（7.5％）となっており、玉名地区に全体の６割以上の人口が

集中しています。昭和 60 年から令和２年の動向をみると、岱明地区が最も人口減少率が小さく、横島地

区、天水地区において人口減少率が高くなっています。 
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◆ 人口は年々減少傾向、世帯数は増加傾向‒
◆ 玉名地区に全体の６割以上の人口が集中‒

表　人口・世帯数及び平均世帯人員の推移

割合
人口 市全域 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
（人） 玉名地区 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������

岱明地区 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� �����
横島地区 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������
天水地区 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������

世帯数 市全域 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �����
（世帯） 玉名地区 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� �����

岱明地区 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
横島地区 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� �����
天水地区 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� － －
［出典：国勢調査］

S60～R2
増減率

平均世帯人員（人/世帯）

令和2年
平成22年平成17年平成12年平成7年平成2年昭和60年 平成27年

ϳϰ͕ϯϱϲ ϳϯ͕ϯϭϵ ϳϮ͕ϵϬϬ ϳϯ͕Ϭϱϭ ϳϭ͕ϴϱϭ ϲϵ͕ϱϰϭ ϲϲ͕ϳϴϮ ϲϰ͕ϮϵϮ

ϮϬ͕ϬϬϱ ϮϬ͕ϰϴϵ Ϯϭ͕ϰϱϵ Ϯϯ͕Ϭϴϵ Ϯϯ͕ϳϮϭ Ϯϰ͕ϯϰϰ Ϯϰ͕ϰϳϰ Ϯϱ͕Ϯϳϴ

ϯ͘ϳϮ ϯ͘ϱϴ
ϯ͘ϰϬ

ϯ͘ϭϲ ϯ͘Ϭϯ Ϯ͘ϴϲ Ϯ͘ϳϯ
Ϯ͘ϱϰ

Ϭ͘ϬϬ

ϭ͘ϬϬ

Ϯ͘ϬϬ

ϯ͘ϬϬ

ϰ͘ϬϬ

ϱ͘ϬϬ

Ϭ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

ϱϬ͕ϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬϬ

ϳϬ͕ϬϬϬ

ϴϬ͕ϬϬϬ

昭和ϲϬ年 平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年 平成ϭϳ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϳ年 令和Ϯ年

（人ͬ世帯）（人、世帯）

人口 世帯数 平均世帯人員

図 人口・世帯数・平均世帯人員の推移 
［出典：国勢調査］ 

表　人口集中地区（DID）の人口、面積 及び人口密度

人口（人） 面積（ha）
人口密度

（人/ha）
昭和60年
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2年

［出典：国勢調査］

第１章　都市の現状と課題

◆  低密度な市街化が進行
◆  人口、面積ともに近年は減少傾向
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（３）推計人口�

 

 

 

 

国立社会保障・人口問題研究所の推計結果によると、今後も人口減少傾向が続くものと推計され、本計

画の目標年度（令和 24年度）に近い令和 27年には、現状（令和２年：64,292人）と比較して、17,617人

減の 46,675人と推計されています。 

また、65 歳以上の老年人口は、令和７年をピークに減少に転じると推計されますが、老年人口比率は

年々上昇し、令和 27 年には、現状（令和２年：34.2％）と比較して、6.3 ポイント上昇の 40.5％に達すると

推計されています。 

一方で、14歳以下の年少人口は年々減少し、令和 27年には、現状（令和２年：7,960人）と比較して、

2,431 人減の 5,529 人と推計されますが、年少人口比率は令和 17 年以降、12％程度で推移するとされ

ています。 
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ϳ͕ϵϲϬ ϳ͕ϰϰϱ ϲ͕ϴϳϵ ϲ͕ϯϳϵ ϱ͕ϵϱϵ ϱ͕ϱϮϵ

ϯϰ͕ϬϱϬ
ϯϬ͕ϱϲϰ

Ϯϴ͕Ϯϴϵ
Ϯϲ͕ϯϴϴ

Ϯϰ͕Ϯϭϳ
ϮϮ͕Ϯϰϲ

Ϯϭ͕ϵϴϯ ϮϮ͕ϯϱϮ Ϯϭ͕ϴϯϯ ϮϬ͕ϴϲϯ ϭϵ͕ϵϵϳ ϭϴ͕ϵϬϬ

Ϭ

ϱ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

Ϯϱ͕ϬϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϯϱ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

令和Ϯ年 令和ϳ年 令和ϭϮ年 令和ϭϳ年 令和ϮϮ年 令和Ϯϳ年

（人）

年少人口 生産年齢人口 老年人口

表　推計人口

人口 年少人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
（人） 生産年齢人口 ������ ������ ������ ������ ������ ������

老年人口 ������ ������ ������ ������ ������ ������
年齢不詳 ��� � � � � �

計 ������ ������ ������ ������ ������ ������
割合 年少人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
（％） 生産年齢人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����

老年人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
年齢不詳 ���� � � � � �

計 ������ ������ ������ ������ ������ ������
［出典：国立社会保障・人口問題研究所］

令和22年 令和27年令和2年 令和7年 令和12年 令和17年

◆ 人口減少傾向が今後も続く‒
◆ 令和 ․ 年には老年人口が …•％以上‒

図 年齢区分別将来人口の推移 
［出典：国勢調査（令和 2年）・国立社会保障・人口問題研究所（令和 7年～令和 27年）］ 

〈将来人口推計〉 
［出典：国勢調査（令和 2年）・国立社会保障・人口問題研究所（令和 7年～令和 27年）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

（人）

年少人口 生産年齢人口 老年人口

表　推計人口

人口 年少人口
（人） 生産年齢人口

老年人口
年齢不詳

計
割合 年少人口
（％） 生産年齢人口

老年人口
年齢不詳

計
［出典：国立社会保障・人口問題研究所］

令和22年 令和27年令和2年 令和7年 令和12年 令和17年

図 年齢区分別将来人口の推移 
［出典：国勢調査（令和 2年）・国立社会保障・人口問題研究所（令和 7年～令和 27年）］ 

〈将来人口推計〉 
［出典：国勢調査（令和 2年）・国立社会保障・人口問題研究所（令和 7年～令和 27年）］ 
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（３）推計人口�

 

 

 

 

国立社会保障・人口問題研究所の推計結果によると、今後も人口減少傾向が続くものと推計され、本計

画の目標年度（令和 24年度）に近い令和 27年には、現状（令和２年：64,292人）と比較して、17,617人

減の 46,675人と推計されています。 

また、65 歳以上の老年人口は、令和７年をピークに減少に転じると推計されますが、老年人口比率は

年々上昇し、令和 27 年には、現状（令和２年：34.2％）と比較して、6.3 ポイント上昇の 40.5％に達すると

推計されています。 

一方で、14歳以下の年少人口は年々減少し、令和 27年には、現状（令和２年：7,960人）と比較して、

2,431 人減の 5,529 人と推計されますが、年少人口比率は令和 17 年以降、12％程度で推移するとされ

ています。 
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ϳ͕ϵϲϬ ϳ͕ϰϰϱ ϲ͕ϴϳϵ ϲ͕ϯϳϵ ϱ͕ϵϱϵ ϱ͕ϱϮϵ

ϯϰ͕ϬϱϬ
ϯϬ͕ϱϲϰ

Ϯϴ͕Ϯϴϵ
Ϯϲ͕ϯϴϴ

Ϯϰ͕Ϯϭϳ
ϮϮ͕Ϯϰϲ

Ϯϭ͕ϵϴϯ ϮϮ͕ϯϱϮ Ϯϭ͕ϴϯϯ ϮϬ͕ϴϲϯ ϭϵ͕ϵϵϳ ϭϴ͕ϵϬϬ

Ϭ

ϱ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

Ϯϱ͕ϬϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϯϱ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

令和Ϯ年 令和ϳ年 令和ϭϮ年 令和ϭϳ年 令和ϮϮ年 令和Ϯϳ年

（人）

年少人口 生産年齢人口 老年人口

表　推計人口

人口 年少人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
（人） 生産年齢人口 ������ ������ ������ ������ ������ ������

老年人口 ������ ������ ������ ������ ������ ������
年齢不詳 ��� � � � � �

計 ������ ������ ������ ������ ������ ������
割合 年少人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
（％） 生産年齢人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����

老年人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
年齢不詳 ���� � � � � �

計 ������ ������ ������ ������ ������ ������
［出典：国立社会保障・人口問題研究所］

令和22年 令和27年令和2年 令和7年 令和12年 令和17年

◆ 人口減少傾向が今後も続く‒
◆ 令和 ․ 年には老年人口が …•％以上‒

図 年齢区分別将来人口の推移 
［出典：国勢調査（令和 2年）・国立社会保障・人口問題研究所（令和 7年～令和 27年）］ 

〈将来人口推計〉 
［出典：国勢調査（令和 2年）・国立社会保障・人口問題研究所（令和 7年～令和 27年）］ 

◆  人口減少傾向が今後も続く
◆  令和 27 年には老年人口が 40％以上



9

 

8 
�

（３）推計人口�

 

 

 

 

国立社会保障・人口問題研究所の推計結果によると、今後も人口減少傾向が続くものと推計され、本計

画の目標年度（令和 24年度）に近い令和 27年には、現状（令和２年：64,292人）と比較して、17,617人

減の 46,675人と推計されています。 

また、65 歳以上の老年人口は、令和７年をピークに減少に転じると推計されますが、老年人口比率は

年々上昇し、令和 27 年には、現状（令和２年：34.2％）と比較して、6.3 ポイント上昇の 40.5％に達すると

推計されています。 

一方で、14歳以下の年少人口は年々減少し、令和 27年には、現状（令和２年：7,960人）と比較して、

2,431 人減の 5,529 人と推計されますが、年少人口比率は令和 17 年以降、12％程度で推移するとされ

ています。 
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ϳ͕ϵϲϬ ϳ͕ϰϰϱ ϲ͕ϴϳϵ ϲ͕ϯϳϵ ϱ͕ϵϱϵ ϱ͕ϱϮϵ

ϯϰ͕ϬϱϬ
ϯϬ͕ϱϲϰ

Ϯϴ͕Ϯϴϵ
Ϯϲ͕ϯϴϴ

Ϯϰ͕Ϯϭϳ
ϮϮ͕Ϯϰϲ

Ϯϭ͕ϵϴϯ ϮϮ͕ϯϱϮ Ϯϭ͕ϴϯϯ ϮϬ͕ϴϲϯ ϭϵ͕ϵϵϳ ϭϴ͕ϵϬϬ

Ϭ

ϱ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

Ϯϱ͕ϬϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϯϱ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

令和Ϯ年 令和ϳ年 令和ϭϮ年 令和ϭϳ年 令和ϮϮ年 令和Ϯϳ年

（人）

年少人口 生産年齢人口 老年人口

表　推計人口

人口 年少人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
（人） 生産年齢人口 ������ ������ ������ ������ ������ ������

老年人口 ������ ������ ������ ������ ������ ������
年齢不詳 ��� � � � � �

計 ������ ������ ������ ������ ������ ������
割合 年少人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
（％） 生産年齢人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����

老年人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
年齢不詳 ���� � � � � �

計 ������ ������ ������ ������ ������ ������
［出典：国立社会保障・人口問題研究所］

令和22年 令和27年令和2年 令和7年 令和12年 令和17年

◆ 人口減少傾向が今後も続く‒
◆ 令和 ․ 年には老年人口が …•％以上‒

図 年齢区分別将来人口の推移 
［出典：国勢調査（令和 2年）・国立社会保障・人口問題研究所（令和 7年～令和 27年）］ 

〈将来人口推計〉 
［出典：国勢調査（令和 2年）・国立社会保障・人口問題研究所（令和 7年～令和 27年）］ 
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２．２� 産業指標 
（１）産業３部門別就業者数�

 

 

 

令和２年の産業３部門別就業者数は、第１次産業：5,230人（16.8％）、第２次産業：7,746人（24.9％）、

第３次産業：18,021人（57.9％）と、第３次産業が過半数を占めています。 

昭和 60 年から令和２年の経年変化をみると、第３次産業の割合が年々増加している一方、第１次産業

の割合はマイナス 13.1ポイントと大幅に減少しています。また、就業者数も減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

◆ 第１次産業の割合が大幅に減少‒
◆ 第３次産業の割合が過半数を占める‒

Ϯϵ͘ϵй Ϯϰ͘ϰй Ϯϭ͘Ϯй ϭϵ͘ϲй ϭϵ͘ϭй ϭϳ͘Ϭй ϭϲ͘ϲй ϭϲ͘ϴй

Ϯϴ͘ϱй
ϯϭ͘ϵй

ϯϭ͘Ϯй ϯϬ͘Ϯй Ϯϳ͘ϰй Ϯϲ͘Ϭй Ϯϱ͘Ϯй Ϯϰ͘ϵй

ϰϭ͘ϲй ϰϯ͘ϳй ϰϳ͘ϲй ϱϬ͘ϭй ϱϯ͘Ϯй ϱϱ͘ϵй ϱϳ͘ϭй ϱϳ͘ϵй

Ϭ͘Ϭй Ϭ͘Ϭй Ϭ͘Ϭй Ϭ͘ϭй Ϭ͘ϯй ϭ͘ϭй ϭ͘ϭй Ϭ͘ϰй
ϯϱ͕ϴϰϬ ϯϱ͕ϭϰϴ ϯϱ͕ϯϭϯ ϯϰ͕ϵϮϯ ϯϯ͕ϲϵϮ

ϯϭ͕ϵϲϰ ϯϭ͕ϭϵϮ ϯϭ͕ϭϯϮ

Ϭ

ϰ͕ϬϬϬ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϮ͕ϬϬϬ

ϭϲ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

Ϯϰ͕ϬϬϬ

Ϯϴ͕ϬϬϬ

ϯϮ͕ϬϬϬ

ϯϲ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

Ϭй

ϭϬй

ϮϬй

ϯϬй

ϰϬй

ϱϬй

ϲϬй

ϳϬй

ϴϬй

ϵϬй

ϭϬϬй

昭和ϲϬ年 平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年 平成ϭϳ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϳ年 令和Ϯ年

（人）

第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能 就業者数

表　産業３部門別就業者数の構成比

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

昭和60年 ������ ����� ������ ����� ������ ����� � ���� ������
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2年 ����� ����� ����� ����� ������ ����� ��� ���� ������
熊本県(R2) ������ ���� ������� ����� ������� ����� ������ ���� �������

［出典：国勢調査］

合計
（人）

分類不能第３次産業第２次産業第１次産業

図 産業３部門別就業者数の構成比率及び就業者数の推移 

［出典：国勢調査］ 
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（３）推計人口�

 

 

 

 

国立社会保障・人口問題研究所の推計結果によると、今後も人口減少傾向が続くものと推計され、本計

画の目標年度（令和 24年度）に近い令和 27年には、現状（令和２年：64,292人）と比較して、17,617人

減の 46,675人と推計されています。 

また、65 歳以上の老年人口は、令和７年をピークに減少に転じると推計されますが、老年人口比率は

年々上昇し、令和 27 年には、現状（令和２年：34.2％）と比較して、6.3 ポイント上昇の 40.5％に達すると

推計されています。 

一方で、14歳以下の年少人口は年々減少し、令和 27年には、現状（令和２年：7,960人）と比較して、

2,431 人減の 5,529 人と推計されますが、年少人口比率は令和 17 年以降、12％程度で推移するとされ

ています。 
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ϳ͕ϵϲϬ ϳ͕ϰϰϱ ϲ͕ϴϳϵ ϲ͕ϯϳϵ ϱ͕ϵϱϵ ϱ͕ϱϮϵ

ϯϰ͕ϬϱϬ
ϯϬ͕ϱϲϰ

Ϯϴ͕Ϯϴϵ
Ϯϲ͕ϯϴϴ

Ϯϰ͕Ϯϭϳ
ϮϮ͕Ϯϰϲ

Ϯϭ͕ϵϴϯ ϮϮ͕ϯϱϮ Ϯϭ͕ϴϯϯ ϮϬ͕ϴϲϯ ϭϵ͕ϵϵϳ ϭϴ͕ϵϬϬ

Ϭ

ϱ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

Ϯϱ͕ϬϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϯϱ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

令和Ϯ年 令和ϳ年 令和ϭϮ年 令和ϭϳ年 令和ϮϮ年 令和Ϯϳ年

（人）

年少人口 生産年齢人口 老年人口

表　推計人口

人口 年少人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
（人） 生産年齢人口 ������ ������ ������ ������ ������ ������

老年人口 ������ ������ ������ ������ ������ ������
年齢不詳 ��� � � � � �

計 ������ ������ ������ ������ ������ ������
割合 年少人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
（％） 生産年齢人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����

老年人口 ����� ����� ����� ����� ����� �����
年齢不詳 ���� � � � � �

計 ������ ������ ������ ������ ������ ������
［出典：国立社会保障・人口問題研究所］

令和22年 令和27年令和2年 令和7年 令和12年 令和17年

◆ 人口減少傾向が今後も続く‒
◆ 令和 ․ 年には老年人口が …•％以上‒

図 年齢区分別将来人口の推移 
［出典：国勢調査（令和 2年）・国立社会保障・人口問題研究所（令和 7年～令和 27年）］ 

〈将来人口推計〉 
［出典：国勢調査（令和 2年）・国立社会保障・人口問題研究所（令和 7年～令和 27年）］ 
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２．２� 産業指標 
（１）産業３部門別就業者数�

 

 

 

令和２年の産業３部門別就業者数は、第１次産業：5,230人（16.8％）、第２次産業：7,746人（24.9％）、

第３次産業：18,021人（57.9％）と、第３次産業が過半数を占めています。 

昭和 60 年から令和２年の経年変化をみると、第３次産業の割合が年々増加している一方、第１次産業

の割合はマイナス 13.1ポイントと大幅に減少しています。また、就業者数も減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

◆ 第１次産業の割合が大幅に減少‒
◆ 第３次産業の割合が過半数を占める‒

Ϯϵ͘ϵй Ϯϰ͘ϰй Ϯϭ͘Ϯй ϭϵ͘ϲй ϭϵ͘ϭй ϭϳ͘Ϭй ϭϲ͘ϲй ϭϲ͘ϴй

Ϯϴ͘ϱй
ϯϭ͘ϵй

ϯϭ͘Ϯй ϯϬ͘Ϯй Ϯϳ͘ϰй Ϯϲ͘Ϭй Ϯϱ͘Ϯй Ϯϰ͘ϵй

ϰϭ͘ϲй ϰϯ͘ϳй ϰϳ͘ϲй ϱϬ͘ϭй ϱϯ͘Ϯй ϱϱ͘ϵй ϱϳ͘ϭй ϱϳ͘ϵй

Ϭ͘Ϭй Ϭ͘Ϭй Ϭ͘Ϭй Ϭ͘ϭй Ϭ͘ϯй ϭ͘ϭй ϭ͘ϭй Ϭ͘ϰй
ϯϱ͕ϴϰϬ ϯϱ͕ϭϰϴ ϯϱ͕ϯϭϯ ϯϰ͕ϵϮϯ ϯϯ͕ϲϵϮ

ϯϭ͕ϵϲϰ ϯϭ͕ϭϵϮ ϯϭ͕ϭϯϮ

Ϭ

ϰ͕ϬϬϬ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϮ͕ϬϬϬ

ϭϲ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

Ϯϰ͕ϬϬϬ

Ϯϴ͕ϬϬϬ

ϯϮ͕ϬϬϬ

ϯϲ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

Ϭй

ϭϬй

ϮϬй

ϯϬй

ϰϬй

ϱϬй

ϲϬй

ϳϬй

ϴϬй

ϵϬй

ϭϬϬй

昭和ϲϬ年 平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年 平成ϭϳ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϳ年 令和Ϯ年

（人）

第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能 就業者数

表　産業３部門別就業者数の構成比

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

昭和60年 ������ ����� ������ ����� ������ ����� � ���� ������
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2年 ����� ����� ����� ����� ������ ����� ��� ���� ������
熊本県(R2) ������ ���� ������� ����� ������� ����� ������ ���� �������

［出典：国勢調査］

合計
（人）

分類不能第３次産業第２次産業第１次産業

図 産業３部門別就業者数の構成比率及び就業者数の推移 

［出典：国勢調査］ 

２．2　産業指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表　産業３部門別就業者数の構成比

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

昭和60年
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2年
熊本県(R2)

［出典：国勢調査］

合計
（人）

分類不能第３次産業第２次産業第１次産業

第１章　都市の現状と課題

◆  第１次産業の割合が大幅に減少
◆  第３次産業の割合が過半数を占める
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（２）農業�

 

 

 

令和２年における農林業センサスによると、本市の農家数は 2,902 戸、就業人口は 3,855 人と、平成２

年以降、農家数、就業人口とも減少傾向を示しています。 

一方で、販売農家（経営耕地面積が 30ａ以上または農産物販売額が 50 万円以上の農家）１戸当たり

の平均経営面積は 253ａ／戸（※100ａ＝１ha）と、近年では拡大傾向を示しています。 

また、本市全体の農業総生産額は平成 27年で約 16,590百万円と、平成２年から 25年間の間で最も

高い金額となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  

◆ 農家数（戸）、就業人口は年々減少‒
◆ １戸当たりの平均経営耕地面積は拡大傾向‒

ϭϮϯ ϭϮϳ ϭϮϴ ϭϰϬ ϭϱϱ ϭϳϰ Ϯϱϯ

ϱ͕ϰϭϬ

ϰ͕ϳϵϰ
ϰ͕ϯϰϳ

ϯ͕ϲϮϲ

Ϯ͕ϵϱϵ
Ϯ͕ϱϱϱ

Ϯ͕Ϭϴϱ

Ϭ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

ϮϱϬ

ϯϬϬ

Ϭ

ϭ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年平成ϭϳ年平成ϮϮ年平成Ϯϳ年 令和Ϯ年

（Ă／戸）（人）

戸あたり経営耕地面積（Ă） 販売農家数（戸）

ϭϬ͕ϲϮϴ
ϴ͕ϲϵϯ ϴ͕ϯϲϰ

ϳ͕Ϯϯϵ
ϱ͕ϴϰϱ

ϰ͕ϵϱϮ
ϯ͕ϴϱϱ

ϲ͕ϰϮϰ

ϱ͕ϲϬϭ
ϱ͕ϭϴϱ

ϰ͕ϳϲϵ

ϰ͕Ϭϴϯ
ϯ͕ϱϮϳ

Ϯ͕ϵϬϮ

Ϭ

ϭ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϳ͕ϬϬϬ

Ϭ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϭϮ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年平成ϭϮ年平成ϭϳ年平成ϮϮ年平成Ϯϳ年令和Ϯ年

（戸）（人）

農業就業人口（人） 農家数（戸）

図 販売農家数及び１戸当たり 
平均経営耕地面積の推移 

図 農家数及び農業就業人口の推移 

［出典：農林業センサス］ 

図 農業総生産額の推移 

［出典：市町村民所得推計報告書］ 

ϭϮ͕ϴϵϭ ϭϯ͕ϰϲϮ ϭϯ͕ϴϰϵ
ϭϮ͕Ϯϱϭ

ϭϯ͕ϱϰϯ
ϭϲ͕ϱϵϬ

Ϭ

ϯ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϵ͕ϬϬϬ

ϭϮ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϬ

ϭϴ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年 平成ϭϳ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϳ年

（百万円）

農業総生産額（百万円）
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（２）農業�

 

 

 

令和２年における農林業センサスによると、本市の農家数は 2,902 戸、就業人口は 3,855 人と、平成２

年以降、農家数、就業人口とも減少傾向を示しています。 

一方で、販売農家（経営耕地面積が 30ａ以上または農産物販売額が 50 万円以上の農家）１戸当たり

の平均経営面積は 253ａ／戸（※100ａ＝１ha）と、近年では拡大傾向を示しています。 

また、本市全体の農業総生産額は平成 27年で約 16,590百万円と、平成２年から 25年間の間で最も

高い金額となっています。 
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◆ 農家数（戸）、就業人口は年々減少‒
◆ １戸当たりの平均経営耕地面積は拡大傾向‒

ϭϮϯ ϭϮϳ ϭϮϴ ϭϰϬ ϭϱϱ ϭϳϰ Ϯϱϯ

ϱ͕ϰϭϬ

ϰ͕ϳϵϰ
ϰ͕ϯϰϳ

ϯ͕ϲϮϲ

Ϯ͕ϵϱϵ
Ϯ͕ϱϱϱ

Ϯ͕Ϭϴϱ

Ϭ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

ϮϱϬ

ϯϬϬ

Ϭ

ϭ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年平成ϭϳ年平成ϮϮ年平成Ϯϳ年 令和Ϯ年

（Ă／戸）（人）

戸あたり経営耕地面積（Ă） 販売農家数（戸）

ϭϬ͕ϲϮϴ
ϴ͕ϲϵϯ ϴ͕ϯϲϰ

ϳ͕Ϯϯϵ
ϱ͕ϴϰϱ

ϰ͕ϵϱϮ
ϯ͕ϴϱϱ

ϲ͕ϰϮϰ

ϱ͕ϲϬϭ
ϱ͕ϭϴϱ

ϰ͕ϳϲϵ

ϰ͕Ϭϴϯ
ϯ͕ϱϮϳ

Ϯ͕ϵϬϮ

Ϭ

ϭ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϳ͕ϬϬϬ

Ϭ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϭϮ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年平成ϭϮ年平成ϭϳ年平成ϮϮ年平成Ϯϳ年令和Ϯ年

（戸）（人）

農業就業人口（人） 農家数（戸）

図 販売農家数及び１戸当たり 
平均経営耕地面積の推移 

図 農家数及び農業就業人口の推移 

［出典：農林業センサス］ 

図 農業総生産額の推移 

［出典：市町村民所得推計報告書］ 

ϭϮ͕ϴϵϭ ϭϯ͕ϰϲϮ ϭϯ͕ϴϰϵ
ϭϮ͕Ϯϱϭ

ϭϯ͕ϱϰϯ
ϭϲ͕ϱϵϬ

Ϭ

ϯ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϵ͕ϬϬϬ

ϭϮ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϬ

ϭϴ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年 平成ϭϳ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϳ年

（百万円）

農業総生産額（百万円）

◆  農家数（戸）、就業人口は年々減少
◆  １戸当たりの平均経営耕地面積は拡大傾向
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（２）農業�

 

 

 

令和２年における農林業センサスによると、本市の農家数は 2,902 戸、就業人口は 3,855 人と、平成２

年以降、農家数、就業人口とも減少傾向を示しています。 

一方で、販売農家（経営耕地面積が 30ａ以上または農産物販売額が 50 万円以上の農家）１戸当たり

の平均経営面積は 253ａ／戸（※100ａ＝１ha）と、近年では拡大傾向を示しています。 

また、本市全体の農業総生産額は平成 27年で約 16,590百万円と、平成２年から 25年間の間で最も

高い金額となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  

◆ 農家数（戸）、就業人口は年々減少‒
◆ １戸当たりの平均経営耕地面積は拡大傾向‒

ϭϮϯ ϭϮϳ ϭϮϴ ϭϰϬ ϭϱϱ ϭϳϰ Ϯϱϯ

ϱ͕ϰϭϬ

ϰ͕ϳϵϰ
ϰ͕ϯϰϳ

ϯ͕ϲϮϲ

Ϯ͕ϵϱϵ
Ϯ͕ϱϱϱ

Ϯ͕Ϭϴϱ

Ϭ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

ϮϱϬ

ϯϬϬ

Ϭ

ϭ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年平成ϭϳ年平成ϮϮ年平成Ϯϳ年 令和Ϯ年

（Ă／戸）（人）

戸あたり経営耕地面積（Ă） 販売農家数（戸）

ϭϬ͕ϲϮϴ
ϴ͕ϲϵϯ ϴ͕ϯϲϰ

ϳ͕Ϯϯϵ
ϱ͕ϴϰϱ

ϰ͕ϵϱϮ
ϯ͕ϴϱϱ

ϲ͕ϰϮϰ

ϱ͕ϲϬϭ
ϱ͕ϭϴϱ

ϰ͕ϳϲϵ

ϰ͕Ϭϴϯ
ϯ͕ϱϮϳ

Ϯ͕ϵϬϮ

Ϭ

ϭ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϳ͕ϬϬϬ

Ϭ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϭϮ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年平成ϭϮ年平成ϭϳ年平成ϮϮ年平成Ϯϳ年令和Ϯ年

（戸）（人）

農業就業人口（人） 農家数（戸）

図 販売農家数及び１戸当たり 
平均経営耕地面積の推移 

図 農家数及び農業就業人口の推移 

［出典：農林業センサス］ 

図 農業総生産額の推移 

［出典：市町村民所得推計報告書］ 

ϭϮ͕ϴϵϭ ϭϯ͕ϰϲϮ ϭϯ͕ϴϰϵ
ϭϮ͕Ϯϱϭ

ϭϯ͕ϱϰϯ
ϭϲ͕ϱϵϬ

Ϭ

ϯ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϵ͕ϬϬϬ

ϭϮ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϬ

ϭϴ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年 平成ϭϳ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϳ年

（百万円）

農業総生産額（百万円）
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（３）水産業�

 

 

 

 

本市の主要な海産物（アサリ、海苔）についてみると、アサリは、漁場の環境変化に伴う不漁及び資源保

護のため等により、年度によってバラつきがみられ、平成 25 年から令和２年の８年間のうち５年が生産量な

しとなっています。海苔の経営体は減少傾向にあるものの、生産額は平成 25 年と令和２年で比較すると約

７億８千万円増加しています。 

令和２年度の経営体数は、アサリの採貝が実施されなかったことからアサリ：０戸、海苔：48戸と、いずれ

も年々減少しており、水産業の維持とともに資源管理、漁場管理などが課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  
［出典：玉名市資料］ 

写真 有明海での海苔摘み 

◆ 経営体数は年々減少傾向‒
◆ アサリは、漁場の環境変化に伴う不漁及び資源保護のため等により、平成 ․‧年か

ら令和２年の８年間のうち５年が生産量なし‒

図 アサリ・海苔生産額（千円）の推移 図 アサリ・海苔経営体数（戸）の推移 

Ϭ
ϯϯ

Ϭ

ϭϲϮ

ϭϮϰ

Ϭ Ϭ Ϭ

ϲϱ
ϱϲ ϱϯ ϱϭ ϱϯ ϰϵ ϰϴ ϰϴ

Ϭ

ϰϬ

ϴϬ

ϭϮϬ

ϭϲϬ

ϮϬϬ

平成Ϯϱ年平成Ϯϲ年平成Ϯϳ年平成Ϯϴ年平成Ϯϵ年平成ϯϬ年令和ϭ年 令和Ϯ年
アサリ のり

（千円） （戸） 

Ϭ Ϯ͕ϳϭϯ Ϭ Ϯϴ͕Ϯϵϭ Ϯϱ͕ϲϱϲ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ͕ϬϬϵ͕ϱϮϭ

ϭ͕ϱϭϴ͕ϴϭϲ
ϭ͕ϳϲϱ͕Ϯϭϲ

Ϯ͕Ϯϰϲ͕ϴϴϳ

Ϯ͕ϬϬϯ͕ϳϳϱ

ϭ͕ϲϵϰ͕Ϭϭϱ

Ϯ͕ϮϱϬ͕ϭϬϰ

ϭ͕ϳϴϳ͕Ϭϭϳ

Ϭ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ

平成Ϯϱ年平成Ϯϲ年平成Ϯϳ年平成Ϯϴ年平成Ϯϵ年平成ϯϬ年令和ϭ年 令和Ϯ年

アサリ のり

 

10 
�

（２）農業�

 

 

 

令和２年における農林業センサスによると、本市の農家数は 2,902 戸、就業人口は 3,855 人と、平成２

年以降、農家数、就業人口とも減少傾向を示しています。 

一方で、販売農家（経営耕地面積が 30ａ以上または農産物販売額が 50 万円以上の農家）１戸当たり

の平均経営面積は 253ａ／戸（※100ａ＝１ha）と、近年では拡大傾向を示しています。 

また、本市全体の農業総生産額は平成 27年で約 16,590百万円と、平成２年から 25年間の間で最も

高い金額となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  

◆ 農家数（戸）、就業人口は年々減少‒
◆ １戸当たりの平均経営耕地面積は拡大傾向‒

ϭϮϯ ϭϮϳ ϭϮϴ ϭϰϬ ϭϱϱ ϭϳϰ Ϯϱϯ

ϱ͕ϰϭϬ

ϰ͕ϳϵϰ
ϰ͕ϯϰϳ

ϯ͕ϲϮϲ

Ϯ͕ϵϱϵ
Ϯ͕ϱϱϱ

Ϯ͕Ϭϴϱ

Ϭ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

ϮϱϬ

ϯϬϬ

Ϭ

ϭ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年平成ϭϳ年平成ϮϮ年平成Ϯϳ年 令和Ϯ年

（Ă／戸）（人）

戸あたり経営耕地面積（Ă） 販売農家数（戸）

ϭϬ͕ϲϮϴ
ϴ͕ϲϵϯ ϴ͕ϯϲϰ

ϳ͕Ϯϯϵ
ϱ͕ϴϰϱ

ϰ͕ϵϱϮ
ϯ͕ϴϱϱ

ϲ͕ϰϮϰ

ϱ͕ϲϬϭ
ϱ͕ϭϴϱ

ϰ͕ϳϲϵ

ϰ͕Ϭϴϯ
ϯ͕ϱϮϳ

Ϯ͕ϵϬϮ

Ϭ

ϭ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϳ͕ϬϬϬ

Ϭ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϭϮ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年平成ϭϮ年平成ϭϳ年平成ϮϮ年平成Ϯϳ年令和Ϯ年

（戸）（人）

農業就業人口（人） 農家数（戸）

図 販売農家数及び１戸当たり 
平均経営耕地面積の推移 

図 農家数及び農業就業人口の推移 

［出典：農林業センサス］ 

図 農業総生産額の推移 

［出典：市町村民所得推計報告書］ 

ϭϮ͕ϴϵϭ ϭϯ͕ϰϲϮ ϭϯ͕ϴϰϵ
ϭϮ͕Ϯϱϭ

ϭϯ͕ϱϰϯ
ϭϲ͕ϱϵϬ

Ϭ

ϯ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϵ͕ϬϬϬ

ϭϮ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϬ

ϭϴ͕ϬϬϬ

平成Ϯ年 平成ϳ年 平成ϭϮ年 平成ϭϳ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϳ年

（百万円）

農業総生産額（百万円）

◆  経営体数は年々減少傾向
◆  アサリは、漁場の環境変化に伴う不漁及び資源保護のため等により、平成 25 年から

令和２年の８年間のうち５年が生産量なし

第１章　都市の現状と課題
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（４）工業�

 

 

 

令和２年における経済センサス活動調査によると、本市の事業所数は 65 件、製造品出荷額 543 億円

となっています。 

平成 21 年から令和２年の経年変化をみると、事業所数はばらつきがあるものの減少傾向、製造品出荷

額は平成 27年に急激な増加となり、翌年平成 28年に減少となりましたが、それ以降はゆるやかに増加後、

近年は減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  

◆ 事業所は年々減少傾向‒
◆ 製造品出荷額※は、平成 ․ 年に急激に増加し、近年は減少傾向‒

Ϯ͕ϯϮϭ͕ϰϭϱ

Ϯ͕ϱϮϬ͕ϵϯϳ

Ϯ͕ϱϱϴ͕ϲϵϭ

Ϯ͕ϰϵϬ͕ϯϱϰ

Ϯ͕ϯϴϱ͕ϬϭϮ

Ϯ͕ϰϳϰ͕Ϭϯϱ
Ϯ͕ϳϭϮ͕ϲϴϯ

Ϯ͕ϲϳϮ͕Ϯϯϯ
Ϯ͕ϴϯϵ͕ϮϯϮ

Ϯ͕ϴϰϱ͕Ϭϴϲ

Ϯ͕ϴϱϮ͕ϯϭϮ

Ϯ͕ϴϱϮ͕ϯϭϮ

ϱϮ͕Ϭϴϰ

ϱϵ͕ϱϵϴ

ϰϰ͕ϱϴϬ

ϲϰ͕ϭϭϮ

ϱϮ͕ϴϮϬ ϰϳ͕ϳϬϬ

ϳϲ͕ϭϭϭ

ϱϳ͕ϱϵϵ

ϱϴ͕ϱϮϮ

ϱϵ͕ϵϯϵ

ϱϳ͕ϴϬϲ

ϱϰ͕ϯϯϲ

Ϭ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬϬ

ϵϬ͕ϬϬϬ

ϭϮϬ͕ϬϬϬ

ϭϱϬ͕ϬϬϬ

ϭϴϬ͕ϬϬϬ

Ϭ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

平成Ϯϭ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϯ年 平成Ϯϰ年 平成Ϯϱ年 平成Ϯϲ年 平成Ϯϳ年 平成Ϯϴ年 平成Ϯϵ年 平成ϯϬ年 令和元年 令和Ϯ年

（玉名市：百万円）（県：百万円）

製造品出荷額等（熊本県） 製造品出荷額等（玉名市）

Ϯ͕ϯϲϱ
Ϯ͕ϮϮϲ Ϯ͕Ϯϳϱ Ϯ͕Ϯϯϰ Ϯ͕ϭϳϯ Ϯ͕ϭϭϵ

Ϯ͕ϮϮϬ
Ϯ͕Ϭϯϳ Ϯ͕ϬϮϮ ϭ͕ϵϴϳ ϭϵϮϮ ϭϴϲϲ

ϳϳ ϳϲ ϳϰ ϳϲ ϳϭ ϲϴ
ϳϳ

ϲϲ ϲϯ ϲϭ ϲϭ ϲϱ

Ϭ

ϰϬ

ϴϬ

ϭϮϬ

ϭϲϬ

ϮϬϬ

Ϭ

ϱϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϱϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϱϬϬ

平成Ϯϭ年平成ϮϮ年平成Ϯϯ年平成Ϯϰ年平成Ϯϱ年平成Ϯϲ年平成Ϯϳ年平成Ϯϴ年平成Ϯϵ年平成ϯϬ年令和元年 令和Ϯ年

（玉名市：件）（県：件）

事業所数（熊本県） 事業所数（玉名市）

図 事業所数の推移 

［出典：工業統計調査など］ 

図 製造品出荷額の推移 

◆  事業所は年々減少傾向
◆  製造品出荷額※は、平成 27 年に急激に増加し、近年は減少傾向
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（４）工業�

 

 

 

令和２年における経済センサス活動調査によると、本市の事業所数は 65 件、製造品出荷額 543 億円

となっています。 

平成 21 年から令和２年の経年変化をみると、事業所数はばらつきがあるものの減少傾向、製造品出荷

額は平成 27年に急激な増加となり、翌年平成 28年に減少となりましたが、それ以降はゆるやかに増加後、

近年は減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  

◆ 事業所は年々減少傾向‒
◆ 製造品出荷額※は、平成 ․ 年に急激に増加し、近年は減少傾向‒

Ϯ͕ϯϮϭ͕ϰϭϱ

Ϯ͕ϱϮϬ͕ϵϯϳ

Ϯ͕ϱϱϴ͕ϲϵϭ

Ϯ͕ϰϵϬ͕ϯϱϰ

Ϯ͕ϯϴϱ͕ϬϭϮ

Ϯ͕ϰϳϰ͕Ϭϯϱ
Ϯ͕ϳϭϮ͕ϲϴϯ

Ϯ͕ϲϳϮ͕Ϯϯϯ
Ϯ͕ϴϯϵ͕ϮϯϮ

Ϯ͕ϴϰϱ͕Ϭϴϲ

Ϯ͕ϴϱϮ͕ϯϭϮ

Ϯ͕ϴϱϮ͕ϯϭϮ

ϱϮ͕Ϭϴϰ

ϱϵ͕ϱϵϴ

ϰϰ͕ϱϴϬ

ϲϰ͕ϭϭϮ

ϱϮ͕ϴϮϬ ϰϳ͕ϳϬϬ

ϳϲ͕ϭϭϭ

ϱϳ͕ϱϵϵ

ϱϴ͕ϱϮϮ

ϱϵ͕ϵϯϵ

ϱϳ͕ϴϬϲ

ϱϰ͕ϯϯϲ

Ϭ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬϬ

ϵϬ͕ϬϬϬ

ϭϮϬ͕ϬϬϬ

ϭϱϬ͕ϬϬϬ

ϭϴϬ͕ϬϬϬ

Ϭ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

平成Ϯϭ年 平成ϮϮ年 平成Ϯϯ年 平成Ϯϰ年 平成Ϯϱ年 平成Ϯϲ年 平成Ϯϳ年 平成Ϯϴ年 平成Ϯϵ年 平成ϯϬ年 令和元年 令和Ϯ年

（玉名市：百万円）（県：百万円）

製造品出荷額等（熊本県） 製造品出荷額等（玉名市）

Ϯ͕ϯϲϱ
Ϯ͕ϮϮϲ Ϯ͕Ϯϳϱ Ϯ͕Ϯϯϰ Ϯ͕ϭϳϯ Ϯ͕ϭϭϵ

Ϯ͕ϮϮϬ
Ϯ͕Ϭϯϳ Ϯ͕ϬϮϮ ϭ͕ϵϴϳ ϭϵϮϮ ϭϴϲϲ

ϳϳ ϳϲ ϳϰ ϳϲ ϳϭ ϲϴ
ϳϳ

ϲϲ ϲϯ ϲϭ ϲϭ ϲϱ

Ϭ

ϰϬ

ϴϬ

ϭϮϬ

ϭϲϬ

ϮϬϬ

Ϭ

ϱϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϱϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϱϬϬ

平成Ϯϭ年平成ϮϮ年平成Ϯϯ年平成Ϯϰ年平成Ϯϱ年平成Ϯϲ年平成Ϯϳ年平成Ϯϴ年平成Ϯϵ年平成ϯϬ年令和元年 令和Ϯ年

（玉名市：件）（県：件）

事業所数（熊本県） 事業所数（玉名市）

図 事業所数の推移 

［出典：工業統計調査など］ 

図 製造品出荷額の推移 
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（５）商業�

 

 

 

令和２年における経済センサス活動調査によると、本市の事業所数は 600件、年間商品販売額 924億

円となっています。 

平成６年から令和２年の経年変化をみると、平成 24 年までは事業所数、年間商品販売額ともに減少傾

向でしたが、平成 26年から年間商品販売額は増加傾向に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

ϰ͕ϵϯϮ͕ϰϱϭϱ͕ϬϱϮ͕ϲϵϴϰ͕ϴϭϳ͕ϲϱϰ

ϰ͕ϭϴϰ͕ϳϳϵ ϰ͕ϭϬϵ͕ϳϮϵ
ϯ͕ϵϱϬ͕ϯϯϵ

ϯ͕ϮϮϮ͕Ϯϴϵ
ϯ͕ϲϲϵ͕ϵϭϭ

ϰ͕Ϭϰϯ͕ϭϴϬϰ͕ϭϱϳ͕ϴϵϯ

ϭϬϲ͕ϭϳϴ ϭϬϲ͕ϳϳϮ ϭϭϬ͕ϵϳϵ

ϴϲ͕ϳϵϴ ϵϬ͕ϲϱϬ ϴϵ͕ϴϯϰ

ϳϭ͕ϵϬϴ ϳϯ͕ϴϯϴ

ϴϳ͕ϳϰϴ
ϵϮ͕ϰϬϵ

Ϭ

ϮϬ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬϬ

ϴϬ͕ϬϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬϬ

ϭϮϬ͕ϬϬϬ

Ϭ

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

平成ϲ年 平成ϵ年平成ϭϭ年平成ϭϰ年平成ϭϲ年平成ϭϵ年平成Ϯϰ年平成Ϯϲ年平成Ϯϴ年令和Ϯ年

（玉名市：百万円）（県：百万円）

年間商品販売額（熊本県） 年間商品販売額（玉名市）

Ϯϵ͕ϴϬϱ
Ϯϳ͕ϳϱϳ Ϯϳ͕ϳϲϳ

Ϯϱ͕ϲϵϲ Ϯϱ͕Ϯϲϯ
ϮϮ͕ϵϳϲ

ϭϲ͕ϳϵϴ ϭϲ͕ϰϭϳ ϭϲ͕Ϯϲϰ ϭϲ͕Ϭϱϵ

ϭ͕ϭϲϭ
ϭ͕Ϭϱϴ ϭ͕Ϭϱϴ

ϵϭϬ ϵϬϯ
ϴϮϵ

ϱϴϴ ϱϴϱ ϲϮϴ ϲϬϬ

Ϭ

ϮϬϬ

ϰϬϬ

ϲϬϬ

ϴϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϮϬϬ

ϭ͕ϰϬϬ

Ϭ

ϱ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

Ϯϱ͕ϬϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϯϱ͕ϬϬϬ

平成ϲ年 平成ϵ年平成ϭϭ年平成ϭϰ年平成ϭϲ年平成ϭϵ年平成Ϯϰ年平成Ϯϲ年平成Ϯϴ年令和Ϯ年

（玉名市：件）（県：件）

事業所数（熊本県） 事業所数（玉名市）

図 商品販売額の推移 

［出典：商業統計調査など］ 

◆ 事業所数、年間商品販売額※ともに平成 ․…年まで減少傾向‒

◆ 年間商品販売額は平成 ․ 年から増加傾向へ転換‒

図 事業所数の推移 

◆  事業所数、年間商品販売額※ともに平成 24 年まで減少傾向
◆  年間商品販売額は平成 26 年から増加傾向へ転換

第１章　都市の現状と課題
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（６）観光業�

 

 

 

主要な観光レクリエーション施設における利用客数は、インバウンド※需要が高まり、外国人観光客を含め

令和元年で約 243 万人と最も多くなったものの、新型コロナウイルスの影響もあり、令和２年では約 135 万

人と大幅に減少しました。 
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［出典：玉名市資料］ 

表 玉名市観光入込み客数（単位：人） 

※主な観光レクリエーション施設の利用客数を集計 

写真 高瀬裏川花しょうぶ 

写真 玉名温泉 写真 小天温泉 

◆ 観光レクリエーション施設の利用客数は、令和元年までは増加傾向だったが、令
和２年に大幅に減少‒

◆  観光レクリエーション施設の利用客数は、令和元年までは増加傾向だったが、令和
２年に大幅に減少
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（６）観光業�

 

 

 

主要な観光レクリエーション施設における利用客数は、インバウンド※需要が高まり、外国人観光客を含め

令和元年で約 243 万人と最も多くなったものの、新型コロナウイルスの影響もあり、令和２年では約 135 万

人と大幅に減少しました。 
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［出典：玉名市資料］ 

表 玉名市観光入込み客数（単位：人） 

※主な観光レクリエーション施設の利用客数を集計 

写真 高瀬裏川花しょうぶ 

写真 玉名温泉 写真 小天温泉 

◆ 観光レクリエーション施設の利用客数は、令和元年までは増加傾向だったが、令
和２年に大幅に減少‒
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２．３� 土地利用指標 
（１）土地利用現況�

 

 

 

本市の土地利用構成比を見ると、自然的土地利用は 75.7％となっており、中でも農地（田・畑）が全体

の約４割を占めています。内訳をみると、田の割合が最も多く 27.9％、次いで、山林 23.0％、畑 11.0％の

順となっています。都市的土地利用では、住宅用地が 10.2％と最も多く、次いで、道路用地 6.3％となって

います。 

市街地区分別にみると、用途地域内は都市的土地利用が約８割となっており、都市計画区域全体にお

ける住宅用地の約３割が集中しています。用途白地地域においては、農地などの自然的土地利用が約８

割を占めています。 
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◆ 自然的土地利用が市全体の  ‧† ％‒

◆ 都市計画区域全体の約３割の住宅用地が用途地域※内に集中‒

表　土地利用別面積　

面積（ha） 割合（％） 面積（ha） 割合（％） 面積（ha） 割合（％）
田 ���� ���� ������� ����� ������� �����
畑 ���� ���� ������� ����� ������� �����

小計 ����� ����� ������� ����� ������� �����
���� ���� ������� ����� ������� �����
��� ���� ����� ���� ����� ����
���� ���� ������� ����� ������ �����
����� ����� ������� ����� ������� �����

住宅用地 ����� ����� ����� ���� ������ �����
商業用地 ���� ���� ���� ���� ����� ����
工業用地 ���� ���� ���� ���� ���� ����

小計 ����� ����� ����� ���� ������ �����
��� ���� ���� ���� ���� ����
���� ���� ����� ���� ����� ����
����� ����� ����� ���� ����� ����
��� ���� ���� ���� ���� ����
��� ���� ���� ���� ���� ����
��� ���� ��� ���� ��� ����
���� ���� ����� ���� ����� ����
����� ����� ������� ����� ������� �����
����� ������ ������� ������ �������� ������

［出典：H28年都市計画基礎調査］
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※都市計画区域外については対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表　土地利用別面積　

面積（ha） 割合（％） 面積（ha） 割合（％） 面積（ha） 割合（％）
田
畑

小計

住宅用地
商業用地
工業用地

小計

［出典：H28年都市計画基礎調査］

その他の公的施設用地
その他の空地

小計

都市計画区域
計

公共空地

自
然
的
土
地
利
用

農
地

山林

合計

用途白地地域用途地域

水面
その他の自然地

小計

都
市
的
土
地
利
用

宅
地

農林漁業施設用地
公共公益施設用地
道路用地
交通施設用地

※都市計画区域外については対象外 

２．3　土地利用指標

◆  自然的土地利用が市全体の 75.7％
◆  都市計画区域全体の約３割の住宅用地が用途地域※内に集中

第１章　都市の現状と課題
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図 土地利用現況 

［出典：H28年都市計画基礎調査※、H28年国土数値情報］ 

※都市計画区域外については 100mメッシュを利用している 
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図 土地利用現況 

［出典：H28年都市計画基礎調査※、H28年国土数値情報］ 

※都市計画区域外については 100mメッシュを利用している 
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 （２）都市計画区域の指定状況�

 

 

 

本市の都市計画区域の指定状況をみると、市面積の約７割にあたる 10,561ha が都市計画区域となっ

ています。また、都市計画区域内において適切な土地利用の規制・誘導を行うため、玉名地区、岱明地区

の一部を用途地域（854ha）に指定しています。 
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表　都市計画区域の状況 表　用途地域の指定状況

������ ������ 第一種低層住居専用地域 ����� �����
������ ����� 第二種低層住居専用地域 ���� ����

用途地域 ��� ���� 第一種中高層住居専用地域 ����� �����
用途白地地域 ����� ����� 第二種中高層住居専用地域 ���� ����

都市計画区域外 ����� ����� 第一種住居地域 ����� �����
第二種住居地域 ��� ����
田園住居地域 ��� ����
準住居地域 ���� ����
近隣商業地域 ���� ����
商業地域 ���� �����
準工業地域 ���� ����
工業地域 ���� ����
工業専用地域 ��� ����

����� ������ �
［出典：都市計画現況調査（R2年）］

�����

�����

�����

面積（ha） 割合（％）面積（ha） 割合（％）

合計

住居系

商業系

工業系

行政区域（玉名市全域）
都市計画区域

◆ 市面積の約７割が都市計画区域（‣•„‧ ‣⁚⁓）‒
◆ 用途地域の指定状況は、住居系  ‧†•％、商業系 ‣․†․％、工業系 ‣․†％‒

［出典：R2年都市計画現況調査］ 

 

 

 

 

 

 

表　都市計画区域の状況 表　用途地域の指定状況

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

用途地域 第一種中高層住居専用地域
用途白地地域 第二種中高層住居専用地域

都市計画区域外 第一種住居地域
第二種住居地域
田園住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

［出典：R2年都市計画現況調査］

面積（ha） 割合（％）面積（ha） 割合（％）

合計

住居系

商業系

工業系

行政区域（玉名市全域）
都市計画区域

◆  市面積の約７割が都市計画区域（10,561ha）
◆  用途地域の指定状況は、住居系 75.0％、商業系 12.2％、工業系 12.8％

第１章　都市の現状と課題
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図 用途地域の指定状況 

［出典：H28年都市計画基礎調査］ 

地区界�

岱明地区�

横島地区�

天水地区�

玉名地区�
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図 用途地域の指定状況 

［出典：H28年都市計画基礎調査］ 

地区界�

岱明地区�

横島地区�

天水地区�

玉名地区�
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（３）法適用�

 

 

行政区域 15,260haのうち９割以上を農業振興地域（14,295ha、平成 28年現在）が占めています。 

また、県立自然公園※として、市北部の小岱山県立自然公園、市南東部の金峰山県立自然公園が指

定されています。 
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図 法適用状況 

［出典：H28年都市計画基礎調査、国土数値情報ダウンロードサービス］ 

◆ 行政区域の９割以上が農業振興地域※‒

小岱山県立自然公園�

金峰山県立自然公園�

◆  行政区域の９割以上が農業振興地域※

第１章　都市の現状と課題
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（４）空家等の状況�

 

 

 

地域別に見ると、中部地域（438棟、24.8％）に空き家が最も多く、次いで西部地域（434棟、24.6％）、

東部地域（379棟、21.5％）、南部地域（216棟、12.2％）、南東部地域（152棟、8.6％）、北部地域（146

棟、8.3％）の順になっています。 
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◆ 市全域の空き家数は ‣„  ‧棟‒

◆ 地域別では中部地域、西部地域、東部地域の３地域で７割以上を占める‒

図 空き家の分布状況 

［出典：玉名市空家等対策計画（令和４年３月）］ 

図 地域ごとの空き家 
の棟数の割合 

中部地域
ϰϯϴ棟
Ϯϰ͘ϴ％

西部地域
ϰϯϰ棟
Ϯϰ͘ϲ％

東部地域
ϯϳϵ棟
Ϯϭ͘ϱ％

南部地域
Ϯϭϲ棟
ϭϮ͘Ϯ％

南東部地域
ϭϱϮ棟
ϴ͘ϲ％

北部地域
ϭϰϲ棟
ϴйϴ͘ϯй 

中部地域�

北部地域�

東部地域�

南東部地域�
南部地域�

西部地域�

地域界 

◆  市全域の空き家数は 1,765 棟
◆  地域別では中部地域、西部地域、東部地域の３地区で７割以上を占める
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（４）空家等の状況�

 

 

 

地域別に見ると、中部地域（438棟、24.8％）に空き家が最も多く、次いで西部地域（434棟、24.6％）、

東部地域（379棟、21.5％）、南部地域（216棟、12.2％）、南東部地域（152棟、8.6％）、北部地域（146

棟、8.3％）の順になっています。 
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◆ 市全域の空き家数は ‣„  ‧棟‒

◆ 地域別では中部地域、西部地域、東部地域の３地域で７割以上を占める‒

図 空き家の分布状況 

［出典：玉名市空家等対策計画（令和４年３月）］ 

図 地域ごとの空き家 
の棟数の割合 

中部地域
ϰϯϴ棟
Ϯϰ͘ϴ％

西部地域
ϰϯϰ棟
Ϯϰ͘ϲ％

東部地域
ϯϳϵ棟
Ϯϭ͘ϱ％

南部地域
Ϯϭϲ棟
ϭϮ͘Ϯ％

南東部地域
ϭϱϮ棟
ϴ͘ϲ％

北部地域
ϭϰϲ棟
ϴйϴ͘ϯй 

中部地域�

北部地域�

東部地域�

南東部地域�
南部地域�

西部地域�

地域界 
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２．４� 都市施設指標 

（１）都市計画道路�

 

 

 

本市の都市計画道路については、17路線、総延長 43.14kmの計画を決定しています。令和４年現在、

そのうちの４路線が廃止され、整備率は 59.8％、みなし整備率は 78.0％となっています。 

(※みなし整備率は、車線数が４車線以上で計画されている都市計画道路のうち２車線道路として暫定

整備が完了している区間の延長を含めた整備済み総延長を計画総延長で割ることで求めた整備率となっ

ています。) 
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◆ 都市計画道路※の整備率は ‧％、みなし整備率は†  †•％‒

図 都市計画道路整備状況 

［出典：H28年都市計画基礎調査、玉名市資料］ 

ᵑᵌᵓᵌᵔ後田横町線ᴾ

ᵑᵌᵓᵌᵏᵐ亀甲中線ᴾ

◎玉名市役所ᴾ

ᵑᵌᵓᵌᵗ玉名駅下町線ᴾ 玉名駅ᴾ

新玉名駅ᴾ

ᵑᵌᵓᵌᵓ前田東線ᴾ

ᵑᵌᵒᵌᵏᵑ松木境川線（仮）ᴾ
ᵑᵌᵒᵌᵐᵎ下河原尾崎線ᴾ ᵑᵌᵒᵌᵏᵑ高瀬大橋中線ᴾ

大野下駅ᴾ

ᵑᵌᵒᵌᵏᵗ長洲岱明線ᴾ ◎岱明支所ᴾ

肥後伊倉駅ᴾ

２．4　都市施設指標

◆  都市計画道路※の整備率は 59.8％、みなし整備率は 78.0％

第１章　都市の現状と課題
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（２）都市公園�

 

 

 

平成28年現在、本市の都市公園は、54箇所、整備計画面積62.3ha（うち都市計画決定面積 50.7ha）

となっており、整備計画面積に対する供用面積整備率は 99.3％となっています。桃田運動公園以外の都

市公園は整備率が 100％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 都市公園※の整備率は ‒％‥†

表　都市公園一覧

�� 12. 2. 7 築地西山公園 ��� ��� ������
－ 5.5.1 蛇ヶ谷公園 ������� ������� ������ �� 12. 2. 8 安楽寺児童公園 ��� ��� ������

������� ������� ������ �� 12. 2. 9 一本松公園 ��� ��� ������
�� 12. 2.10 高津原丘の上公園 ��� ��� ������

－ 6. 5. 1 桃田運動公園 ������� ������� ����� �� 12. 2.11 高瀬ポケットパーク ��� ��� ������
������� ������� ����� �� 12. 2.12 立山健康広場 ����� ����� ������

�� 12. 2.13 山下公園 ����� ����� ������
－ 4. 4. 1 岱明中央公園 ������ ������ ������ �� 12. 2.14 雲雀ヶ丘第１公園 ����� ����� ������

������ ������ ������ �� 12. 2.15 雲雀ヶ丘第２公園 ����� ����� ������
�� 12. 2.16 雲雀ヶ丘第３公園 ����� ����� ������

－ 3. 3. 2 古閑近隣公園 ������ ������ ������ �� 12. 2.17 雲雀ヶ丘健康広場公園 ����� ����� ������
������ ������ ������ �� 12. 2.18 睦合区第１公園 ��� ��� ������

�� 12. 2.19 睦合区第２公園 ��� ��� ������
� 2. 2. 1 河崎児童公園 ����� ����� ������ �� 12. 2.20 北前原区公園 ��� ��� ������
� 2. 2. 2 伊倉児童公園 ����� ����� ������ �� 12. 2.21 扇崎公園 ����� ����� ������
� 2. 2. 3 糠峯児童公園 ����� ����� ������ �� 12. 2.22 下河原公園 ����� ����� ������
� 2. 2. 4 柊の木児童公園 ����� ����� ������ �� 12. 2.23 中尾の里児童公園 ��� ��� ������
� 2. 2. 5 横枕児童公園 ����� ����� ������ ������ ������ ������
� 2. 2. 6 宮の下児童公園 ��� ��� ������
� 2. 2. 7 亀甲児童公園 ����� ����� ������ �� 松原河川緑地 ����� ����� ������
� 2. 2. 8 松木東児童公園 ����� ����� ������ �� 本堂山緑地 ����� ����� ������
� 2. 2. 9 松木西児童公園 ����� ����� ������ �� 大倉河川緑地 ������ ������ ������
�� 2. 2.10 松木南児童公園 ����� ����� ������ �� 裏川水際緑地 ������ ������ ������
�� 2. 2.11 上立願寺児童公園 ����� ����� ������ �� 俵ころがし水際緑地 ����� ����� ������
�� 2. 2.12 梅林児童公園 ����� ����� ������ �� 鶴の河原河川緑地 ������ ������ ������
�� 2･2･13 浜田児童公園 ����� ����� ������ �� 滑石河川緑地 ������ ������ ������
�� 2. 2.14 大相公園 ����� ����� ������ �� 溝上河川緑地 ����� ����� ������
�� 2. 2.15 中公園 ����� ����� ������ �� 津留河川緑地 ����� ����� ������
�� 12. 2. 1 糠峯コミュニティー公園 ��� ��� ������ ������ ������ ������
�� 12. 2. 2 糠峯東児童公園 ��� ��� ������
�� 12. 2. 3 おおみなと児童公園 ����� ����� ������ �� 10. 2. 1 市民広場公園 ����� ����� ������
�� 12. 2. 4 ひらしま児童公園 ����� ����� ������ �� 10. 2. 2 立願寺公園 ����� ����� ������
�� 12. 2. 5 はまいで児童公園 ����� ����� ������ �� 10. 2. 3 新玉名駅前広場 ����� ����� ������
�� 12. 2. 6 小田街区公園 ����� ����� ������ ������ ������ ������

������� ������� �����
［出典：H28年都市計画基礎調査］

公園名称
計画面積
（㎡）

供用面積
（㎡）

整備率
（％）

小計

計画面積
（㎡）

供用面積
（㎡）

整備率
（％）

公園名称

合計　（５４箇所）

広場公園　（３箇所）

総合公園　（１箇所）

運動公園　（１箇所）

小計
地区公園　（１箇所）

小計
近隣公園　（１箇所）

小計
街区公園　（３８箇所）

小計

小計
都市緑地　（９箇所）

小計

表　都市公園一覧

12. 2. 7 築地西山公園
－ 5.5.1 蛇ヶ谷公園 12. 2. 8 安楽寺児童公園

12. 2. 9 一本松公園
12. 2.10 高津原丘の上公園

－ 6. 5. 1 桃田運動公園 12. 2.11 高瀬ポケットパーク
12. 2.12 立山健康広場
12. 2.13 山下公園

－ 4. 4. 1 岱明中央公園 12. 2.14 雲雀ヶ丘第１公園
12. 2.15 雲雀ヶ丘第２公園
12. 2.16 雲雀ヶ丘第３公園

－ 3. 3. 2 古閑近隣公園 12. 2.17 雲雀ヶ丘健康広場公園
12. 2.18 睦合区第１公園
12. 2.19 睦合区第２公園

2. 2. 1 河崎児童公園 12. 2.20 北前原区公園
2. 2. 2 伊倉児童公園 12. 2.21 扇崎公園
2. 2. 3 糠峯児童公園 12. 2.22 下河原公園
2. 2. 4 柊の木児童公園 12. 2.23 中尾の里児童公園
2. 2. 5 横枕児童公園
2. 2. 6 宮の下児童公園
2. 2. 7 亀甲児童公園 松原河川緑地
2. 2. 8 松木東児童公園 本堂山緑地
2. 2. 9 松木西児童公園 大倉河川緑地
2. 2.10 松木南児童公園 裏川水際緑地
2. 2.11 上立願寺児童公園 俵ころがし水際緑地
2. 2.12 梅林児童公園 鶴の河原河川緑地
2･2･13 浜田児童公園 滑石河川緑地
2. 2.14 大相公園 溝上河川緑地
2. 2.15 中公園 津留河川緑地
12. 2. 1 糠峯コミュニティー公園
12. 2. 2 糠峯東児童公園
12. 2. 3 おおみなと児童公園 10. 2. 1 市民広場公園
12. 2. 4 ひらしま児童公園 10. 2. 2 立願寺公園
12. 2. 5 はまいで児童公園 10. 2. 3 新玉名駅前広場
12. 2. 6 小田街区公園

［出典：H28年都市計画基礎調査］

公園名称
計画面積

（㎡）
供用面積

（㎡）
整備率
（％）

小計

計画面積
（㎡）

供用面積
（㎡）

整備率
（％）

公園名称

合計　（５４箇所）

広場公園　（３箇所）

総合公園　（１箇所）

運動公園　（１箇所）

小計
地区公園　（１箇所）

小計
近隣公園　（１箇所）

小計
街区公園　（３８箇所）

小計

小計
都市緑地　（９箇所）

小計

◆  都市公園※の整備率は 99.3％
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（２）都市公園�

 

 

 

平成28年現在、本市の都市公園は、54箇所、整備計画面積62.3ha（うち都市計画決定面積 50.7ha）

となっており、整備計画面積に対する供用面積整備率は 99.3％となっています。桃田運動公園以外の都

市公園は整備率が 100％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 都市公園※の整備率は ‒％‥†

表　都市公園一覧

�� 12. 2. 7 築地西山公園 ��� ��� ������
－ 5.5.1 蛇ヶ谷公園 ������� ������� ������ �� 12. 2. 8 安楽寺児童公園 ��� ��� ������

������� ������� ������ �� 12. 2. 9 一本松公園 ��� ��� ������
�� 12. 2.10 高津原丘の上公園 ��� ��� ������

－ 6. 5. 1 桃田運動公園 ������� ������� ����� �� 12. 2.11 高瀬ポケットパーク ��� ��� ������
������� ������� ����� �� 12. 2.12 立山健康広場 ����� ����� ������

�� 12. 2.13 山下公園 ����� ����� ������
－ 4. 4. 1 岱明中央公園 ������ ������ ������ �� 12. 2.14 雲雀ヶ丘第１公園 ����� ����� ������

������ ������ ������ �� 12. 2.15 雲雀ヶ丘第２公園 ����� ����� ������
�� 12. 2.16 雲雀ヶ丘第３公園 ����� ����� ������

－ 3. 3. 2 古閑近隣公園 ������ ������ ������ �� 12. 2.17 雲雀ヶ丘健康広場公園 ����� ����� ������
������ ������ ������ �� 12. 2.18 睦合区第１公園 ��� ��� ������

�� 12. 2.19 睦合区第２公園 ��� ��� ������
� 2. 2. 1 河崎児童公園 ����� ����� ������ �� 12. 2.20 北前原区公園 ��� ��� ������
� 2. 2. 2 伊倉児童公園 ����� ����� ������ �� 12. 2.21 扇崎公園 ����� ����� ������
� 2. 2. 3 糠峯児童公園 ����� ����� ������ �� 12. 2.22 下河原公園 ����� ����� ������
� 2. 2. 4 柊の木児童公園 ����� ����� ������ �� 12. 2.23 中尾の里児童公園 ��� ��� ������
� 2. 2. 5 横枕児童公園 ����� ����� ������ ������ ������ ������
� 2. 2. 6 宮の下児童公園 ��� ��� ������
� 2. 2. 7 亀甲児童公園 ����� ����� ������ �� 松原河川緑地 ����� ����� ������
� 2. 2. 8 松木東児童公園 ����� ����� ������ �� 本堂山緑地 ����� ����� ������
� 2. 2. 9 松木西児童公園 ����� ����� ������ �� 大倉河川緑地 ������ ������ ������
�� 2. 2.10 松木南児童公園 ����� ����� ������ �� 裏川水際緑地 ������ ������ ������
�� 2. 2.11 上立願寺児童公園 ����� ����� ������ �� 俵ころがし水際緑地 ����� ����� ������
�� 2. 2.12 梅林児童公園 ����� ����� ������ �� 鶴の河原河川緑地 ������ ������ ������
�� 2･2･13 浜田児童公園 ����� ����� ������ �� 滑石河川緑地 ������ ������ ������
�� 2. 2.14 大相公園 ����� ����� ������ �� 溝上河川緑地 ����� ����� ������
�� 2. 2.15 中公園 ����� ����� ������ �� 津留河川緑地 ����� ����� ������
�� 12. 2. 1 糠峯コミュニティー公園 ��� ��� ������ ������ ������ ������
�� 12. 2. 2 糠峯東児童公園 ��� ��� ������
�� 12. 2. 3 おおみなと児童公園 ����� ����� ������ �� 10. 2. 1 市民広場公園 ����� ����� ������
�� 12. 2. 4 ひらしま児童公園 ����� ����� ������ �� 10. 2. 2 立願寺公園 ����� ����� ������
�� 12. 2. 5 はまいで児童公園 ����� ����� ������ �� 10. 2. 3 新玉名駅前広場 ����� ����� ������
�� 12. 2. 6 小田街区公園 ����� ����� ������ ������ ������ ������

������� ������� �����
［出典：H28年都市計画基礎調査］

公園名称
計画面積
（㎡）

供用面積
（㎡）

整備率
（％）

小計

計画面積
（㎡）

供用面積
（㎡）

整備率
（％）

公園名称

合計　（５４箇所）

広場公園　（３箇所）

総合公園　（１箇所）

運動公園　（１箇所）

小計
地区公園　（１箇所）

小計
近隣公園　（１箇所）

小計
街区公園　（３８箇所）

小計

小計
都市緑地　（９箇所）

小計
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図 都市公園整備状況 ［出典：H28年都市計画基礎調査］ 

第１章　都市の現状と課題
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（３）上・下水道�

 

 

 

本市の上水道の給水区域は、都市計画区域においてはほぼ全域をカバーしている状況となっています。

計画給水人口は 49,900 人、計画給水量は Q=20,150 ㎥/日となっています。また、上水道の普及率（行

政区域内人口に対する給水人口の割合）は、令和３年時点で 76.5％であり、平成 28年以降、2.4ポイント

上昇しています。 
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◆ 給水区域は、都市計画区域においてはほぼ全域をカバー‒

◆ 計画給水人口 …人、計画給水量••„ ⁃ ․•„‣‧• ㎥‡日‒

図 上水道整備状況 ［出典：玉名市資料］ 

表 上水道整備状況 

 
行政区域内 

人口 

（人） 

給水区域内 

人口 

（人） 

給水人口 

（人） 

普及率 
日平均 

給水量 

（㎥） 

1人あたり 

日平均 

給水量 

（ℓ） 

行政 

区域内 

（％） 

給水 

区域内 

（％） 

平成 28年 67,242 57,078 49,816 74.1 87.3 17,143 344.1 

平成 29年 66,820 56,749 49,597 74.2 87.4 16,570 334.1 

平成 30年 66,319 56,292 50,091 75.5 89.0 16,656 332.5 

令和元年 65,817 55,935 49,881 75.8 89.2 17,028 341.4 

令和 2年 65,189 56,042 49,146 75.4 87.7 16,609 338.0 

令和 3年 64,303 55,322 49,160 76.5 88.9 16,363 332.9 

※行政区域内の人口は、各年 3月 31日時点の人口          ［出典：玉名市資料］ 

※行政区域内人口及び給水人口については、上水道のみの値 

 

 

 

 

 

表 上水道整備状況 

 
行政区域内 

人口 

（人） 

給水区域内 

人口 

（人） 

給水人口 

（人） 

普及率 
日平均 

給水量 

（㎥） 

1 人あたり 

日平均 

給水量 

（ℓ） 

行政 

区域内 

（％） 

給水 

区域内 

（％） 

平成 28 年 67,242 57,078 49,816 74.1 87.3 17,143 344.1 

平成 29 年 66,820 56,749 49,597 74.2 87.4 16,570 334.1 

平成 30 年 66,319 56,292 50,091 75.5 89.0 16,656 332.5 

令和元年 65,817 55,935 49,881 75.8 89.2 17,028 341.4 

令和 2 年 65,189 56,042 49,146 75.4 87.7 16,609 338.0 

令和 3 年 64,303 55,322 49,160 76.5 88.9 16,363 332.9 

※行政区域内の人口は、各年 3 月 31 日時点の人口          ［出典：玉名市資料］ 

※行政区域内人口及び給水人口については、上水道のみの値 

◆  給水区域は、都市計画区域においてはほぼ全域をカバー
◆  計画給水人口 49,900 人、計画給水量 Q=20,150㎥ / 日
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本市の公共下水道は、玉名処理区と岱明処理区からなり、横島地区、天水地区では農業集落排水※を

整備しており、また天水地区では、農業集落排水区域以外で公共浄化槽区域※を設定しています。それら

以外の排水処理については、合併浄化槽での対応となっています。 
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◆ 公共下水道は玉名処理区、岱明処理区を整備‒

図 下水道事業計画 ［出典：玉名市資料］ 
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（３）上・下水道�

 

 

 

本市の上水道の給水区域は、都市計画区域においてはほぼ全域をカバーしている状況となっています。

計画給水人口は 49,900 人、計画給水量は Q=20,150 ㎥/日となっています。また、上水道の普及率（行

政区域内人口に対する給水人口の割合）は、令和３年時点で 76.5％であり、平成 28年以降、2.4ポイント

上昇しています。 
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◆ 給水区域は、都市計画区域においてはほぼ全域をカバー‒

◆ 計画給水人口 …人、計画給水量••„ ⁃ ․•„‣‧• ㎥‡日‒

図 上水道整備状況 ［出典：玉名市資料］ 

表 上水道整備状況 

 
行政区域内 

人口 

（人） 

給水区域内 

人口 

（人） 

給水人口 

（人） 

普及率 
日平均 

給水量 

（㎥） 

1人あたり 

日平均 

給水量 

（ℓ） 

行政 

区域内 

（％） 

給水 

区域内 

（％） 

平成 28年 67,242 57,078 49,816 74.1 87.3 17,143 344.1 

平成 29年 66,820 56,749 49,597 74.2 87.4 16,570 334.1 

平成 30年 66,319 56,292 50,091 75.5 89.0 16,656 332.5 

令和元年 65,817 55,935 49,881 75.8 89.2 17,028 341.4 

令和 2年 65,189 56,042 49,146 75.4 87.7 16,609 338.0 

令和 3年 64,303 55,322 49,160 76.5 88.9 16,363 332.9 

※行政区域内の人口は、各年 3月 31日時点の人口          ［出典：玉名市資料］ 

※行政区域内人口及び給水人口については、上水道のみの値 
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本市の公共下水道は、玉名処理区と岱明処理区からなり、横島地区、天水地区では農業集落排水※を

整備しており、また天水地区では、農業集落排水区域以外で公共浄化槽区域※を設定しています。それら

以外の排水処理については、合併浄化槽での対応となっています。 
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◆ 公共下水道は玉名処理区、岱明処理区を整備‒

図 下水道事業計画 ［出典：玉名市資料］ 

◆  公共下水道は玉名処理区、岱明処理区を整備

第１章　都市の現状と課題
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２．５� 生活基盤指標 

（１）公共公益施設�

 

 

 

本市は１市３町が合併した都市であるため、玉名地区、岱明地区、横島地区、天水地区それぞれに行

政施設や教育施設、文化施設など主要な公共公益施設※があります。 

なお、玉名地区においては用途地域内を中心に市の主要な施設が立地し、岱明地区、横島地区、天水

地区においては支所周辺に施設が集積しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 玉名地区、岱明地区、横島地区、天水地区それぞれに主要な施設が立地‒
◆ 玉名地区においては、用途地域内を中心に主要な施設が立地‒

表　主要公共公益施設

分類 分類
行政施設 � 玉名市役所本庁 教育施設 �� 玉名町小学校

� 岱明支所 �� 築山小学校
� 横島支所 �� 滑石小学校
� 天水支所 �� 大浜小学校

医療・福祉施設 � 玉名市福祉センター �� 豊水小学校
� 玉名保健センター �� 八嘉小学校
� 岱明ふれあい健康センター �� 伊倉小学校
� 横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」 �� 大野小学校
� 静光園老人ホーム �� 睦合小学校
�� 天水老人憩いの家 �� 鍋小学校
�� 玉名地域保健医療センター �� 高道小学校
�� くまもと県北病院 �� 横島小学校
�� 玉名市伊倉ふれあいセンター �� 玉水小学校

体育施設 �� 桃田運動公園総合体育館 �� 小天小学校
�� 玉名勤労者体育センター �� 玉陵小学校
�� 蛇ヶ谷公園 �� 玉名中学校
�� 岱明B&G海洋センター �� 玉南中学校
�� 岱明中央公園 �� 玉陵中学校
�� 武道館 �� 有明中学校
�� 横島体育館 �� 岱明中学校
�� 天水体育館 �� 天水中学校

文化施設 �� 玉名市文化センター（公民館） �� 熊本県立玉名高等学校
�� 岱明町公民館 �� 熊本県立北稜高等学校
�� 岱明図書館 �� 熊本県立玉名工業高等学校
�� 横島町公民館 �� 玉名女子高等学校
�� 横島図書館 �� 専修大学玉名高等学校
�� 歴史博物館こころピア �� 九州看護福祉大学
�� 玉名市民会館 その他 �� 玉名斎場
�� 勤労青少年ホーム
�� 玉名商工会館

［出典：玉名市資料］

名称 名称

※「56 専修大学玉名高等学校」は、令和５年４月より「専修大学熊本玉名高等学校」へ名称変更 

２．5　生活基盤指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表　主要公共公益施設

分類 分類
行政施設 玉名市役所本庁 教育施設 玉名町小学校

岱明支所 築山小学校
横島支所 滑石小学校
天水支所 大浜小学校

医療・福祉施設 玉名市福祉センター 豊水小学校
玉名保健センター 八嘉小学校
岱明ふれあい健康センター 伊倉小学校
横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」 大野小学校
静光園老人ホーム 睦合小学校
天水老人憩いの家 鍋小学校
玉名地域保健医療センター 高道小学校
くまもと県北病院 横島小学校
玉名市伊倉ふれあいセンター 玉水小学校

体育施設 桃田運動公園総合体育館 小天小学校
玉名勤労者体育センター 玉陵小学校
蛇ヶ谷公園 玉名中学校
岱明B&G海洋センター 玉南中学校
岱明中央公園 玉陵中学校
武道館 有明中学校
横島体育館 岱明中学校
天水体育館 天水中学校

文化施設 玉名市文化センター（公民館） 熊本県立玉名高等学校
岱明町公民館 熊本県立北稜高等学校
岱明図書館 熊本県立玉名工業高等学校
横島町公民館 玉名女子高等学校
横島図書館 専修大学玉名高等学校
歴史博物館こころピア 九州看護福祉大学
玉名市民会館 その他 玉名斎場
勤労青少年ホーム
玉名商工会館

［出典：玉名市資料］

名称 名称

※「56 専修大学玉名高等学校」は、令和５年４月より「専修大学熊本玉名高等学校」へ名称変更 

◆  玉名地区、岱明地区、横島地区、天水地区それぞれに主要な施設が立地
◆  玉名地区においては、用途地域内を中心に主要な施設が立地
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２．５� 生活基盤指標 

（１）公共公益施設�

 

 

 

本市は１市３町が合併した都市であるため、玉名地区、岱明地区、横島地区、天水地区それぞれに行

政施設や教育施設、文化施設など主要な公共公益施設※があります。 

なお、玉名地区においては用途地域内を中心に市の主要な施設が立地し、岱明地区、横島地区、天水

地区においては支所周辺に施設が集積しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 玉名地区、岱明地区、横島地区、天水地区それぞれに主要な施設が立地‒
◆ 玉名地区においては、用途地域内を中心に主要な施設が立地‒

表　主要公共公益施設

分類 分類
行政施設 � 玉名市役所本庁 教育施設 �� 玉名町小学校

� 岱明支所 �� 築山小学校
� 横島支所 �� 滑石小学校
� 天水支所 �� 大浜小学校

医療・福祉施設 � 玉名市福祉センター �� 豊水小学校
� 玉名保健センター �� 八嘉小学校
� 岱明ふれあい健康センター �� 伊倉小学校
� 横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」 �� 大野小学校
� 静光園老人ホーム �� 睦合小学校
�� 天水老人憩いの家 �� 鍋小学校
�� 玉名地域保健医療センター �� 高道小学校
�� くまもと県北病院 �� 横島小学校
�� 玉名市伊倉ふれあいセンター �� 玉水小学校

体育施設 �� 桃田運動公園総合体育館 �� 小天小学校
�� 玉名勤労者体育センター �� 玉陵小学校
�� 蛇ヶ谷公園 �� 玉名中学校
�� 岱明B&G海洋センター �� 玉南中学校
�� 岱明中央公園 �� 玉陵中学校
�� 武道館 �� 有明中学校
�� 横島体育館 �� 岱明中学校
�� 天水体育館 �� 天水中学校

文化施設 �� 玉名市文化センター（公民館） �� 熊本県立玉名高等学校
�� 岱明町公民館 �� 熊本県立北稜高等学校
�� 岱明図書館 �� 熊本県立玉名工業高等学校
�� 横島町公民館 �� 玉名女子高等学校
�� 横島図書館 �� 専修大学玉名高等学校
�� 歴史博物館こころピア �� 九州看護福祉大学
�� 玉名市民会館 その他 �� 玉名斎場
�� 勤労青少年ホーム
�� 玉名商工会館

［出典：玉名市資料］

名称 名称

※「56 専修大学玉名高等学校」は、令和５年４月より「専修大学熊本玉名高等学校」へ名称変更 
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図 主要公共公益施設の位置 ［出典：玉名市資料］ 

［出典：玉名市資料］ 

第１章　都市の現状と課題
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（２）道路網・交通状況�

 

 

 

 

 

本市は国道 208号、国道 501号が市域を横断するように通過しており、国道 208号は玉東町～玉名

市～荒尾市を、国道 501号は熊本市～玉名市～長洲町を連絡しています。 

また、広域的な連携軸として九州新幹線が市域を横断しており、玉名市役所の北東に新玉名駅がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 国道 ․•号、国道 ‧•‣号が東西方向に通過しており、玉東町～玉名市～荒尾市、

熊本市～玉名市～長洲町を連絡‒

◆ 九州新幹線が市域を横断‒
◆ ‒

図 道路網現況図 ［出典：玉名市資料］ 

◆  国道 208 号、501 号が東西方向に通過しており、玉東町〜玉名市〜荒尾市、熊本市
〜玉名市〜長洲町を連絡

◆  九州新幹線が市域を横断



29

 

28 
�

（２）道路網・交通状況�

 

 

 

 

 

本市は国道 208号、国道 501号が市域を横断するように通過しており、国道 208号は玉東町～玉名

市～荒尾市を、国道 501号は熊本市～玉名市～長洲町を連絡しています。 

また、広域的な連携軸として九州新幹線が市域を横断しており、玉名市役所の北東に新玉名駅がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 国道 ․•号、国道 ‧•‣号が東西方向に通過しており、玉東町～玉名市～荒尾市、

熊本市～玉名市～長洲町を連絡‒

◆ 九州新幹線が市域を横断‒
◆ ‒

図 道路網現況図 ［出典：玉名市資料］ 
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表Ө 市内を運行する路線バス（産交バス）利用者数（人）Ө

� 平成 25 年�平成 26 年�平成 27 年�平成 28 年�平成 29 年�平成 30 年� 令和元年� 令和 2年� 令和 3年� 令和 4年�

利用者数� 902,757� 864,525� 798,047� 774,220� 757,610� 789,656� 797,530� 503,381� 466,605� 485,698�
［出典：玉名市資料］Ө

表Ө 駅 ӻ日当たりの乗車数（人ӹ日）Ө Ө ԡӾ年度は未確定Ө

年度� 玉名駅� 大野下駅� 新玉名駅�

平成 30年度� 2,632� 380� 640�
令和元年度� 2,548� 357� 602�
令和 2年度� 1,971� 266� 287�
令和 3年度� 2,065� 285� 318�

［出典：ԕԡ九州公表「駅別乗車人員」］Ө

※肥後伊倉駅は資料なし 

（３）公共交通機関�

 

 

 

本市の公共交通機関は、鉄道及びバスが主で、ＪＲ九州の運行する鹿児島本線（玉名駅、肥後伊倉駅、

大野下駅）を基軸とし、産交バスが玉名駅を中心に、各地区や玉名温泉街など主要な観光地、周辺市町

をつなぎ、市民の生活の足として機能しています。また、広域的な連携軸として、九州新幹線（新玉名駅）

が利用されています。 

その他に市の施策として、乗合タクシー※・福祉バス※が各地域を巡っており、路線バスを補うように運行

しています。 

駅１日当たりの乗車数は、新型コロナウイルスの影響もあり、平成 30年度から令和２年度にかけて全て

の駅（玉名駅、大野下駅、新玉名駅）で減少していましたが、令和３年度では増加に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ バスの利用者数は減少傾向‒
◆ 駅１日当たりの乗車数は減少傾向‒

図Ө 公共交通網 ［出典：玉名市公共交通マップ］ 

◆  バスの利用者数は減少傾向
◆  駅１日当たりの乗車数は減少傾向

第１章　都市の現状と課題
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２．６� その他 

（１）浸水想定区域�

 

 

本市の中心を縦断するように流れる菊池川があり、その菊池川周辺と南側一帯が洪水浸水想定区域と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 菊池川周辺と南側一帯が洪水浸水想定区域※‒

図 洪水浸水想定区域（想定最大規模） 

［出典：国土交通省菊池川水系浸水想定区域図、熊本県浸水想定区域図］ 

２．6　その他

◆  菊池川周辺と南側一帯が洪水浸水想定区域※
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２．６� その他 

（１）浸水想定区域�

 

 

本市の中心を縦断するように流れる菊池川があり、その菊池川周辺と南側一帯が洪水浸水想定区域と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 菊池川周辺と南側一帯が洪水浸水想定区域※‒

図 洪水浸水想定区域（想定最大規模） 

［出典：国土交通省菊池川水系浸水想定区域図、熊本県浸水想定区域図］ 
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［出典：国土交通省ホームページ https://plateauview.mlit.go.jp（３D都市モデルプラトービュー)］ 

  

  

 
 

※図面は国土交通省の提供する「３D 都市モデルプラトービュー」における菊池川の想定最大規模洪水浸水想定イメー

ジです。 

※３D 都市モデルとは、都市空間に存在する建物や街路といったオブジェクトに名称や用途、建設年といった都市活動情

報を付与することで、都市空間そのものを再現する３D 都市空間情報プラットフォームです。様々な都市活動データが

３D 都市モデルに統合され、フィジカル空間とサイバー空間の高度な融合が実現します。これにより、都市計画立案の

高度化や、都市活動のシミュレーション、分析等を行うことが可能となります。（G空間情報センターホームページより） 

第１章　都市の現状と課題
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 （２）土砂災害警戒区域等�
 

 

 

本市の土砂災害警戒区域※をみると、玉名地区と天水地区の山間部に集中しています。同じく、土砂災

害特別警戒区域※も玉名地区と天水地区の山間部に集中しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 土砂災害警戒区域等は、玉名地区と天水地区の山間部に集中‒

図 土砂災害警戒区域等の指定状況 

［出典：熊本県土砂災害警戒区域、特別警戒区域マップ］ 

◆  土砂災害警戒区域等は、玉名地区と天水地区の山間部に集中
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 （２）土砂災害警戒区域等�
 

 

 

本市の土砂災害警戒区域※をみると、玉名地区と天水地区の山間部に集中しています。同じく、土砂災

害特別警戒区域※も玉名地区と天水地区の山間部に集中しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 土砂災害警戒区域等は、玉名地区と天水地区の山間部に集中‒

図 土砂災害警戒区域等の指定状況 

［出典：熊本県土砂災害警戒区域、特別警戒区域マップ］ 
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（３）景観資源�

 

 

 

本市には、菊池川のハゼ並木や有明海、広大な田園やみかん畑などの農業景観、蛇ヶ谷公園などの多

様で豊かな景観があります。 

また、古墳や寺院、石碑などの歴史的資源が各地に残っており、特に山林部、高瀬裏川周辺に分布して

います。 
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◆ 菊池川のハゼ並木や有明海、農業景観などの多様で豊かな景観がある‒
◆ 歴史的資源が各地に残っている‒

図 景観資源 [出典：玉名市資料] 

◆  菊池川のハゼ並木や有明海、農業景観などの多様で豊かな景観がある
◆  歴史的資源が各地に残っている

第１章　都市の現状と課題
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３� 上位・関連計画のまとめ 

３．１� 熊本県� 都市計画区域マスタープラン� 基本方針（第２回改訂） 
【平成 ��年２月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●都市づくりの基本理念� �

豊かな「もり」と共生する持続可能で活力あるエコ・コンパクトな都市づくり�

�

■豊かな「もり」と共生する都市づくり�

本県固有の豊かな自然、及び由緒ある歴史文化等の特性を活かしながら、豊かな自然(もり)を有す

る自然エリアと都市との交流と連携を支えるネットワークを構築するとともに、誰もが安心して生活できるよ

う、ユニバーサルデザイン※に配慮した人と環境にやさしい都市づくりをより広域的な視点から進めます。 
 

■持続可能で活力あるエコ・コンパクトな都市づくり�

県内各都市の個性を生かしながら、今後の人口動向や低炭素社会への移行、都市防災等への対応

を考慮しつつ、地域の生活産業・文化等の活動の拠点となるコンパクトな都市づくりを、地域が一体とな

って進めます。  

行政コストを意識しつつ、これまで以上に適切な範囲で効果的かつ効率的に経済活動が実践できる

ように集中的な投資を行います。 

 

●都市づくりの基本目標�

（１）県土の自然と共生する都市づくり�

（２）人と環境にやさしい安全・安心な都市づくり�

（３）都市の個性を生かし、豊かな生活を意識したエコ・コンパクトな都市づくり�

（４）交流と連携を支える都市ネットワークづくり�

（５）住民と行政が協働により取り組む都市づくり�

�

●土地利用の基本方針�

（１）県内全体の土地利用の方針�

１）都市的土地利用の適正なコントロール�

２）行政コストを考慮した土地利用�

３）環境負荷の低減に寄与する土地利用�

４）自然災害の軽減に寄与する土地利用�

５）地域文化や豊かな自然環境と調和した土地利用への転換�

６）都市的土地利用の計画的な推進�

７）土地利用制度の活用�

３．1　熊本県　都市計画区域マスタープラン　基本方針（第２回改訂）
　　　【平成31年２月】

豊かな「もり」と共生する持続可能で活力あるエコ・コンパクトな都市づくり
●都市づくりの基本理念

本県固有の豊かな自然、及び由緒ある歴史文化等の特性を活かしながら、豊かな自然(もり)を有す

る自然エリアと都市との交流と連携を支えるネットワークを構築するとともに、誰もが安心して生活できるよ

う、ユニバーサルデザイン※に配慮した人と環境にやさしい都市づくりをより広域的な視点から進めます。  

県内各都市の個性を生かしながら、今後の人口動向や低炭素社会への移行、都市防災等への対応

を考慮しつつ、地域の生活産業・文化等の活動の拠点となるコンパクトな都市づくりを、地域が一体とな

って進めます。  

行政コストを意識しつつ、これまで以上に適切な範囲で効果的かつ効率的に経済活動が実践できる

ように集中的な投資を行います。 

 
●都市づくりの基本目標

●土地利用の基本方針

（１）県土の自然と共生する都市づくり

（２）人と環境にやさしい安全・安心な都市づくり

（３）都市の個性を生かし、豊かな生活を意識したエコ・コンパクトな都市づくり

（４）交流と連携を支える都市ネットワークづくり

（５）住民と行政が協働により取り組む都市づくり

（１）県内全体の土地利用の方針

１）都市的土地利用の適正なコントロール

２）行政コストを考慮した土地利用

３）環境負荷の低減に寄与する土地利用

４）自然災害の軽減に寄与する土地利用

５）地域文化や豊かな自然環境と調和した土地利用への転換

６）都市的土地利用の計画的な推進

７）土地利用制度の活用

■豊かな「もり」と共生する都市づくり

■持続可能で活力あるエコ・コンパクトな都市づくり

３　上位・関連計画のまとめ
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３．２� 玉名都市計画� 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（玉名都市計画

区域マスタープラン）【平成 ��年３月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）都市づくりの基本理念�

①理念・目標� �

【将来像】『人と自然がひびき合う県北の都� 玉名』�

【都市づくりの基本目標】�

・「人と人、人と自然がふれあう交流の都づくり」�

・「市民がいきいきと輝き、安心して暮らせる快適な都づくり」�

・「市民の積極的な参加により、まちづくりを進める自立した都づくり」�

�

�
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３� 上位・関連計画のまとめ 

３．１� 熊本県� 都市計画区域マスタープラン� 基本方針（第２回改訂） 
【平成 ��年２月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●都市づくりの基本理念� �

豊かな「もり」と共生する持続可能で活力あるエコ・コンパクトな都市づくり�

�

■豊かな「もり」と共生する都市づくり�

本県固有の豊かな自然、及び由緒ある歴史文化等の特性を活かしながら、豊かな自然(もり)を有す

る自然エリアと都市との交流と連携を支えるネットワークを構築するとともに、誰もが安心して生活できるよ

う、ユニバーサルデザイン※に配慮した人と環境にやさしい都市づくりをより広域的な視点から進めます。 
 

■持続可能で活力あるエコ・コンパクトな都市づくり�

県内各都市の個性を生かしながら、今後の人口動向や低炭素社会への移行、都市防災等への対応

を考慮しつつ、地域の生活産業・文化等の活動の拠点となるコンパクトな都市づくりを、地域が一体とな

って進めます。  

行政コストを意識しつつ、これまで以上に適切な範囲で効果的かつ効率的に経済活動が実践できる

ように集中的な投資を行います。 

 

●都市づくりの基本目標�

（１）県土の自然と共生する都市づくり�

（２）人と環境にやさしい安全・安心な都市づくり�

（３）都市の個性を生かし、豊かな生活を意識したエコ・コンパクトな都市づくり�

（４）交流と連携を支える都市ネットワークづくり�

（５）住民と行政が協働により取り組む都市づくり�

�

●土地利用の基本方針�

（１）県内全体の土地利用の方針�

１）都市的土地利用の適正なコントロール�

２）行政コストを考慮した土地利用�

３）環境負荷の低減に寄与する土地利用�

４）自然災害の軽減に寄与する土地利用�

５）地域文化や豊かな自然環境と調和した土地利用への転換�

６）都市的土地利用の計画的な推進�

７）土地利用制度の活用�

３．2　玉名都市計画　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（玉名都市計画　　　　　　
　　　　区域マスタープラン）【平成24年３月】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）都市づくりの基本理念

①理念・目標

【将来像】『人と自然がひびき合う県北の都 玉名』

【都市づくりの基本目標】

・「人と人、人と自然がふれあう交流の都づくり」

・「市民がいきいきと輝き、安心して暮らせる快適な都づくり」

・「市民の積極的な参加により、まちづくりを進める自立した都づくり」

第１章　都市の現状と課題



36

 

36 
�

３．３� 第２次玉名市総合計画〔後期計画〕【令和４年３月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●将来像� �
『人と自然が輝き� やさしさと笑顔にあふれるまち� 玉名』�
�

●基本目標・主要施策�

基本目標１ 自然と暮らしを守る ふるさとづくり 
基本目標２ 人と文化を育む 地域づくり 
基本目標３ 賑わいと活力ある 産業づくり 
基本目標４ 便利で快適な 都市づくり 
基本目標５ 健康で安心な福祉づくり 
基本目標６ 公平で誇りの持てる社会づくり 
基本目標７ 健全な行政運営 
 
 

●土地利用方針�

■市街地ゾーン 

国道 208号と JR鹿児島本線に囲まれた区域並びに県道長洲玉名線沿いの区域は、本市の中心

的な市街地を形成すべきゾーンであり、住宅、商業、サービス業、教育・文化、業務などの都市的機能

の整備を重点的に進める「市街地ゾーン」として位置付けます。 

特に、玉名駅周辺や、玉名市役所本庁舎周辺、旧玉名市役所周辺、新玉名駅周辺については、市

民生活を支える各種公共公益サービスが集積した本市の「中心拠点」及び「交通拠点」として、各種機

能の維持・集積・強化を図ります。 

 

■田園ゾーン（農業・集落地区） 

本市の基幹産業である農業の振興を進めると同時に、豊かな自然環境や美しい田園景観の形成な

どにも寄与している区域として保全を図りながら、「市街地ゾーン」へのアクセス性・生活利便性を高めま

す。 

 

■中山間ゾーン（森林地区） 

豊かな自然資源や歴史的資産の宝庫であるとともに、特に天水地区における熊ノ岳・三ノ岳の丘陵地

は、全国でもトップクラスの生産量を誇るみかんの産地です。 

また、水源のかん養※、地球温暖化防止など多面的機能を有することから、森林の多面的機能を活

かした保全と整備及び中山間地域の農業振興を重点的に進める「中山間ゾーン」として位置付け、現在

の豊かな自然・歴史資源の保全・活用を図るほか、玉名らしい景観形成への活用、休息やレクリエーシ

ョンの場としての活用を図ります。 

 

■臨海ゾーン（有明海及び海岸部） 

本市南部の有明海沿岸部については、有明海の自然を活用した水産業及び臨海レクリエーションの

振興を進める「臨海ゾーン」として位置付け、漁場の保全と整備を進め、海苔やアサリなどの水産業の振

興を推進する場としての活用を図ります。さらに、地域団体と連携し、有明海の景観を活かしたレクリエ

ーションや観光漁業などの振興に繋げます。 

 

３．3　第２次玉名市総合計画〔後期計画〕【令和４年３月】

●将来像
『人と自然が輝き やさしさと笑顔にあふれるまち 玉名』

●基本目標・主要施策

基本目標１ 自然と暮らしを守る ふるさとづくり 
基本目標２ 人と文化を育む 地域づくり 
基本目標３ 賑わいと活力ある 産業づくり 
基本目標４ 便利で快適な 都市づくり 
基本目標５ 健康で安心な福祉づくり 
基本目標６ 公平で誇りの持てる社会づくり 
基本目標７ 健全な行政運営 

●土地利用方針

■市街地ゾーン

■田園ゾーン（農業・集落地区）

■中山間ゾーン（森林地区）

■臨海ゾーン（有明海及び海岸部）

　国道208号とJR鹿児島本線に囲まれた区域並びに県道長洲玉名線沿いの区域は、本市の中心的

な市街地を形成すべきゾーンであり、住宅、商業、サービス業、教育・文化、業務などの都市的機能の

整備を重点的に進める「市街地ゾーン」として位置付けます。

　特に、玉名駅周辺や、玉名市役所本庁舎周辺、旧玉名市役所周辺、新玉名駅周辺については、市民

生活を支える各種公共公益サービスが集積した本市の「中心拠点」及び「交通拠点」として、各種機

能の維持・集積・強化を図ります。

　豊かな自然資源や歴史的資産の宝庫であるとともに、特に天水地区における熊ノ岳・三ノ岳の丘

陵地は、全国でもトップクラスの生産量を誇るみかんの産地です。

　また、水源のかん養※、地球温暖化防止など多面的機能を有することから、森林の多面的機能を

活かした保全と整備及び中山間地域の農業振興を重点的に進める「中山間ゾーン」として位置付け、

現在の豊かな自然・歴史資源の保全・活用を図るほか、玉名らしい景観形成への活用、休息やレク

リエーションの場としての活用を図ります。

　本市南部の有明海沿岸部については、有明海の自然を活用した水産業及び臨海レクリエーション

の振興を進める「臨海ゾーン」として位置付け、漁場の保全と整備を進め、海苔やアサリなどの水

産業の振興を推進する場としての活用を図ります。さらに、地域団体と連携し、有明海の景観を活

かしたレクリエーションや観光漁業などの振興に繋げます。

　本市の基幹産業である農業の振興を進めると同時に、豊かな自然環境や美しい田園景観の形成

などにも寄与している区域として保全を図りながら、「市街地ゾーン」へのアクセス性・生活利便性を

高めます。
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●目

●玉名市の人口の数値目標

●基本目標と基本的方向

指すべき将来の方向
基本目標１ 玉名市の地域資源を活用した産業を育成し、魅力ある雇用を創出する 
基本目標２ 玉名市へ新たな人の流れをつくる 

基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

横断的な目標１
 
多様な人材の活躍を推進する

  

横断的な目標２
 
新しい時代の流れを力にする

 

●人口の将来展望
玉名市人口の目標 2030 年に人口規模 60,000 人の維持 

2030年に人口規模「60,000人」の維持
（１）2030年の玉名市の合計特殊出生率「1.77」まで上昇する
（２）2020年までに「社会減を半分程度に縮小させ、その後は社会増減を均衡（±０人）」する   
 

基本目標１ 玉名市の地域資源を活用した産業を育成し、魅力ある雇用を創出する 
基本的方向 ①農水産業の振興による雇用の創出

②６次産業化の推進による雇用の創出
③企業誘致による雇用の創出
④商工の振興による雇用の創出 

 
 

 

基本目標２ 玉名市へ新たな人の流れをつくる 

基本的方向 ①移住・定住の推進による人の流入  
②都市部などとのつながりの構築による人の流入

  

③観光振興の推進による人の流入
 
基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

 

基本的方向 ①若い世代の結婚・出産・子育てへの切れ目ない支援
②学校教育の充実

 

 

基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

 

基本的方向 ①公共交通網の充実
②安心・安全なまちづくり
③環境・協働のまちづくり
④暮らしやすい地方都市生活圏の形成

 

  

 
 

横断的な目標１ 多様な人材の活躍を推進する

  

基本的方向 ①誰もが居場所と役割を持つ地域社会の実現

 

 

横断的な目標２ 新しい時代の流れを力にする

 

基本的方向 ①スマート自治体を推進する
②SDGsの実現で持続可能なまちをつくる
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３．４� 玉名市人口ビジョン【令和２年３月】 

 

 

 

 

 

 

 

３．５� 第２期玉名市まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和４年度改訂版)� � �

【令和４年７月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●目指すべき将来の方向� �
基本目標１ 玉名市の地域資源を活用した産業を育成し、魅力ある雇用を創出する 
基本目標２ 玉名市へ新たな人の流れをつくる 
基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 
横断的な目標１ 多様な人材の活躍を推進する  
横断的な目標２ 新しい時代の流れを力にする 
 

●人口の将来展望�

玉名市人口の目標 2030年に人口規模 60,000人の維持 

●玉名市の人口の数値目標�

2030年に人口規模「60,000人」の維持 
（１）2030年の玉名市の合計特殊出生率「1.77」まで上昇する 
（２）2020年までに「社会減を半分程度に縮小させ、その後は社会増減を均衡（±０人）」する 
 

●基本目標と基本的方向�

基本目標１ 玉名市の地域資源を活用した産業を育成し、魅力ある雇用を創出する 
基本的方向 ①農水産業の振興による雇用の創出 ②６次産業化の推進による雇用の創出 

③企業誘致による雇用の創出 ④商工の振興による雇用の創出 
 
基本目標２ 玉名市へ新たな人の流れをつくる 
基本的方向 ①移住・定住の推進による人の流入  

②都市部などとのつながりの構築による人の流入  
③観光振興の推進による人の流入�

 
基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
基本的方向 ①若い世代の結婚・出産・子育てへの切れ目ない支援 ②学校教育の充実 
 
基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 
基本的方向 ①公共交通網の充実 ②安心・安全なまちづくり ③環境・協働のまちづくり      ④

暮らしやすい地方都市生活圏の形成 
 
横断的な目標１ 多様な人材の活躍を推進する  
基本的方向 ①誰もが居場所と役割を持つ地域社会の実現 
 
横断的な目標２ 新しい時代の流れを力にする 
基本的方向 ①スマート自治体を推進する ②SDGsの実現で持続可能なまちをつくる 
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３．３� 第２次玉名市総合計画〔後期計画〕【令和４年３月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●将来像� �
『人と自然が輝き� やさしさと笑顔にあふれるまち� 玉名』�
�

●基本目標・主要施策�

基本目標１ 自然と暮らしを守る ふるさとづくり 
基本目標２ 人と文化を育む 地域づくり 
基本目標３ 賑わいと活力ある 産業づくり 
基本目標４ 便利で快適な 都市づくり 
基本目標５ 健康で安心な福祉づくり 
基本目標６ 公平で誇りの持てる社会づくり 
基本目標７ 健全な行政運営 
 
 

●土地利用方針�

■市街地ゾーン 

国道 208号と JR鹿児島本線に囲まれた区域並びに県道長洲玉名線沿いの区域は、本市の中心

的な市街地を形成すべきゾーンであり、住宅、商業、サービス業、教育・文化、業務などの都市的機能

の整備を重点的に進める「市街地ゾーン」として位置付けます。 

特に、玉名駅周辺や、玉名市役所本庁舎周辺、旧玉名市役所周辺、新玉名駅周辺については、市

民生活を支える各種公共公益サービスが集積した本市の「中心拠点」及び「交通拠点」として、各種機

能の維持・集積・強化を図ります。 

 

■田園ゾーン（農業・集落地区） 

本市の基幹産業である農業の振興を進めると同時に、豊かな自然環境や美しい田園景観の形成な

どにも寄与している区域として保全を図りながら、「市街地ゾーン」へのアクセス性・生活利便性を高めま

す。 

 

■中山間ゾーン（森林地区） 

豊かな自然資源や歴史的資産の宝庫であるとともに、特に天水地区における熊ノ岳・三ノ岳の丘陵地

は、全国でもトップクラスの生産量を誇るみかんの産地です。 

また、水源のかん養※、地球温暖化防止など多面的機能を有することから、森林の多面的機能を活

かした保全と整備及び中山間地域の農業振興を重点的に進める「中山間ゾーン」として位置付け、現在

の豊かな自然・歴史資源の保全・活用を図るほか、玉名らしい景観形成への活用、休息やレクリエーシ

ョンの場としての活用を図ります。 

 

■臨海ゾーン（有明海及び海岸部） 

本市南部の有明海沿岸部については、有明海の自然を活用した水産業及び臨海レクリエーションの

振興を進める「臨海ゾーン」として位置付け、漁場の保全と整備を進め、海苔やアサリなどの水産業の振

興を推進する場としての活用を図ります。さらに、地域団体と連携し、有明海の景観を活かしたレクリエ

ーションや観光漁業などの振興に繋げます。 

 

３．4　玉名市人口ビジョン【令和２年３月】

３．5　第２期玉名市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和４年度改訂版）
　　　【令和４年７月】

第１章　都市の現状と課題
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３．６� 玉名市空家等対策計画【令和４年３月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計画理念�

安全・安心に暮らせる生活環境づくりのため、空家等の所有者等の適切な維持管理が講じられるよう、 

所有者等が主体となり協力者や行政が密接な連携を図り、協働して取り組むものとする。 

●基本方針と対策�

(1)空家等対策の基盤づくり 

①空家等の実態把握及び対応分析 

定期的な現地調査、地域住民からの通報・情報提供、空家等の所有者等の特定・意向等の把握

を行い、経年的に空家等のデータ化をすすめ、個々の空家等の分析に基づく対応を図る 

②庁内の実施体制整備 

空家等に関する情報や対策実施状況等が一元的に把握でき、即応できる庁内での中心的な

担当課の体制強化 

③関係者等との協力・連携による対策の推進 

協力・連携のしくみづくりを行い、それぞれの役割、特性を発揮しながら協働して空家等対策の

推進を図る 

 

(2)予防・活用・管理不全対応の視点からの総合的対策の推進 

①予防・適正管理対策 

⚫ リフォームや長寿命化、耐震化等により住宅等を長く利用し続けていく予防的な管理、相続等
に関する基礎的知識の周知が必要であることの理解を促進し、新たな空家等の発生の抑制を

図る 

⚫ 空家等の減少や地域の居住環境の改善、移住・定住の受け皿となる住宅確保をすすめ、空家
等の増加を抑える 

⚫ 管理不全な空家等の増加を防ぎ、良好な状態を維持していくための適正な維持管理の促進を
図る 

②利活用対策 

空家等の利活用推進の大きな柱として、「民間事業者等と連携し空き家の市場流通を増やす」

「空き家の利用者を多様な方法で増やす」を掲げる 

③管理不全対策 

⚫ 管理不全な空家等を解消するために、法や条例に基づき行政指導や行政処分等の必要な措
置を講ずるための手法や制度を検討 

⚫ 老朽化等により周囲に危険を及ぼすような管理が困難な空家等の除却に対して、経済的支援
策を講ずる 

 

(3)各主体の積極的な取り組みの推進 

①空家等の所有者による管理 

⚫ 所有者等あるいは相続人自らが適切に管理する責任を有することについて認識するように努め
る 

②地域住民（市民、区長）との協働 

⚫ 空家等が住生活環境を悪化させることについて地域住民（市民、区長）自身にとって密接に関
わるものとして理解し、行政と連携・ 協力して空家等の情報の共有化、発生抑制、利活用を図

る 

③関係団体等との連携 

⚫ 関係団体等は専門的な知識や経験を活用し、空家等の維持管理のための事業活動・サービ
スを積極的に取り組むものとし、また地域産業活性化の視点からも行政と連携を図る 

 

 

３．6　玉名市空家等対策計画【令和４年３月】

 

  

安全・安心に暮らせる生活環境づくりのため、空家等の所有者等の適切な維持管理が講じられるよう、

所有者等が主体となり協力者や行政が密接な連携を図り、協働して取り組むものとする。

 

 

 
 

(1)空家等対策の基盤づくり 
❶空家等の実態把握及び対応分析  

定期的な現地調査、地域住民からの通報・情報提供、空家等の所有者等の特定・意向等の

把握を行い、経年的に空家等のデータ化をすすめ、個々の空家等の分析に基づく対応を図る 

❷庁内の実施体制整備  

空家等に関する情報や対策実施状況等が一元的に把握でき、即応できる庁内での中心的な

担当課の体制強化 

❸関係者等との協力・連携による対策の推進 
協力・連携のしくみづくりを行い、それそれの役割、特性を発揮しながら協働して空家等対策の

推進を図る 
 

(2)予防・活用・管理不全対応の視点からの総合的対策の推進 

❶予防・適正管理対策 

l リフォームや長寿命化、耐震化等により住宅等を長く利用し続けていく予防的な管理、相続

等に関する基礎的知識の周知が必要であることの理解を促進し、新たな空家等の発生の抑

制を図る 

l 空家等の減少や地域の居住環境の改善、移住・定住の受け皿となる住宅確保をすすめ、空

家等の増加を抑える 

l 管理不全な空家等の増加を防ぎ、良好な状態を維持していくための適正な維持管理の促進

を図る 

❷利活用対策  

空家等の利活用推進の大きな柱として、「民間事業者等と連携し空き家の市場流通を増や

す」「空き家の利用者を多様な方法で増やす」を掲げる 

❸管理不全対策  

l 管理不全な空家等を解消するために、法や条例に基づき行政指導や行政処分等の必要な

措置を講ずるための手法や制度を検討 

l 老朽化等により周囲に危険を及ぼすような管理が困難な空家等の除却に対して、経済的支

援策を講ずる 
 

(3)各主体の積極的な取り組みの推進 
❶空家等の所有者による管理 

l 所有者等あるいは相続人自らが適切に管理する責任を有することについて認識するように努

める 

❷地域住民（市民、区長）との協働 
l 空家等が住生活環境を悪化させることについて地域住民（市民、区長）自身にとって密接に

関わるものとして理解し、行政と連携・ 協力して空家等の情報の共有化、発生抑制、利活用

を図る 

❸関係団体等との連携 

l 関係団体等は専門的な知識や経験を活用し、空家等の維持管理のための事業活動・サービ

スを積極的に取り組むものとし、また地域産業活性化の視点からも行政と連携を図る 

●計画理念

●基本方針と対策
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１．玉名市の特性を活かした企業立地の推進 
２．新産業の創出に向けた企業立地の推進 
３．社会の変化に対応した企業立地の推進 
 

（１）本市の課題を解決する企業の立地
（２）情報発信
（３）企業の持続可能な社会実現に向けた対応支援

①脱炭素支援 ②電力の安定供給 ③SDGｓ支援
（４）企業が企業を呼ぶ自走型の立地計画
（５）ワーケーション※による立地推進 

①拠点の分散化について
②ワーケーション・ジョブケーション※の後押しによる拠点分散

（１）現在の重点促進区域 

【三ツ川地区一帯について】 

●基本理念

●基本方針

●重点促進区域の設定に向けた検討

●新たな重点促進区域の設定検討

①上小田（食品工場用地） …食品製造業のほか印刷製本業や金属加工業も点在している。 ５
つの重点促進区域の中でも新幹線駅、 インターチェンジに近い区域である。 

②大浜町・北牟田（自動車部品工場用地） …自動車部品工場が立地している。 周辺には物
流企業の営業所も多く、 自動車部品のサプライチェーン※を形成している。

③大倉（金属加工工場用地） …自動車部品の金属加工業の企業が進出している。 同地区に
は印刷工場も立地している。 旧国道沿いでもあるため、 商業施設の進出も多い。

④伊倉北方（エレクトロニクス工場用地） …エレクトロニクス関連の工場が立地している。 周辺は
農用地が多く、 新たな産業集積は見込みにくい。

⑤河崎 ・ 両迫間（ゴム製品工場用地） …菊池川沿いに立地しており、 主にゴム製品の生産を
行っている。 玉名市の中心に最も近い重点促進区域であり、 鉄道や主要道路へのアクセスも
良い。 

　三ツ川地区一帯は本市の北部に位置する山間地域である。 当地区は、 中心市街地からは離
れており、 農業振興区域にも当たらない、 浸水想定区域外の開発可能な地域である。 周辺には
ゴルフ場が多く立地しており、 菊水インターチェンジからのアクセスも良い。 既に、 金属加工やコン
クリート製品の工場が点在している。 また、 現在民間事業者による工業団地の整備も進められ
ている。市域と接する南関町側にも同様に企業進出が進んでおり、今後産業の集積が見込まれる。
南関町側には自動車部品製造業、 金属加工業、 物流業などの企業が進出しており、 関連する
業種の立地が想定される。
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３．７� 玉名市企業立地推進計画【令和４年３月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●基本理念� �
１．玉名市の特性を活かした企業立地の推進 
２．新産業の創出に向けた企業立地の推進 
３．社会の変化に対応した企業立地の推進 
 

●基本方針�

（１）本市の課題を解決する企業の立地 
（２）情報発信 
（３）企業の持続可能な社会実現に向けた対応支援 
①脱炭素支援 ②電力の安定供給 ③SDGｓ支援 

（４）企業が企業を呼ぶ自走型の立地計画 
（５）ワーケーション※による立地推進 
①拠点の分散化について 
②ワーケーション・ジョブケーション※の後押しによる拠点分散 

 

●重点促進区域の設定に向けた検討�

（１）現在の重点促進区域 
①上小田（食品工場用地）…食品製造業のほか印刷製本業や金属加工業も点在している。５つの
重点促進区域の中でも新幹線駅、インターチェンジに近い区域である。 

②大浜町・北牟田（自動車部品工場用地）…自動車部品工場が立地している。周辺には物流企業
の営業所も多く、自動車部品のサプライチェーン※を形成している。 

③大倉（金属加工工場用地）…自動車部品の金属加工業の企業が進出している。同地区には印刷
工場も立地している。旧国道沿いでもあるため、商業施設の進出も多い。 

④伊倉北方（エレクトロニクス工場用地）…エレクトロニクス関連の工場が立地している。周辺は農用
地が多く、新たな産業集積は見込みにくい。 

⑤河崎・両迫間（ゴム製品工場用地）…菊池川沿いに立地しており、主にゴム製品の生産を行って
いる。玉名市の中心に最も近い重点促進区域であり、鉄道や主要道路へのアクセスも良い。 

 

●新たな重点促進区域の設定検討�

【三ツ川地区一帯について】 
三ツ川地区一帯は本市の北部に位置する山間地域である。当地区は、中心市街地からは離れてお

り、農業振興区域にも当たらない、浸水想定区域外の開発可能な地域である。周辺にはゴルフ場が多
く立地しており、菊水インターチェンジからのアクセスも良い。既に、金属加工やコンクリート製品の工場
が点在している。また、現在民間事業者による工業団地の整備も進められている。市域と接する南関
町側にも同様に企業進出が進んでおり、今後産業の集積が見込まれる。南関町側には自動車部品製
造業、金属加工業、物流業などの企業が進出しており、関連する業種の立地が想定される。 
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３．６� 玉名市空家等対策計画【令和４年３月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計画理念�

安全・安心に暮らせる生活環境づくりのため、空家等の所有者等の適切な維持管理が講じられるよう、 

所有者等が主体となり協力者や行政が密接な連携を図り、協働して取り組むものとする。 

●基本方針と対策�

(1)空家等対策の基盤づくり 

①空家等の実態把握及び対応分析 

定期的な現地調査、地域住民からの通報・情報提供、空家等の所有者等の特定・意向等の把握

を行い、経年的に空家等のデータ化をすすめ、個々の空家等の分析に基づく対応を図る 

②庁内の実施体制整備 

空家等に関する情報や対策実施状況等が一元的に把握でき、即応できる庁内での中心的な

担当課の体制強化 

③関係者等との協力・連携による対策の推進 

協力・連携のしくみづくりを行い、それぞれの役割、特性を発揮しながら協働して空家等対策の

推進を図る 

 

(2)予防・活用・管理不全対応の視点からの総合的対策の推進 

①予防・適正管理対策 

⚫ リフォームや長寿命化、耐震化等により住宅等を長く利用し続けていく予防的な管理、相続等
に関する基礎的知識の周知が必要であることの理解を促進し、新たな空家等の発生の抑制を

図る 

⚫ 空家等の減少や地域の居住環境の改善、移住・定住の受け皿となる住宅確保をすすめ、空家
等の増加を抑える 

⚫ 管理不全な空家等の増加を防ぎ、良好な状態を維持していくための適正な維持管理の促進を
図る 

②利活用対策 

空家等の利活用推進の大きな柱として、「民間事業者等と連携し空き家の市場流通を増やす」

「空き家の利用者を多様な方法で増やす」を掲げる 

③管理不全対策 

⚫ 管理不全な空家等を解消するために、法や条例に基づき行政指導や行政処分等の必要な措
置を講ずるための手法や制度を検討 

⚫ 老朽化等により周囲に危険を及ぼすような管理が困難な空家等の除却に対して、経済的支援
策を講ずる 

 

(3)各主体の積極的な取り組みの推進 

①空家等の所有者による管理 

⚫ 所有者等あるいは相続人自らが適切に管理する責任を有することについて認識するように努め
る 

②地域住民（市民、区長）との協働 

⚫ 空家等が住生活環境を悪化させることについて地域住民（市民、区長）自身にとって密接に関
わるものとして理解し、行政と連携・ 協力して空家等の情報の共有化、発生抑制、利活用を図

る 

③関係団体等との連携 

⚫ 関係団体等は専門的な知識や経験を活用し、空家等の維持管理のための事業活動・サービ
スを積極的に取り組むものとし、また地域産業活性化の視点からも行政と連携を図る 

 

 

３．7　玉名市企業立地推進計画【令和４年３月】

 

  

安全・安心に暮らせる生活環境づくりのため、空家等の所有者等の適切な維持管理が講じられるよう、

所有者等が主体となり協力者や行政が密接な連携を図り、協働して取り組むものとする。

 

 

 
 

(1)空家等対策の基盤づくり 
❶空家等の実態把握及び対応分析  

定期的な現地調査、地域住民からの通報・情報提供、空家等の所有者等の特定・意向等の

把握を行い、経年的に空家等のデータ化をすすめ、個々の空家等の分析に基づく対応を図る 

❷庁内の実施体制整備  

空家等に関する情報や対策実施状況等が一元的に把握でき、即応できる庁内での中心的な

担当課の体制強化 

❸関係者等との協力・連携による対策の推進 
協力・連携のしくみづくりを行い、それそれの役割、特性を発揮しながら協働して空家等対策の

推進を図る 
 

(2)予防・活用・管理不全対応の視点からの総合的対策の推進 

❶予防・適正管理対策 

l リフォームや長寿命化、耐震化等により住宅等を長く利用し続けていく予防的な管理、相続

等に関する基礎的知識の周知が必要であることの理解を促進し、新たな空家等の発生の抑

制を図る 

l 空家等の減少や地域の居住環境の改善、移住・定住の受け皿となる住宅確保をすすめ、空

家等の増加を抑える 

l 管理不全な空家等の増加を防ぎ、良好な状態を維持していくための適正な維持管理の促進

を図る 

❷利活用対策  

空家等の利活用推進の大きな柱として、「民間事業者等と連携し空き家の市場流通を増や

す」「空き家の利用者を多様な方法で増やす」を掲げる 

❸管理不全対策  

l 管理不全な空家等を解消するために、法や条例に基づき行政指導や行政処分等の必要な

措置を講ずるための手法や制度を検討 

l 老朽化等により周囲に危険を及ぼすような管理が困難な空家等の除却に対して、経済的支

援策を講ずる 
 

(3)各主体の積極的な取り組みの推進 
❶空家等の所有者による管理 

l 所有者等あるいは相続人自らが適切に管理する責任を有することについて認識するように努

める 

❷地域住民（市民、区長）との協働 
l 空家等が住生活環境を悪化させることについて地域住民（市民、区長）自身にとって密接に

関わるものとして理解し、行政と連携・ 協力して空家等の情報の共有化、発生抑制、利活用

を図る 

❸関係団体等との連携 

l 関係団体等は専門的な知識や経験を活用し、空家等の維持管理のための事業活動・サービ

スを積極的に取り組むものとし、また地域産業活性化の視点からも行政と連携を図る 

●計画理念

●基本方針と対策

第１章　都市の現状と課題
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３．８� 玉名市立地適正化計画【令和４年３月】 
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●立地適正化計画の基本理念�

「利便性が集約された居住者も来訪者も利用しやすい県北の拠点都市」 

 
●まちづくりの基本方針�

 

３．8　玉名市立地適正化計画【令和４年３月】

 

「利便性が集約された居住者も来訪者も利用しやすい県北の拠点都市」
 

 

●立地適正化計画の基本理念

●まちづくりの基本方針
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●景観の将来像
菊池川が育んだ味わい深い景観をかたるまち 

●景観形成の基本方針
方針１ 玉名の情緒ある景観をみせる場づくり 

方針２ 玉名の景観を守り・育て・生かす担い手づくり 

方針３ 玉名の誇りを受け継ぐ景観への意識づくり 

●景観形成方針の内容
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３．９� 玉名市景観計画【令和５年３月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●景観の将来像�

菊池川が育んだ味わい深い景観をかたるまち 

 
●景観形成の基本方針�

方針１ 玉名の情緒ある景観をみせる場づくり 

方針２ 玉名の景観を守り・育て・生かす担い手づくり 

方針３ 玉名の誇りを受け継ぐ景観への意識づくり 

 

●景観形成方針の内容�

�

山の恵みとともに育まれた暮らしᴾ 菊池川とともに発展した暮らしᴾ

≪山林・集落景観ゾーン≫ 

・玉名を取り囲む緑豊かな山々と文化を魅せる

景観づくり 

 

≪みかん畑・集落景観ゾーン≫ 

・石垣となだらかな斜面に広がるみかん畑と集落

を魅せる景観づくり 

 

 

≪菊池川流域景観ゾーン≫ 

・雄大な菊池川を魅せる美しい景観づくり 

・歩きたくなる居心地の良い景観づくり 

 

≪市街地景観ゾーン（おおむね用途地域内）≫ 

・まちなみに付加価値をつける景観づくり 

 

≪田園景観ゾーン≫ 

・手が行き届いた、四季折々の美しい広大な田園

と文化あるまちなみを魅せる景観づくり 

・水源や水質、豊かな生態系を保全し、水に親し

む景観づくり 

 

≪干拓景観ゾーン≫ 

・干拓の歴史と田園を魅せる景観づくり 

景観をつなぎ魅せる場所ᴾ
玉名の風土・信仰が生んだ伝統行事・ᴾ

祭事・イベントᴾ

≪幹線道路景観ゾーン≫ 

・【中心部（用途地域内）】賑わいと品格ある沿道

景観づくり 

・【中心部以外】田園と調和した景観づくり 

 

≪眺望点≫ 

・玉名市の良さを実感できる眺望点づくり 

≪伝統行事・祭事・イベント≫ 

・玉名に根付く伝統を魅せ、次世代に残す 

�
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３．８� 玉名市立地適正化計画【令和４年３月】 
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●立地適正化計画の基本理念�

「利便性が集約された居住者も来訪者も利用しやすい県北の拠点都市」 

 
●まちづくりの基本方針�

 

３．9　玉名市景観計画【令和５年３月】

 

「利便性が集約された居住者も来訪者も利用しやすい県北の拠点都市」
 

 

●立地適正化計画の基本理念

●まちづくりの基本方針

第１章　都市の現状と課題
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３．１０� 玉名市観光振興計画【令和５年３月】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

●基本理念� � 「キラリかがやけ 玉名」 

●将来像� � � 「人と自然が輝き、やさしさと笑顔にあふれるまち玉名」 

●５つの戦略と ��のアクションプラン�

■戦略１：玉名市の観光を支える人材の育成 
①教育機関と連携した観光人材の育成・確保（重点）  

②観光産業の従業員の確保・育成 

③観光産業の経営人材のマネジメント力強化 

④ガイド育成・確保 

 

■戦略２：玉名市の観光特性に沿った商品開発 
⑤着地型観光商品開発の推進（重点） 

⑥持続可能なツーリズムの推進（重点） 

⑦玉名暮らしの観光商品開発 

⑧アウトドア・アドベンチャーツーリズムの商品開発 

⑨スポーツツーリズムの推進 

⑩医療・ウェルネスツーリズムの推進 

⑪市内イベントの最適化 
 
■戦略３：国内外観光プロモーションの推進・強化 

⑫インバウンドセールス強化（重点） 

⑬国内観光セールス強化 

⑭デジタルマーケティング強化 

 

■戦略４：観光客受入基盤の整備 
⑮観光産業の DX推進（重点） 

⑯観光施設の多言語対応強化 

⑰２次交通の利便性向上 

⑱観光を支えるインフラ・施設の魅力向上 

⑲観光リスクマネジメントの推進 

 

■戦略５：観光推進体制の構築 

⑳玉名版 DMO（※）の構築（重点） 

㉑オール玉名での観光まちづくりの推進 

 

 
※玉名版 DMO：現在、（一社）玉名観光協会が観光庁認定の観光地域づくり法人（DMO）として観光情報発信、観光商
品開発、観光セールス及びプロモーション、物産販売等の活動をしており、約 60事業者・団体の会員を有している。 

３．10　玉名市観光振興計画【令和５年３月】

戦略１　玉名市の観光を支える人材の育成

戦略２　玉名市の観光特性に沿った商品開発

戦略３　国内外観光プロモーションの推進・強化

戦略４　観光客受入基盤の整備

戦略５　観光推進体制の構築

 

●基本理念 「キラリかがやけ　玉名」

「人と自然が輝き、やさしさと笑顔にあふれるまち玉名」●将来像

●５つの戦略と21のアクションプラン

①教育機関と連携した観光人材の育成・確保（重点）  
②観光産業の従業員の確保・育成 

③観光産業の経営人材のマネジメント力強化 

④ガイド育成・確保 

⑤着地型観光商品開発の推進（重点） 
⑥持続可能なツーリズムの推進（重点） 
⑦玉名暮らしの観光商品開発 

⑧アウトドア・アドベンチャーツーリズムの商品開発 

⑨スポーツツーリズムの推進 

⑩医療・ウェルネスツーリズムの推進 

⑪市内イベントの最適化 

⑫インバウンドセールス強化（重点） 
⑬国内観光セールス強化 

⑭デジタルマーケティング強化 

⑮観光産業のDX推進（重点） 
⑯観光施設の多言語対応強化 

⑰２次交通の利便性向上 

⑱観光を支えるインフラ・施設の魅力向上 

⑲観光リスクマネジメントの推進 

⑳玉名版DMO（※）の構築（重点） 
㉑オール玉名での観光まちづくりの推進 
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≪配布・回収数≫   
 

配布数 有効回収数 回収率 

2,000 821（郵送 670（33.5％）、Web151（7.6％）） 41.1％ 

１．「玉名市の住宅地の環境向上」のために何が重要か。（上位３位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.3%

47.7%

43.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

身近な生活基盤（道路、公園、下水道等）の
整備・改善（472件）

高齢者が安心して暮らせる住宅地の形成に
向けた取り組み（386件）

お店や、働く場が近くにある便利な住宅地の
形成に向けた取り組み（352件）
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３．１０� 玉名市観光振興計画【令和５年３月】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

●基本理念� � 「キラリかがやけ 玉名」 

●将来像� � � 「人と自然が輝き、やさしさと笑顔にあふれるまち玉名」 

●５つの戦略と ��のアクションプラン�

■戦略１：玉名市の観光を支える人材の育成 
①教育機関と連携した観光人材の育成・確保（重点）  

②観光産業の従業員の確保・育成 

③観光産業の経営人材のマネジメント力強化 

④ガイド育成・確保 

 

■戦略２：玉名市の観光特性に沿った商品開発 
⑤着地型観光商品開発の推進（重点） 

⑥持続可能なツーリズムの推進（重点） 

⑦玉名暮らしの観光商品開発 

⑧アウトドア・アドベンチャーツーリズムの商品開発 

⑨スポーツツーリズムの推進 

⑩医療・ウェルネスツーリズムの推進 

⑪市内イベントの最適化 
 
■戦略３：国内外観光プロモーションの推進・強化 

⑫インバウンドセールス強化（重点） 

⑬国内観光セールス強化 

⑭デジタルマーケティング強化 

 

■戦略４：観光客受入基盤の整備 
⑮観光産業の DX推進（重点） 

⑯観光施設の多言語対応強化 

⑰２次交通の利便性向上 

⑱観光を支えるインフラ・施設の魅力向上 

⑲観光リスクマネジメントの推進 

 

■戦略５：観光推進体制の構築 

⑳玉名版 DMO（※）の構築（重点） 

㉑オール玉名での観光まちづくりの推進 

 

 
※玉名版 DMO：現在、（一社）玉名観光協会が観光庁認定の観光地域づくり法人（DMO）として観光情報発信、観光商
品開発、観光セールス及びプロモーション、物産販売等の活動をしており、約 60事業者・団体の会員を有している。 
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４� 市民意向の把握 

４．１� 市民アンケート調査の結果概要 
まちの現状や将来への希望などを把握し、都市計画上の課題の明確化等に向けた基礎資料とすること

を目的とした、市民アンケート調査を実施しました。 
 

≪調査の方法≫   

① 調査対象地域・・・玉名市全域 

② 調査対象者・・・・・18歳以上の市民 2,000人（地域人口比率に応じて無作為抽出） 

③ 調査期間・・・・・・・令和３年６月 16日～令和３年７月 16日 

④ 調査方法・・・・・・・郵送による配布、郵送またはWebでの回答 
 

≪配布・回収数≫   
 

配布数 有効回収数 回収率 

2,000 821（郵送 670（33.5％）、Web151（7.6％）） 41.1％ 
 

≪総括≫ 

住宅地の環境向上に当たっては、「身近な生活基盤（道路、公園、下水道等）の整備・改善」を重要視

する意見が多く挙がっています。 

工業や商業に関しては、「地場企業の活動支援や助成制度（税金の減免措置等）の充実」、「郊外部や

バイパスなど幹線道路沿いへの商業施設の誘導」などを重要視する意見が多く挙がっています。 

観光に関しては、「既存観光施設の有効活用や活性化」を重要視する意見が多く挙がっています。 

農地・山林に関しては、「まちの大切な自然として積極的に保全し、現状の農地や山林は維持すべき」と

いう意見が多く挙がっています。 

都市施設等の整備に関しては、「市街地・集落内における狭い道路の改善」、「海岸や河川、森の中の豊

かな自然、史跡などの地域特性を活かした公園の整備」、「公共下水道、集落排水、浄化槽などの整備に

よる河川・海洋などの水質保全・浄化」を重要視する意見が多く挙がっています。 

街並み・景観に関しては、「市街地、駅前などでの賑わいのある景観づくり」を重要視意見が多く挙がって

います。 

防災面では、「治水・治山などの防災対策強化」を重要視する意見が多く挙がっています。 
 
 

≪結果の概要≫ 

 

１．「玉名市の住宅地の環境向上」のために何が重要か。（上位３位） 

 

 

 

 

 

 

 

58.3%

47.7%

43.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

身近な生活基盤（道路、公園、下水道等）の整

備・改善(472件）

高齢者が安心して暮らせる住宅地の形成に向け

た取り組み（386件）

お店や、働く場が近くにある便利な住宅地の形成

に向けた取り組み（352件）

４．1　市民アンケート調査の結果概要

戦略１　玉名市の観光を支える人材の育成

戦略２　玉名市の観光特性に沿った商品開発

戦略３　国内外観光プロモーションの推進・強化

戦略４　観光客受入基盤の整備

戦略５　観光推進体制の構築

 

●基本理念 「キラリかがやけ　玉名」

「人と自然が輝き、やさしさと笑顔にあふれるまち玉名」●将来像

●５つの戦略と21のアクションプラン

①教育機関と連携した観光人材の育成・確保（重点）  
②観光産業の従業員の確保・育成 

③観光産業の経営人材のマネジメント力強化 

④ガイド育成・確保 

⑤着地型観光商品開発の推進（重点） 
⑥持続可能なツーリズムの推進（重点） 
⑦玉名暮らしの観光商品開発 

⑧アウトドア・アドベンチャーツーリズムの商品開発 

⑨スポーツツーリズムの推進 

⑩医療・ウェルネスツーリズムの推進 

⑪市内イベントの最適化 

⑫インバウンドセールス強化（重点） 
⑬国内観光セールス強化 

⑭デジタルマーケティング強化 

⑮観光産業のDX推進（重点） 
⑯観光施設の多言語対応強化 

⑰２次交通の利便性向上 

⑱観光を支えるインフラ・施設の魅力向上 

⑲観光リスクマネジメントの推進 

⑳玉名版DMO（※）の構築（重点） 
㉑オール玉名での観光まちづくりの推進 
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≪総括≫ 

住宅地の環境向上に当たっては、「身近な生活基盤（道路、公園、下水道等）の整備・改善」を重要視

する意見が多く挙がっています。 

工業や商業に関しては、「地場企業の活動支援や助成制度（税金の減免措置等）の充実」、「郊外部や

バイパスなど幹線道路沿いへの商業施設の誘導」などを重要視する意見が多く挙がっています。 

観光に関しては、「既存観光施設の有効活用や活性化」を重要視する意見が多く挙がっています。 

農地・山林に関しては、「まちの大切な自然として積極的に保全し、現状の農地や山林は維持すべき」と

いう意見が多く挙がっています。 

都市施設等の整備に関しては、「市街地・集落内における狭い道路の改善」、「海岸や河川、森の中の豊

かな自然、史跡などの地域特性を活かした公園の整備」、「公共下水道、集落排水、浄化槽などの整備に

よる河川・海洋などの水質保全・浄化」を重要視する意見が多く挙がっています。 

街並み・景観に関しては、「市街地、駅前などでの賑わいのある景観づくり」を重要視意見が多く挙がって

います。 

防災面では、「治水・治山などの防災対策強化」を重要視する意見が多く挙がっています。 
 
 

≪結果の概要≫ 

 

１．「玉名市の住宅地の環境向上」のために何が重要か。（上位３位） 
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４　市民意向の把握
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２．「将来の玉名市の工業地」に関して何が重要か。（上位３位） 

 

３．「将来の玉名市の商業地」に関して何が重要か。（上位３位） 

 

４．「将来の玉名市の観光地」に関して何が重要か。（上位３位） 
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

既存観光施設の有効活用や活性化(287件）

新たな観光施設の整備（141件）

38.0%

地場企業の活動支援や助成制度（税金の減免
措置等）の充実（275件）

工業団地等の整備による新たな工業用地の確保
（267件）

各地域の日常生活に密着した商店街の維持・
再生（370件）

郊外部やバイパスなど幹線道路沿いへの商業
施設の誘導（377件）

様々な生活利便施設が整った中心市街地の
整備（322件）

各地域ならではの資源や歴史を活かした、個性的
なソフト活動の展開（132件）

工場の敷地内緑化や、建物の美観促進、公害防
止など、周辺環境との調和対策の推進（226件）
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５．「将来の玉名市の農地、山林」に関して何が重要か。（上位３位） 

 

６．玉名市の「道路・交通の整備」に関して大切な取り組みは何か。（上位３位） 

 

７．玉名市の「公園・緑地の整備」に関して大切な取り組みは何か。（上位３位） 
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農地や山林は維持すべき（345件）

開発による農地や山林の減少はなるべく抑える
べき（217件）

地域活性化のための開発を優先させ、農地や
山林が減るのはやむをえない（210件）

市内の各地域を結ぶ県道、市道などの域内主要
道路の整備（297件）

海岸や河川、森の中の豊かな自然、史跡などの
地域特性を活かした公園の整備（379件）

身近で日常的に利用できる小さな公園、広場の
整備（279件）

河川沿いなどを活かした、ゆっくり歩ける散策路の
整備（268件）

歩道の段差解消や、交通安全施設（カーブミ
ラー、街路灯など）の充実（238件）
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８．玉名市の「水環境に関わる施設の整備」に関して大切な取り組みは何か。（上位３位） 

 

９．「将来の玉名市の街並み・景観」に関して何が重要か。（上位３位） 

 

10．「将来の玉名市の防災」に関して何が重要か。（上位３位） 

 

公共下水道、集落排水、浄化槽などの整備による
河川・海洋などの水質保全・浄化（458件）

安全でおいしい水を安定供給できる上水道施設の
整備（359件）

河川改修、防波堤整備などによる治水安全度の
向上（311件）

市街地、駅前などでの賑わいのある景観づくり
（318件）

田園や里山と調和した、のどかな景観づくり
（278件）

各地域特有の生活文化を活かした景観づくり
（261件）
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治水・治山などの防災対策強化（401件）

避難地・避難路の確保（397件）

消防、防災設備の充実・強化（263件）
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11．SDGsについてどのくらい知っているか。 

 

 

12．SDGsの目標のうち、今後特に玉名市において重視すべき目標はどれだと思うか。 
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※SDGｓとは、世界の全ての人が幸せになるた

めに、令和 12（2030）年までにみんなで取り組

む 17の国際目標のことです。 

※第２次玉名市総合計画【後期計画】の「第１

編 第６章 持続可能なまちづくりの推進」でも、

「総合計画を着実に推進することで、SDGｓの目

標達成に資する」と記載しているように、都市計

画マスタープランの推進・実現も、SDGｓの目標

達成に資する関係にあります。（「第２章 都市

づくりの理念と基本方針 ２ 基本方針」参照） 
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項 目 現状及び問題点 上位・関連計画の位置付け等 住民意向等 ※市民アンケート結果より

（産業３部門別就業者数）
〇第１次産業の割合が大幅に減少／第３次産業の割
合が過半数を占める

（農業）
〇農家数（戸）、就業人口は年々減少
〇１戸当たりの平均経営耕地面積は拡大傾向
（水産業）
〇経営体数は年々減少傾向／アサリは、平成25年か
ら令和２年の８年間のうち５年が生産量なし

（工業）
〇事業所は年々減少傾向
〇製造品出荷額は、平成 27 年に急激に増加し、近
年は減少傾向

（商業）
〇事業所数、年間商品販売額ともに平成24年まで減
少傾向／年間商品販売額は平成26年から増加傾向
へ転換

（観光業）
〇観光レクリエーション施設の利用者数は、令和元
年までは増加傾向だったが、令和２年に大幅に減
少

（人口・世帯数）
〇人口は年々減少傾向、世帯数は増加傾向
〇玉名地区に全体の６割以上の人口が集中
（人口集中地区（DID）の推移）
〇低密度な市街化が進行
〇人口、面積ともに近年は減少傾向
（推計人口）
〇人口減少が今後も続くと推計
〇令和 27年には老年人口が 40％以上

（土地利用現況）
〇自然的土地利用が市全体の 75.7％
〇都市計画区域全体の約 3 割の住宅用地が用途地域
内に集中

（都市計画区域の指定状況）
〇市面積の約７割が都市計画区域（10,561ha）
〇用途地域の指定状況は、住居系 75.0％、商業系
12.2％、工業系 12.8％

（法適用）
〇行政区域の９割以上が農業振興地域
（空家等の状況）
〇市全域の空き家数は 1,765 棟
〇地域別では中部地域、西部地域、東部地域の３地
区で７割以上を占める

●将来の市に重要だと思う施策
＜工業地＞
■「地場企業の活動支援や助成制度（税金の減免措置等）の充実」
　（第１位、34.7％）
■「工業団地等の整備による新たな工業用地の確保」
　（第２位、33.7％）

＜商業地＞
■「郊外部やバイパスなど幹線道路沿いへの商業施設の誘導」
　（第１位、47.1％）
■「各地域の日常生活に密着した商店街の維持・再生」
　（第２位、46.2%）

＜観光地＞
■「既存観光施設の有効活用や活性化」（第１位、38.0％）

●将来の市に重要だと思う施策
＜農地、山林＞
■「まちの大切な自然として積極的に保全し、現状の農地や山林は
維持すべき」（第１位、43.1％）

＜住宅地＞
■「身近な生活基盤（道路、公園、下水道等）の整備・改善」
　（第１位、58.3%）
■「高齢者が安心して暮らせる住宅地の形成に向けた取組」
　（第２位、47.7％）
■「お店や、働く場が近くにある便利な住宅地の形成に向けた取組」
（第３位、43.5％）

●将来の市に重要だと思う施策
＜住宅地＞
■「身近な生活基盤（道路、公園、下水道等）の整備・改善」
　（第１位、58.3%）
■「高齢者が安心して暮らせる住宅地の形成に向けた取組」
　（第２位、47.7％）
■「お店や、働く場が近くにある便利な住宅地の形成に向けた取組」
（第３位、43.5％）
＜街並み・景観＞
■「市街地、駅前などでの賑わいのある景観づくり」（第１位、39.6％）
■「田園や里山と調和した、のどかな景観づくり」（第２位、34.6％）
■「各地域特有の生活文化を活かした景観づくり」（第３位、32.5％）

■低密度な市街化の進行による街なかの
賑わい衰退が懸念され、その対応が必要

■今後も人口減少が続くことに伴い、適
切な規制・誘導が必要

■各地域のコミュニティ※を支える拠点形
成が必要

　 ▼都市機能利便性の高いエリアへの人口集積
による機能維持・向上

　 ▼市民サービスの維持・向上、安全・安心の確保
　 ▼市民活動団体等の支援（小さな拠点、市民

の対話の場づくり）

■豊かな自然環境の維持・管理が必要
■身近な生活基盤の整備・改善、安心し
て暮らし続けられる住宅地の形成に向
けた土地利用が必要

■地域のコミュニティを支える拠点形成
が必要（再掲）

　 ▼新玉名駅周辺の有効な土地利用による拠
点性向上

　 ▼老朽住宅の更新や空き家の有効活用
■遊休地等の有効活用が必要
　 ▼遊休地等の未利用地における土地の有効

活用

■地域資源を活用した産業の育成が必要
　 ▼農水産業の振興による雇用の創出
　 ▼地産地消の推進

■工業団地等の整備による新たな企業立
地の推進が必要

　 ▼将来の土地利用方針と連携した産業地整
備

■観光施設の利用者数の増加が必要
　 ▼既存観光施設の有効活用や活性化

．人口

２．産業

３．土地利用

本市の現状の特徴や問題点、住民意向等を踏まえ、都市づくりを進める上での項目別に見た基本的課題を以下に整理しました。

■2030年に人口規模60,000人の維持
　【人口ビジョン】
■【基本目標２】玉名市へ新たな人の流れ
をつくる【まち・ひと・しごと】

■移住・定住の推進
　【第２次総合計画】
■都市機能※利便性の高いエリアへの人口
集積による機能維持・向上が必要

　【立地適正化計画】

■地域文化や豊かな自然環境と調和した土
地利用への転換【区域マス】

■新玉名駅周辺の有効な土地利用による拠
点性向上が必要【立地適正化計画】

■新玉名駅周辺の整備（近隣地域の都市施
設の整備状況等も踏まえた土地利用の在
り方の検討）【第２次総合計画】

■玉名駅周辺の空き家活用による人口誘導
が必要【立地適正化計画】

■商店街・商業者の支援、商業活性化の推
進、新規企業の誘致、地場企業・起業家
の支援、就業対策の推進【第２次総合計
画】

■【基本目標１】玉名市の地域資源を活用
した産業を育成し、魅力ある雇用を創出
する

　①農水産業の振興による雇用の創出
　②６次産業化の推進による雇用の創出
　③企業誘致による雇用の創出
　④商工の振興による雇用の創出
　【まち・ひと・しごと】
■玉名市企業立地推進計画【進行中】

■課題 （▶方向性）

５　都市づくりの課題



 

項 目 現状及び問題点 上位・関連計画の位置付け等 住民意向等 ※市民アンケート結果より

（産業３部門別就業者数）
〇第１次産業の割合が大幅に減少／第３次産業の割
合が過半数を占める

（農業）
〇農家数（戸）、就業人口は年々減少
〇１戸当たりの平均経営耕地面積は拡大傾向
（水産業）
〇経営体数は年々減少傾向／アサリは、平成25年か
ら令和２年の８年間のうち５年が生産量なし

（工業）
〇事業所は年々減少傾向
〇製造品出荷額は、平成 27 年に急激に増加し、近
年は減少傾向

（商業）
〇事業所数、年間商品販売額ともに平成24年まで減
少傾向／年間商品販売額は平成26年から増加傾向
へ転換

（観光業）
〇観光レクリエーション施設の利用者数は、令和元
年までは増加傾向だったが、令和２年に大幅に減
少

（人口・世帯数）
〇人口は年々減少傾向、世帯数は増加傾向
〇玉名地区に全体の６割以上の人口が集中
（人口集中地区（DID）の推移）
〇低密度な市街化が進行
〇人口、面積ともに近年は減少傾向
（推計人口）
〇人口減少が今後も続くと推計
〇令和 27年には老年人口が 40％以上

（土地利用現況）
〇自然的土地利用が市全体の 75.7％
〇都市計画区域全体の約 3 割の住宅用地が用途地域
内に集中

（都市計画区域の指定状況）
〇市面積の約７割が都市計画区域（10,561ha）
〇用途地域の指定状況は、住居系 75.0％、商業系
12.2％、工業系 12.8％

（法適用）
〇行政区域の９割以上が農業振興地域
（空家等の状況）
〇市全域の空き家数は 1,765 棟
〇地域別では中部地域、西部地域、東部地域の３地
区で７割以上を占める

●将来の市に重要だと思う施策
＜工業地＞
■「地場企業の活動支援や助成制度（税金の減免措置等）の充実」
　（第１位、34.7％）
■「工業団地等の整備による新たな工業用地の確保」
　（第２位、33.7％）

＜商業地＞
■「郊外部やバイパスなど幹線道路沿いへの商業施設の誘導」
　（第１位、47.1％）
■「各地域の日常生活に密着した商店街の維持・再生」
　（第２位、46.2%）

＜観光地＞
■「既存観光施設の有効活用や活性化」（第１位、38.0％）

●将来の市に重要だと思う施策
＜農地、山林＞
■「まちの大切な自然として積極的に保全し、現状の農地や山林は
維持すべき」（第１位、43.1％）

＜住宅地＞
■「身近な生活基盤（道路、公園、下水道等）の整備・改善」
　（第１位、58.3%）
■「高齢者が安心して暮らせる住宅地の形成に向けた取組」
　（第２位、47.7％）
■「お店や、働く場が近くにある便利な住宅地の形成に向けた取組」
（第３位、43.5％）

●将来の市に重要だと思う施策
＜住宅地＞
■「身近な生活基盤（道路、公園、下水道等）の整備・改善」
　（第１位、58.3%）
■「高齢者が安心して暮らせる住宅地の形成に向けた取組」
　（第２位、47.7％）
■「お店や、働く場が近くにある便利な住宅地の形成に向けた取組」
（第３位、43.5％）
＜街並み・景観＞
■「市街地、駅前などでの賑わいのある景観づくり」（第１位、39.6％）
■「田園や里山と調和した、のどかな景観づくり」（第２位、34.6％）
■「各地域特有の生活文化を活かした景観づくり」（第３位、32.5％）

■低密度な市街化の進行による街なかの
賑わい衰退が懸念され、その対応が必要

■今後も人口減少が続くことに伴い、適
切な規制・誘導が必要

■各地域のコミュニティ※を支える拠点形
成が必要

　 ▼都市機能利便性の高いエリアへの人口集積
による機能維持・向上

　 ▼市民サービスの維持・向上、安全・安心の確保
　 ▼市民活動団体等の支援（小さな拠点、市民

の対話の場づくり）

■豊かな自然環境の維持・管理が必要
■身近な生活基盤の整備・改善、安心し
て暮らし続けられる住宅地の形成に向
けた土地利用が必要

■地域のコミュニティを支える拠点形成
が必要（再掲）

　 ▼新玉名駅周辺の有効な土地利用による拠
点性向上

　 ▼老朽住宅の更新や空き家の有効活用
■遊休地等の有効活用が必要
　 ▼遊休地等の未利用地における土地の有効

活用

■地域資源を活用した産業の育成が必要
　 ▼農水産業の振興による雇用の創出
　 ▼地産地消の推進

■工業団地等の整備による新たな企業立
地の推進が必要

　 ▼将来の土地利用方針と連携した産業地整
備

■観光施設の利用者数の増加が必要
　 ▼既存観光施設の有効活用や活性化

．人口

２．産業

３．土地利用

本市の現状の特徴や問題点、住民意向等を踏まえ、都市づくりを進める上での項目別に見た基本的課題を以下に整理しました。

■2030年に人口規模60,000人の維持
　【人口ビジョン】
■【基本目標２】玉名市へ新たな人の流れ
をつくる【まち・ひと・しごと】

■移住・定住の推進
　【第２次総合計画】
■都市機能※利便性の高いエリアへの人口
集積による機能維持・向上が必要

　【立地適正化計画】

■地域文化や豊かな自然環境と調和した土
地利用への転換【区域マス】

■新玉名駅周辺の有効な土地利用による拠
点性向上が必要【立地適正化計画】

■新玉名駅周辺の整備（近隣地域の都市施
設の整備状況等も踏まえた土地利用の在
り方の検討）【第２次総合計画】

■玉名駅周辺の空き家活用による人口誘導
が必要【立地適正化計画】

■商店街・商業者の支援、商業活性化の推
進、新規企業の誘致、地場企業・起業家
の支援、就業対策の推進【第２次総合計
画】

■【基本目標１】玉名市の地域資源を活用
した産業を育成し、魅力ある雇用を創出
する

　①農水産業の振興による雇用の創出
　②６次産業化の推進による雇用の創出
　③企業誘致による雇用の創出
　④商工の振興による雇用の創出
　【まち・ひと・しごと】
■玉名市企業立地推進計画【進行中】

■課題 （▶方向性）
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第１章　都市の現状と課題



（浸水想定区域）
〇菊池川周辺と南側一帯が洪水浸水想定区域
（土砂災害警戒区域）
〇土砂災害警戒区域等は、玉名地区と天水地区の山
間部に集中

（景観資源）
〇菊池川のハゼ並木や有明海、農業景観などの多様
で豊かな景観がある

〇歴史的資源が各地に残っている

（都市計画道路）
〇都市計画道路の整備率は 59.8％、みなし整備率
は 78.0％

（都市公園）
〇都市公園の整備率は 99.3％
（上・下水道）
〇上水道：給水区域は、都市計画区域においてはほ
ぼ全域をカバー

〇下水道：公共下水道は玉名処理区、岱明処理区を
整備している

（公共公益施設）
〇玉名地区、岱明地区、横島地区、天水地区それぞ
れに主要な施設が立地

〇玉名地区においては、用途地域内を中心に主要な
施設が立地

（道路網・公共交通）
〇国道208号、国道501号が東西方向に通過してお
り、玉東町～玉名市～荒尾市、熊本市～玉名市～
長洲町を連絡

〇九州新幹線が市域を横断
（公共交通機関）
〇バスの利用者数は減少傾向
〇駅 1日当たりの乗車数は減少傾向

●将来の市に大切な取組
＜道路・交通の整備＞
■「市街地・集落内における狭い道路の改善」（第１位、48.3％）
■「市内の各地域を結ぶ県道、市道などの域内主要道路の整備」（第
2 位、36.8％）

＜公園・緑地の整備＞
■「海岸や河川、森の中の豊かな自然、史跡などの地域特性を活か
した公園の整備」

　（第１位、47.1％）
＜水環境に関わる施設の整備＞
■「公共下水道、集落排水、浄化槽などの整備による河川・海洋な
どの水質保全・浄化」（第１位、57.0％）

■「安全でおいしい水を安定供給できる上水道施設の整備」（第２
位、44.7％）

●将来の市に大切な取組（※再掲）
＜道路・交通の整備＞
■「市街地・集落内における狭い道路の改善」
　（第１位、48.3％）
■「市内の各地域を結ぶ県道、市道などの域内主要道路の整備」
　（第 2 位、36.8％）

●将来の市に重要だと思う施策
＜防災＞
■治水・治山などの防災対策強化」（第 1 位、49.8％）
■「避難地・避難路の確保」（第 2 位、49.3％）

＜街並み・景観＞
■「市街地、駅前などでの賑わいのある景観づくり」
　（第 1 位、39.6％）
■「田園や里山と調和した、のどかな景観づくり」
　（第 2 位、34.6％）
■「各地域特有の生活文化を活かした景観づくり」
　（第 3 位、32.5％）

■地域特性に応じた都市施設の適切な整
備・維持管理が必要

　 ▼生活道路網の整備
　 ▼長寿命化をベースとした公園・緑地の整

備
　 ▼上水道・下水道設備等の計画的な更新の

実施

■公共交通の利便性向上や利用者意識の
改善など、新たな取組が必要

　 ▼公共交通の生産性向上（公共交通のあり
方やライフスタイルに合わせた路線の見
直し等）

■幹線道路や生活道路の整備が必要
　 ▼誰にとっても歩きやすい道の整備

■災害に備えた都市づくりが必要
　 ▼治水・治山などの防災対策強化
　 ▼避難所・避難路の整備や防災情報の周知
■生活利便施設※の集積（拠点性）に応じた
人口集積が必要

　 ▼市街地・駅前などでの賑わいのある景観
づくり（拠点エリアの求心力向上）

　 ▼都市基盤の整備されたエリアへの人口誘
導

　 ▼ウォーカブルなまちづくりの推進

 

項 目 ■課題 （▶方向性）

４．都市施設

５．生活基盤

６．その他

現状及び問題点 上位・関連計画の位置付け等 住民意向等 ※市民アンケート結果より

■生活道路網の整備【第 2 次総合計画】
■公園・緑地の整備（『玉名市都市公園施
設長寿命化計画』に基づいた適切な再整
備や管理）【第２次総合計画】

■水道の整備（給水区域の拡張、老朽化し
た施設や排水管の更新等）、下水道等の
整備（『玉名市公共下水道ストックマネ
ジメント計画』に基づき、設備等の更新
を計画的に実施等）【第２次総合計画】

■バス路線網等の維持再編、公共交通不便
地域の解消、既存の公共交通の利便性の
向上、公共交通の利用促進

　【第２次総合計画】
■生活道路網の整備
　【第 2 次総合計画】
■高齢者等自家用車を運転しない人の移動
手段確保が必要【立地適正化計画】

■防災体制の強化（『玉名市地域防災計画』
の定期見直し等）、治山・治水の強化　
等【第２次総合計画】

■戦略的な景観づくり、景観まちづくりに
取り組む担い手づくり、景観に対する意
識づくり【第２次総合計画】

■都市機能利便性の高いエリアへの人口集
積による機能維持・向上が必要（再掲）

　【立地適正化計画】
■人口誘導を図るべきエリアへの都市基盤
整備が必要【立地適正化計画】

■都市基盤の整備されたエリアへの人口誘
導が必要【立地適正化計画】



（浸水想定区域）
〇菊池川周辺と南側一帯が洪水浸水想定区域
（土砂災害警戒区域）
〇土砂災害警戒区域等は、玉名地区と天水地区の山
間部に集中

（景観資源）
〇菊池川のハゼ並木や有明海、農業景観などの多様
で豊かな景観がある

〇歴史的資源が各地に残っている

（都市計画道路）
〇都市計画道路の整備率は 59.8％、みなし整備率
は 78.0％

（都市公園）
〇都市公園の整備率は 99.3％
（上・下水道）
〇上水道：給水区域は、都市計画区域においてはほ
ぼ全域をカバー

〇下水道：公共下水道は玉名処理区、岱明処理区を
整備している

（公共公益施設）
〇玉名地区、岱明地区、横島地区、天水地区それぞ
れに主要な施設が立地

〇玉名地区においては、用途地域内を中心に主要な
施設が立地

（道路網・公共交通）
〇国道208号、国道501号が東西方向に通過してお
り、玉東町～玉名市～荒尾市、熊本市～玉名市～
長洲町を連絡

〇九州新幹線が市域を横断
（公共交通機関）
〇バスの利用者数は減少傾向
〇駅 1日当たりの乗車数は減少傾向

●将来の市に大切な取組
＜道路・交通の整備＞
■「市街地・集落内における狭い道路の改善」（第１位、48.3％）
■「市内の各地域を結ぶ県道、市道などの域内主要道路の整備」（第
2 位、36.8％）

＜公園・緑地の整備＞
■「海岸や河川、森の中の豊かな自然、史跡などの地域特性を活か
した公園の整備」

　（第１位、47.1％）
＜水環境に関わる施設の整備＞
■「公共下水道、集落排水、浄化槽などの整備による河川・海洋な
どの水質保全・浄化」（第１位、57.0％）

■「安全でおいしい水を安定供給できる上水道施設の整備」（第２
位、44.7％）

●将来の市に大切な取組（※再掲）
＜道路・交通の整備＞
■「市街地・集落内における狭い道路の改善」
　（第１位、48.3％）
■「市内の各地域を結ぶ県道、市道などの域内主要道路の整備」
　（第 2 位、36.8％）

●将来の市に重要だと思う施策
＜防災＞
■治水・治山などの防災対策強化」（第 1 位、49.8％）
■「避難地・避難路の確保」（第 2 位、49.3％）

＜街並み・景観＞
■「市街地、駅前などでの賑わいのある景観づくり」
　（第 1 位、39.6％）
■「田園や里山と調和した、のどかな景観づくり」
　（第 2 位、34.6％）
■「各地域特有の生活文化を活かした景観づくり」
　（第 3 位、32.5％）

■地域特性に応じた都市施設の適切な整
備・維持管理が必要

　 ▼生活道路網の整備
　 ▼長寿命化をベースとした公園・緑地の整

備
　 ▼上水道・下水道設備等の計画的な更新の

実施

■公共交通の利便性向上や利用者意識の
改善など、新たな取組が必要

　 ▼公共交通の生産性向上（公共交通のあり
方やライフスタイルに合わせた路線の見
直し等）

■幹線道路や生活道路の整備が必要
　 ▼誰にとっても歩きやすい道の整備

■災害に備えた都市づくりが必要
　 ▼治水・治山などの防災対策強化
　 ▼避難所・避難路の整備や防災情報の周知
■生活利便施設※の集積（拠点性）に応じた
人口集積が必要

　 ▼市街地・駅前などでの賑わいのある景観
づくり（拠点エリアの求心力向上）

　 ▼都市基盤の整備されたエリアへの人口誘
導

　 ▼ウォーカブルなまちづくりの推進

 

項 目 ■課題 （▶方向性）

４．都市施設

５．生活基盤

６．その他

現状及び問題点 上位・関連計画の位置付け等 住民意向等 ※市民アンケート結果より

■生活道路網の整備【第 2 次総合計画】
■公園・緑地の整備（『玉名市都市公園施
設長寿命化計画』に基づいた適切な再整
備や管理）【第２次総合計画】

■水道の整備（給水区域の拡張、老朽化し
た施設や排水管の更新等）、下水道等の
整備（『玉名市公共下水道ストックマネ
ジメント計画』に基づき、設備等の更新
を計画的に実施等）【第２次総合計画】

■バス路線網等の維持再編、公共交通不便
地域の解消、既存の公共交通の利便性の
向上、公共交通の利用促進

　【第２次総合計画】
■生活道路網の整備
　【第 2 次総合計画】
■高齢者等自家用車を運転しない人の移動
手段確保が必要【立地適正化計画】

■防災体制の強化（『玉名市地域防災計画』
の定期見直し等）、治山・治水の強化　
等【第２次総合計画】

■戦略的な景観づくり、景観まちづくりに
取り組む担い手づくり、景観に対する意
識づくり【第２次総合計画】

■都市機能利便性の高いエリアへの人口集
積による機能維持・向上が必要（再掲）

　【立地適正化計画】
■人口誘導を図るべきエリアへの都市基盤
整備が必要【立地適正化計画】

■都市基盤の整備されたエリアへの人口誘
導が必要【立地適正化計画】
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項目別に見た基本的課題の整理をもとに、主要課題を以下に整理します。 

 

主要課題１

各拠点の形成やネットワークの確保による持続可能な都市づくりが求められています。

主要課題２

計画的な都市施設等の維持管理、防災強化等による安全で、暮らしやすい都市づく
りが求められています。

主要課題３

地域資源を活用した産業の育成や雇用の創出、観光振興の基盤となる都市づくりが
求められています。

主要課題４

自然と共存した都市づくりが求められています。

　本市は、 小岱山、 金峰山系の山々や、 菊池川、 有明海、 そこに生息する多様な生態系などの豊かな自

然環境に恵まれています。 今後も、 そのような豊かな自然環境を保全していけるように、 自然と共存した都

市づくりが求められています。

　今後も、農林水産業の振興や、地産地消の推進、企業誘致等により、雇用を創出していくことが必要で

す。また、時代のトレンドを踏まえた既存の観光施設の有効活用や活性化を通じて、観光施設の利用者数

の増加に向けた取組を進めていくことが求められています。

　今後も、長寿命化をベースとした公園・緑地の整備、水道・下水道設備等の計画的な更新の実施、幹

線道路や生活道路の整備等を通じ、住みやすい地域を作る取組が求められています。また、公共交通の

利便性向上に向けた取組も求められています。

　さらに、治水・治山などの防災対策強化、避難所・避難路の整備、防災情報の周知体制の強化等の取

組を進めていくことも必要です。また、遊休地等の有効活用も求められています。

　今後も人口減少が続くことに伴い、持続可能な都市づくりを進めるため、適切な土地利用の規制・誘導が

必要です。具体的には、都市機能利便性の高いエリアへの人口集積による機能維持・向上を進めていくこ

とが求められています。

　また、低密度な市街化の進行による街なかの賑わい衰退が懸念されるため、駅前などでの魅力的な景

観づくりや土地の有効利用の推進、ウォーカブルなまちづくりの推進等の取組が求められています。

　さらに、市街地（中心拠点）のみならず、それぞれの地域のコミュニティを支える地域拠点、地域交通網

の結節点である交通拠点、観光地の中心地となる観光拠点、市内外の人が集い交流する交流拠点など、

それぞれの性格・役割に応じた拠点の形成が求められています。

　加えて、それぞれの拠点間を結ぶネットワークの確保も求められています。
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