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序章 計画策定の背景と目的 

1. はじめに 

富山市では、今後の人口減少と超高齢化に備え「鉄軌道をはじめとする公共交通を活性 化

させ、その沿線に居住、商業、業務、文化などの都市の諸機能を集積させることにより、公共

交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」を推進することとしており、このコン

パクトなまちづくりを実現するために必要な公共交通活性化策を明らかにする「公共交通活

性化計画」を平成 18 年度に策定しました。 

 

公共交通活性化計画は、平成 16 年度に策定した「都市交通体系マスタープラン」の「誰も

が多様なライフスタイルを享受できる交通体系を実現する」という基本理念を引継ぎ、中長期

的な公共交通活性化構想や、おおむね 10 年の内に戦略的に取り組むべき公共交通活性化プロ

ジェクトなどについて、広く市民の意見を聴くとともに、交通事業者や関係機関などで組織す

る検討委員会により検討したものであります。 

 

さらに、平成 19 年 11 月に「富山市都市交通協議会」を設置し、公共交通活性化計画のプロ

ジェクトのうち、地域関係者の合意が得られたものから「地域公共交通総合連携計画」に位置

づけ、市内電車環状線化事業やＩＣカード導入推進事業などに取り組んできました。 

 

平成 25 年度の交通政策基本法の制定および地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

（以下「活性化再生法」という。）の改正を受け、市町村が作成することができる地域公共

交通総合連携計画については、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活

性化および再生を図るための「地域公共交通網形成計画」に改正されました。 

 

さらに、都市再生特別措置法の改正に伴い、都市全体を見渡しながら、住宅、医療、福

祉、商業、居住に関連する施設の誘導と、それと連携した公共交通に関する施策を講じる

「コンパクトプラスネットワーク」の考え方が示され、「立地適正化計画」と「地域公共交

通網形成計画」とが一体となってまちづくりを推進していくことが必要とされています。 

また、「国土のグランドデザイン 2050」において、国土強靭化や地方創生の必要性が示さ

れており、持続可能な国土の形成が、我が国全体の課題となっています。 

 

本市においても、人口減少社会において地域の活力を維持、強化するため、これまで推進

してきたコンパクトなまちづくりに加え、交通政策基本法の基本理念や「コンパクトプラス

ネットワーク」の考え方にのっとり、持続可能な地域公共交通網を形成するための「地域公

共交通網形成計画」を策定することといたしました。 
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2. 背景と目的 

2.1. 背景 

2.1.1. 富山市のまちづくりの基本方針 

「総合計画」、「都市マスタープラン」、「公共交通活性化計画」などを上位計画として、以

下に示すまちづくりの方針の実現に向けた、持続可能な地域公共交通網の形成を図るものと

します。 

 

＜富山市を取り巻く課題＞ 

 

 

 

 

 

＜富山市のまちづくりの基本方針＝「コンパクトなまちづくり」＞ 

鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に居住、商業、業務、文化などの

都市の諸機能を集積させることにより、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまち

づくりを目指します。 
 

富山市が目指すお団子と串の都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 富山市が目指す都市構造の概念図 

  

串：一定水準以上のサービスレベルの公共交通 

お団子：串で結ばれた徒歩圏 

＜実現するための３本柱＞ 

１． 公共交通の活性化 

２． 公共交通沿線地区への居住促進 

３． 中心市街地の活性化 

 

①人口減少と超高齢化            ⑤CO₂排出量の増加 

②過度な自動車依存による公共交通の衰退    ⑥市町村合併による類似公共施設 

③中心市街地の魅力喪失            ⑦社会資本の適切な維持管理 

④割高な都市管理の行政コスト        ⑧平均寿命と健康寿命の乖離 
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2.1.2. 持続可能な都市の実現に向けた取組 

交通政策基本法の成立（平成 25年 12 月施行）、都市再生特別措置法の改正（平成 26 年

8 月施行）、地域公共交通の活性化および再生に関する法律の改正（平成 26 年 11 月施行）

を受け、地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携し、面的な公共交通ネットワーク

を再構築すること（「コンパクトプラスネットワーク」）が重要視されています。 

本計画は、都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業などの都市機能の立地を

図るための「立地適正化計画」と一体となって運用していくものとなります。 

 

【まちづくりと一体となった公共交通の再編】 

 
出典：「都市再生特別措置法」に基づく立地適正化計画概要パンフレット（国土交通省） 

図 2-2 コンパクトプラスネットワーク の概念図 

 

本市においては、人口減少社会において地域の活力を維持、強化するため、これまでの

コンパクトなまちづくりに加え、生活の質と環境が調和した「満足度の高い暮らし」の創

生により、持続型社会を実現していくことを目指しています。公共交通ネットワークの形

成においても、これらの取り組みと一体となって展開していくことが必要となります。 

 

出典：富山市資料 

図 2-3 富山市の目指す都市経営の考え方 
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2.1.3. 富山市公共交通活性化に向けた経緯 

現在の本市における公共交通活性化の取組は、公共交通活性化計画に基づいています。公

共交通活性化計画の計画年次は、平成 19 年度から平成 38 年度までの 20 年間、そのうち第

1 段階を平成 19 年度～平成 28 年度、第 2 段階を平成 29 年度～平成 38 年度としています。 

平成 26 年度は、北陸新幹線開業および LRT 南北接続事業（第１期）の完了時期に当た

り、公共交通活性化計画の第 1 段階の終盤に差し掛かっています。 

そこで、公共交通活性化計画に位置づけられた事業の進捗状況をレビューし、各事業の今

後の方向性について整理し、地域公共交通網形成計画に位置づけていくかどうかを検討する

必要があります。 
 

 

2.1.4. コンパクトシティに向けた取組成果 

富山市のコンパクトなまちづくりに向けて、公共交通の活性化のみならず、都心地区また

は公共交通沿線居住推進地区への居住誘導などを進めてきました。その結果、コンパクトシ

ティ政策の効果が徐々に発現してきていると考えられます。 

例えば、富山市の人口については以下の傾向が見られます。 

■富山市の総人口は、日本および富山県全体と同様に減少傾向にある。 

■富山市の人口減少率は、富山県全体と比較すると小さい。 

■富山市は、高齢化に伴う自然減（出生－死亡）により、人口が減少しているが、 社会

増（転入－転出）である。 

 

したがって、コンパクトシティ政策展開後の公共交通の状況を踏まえつつ、今後の取組を

検討していく必要があります。 

 

 
出典：住民基本台帳に基づく人口、人口動態および世帯数（総務省、H28.7.1）、富山市資料  

図 2-4 富山市の人口増減の特徴 
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2.2. 地域公共交通網形成計画策定の目的 

地域公共交通網形成計画の策定背景を踏まえ、本計画を策定する目的を以下のとおりとし

ます。 

 
１． コンパクトシティ施策について一定の成果をあげてきた本市において、現状の確認を行い、

現行施策および事業の方向性を設定すること。 

 

２． 都市機能の方向性や都市整備の動向を踏まえ、公共交通に関して新たに展開すべき施

策および事業の位置づけを行うこと。 

 

 

 

◆地域公共交通網形成計画について 

地域公共交通網形成計画は、「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」を明らかにする「マスタープラン」

としての役割を果たすものであり、広域的な交通圏にも対応できるよう、市町村が単独又は共同して作成するほ

か、都道府県も市町村と共同する形で作成することが可能となっています。 

地域公共交通網形成計画においては、記載事項として、「地域公共交通網形成計画の達成状況の評価に

関する事項」を新たに追加するとともに、立地適正化計画との連携に配慮するよう定める必要があります。 

 

<参考>都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成 26 年 8 月 1 日施行)  

都市再生特別措置法の一部改正により、市町村は、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進

施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であっ

て、都市機能の増進に著しく寄与するもの)の立地の適正化を図るため、立地適正化計画を作成することができ

ることとなる。 
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第１章 富山市の現状と課題 

1. 富山市の概況 

1.1. 位置・地勢・沿革 

本市は、県の中央部に位置し、県都として、また、日本海側の中核都市として発展してきま

した。旧本市において、平成 8 年に中核市の指定を受け、平成 17 年 4 月には、旧富山市、旧大

沢野町、旧大山町、旧八尾町、旧婦中町、旧山田村、旧細入村が合併し、新「富山市」となりま

した。 

現在、本市は市域が東西 60km、南北 43km におよび、その面積は 1,241.77km2 となってお

り、富山県の約３割を占めるほか、国内においても最大級の面積の市となっています。 

また、海抜 0m（富山湾）から 2,986m（水晶岳）までの多様な地形を有し、河川の上流・水

源地域から下流までが一体となった都市となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 富山市概況図 

  

富山県

富山市
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大山地域 八尾地域 

婦中地域 

富山地域 

細 入 
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山 田 
地 域 
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1.2. 都市を取り巻く現状 

1.2.1. 低密度な市街地 

人口集中地区（DID）の面積の推移を

見ると、昭和 45 年～平成 27 年の過去

45 年間で約 2 倍に拡大しています。 

一方、人口集中地区（DID）の人口密

度は、昭和 45 年～平成 27 年の過去 45

年で約 3 割の減少となっています。 

しかしながら、公共交通を軸とした

拠点集中型のコンパクトなまちづくり

を位置づけて以降、現状を維持してい

る状況にあります。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 人口集中地区（DID）の変遷（昭和 45 年、平成 12 年、平成 27 年の比較） 

出典：国勢調査 

図 1-2 市街地の面積の拡大と人口密度の推移 

出典：国勢調査 

※人口集中地区（DID）：国勢調査において設定される統計上
の地区。人口密度が 4,000 人/km²以上の基本単位区が互いに
隣接して人口が 5,000 人以上となる地区に設定される。 
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1.2.2. 都心から郊外に移転した主な施設 

これまで都心に立地していた主要な公共公益施設が、徐々に、郊外に展開してきてい

ます。 

このことは、市街地の外延化を助長し、都心部の空洞化の一因となっています。 

 

 
注）データは、平成 20年の富山市都市マスタープランの策定時のもの。 

              図 1-4 公共公益施設の移転状況 

 

 

1.2.3. 大規模小売店舗の郊外立地 

店舗面積が 1000 ㎡以上の大規模小売

店舗の分布を見ると、百貨店・複合店舗は

都心を中心に立地していますが、それ以

外の業態は都心以外の郊外部において拡

散的に立地しており、また１万㎡以上の

大規模なショッピングセンターも見られ

ます。 

各種商品・買回り品小売業の動向を見

ると、平成１６年までは売場面積の増加

に対して、売場効率（売場面積当りの販売

額）は減少傾向にあり、店舗過剰の状況が

うかがえます。しかし、平成１９年以降、

売場効率は同水準を維持しています。 

                  

出典：富山市 
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図 1-5 大規模小売店舗の立地状況 
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出典：富山県「大規模小売店舗の概要」 

（平成 29 年 4 月１日現在） 



 

9 

 

出典：公示地価 

 

表 1-1 本市における各種商品・買回り品小売業の動向 

 
出典：商業統計     

注１）データは市町村合併後の富山市に組み替え。ただし、旧山田村、旧細入村は秘匿項目が多いため含めていない。 

注２）各種商品小売業：百貨店、総合スーパーなど 

注３）買回り品小売業：織物・衣服・身の回り品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、自動車・自転車小売業、 

           その他の小売業 

 

 

1.2.4. 中心市街地の地価の下落 

平成 8 年～平成 18 年の過去 10 年間における中心市街地の地価の推移を見ると、平成

18 年の地価は 41 万円/㎡となっています。これは、平成 8 年の地価 160 万円/㎡に比べて

約 1/4 となっており、中心市街地の魅力と活力が大きく低下しています。 

また、平成 18 年度以降は、41～44 万円/㎡を維持しています。 

 

 

 

図 1-6 総曲輪 3 丁目の地価の推移 

  

1/4 に低下 

現状を維持 
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1.2.5. 人口および世帯数の予測 

（1） 総人口 
本市の人口は、平成 22 年の約 42 万 2 千人

をピークに減少に転じ、推計によると平成 37

年には約 39 万 7千人まで減少し、その後も減

少傾向が続き、平成 72 年には約 28 万 8 千人

になるものと見込まれます。しかし、平成 26

年の本市の合計特殊出生率は 1.47 ですが、平

成27年に実施した市民アンケート調査結果か

ら算定した富山市民の希望出生率は1.92とな

っており、出生率が 1.92 に上昇した場合、平

成 72 年の本市の人口は約 33 万人になり、人

口構造の改善が期待できます。 

 

（2） 年齢別人口 
年齢構成別人口については、年少

人口（0～14 歳）の減少が続く一方

で、高齢者人口（65歳以上）は、平

成 52 年まで増加し、その後、減少に

転じると見込まれますが、高齢化率

は上昇し続け、平成 37年には 30％、

平成 72 年には 36.6％になるものと

見込まれます。 

                    

（3） 世帯数 
世帯数は、核家族化の進行などに

より増加傾向にあり、平成 22 年の

約 15 万 9千世帯から、平成 37 年に

は約 16 万 5 千世帯になるものと見

込まれますが、その後は人口の減少

により世帯数も減少し、平成 72 年

には約 14 万 1 千世帯になるものと

見込まれます。一方、一世帯あたり

の人員は、高齢化の進行などに伴う

単身世帯等の増加により減少傾向

にあり、平成 37 年には 2.40 人、平

成 72 年には 2.04 人になるものと見

込まれます。  

図 1-8 年齢別人口の推移と予測 

図 1-9 世帯数の推移と予測 

図 1-7 総人口の推移と予測 

(千人) 

(世帯) 
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1.2.6. 市街地の低密度化と行政コスト 

（1） 地区別の人口予測 
地区別の将来の人口（平成 37 年）につ

いては、平成 17 年時点（都市マスタープ

ラン策定時点）の傾向で推移した場合の予

測を行っています。 

これによると、市全体の人口が減少傾向

にある中で、都心部での人口減少と、郊外

での人口増加が一層進むことにより、市街

地の低密度化が進行していくこととなり

ます。 

 

 

 

 

                        図 1-10 地区別の人口予測 

（2） 市街地の人口密度と行政コストの関係 
市街地の人口密度と市民１人当りの都市施設の維持管理費注）との関係をモデル的に

試算すると、人口密度が低くなるほど、市民 1 人当りの都市施設の維持管理費が加速

度的に高まる傾向となっています。 

地区別の人口予測を基に、市民 1 人当りの都市施設の維持管理費を試算すると、市

街地全体の低密度化が進行することにより、平成 37 年では、平成 17年と比較して 12％

上昇することとなります。 

注）都市施設の維持管理費＝除雪、道路清掃、街区公園管理、下水道管渠管理費用 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-11 人口密度と行政コスト  
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12％アップ
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人口密度と市民一人当たりの維持管理費用
の関係曲線

《人口密度と市民１人当りの都市施設の維持管理費の関係》 

（平成 17 年～平成 37 年の人口増減の状況） 

出典：富山市 

《市民１人当りの都市施設の維持管理費の試算》 

注）市民１人当りの都市施設の維持管理費の試算は、平成 17 年時点の傾向で推移した場合の将来の人口密

度を設定した上で、人口密度と市民１人当りの都市施設の維持管理費の関係式を用いて算定した。 

減少 

増加 
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1.3. 交通を取り巻く現状 

1.3.1. 乗用車保有台数  

富山県の 1 世帯当りの乗用車保有は、１世帯当たり 1.712 台であり（自動車検査登録情

報協会発表、平成 27 年 3 月末現在）、全国第 2 位の高い水準となっています。  

 

表 1-2 世帯当りの乗用車保有台数 

 
出典：一般財団法人自動車検査登録情報協会 

  

1.3.2. 交通手段分担率  

移動における自動車の分担率の推移を見ると、自動車の分担率が高まってきています。

平成 11 年における自動車の分担率は、全目的で約 7 割、通勤目的の場合は約 8 割となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：富山高岡広域都市圏第３回パーソントリップ調査 

図 1-12 交通手段分担率 
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1.3.3. 公共交通利用者の推移 

公共交通の利用者数の推移を見ると、全体として鉄軌道・バスともに減少で推移して

いますが、近年においては持ち直しの兆しも見えています。 

公共交通機関別に見ると、平成 9 年から平成 27 年の過去 18 年で、ＪＲが 7.8％の減

少（29,335 人/日→27,048 人/日）であるのに対し、バス路線は 51.3％の減少（34,028 人

/日→16,584 人/日）となっています。都市間を結ぶ性格をもつＪＲに比べて、より身近な

交通機関である路線バスの減少が顕著であるといえます。 

 
※ＪＲに関しては、平成 27 年 3 月 14 日以降のあいの風とやま鉄道利用者数を含む 

出典：富山市統計書 

図 1-13 公共交通利用者数の推移 

 

1.3.4. CO2排出量 

CO2 排出量は、産業、家庭、業務・その他、運輸の 4 部門合計で平成 2 年（1990 年）

から平成 17 年（2005 年）までに約 15.7％増加しています。部門別の増加率では、家庭、

業務・その他、運輸の 3 部門で全国平均を上回っています。運輸部門の CO2排出量の増

加は、自動車交通へ高く依存していることが要因の一つと考えられます。 

 

 
出典：富山市資料 

図 1-14 図 CO2排出状況 

  

15.7％増加 
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1.3.5. ドライバーの高齢化 

本市における年代別免許保有状況をみると、過去 10 年において、60 代以上の割合が

20％から 31％に増加しています。また、50 代が 16％となっており、今後 10 年で 60 代

以上の免許保有者が約 5 割になるものと予想されます。 

一方、交通事故に関しては、高齢者ドライバーによる交通事故件数の割合が、過去 7～

8 年間において 3～5 ポイント増加しています。 

 

出典：富山県運転免許センター調べ 

図 1-15 年代別運転免許保有状況 

 

  
出典：富山市交通事故統計 

図 1-16 高齢者ドライバーの交通事故発生状況 
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2. 富山市の公共交通の概況 

2.1. 鉄軌道 

2.1.1. ネットワーク 

本市の公共交通は、JR 線、あいの風とやま鉄道線、富山地方鉄道株式会社の鉄道線、

軌道線および富山ライトレールが富山駅で結節し、鉄軌道ネットワークが東西南北に整

備されています。 

近年、平成 20 年 3 月 JR 高山本線に婦中鵜坂駅が設置、平成 21 年 12 月市内軌道線

環状線が開業、平成 24 年 12 月富山地方鉄道本線（以下、「地鉄本線」という。）新庄田

中駅が設置、平成 25 年 5 月市内軌道線中町（西町北）電停が設置されています。 

また、平成 27 年 3 月には、北陸新幹線が開業し、JR 北陸本線が並行在来線として、

あいの風とやま鉄道株式会社による運行となっています。市内軌道線は、新幹線高架下

の新電停が供用されています。 

 

  

H19.3 H27.3 

図 2-1 富山市の鉄軌道 
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2.1.2. 利用者数  

鉄道各線の利用状況（1 日当たりの平均利用人数）は、以下のとおりです。 

 

・あいの風とやま鉄道は、利用者数が多く、富山駅以外の駅でも 800 人/日以上となっ

ています。 

・JR 高山本線は、速星、越中八尾が 900 人/日以上と比較的多くなっています。次い

で、千里で 396 人/日、西富山で 365 人/日となっています。その他の駅は、利用者

が極めて少ない状況にあります。 

・地鉄本線は、越中荏原で 929 人/日、稲荷町 532 人/日、東新庄で 448 人/日となって

います。新庄田中においては、利用者が 100 人/日を下回っています。  

・富山地方鉄道不二越・上滝線（以下、地鉄不二越・上滝線）は、南富山が 673 人/日、

不二越 222 人/日、小杉 211 人/日と利用者が比較的多くなっています。他の駅の利

用者は、200 人/日を下回っています。 

・富山市内軌道線の利用者数は、13,000 人/日を超えています。 

・富山ライトレールの利用者数は、1 日当たり 5,616 人/日となっています。 

 

※ＪＲ富山駅は北陸新幹線を含む 
出典：富山市資料 

図 2-2 鉄軌道の利用者数（H27 年度実績） 

  

あいの風とやま鉄道 

JR 高山本線 

地鉄本線 

地鉄不二越上滝線 
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2.1.3. サービス 

鉄道各線のサービス状況は、以下のとおりです。 
 

・あいの風とやま鉄道は、呉羽方面 79 本/日、水橋方面 65 本/日となっており、一定の

運行頻度が確保されているといえます。 

・JR 高山本線では、平成 18 年度から平成 22 年度末まで、JR 高山本線活性化社会実

験が実施されました。社会実験終了後の平成 23 年度以降も増便は継続され、富山～

越中八尾間で 36→43 本/日（うち、2 本は富山～速星間）となり、サービスレベル

が向上しています。 

・地鉄不二越・上滝線は、58 本/日となっています。平成 23 年から平成 26 年度末まで

増発社会実験を実施しており、実験前の 50 本/日に比べて、サービスレベルが向上し

ています。 

・地鉄本線、富山ライトレールは運行本数が多く、1 日 100 本以上となっています。 

・富山軌道線は、南富山方面が 5 分間隔、富山大学方面が 10 分間隔、環状線が 14 分

間隔（昼間）～28 分間隔（朝・夜間）で運行しており、運行本数が多くなっています。 

 

    
※地鉄不二越・上滝線の増発は、平成 27 年から富山地方鉄道株式会社が社会実験として実施 

出典：富山市資料、交通事業者 HP 

図 2-3 鉄軌道の平日 1 日当たりの運行本数（特急・急行列車を除く。）（H28.3.31 時

点） 

  

路線 平日の運行本数 備考
あいの風とやま鉄道（富山～呉羽） 79
あいの風とやま鉄道（富山～水橋） 65
JR高山本線（富山～越中八尾） 43 うち、2本は富山-速星間

平成18年10月より増発社会実験を実施し、現在
は活性化事業として継続

36 （実験実施前）
JR高山本線（越中八尾～猪谷） 22
地鉄本線 160
地鉄不二越・上滝線 58 平成23年9月1日から増発社会実験実施

平成25年9月に朝の増便を開始
平成27年から本格実施（自主運行に移行）

50 （実験実施前）
地鉄立山線 36
富山軌道線（富山駅前～南富山駅前） 140 5分間隔
富山軌道線（富山大学前～南富山駅前） 236 10分間隔
富山軌道線　環状線 60 13分（昼間）～26分（夜間）間隔
富山ライトレール富山港線 132 うち、2本は越中中島止まり、15分間隔
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出典：富山市資料、交通事業者 HP 

図 2-4 鉄軌道の平日 1 日当たりの運行本数（特急・急行列車を除く。）（H28.3.31 時点） 

  

富山地方鉄道 
不二越・上滝線 
58 本/日 

富山軌道線（市内電車） 
1 系統（南富山駅前～富山駅

前）：140 本/日（70 往復/日） 
2 系統（南富山駅前～大学前）：

236 本/日（118 往復/日） 
3 系統（環状線）：60 本/日 

JR 高山本線 
富山～越中八尾 
43 本/日（うち、2
本は富山～速星） 

あいの風とやま鉄道 
富山～呉羽 
79 本/日 

富山ライトレール 
132 本/日（うち、2 本は越中中島止まり） 

富山地方鉄道 
本線 
160 本/日 

富山地方鉄道 
立山線 
36 本/日 

あいの風とやま鉄道 
富山～水橋 
65 本/日 

JR 高山本線 
越中八尾～猪谷 
22 本/日 
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2.1.4. 施設 

（1） 鉄道駅 

JR 高山本線や地鉄本線、地鉄不二越・上滝線において、一部の駅の改修が行われて

います。老朽化が進んだ駅舎・駐輪場などの施設をはじめ、快適な待ち環境が確保され

ていない駅に関しては改善が必要な状況となっています。 

 

 

【JR 高山本線の駅の改修例】 

JR 高山本線 西富山駅 H18 駅舎改修、H19 駐輪場、トイレ改修 

   

 

JR 高山本線 速星駅 H21 駅前広場改修 

   

 

JR 高山本線 千里駅 H18 駅舎改修、H19 トイレ改修、ロータリー新設、駐車場新設 

   

 

JR 高山本線 越中八尾駅 H18 駅舎改修、H19トイレ改修、H20 駅前広場改修 
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【地鉄本線の駅の改修例】 

地鉄本線 稲荷町駅 H19：駅舎改修  地鉄本線 東新庄駅 H20：ホーム・上屋改修 

  

 

地鉄本線 越中荏原駅 H21：駅舎改修  地鉄本線 越中三郷駅 H22：トイレ設置 

  

 

【地鉄不二越・上滝線の駅の改修例】 

不二越・上滝線 南富山駅 H19：駐輪場設置  

      
不二越・上滝線 月岡駅 H23：駐車場整備 
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JR 高山本線活性化社会実験の中で臨時駅として供用開始された、婦中鵜坂駅が、平

成 26 年春から常設駅化されました。 

地鉄本線において、稲荷町駅～東新庄駅間（約 2km）のほぼ中間位置に新駅が設置

され、平成 24 年 12 月 21 日から開業しています。 

 

【新たな駅の設置状況】 

JR 高山本線 婦中鵜坂駅 H20：新設 H26：常設   

   

地鉄本線 新庄田中駅 H24：新設 
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（2） 電停  

富山ライトレールの電停はすべて上屋が整備されています。 

 

表 2-1 富山ライトレールの電停施設概要（平成 27 年度末時点） 

 

 

【富山ライトレールの電停事例】 

富山駅北 

  
蓮町      岩瀬浜 

  
  

◆施設概要

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ｐ＆Ｒ駐車場は、大阪屋ショップ粟島店の駐車場の一部に設置されており、富山ライトレールの
定期券を持っている者という利用条件がある。なお、利用料金は、１月あたり大阪屋ショップ粟

島店においてＤＣカード商品券3000円分を購入することとなっている。（平成19年11月1日利用

開始）

平成27年11月駐車場拡張工事完了。（23→37台）※３

⑪東岩瀬

(36) ○ ○

構内
踏切

電停

①富山駅北

③奥田中学校前

②インテック本社前

備考
（台）

駐輪場
駐車場 トイレ 上屋

○

○ ※ ○ ○
※富山市営駅北

　自転車駐車場

④下奥井 (24) ○

(24)

⑤粟島 (24) ○ ○

○

○

P&R駐車場
※２
5台○

⑦城川原 (108) ○

⑥越中中島

⑧犬島新町 (32) ○

(24)

⑨蓮町 (136) ○ ○ ○ P&R駐車場37
※3
台

⑩大広田

⑫競輪場前 (24) ○

(24) ○ ○

○ ○

※１

⑬岩瀬浜 (24) ○ ○

富山市カウント調査（平成19年10月25日(木)、平成20年10月23日(木)、平成21年10月22日(木)、

平成22年10月21日(木)より）

※２
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地鉄市内軌道線に関しては、いくつかの電停において、ハイグレード化（バリアフ

リー化や上屋の整備）が進められています。 

表 2-2 市内軌道線の電停施設概要（平成 27 年度末時点） 

   
  

◆施設概要

上り：南富山駅前→大学前

下り：大学前→南富山駅前

※１　富山都心線運行方面の電停のみ整備済み 〔提供：富山地方鉄道株式会社〕

※２　富山駅方面のみ

横断歩道 ○ ○22大学前 ー 25.80 2.80 × ○

横断歩道 ○ ○
下り 25.00 1.20

21富山ﾄﾖﾍﾟｯﾄ
　本社前

上り 25.00 1.50
× ○

横断歩道 ○ ○
下り 10.00 1.10

⑳安野屋
上り 10.00 1.10

× ○

横断歩道 × ×
下り 13.00 1.00

⑲諏訪川原
上り 13.00 1.00

× ×

横断歩道 ○ ○
下り 21.90 1.50

⑱丸の内
上り 24.00 1.50 △

※１ ○

横断歩道 ○ ○
下り 22.50 1.75

⑰県庁前
上り 25.50 1.75 △

※１ ○

横断歩道 ○ ○
下り 13.80 1.75

⑯新富町
上り 17.50 1.75 △

※１ ○

横断歩道 ○ ○
下り 23.00 1.75～2.0

⑮富山駅
上り 23.00 2.0～2.2

○ ○

横断歩道 ○ ×
下り 69.00 2.00

⑭電鉄富山駅
　エスタ前

上り 66.00 1.20
○ ×

横断歩道 ○ ×
下り 21.50 1.10

⑬地鉄ビル前
上り 23.10 1.00 △

※１ ○

横断歩道 ○ ×
下り 17.00 1.10

⑫電気ビル前
上り 21.50 1.05 △

※１

△
※２

○ 横断歩道 ○ ×
下り 22.00 1.10

○ ×
下り 16.80 0.90

⑪桜橋
上り 23.00 1.10 △

※１

横断歩道 ○ ○

⑩荒町
上り 24.00 1.10 △

※１ ○ 横断歩道

⑨中町(西町北) 上り 25.60 1.75 ○ ○

横断歩道 ○ ○
下り 26.80 1.25

⑧西町
上り 26.80 1.25

○ ×

横断歩道 ○ ×
下り 24.00 1.24

⑦上本町
上り 19.00 1.22

× ○

横断歩道 ○ ×
下り 20.10 1.22

⑥広貫堂前
上り 24.00 1.11

× ○

横断歩道 ○ ×
下り 19.50 1.20

⑤西中野
上り 20.50 1.18

× ○

横断歩道 ○ ×
下り 23.00 1.19

④小泉町
上り 19.10 1.20

× ○

× 歩道橋 × ×
下り 17.00 1.70

○ ×
下り 19.00 1.20

③堀川小泉
上り 17.00 1.75

×

ー × ○

②大町
上り 24.00 1.20

× ○ 横断歩道

①南富山駅前 ー 11.90 1.25 × ×

アクセス
方法

スロープ 上屋
下り （ｍ） （ｍ）

電停
上り 延長 幅員

接近案内 電停嵩上げ
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【市内軌道線 電停の整備事例】 

市内軌道線 中町（西町北） 平成 25 年度整備（電停新設） 

  

 

市内軌道線 富山駅 平成 26 年度整備（電停新設） 

  

 

市内軌道線 県庁前 平成 25 年度整備 

  
 

市内軌道線 新富町 平成 27 年度整備 
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市内軌道線 安野屋 平成 23 年度整備 

  

 

市内軌道線 富山トヨペット本社前 平成 23 年度整備 

   

 

市内軌道線 大学前 平成 23 年度整備 
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平成 21 年度には、市内軌道線が環状線化され、国際会議場前、大手モール、グラン

ドプラザ前の 3 電停が設置されています。 
 

 

 

【市内軌道線 環状線化区間の電停の整備事例】 

市内軌道線 国際会議場前 平成 21 年度整備（電停新設） 

  

市内軌道線 大手モール 平成 21年度整備（電停新設） 

  
市内軌道線 グランドプラザ前 平成 21年度整備（電停新設） 

  
  

○ ○
③グランド
　プラザ前

18.70 1.75 ○ ○ 横断歩道

○ ○

②大手モール 13.30 1.75 ○ ○ 横断歩道 ○ ○

スロープ 上屋
（ｍ） （ｍ）

①国際会議場前 18.70 1.75 ○ ○ 横断歩道

電停
延長 有効幅員

接近案内
電車乗降口との
段差解消

アクセス
方法
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（3） デジタルサイネージ 

富山地方鉄道 南富山駅において、平成 25 年度にデジタルサイネージが設置されま

した。また、平成 27 年 3 月には、富山駅にも設置されています。 

利用者への情報提供媒体としての活用が期待されます。 
 

   

図 2-5 デジタルサイネージ設置状況（左が南富山駅、右が富山駅） 
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（4） 車両 

JR 高山本線、地鉄本線、地鉄不二越・上滝線では車両の更新は行われていません。 

一方、地鉄市内軌道線では、市内電車車両導入補助事業による車両の更新が行われて

います。富山ライトレールは、7 編成すべてがノンステップ車両になっています。あい

の風とやま鉄道においては、ＪＲ西日本から譲受した新型車両を使用しています。 

 

【更新されていない車両の事例】 

JR 高山本線の車両 

 
 

地鉄本線、地鉄不二越・上滝線の車両 

  

 

地鉄市内軌道線の車両 
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【更新された車両の事例】 

地鉄市内軌道線において導入されている新型車両 

T100 形（H25.2 導入）         T100 形（H27.3 導入） 

   
     
         地鉄環状線において導入されている車両 

      
         

富山ライトレールの車両 

  
 

あいの風とやま鉄道の車両 
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2.2. 路線バス 

2.2.1. ネットワーク 

富山地方鉄道の路線バスが富山市中心部から放射状にネットワークを形成しており、

郊外から中心部の商業・業務施設などへ直接アクセスできる利便性を確保しています。 

 

  

 

図 2-6 路線バスネットワーク 
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2.2.2. 利用者数 

路線バス利用者数は減少傾向にあり、平成 15 年度から平成 27 年度までの 13 年間

で 16.5％の減少となっています。近年は減少傾向が緩やかになっており、平成 26 年度

以降は持ち直しの兆しも見えています。 

 

 
出典：富山市統計書 

  

図 2-7 路線バス利用者数の推移 

  

16.5%減少 

1.7%減少 
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2.2.3. サービス 

方面別の運行状況は、以下のとおりです。 

 

【中心部】 

・中心部（※）は、代表的なバス停の平均運行本数が 1.6 本/時～6.7 本/時となってお

り、おおむね 30 分に 1 本以上のバス路線で網羅されています。 

・富山駅前から富山大学前方面（10 系統）、市民病院前方面（30 系統）、南富山駅

前方面（40 系統）、石金方面（60 系統）が比較的サービス水準が高いバス路線と

なっています。 

※中心部：あいの風とやま鉄道と地鉄不二越･上滝線、国道 359 号（婦中大橋）、神通川

に囲まれた範囲 

【郊外部】 

・郊外部は、代表的なバス停の平均運行本数が 0.4 本/時～2.1 本/時となっています。 

・大山地域（40 系統）や水橋地域（70 系統）へのバス路線は 1 時間に 1 本程度とな

っている一方、細入地域（30 系統）や山田地域・八尾地域（20 系統）へのバス路

線は 1 時間に 1 本以下となっています。 

 

表 2-3 方面別運行状況 

 

◆系統別運行頻度 (H28.4.1.ダイヤ改正)

※平均運行本数＝（運行本数÷運行時間（17時間））÷2　　運行時間は17時間(6:00～22:00)とする。

18 0.5四方、石坂 畑　中 86 2.5
四　方
神明町

米田すずかけ台
ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ 永楽町 53 1.6

針原、水橋、滑
川、済生会病院

双代町 65 1.9 水橋口 33 1.0

豊田口 53 1.6

五百石、不二栄
大　泉
駅　前

71 2.1 大島口 27 0.8

藤の木、大場、
西の番、五百石

石　金 227 6.7 藤の木台 41 1.2

笹津、猪谷、
富山空港

市　民
病院前

139 4.1 楡　原 17 0.5

月岡、辰尾団地、
国際大学

南富山
駅　前

134 3.9 福沢口 52 1.5

呉　羽 71 2.1

速星、山田、八尾 有　沢 95 2.8

山田行政

ｾﾝﾀｰ前

呉羽、新湊、小
杉、富山短期大学

富　山
大学前

165 4.9

12 0.4

八尾鏡町 18 0.5

平均運行本

バス停 (本) 数
※
(本/時) バス停 (本) 数

※
(本/時)

系統 方面 主な行き先

中心部周辺の代表的なバス停 郊外の代表的なバス停
代表的な 1日あたり 平均運行本 代表的な 1日あたり

60 石 金

70 双 代 町

80 永 楽 町

90 畑 中

10 富山大学前

20 有 沢

30 市民病院前

40 南富山駅前

50 大 泉 駅 前
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図 2-8 路線バスサービス状況（中心部の代表バス停） 

 

  

富山大学前：165 本/日 

有沢：95本/日 

市民病院前：139 本/日 

南富山駅前：
134 本/日 

大泉駅前：71 本/日 

石金：227 本/日 

双代町：65 本/日 

永楽町：53 本/日 

畑中：86本/日 
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2.2.4. 施設 

バス交通のサービス水準の充実に向けて、バス停上屋の整備、民間活力を導入した広

告付きバス停の設置、バス車両のバリアフリー化、バスの走行環境の整備、バスロケー

ションシステムの導入を進めています。 

 

（1） バス停 

市内の路線バスのバス停数は 530、ポール数（のりば数）は 911 となっています。

そのうち、上屋は 161 基整備されており、整備率は 17.7％となっています。 

また、民間事業者との協働により、公共交通活性化や都市デザインの向上を目指し、

平成 19 年度より広告付きバス停の整備を推進しています。平成 25 年度には、広告付

きバス停ルート案内図など制作事業により、富山市役所前バス停において、バス停ル

ート案内図および時刻表の設置が行われています。平成 26 年度においては、広告付き

バス停 5 箇所、平成 27 年度においては富山駅前停留所 1 箇所へのバス停ルート案内図

の設置が行われています。 
 

表 2-4 上屋・シェルター付バス停の整備状況  

バス停

数※1 

バス停 

ポール数(a)※2 

整備済 

バス停数※3 

整備済バス停 

上屋基数(b)※4 

整備率 

(b/a) 

530 911 124 161 17.7% 

平成 28 年 4 月 1 日時点 

注    富山地鉄が富山市内で運行するバス路線(フィーダーバス含む)。コミュニティバスは除く。 

※１ バス停の数 例）西町バス停＝１、総曲輪バス停＝１とカウント 

※２ １つのバス停に複数ポールがある場合はその数 例）市役所前バス停＝８ 

※３ 上屋が整備されているバス停の数(1バス停に 2基以上整備されている場合も 1とカウント) 

※４ 上屋の数(上り、下り設置の場合は 2)、事業者整備以外のものを含む。 

 

表 2-5 広告付バス停の整備状況 

年度 設置数 設置箇所 

平成 19 年度 8 基 

市役所停留所  6 基 

越前町停留所  1 基 

総曲輪停留所  1 基 

平成 20 年度 5 基 
中教院前停留所 1 基 

城址公園前停留所 4基 

平成 21 年度 3 基 西町停留所   3 基 

平成 23 年度 1 基 市役所停留所  1 基 

合計 17 基 (7 箇所) 
 

表 2-6 バス停ルート案内図の整備状況 

年度 設置箇所 

平成 25 年度 市役所停留所 1 箇所 

平成 26 年度 広告付きバス停 5 箇所 

平成 27 年度 富山駅前停留所 1 箇所 
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【上屋・シェルター付バス停の事例】 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上屋なしのバス停例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 上屋付きバス停 

 シェルター型バス停  ハイグレードなシェルター型バス停 

 上屋・壁付きバス停 

西上袋バス停 市民病院口バス停 
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【広告付きバス停例および設置箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 広告付バス停 設置箇所 

 

【バス停ルート案内図および時刻表の設置】 

  
図 2-10 バス停ルート案内図および時刻表（富山市役所前バス停） 

  

市役所前バス停(H23 設置) 越前町バス停(H19 設置) 
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（2） 車両 

市内では、定期路線バスに 51 台のノンステップバスが導入されています。導入率

は 41.1％となっています。 

「高齢者、障害者などの移動などの円滑化の促進に関する法律」に基づく、「移動な

ど円滑化の促進に関する基本方針」（平成 18 年 12 月制定、平成 23 年 3 月改定）によ

ると、ノンステップバスの導入率目標値が、平成 32 年度末において 70％とされてい

ます。 

 

表 2-7 ノンステップバスの導入状況（H28.4.1） 

 車両数 
ノンステップ 
バス車両数 

ノンステップ 
バス導入率 

富山市 

定期路線バス※１ 124 台 51 台 41.1 ％ 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ 26 台 15 台 57.7 ％ 

合計 150 台 66 台 44.0 ％ 
※１定期路線バス：高速バスおよび貸切バスは含めない。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
図 2-11 ノンステップ車両 
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（3） 走行環境 

富山市のバスレーン（専用レーンまたは優先レーン）は、東部方面および南部方面

の路線約 17km の区間に設置されています。 
 

1） バス専用レーン 
路 線 名  区 間 延 長 時 間 帯  

① 
国道 41 号 
市道県庁線 

駅前東－星井町 
※カラー舗装 

（下り） 1,800m 7:30～9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） バス優先レーン 
路 線 名 区 間 延 長 時 間 帯 

① 国道 41 号 金泉寺－新庄 2,300m 

7:30～9:00 ② 国道 41 号 荒川東部－北新町 2,750m 

③ 
県道 

富山立山公園線 
天正寺－西町 3,300m 

④ 
国道 41 号 

市道県庁線 
駅前東－星井町 （上り） 1,700m 

17:00 

 ～19:00 

⑤ 国道 41 号 とやまオムニパーク－星井町 6,550m 7:30～9:00 

 計 
  

16,600m 
  

  

 

 

  

国道４１号 大手町付近 

(県)富山立山公園線 石金付近 

(市)県庁線 市役所前 
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（4） バスロケーションなど 

3） バスロケーションシステム 

バスロケーションシステムは、昭和 60 年から平成 11 年にかけて 73 基整備されて

おり、導入率は 8.0％となっています。路線の多いバス停では、大型のバスロケーシ

ョンンシステムが設置されています。 

接近表示システムにより、該当バス停の 3 つ手前のバス停から接近情報が表示され

ますが、経由地や降雪などによる大幅な遅延の際の到着予定時間の情報提供ができな

いなど、利用者に必要な情報が不足しています。 

 

4） とやまバス i 

「とやまバス i」は、パソコンや携帯電話から富山市内および高岡市内の路線バス

の位置情報が分かるサービスであり、バス事業者が情報提供を行っています。平成 27

年 3 月 14 日より、北陸新幹線の開業にあわせ富山河川国道事務所から富山地方鉄道

にサービスの管理が移管され、よりわかりやすく改良され、スマートフォンへの対応

などが行われています。 

 

5） 乗換検索サービス 

富山県全域においては、平成 22 年 4 月より公共交通乗継情報検索サイト「富山ら

くらく交通ナビ（愛称：富山らくナビ）」が開設しており、パソコンや携帯電話を使っ

て県内公共交通機関の乗継情報（経路・乗継・運行時刻・料金）などをわかりやすく

案内しています。 

また、「駅すぱあと」の公共交通路線情報の提供サービスにおいて、鉄道に加えて、

市内のバス路線に関しての情報および乗換検索サービスの提供が行われています。 
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表 2-8 バスロケーションシステムの整備状況 

バス停数 

※1 

バス停 

ポール数(a)※2 

整備済 

バス停数※3 

整備済バスロケ 

ーション基数(b)※4 

整備率 

(b/a) 

530 911 48 73 8.0% 
平成 28 年 4 月 1 日時点 

富山地鉄が富山市内で運行するバス路線(フィーダーバス含む)。コミュニティバスは除く。 
※１ バス停の数 例）西町バス停＝１、総曲輪バス停＝１とカウント 
※２ １つのバス停に複数ポールがある場合はその数 例）市役所前バス停＝8 
※３ バスロケーションが整備されているバス停の数(1バス停に複数整備されている場合も 1) 
※４ バスロケーションシステムの設置数(上り、下り設置の場合は 2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

表 2-9 バスロケーションシステム設置時期 

設置時期 
接近表示数 

設置箇所 
設置基数(基) 

昭和 60 年 3 月 １１ 富山駅前～富山短大前 

昭和 62 年 12 月 ２０ 富山駅前～最勝寺 

平成 3年 2 月 ３１ 富山駅前～針原新町、地鉄ビル前～米田すずかけ台 

平成 5年 11 月 １ 市民病院 

平成 8年 2 月 ３ 総曲輪、大泉駅前、高原西口 

平成 9年 1 月 ３ 検察庁前、西田地方、新布瀬 

平成 10 年 3 月 ２ 富山駅前 

平成 11 年 3 月 ２ 総曲輪、石金 

合計 ７３  

 

バスロケーションシステム 接近表示の例 大型のバスロケーションシステム 

の例（中央病院バス亭） 



 

41 

 

 
図 2-12 バスロケーションシステム 設置箇所 

 
図 2-13 とやまバス i サイト（http://www.bus-toyama.jp/index.html） 

 

図 2-14 富山らくらく交通ナビ サイト（http://www.toyama-rakunavi.jp/web/） 



 

42 

 

2.3. パーク＆ライド 

2.3.1. パーク＆ライド駐車場の状況 

パーク＆ライド駐車場の状況は、以下のとおりです。 
 

表 2-10 富山市のパーク＆ライド駐車場の状況（平成 28 年 3 月末時点） 
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図 2-15 富山市のパーク＆ライド駐車場の状況  
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2.3.2. パーク＆ライド駐車場の利用者数 

本市が管理するパーク＆ライド駐車場の利用状況は、市全体では利用率が年々高くな

り、Ｈ28 は 69％となっています。 

ＪＲ高山本線の速星駅Ｐ＆Ｒ駐車場、千里駅Ｐ＆Ｒ駐車場、越中八尾駅Ｐ＆Ｒ駐車場、

地鉄上滝線の月岡駅Ｐ＆Ｒ駐車場は、稼動状況が高く、90%を超えています。 

一方、有料の駐車場（例：千里駅前駐車場）や駅までの距離が遠い駐車場（例：大庄駅

Ｐ＆Ｒ駐車場）については、稼働率が低い傾向があります。 

 
    ※富山ライトレールの蓮町Ｐ＆Ｒ駐車場は、H27 に 23 台から 37 台に拡大しています。 

 

図 2-16 富山市が管理するパーク＆ライド駐車場の年度別利用状況（Ｈ26～Ｈ28） 

  

(※) 
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2.4. コミュニティバス・乗合タクシー 

2.4.1. ネットワーク 

都心部、呉羽地域、婦中地域では、コミュニティバスが駅や主要施設などを循環する

交通ネットワークを形成し、中山間地域の大山地域、八尾地域、山田地域では、総合行

政センターを起点にコミュニティバスが地域内の放射状ネットワークを形成していま

す。 

大沢野地域では、公共交通空白地域の解消を図るとともに、高齢者の移動手段を確保

するためにデマンド型の乗合タクシーを運行しています。 

 

 

図 2-17 コミュニティバス・乗合タクシーのネットワーク 
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2.4.2. 利用者数  

コミュニティバスおよび乗合タクシーの利用者数などは、地域によって多様であり、

運行本数や運賃、運行形態などのサービス水準が異なっています。 

 

表 2-11 コミュニティバス・乗合タクシーの利用者数など （平成 27 年度実績） 

分

類 

事業名 

運賃 
路線・ルート 

利用者数

（人/年） 
起点 主な経由地 終点 

運行 

本数 

乗
合
タ

ク
シ
ー 

大沢野 

シルバータクシー 

３００円 

- 24,155 - - - - 

市

営

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

バ

ス 

大山 

コミュニティバス 

２００円 

才覚地線 2,480 老人センター 総合行政センター 中地山 4 

小坂線 3,785 上滝中学校 総合行政センター 小坂 4 

西小俣循環線 483 老人センター 総合行政センター 西小俣 4 

楜ヶ原線 845 上滝中学校 総合行政センター 樫ノ木 2 

国際大学線（運休中） - 中学校 老人センター 国際大学 - 

小佐波線(デマンド運

行) 
- コミュニティセンター 一ノ瀬 小佐波 - 

八尾 

コミュニティバス 

２００円 

環状線（左・右） 30,046 八尾駅 
コミュニティセンタ

ー 
八尾駅 15 

中核線（左・右） 30,938 八尾駅 団地前 八尾駅 11 

八尾高校線 19,386 杉原公民館 杉田会館 八尾高校前 3 

茗ヶ原線(桐谷・茗ヶ

原線) 
5,054 八尾駅 総合行政センター 桐谷 4 

室牧線 9,454 八尾駅 総合行政センター 細滝 6 

野積線 9,571 八尾駅 総合行政センター 西松瀬 5 

大長谷線 10,806 八尾駅 総合行政センター 大長谷温泉 6 

黒瀬谷線 3,793 八尾駅 総合行政センター 宮腰 4 

杉原線 785 コミュニティセンター 杉田・神通 ゆうゆう館 
（週

1） 

保内線 616 コミュニティセンター 新田・田中 ゆうゆう館 
（週

1） 

婦中 

コミュニティバス 

２００円 

鵜坂・朝日線（左・右） 14,648 総合行政センター 鵜坂・朝日 総合行政センター 6 

神保・宮野線（左・右） 17,126 総合行政センター 神保・宮野 総合行政センター 6 

古里・音川線（左・右） 17,236 総合行政センター 古里・音川 総合行政センター 6 

山田 

コミュニティバス 

２００円 

清水線 4,995 総合行政センター 白井谷 今山田 4 

谷線(谷・スキー場線) 3,011 総合行政センター 若土 鍋谷 4 

八尾線 15,754 総合行政センター 西新町 八尾駅 4 

スキー場線 134 総合行政センター 赤目谷 牛岳温泉スキー場 1 

地
域
自
主
運
行
バ
ス
な
ど 

まいどはやバス 

１００円 

中央ルート 80,257 富山駅 丸の内一丁目 富山駅 28 

清水町ルート 136,429 富山駅 城址公園 富山駅 31 

富山港線 

フィーダーバス 

２００円 

四方・草島ルート 60,392 蓮町 草島小学校口 四方神明町 65 

岩瀬・大広田・浜黒崎

ルート 
52,891 岩瀬浜駅 浜黒崎小学校 水橋漁港 64 

呉羽 

いきいきバス 

１００円 

老田･古沢･池多ルー

ト 
20,432 呉羽駅 老田･古沢･池田 呉羽駅 11 

長岡･寒江ルート 38,961 呉羽駅 長岡・寒絵 呉羽駅 11 

水橋ふれあい 

コミュニティバス 

１００円 

通常ルート 13,848 新保新町 JR 水橋駅 新保新町 5 

モーニング便 3,945 山王町公民館 東部小学校 JR 水橋駅 1 

帰宅便 737 西部小学校 五郎丸 河原石政 1 

八尾 

まちめぐりバス 

２００円 

平日 3,514 越中八尾駅 八尾ふらっと館 越中八尾駅 5 

土・日・祝日 2,156 越中八尾駅 今町 越中八尾駅 8 
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2.4.3. 公共交通空白地域 

市内においては、鉄軌道・民間路線バスから 750ｍ（道のり約 1km）の範囲内に、市

内人口の 91.2%にあたる 384,144 人（平成 17 年度）、居住面積の約 91％が民間の公共交

通でカバーされています。 

一方、鉄軌道・民間路線バスから 750ｍ（道のり約 1km）の範囲外の公共交通空白地

域において、37,095 人（市内人口の 8.8％）が居住しています。 

コミュニティバスや乗合タクシーの生活交通の整備や居住誘導などにより、公共交通

空白地域の改善が望まれます。 

表 2-12 公共交通空白地域内の人口（平成 17 年度） 

 人口 

（ａ）富山市全体 421,239 人 ― 

（ｂ）鉄軌道＋民間路線バスでのカバー人口 384,144 人 91.2% 

（ａ－ｂ）公共交通空白地域人口 37,095 人 8.8% 

 

図 2-18 公共交通空白地域（H17，鉄道駅・バス路線より 750ｍ（道のり約 1 ㎞）） 
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公共交通が利用可能な圏域（鉄軌道・民間路線バスから 750ｍ（道のり約１km））に、

コミュニティバスによるカバー圏域（750m）を加えた場合、公共交通空白地域人口 37,095

人のうち、13,561 人がコミュニティバスによりカバーされることになります。 

しかし依然として、23,534 人（市内人口の 5.6%）が公共交通空白地域に居住している

ことになっています。 

 

表 2-13 公共交通空白地域内の人口（コミュニティバス含む。）（平成 17 年度） 

 人口 

（ａ）富山市全体 421,239 人 ― 

（ｂ）鉄軌道＋民間路線バスでのカバー人口 384,144 人 91.2% 

（ａ－ｂ）公共交通空白地域人口 37,095 人 8.8% 

（ｃ）うちコミュニティバスカバー人口 13,561 人 3.2% 

 

図 2-19 公共交通空白地域（H17，鉄軌道・民間路線バス、コミュニティバス 750m） 
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平成 26 年度の公共交通空白地域の居住人口（大沢野地域はシルバータクシーのサービ

ス圏域とする）は、平成 17 年度に比べ約 9,100 人減少し、公共交通空白地域人口率は

4.4％から 2.3％に減少しています。その要因としては、水橋ふれあいバスの運行および

公共交通空白地域の人口減少などが要因と考えられます。 

本市全体の居住面積 281 ｋ㎡のうち公共交通によりカバーされている面積は 262ｋ㎡

で、公共交通空白地域の面積は 19ｋ㎡ となっています。 

 

 

表 2-14 公共交通空白地域人口の推移 

 

※H26 の各地域の人口は H26.6 月末時点の住基データより引用 
 表 2-14 では、大沢野シルバータクシーをコミュニティバスと同等のサービスと位置づけ、大沢

野地域の空白地域人口を 0 にしている。 
 

表 2-15 公共交通空白地域面積 

 面積 

富山市全体の居住面積 281 ㎞ 2 

鉄軌道・民間バス・コミュニティバス等によ

りカバーされている面積 
262 ㎞ 2 

富山市全体の空白地域 19 ㎞ 2 

 

  

地域 H17 H26 増減 H17 H26 増減 H17 H26
富山地域 325,347 322,164 -1.0% 17,061 8,172 -52.1% 5.2% 2.5%

大沢野地域 22,631 22,495 -0.6% 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
大山地域 11,355 10,538 -7.2% 1,078 914 -15.2% 9.5% 8.7%
八尾地域 21,811 20,796 -4.7% 238 119 -50.0% 1.1% 0.6%
婦中地域 36,448 40,869 12.1% 222 261 17.6% 0.6% 0.6%
山田地域 1,962 1,602 -18.3% 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
細入地域 1,685 1,443 -14.4% 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

合計 421,239 419,907 -0.3% 18,599 9,466 -49.1% 4.4% 2.3%

人口 空白地域人口 空白地域人口率
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図 2-20 公共交通空白地域（H26，鉄道駅・バス路線より 750ｍ） 
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2.5. 市町村福祉輸送および福祉有償運送 

本市では、富山市による市町村福祉輸送およびＮＰＯ法人による福祉有償運送が実施

されています。これらの利用状況をみると、減少傾向の路線もあるため、利用者ニーズを

踏まえ、サービス維持のために運行形態見直しなどが必要と考えられます。 
 

2.5.1. 市町村福祉輸送 

市町村福祉輸送とは、当該市町村の住民のうち、身体障害者、要介護者等であって、市

町村に会員登録を行った者に対して、市町村自らが原則としてドア・ツー・ドアの個別輸

送を行うものです。 
 

【富山市高齢者移送サービス事業】 

○委託先：富山市社会福祉協議会（登録の有効期間：平成 29 年 9 月 30 日まで） 

○実施状況（年間の運行回数） 
年度 運行回数 

H17 3,082 

H18 3,775 

H19 3,330 

H20 3,346 

H21 3,333 

H22 3,115 

H23 2,945 

H24 2,095 

H25 2,485 

H26 2,889 

H27 2,910 

 

2.5.2. 福祉有償運送 

福祉有償運送とは、NPO 法人等が要介護者や身体障害者等の会員に対して、実費の範

囲内で、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員 11 人未満の自動車を使用

して、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送を行うものです。 
 
【NPO 法人による福祉有償運送】 

○.登録 NPO 法人（Ｈ28.4.1 末現在、登録の有効期間：平成 29 年 9 月 28 日まで） 

NPO 法人自立生活支援センター富山、NPO 法人しおんの家、NPO 法人ぴーなっつ 

○.実施状況（年間の運行回数） 
年度 運行回数 

H19 4,171 

H20 4,899 

H21 4,108 

H22 3,809 

H23 4,829 

H24 4,524 

H25 4,486 

H26 3,240 

H27 4,132   

単位：回 

単位：回 
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2.6. 自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲 

地方分権改革の中で、地域の実情に応じた運送の実現に向けて、自家用有償旅客運送の

事務・権限が、国土交通省から地方公共団体へ移譲される流れとなっています。 

自家用有償旅客運送には、市町村運営有償運送（過疎地輸送・福祉輸送）および福祉有

償運送があります。市町村運営有償運送は、市町村がもっぱら当該市町村の区域内で住民

の生活交通を確保するため自ら行う運送（コミュニティバスなど）のことを示し、福祉有

償運送は、要介護者、身体障害者などに対する十分な輸送サービスが確保できないと認め

られる場合に、NPO 法人、社会福祉法人などが、乗車定員 11 人未満の自家用自動車を使

用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスのことを示します。 

本市では、平成 27 年 4 月から、自家用有償旅客運送事務権限の移譲を受けており、今

後、自家用有償運送の安全性を確保し、地域特性や利用者ニーズに応じた輸送が実現され

るよう主体的に関与していくことになります。 
 

 

 
出典：国土交通省資料 

図 2-21 自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲 
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2.7. 利用促進など 

2.7.1. IC カード 

（1） 概要 

富山市内では、富山ライトレールの発行する passca（パスカ）と富山地方鉄道が発

行する ecomyca（えこまいか）があります。 

富山ライトレールに IC カード「パスカ」が導入されて以降、市内電車（環状線含む）、

路線バス、鉄道線、自転車（アヴィレ）などへも IC カード「えこまいか」が導入され、

身分証などへ利用域が拡大しています。 

市内の各交通機関の互換性がおおむね確保されていますが、定期券や駐車場での利

用、コミュニティバスなど、互換性のない部分もあります。また、あいの風とやま鉄道

の IC カード「ICOCA」（平成 27 年 3 月 26 日よりサービス開始）との互換性は取れて

いない状況となっています。 

 

 

出典：富山市資料 

図 2-22 IC カードの導入状況 
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（2） 利用者数 

平成 27 年度の IC カード利用データをもとに、IC カードの利用人数について整理

し、IC カード以外の利用者数との比較を行いました。なお、富山地方鉄道の路線の利

用人数に関しては、富山市統計書のデータを用いることとしました。 

富山地方鉄道においては 65%、富山ライトレールにおいては 74％、まいどはやバス

においては 61％、フィーダーバスにおいては 85％が IC カード利用となっています。 

 

1） 富山地方鉄道 IC カードの 1 日平均利用人数 

   
 

2） 富山ライトレール IC カードの 1 日平均利用人数 

   

 

3） まいどはやバス IC カードの 1 日平均利用人数 
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4） フィーダーバス IC カードの 1 日平均利用人数  

  

 

（3） 利用促進に向けた IC カードの活用 

1） おでかけ定期券 

【対象者】 

おでかけ定期券所持者（市内在住の満 65 歳以

上の方が申込できます。） 

 

【割引内容】 

(IC カード)おでかけ定期を提示すると、市内各地と中心市街地（市民病院も含む。）

の指定バス停の間を１００円で利用できます。（午前 9 時～午後 5 時が対象） 

中心市街地内の移動も１００円で利用できます。（現金不可 ＳＦ利用） 

 

 

図 2-23 おでかけ定期券のサービス内容 
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【おでかけ定期券による効果】 

おでかけ定期券により、高齢者の歩行の増加の効果が得られています。 

おでかけ定期券を「利用した日」の平均歩数   ：７，０１９歩/日 

おでかけ定期券を「利用しなかった日」の平均歩数：５，７１０歩/日 

 

 

図 2-24 おでかけ定期券の導入効果 

 

2） 乗り継ぎ割引 

【対象者】 

30 分以内に、指定停留場（丸の内、中町（西町北））で市内電車の既存線と環状

線を乗り継いだ場合 

 

【割引内容】 

2 回目に乗車した際の運賃が自動的に無料になります。 

 
図 2-25 乗り継ぎ割引のサービス内容 
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3） オート 1day サービス 

【対象】 

パスカまたはえこまいかを利用して、同一日に IC カード乗車券を利用して 3

回乗車した場合 

 

【割引内容】 

IC カードによる路面電車利用者を対象に、市内電車（環状線含む。）、富山ライ

トレールそれぞれにおいて、同一日の 4 回目以降の運賃を無料化します。路面電

車の利用促進と沿線の回遊性向上を図るサービスとなっています。 

 

 

図 2-26 オート 1day サービスのサービス内容 
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2.7.2. 利用促進に向けた取組 

（1） モビリティ・マネジメント 

本市では、平成 22 年度より「とやまレールライフ・プロジェクト」として、モビリ

ティ・マネジメントを展開し、公共交通の更なる利用促進を図っています。 

 

【これまでの取組】 

1） 多様な場面・手法での情報発信 

一度に多くの人に対して、公共交通利用促進の働きかけを行うために、ラジオ、ケ

ーブルテレビの番組や民間情報誌を活用し、情報提供を行いました。また、まちなか

のイベントで公共交通の情報ツールの配布やアンケートを行い、利用促進を呼びか

けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーブルテレビ番組（H24～） 

まちなかイベント（H24.12、

情報誌（H24.11-12、H25.10-
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2） 多様な主体に応じた情報提供 

民間企業に対し、通勤手段としての公共交通利用について意識啓発を図るため、社

内研修での出前講座実施の提案や公共交通利用の情報提供を行いました。 

富山大学では、人文学部の授業を活用して、市の公共交通への取組や中心市街地活

性化などについて講義を行ってきました。さらに、平成 25 年 4 月からＩＣカード機

能を備えた学生証を配布し、公共交通の利用促進を促すＴＦＰ※アンケートを平成 25

年は新入生、平成 26 年は五福キャンパス学生を対象に行った結果、利用者が大幅に

増加しました。 

 

【ＩＣカード学生証による市内電車利用者数（１日平均）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-27 富山大学学生証への交通系ＩＣカードの導入による効果（大学生の利用促進） 

 

3） 将来世代に対する公共交通への意識啓発 
小学生という早い段階から公共交通について学習をすることが、意識醸成を図るう

えで効果的です。そこで、小学生 3～6年生を対象に、社会科、総合的な学習の時間の

単元で使用する学習教材を平成 23 年度から作成し、「のりもの語り教育」を実施する

とともに、授業後に検討会を行い、教材の改善を行っています。 

また、市民・教員向けのフォーラムの開催や、教育委員会と連携し、３・４年生の社

会科副読本に、交通に関する学習教材を掲載するなど、「のりもの語り教育」の普及促

進を図っています。  

※ＴＦＰ（トラベル・フィードバック・プログラム）アンケート： 公共交通の利用促進などの行動変容に向けたコミュニケーションアンケート 
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授業風景（H24.10） 

 

 

授業風景（H25.12） 

 

 

学習教材（H23～） 

 

図 2-28 将来世代への公共交通利用の意識啓発実績 
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3. 富山市の公共交通に関する市民意識調査 

3.1. 調査概要 

富山市の今後の公共交通のあり方を示す｢地域公共交通網形成計画｣の策定に当た

り、「富山市の公共交通(電車やバスなど)に関する市民意識調査」を行いました。 

 
 

調査目的 公共交通の活性化によるコンパクトなまちづくりを推進しており、近年、その

取組が評価され、OECD（経済開発協力機構）の先進都市に選出されるととも

に、国際連合の SE4ALL （万人のための持続可能なエネルギー）における、

「エネルギー効率改善都市」に選定されました。今後、更なる公共交通の活性

化を図り、コンパクトシティの形成を推進することを目的に、日常生活におけ

る交通の利用状況を把握するとともに、公共交通政策に対する市民の考え方

を調査します。 
調査方法 富山市内にお住いの方（無作為抽出）にアンケート調査票を郵送配布し、郵送

で回収します。 
対象は 15 歳以上とします。 

調査時期 配布（発送）：平成 26 年 12 月 5 日（金） 
回収：平成 26 年 12 月 5 日（金）～12 月 22 日（月） 

回収率 配布：9,000 票 
回収：4,078 票 
回収率：45.3％ 

 
【参考：平成 18 年度（公共交通活性化計画策定時）に実施した調査】 

 
調査目的 ｢公共交通活性化計画｣の策定に当たり、富山市民の移動状況や公共交通の

満足度、交通政策への意見などの把握を目的にアンケート調査を行います。 
調査方法 富山市内にお住まいの方（無作為抽出）にアンケート調査用紙を郵送配布

し、郵送で回収します。 
調査時期 配布（発送）：平成 18 年 6 月 27 日(火)  

回収：平成 18 年 6 月 27 日(火) ～平成 18 年 7 月 10 日(月) 
回収率 配布：8,887 票 

回収：3,514 票 
回収率：39.5％ 
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3.2. 回答者の属性 

3.2.1. 性別 
・ 回答者の性別は、男性 43％、女性 57％です。 

 

 

 

 

                      図 3-1 性別 

 

3.2.2. 年齢 
・ 回答者の年齢は、10 代が 4％、20 代が 5％、30

代が 11％、40 代が 18％、50 代が 14％、60 代

が 22％、70 代以上が 26％です。 

・ 60 代以上が 48％を占めています。 

 

 

 

 

                       図 3-2 年齢 

 

3.2.3. 職業 
・ 回答者の職業は、会社員・公務員が 34％、

自営業が 6％、パート・アルバイトが

13％、主婦・主夫が 17％、学生が 5％、

無職が 22％です。 

 

 

 

 

                  図 3-3 職業 
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3.2.4. 車・運転免許 
・ H26 の自由に使える車がある人は 77％、免許証はあるが、自由に使える車はないは 5％、免

許を持っていないは 18％です。 

・ H26 の自由に使える車がある人の割合は、H18 に比べ 7 ポイント増えており、H26 の免許証

を持っていない人の割合は、H18 に比べ 7 ポイント減っています。 

・ H26 の免許をもっていない人のうち、37％が免許返納者です。 

 

 

 

  

 

 

図 3-4 車・運転免許の有無 

 

 

 

 

 

 

 
      ※運転免許がない方のみ回答 

図 3-5 運転免許の返納（H26） 

 

3.2.5. 高齢者の車・運転免許 
・ H26 の自由に使える車がある高齢者は 65％、免許証はあるが、自由に使える車はないは 4％、

免許を持っていないは 31％です。 

・ H26 の自由に使える車がある高齢者の割合は、H18 に比べ 14 ポイント増えており、H26 の

免許証を持っていない人の割合は、H18 に比べ 14 ポイント減っています。 

・ 自由に自動車を使うことが定着した世代が高齢化し、車を使う高齢者の割合が増加している

と考えられます。 
 

 

 

 

 

 

 
※高齢者：60 歳以上 

図 3-6 高齢者の車・運転免許 
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3.3. 市民の移動実態 

3.3.1. 外出頻度 
・ ほぼ毎日外出する人は 64％、週 2 日以上外出す

る人は 92％です。 

 

 

 
 

                   図 3-7 外出頻度 

 
3.3.2. 高齢者の外出頻度 

・ H26 の高齢者の外出頻度は、ほぼ毎日外出する人が 44％であり、H18 に比べ 10 ポイント増

えています。 

・ また、週 2 日以上外出する人は、H26 が 86％、H18 が 76％であり、H26 は H18 に比べ 10

ポイント増えており、高齢者の外出機会が増えていることがうかがえます。 

・ 公共交通の利便性向上やおでかけ定期券制度の定着により、高齢者の外出頻度が増加してい

ると考えられます。 

   
※高齢者：60 歳以上 

図 3-8 高齢者の外出頻度 

 

3.3.3. 外出目的 
・ 平日の主な外出目的は通勤が最も多く 51％を占め、次いで買い物が 28％を占めます。 

・ 休日の主な外出目的は買物が 63％と最も多く、次いで趣味・レジャーが 23％です。 

 

 

 

 

 

 

図 3-9 外出目的（主なもの） 
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3.3.4. 交通手段 
・ 主な交通手段は車（自分で運転）が平日、休日ともに最も多く、平日は 72％、休日は 75％で

す。 

・ 公共交通（鉄道、市内電車、バス 計）は平日が 9％、休日が 7％です。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 交通手段（主なもの） 

 

3.3.5. 公共交通の利用頻度 
・ Ｈ26 の公共交通（鉄道、市内電車、バス）を週 1 日以上利用する人は 16％であり、Ｈ18 と

ほぼ同程度です。 

・ Ｈ26 はＨ18 に比べ、公共交通をほとんど利用しない人の割合が 8 ポイント減り、年に数日利

用する人の割合が 8 ポイント増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-11 公共交通の利用頻度 

 

3.3.6. よく利用する公共交通 
・ よく利用する公共交通は路線バスが

最も多く 29％であり、次いで、あい

の風とやま鉄道（調査時は JR 北陸本

線）が 17％、市内電車が 12％、富山

ライトレールが 11％です。 

 

 

図 3-12 よく利用する公共交通 
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3.4. 公共交通に対する満足度 

3.4.1. 富山市内の公共交通の便利さ 
・ 富山市内の公共交通を便利（便利、やや便利 計）に感じる人は 45％です。 

・ Ｈ26 はＨ18 に比べ、公共交通を便利に感じる人の割合が 4 ポイント増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-13 富山市内の公共交通の便利さ 

 

3.4.2. よく利用する公共交通の満足度 
・ 時間の正確さ（48％）、路線のわかりやすさ（40％）、車両の快適性（30％）、バリアフリー（30％）

に関しては、満足度（満足、やや満足 計）が高くなっています。 

・ 一方、不満度（やや不満、不満 計）が高い項目は、運行本数（41％）、終発時間（34％）、運

賃（32％）です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-14 よく利用する公共交通の満足度 
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3.4.3. よく利用する公共交通別の満足度 
・ 時間の正確さの満足度（満足、やや満足 計）をよく利用する公共交通別にみると、ライトレ

ール（77％）や市内電車（61％）の割合が高く、路線バス（28％）の割合が低いです。 

・ 路線のわかりやすさの満足度（満足、やや満足）をよく利用する公共交通別にみると、ライト

レール（73％）や市内電車（55％）の割合が高く、路線バス（24％）の割合が低いです。 

・ よく利用する公共交通の満足度で時間の正確さや路線のわかりやすさが上位であるのは、ラ

イトレールや市内電車の満足度の高さによるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※鉄道：ＪＲ北陸本線、ＪＲ高山本線、地鉄本線・立山線、地鉄不二越・上滝線 

図 3-15 よく利用する公共交通別の満足度 

 

・ 運行本数の不満度（不満、やや不満 計）をよく利用する公共交通別にみると、ライトレール

（9％）、市内電車（12％）は低いですが、鉄道（53％）、路線バス（51％）は半数以上です。 

・ 運賃に関しては、路線バス（45％）、鉄道（37％）が高くなっています。 

・ 終発時間に関しては、路線バス（39％）、鉄道（38％）が高いものの、差は小さくなっていま

す。 

・ 不満度が高い項目に関しては、鉄道および路線バスの不満度が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※鉄道：ＪＲ北陸本線、ＪＲ高山本線、地鉄本線・立山線、地鉄不二越・上滝線 
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※鉄道：ＪＲ北陸本線、ＪＲ高山本線、地鉄本線・立山線、地鉄不二越・上滝線 

図 3-16 よく利用する公共交通別の不満度 

 

3.5. 交通施策および都市施策に対する意識 

3.5.1. 10 年後の移動に関する不安の有無 
・ 10 年後、今の場所で住んでいると仮定して、公共交通や自家用車の移動に関する不安がある

人は全体で 66％です。 

・ 年齢別にみると、不安がある人の割合は 60 歳以上が最も多く 69％であり、40 代～50 代が

67％、10 代～20 代が 57％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-17 年齢別の 10年後の移動に関する不安の有無 
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3.5.2. 10 年後の移動に関する不安 
・ 10 年後、今の場所で住んでいると仮定した場合の公共交通や自家用車の移動に関する不安は、

自分の体の機能が低下したら、外出が不便にならないか不安（64％）や自分や家族が車を運転

できなくなることへの不安（55％）、住んでいる地域は車が無いと不便なため不安（51％）の

割合が高くなっています。 

・ 年齢別にみると、自分の体の機能が低下したら、外出が不便にならないか不安や自分や家族が

車を運転できなくなることへの不安は 60 歳以上の割合が高く、住んでいる地域は車が無いと

不便なため不安や経済的な負担に対する不安は 10 代～50 代の割合が高く、公共交通が、減

便・廃止されないか不安は 10 代～30 代の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※10 年後の移動に関する不安がある方のみ回答 

図 3-18 年齢別の 10年後の移動に関する不安（複数回答） 

 

3.5.3. 公共交通の便利な場所への居住希望 
・ 将来、公共交通の便利な場所に、住んでみ

たいと思う人は 54％です。 

・ また、既に住んでいる人は 25％です。 

・ 公共交通の便利な場所に住んでみたいと

思う人が半数を超えています。 

 

 

 

図 3-19 公共交通の便利な場所への居住希望 
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3.6.  富山市の公共交通に関する市民意識調査まとめ 

＜市民の移動実態＞ 

 

1. 約 8 割の方が、週 4 日以上外出しています。 

2. 利用する交通手段は、7 割以上が自動車と回答しています。 

3. 公共交通の利用頻度は、週に 1 回以上利用する方が 16％であり、平成 18 年度の調

査時とほぼ同様の傾向が見られます。 

4. よく利用する公共交通機関は、路線バスと回答した割合が最も多くなっています。 

 

 

＜市民の公共交通に対する満足度＞ 

 

1. 公共交通を便利に感じている割合は、45%となっており、平成 18 年度から 4 ポイ

ント増加しています。 

2. 時間の正確さ、路線のわかりやすさ、車両の快適性、バリアフリーへの満足度が高

く、これまでの利用環境整備の効果が発現していると考えられます。 

3. 一方、運行本数や終発時間、運賃への不満が多く、特に路線バスに関しては、不満

が多い項目に対しての不満割合が高い傾向にあることから、サービスの向上が求め

られると考えられます。 

 

＜市民の交通施策・都市施策に対する意識＞ 

 

1. 将来、移動に対する不安を感じている方の割合は、66%となっています。 

2. 加齢に伴う身体機能の低下、車以外の移動手段が無いことが理由としてあげられて

います。 

3. 公共交通が便利な場所に住んでいない方（回答者の 75％）のうち、7 割以上（回答

者の 54％）が公共交通の便利な場所に住んでみたいと回答しています。 

 

＜免許保有状況＞ 

 

1. 回答者のうち、18％が免許を保有しておらず、5%が自由に使える車がないと回答し

ています。 

2. 免許を持っていない方のうち、37％が免許返納者であり、今後免許を持たない方が

増加していくことが想定されます。 

3. 高齢者の免許保有率が高まる傾向にあり、交通安全や高齢者福祉の面からも、公共

交通への転換を促進することが課題です。 
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4. 富山市の都市機能の現況 

4.1. 都心および居住推進地区における集積状況 

4.1.1. 都心および居住推進地区における集積状況 

駅またはバス停の周辺（駅から 500m、バス停から 300m）における人口や都市機能の

集積状況について整理しました。 

都心および公共交通沿線居住推進地区（①鉄軌道、②運行頻度の高いバス路線、③それ

以外のバス路線沿線）に位置する鉄道駅・バス停を対象に、路線別に集計しました。 

 

 

図 4-1 都心および居住推進地区（鉄軌道駅から 500m、バス停から 300m） 

  

あいの風とやま鉄道 

JR 高山本線 

地鉄不二越・上滝線 

富山ライトレール 

市内電車 地鉄 

富山駅前－富山
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病院前－笹津 

富山駅前－南
富山駅前－月
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富山駅前－(大
泉駅前・石金)－
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富山駅前－石
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富山駅前－西
町－石金－中

央病院 

富 山 駅 前 －
双 代 町 － 針
原新町 

富山駅前－永
楽町－豊田口 

富山駅前－富山駅
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岩瀬浜駅前－浜
黒崎小学校前－
水橋漁港前 蓮町－草島－四

方神明町 

居住推進地区
の 頻 度 の 高 く

ないバス路線 
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駅またはバス停の周辺（駅から 500m、バス停から 300m）における夜間人口や従業者

数の密度について、沿線別に集計しました。 
 

・ 夜間密度に関して、都心に加え、バス路線の有沢方面、南富山駅方面、石金方面、畑中

方面において、40 人/ha 以上となっています。都心および頻度の高いバス路線沿線にお

ける人口密度が、それ以外のバス路線沿線の人口密度よりも高くなっています。 

・ 従業者密度は、都心に集中していることがわかります。頻度の高いバス路線沿線では、

富山大学方面、笹津方面、双代町方面、永楽町方面で比較的高くなっています。 

・ 地鉄、ライトレール沿線では、JR に比べて夜間人口、従業者数が集積しています。 

 

  

図 4-2 沿線別の夜間人口密度 

  

 

図 4-3 沿線別の従業者数密度  
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駅またはバス停周辺 H26人口密度（沿線の平均値） 人/ha
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駅またはバス停周辺 H24従業者密度（沿線の平均値） 人/ha

70 バスの運行本数（本/日）→ 74 105 61 79 57 97 55 55 88 74 64 65 

＜算出方法＞ 
駅またはバス停

を中心とした同
心円に含まれる
250m メッシュ

人口（平成 26 年
度住民基本台
帳）を集計。 
各メッシュの人
口は面積により
按分している。 
各同心円につい
て人口を集計し
たものを、単純

平均した。 

＜算出方法＞ 
駅またはバス停
を中心とした同

心円に含まれる
小地域従業者数
（平成 24 年度

経済センサス）
を集計。 
各メッシュの人

口は面積により
按分している。 
各同心円につい

て人口を集計し
たものを、単純
平均した。 

70 バスの運行本数（本/日）→ 74 105 61 79 57 97 55 55 88 74 64 65 
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駅またはバス停の周辺（駅から 500m、バス停から 300m）における医療施設数（病院

および診療所数）やスーパーマーケット数について、沿線別に集計しました。 
 

・ 病院、診療所数に関しては、都心地区においては充実しています。また、ほとんどの路

線において、平均施設数が 1 を上回っています。 

・ スーパーマーケット数に関しては、都心地区において最も多くなっています。一方、鉄

軌道および頻度の高いバス路線沿線に関しては、1 を下回っています。 

・ 頻度の高いバス路線沿線は、それ以外のバス路線沿線よりも施設数が多くなっています。 

 

 

図 4-4 沿線別の医療施設数 

 

図 4-5 沿線別のスーパーマーケット数  
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駅またはバス停周辺 病院・診療所数（沿線の平均値） 箇所
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駅またはバス停周辺 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ数（沿線の平均値） 箇所

＜算出方法＞ 
駅またはバス停
を中心とした同
心円に含まれる

病院・診療所数
（国土数値情
報）を集計。 
各同心円につい
て、病院・診療所
数を集計したも

のを、単純平均
した。 

＜算出方法＞ 
駅またはバス停

を中心とした同
心円に含まれる
スーパーマーケ

ット数（i タウン
ページ（NTT）
のデータより、

スーパーマーケ
ットと判断され
るもの）を集計。 
各同心円につい
て、スーパーマ
ーケット数を集

計したものを、
単純平均した。 

70 バスの運行本数（本/日）→ 74 105 61 79 57 97 55 55 88 74 64 65 

70 バスの運行本数（本/日）→ 74 105 61 79 57 97 55 55 88 74 64 65 
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【駅またはバス停周辺の夜間人口密度】 

 

 

図 4-6 駅・バス停周辺の人口密度（平成 26 年度住民基本台帳 250m メッシュ人口より算出） 

  

夜間人口密度（人/ha） 

0 – 10 未満 

10 以上 – 20 未満 

２0 以上 – ３0 未満 

30 以上 – 40 未満 

40 以上 –  
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【駅またはバス停周辺の従業者数密度】 

 

 

図 4-7 駅・バス停周辺の従業者密度（平成 24 年度小地域経済センサスより算出） 

  

従業者数密度（人/ha） 

0 – 10 未満 

10 以上 – 20 未満 

２0 以上 – ３0 未満 

30 以上 – 40 未満 

40 以上 – 50 未満 

50 以上 – 60 未満 

60 以上 –  
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【駅またはバス停周辺の病院・診療所】 

 

 

図 4-8 駅・バス停周辺の病院・診療所（国土数値情報） 
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【駅またはバス停周辺のスーパーマーケット】 

 

 

図 4-9 駅・バス停周辺のスーパーマーケット（i タウンページ（NTT）データより整理） 
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4.1.2. 駅・バス停における集積状況 

都心および公共交通沿線居住推進地区に位置する鉄道駅およびバス停について、夜間

人口と従業者人口の密度について整理しました。 

（1） 夜間人口 

都心部とその周辺において、40 人/ha 以上となっています。公共交通沿線居住推進

地区に関しては、以下の路線において集積が進んでいます。 

鉄道駅周辺：市電環状線以南、地鉄不二越・上滝線沿線、ライトレール南側 

バス停周辺：藤の木方面、山室方面、速星方面 

 

都心部で 40 人/ha 以上となっていますが、都心部以外の沿線居住推進地区において

も、立地適正化を踏まえ、さらに都市機能の集積を進めるべきと考えられます。 

 

 

図 4-10 駅・バス停周辺の人口密度（平成 26 年度住民基本台帳人口） 

＜算出方法＞ 
駅またはバス停
を中心とした同

心円に含まれる
250m メッシュ
人口（平成 26 年

度住民基本台
帳）を集計。 
各メッシュの人

口は面積により
按分している。 
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（2） 従業者数 

従業者数は、都心部への集中が顕著になっています。公共交通沿線居住推進地区に関

しては、以下の路線において集積が進んでいます。 

鉄道駅周辺：市電 広貫堂前駅～西中野駅、地鉄 不二越駅 

バス停周辺：呉羽駅付近、水橋駅付近、国道 41 号掛尾町交差点付近のバス停 

 

従業者数は都心部への集中が顕著であり、富山駅を中心とした放射状ネットワー

クの公共交通網をさらに高めていくことが重要であると考えられます。 
 

 

図 4-11 駅・バス停周辺の従業者密度（平成 24 年度経済センサス） 

＜算出方法＞ 
駅またはバス停

を中心とした同
心円に含まれる
小地域従業者数

（平成 24 年度
経済センサス）
を集計。 
各メッシュの人
口は面積により
按分している。 

富山地方鉄道 
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5. 関連施策の整理 

5.1. 中心市街地活性化基本計画 

ステージⅠとして位置づけた第 1 期計画（H19.2～H24.3）においては、「コンパクトな

まちづくりにおける拠点づくり」を目的に、主に公共主導による交通インフラ整備や賑わ

い施設の整備を中心に取り組んできました。 

さらに、平成 24 年 3 月に、第 2 期計画（H24.4～H29.3）が策定され、これまで行って

きた市街地整備などの公共投資を呼び水に民間の投資意欲を促すことで、更なる中心市街

地の活性化を目指しています。 

本計画では、中心市街地活性化基本計画に位置づけられている事業に対して、公共交通

ネットワークの形成により連携・支援していくものとします。 

既存の公共交通活性化基本計画に位置づけられている事業のほかに、以下の視点から、

公共交通施策による連携を図ります。 

 

 都心部の再開発事業や住環境整備に関する事業に対する公共交通利便性の確保 
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【中心市街地活性化基本計画（第 2 期）の基幹事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       本計画との連携が想定される事業 

図 5-1 中心市街地活性化基本計画（第 2 期）に位置づけられる基幹事業 
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5.2. 環境未来都市計画 

新成長戦略（平成 22 年 6 月閣議決定）に位置づけられた「21 の国家戦略プロジェクト」

の一つである、「環境未来都市」構想に基づくものです。本構想は、「環境・超高齢化対応

等に向けた、人間中心の新たな価値を創造する都市の構築」をコンセプトとしています。 

本市においては、「LRT などへの公共交通を核としてコンパクトシティを目指す戦略的

な提案が地方都市の抱える課題の解決モデルになり得る」との評価を受けて、環境未来都

市に選定されております。 

平成 24 年 5 月に策定した「環境未来都市計画」では、「誰もが暮らしたい・活力あるま

ち」の実現に向けて、15 の取り組みを位置づけています。 

本計画においては、環境未来都市計画に位置づけられている取り組みに対して、公共交

通ネットワークの形成により連携・支援していくものとします。 

既存の公共交通活性化基本計画に位置づけられている事業のほかに、以下の視点から、

公共交通施策による連携を図ります。 

 

 セーフ＆環境スマートモデル街区の整備やヘルシー＆交流タウンの形成など、民間

開発との連携 
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【環境未来都市計画の取り組み 本計画に関連すると想定されるもの】 

 

 

 

 

図 5-2 環境未来都市計画に位置づけられる取り組み 
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5.3. 観光実践プラン 

北陸新幹線の開業を見据え、新幹線の効果を最大限に引き出すため、受入態勢の整備を

図り、新しい旅行ニーズや、細分化するニーズに対応し、実効ある観光振興を推進してい

くために、観光実践プランが策定されています。 

本プランの基本方針、目標および主要事業に対して、公共交通ネットワークの形成によ

り連携・支援していくものとします。 

既存の公共交通活性化計画に位置づけられている事業のほかに、以下の視点から、公共

交通施策による連携を図ります。 

 

 公共交通、シェアリングを活用した周遊促進 

 新幹線からの二次交通の利便性向上 

 民間施設と連携した来訪者の利便性向上 

 公共交通の観光資源化 

 

【観光実践プランの基本方針と基本目標】 

 
       本計画との連携が想定される事業 

図 5-3 観光実践プランの基本目標と基本方針 
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【観光実践プランの主要事業】 

図 5-4 観光実践プランの主要事業 
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5.4. 健康プラン 21 

健康都市富山を目指すため、「健康日本 21（第 2 次）」の地方計画として「健康プラン

21（第 2 次）」が策定されています。計画期間は、平成 25 年度から平成 34 年度までの 10

年間とされています。 

市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むとともに、地域ぐるみで個人の健康を

支え、守る環境づくりを推進し、「すべての市民が健やかで心豊かに生活できる活力のあ

るまち」の実現に努めることを目標としています。 

本プランの取組に対して、公共交通ネットワークの形成により連携・支援していくもの

とします。 

既存の公共交通活性化計画に位置づけられている事業のほかに、以下の視点から、公共

交通施策による連携を図ります。 

 

 「歩く」ことを核とした健康づくりの視点を考慮した公共交通利用環境の整備 
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       本計画との連携が想定される事業 

 

図 5-5 健康プラン 21 の特徴 
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6. 公共交通を取り巻く課題 

現況整理の結果から、本市の公共交通を取り巻く課題を整理しました。 

 

6.1. コンパクトなまちづくり推進の必要性 

本市を取り巻く現状と課題やこれまでのコンパクトシティ施策の着実な取り組みを踏

まえ、本施策をさらに推進していくことが必要であるといえます。 

 

6.2. 市民意識からみた施策の方向性 

以下に示す市民アンケート調査結果からも、コンパクトシティ施策の継続の必要性がう

かがえます。 

 

【不安と課題】 

・7 割以上が普段から自動車を利用。公共交通を週 1 回以上利用するのは 16％。 

・将来、移動に対する不安を感じている方の割合は、66%となっている。その理由とし

て、身体機能の低下が最も多くあげられている。 

・高齢者の免許保有率が高まるなか、高齢者による交通事故や免許返納者の移動手段確

保が将来課題とされる。 

 

【期待と評価】 

・公共交通を便利に感じている割合は、45%となっており、平成 18年度から 4ポイント

増加。 

・公共交通が便利な場所に住んでいない方の 7割が公共交通の便利な場所に住んでみた

いと回答。 

・コンパクトシティ施策を「知っている」または「聞いたことがある」は 76％、コンパ

クトシティ施策に「賛成」または「やや賛成」は 87％ 

  

富山市を取り巻く課題 

1.人口減少と超高齢化 

2.過度な自動車依存による公共交通の衰退 

3.中心市街地の魅力喪失 

4.割高な都市管理の行政コスト 

5.CO2 排出量の増加 

お団子と串の都市構造の実現に向けて、公共交通活性化施策の推進 

（これまでの取組の継続と新たな取組の実施） 

着実に成果をあげ

てきたコンパクト

シティ施策の継続 
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6.3. 公共交通を取り巻く課題および将来への対応 

公共交通に関する現況を踏まえ、以下の課題および取り組みの必要性があげられます。 

 
幹線交通 鉄軌道 

１)鉄道の利用者は近年、横ばいの傾向にありますが、新幹線開業後の二次交通としての重要

性が増すこととなります。そこで、市民アンケート結果(運行本数や終発時間、運賃への不

満が多数)を踏まえ、更なる活性化の取り組みが求められます。 

２)市内電車は、平成 21 年度の環状線化以降、利用者が増加傾向にあるものの、南北接続後

において、乗継運賃、利用環境の改善(バリアフリー、路盤整備)等の課題があります。 

３)東富山、呉羽地域においては、都市計画と連動して、土地利用と一体となった地域公共交

通網を形成する必要があります。 

将来への対応例 → 新改札等の駅機能強化 

４)並行在来線については、地域の足として重要な公共交通機関であることから、地域公共交

通網形成計画に位置づけていく必要があります。 

将来への対応例 → 新駅設置 
 

幹線交通 路線バス 

１)路線バスを普段利用する割合が高い(全体の約 3 割)ものの、バスに対する不満(運行本数

等)が他の公共交通機関と比べて顕著であり、これが利用者数の減少の大きな要因となって

いると考えられます。 

将来への対応例 → GIS データや交通ビックデータ等を活用した効率的な運行改善 

２)南北接続や富山駅周辺整備に伴い、交通環境が大きく変動します。 

将来への対応例 → 富山駅周辺バス停の適正配置、駅と結節するバス路線の再編、駅

ロータリー内での路線バスや高速乗合バス等のバス停の適正配置 

３)新幹線開業後の市外からの観光客を想定した、公共交通関連の情報が不足しています。 

将来への対応例 → ICT を活用した交通情報提供の充実(時刻表、口ケーション情報等) 

公共交通従事者のマナーアップ 

４)イメージリーダ一路線に関して、低床バス導入(H28 までに 10 台)やバス停上屋整備(H26

までに 19基)に対して支援してきましたが、平成 28 年度で終了予定となっております。 

将来への対応例 → 公共交通軸全体への拡大 

 

生活交通 コミュニティバスなど 

１)郊外部や中山間地域において公共交通空白地域を解消するため、コミュニティバスを運行

していますが、依然として空白地域が残っています。 

２)一方、地域生活拠点内の路線(例:呉羽いきいきバス)等においては、利用者数は定着して

います。 

３)市町村合併から 10 年を迎え、地域間のサービスの公平性、運行の効率化等の観点から、

地域自主運行バスの推進や、コミュニティバス路線の再編が求められています。 
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利用促進など モビリティ・マネジメントなど 

１)公共交通と車のかしこい使い方を考えるモビリティ・マネジメント施策である「とやま

レールライフ・プロジェクト」を引き続き実施し、公共交通の利用促進を図る必要があ

ります。 

 

前述の公共交通を取り巻く課題への対応に加えて、関連まちづくり計画などの施策方針と

の整合を図る必要があります。コンパクトなまちづくりに向けて持続可能な公共交通網の形

成や公共交通活性化を進めることにより、これらの関連計画の推進支援にもつながります。 

 

 

 
 
 
 
 

6.4. 公共交通に期待される役割 

コンパクトシティ施策推進の必要性や、公共交通の現況などを考慮し、公共交通に期待

される役割について、以下のとおり整理しました。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

■都心部・地域生活拠点への施策 

鉄軌道：市内路線充実、郊外路線活性化の継続 

路線バス：基幹軸および地域生活拠点内の路線機能強化 

 

■郊外部・中山間地への施策 

コミュニティバスなど：郊外部と山間部の実情に応じた路線再編や運行方式の効率化 

 

■利用促進に関する施策 

情報：ICT を活用した利便性向上 

健康：福祉施策などと連携した利用促進 

観光：来訪者のおもてなし環境の創出 

立地適正化計画 →中心市街地や地域生活拠点における都市機能立地と連携した公共交通活

性化が必要（中心市街地活性化基本計画との連携も含む。） 

環境未来都市計画→環境配慮型の民間開発などと連携した交通施策が必要 

観光実践プラン  →市民のみならず、来訪者に対しても交通利便性を向上させることが必要 

健康プラン２１   →健康面での効果も考慮した公共交通活性化および利用促進に関する施策

が必要 
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第２章 富山市地域公共交通網形成計画 

1. 上位計画の概要 

1.1. 総合計画 

総合計画は、基本構想を次のとおり示しています。 

 

  
出典：第 2 次総合計画 
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1.2. 都市マスタープラン 

都市マスタープランは、全体構想で「まちづくりの理念と目標」、「将来都市構造」を次

のとおり示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：都市マスタープラン 
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出典：都市マスタープラン 
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出典：都市マスタープラン 
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出典：都市マスタープラン 
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出典：都市マスタープラン 
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出典：都市マスタープラン 
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出典：都市マスタープラン 
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出典：都市マスタープラン 
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出典：都市マスタープラン 
  



 

101 

 

 

出典：都市マスタープラン 
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出典：都市マスタープラン 
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出典：都市マスタープラン 
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1.3. 公共交通活性化計画 

鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の

都市の諸機能を集積させることにより、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなま

ちづくりを実現することを目指し、平成 19 年 3 月に公共交通活性化計画が策定されてい

ます。 

 

 

出典：公共交通活性化計画 
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出典：公共交通活性化計画 
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1.4. 中心市街地の目指す姿 

高齢化・人口減少社会の到来に備え、公共交通を活性化することで、過度に車に頼らな

い、歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりを進めています。その大きな特徴は、まず「お

団子＝徒歩圏」を「串＝公共交通」でつなぐことであり、なかでも、商業・娯楽・医療・

行政など多種多様な都市機能と生活利便施設が集積した中心市街地は、将来へ向けてのお

団子づくりのポイントとなる重要な地域です。 

中心市街地活性化基本計画 第 2 期計画においては、これまで行ってきた市街地整備な

どの公共投資を呼び水に民間の投資意欲を促すことで、更なる中心市街地の活性化を目指

すこととしています。また、北陸新幹線開業に伴う富山駅の周辺整備や南北一体化、およ

び富山駅周辺と中心商業地区の回遊性の向上についても積極的に取り組む方針です。 

 

上記を踏まえ、富山市の中心市街地が目指す姿に関して 3 つの基本方針と目標を設定し

ています。 
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出典：中心市街地活性化基本計画（第Ⅱ期） 
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2. 地域公共交通網形成計画の基本方針 

2.1. 将来像 

上位計画である、総合計画、都市マスタープランおよび公共交通活性化計画と同様に、

「お団子と串」の都市構造の実現（＝コンパクトシティの実現）を将来像とします。 

今後、立地適正化計画において、全市的な拠点の考え方、都市機能の立地の考え方が、

定められていくなかで、都市機能の立地と一体となり、公共交通活性化施策を推進してい

くものとします。 

 

 

 

図 2-1 将来像（「お団子と串」の都市構造） 
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2.2. コンパクトシティ施策展開後の状況 

本市において、これまで取り組んできたコンパクトなまちづくりの施策効果および施策

展開後の状況について整理しました。 

 

2.2.1. 人口の維持 

本市の総人口は、日本および富山県全体と同様に減少傾向にありますが、本市の人口

減少率は富山県全体と比較すると小さくなっています。 

また、高齢化に伴う自然減（出生－死亡）により、人口が減少していますが、社会増減

（転入－転出）はプラスとなっています。 

 

表 2-1 人口増減の比較 

  
 

表 2-2 富山市の人口動態 
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2.2.2. 都市部の転入人口 

中心市街地と公共交通沿線居住推進地区の社会増減(転入－転出)の推移を整理しまし

た。 

中心市街地では平成 20 年より転入超過を維持しています。さらに、公共交通沿線居住

推進地区では転出超過が減少傾向にあり、平成 24 年、平成 26 年、平成 27 年は転入超過

となっています。 

また、平成 27 年度においては、中心市街地における人口動態が調査結果のある平成 18

年以来、初めて人口増加となっています。 
 

 

 
 

 

図 2-2 社会増減(転入－転出)の推移 
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2.2.3. 歩行者数と空き店舗 

中心市街地の歩行者数は、平成18年度から平成25年度にかけて17.9％増加しました。

また、中心市街地の空き店舗率は、平成 21 年度から平成 25 年度にかけて 1.3 ポイント

減少しています。 

 

 

図 2-3 中心市街地の歩行者数の推移 

 

図 2-4 中心市街地の空き店舗率の推移 
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2.2.4. 地価の変動 

環状線新設区間の沿線の地価は、平成 18 年度比で上昇しています。また、新設区間以

外の中心市街地の地価は、平成 19 年度以降下落していますが、富山市宅地の平均と比較

すると下落率が緩やかになっており、平成 26 年度以降、再開発事業等により上昇に転じ

ています。 

 

 

 

図 2-5 中心市街地の地価変動 
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2.2.5. 幹線公共交通の利用状況 

富山ライトレール開業以降の都市部の公共交通（ＪＲ、私鉄、市内電車、富山ライトレ

ール、路線バス）の利用状況は、以下のとおりです。 
 

・ ＪＲの利用者数は新幹線開業以降、大きく上昇しています。 

・ 市内電車及び私鉄の利用者数は、平成 21年度の環状線化以降、増加傾向にあります。 

・ 路線バスは、富山ライトレール開業時に系統数が大きく減少しましたが、それ以降は

横ばいの傾向にあります。 

・ 富山ライトレール、路線バスの利用者数は、平成 17 年度に比べて少し減少しています

が、新幹線開業以降は、上昇傾向にあります。 

 

【都市部の公共交通利用者数】 

   

 

※ＪＲに関しては、平成 27 年 3月 14 日以降のあいの風とやま鉄道利用者数を含む    
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2.2.6. 生活交通の利用状況 

生活交通として運行している、乗合タクシー、コミュニティバス、地域自主運行バスの

利用状況は、以下のとおりです。 

 
・ コミュニティバスの 1便当たりの利用者数は、大山地区において大きく減少し、山田

地区において大きく増加しています。 

・ 地域自主運行バスの 1便当たりの利用者数は、おおむね横ばいであり、地域の足とし

て定着していると考えられます。 

・ 地域の状況を踏まえて、路線網および運行形態などの見直しを行っていく必要があり

ます。 

 

【市営コミュニティバスの利用者数（人/便）】 

 

 
【地域自主運行バスの利用者数（人/便）】   【地域自主運行バスのスキーム例：呉羽地域】 
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2.3. 地域公共交通網形成計画の基本方針 

公共交通活性化計画の基本方針を引き継ぐとともに、公共交通利用促進を新たに基本方

針に加えます。 

目指すべき将来像を踏まえ、都心や地域生活拠点については、富山型コンパクトなまち

づくりの考え方に基づいて、公共交通軸の活性化を図っていくものとします。 

一方、中山間地域では、過疎化・高齢化が進行しており、公共交通が運行されていない

地域や民間事業者による公共交通サービスが提供できない地域なども存在しており、これ

ら地域の生活環境を改善し、人口の維持を図るために、公共交通サービスの維持・活性化

を図るものとします。 

上記より、本計画の基本方針を以下のとおりとします。 
 

基本方針① 

 

公共交通軸の活性化によるコンパクトなまちづくりの実現（都心部・地域生活拠点） 

 

都心や地域生活拠点においては、これまで、都心（中心市街地）および都心から放射

方向に伸びる主要な公共交通軸の強化を推進し、都心居住者の増加、中心市街地の公共

交通利用者の増加など、一定の効果をあげてきました。本計画ではさらに、地域生活拠

点とその周辺の公共交通網の活性化に向けた取組を推進するものとします。 

 
基本方針② 

 

地域特性に応じた多様な生活交通の確保（郊外部・中山間地域） 

 

中山間地域のネットワークは、地域生活拠点の周辺のネットワークにも該当しており、

地域全域の階層的なネットワークの一要素となっています。そこで、本計画では郊外部

および中山間地域の公共交通に関して、地域の実情および利用実態を考慮したうえで、

効率的な運行方式や維持活性化に向けた方策を展開するものとします。 

 
基本方針③ 

 

公共交通利用促進（共通事項）  

 

コンパクトなまちづくりを支える、階層的な地域全体の公共交通ネットワークを活性

化させるために、住民および来訪者も含めた利用促進の推進が不可欠です。そこで、本

計画では、公共交通利用促進についても新たに方針の一つとして掲げることとします。 
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富山市のコンパクトシティ施策を全市的に展開していくために、市内の公共交通網を階

層的に捉え、上記基本方針に基づき、地域に応じた公共交通の活性化および維持に向けた

施策を展開します。 

 

 

 
 

図 2-6 階層的な公共交通ネットワークと基本方針 イメージ 

  

都心部 

地域生活拠点 地域生活拠点 

鉄道 

運行頻度の高いバス路線 

軌道 

巡回バス（地域自主運行バス） 

路線バス 

地域自主運行バス 

集落 集落 集落 

コミュニティバスなど 

基本方針１ 

基本方針２ 

基本方針３ 

【都市施策】 

立地適正化計画 
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2.4. 地域公共交通網形成計画の位置づけ 

2.4.1. 関連計画 

本計画は、富山市の将来像を示した「総合計画」、「都市マスタープラン」、「公共交通活

性化計画」などを上位計画として、まちづくりと連携した持続可能な交通ネットワークの

形成を目的とした計画として位置づけられます。 

また、公共交通活性化計画に位置づけられている施策の進捗状況を踏まえつつ、都市機

能の方針を定める「立地適正化計画」と一体的なものとして、本計画の策定を目指すもの

とします。さらに、都市の将来像に関わるその他の分野の計画として、環境未来都市計画、

観光実践プランなどとの連携も図る必要があります。 

本計画に基づき策定される計画としては、地域公共交通再編実施計画、軌道運送高度化

実施計画、LRT 整備計画があげられます。 
 

【本計画に関連する計画】 

上位計画  ――＞総合計画（第 1 次 H19.3、第 2 次 H29.3） 

都市マスタープラン（H20.3、H31.3） 

公共交通活性化計画～富山市公共交通戦略～（H19.3） 

関連する交通計画――＞総合交通戦略（H19.11） 

関連する都市計画――＞立地適正化計画（H29.3） 

中心市街地活性化基本計画(第 2 期:H24.3、第 3期:H29.3） 

その他の関連計画――＞環境未来都市計画（H24.5） 

観光実践プラン[改訂版]（H24.12） 

健康プラン２１（第 2次）（H25.3） 

 

 

図 2-7 本計画の位置づけ  
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2.4.2. 施策展開の方向性 

本市のコンパクトシティ施策の現状と、都市の将来像を考慮するという本計画に求め

られる役割を踏まえ、以下の２つの視点から、施策を展開するものとします。 
 

１）「公共交通活性化計画に位置づけられている取組」 

①公共交通軸の活性化によるコンパクトなまちづくりの実現 

②地域特性に応じた多様な生活交通の確保 

 

２）「新たに計画に位置づける取組」 

①ICT を活用した新たな利用促進施策 

②観光や環境などの他分野の関連計画と連携した施策 

※立地適正化計画との連携を含む。 

※他分野の関連計画（環境未来都市計画、観光実践プランなど）との連携 

 

 

図 2-8 地域公共交通網形成計画の施策展開のイメージ 

  

１）「公共交通

活性化計画に

位置づけられ

ている取組」 

 公共交通活性化計画において位置づけられている施策 

２）「新たに 

計画に位置 

づける取組」 

公共交通サービスの品質向上 

ICT（情報技術）の活用 交通によるおもてなし環境の創出 

持続可能な公共交通網形成 

都市機能立地との連携 環境・福祉施策との連携 

コンパクトなまちづくりとの連携 

公共交通沿線居住推進 都市整備との連携 

都市整備との連携 

交通結節点の整備 公設民営上下分離 

公共交通利用拡大 

IC カード導入 モビリティマネジメント 

 地域公共交通網形成計画において新たに位置づける施策 
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3. 地域公共交通網形成計画の事業の実施体制 

本計画に位置づける事業については、都市交通協議会などを通じて、行政と地元、事業

者などの関係機関において連携を図りながら実施していくものとします。また、都市交通

協議会の下位に、必要に応じて分野別の分科会を設置し、各事業の推進を図るものとしま

す。 

 

 

図 3-1 地域公共網形成計画に位置づけられた事業の実施体制 

 

 

        

図 3-2 富山市都市交通協議会イメージ 

  

【既存】富山市都市交

通協議会 

【新規】 

路線バス 

分科会（例） 

【新規】 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

分科会（例） 

【新規】 

LRT 分科

会（例） 

富山市 

地元 交通事業者 

警察など 

関係機関 

富山市都市交通 

協議会 
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4. 計画年次 

本計画の計画年次は、平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間とし、5 年間ごとに

見直しを図るものとします。 

 

 

計画年次：平成 28 年度～平成 37年度 

 

 

図 4-1 上位計画、関連計画、既往計画の計画年次の関係 

  

H19 H24 H28 H20 H23 H27 H29 H26 

都市マスタープラン（H20～H37） 

公共交通活性化計画（H19～H38） 

中心市街地活性化基本計画 
第 2 期（H24～H29） 

環境未来都市計画（直近 5 年 H24～H28、将来 H62） 

観光実践プラン 
（H25～H28） 

立地適正化計画（～H37） 

総合交通戦略（H19～H38） 

H30 

中心市街地活性化基本計

画 第 1 期（H18～H23） 

総合計画（H19～H28） 

H18 H25 

路面電車南北接続 LRT 整備計画 
（第Ⅰ期 ～H27、第Ⅱ期 ～H30） 

地域公共交通網形成計画 
（H28～H37） 

… 

～ 

都
市
計
画 

既
往
交
通
計
画 

上
位
計
画 

関
連
計
画 

形
成
計
画 

 H33 H32 H38
H37 

H34 … H31 H37 

健康プラン２１（第 1 次）（H14
～H24） 

健康プラン２１（第 2 次） 
（H25～H34） 

 

第 2 次総合計画（H29～H38） 
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5. 地域公共交通網形成計画 

5.1. 区域 

コンパクトなまちづくりを実現することを念頭に、本計画の区域は市全域とします。 

ただし、公共交通活性化計画の基本方針を踏まえ、「都市部」、「郊外部・中山間地域」、

「市内全域」に地域区分を行うものとします。 

さらに、公共交通軸の考え方（鉄軌道路線、「運行頻度の高いバス路線」、「地域生活拠点

と都心を結ぶバス路線」、「主要施設と都心を結ぶバス路線」）についても、公共交通活性化

計画を踏襲します。 

また、本計画では鉄軌道路線およびバス路線以外に、生活交通や中心市街地内の交通も

対象とします。 

 

 

図 5-1 本計画の対象とする区域  
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5.2. 目標 

5.2.1. 公共交通軸の設定 

（1） 公共交通軸の設定 

 
 

すべての鉄軌道と重要なバス路線区間を｢公共交通軸｣に設定 
鉄軌道６路線・幹線バス２４路線 

 

鉄軌道は本市の公共交通の骨格であり、大量輸送性や定時性において優れていること

から、全ての鉄軌道を公共交通軸に設定し、活性化を図ることとします。 

路線バスは市内に多くの系統がありますが、コンパクトなまちづくりの実現に重要な

路線を選定し、公共交通軸に位置づけます。 

 

表 5-1 公共交通軸の路線 

 設定の考え方 公共交通軸の路線 

鉄軌道 すべての路線（6 路線） 

①あいの風とやま鉄道線 ②ＪＲ高山本線 

③地鉄本線       ④地鉄不二越・上滝

線 

⑤富山ライトレール   ⑥地鉄市内軌道線 

幹 線 

バ ス 

路 線 

1)運行頻度の高いバス路線 
 人口や都市機能の集積を進める路

線（1 日おおむね 60 本以上） 
 

 
※1 (5)は中教院前－中市間、石金－中市

間で路線が分かれるため、条件を満

たしていない区間があります。 
※2 (6)は藤代町－藤の木団地前－藤の木

新町間が一方向循環のため、運行本

数が半分に減少します。 

(1) 富山駅前－富山大学前－老田口 
(2) 富山駅前－有沢－速星 
(3) 富山駅前－市民病院前－笹津 
(4) 富山駅前－南富山駅前－月岡中学校前 
(5) 富山駅前－(大泉駅前・石金)－山室中学校前※

1 
(6) 富山駅前－石金－藤の木団地前（循環）※2 
(7) 富山駅前－西町－石金－中央病院 
(8) 富山駅前－双代町－針原新町 
(9) 富山駅前－永楽町－豊田口 
(10)富山駅前－新富町－畑中 
(11)富山駅前－富山駅北口－赤十字病院 
(12)岩瀬浜駅前－浜黒崎小学校前－水橋漁港前 
(13)蓮町－草島－四方神明町 

2)地域生活拠点と都心を結ぶ 
バス路線 

 それぞれの地域生活拠点と都心部

を結ぶ代表路線〔1 との重複を除く〕 

(14)富山駅前－富山大学前－四方口・四方神明町 
(15)富山駅前－速星－山田総合行政センター前 
(16)富山駅前－有沢－八尾鏡町 
(17)富山駅前－市民病院前－笹津－楡原駅前 
(18)富山駅前－双代町－水橋口・水橋東出町 

3)主要施設と都心を結ぶバス路線 
 大学や病院、空港など、多くの人が

集まる主要施設と都心を結ぶ路線

〔1、2 との重複を除く〕 

(19)富山駅前－富山大学前－富大附属病院 
(20)富山駅前－(市民病院前)－富山空港前 
(21)富山駅前－南富山駅前－富山国際大学 
(22)富山駅前－南富山駅前－国立高専前 
(23)富山駅前－双代町－済生会病院 
(24)富山駅前－永楽町－県リハビリセンター 
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図 5-2 公共交通軸と位置づける路線 

（2） 鉄軌道における公共交通軸の設定の考え方 

鉄軌道は、富山駅を中心に放射状のネットワークを構成し、地域生活拠点と都心を連
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絡するに当たり、大量輸送性、速達性、定時性、広域性などの面で優れた交通機関であ

ることから、すべての鉄軌道を｢公共交通軸｣に位置づけます。 

 

（3） バス路線における公共交通軸の設定の考え方 

市内のバス路線のうち、鉄軌道を補完しながらコンパクトなまちづくりを形成する

バス路線として、1）運行頻度の高い路線、2）地域生活拠点と都心を結ぶ路線、3）主

要施設と都心を結ぶ路線を幹線バス路線とし、「公共交通軸」に位置づけます。 

 

1） 運行頻度の高いバス路線 

公共交通の運行頻度と満足度は、市民意識調査結果から｢時間当たり 2 本以上あれ

ば、約半数以上の人が便利な本数との意識が強い｣ことから、1 日おおむね 60 本以上

（＝ピーク時約 2～3 本/時以上、昼間時約 2 本/時以上運行されている状態）の運行頻

度を確保しているバス路線を公共交通軸として位置づけます。 

1 日当たりの運行本数が 60 本未満であっても、ピーク時約 2～3 本/時以上、昼間時

約 2 本/時以上の条件がほぼ満たされている路線は、運行頻度の高いバス路線としま

す。 

2） 地域生活拠点と都心を結ぶバス路線 

日常生活や都市活動を公共交通の利用により都心で享受することができるように

するため、都心と地域生活拠点を結ぶバス路線を公共交通軸に位置づけます。 

地域生活拠点と都心を結ぶバス路線が複数ある場合は、運行本数などの利便性を考

慮して 1 路線を選定します。 

3） 主要施設と都心を結ぶバス路線 

高校など教育機関、病院、空港などの主要施設には多くの人が集中することから、

アクセスには公共交通が大変重要な移動手段であるため、都心と主要施設を結ぶバス

路線を公共交通軸に位置づけます。 

主要施設については、高校など教育機関、病院、空港とします。 

 

5.2.2. 公共交通沿線居住推進地区 

都市マスタープランでは、公共交通の活性化によるコンパクトなまちづくりを実現す

るため、用途地域内にある公共交通軸の鉄道駅およびバス停を中心とする徒歩圏の範囲

を、公共交通沿線居住推進地区と設定しています。 

本計画の推進においても、特に重要な地区として位置づけます。 

  
都心地区・公共交通沿線居住推進地区の設定 

・都心地区：約４３６ha 

・公共交通沿線居住推進地区：約３，３５７ha 

 ※富山駅を中心とした１９の公共交通軸周辺 
  ・鉄道、軌道駅勢圏（半径５００ｍ） 

   ・バス停圏（半径３００ｍ） 
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図 5-3 公共交通軸と公共交通沿線居住推進地区 
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数値目標の設定 

 
 

（1） 数値目標の設定の考え方 

本計画では、公共交通のサービス水準や利便性を高めることで、コンパクトなまちづ

くりの実現を目指していることから、公共交通活性化計画の目標を踏襲し、富山市民の

うち｢公共交通が便利な地域に住んでいる市民の割合｣を目標と設定します。 

なお、公共交通が便利な地域は、都心地区と公共交通沿線居住推進地区とします。 
 

（2） 公共交通が便利な地域の沿線人口（H17 実績値） 

鉄軌道については、平成 17 年度時点で 1 日 50 本以下の運行本数の路線は｢利便性

の高い鉄軌道｣に含まないこととしています。この考え方に基づくと、市民のうち利便

性の高い鉄軌道の沿線人口は 49,130 人となります。また、運行頻度の高いバス路線の

沿線人口は 49,770 人となります。したがって、平成 17 年度時点においては、「｢公共

交通が便利な地域に住んでいる市民｣は以下のとおりとなります。 

都心地区（18,660）＋利便性の高い鉄軌道沿線（49,130） 

＋運行頻度の高いバス路線沿線（49,770）＝117,560 人(Ａ) 

表 5-2 現在の公共交通軸の沿線人口（H17 国勢調査） 

公共交通軸 面積 沿線人口 全人口割合 
便
利 

都心地区 389.0ha 18,660 人 4.4％
利便性の高い 

鉄軌道 
あいの風とやま鉄道 58.2ha 2,440 人 0.6％
地鉄本線 212.8ha 8,920 人 2.1％
富山ライトレール 505.4ha 22,810 人 5.4％
地鉄市内軌道線 316.0ha 14,960 人 3.6％

小 計 1,092 ha 49,130 人 11.7％
運行頻度の 

高いバス路線 
10 呉羽方面 58.9ha 1,680 人 0.4％ 
20 婦中方面 174.1ha 7,020 人 1.7％ 
30 大沢野方面 359.4ha 8,490 人 2.0％ 
40 上堀方面 19.1ha 850 人 0.2％ 
50 山室方面 90.2ha 4,630 人 1.1％ 
60 藤の木方面 314.6ha 10,740 人 2.5％ 
70 針原方面 139.9ha 5,300 人 1.3％ 
80 豊田方面 126.4ha 5,550 人 1.3％ 
90 畑中方面 32.0ha 1,820 人 0.4％ 
フィーダーバス四方方面 99.4ha 2,630 人 0.6％ 
フィーダーバス浜黒崎方面 31.9ha 1,060 人 0.3％ 

小 計 1,446 ha 49,770 人 11.8％ 
 計（利便性の高い地域） 2,927 ha 117,560 人 28％ 

不
便 

鉄道 ＪＲ高山本線 173.8ha 5,330 人 1.3％ 
地鉄不二越・上滝線 387.7ha 16,800 人 4.0％ 

 計（利便性の低い地域） 561.5ha 22,130 人 5％ 
合計（公共交通軸沿線） 3,489 ha 139,690 人 33％ 

※鉄軌道、バス路線で重複する区域でのサービス圏域は、鉄軌道のサービス圏域とする。 

目標｢公共交通が便利な地域に住んでいる市民の割合｣～おおむね 10 年後に約 4割を目指す 
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（3） 数値目標の設定 

公共交通活性化計画を踏まえ、数値目標の設定の考え方を以下に示します。 

 

4） 利便性の低い鉄道を活性化させ、便利な鉄軌道になることによる人口増加（a） 

今後、公共交通の活性化によりＪＲ高山本線、地鉄不二越・上滝線を便利な鉄軌道

とし、沿線人口（a=[現在人口]×[トレンド]＝28,200 人）を利便性の高い沿線人口へ

と目指します。 

 

5） 公共交通軸の利便性を高め、魅力の向上による人口増加（b） 

公共交通軸の利便性向上により、都心および鉄軌道沿線 約 2,043ha（＝都心地区+

利便性の高い鉄軌道沿線＋利便性の低い鉄道沿線）の人口密度は、現在の 44.0 人/ha

から 50 人/ha を目指します。これにより将来の沿線人口は 105,770 人と想定されま

す。 

一方、運行頻度の高いバス路線沿線 約 1,446ha の人口密度は、現在の 34.4 人/ha

から、市街地の人口密度の目安である 40 人/ha を目指します。これにより、運行頻度

の高いバス路線沿線人口は 61,830 人（注１）と想定されます。 

結果、将来の公共交通の便利な地域の人口は、105,770 人＋61,830 人＝167,600 人

（注 2）となります。 
注１）人口密度 40 人/ha となることによる増加した沿線人口と、すでに人口密度が 40 人/ha を超えて

いる沿線の現在人口を足し合わせ、将来の沿線人口を 61,830 人としている。 
注 2）便利な公共交通沿線に新たに引っ越してきた人（b）を含む。 
   (b)＝167,600-[現在の公共交通軸沿線人口]×[トレンド]＝28,600 人 

 

（4） 公共交通が便利な地域に住んでいる市民の割合 

本市の将来人口は、おおむね 10 年後の平成 37 年には 397,000 人と予測されること

から、公共交通が便利な地域に住む市民の割合を現在の約３割からおおむね 10 年後に

約４割＜目標値 42％（＝167,600 人/397,000 人）＞を目指します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 公共交通が便利な地域に住む人口の考え方 

 注）公共交通が便利な地域に住む人口については、策定時 2005 年〔H17〕は利便性の低

かった JR 高山本線、地鉄不二越・上滝線を除いて集計。2017 年（H29）以降は JR
高山本線、地鉄不二越・上滝線を含んでいる。 
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5.2.3. 地域公共交通網形成計画の目標 

都市マスタープランおよび公共交通活性化計画との整合を図り、前述の考え方に基づき、

平成 37 年に公共交通が便利な地域に住む市民の割合を約 4 割にすることを目標とします。 

 基   準 

平成１７年 

実   績 

平成２７年 

目   標 

平成３７年 

公共交通が便利な地域

に住む市民の割合 

約 28％ 

（117,560 人） 

32.5％ 

（136,200 人） 

約 42％ 

（167,600 人） 

 

5.2.4. 公共交通活性化に係る目標 

本計画において、都市の将来像に係る最終的な目標を、都市施策と交通施策の連携に

より、「公共交通が便利な地域に住む市民の割合」を約 4 割にすることとしています。 

そこで交通施策の進捗とその効果を計測するための数値目標を以下のとおり設定します。 
 

市全域における公共交通活性化を評価するための目標として、富山市内の鉄軌道およ

び路線バスの１日平均利用者数の富山市人口あたりの割合を設定します。 

現時点での公共交通利用者数の富山市人口あたりの割合を 13.7％（57,353 人（※）／

419,849 人）から約 15.9％（64,198 人／403,000 人）に上げることを目指すものとし、

平成 37 年度の目標値として設定します。 

本目標に対して、都市交通協議会で情報共有しながら調査・評価・改善などのＰＤＣＡ

サイクルを実施していくものとします。 
※公共交通１日平均利用者数は JR 北陸本線から特急を除いた推測値を使用しています。 

 
 

 

 
 

参  考 
平成１７年 

実  績 
平成２６年 

目  標 
平成３７年 

公共交通１日平均利用者数の
富山市人口あたりの割合 

13.3％ 13.7％ 約 15.9％ 
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＜公共交通活性化とコンパクトなまちづくりとの関係性 概念図＞ 

 

 

図 5-5 公共交通活性化とコンパクトなまちづくりとの関係性 概念図 

 

5.2.5. 各施策に対するモニタリング 

持続可能な公共交通網の形成に向けた取組として、本計画の各基本方針に対して、そ

の達成に向けた交通施策の進捗とその効果を計測するための指標を設定します。 

 

各指標に対して、協議会において、達成状況をモニタリングしていきます。 

 

（1） 基本方針① 公共交通軸の活性化によるコンパクトなまちづくりの実現（都心部・

地域生活拠点） 

 

1） 交通施策の考え方 

全ての鉄軌道と運行頻度の高いバス路線や地域生活拠点などと都心を結ぶバス路

線の活性化により、沿線に人口や都市機能の集積を図り、拠点集中型のコンパクトな

まちづくりを支援します。 

 

2） 期待される効果 

拠点内および拠点間の交通を活性化させる施策により、都市拠点内における移動、

拠点間の軸上の移動の利便性が向上し、公共交通を軸とした都市拠点および公共交通

軸上に対する居住者や都市機能の集積が促進されるものと期待されます。 
  

公共交通沿線

への居住誘導 

①都市計画（立地適正化計画等）と地域公共交通網形成計画が一体となった取組 

公共交通軸

の強化 

公共交通空白

地域の改善 

市民向けの利用

促進、意識啓発 

来訪者 向けの

利用環境整備 

自動車から公共交通に転換 公共交通利用頻度増加 新たな利用者の取込 

「公共交通利用者数」増加 ＝「公共交通活性化に係る数値指標」 

都市のイメー

ジアップ 

②公共交通利用状況 

④長期的な目標の実現 

③まちづくり、公共交通施策の効果波及 

公 共 交通 サ

ービス向上 

地域経 済の

活性化 

公共交通が便利な地域に住む市民の割合が増加 選ばれる都市 

継
続
的
な
取
組 

機能の誘導 
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3） 指標①－１：路面電車市内線一日平均乗車人数 
中心市街地活性化基本計画において、公共交通や自転車・徒歩の利便性の向上の数値

目標として採用されており、市民にも理解されやすい指標と考えられます。 

本指標は、公共交通が便利な地域に住む市民の数に比例していくものと想定されま

す。なお、公共交通が便利な地域に住む市民の数に関しては、平成 17 年度基準値

（117,560 人）から平成 37 年度目標値（162,180 人）へ約 1.4 倍を目標としています。 

本指標に関しては、交通事業者データを用いて毎年把握することとします。 

 

 基  準 
平成１７年 

実  績 
平成２７年 

路面電車市内線 
一日平均乗車人数 

10,016 人／日 13,577 人／日 

 

【公共交通が便利な地域に住む市民数と路面電車市内線乗車人数の推移】 

  

  

拠点内、拠点間の

交通活性化 

拠点内、拠点間の

交通利便性向上 

拠点内、拠点間へ

の集積促進 

公共交通利用者増 サービスレベル向上 拠点内の密度増加 

期待される展開 

評価の視点 指標 
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4） 指標①－２：定期路線バスの 1 日平均乗車人数 
拠点間の強化の効果としては、拠点間をつなぐ公共交通の利用者数を指標として採

用するものとします。なお、市内の路線バスの 1 日当たりの乗車人数は、平成 17 年度

以降、減少傾向にあります（H17 から H27 にかけて市内で 16％減少）。 

一方で、乗合バスの輸送人員の H17 から H26 にかけての推移に関しては、全国平

均で 2％の減少、隣接する岐阜県では増加傾向（23％増加）にあり、本市においても公

共交通活性化に向けて、バス利用者数の減少を食い止めることが重要となります。 

本指標に関しては、交通事業者データを用いて毎年把握します。 

 

 基  準 
平成１７年 

実  績 
平成２７年 

定期路線バスの 
1 日平均乗車人数 

（市内全域で
は） 

15,858 人/日 

（市内全域で
は） 

13,333 人/日 

 

【市内全体の定期路線バスの乗車人数の推移】 

 

【全国と隣接県の乗合バス輸送人員】 
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（2） 基本方針② 地域特性に応じた多様な生活交通の確保（郊外部・中山間地域） 

1） 交通施策の考え方 

郊外や中山間地域の生活環境を改善し、人口の維持を図るため、生活の足となる公

共交通を確保します。郊外（例えば呉羽、水橋など）に関しては、地域生活拠点を郊

外拠点とし、周辺からの連絡性を強化していきます。 
 

2） 期待される効果 

コンパクトなまちづくりの都心と地域生活拠点における拠点と軸の強化の下位の

階層である、地域生活拠点とその周辺における拠点と周辺の公共交通網を活性化また

は維持する施策により、郊外部または中山間地域における公共交通利便性が向上し、

市域全体で公共交通を活用した生活スタイルが促進されるものと期待されます。 

 

 

 

3） 指標②－１：郊外部など居住者の交通分担率 
公共交通沿線居住推進地区への居住を推進していくために、都心部への交通軸のみ

ならず、地域生活拠点内とその周辺の公共交通の充実も合わせて行うことにより、郊外

部居住者の生活スタイルを、公共交通を活用したものになるよう促していくことが必

要となります。 

そこで富山中央地域（※）以外の居住者のうち、主に利用する交通手段が公共交通で

ある方の割合を指標とします（平成 26 年実績：8％）。 

本指標に関しては、市民アンケートによる計測を行うものとし、約 5 年間隔で評価

することとします。 

 

 基  準 
平成１８年 

実   績 
平成２６年 

郊外部など居住者の交通分担率
（富山中央地域以外の居住者の
うち、主に利用する交通手段が
公共交通である方の割合） 

調査なし 8％ 

 

※都市マスタープランにおいて定められた地域で、総曲輪及び富山駅周辺の地域を指す。Ｐ101,102

参照。  

郊外拠点内とその周

辺の交通活性化・維持 

各地域における交

通利便性の向上 

公共交通を活用し

た生活スタイル 

公共交通利用者増 地区別の交通手段有無 地域生活拠点の維持 

期待される展開 

評価の視点 指標 
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【公共交通が便利な地域の人口と公共交通分担率の推移】 

 
 

【主に利用する交通手段（平日）（H26 市民アンケート）】 

富山中央地域に居住（公共交通 10.8％） 富山中央地域以外に居住（公共交通 8％） 

  
 

4） 指標②－２：公共交通空白地域の人口 
中山間地域においては、シビルミニマムを基準として交通手段を維持していきます。

一方で、公共交通が便利な地区への居住誘導を行うことにより、公共交通が不便な地域

に住む人口を減少させていくことが目標となります。そこで、鉄軌道・民間路線バス、

コミュニティバスによってカバーされていない公共交通空白地域の人口を指標として

採用します。 

本指標に関しては、GIS データを用いて約５年間隔で算出します。 

 

 基  準 
平成１７年 

実   績 
平成２６年 

鉄軌道・民間路線バス、コミュニ
ティバスによってカバーされて
いない公共交通空白地域の人口 

18,599 人 
（人口の 4.4％） 

9,466 人 
（人口の 2.3％） 

  

117,560
135,296

162,180

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

H17実績 H25実績 H37将来

公共交通が便利な地

域の人口（左軸）

富山中央地域以外の

公共交通分担率（右

軸）

１．車（自分で

運転）, 59.4%

２．車（送迎）, 
5.8%

３．鉄道（ライ

トレール含

む） , 3.3%

４．市内電車, 
2.1%

５．バス , 5.4%

６．タクシー, 
0.5%

７．バイク, 
0.4%

８．自転車, 
12.0%

９．徒歩, 
10.8%

１０．その他, 
0.3%

１．車（自分で

運転）, 77.3%

２．車（送迎）, 
5.9%

３．鉄道（ライ

トレール含

む） , 3.2%

４．市内電車, 
0.7%

５．バス , 4.1%

６．タクシー, 
0.4%

７．バイク, 
0.2%

８．自転

車, 4.6%

９．徒歩, 2.6% １０．その他, 
0.9%
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【鉄軌道・民間路線バス、コミュニティバスによってカバーされていない人口】 

 
 

（3） 基本方針③ 公共交通利用促進（共通事項） 

1） 交通施策の考え方 
公共交通を活用したコンパクトなまちづくりを促進するためには、公共交通の利用

環境を整備し、利用を促進していくことが必要となります。具体的には、IC カードな

どの情報通信技術（ICT）を活用した利便性向上、啓発などによる利用促進、割引な

どを行っていきます。 
 

2） 期待される効果 

市全体において公共交通を利用しやすい状況が醸成されることにより、公共交通の

活用を前提とした交通施策と都市施策の展開がより効果的になると期待されます。 
 

 
 

3） 指標③－１：公共交通を週 1 回以上利用する市民の割合 
定期的に公共交通を利用する市民の割合を指標とします。具体的には、市民アンケ

ート結果から、週 1 日以上公共交通を利用する割合を指標とします。市民アンケート

の結果（平成 18 年度約 17％、平成 26 年度約 16％）を踏まえ、過去の数値を上回る

ことが望ましいと考えられます。 

本指標に関しては、市民アンケートによる計測を行うものとし、約 5 年間隔で評価

することとします。 

  

18,599

9,466

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H17実績 H26実績 H37将来

情報、教育、割引などに

よる利用環境の整備 

公共交通を利用し

やすい環境 

各施策への相乗効

果 

公共交通利用機会増 対策実施実績 各施策の支援 

期待される展開 

評価の視点 指標 

主に生活交通対策
による減少効果 

単位：人 
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 基  準 
平成１８年 

実   績 
平成２６年 

公共交通を週 1日以
上利用する割合 

約 17％ 約 16％ 

 
【公共交通を週に 1 回以上利用する方の割合（％）の推移】 

 

 

4） 指標③－２：IC カードによる公共交通の利用割合 
IC カードを活用した公共交通利用促進効果はすでに実証されています。そこで、乗

車人数に対する IC カード（ecomyca、おでかけ定期券、passca など）による利用人

数の割合を指標とすることとします。 

本指標に関しては、交通事業者のデータをもとに、毎年集計します。 

 

 基  準 
平成１８年 

実   績 
平成２７年 

IC カードによる公
共交通の利用割合 

― 
66％ 

（富山地方鉄道分につい
ては推定により算出） 

 
【ICカードによる公共交通の利用割合】 
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5.3. 関連計画との連携 

5.3.1. 立地適正化計画との連携 

本計画は、都市機能および居住機能の配置を計画する「立地適正化計画」と連携しなが

ら進めていく必要があります。 

   

（1）立地適正化計画について 

立地適正化計画は、「都市再生特別措置法」の一部改正（平成 26 年 8 月施行）によ

り市町村が策定できることとなった計画で、駅等を中心とした徒歩圏に「居住を誘導す

るエリア（居住誘導区域）」を定めて人口密度を維持し、コンパクト化を促し、「都市機

能を誘導するエリア（都市機能誘導区域）」「誘導する都市施設（誘導都市施設）」を定

めて生活サービス機能などの都市機能を計画的に誘導するものです。 

 

 
図 5-6 立地適正化計画で設定する区域のイメージ 

 

立地適正化計画に位置付けられた誘導都市施設を民間事業者が公的不動産を活用し

て事業を実施する場合は、国から直接支援を行う制度が創設されました。また、これま

で補助対象とならなかった通所型の福祉施設や専門学校などの施設が新たに追加され

るなど、支援の範囲が拡充されています。 

都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するため、立地適正化計

画で位置付けられた誘導都市施設を都市機能誘導区域外で建築する場合は、届出が必

要となります。 
 

 

（2）富山市立地適正化計画の概要（平成 29年 3 月公表） 

1）計画の方針 

    本計画では、富山市都市マスタープランを継承し、『鉄軌道をはじめとする公共交通を

活性化させ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させることにより、

公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり』を目指します。 
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2）方針・区域 

都市再生特別措置法では、立地適正化計画の区域は、都市計画区域内となっています

が、本市では、都市全体を見渡す観点から、都市計画区域外の山田地域や細入地域を含

めた市全域を計画の対象とします。 

 
3）居住誘導区域と都市機能誘導区域 

本市では、富山市都市マスタープランにおいて、富山駅から放射状に形成された公共

交通を軸として、駅やバス停の徒歩圏に「都心地区」、「公共交通沿線居住推進地区」を設

定し、居住や日常生活に必要な都市機能の誘導を行い、公共交通の利便性を向上させる

ことで、車を自由に使えない人も安心・快適に暮らすことができるまちづくりを進めて

きました。 

立地適正化計画では、「都心地区」、「公共交通沿線居住推進地区」を基本に、「居住誘導

区域」と「都市機能誘導区域」を同じ範囲で設定し、立地適正化計画の制度を活用しなが

ら居住と都市機能の誘導を図ることにしています。 
  

4）都市機能の誘導方針 

    立地適正化計画では、「都市機能誘導区域※」を「都心地区」、「地域生活拠点」、「駅や

バス停などの徒歩圏」に区分し、それぞれの地区に必要な都市機能の誘導を図るため、

以下のとおり地区の望ましい将来像を設定しています。 

※ただし、「地域生活拠点」及び「駅やバス停などの徒歩圏」は市独自の都市機能誘導区域 

○都心地区 

・商業、業務、芸術文化、娯楽、交流など市民に多様な都

市サービスと都市の魅力、活力を創出する本市の顔にふ

さわしい広域的な都市機能が充実している 

・居住者のための日常生活に必要な機能も充実している 
・商業・業務機能が集積し、就業の場が充実している 

 

○駅やバス停などの徒歩圏 

・鉄道駅やバス停を中心とした徒歩圏において、最寄り

品の購入など日常生活に必要都市機能が概ね立地し

ている 

 

○地域生活拠点 

・地域生活拠点の圏域住民の最寄り品の購入や医療、金

融サービスがなど日常生活に必要な機能が充実して

いる 

 

○地域生活拠点（都市計画区域外） 

・地域生活拠点の圏域住民の最寄り品の購入や医療、金

融サービスなど日常生活に必要な機能が生活交通や

各種サービスの維持確保によって享受できる 
 
 

都心地区 

駅やバス停などの徒歩圏 

地域生活拠点 

地域生活拠点 

（都市計画区域外） 

図 5-7 将来像のイメージ図 
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図 5-8 居住誘導区域と都市機能誘導区域 
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5）誘導施設の設定 

   本市では、各地区における望ましい将来像に基づき、都心地区においては、本市の魅力

を高める広域的な都市機能が充実している必要があることから、図書館、美術館、専門学

校、地域医療支援センターを誘導施設に設定します。 

 

都心地区の誘導施設（広域的な都市機能） 

地 区 都市機能 誘導施設 

都心地区 
教育文化機能 図書館、美術館、専門学校 
医療機能 地域医療支援センター 

 

また、本市では、市域を歴史的なつながりや一体性を考慮して分けた 14の地域生活圏

において、それぞれの核となる拠点を地域生活拠点として設定しており、商業、医療、金

融などの日常生活に必要な都市機能は、地域生活拠点に集約を図り拠点性を高めること

が必要であると考えております。 

    このため、地域生活拠点において、日常生活での利用頻度が高く、地域の拠点となる

徒歩圏への立地が望ましい「スーパー」、「銀行や郵便局」、「地域医療の窓口となる内

科」の立地状況を確認したところ、一部の地域でスーパーや内科の立地が無い地域があ

りました。 

    このことから、スーパーの利用圏域人口（周辺人口１～３万人）を満たしている地域は

スーパー、圏域人口を満たない地域はコンビニ（周辺人口 3,000～4,000 人）を市独自の

誘導施設に設定します。 

  

地域生活拠点の誘導施設（日常生活に必要な都市機能） 

地 区 都市機能 誘導施設 
和合、大山地域 商業機能 スーパー 
山田、細入地域 商業機能 コンビニ 

 

 

6）施策展開 

    本市では、「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」の実現に向け、

「①公共交通の活性化」、「②公共交通沿線地区への居住推進」、「③地域拠点の活性化（中

心市街地の活性化を含む）」に取り組むことにします。 

 
■公共交通沿線地区への居住推進（居住の誘導施策） 

まちなかや公共交通沿線における住宅の取得、共同住宅の建設や宅地整備を支援す

る「まちなか居住推進事業」や「公共交通沿線居住推進事業」による居住推進施策を継

続します。また、今後、増加が見込まれる空き地や空き家の活用、駅周辺開発に係る事

業支援制度について検討を進めます。 
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■地域拠点の活性化（都市機能の誘導施策） 

居住の誘導により公共交通沿線の徒歩圏の人口密度を高め、基礎的な需要を確保し、

日常生活に必要な都市機能の維持・誘導を図ります。 

①一部の地域で不足する商業機能の誘導を図るため、スーパーやコンビニエンススト

アに対し、市独自の立地支援の検討を行います。 
②国の支援制度の活用により都市機能の誘導を図ります。 
③既存の店舗や移動販売、送迎サービスなどの維持に向けた支援を検討します。 
④店舗等が建築できない第一種低層住居専用地域は、柔軟な用途地域の変更を検討し

ます。 
 

■公共交通の活性化（公共交通に関する施策） 

都心地区や地域生活拠点を結ぶ公共交通軸の活性化を図るとともに、郊外部や中山

間地域では、生活の足となる生活交通サービスの維持に取り組みます。 

 
 

■その他（居住誘導区域外側の地域での施策など） 

居住誘導区域の外側については、引き続き、従来の都市マスタープランの考え方に基

づき、地域生活拠点や駅やバス停などの徒歩圏への公共交通サービスの維持、向上を図

り、生活に必要なサービスが享受できる住環境の維持・確保に努めます。 

また、都市計画区域外の地域生活拠点については、それぞれの拠点としての機能が発

揮できるよう、引き続き、従来の都市マスタープランに基づき、必要な取り組みを実施

するとともに、農山村部の既存集落や歴史的、文化的に優れた拠点では、地域生活拠点

と連携を図りながら、集落機能の維持や既存ストックの活用について取り組みます。  
 

（3）立地適正化計画との連携 

    立地適正化計画は、都市マスタープランの理念である『鉄軌道をはじめとする

公共交通を活性化させ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を

集 積させることにより、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづく

り』を継承しております。 

また、立地適正化計画において定められる「居住を誘導するエリア（居住誘導

区域）」及び「都市機能を誘導するエリア（都市機能誘導区域）」に居住や都市機

能を円滑に誘導するためには、公共交通が活性化されていることが前提であり、

これまで進めてきたすべての鉄軌道６路線と運行頻度の高いバス路線１３路線

の公共交通軸の活性化を進めていきます。 
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5.3.2. 関連計画との連携 

富山市の将来像に関連する計画として、「中心市街地活性化基本計画」、「環境未来都市

計画」、「観光実践プラン」、「健康プラン 21」があげられます。これらの計画に位置づけら

れた事業を考慮して、本計画に位置づけるべき施策を下表に整理しています。 

「観光実践プラン」との連携を考慮し、「交通によるおもてなし環境の創出」を新たな基

本施策として追加しています。 

 

表 5-3 関連計画を踏まえて本計画に位置づける施策 

公共交通活性化計画における施策 関連計画 本計画への位置づけ 

基本方針 基本施策 連携して実施すべきと想定される

施策 

【都心部・地域 
生活拠点】 

基本方針① 
公共交通軸の活性

化によるコンパク

トなまちづくりの

実現 

■幹線バス 
活性化計画 

立地適正化計画 都市機能立地を踏まえたバスの 
機能強化 

中心市街地活性

化基本計画 
民間開発と連携した公共交通利便

性確保に向けたバス機能強化 

【共通事項】 
基本方針③ 
公共交通利用促進 

■公共交通の

利用促進 
環境未来都市 
計画 
健康プラン 21 

健康面や環境面の効果も考慮した

モビリティマネジメント 

（新規） 
■交通による 
おもてなし 
環境の創出 

観光実践プラン 来訪者（観光、ビジネス）向けの 
施策 
 公共交通やアヴィレを活用し

た周遊 
 新幹線駅からの二次交通の利

便性向上 
 来訪者向けの利便性向上（交通

施設の多言語化など） 
 公共交通の観光資源化 
 隣接自治体間の広域的な連携 
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5.4. 基本方針および基本施策 

公共交通活性化に向けた基本方針と計画に位置づける施策について、以下のとおりです。 

これら施策に関しては、都市交通協議会などを通じて、行政と地元、事業者などで連携

をとりながら、検討・具体化を進めていくものです。 

 

 

図 5-7 地域公共交通網形成計画 基本方針と基本施策 

  

基本方針① 公共交通軸の

活性化によるコンパクトなまち

づくりの実現 

【都心部・地域生活拠点】 

基本方針② 地域特性に応じ

た多様な生活交通の確保 

【郊外部・中山間地】 

基本方針（公共交通活性化

計画と整合） 

基本方針③ 公共交通利用

促進 

【共通事項】 

基本施策（公共交通活性化計画の施策実施

状況と関連計画との連携を考慮） 

■鉄軌道活性化計画 

日常生活や都市活動を支える鉄軌道ネットワー

クの実現 

■幹線バス活性化計画 

より快適で利用しやすい路線バスの実現 

■生活交通サービス整備方針 

生活交通の確保 

 

■公共交通の利用促進 

■交通によるおもてなし環境の創出 
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図 5-8 地域公共交通網形成計画 基本方針と基本施策 概念図 

 
  



 

144 

 

5.5. 公共交通軸の活性化によるコンパクトなまちづくりの実現 

5.5.1. 鉄軌道活性化計画 
 

●日常生活や都市活動を支える鉄軌道ネットワークの実現 
運行頻度の増加、駅や停留場、車両の快適性の向上などにより都市内の移動手段

として利用されるように取り組んでいきます。 

 

（1） ＬＲＴネットワークの形成（市内軌道線／富山ライトレール／地鉄上滝線） 

市内軌道線と富山ライトレールとの接続、上滝線との連携強化により、ＬＲＴネット

ワークの形成を図ります。 

市内軌道線は、ＬＲＴスタンダードのサービス水準の整備を図り、都心地区の都市機

能や居住環境の向上を進め、コンパクトなまちづくりの推進を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-9 ＬＲＴネットワーク形成の方向性 

  

ＬＲＴスタンダード 

デザイン性が高くバリアフリーな車両 

アクセス性が高く快適な電停 

静かな軌道、中心部の賑わい 

注１）ＬＲＴスタンダードのサービス水準とは、低床で快適な車両、

バリアフリー対応の停留場、高い走行環境を有し、運行頻度な

どのサービスも十分に高い路面電車システムのことです。 
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具体的な施策メニューを以下に示します。 

 

1） 路面電車の南北接続 

①路面電車の南北接続 

本市は、公共交通を軸とするコンパクトなまちづくりを推進しており、富山駅お

よび周辺地区においては、交通拠点機能を一層強化するとともに、県都富山市の玄

関口に相応しい LRT の走る高質で魅力ある都市空間の創出を目指しています。 

路面電車の南北接続は、都心地区と北部地区とのアクセス強化や利便性向上など

の公共交通活性化を図る観点から、新富町一丁目から牛島町間に軌道を約 250m 延

伸し、富山地方鉄道富山軌道線と富山港線の接続を図るものです。延伸区間には、

制振軌道を採用し、高架下にバリアフリーに対応したハイグレードな新停留場を設

置することにより、新幹線、在来線からの乗り換え利便性が格段に向上します。 

なお、事業の手法は、軌道の整備は富山市が行い、運行は富山地方鉄道株式会社

および富山ライトレール株式会社（南北接続後は運転を富山地方鉄道㈱へ一元化）

が行う上下分離方式を採用し、低床車両（LRV）を順次導入して、平成 31 年度末

の完成を目指します。また、この事業に合わせて、富山港線軌道区間約 1.1km に上

下分離方式を採用しました。 

 

②富山港線の軌道複線化 

富山駅高架下における路面電車南北接続や永楽町地内新停留場の整備による所

要時間増加に対応するため、富山港線の軌道区間の一部（約 300m）を複線化する

ことにより、現在と同じ運行間隔での運行を実現します。 

 

③永楽町地内新停留場整備 

利用者の更なる利便性向上に向け、駅間が長いインテック本社前停留場と奥田中

学校前停留場の間にバリアフリーに対応したハイグレードな新停留場を設置しま

す。 

 

④ブールバール新停留場整備 

路面電車南北接続事業にあわせて、利用者の利便性向上を図るため、富山駅停留

場とインテック本社前停留場の間に、バリアフリーに対応したハイグレードな新停

留場を設置します。 
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図 5-10 路面電車南北接続事業位置図 

 

図 5-11 上下分離方式の事業スキーム 

 

図 5-12 富山港線軌道複線化位置図 
  

新停留場（ﾌﾞｰﾙﾊﾞｰﾙ上） 
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2） 電停のバリアフリー化 

バリアフリー化や上屋の整備などを進めます。具体的な実施箇所については、交通

事業者と調整を進めます。 

 

 
 

3） 新型車両の導入 

市内電車の質の高いデザインや騒音・振動の軽減による快適性の向上、バリアフリ

ー化の推進などによる公共交通の活性化を図るため、富山地方鉄道株式会社の新型低

床車両（ＬＲＶ）の導入を進めます。平成 27 年度から平成 31 年度までに 3 編成導入

予定となっています。それ以降に関しては、交通事業者と調整して進めます。 

また、富山市のＬＲＶ（富山港線用）1 編成の導入を進めます。 

 

 

4） 市内電車と地鉄上滝線との連携 

南富山駅において、市内電車と上滝線の連携を強化し、富山市南部方面から中心市

街地へのアクセス性の向上を図るため、市内電車の上滝線乗入れについて、その実現

可能性と技術的課題を検討します。 
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（2） 増便を核とした利便性向上（高山本線／地鉄不二越・上滝線） 

市民生活の足として利用可能なサービス水準を実現するために、運行頻度の向上を

進めてきました。これらの取組について、一定の効果があがっていることから、継続を

基本として取組内容の見直しを図っていきます。 

 

これまでの実施状況を以下に示します。 

1） JR 高山本線の増便 

平成 18 年 10 月～平成 23 年 3 月に、増便や臨時駅の設置などの、JR 高山本線活

性化社会実験を実施。 

社会実験終了後は活性化事業として朝夕の増便を継続。 

2） 富山地方鉄道不二越・上滝線の増便 

通勤時間帯での増発社会実験を実施することとし、平成 23 年 9 月より帰宅時間帯

の増便および終電時刻の延長を実施。平成 25 年 9 月に朝の増便を開始。 

平成 27 年 3 月から富山地方鉄道株式会社が社会実験として実施。 

 

（3） 地域内鉄道としてのサービス強化（あいの風とやま鉄道線／地鉄不二越・上滝線） 

北陸新幹線の開業を踏まえ、新駅の整備やダイヤの見直し、端末交通の整備による駅

勢圏の拡大など、地域内鉄道としてのサービス水準の向上を図ります。 

ＪＲ北陸本線が並行在来線あいの風とやま鉄道線となり、地域の足としての重要性

が増すことから、地域内鉄道としてのサービス強化に向けた取組を推進します。 

 

【新幹線開業に伴い地域内鉄道に新駅が設置された事例】 

新幹線開業により地域内鉄道としての機能が高まった路線に新駅が整備されています。 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な施策メニューを以下に示します。 

1） 新改札の設置等による機能強化 

既存の東富山駅および呉羽駅に、新たな改札を設置し、利便性の向上を図ります。 

2） 新駅整備 

① 地域の利便性向上を目的として、あいの風とやま鉄道線の富山駅～東富山駅間

に新駅を整備します。 
② 地域の利便性向上を目的として、地鉄不二越・上滝線の稲荷町駅～不二越駅

間に新駅を整備します。 

左：八代駅 
（肥後おれんじ鉄道） 

右：巣子駅 
（IGR いわて銀河鉄道） 
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（4） 交通結節点の整備（全路線） 

駅前広場、パーク＆ライド用駐車場、駐輪場、新駅の整備による駅勢圏の拡大を図り、

パーク＆ライド、サイクル＆ライドの推進を図ります。 

また、主要な駅において、公共交通結節点（トランジットセンター）の整備として、

駅前広場整備や駅舎の改修および多機能化を行い、利便性や快適性の向上、バスと鉄道

との連携強化を図ります。 

 

具体的な施策メニューを以下に示します。 

 

1）パーク＆ライド駐車場の整備 

事業者が整備した駐車場、社会実験などで整備した駐車場があります。 

これらの駐車場は、稼働率が高く、自動車からの転換や利用頻度の増加がみられる

など公共交通活性化への効果が確認されていることから、それぞれの路線特性に応

じた形でパーク＆ライド駐車場の拡大を推進します。 

また、サイクル＆ライドの取組についても検討していきます。 

 

2）駅機能の強化および交通結節点機能強化（例：富山駅、南富山駅） 

LRT 整備計画に伴い、富山駅周辺地区土地区画整理事業が実施されており、富山

駅の交通結節点としての機能強化が図られているところです。 

また、南富山駅では市内電車と地鉄上滝線との連携、乗継環境の整備を行います。 
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5.5.2. 幹線バス活性化計画 

 
●より快適で利用しやすい路線バスの実現 
わかりやすさ、利用しやすさ、利用者の快適性を向上し、市民にとって、より快

適で使いやすいバスとして、利用されるように取り組んでいきます。 
 

（1） 快適性・分かりやすさの向上 

幹線バス路線は、ノンステップバスの導入やバス停の上屋整備などにより快適性の

向上を図るとともに、接近表示システムや路線図の整備、ＩＣカードシステムの導入な

どにより分かりやすさの向上を図ります。 

また、運行頻度の高い笹津線や、富山の玄関口である富山空港線などをイメージリー

ダー路線に設定し、グレードの高い車両やデザイン性の高いバス停の整備を進めてき

ました。また、公共交通軸の更なる機能強化に向けて、信頼性の高いバスシステム（交

通管制システムを活用した公共車両優先システムによる定時性の向上、連節バスによ

る輸送能力の増大、バリアフリー機能を高めたバス停整備など）に向けた施策も検討し

ていきます。 
 

■対象路線（運行頻度の高いバス路線） 

バス路線区間 
1 日当たり 

運行本数 

ピーク時 

運行本数 

昼間時 

運行本数 

(1) 富山駅前－富山大学前－老田口 69 本/日 3 本/時 2～3 本/時 

(2) 富山駅前－有沢－速星 74 本/日 4 本/時 2～4 本/時 

(3) 富山駅前－市民病院前－笹津（ｲﾒｰｼﾞﾘｰﾀﾞｰ路線） 89 本/日 8 本/時 2～4 本/時 

(4) 富山駅前－南富山駅前－月岡中学校前 60 本/日 4 本/時 2～3 本/時 

(5) 富山駅前－（大泉駅前・石金）－山室中学校前 82 本/日 4 本/時 2～4 本/時 

(6) 富山駅前－石金－藤の木団地前（ｲﾒｰｼﾞﾘｰﾀﾞｰ路線） 57 本/日 3 本/時 2 本/時 

(7) 富山駅前－西町－石金－中央病院 98 本/日 5 本/時 3～5 本/時 

(8) 富山駅前－双代町－針原新町 53 本/日 4 本/時 1～2 本/時 

(9) 富山駅前－永楽町－豊田口 53 本/日 2 本/時 2 本/時 

(10)富山駅前－新富町－畑中 86 本/日 7 本/時 3～5 本/時 
(11)富山駅前－富山駅北口－赤十字病院 68 本/日 5 本/時 3～5 本/時 

(12)岩瀬浜駅前－浜黒崎小学校前－水橋漁港前 64 本/日 2 本/時 2 本/時 
(13)蓮町－草島－四方神明町 65 本/日 2 本/時 2 本/時 

 
■対象路線（地域生活拠点又は主要施設と都心を結ぶバス路線） 

バス路線区間 地域生活拠点又は主要施設 

(14)富山駅前－富山大学前－四方口・四方神明町 四方の市街地 

(15)富山駅前－速星－山田総合行政センター前 山田中核型地区センター周辺及び国立富山病院 

(16)富山駅前－有沢－八尾鏡町 婦中行政サービスセンター及び越中八尾駅周辺 

(17)富山駅前－市民病院前－笹津－楡原駅前 楡原駅周辺 

(18)富山駅前－双代町－水橋口・水橋東出町 水橋中部地区センター周辺 

(19)富山駅前－富山大学前－富大附属病院 富山大学附属病院 

(20)富山駅前－富山空港前（ｲﾒｰｼﾞﾘｰﾀﾞｰ路線） 富山空港 

(21)富山駅前－南富山駅前－富山国際大学 富山国際大学 

(22)富山駅前－南富山駅前－国立高専前 富山高等専門学校 

(23)富山駅前－双代町－済生会病院 済生会富山病院 

(24)富山駅前－永楽町－県リハビリセンター 富山県高志リハビリテーション病院 
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【信頼性の高いﾊﾞｽｼｽﾃﾑの例 定時性の向上：交通管制システムを活用した公共車両優先システム】 

   
出典：一般社団法人 UTMS 協会 

【信頼性の高いﾊﾞｽｼｽﾃﾑの例 輸送能力の増大：仏メッス市のＢＲＴ（バス高速輸送システム）】 

連節バスによる輸送能力の増大   バリアフリー機能を高めたバス停の整備 

   

ノンステップバスの導入 
 

バス停の上屋整備 
 

情報システムの強化 
 

デザイン統一 
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具体的な施策メニューを以下に示します。 

1） 路線図のデザイン統一、バス停などのデザイン統一 

平成 26 年度に路線バスの路線図のデザインを更新し、富山市役所前バス停に掲示

しています。幹線バスのイメージアップ、わかりやすさ向上に向けて、デザインを統

一した路線図の展開、バス停などの交通施設のデザインの統一を行っていきます。 

 

 

図 5-13 富山市役所バス停に掲示された路線図 

 

2） 接近表示システム等の活用検討 

バスの接近情報や乗り換え情報を提供することは、定時性や運行頻度に関する利

用者の不満を解消するために有効な施策といえます。そこで、接近表示システムに関

して、交通事業者と協議のうえ、既存システムの今後の活用方策等を検討していきま

す。 

 

3） WEB 上での経路検索情報の提供 

公共交通乗継情報検索サイト「富山らくらく交通ナビ」、駅すぱあとが提供する公

共交通路線情報の提供サービスとの連携を行っていきます。これらのシステムを活

用した新たな取組として、WEB 上での経路検索などの情報提供方策を検討します。 

 

4） バス停の上屋、広告付きバス停の整備 

運行頻度の高いバス路線を中心に、民間活力を導入した広告付きバス停の設置を

はじめ、上屋設置による利用者のバス待ち環境とミニ交通結節点としての都市景観

の改善を図りつつ、バス交通のサービス水準の充実に努めてきました。 

また、バス利用者の意識調査によると、「バス停の快適さ・使いやすさ」に対する

満足度に関して、不満に感じている人が多い傾向となっています。また、利便性向上

策として優先させるとよい取組に関して「バス停の快適性を高める」と回答した割合

は、運行本数、定時性、料金サービスに次いで多くなっています。 

そこで、公共交通の利便性を強化するためには、これまでの上屋、広告付きバス停

の整備による、バス待ち環境の向上は継続する必要があると考えられます。 

これまでの整備状況を踏まえ、整備方針を次のように設定します。 
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方針１ 運行頻度の高いバス路線を対象に、交通事業者と調整を図りながら、上屋・

シェルターの整備を行います。 

整備候補バス停 

・運行頻度の高いバス路線のバス停 

・鉄道駅など乗換の発生が考えられるバス停 

 

方針２ 都市景観形成区域およびその周辺において、周辺景観との調和を重視し、広

告付きバス停上屋の整備を進めます。 

整備候補バス停 

・都市景観形成区域に指定されているバス停 

・中心市街地周辺において、広告付きバス停を整備・運営する事業者が整備予

定としているバス停 

 

方針３ 運行頻度の高いバス路線において、老朽化している上屋を更新します。 

 

整備候補バス停 

・運行頻度の高いバス路線のバス停 

・上屋が老朽化しているバス停 

 

5） ノンステップバスの導入 

公共交通軸を形成するバス路線を中心にノンステップバスの導入を推進し、現在約

4 割となっている導入率の向上を図ります。国においては、平成 32 年度までにバス

総車両数の約 70％をノンステップバスとすることを目標としており、交通事業者と

調整を図りながら、導入を検討します。 
 

6） イメージリーダー路線の整備、公共交通軸の更なる機能強化 

運行頻度の高い笹津線や、富山の玄関口である富山空港線などをイメージリーダー

路線に設定し、低床車両やデザイン性の高いバス停の整備を行ってきました。イメー

ジリーダー路線の整備に関しては、平成 28 年度の完了を目標に進めていきます。そ

の後は、更なる機能強化に向けて、市内全域の公共交通軸に展開していきます。 

また、信頼性の高いバスシステム（連節バスやバリアフリー機能を高めたバス停整

備）の導入についても検討していきます。 
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7） パーク＆バスライド、サイクル＆バスライド 

公共交通の活性化策の一環として、マイカー通勤から公共交通への転換による路線

バス利用者の増加を目的として、市有地や商業施設の敷地を活用した、路線バス利用

者専用の駐車場の設置を行います。 

これまでに、イメージリーダー路線（笹津線）において、以下に示す 2 か所の整備

を行っています。 

① 市有地の活用：大沢野小学校前の市有地に 10 台分のパーク＆バスライド駐車場

を整備 

② 商業施設と連携した社会実験：民間商業施設の駐車場を利用した社会実験 

 

図 5-14 笹津線:大沢野小学校前バス停 

 

今後、パーク＆バスライド対象施設を拡大し、マイカー通勤からバス交通への転換

を促し、更なるバスの利用促進につなげるものとします。 

また、新たなバス交通利用の促進策として「サイクル＆バスライド（Ｃ＆ＢＲ）」の

ための自転車駐輪場についても、候補地選定、整備検討を行っていきます。 
 

8） 効率的なネットワークの形成 
他の公共交通と重複する路線について、交通事業者と協議しながら、路線のあり方

を検討していきます。 

  



 

155 

 

（2） 都市整備と連携したバスの機能強化 

ＬＲＴの南北接続、富山駅周辺整備事業、連続立体化事業などにより、富山駅のター

ミナル機能が大きく変化されることが予想されます。また、南富山駅での地鉄市内軌道

線と地鉄上滝線との連携強化、あいの風とやま鉄道線の新駅設置など、駅周辺の都市整

備が予定されています。これらの都市整備に対応したバスの機能強化（定時性、速達

性、快適性、効率性などの機能を向上させるための対策）を行います。 

さらに、立地適正化計画に基づく都市機能の誘導や中心市街地活性化基本計画など

に基づく居住推進地区内などの民間開発と連携した対策も検討していきます。 

 

具体的な施策メニューを以下に示します。 

1） 富山駅周辺整備に伴うバス路線の見直し（機能強化） 

富山駅に関して、ＬＲＴ南北接続時において、交通結節機能が高まることを踏まえ、

南北出口を発着するバス路線の見直しを行います。富山駅周辺バス停の配置、バス路

線、駅ロータリー内での路線バスや高速乗合バスなどのバス停の配置などの見直しを

検討していきます。 

その他の箇所に関しては、周辺整備状況を踏まえながら、交通事業者と調整しなが

ら具体化していくものとします。 
 

2） 都市機能立地を踏まえたバスの機能強化 

立地適正化計画により、都市機能および居住機能の立地が定められることが想定さ

れます。立地適正化計画における都市機能立地の考え方と連携し、交通需要が見込ま

れる区間に対するバス機能強化を図るものとします。 

 

3） 居住推進地区内の民間開発と連携したバスの機能強化 

中心市街地活性化基本計画や環境未来都市計画において、開発事業（セーフ＆環境

スマートモデル街区の整備など）が位置づけられています。これら事業箇所に対して、

公共交通の面から支援することが重要であると考えられます。 

そこで、事業箇所に対する交通需要が見込まれる区間に対するバス機能強化を図る

ものとします。 
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5.6. 地域特性に応じた多様な生活交通の確保 

5.6.1. 生活交通サービス整備方針 

 
 
●生活交通の確保 

民間によるバス交通の提供のほか、シビルミニマムとしての交通サービス水準などを 

考慮し、行政と地域が協働で効率的な生活交通の確保に取り組んでいきます。 

 

【対象となる生活交通】 

本市の路線バスは民間の交通事業者によって運行されており、事業採算性でカバーでき

る地域は限られています。 

本市には都市機能が集積している都心部、都市部周辺の郊外部、中山間地域などさまざ

まな地域があります。そして、民間の交通事業ではカバーできない地域では、公営バスや

乗合タクシーなど、様々な生活交通が運行しています。 

本計画では、次の４つの交通サービスを対象として地域特性に応じた効率化を図り、生

活交通の確保に取り組んでいきます。 

 

①公営コミュニティバス 

婦中コミュニティバス（すいせん号） 

八尾コミュニティバス 

山田コミュニティバス 

大山コミュニティバス 

②地域自主運行バス 
まいどはやバス 

呉羽いきいきバス 

水橋ふれあいコミュニティバス 

③乗合タクシー 大沢野シルバータクシー 

④生活路線バス 
（赤字補填対象路線） 

職安・富大附属病院／開発経由富山国際大学／ 

市民病院経由富山国際大学／月岡団地経由福沢／熊野経由八尾／ 

済生会病院／日赤～藤の木循環／中央病院～犬島米田／ 

中央病院～済生会病院／笹津／笹津春日温泉／月岡西緑町／ 

辰尾団地／大泉経由不二栄町／大場／大場経由西番／ 

中央病院～リハビリセンター／総合運動公園／中央病院～北代循環

／興人～朝菜町経由国立高専／興人～市民病院・朝菜町経由国立高専 
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（1） 公営コミュニティバス等の効率的な運行 

市が運営主体であるコミュニティバス、地域自主運行バス、乗合タクシーに対して

は、導入経緯と現在の利用状況を踏まえ、ルートの見直しを含め多様な運行方式による

効率化に取り組みます。 

地域の実情に応じたルート再編を行い、組織の見直し、利用者数に応じた小型車両の

活用や、乗合タクシーの導入、デマンド型への移行などを検討します。一方、地域生活

拠点に関連する路線など、利用者数の多い路線に関しては、地域自主運行バスへの移行

を図ります。 

また、シビルミニマムの確保、利用促進、運行効率化といった、地域の実情を踏まえ

た継続的な見直しを実施していくものとします。 

 
※シビルミニマムの考え方 

路線バスの運行本数において、一般的には 4 本/日（2 往復）がシビルミニマムであるとい
われています。これは通勤・通学の時間帯に 1 往復、私事交通（買い物、通院）の時間帯
に 1 往復のサービス水準です。 

 

（2） 地域自主運行バスの導入支援 

地域が主体となった自主運行バスを検討する地域に、出前講座の実施や試行運行の

提案などによる支援を図ります。継続的な運行ができるよう積極的に支援を行います。 

地域自主運行バスは、地域生活拠点に係る公共交通活性化のための重要な取組と位

置づけられます。 

 

（3） 生活バス路線（民間赤字路線）の維持 

市民生活にとって重要な生活バス路線は、国・県・市の補助要綱に基づき、路線の維

持に努めます。とくに、地域生活拠点又は主要施設と都心を結ぶ路線などは、本市のま

ちづくりにとって極めて重要であると認識し、維持を図ります。 

 

（4） 福祉有償運送、過疎地有償運送サービスの活用 

福祉移送サービスは、福祉部局や NPO などと連携し、サービスの向上を図ります。 

過疎地有償運送について、NPO などによる有償運送サービスの導入を推進します。 
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5.7. 公共交通利用促進 

5.7.1. 公共交通の利用促進 
 
●公共交通の信頼性向上と利用促進活動の推進 

IC カードの利便性向上や路線バスの信頼性向上など、公共交通の使いやすさ向上に

取り組みます。また、モビリティ・マネジメントを軸とした利用促進を推進します。 

 

（1） 市民や企業との連携による利用促進、意識啓発 

モビリティ・マネジメントを計画的に推進します。例えば、ノーマイカーデーや企業

と連携したキャンペーン、地域の自主的な活動の推進、高齢者運転免許返納支援の推進

など、多様な連携方策を模索し、公共交通の利用促進を図ります。また、学校教育にお

ける公共交通の学習機会の増加や、フォーラムの開催などによる利用啓発を図ります。 

（注）モビリティ・マネジメントとは、市民一人ひとりの移動が社会にも個人にも望ましい

方向へ自発的に変化することを期待するマネジメント手法です。 
 

具体的な施策メニューを以下に示します。 

1） モビリティ・マネジメントの計画的実施 

本市では、平成 22 年度から、「とやまレールライフ・プロジェクト」として、過度

なクルマ依存による問題や公共交通を利用することのメリットなどの情報を「必要な

人に」「わかりやすく」「繰り返し」提示し、市民の自発的な交通行動の転換を促し、

公共交通の利用促進を図る、モビリティ・マネジメントを実施してきました。 

公共交通の利用が、通勤や通学などの生活の足としてだけでなく、高齢者の外出機

会の創出や環境負荷の軽減にも有効であることが示されています。また、北陸新幹線

の開業を契機として、二次交通の利用促進を図る必要があります。そこで、以下の方

針で、「とやまレールライフ・プロジェクト」を継続していきます。 

 
 

 

 

  

とやまレールライフ・プロジェクト三本柱 

①多様な場面・手法での情報発信 

マスメディア、情報誌やインターネットなどを活用し、公共交通に関する情報、市民

による公共交通利用方法の提案など、公共交通の利用促進について情報を発信 

②多様な主体に応じた情報提供 

大学、自治会、民間企業その他の団体と連携を図りながら、出前講座、講義、戸別訪

問などで公共交通に関する意識啓発を実施 

③将来世代に対する公共交通への意識啓発 

市内の教員が小学校３～６年生を対象に、社会科、総合的な学習の時間の単元で使用

する学習教材を作成。今後、公共交通の役割や必要性を、次世代を担う児童が自ら考

える「のりもの語り教育」を全市的に普及推進 
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また、本市においては、公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりを、福祉施策

（健康プラン２１（第 2 次）など）や、環境施策（環境未来都市計画など）に位置づ

けており、モビリティ・マネジメントなどの利用促進施策においても、環境や健康の

観点からの意識啓発も有効であると考えられます。 

さらに、おでかけ定期券により、高齢者の外出機会増加の効果が発現しており、公

共交通の利用が高齢者の健康増進に寄与していることも示されています。 

これらの効果を踏まえ、健康面や環境面への効果を考慮した公共交通利用促進に向

けた取組に関しても検討していきます。 

 

 

図 5-15 おでかけ定期券による健康増進効果の考え方 

 

（2） 公共交通機関相互の接続性の向上 

鉄軌道やバス路線などに共通 IC カードシステムの導入により乗換抵抗の軽減を図

るとともに、共通乗車券や乗継割引の導入による料金体系やダイヤの改善により公共

交通機関相互の接続性の向上を図ります。 

 

具体的な施策メニューを以下に示します。 

1） IC カードの多様な活用（おでかけ定期券、学生証などの拡大） 

高齢者向けのおでかけ定期券の発行や、学生向けの富山大学学生証へのＩＣカード

機能付与（平成 25 年 4 月～）については、公共交通利用促進に対する効果が示され

ています。 

ターゲットを明確化した上で、民間施設などと連携して、IC カード利用や公共交通

利用を促進するためのサービスを検討していきます。 
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【IC カード学生証による市内電車利用者数（１日平均）】 

 

図 5-16 富山大学学生証への交通系ＩＣカードの導入による効果（大学生の利用促進） 

 

2） 独自 IC カードの新たなサービス拡充（IC カード片利用共通接続システムの活

用） 
   現在、国は 10 カード（※）の利用環境整備による幹線交通と地域交通のシー

ムレス化の実現を目指しています。10 カードの利用に関する空白地域に向けた

方策として、以下のものがあります。 

 

方策Ａ 10 カードへの参加 

方策Ｂ 地域独自カード＋10 カードの片利用 

 

   ２次交通に地域独自カードが導入されているが、10 カードを利用できない主

要都市については、方策Ｂをメインの選択肢として、空白地域の解消を進めてい

くべきであるとしています。その支援措置として、国では「片利用共通接続シス

テム」の構築を検討しており、このシステムにより、事業者の導入費用の削減、

10 カード側とのシステム面での調整を代行することにより負担軽減が可能であ

るとしています。 

   本市では、passca（パスカ）と ecomyca（えこまいか）を地域独自カードとし

て導入しており、おでかけ定期券や独自の割引機能を付与しています。10 カー

ドへ参加する場合、これらの機能が使用できなくなるため、本市では方策 B を

検討します。今後、IC カード読取機の改修やランニングコストなどの課題への

対応を考慮しながら、また、交通事業者との協議を進めながら、システムの活用

を検討します。 
 
  ※10 カードは、JR 各社が発行する「Kitaca」「Suica」「TOICA」「ICOCA」「SUGOCA」、

首都圏の私鉄などで利用できる「PASMO」、関西の私鉄などで利用できる「PiTaPa」、名古

屋市交通局と名古屋鉄道の「manaca」、福岡市交通局の「はやかけん」、西日本鉄道の「nimoca」。 

上記のすべてのエリアで各 IC カードの相互利用が可能になっています。 
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出典：国土交通省「交通系 IC カードの普及・利便性拡大に向けた検討会」資料 

図 5-17「片利用共通接続システム」の構築イメージ 

 

3） 運行改善に向けたデータ活用（GIS データ、交通ビッグデータなど） 

IC カードから把握される交通利用実態データや住民基本台帳などを基にして構築

されている GIS データを活用し、公共交通の運行改善に取り組んでいきます。 

実施内容については、交通事業者と調整しながら検討します。 

 

 

 
出典：総務省「データの高度な利活用による業務・サービス革新が我が国経済および社会に与える波

及効果に係る調査研究」（平成 26 年） 

 

図 5-18 データを活用したダイヤ最適化事例（イーグルバス株式会社） 

  

イメージ 
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4） ICT を活用した公共交通機関のロケーション情報などの配信 
バスの接近情報や乗り換え情報を提供することは、定時性や運行頻度に関する利用者の

不満を解消するために重要な施策といえます。また、バスに限らず公共交通の情報を一元

化し、利用者目線での情報提供を推進していくことが利用促進に向けて重要となります。 

バスロケーション情報の提供方策として、県や県内市町、交通事業者等の関係者で

組織する「富山県地域公共交通情報提供推進協議会」において、県内の全域の民営バ

スと公営バスを網羅したバスロケーションシステムを整備し、利便性の向上とバスの

利用促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19 情報収集と情報提供の仕組み イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20 ICT を活用した情報配信取組事例（富山まちあるき ICT コンシェルジュ事業） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

図 5-21 バスロケーションシステム イメージ 

出典：富山市資料 
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5） 高齢者健康増進端末機を活用した交通行動などの分析 
ＧＰＳ、歩数計測機能、歩行促進アプリを内蔵した小型端末機「おでかけっち」を

高齢者等に携帯してもらい、交通行動やまちなかでの移動目的等を分析します。ま

た、ＧＩＳ（地理情報システム）や公共交通 IC カード、各種統計データと組み合わ

せることで、交通の施策立案への活用を図ります。 

 

    

図 5-22 高齢者健康増進端末機（おでかけっち）活用イメージ  
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5.7.2. 交通によるおもてなし環境の創出 
 
●来訪者でも使いやすい交通環境の整備 

まちなか交通や二次交通の確保により、観光客、ビジネス客に対しても、使いやす

く満足度の高い公共交通環境を提供し、交流促進に向けて取り組んでいきます。 

 

（1）来訪者（観光、ビジネス）向けの交通施策 

北陸新幹線の開業に伴い、観光客やビジネス客が富山駅を玄関口として来訪する機

会が増加することが見込まれます。また、人口減少・高齢化社会の状況下においては、

交流人口の増加による都市の活力確保は重要な取り組みであると考えられます。 

まちなかの交通機関の利便性向上、新幹線駅からの二次交通の確保、来訪者が安心し

て利用できる交通環境の提供などを検討していきます。 

 

具体的な施策メニューを以下に示します。 

1） 新幹線からの二次交通の利便性向上 

北陸新幹線富山駅を起点として、市内または隣接する県への観光客の二次交通の確

保に向けた施策を検討します。 

 

【濃飛バスの特急バス】 

 

図 5-23 富山駅を基点とする特急バス 
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【観光実践プランに位置づけられた関連事業】 

○鉄道 

ＪＲ、地方鉄道による 

観光地へのアクセス 

性の向上 

地方鉄道の本線・立山線、不二越・上滝線、ＪＲ高山線 

の乗り継ぎダイヤの充実や、列車自体が観光になる試み 

等、富山駅を拠点とした観光地への二次交通の拡充を支 

援する。 

○バス 

レール＆ライドによ 

る広域観光ルート開 

発促進事業 

新幹線に接続できるよう富山駅からの観光地へのバス 

ダイヤの改善を促進し、また、新幹線とレンタカーのセ 

ット販売の促進により利便性の向上を図る。 

観光地直行シャトル 

便の運行支援 

富山駅を拠点とし、立山黒部アルペンルート、黒部峡

谷、 

五箇山、瑞龍寺等、県内観光地へのシャトル便の運行を 

支援する。 

 

2） 公共交通従事者によるおもてなしの向上（マナーアップ） 

来訪者をはじめとする公共交通利用者に向けたホスピタリティを高めるために、バ

スや路面電車等の従事者のマナーアップに向けた取組みを検討します。 

平成 26 年 12 月、市内のバス利用者に対して実施したアンケート調査（平休で約

1,200 票回収）によると、市内路線バスの運転手の態度・サービスに対する満足度は、

他の項目よりも高くなっています。 

 

図 5-24 路線バスの満足度  
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3） 公共交通、シェアリング（自転車、自動車）を活用した周遊 

市内を周遊するバスや、自転車または自動車（電気自動車や小型モビリティ）のシ

ェアリングシステムを活用した、市内観光を促進する施策を検討します。 

 

【富山市内周遊バス】 

乗合運行により、観光客が手軽に目的とする富山市内主要観光施設を巡れるバス 

 

表 5-4 富山市周遊バス停留所 

富山駅前 新バスターミナル②番で乗降 

楽翠亭美術館 富山河川国道事務所前道路に新設 

環水公園 下新町バス停を名称変更し使用 

近代美術館 富山県で整備する場所を使用 

水墨美術館 水墨美術館正面構内に新設 

民俗民芸村 民俗民芸村駐車場内に新設 

科学博物館・近代美術館 西中野口バス停を使用 

広貫堂資料館 広貫堂資料館前道路上に新設 

池田屋・ガラス美術館 西町⑨番のりばを使用 

城址公園 城址公園前のぼりバス停を使用 

高志の国文学館 高志の国文学館前道路上に新設 

 

【自転車市民共同利用システム】 

○供用開始 ： 平成 22 年 3 月 20 日 

○運営主体 ： シクロシティ株式会社 

○自転車数 ： 200 台 

○利用時間 ： 24 時間、365 日いつでも利用可能 

 

図 5-25 富山市の自転車シェアリング事業（アヴィレ） 
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【小型モビリティのシェアリングを観光施策に活用している事例：横浜市】 

 
出典：関東運輸局資料 

 

【観光実践プランに位置づけられた関連事業】 

○バスによる周遊 

定期観光バス運行事 

業 

八尾や、岩瀬、富山のくすり等富山のおすすめ観光スポ 

ットを集めた定期観光バスの運行支援を行う。 

 

○自転車のシェアリング 

バイクシェアリング 

事業 

富山市の中心部で、パリの自転車レンタルシステムと 

同様のシステムを展開し、観光客の１日利用の促進を 

図る。 

 

○タクシー 

コンベンションタク 

シー助成事業 

県外からのコンベンション参加者が気軽に観光がで 

きるよう、タクシー事業者が開設する観光タクシーの 

利用について助成を行い、コンベンションの誘致推進 

を図る。 
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4） 来訪者向けの利便性向上（交通施設の多言語化、割引など） 

来訪者の市内の滞在を促すため、交通施設における多言語化や、公共交通フリー乗

車、市内の商業施設の割引などのきめ細かな情報提供などの施策を検討します。 

 

【交通施設の多言語化の取組例】 

 
出典：中部運輸局資料 

図 5-26 富山駅の券売機の整備事例（多言語化等） 

 

【商業施設での特典も受けられる公共交通フリー切符】 

   
図 5-27 公共交通フリー切符のリーフレット 
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【観光実践プランに位置づけられた関連事業】 

○情報提供、多言語対応 

路線、乗り換え、交 

通情報高度提供シス 

テム構築 

新幹線駅の新築に伴い、並行在来線、富山地方鉄道、路 

面電車、路線バスのスムーズな乗り継ぎのため、駅構内 

の案内表示を統一や、外国語表記を推進し、デジタルサ 

イネージ化も検討する。 

 

○ホスピタリティ向上 

観光タクシードライ 

バースキルアップ事 

業 

富山県タクシー協会富山ブロックが行う観光タクシー 

ドライバーのスキルアップのための研修事業に対して 

補助金を交付し、観光タクシーの充実と受入態勢の強化 

を支援する。 

外国人向け観光ホス 

ピタリティ研修支援 

事業 

観光客に接する機会の多い事業者を対象に、外国人向け 

の会話や接客力を高めるホスピタリティ研修の実施を 

支援する。 

 

○フリーパスとクーポン 

富山市まちなか活性 

化事業サポート補助 

事業 

セントラムの沿線に点在する「ますの寿司」等を各店 

舗で気軽に楽しめる４枚つづりのクーポンと路面電 

車の１日フリーパスをセットにして、観光客にセント 

ラムを利用し、富山の食を周遊する機会を提供、支援 

し、まちなかから富山の食彩を発信する事業をはじ 

め、まちなか活性化を支援する。 

 

5） 公共交通の観光資源化 

市民向けおよび来訪者向けに公共交通サービス向上を図りながら、本市の公共交通

システム全体のブランド化に向けて取り組んでいきます。 

コンパクトシティおよび公共交通システムが観光資源となるような施策を検討し

ていきます。 
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【首都圏在住者ウェブアンケート調査(平成 24 年)】 

 
                             出典：観光実践プラン 

図 5-28 富山市の印象 
 

6） 隣接自治体間の広域的な連携 

複数の自治体にまたがって運行するバス路線について、自治体間の連携により、利

便性向上を図ります。たとえば、飛騨市においては、北陸新幹線整備を視野に入れ、

飛騨市内から猪谷駅前への乗入や、高山本線との接続に配慮した運行によるネットワ

ーク強化を図ることとしています（飛驒市地域公共交通網形成計画（平成 27年 3月））。 

このように、隣接自治体の公共交通網との連携を強化し、広域的な移動ニーズに対

する利便性向上を検討していきます。 

 
出典：飛驒市地域公共交通網形成計画 

図 5-29 飛騨市の公共交通ネットワーク 
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5.8. 施策一覧 

5.8.1. 施策の体系整理 

本計画に位置づける施策について、基本方針別、施策の視点別に整理しました。 

本計画に位置づける施策については、都市交通協議会などを通じて、行政と地元、事業

者などの関係機関において連携を図りながら、検討・具体化を進めていくものとします。 
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5.8.2. 基本方針① 公共交通軸の活性化によるコンパクトなまちづくりの実現 

（1） 鉄軌道活性化計画 

 

 

 
 

 

 

 

■鉄軌道活性化計画 
日常生活や都市活動を支える鉄軌道 
ネットワークの実現 

短期的に着手する

施策 

中長期的に実施する

施策 

事業 

主体 

（案） 

①LRT ネ

ットワーク

の形成 

路面電車の南北接続   富山市 
富山地方鉄道 
富山ライトレ

ール 
電停のバリアフリー化 
 

  富山地方鉄道 
道路管理者 

新型車両の導入 
 

  富山市 
富山地方鉄道 

市内電車と地鉄上滝線

との連携 
 

  富山市 
富山地方鉄道 

②増便を核

とした利便

性向上 
 

鉄道の増便による利便

性強化（JR 高山本

線、地鉄不二越・上滝

線） 

  富山市 
JR 西日本 
富山地方鉄道 

③地域内鉄

道としての

サービス強

化 

東富山駅、呉羽駅にお

ける新改札の設置等に

よる機能強化 
 

  あいの風とや

ま鉄道 

あいの風とやま鉄道線

の新駅整備 
  あいの風とや

ま鉄道 

地鉄不二越・上滝線の

新駅整備 
  富山地方鉄道 

④交通結節

点の整備 

パーク＆ライド駐車場

の整備（JR 高山本

線、地鉄不二越・上滝

線） 
 

  富山市 
JR 西日本 
富山地方鉄道 

 
富山駅、南富山駅にお

ける駅機能および交通

結節点機能の強化 

  富山市 
富山地方鉄道 

（交通事業者と調整） 

（交通事業者と調整） 

（交通事業者、道路管理者と調整） 

（交通事業者と調整） 

（交通事業者と調整） 

（交通事業者と調整） 

（南北接続後は運転を富山地方鉄道㈱へ一元化） 
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図 5-30 鉄軌道活性化計画 施策メニュー 
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（2） 幹線バス活性化計画 
 

■幹線バス活性化計画 
より快適で利用しやすい路線バスの実現 

短期的に着手 

する施策 

中長期的に実施 

する施策 

事業 

主体 

（案） 

①快適性・

わかりやす

さの向上 

路線図のデザイン統一   富山市 
富山地方鉄

道 
バス停などのデザイン統一   富山市 

富山地方鉄 
道 

接近表示システムの充実   富山市 
富山地方鉄

道 
WEB 上での経路検索など

の情報の提供 
  富山市 

富山地方鉄

道 
バス停の上屋、広告付きバ

ス停の整備 
  富山市 

富山地方鉄

道 
ノンステップバスの導入   富山市 

富山地方鉄

道 
イメージリーダー路線の整

備 
  富山市 

富山地方鉄

道 
公共交通軸の更なる機能強

化（低床車両、バス停の整

備など） 

 
 

富山市 
富山地方鉄

道 
パーク＆バスライド、サイ

クル＆バスライドの実施 
  富山市 

富山地方鉄

道 
効率的なネットワークの形

成（重複する路線のあり方

検討） 

  富山市 
富山地方鉄

道 
②都市整備

と連携した

バスの機能

強化 

富山駅周辺整備（南北接続

など）に伴うバス路線の見

直し（富山駅周辺バス停の

配置、バス路線、駅ロータ

リー内での路線バスや高速

乗合バスなどのバス停の配

置） 

  富山市 
富山地方鉄

道 

都市機能立地を踏まえたバ

スの機能強化 
  富山市 

富山地方鉄

道 
居住推進地区における民間

開発と連携したバスの機能

強化 

  富山市 
富山地方鉄

道 

（立地適正化計画と連携） 

（中心市街地活性化基本計画、環境未
来都市計画と連携） 

（交通事業者と調整） 

（交通事業者と調整） 

（交通事業者と調整） 
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図 5-31 幹線バス活性化計画 施策メニュー 
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5.8.3. 基本方針② 地域特性に応じた多様な生活交通の確保 

生活交通サービス整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生活交通サービス整備方針 
生活交通の確保 

短期的に着手する

施策 

中長期的に実施 

する施策 

事業 

主体 

（案） 

①公営コミュ

ニティバス等

の効率的な運

行 

公営コミュニティバス

の再編 
  富山市 

地域特性に応じた継続

的な見直し 
  富山市 

②地域自主運

行バスの導入

支援 

地域自主運行バスの運

行支援 
  富山市 

③生活バス路

線（民間赤字

路線）の維持 

赤字バス路線への補助

による路線維持 
  富山市 

富山地方鉄

道 
④ＮＰＯなど

による福祉有

償運送、過疎

地有償運送サ

ービスの活用 

福祉有償運送、過疎地

有償運送サービスの推

進 

  富山市 
NPO など 
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図 5-32 生活交通サービス整備方針 施策メニュー 
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5.8.4. 基本方針③ 公共交通利用促進 

（1） 公共交通の利用促進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共交通の利用促進 短期的に着手 

する施策 

中長期的に実施 

する施策 

事業 

主体 

（案） 

①市民や企業

との連携によ

る利用促進、

意識啓発 

ノーマイカーデー、モ

ビリティ・マネジメン

ト、フォーラム、戸別

訪問について、官民で

連携し、計画的に実施 

  富山市都市

交通協議会 

②公共交通機

関相互の接続

性の向上 

IC カードの多様な活用

（おでかけ定期券、学

生証などの拡大） 

  富山市都市

交通協議会 

独自 IC カードの新たな

サービス拡充（片利用

共通接続システムの活

用） 

  富山市都市

交通協議会 

③ＩＣＴを活

用した利用促

進 

運行改善に向けたデー

タ活用（GIS データ、

交通ビッグデータな

ど） 

  富山市都市

交通協議会 

ICT を活用した公共交

通機関のロケーション

情報などの配信（QR コ

ードの製作など） 

  富山市都市

交通協議会 

高齢者健康増進端末機

（おでかけっち）を活

用した交通行動などの

分析 

 
 富山市 
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図 5-33 公共交通の利用促進 施策メニュー 
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（2） 交通によるおもてなし環境の創出 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通によるおもてなし環境の創出 短期的に着手する

施策 

中長期的に実施 

する施策 

事業 

主体 

（案） 

①来訪者

（観光、ビ

ジネス）向

けの交通施

策 

新幹線からの二次交通の

利便性向上  
 

 
富山市都市

交通協議会 
公共交通従事者によるお

もてなしの向上（マナー

アップ） 

  富山市都市

交通協議会 

公共交通、アヴィレを活

用した周遊 
  富山市都市

交通協議会 
来訪者の利便性向上（交

通施設の多言語化、割引

など） 

  富山市都市

交通協議会 

公共交通の観光資源化 
 

  富山市都市

交通協議会 
隣接自治体間の広域的な

連携 
  富山市都市

交通協議会 

（観光実践プランと連携） 

（観光実践プランと連携） 

（観光実践プランと連携） 

（観光実践プランと連携） 

（隣接自治体と連携） 
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図 5-34 交通によるおもてなし環境の創出 施策メニュー 
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5.8.5. 地域公共交通再編事業 

地域公共交通再編事業（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第２条第１１号）

に位置づける事業は、以下のとおりです。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.6. 軌道運送高度化事業 

軌道運送高度化事業（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第２条第６号）に位

置づける事業は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 
（１） 低床車両の導入 

南北の路線を運行する車両について、加減速性に優れ、バリアフリーに対応したデザイン性

の高い低床車両（ＬＲＶ）を順次導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図 5-37 低床車両（ポートラム）     図 5-38 低床車両（サントラム） 

 

 

 事業名 頁 具体的な事業 

１ ＬＲＴネットワークの形成 145 

・路面電車の南北接続 

・新型車輌の導入 

・市内電車と上滝線との連携 

２ 交通結節点の整備（全路線） 150 市内電車と上滝線との連携 

３ 

イメージリーダー路線の 

整備、公共交通軸の更なる 

機能強化 

154 信頼性の高いバスシステムの導入 

都市整備と連携したバスの 

機能強化 
156 信頼性の高いバスシステムの導入 

４ 
公営コミュニティバス等の 

効率的な運行 
158 

・地域の実情に応じたルート再編 

・利用者数に応じた小型車両の活用 

・乗合タクシーの導入、デマンド型へ

の移行 

 事業名 頁 具体的な事業 

１ ＬＲＴネットワークの形成 145 
・路面電車の南北接続 

・新型車輌の導入 
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（２）樹脂固定軌道の導入 

  騒音や振動を抑制するため、レールを樹脂で固定する制振軌道を導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）停留場の整備 

  バリアフリーに対応した停留場を設置します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-38 バリアフリーに対応した停留場（富山駅停留場完成イメージ） 
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6. 地域公共交通網形成計画の達成状況の評価 

6.1. 数値目標に対する調査 

数値目標について、以下の調査を実施していくものとします。 

 
公共交通活性化に係る数値目標 調査方法 頻度 

公共交通１日平均利用者数の富山

市人口あたりの割合 

事業者データを集計（交通事業者

および富山市） 

年 1回 

 

また、以下の指標に対して、計画達成状況をモニタリングするための調査を実施してい

くものとします。 

 

方針 項目 調査方法 頻度 

基本方針① 公共交

通軸の活性化によ

るコンパクトなま

ちづくりの実現 

路面電車市内線一日

平均乗車人数 

事業者データを集計

将来的には、IC カー

ドデータを活用（交

通事業者および富山

市で実施） 

年 1 回 

運行頻度の高いバス

路線の 1 日平均乗車

人数 

事業者データを集計

将来的には、IC カー

ドデータを活用（交

通事業者および富山

市で実施） 

年 1 回 

基本方針② 地域特

性に応じた多様な

生活交通の確保 

郊外部居住者（富山

中央地域以外）の公

共交通分担率 

市民アンケート調査

（富山市で実施） 

5 年に 1 回程度 

 

公共交通空白地域の

人口 

GIS により、住民基

本台帳ベースの人口

データを用いて算出

（富山市で実施） 

5 年に 1 回程度 

基本方針③ 公共交

通利用促進 

公共交通を週 1 回以

上利用する市民の割

合 

市民アンケート調査

（富山市で実施） 

5 年に 1 回程度 

 

IC カードによる公

共交通の利用割合 

事業者データを集計

（交通事業者および

富山市で実施） 

年 1 回 
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6.2. 都市計画の分析 

本市においては、住民基本台帳情報などを地理情報システム（GIS）に展開することで、

都市構造やその変化などの把握・分析・可視化を行っています。 

このような、都市計画と交通計画のデータを統合し、都市施策および交通施策の連携を

高めていくための分析ツールとして活用していくものとします。 

 

表 6-1 都市計画の分析例 

分析の視点 データ 活用イメージ 

交通施策効果の評価 ・交通施策による交通網・サ

ービスレベルの変化 

・沿線立地・集積の変化 

・乗車人数の変化 

・交通施策による公共交通

活性化効果の評価 

・沿線居住人口や沿線への

都市施設立地の効果の評

価 

交通課題箇所の抽出 ・交通網・サービスレベルの

現状 

・沿線立地・集積状況 

・現状の乗車人数 

・公共交通網と都市機能の

立地状況のギャップの把

握 

・公共交通不便地域の抽出 

・都市機能を誘導すべき地

域の抽出 

 

  

図 6-1 GIS を用いた都市分析のイメージ 
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【GIS を用いた都市分析例】 

以下に示す分析結果から、都市施設の立地状況と公共交通ネットワークとの関係性やコン

パクトプラスネットワーク形成に向けた課題を把握し、公共交通または都市機能誘導の施策

検討の基礎資料とします。 

 

○商業：スーパー500m 圏人口 

都心・沿線居住推進地区では居住者の 70.7％がスーパーの 500m 圏に居住。 

 

○医療：病院・診療所の 500m 圏人口 

都心・沿線居住推進地区では居住者の 83.4％が病院・診療所の 500m 圏に居住。 

 
  



 

187 

 

6.3. 持続可能な公共交通網の形成に向けた取組 

官民の関係者が参画した協議会を中心に、本計画に位置づけた施策の推進、実施状況を

モニタリングし、施策内容を見直すといった PDCA サイクルを回していく必要がありま

す。 

PDCA サイクルを意識した具体的な取組と関係機関の役割案を示します。 

 

表 6-2 PDCA サイクルにおける関係機関の役割 
 

組織 活動 PDCA 随時 毎年 5 年毎 

富山市都市交通協議

会 

協議会における計画

の策定・見直し 

PLAN 

CHECK 

  ○ 

協議会における計画

の達成状況の評価 

 ○  

各分科会 施策の推進 DO 

ACTION 

○   

富山市 事業実施の調整 DO ○   

交通データの集計 CHECK  ○  

市民アンケート調査 CHECK   ○ 

GIS による分析 CHECK   ○ 

交通事業者 事業の実施 DO ○   

交通のデータ提供 CHECK  ○  

 

 
図 6-2 計画を推進する体制 

 

【既存】富山市都市交

通協議会 

【新規】 

路線バス分

科会（例） 

【新規】 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

分科会（例） 

【新規】 

LRT 分科

会（例） 
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