
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小田原市緑の基本計画」改訂 素案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 はじめに 

 
本市はこれまで、平成８年３月に策定した小田原市緑の基本計画（以下「緑の基本計画」

という。）に基づき緑の保全・創出・啓発・都市公園の整備等を進めてきました。そして、

「緑の基本計画」策定から 25年が経過する中、平成 28年３月に、都市公園や身近な緑をめ

ぐる市民意識・要望の変遷、生活空間に近いところでの更なる緑化推進のニーズの高まり、

小田原の豊かな自然環境を更に育てる必要性、さらには交流人口の拡大に花や緑が果たす

役割の重要性などを鑑み、大幅な計画の改訂を行いました。  

改訂後は、「いのち・くらし・なりわいを支える持続可能なみどりをめざして」を基本理

念として掲げ、緑の保全・整備・啓発などに係る様々な施策を推進してまいりました。 

緑の基本計画改訂後、５年が経過した中で、まちづくりに当たっては、公園、広場、緑地、

農地等のオープンスペースに、景観、環境、防災、体験・学習・交流、にぎわい等の多面的

な機能の発揮が求められていること、公園ストックの老朽化の進行・魅力の低下や公共空間

の有効活用の要請など、公園の質的向上が課題となっていることなどが挙げられます。 

また、人口減少、高齢化社会の進展、災害に強いまちづくりの推進、農地の遊休地化など、

緑を取り巻く社会背景も大きく変化しており、多様化する公園や緑に対するニーズに応え

ていくには、行政による取り組みだけでは限界があります。これからは、官民の連携を深め

ながら、公園や緑地を適正に管理・運営し続けていくための体制や、新しい魅力を創出して

いく仕組みを築いていくことが求められています。 

国においても、都市の緑の機能に対する社会的要請が高まっていること、都市公園等の 

量的拡大の中で質の低下が見られること、その一方で人口減少、少子高齢化社会を迎え、 

財政制約や行政における人的資源には限界があること、企業や市民の意識の高まりのもと

民有地の緑化等が進んでいること、などを背景に、これから緑をより質の高いものとするた

めには、ストック活用、官民連携を進めること、併せて、農と調和したまちづくりを進める

こと、が重要という観点から、平成 29年６月に都市緑地法等の一部を改正する法律が施行

されました。 

一方、平成 27年度に閣議決定された国土形成計画、第４次社会資本整備重点計画では、

「国土の適切な管理」「安全・安心で持続可能な国土」「人口減少・高齢化等に対応した持続

可能な地域社会の形成」といった課題への対応の一つとして、グリーンインフラの取り組み

を推進することが盛り込まれました。グリーンインフラの取り組みを通じて、自然環境が 

有する機能を社会における様々な課題解決に活用し、防災・減災や地域振興、生物生息空間

の場の提供への貢献など持続可能な地域社会の形成を進めることが重要とされました。 

今後も、市民や事業者の皆様とより一層連携し、「緑の基本計画」の基本理念の実現に  

向けて、全力で取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 
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１ 小田原市緑の基本計画改訂の趣旨 

 

１－１ 改訂の理由 

 小田原市では、平成８年３月に「緑の基本計画」を策定し、平成 28 年３月には、 

本市を取り巻く社会情勢の変化、法改正、市民ニーズの多様化などを踏まえ、本市の

将来の緑のあるべき姿を明らかにするとともに、市民、企業、行政などが一体となっ

て緑のまちづくりに取り組んでいくため、大幅な計画の改訂を行いました。 

   平成 28 年３月の改訂から、５年が経過し、地球温暖化の進行、地震、台風などへの 

防災・減災対応、全国的な社会情勢として、人口減少社会の到来、超高齢化社会の進

展などの変化とともに、生物多様性の保全や緑を取り巻く環境の変化など、市を取り

巻く状況は刻々と変化してきています。 

   このような中、平成 28年の緑の基本計画改訂後の施策の取り組みを実績の形で整理

するとともに、関連計画との時点修正を行うこととしました。 

平成 29 年６月の都市緑地法等の一部改正、本計画全体の施策の進捗状況の確認や 

本市の上位計画である「おだわら TRY プラン(第５次小田原市総合計画)後期基本計画」

の策定及び「小田原市環境基本計画」等の関連計画が改訂されており、このため、  

「小田原市みどりの審議会」において審議を経て、「小田原市緑の基本計画改訂版」を

策定することになりました。 

   

１－２ 改訂の基本方針 

 今回の改訂では、平成 28 年３月版の緑の基本計画の施策の進展状況を確認すると 

ともに、関連法令の改正・関連計画の改訂に伴う現行計画の内容変更及び課題の 

整理を行う一部改訂とします。 

   計画書の改訂版は、別冊（増補版）として作成し、施策の進展状況を確認するため、 

第 6 章「みどりの推進施策」、第 7 章「地域別計画」の時点修正を行うものとします。 

このことについては、小田原市みどりの審議会規則（平成 29 年３月 31 日 規則 

第７号）に基づいて設置された「小田原市みどりの審議会」に諮り了承を得て決定しま 

した。 
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１－３ 今回の改訂スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和元年度第２回みどりの審議会（令和２年１月 24 日開催） 

・緑の基本計画の改訂（見直し）の基本方針について（審議） 

 

令和２年度第１回みどりの審議会 

（令和２年６月開催（書面協議）） 

・緑の基本計画改訂版骨子について（審議） 

令和２年度第２回みどりの審議会（令和２年８月 24 日開催） 

・緑の基本計画改訂版素案について（審議） 

緑の基本計画改訂版素案のパブリックコメント実施 

（令和２年 10 月から 11 月） 

令和２年度第３回みどりの審議会（令和３年１月開催） 

・緑の基本計画改訂版について（審議） 

緑の基本計画改訂版を神奈川県に報告 

（令和３年３月） 

緑の基本計画改訂版を公表（令和３年４月） 

緑の基本計画改訂版議会報告（令和３年２月） 

緑の基本計画改訂に伴う庁内説明会 

（令和２年２月 14日開催） 

２ 



２ 第６章「みどりの推進施策」に係る改訂 

   

 ２－１ 緑の基本計画改訂後の施策の実績一覧及び変更一覧（別紙） 

２－２ 緑の基本計画改訂後の事業内容の変更一覧（別紙） 
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２－３ みどりの重点施策に対する数値目標の修正 

基本方針に基づく各種施策の内、重点的に取り組む施策の進行管理を実施するための

成果目標を設定します。 

①民有地緑化によるみどりの創出に関する数値目標 

身近なみどりを量・質ともに向上させるための「(仮称)民有地の緑化の手引き」を  

策定し、支援策により住宅等の沿道部が緑化された件数や、都市廊政策における  

街なか緑化事業について、数値目標として設定します。 

 

②街路樹の再整備によるみどりの質の向上に関する数値目標 

本市が管理する延長約 15ｋｍの街路樹には、落葉や鳥の集団ねぐら対策のため、毎年

剪定が必要な路線が約４ｋｍあります。こうした状況をふまえ、「(仮称)街路樹の整備・

維持管理ガイドライン」を策定し、沿道住民等との調整のうえ、街路樹としての機能

の維持や景観の向上、維持管理の負担減が見込める樹種へ計画的に更新を行う延長を

数値目標として設定します。 
 

目標 

計画策定時現況 

平成26年度 

（2014年） 

現況 

令和2年度 

（2020年） 

中間年次 

令和7年度 

（2025年） 

目標年次 

令和17年度 

（2035年） 

街路樹を再整備した延長 0.0 km 0.0 km 2.0 km 4.0 km 

 

③身近な公園で活動する団体に関する数値目標 

本市の身近な公園（平成 26 年４月１日現在 134 箇所）を対象として、地域が望む姿

に市と協働でプロデュースしていただき、自主的な管理も含めて公園を育んでいただ

くことで、愛着をもって利用できる身近な公園の充足感向上を目指し 「身近な公園

プロデュース団体の活動公園数」を数値目標として設定します。 

＊下段（ ）内は、身近な公園の数に対するプロデュース団体の活動公園数の割合 

 
 
 
 

目標 

計画策定時現況 

平成26年度 

（2014年） 

現況 

令和2年度 

（2020年） 

中間年次 

令和7年度 

（2025年） 

目標年次 

令和17年度 

（2035年） 

支援策により住宅等の 
沿道部が緑化された件数 

0 件 42 件 50 件 150 件 

街なか緑化事業が 
実施された延長 

0.2 km 0.7km 1.8 km 3.0 km 

目標 

計画策定時現況 

平成26年度 

（2014年） 

現況 

令和2年度 

（2020年） 

中間年次 

令和7年度 

（2025年） 

目標年次 

令和17年度 

（2035年） 

身近な公園プロデュース
団体の活動公園数 

13 公園 
（1割） 

48 公園 
（約 4割） 

60公園 

（約4.5割） 

80 公園 
（約 6割） 
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④ふるさとみどり基金に関する数値目標 

人口減少や財政規模の縮小を見据え、みどりを持続可能なものにしていくために、施

設・資金・ひとをマネジメントの資源として捉え、その仕組みづくりに取り組む必要

があります。 

その中でも、ふるさとみどり基金の制度の見直しや基金をベースとした資金循環の 

仕組みづくりはみどりの保全・創出・育成のなかで大きな役割を担います。 

そこで基金の認知度の向上もふまえ、基金の内、市民や企業、団体等からの寄附金  

総額を数値目標として設定します。 

目標 

計画策定時現況 

平成26年度 

（2014年） 

現況 

令和2年度 

（2020年） 

中間年次 

令和7年度 

（2025年） 

目標年次 

令和17年度 

（2035年） 

ふるさとみどり基金 
市民等からの寄附金総額 

1.59 億円 1.68 億円 1.81 億円 2.12 億円 
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３ 第７章「地域別計画」に係る改訂 

 

３－１ 第６章の変更に伴う修正及び追記（別紙） 

３－２ 片浦地域の主な事業・取り組み（別紙） 

３－３ 中央地域の主な事業・取り組み（別紙） 

３－４ 富水・桜井地域の主な事業・取り組み（別紙） 

３－５ 川東北部地域の主な事業・取り組み（別紙）  

３－６ 川東南部地域の主な事業・取り組み（別紙）  

３－７ 橘地域の主な事業・取り組み（別紙）  
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４ 制度改正に伴う「生産緑地地区」※１の記載事項の追加 

  

４－１ 都市農地の保全 

都市農業の生産基盤である都市農地は、区域区分の都市計画決定後、市街化区域では、 

課税の軽減措置が講じられるなどして保全されてきました。 

平成３年の生産緑地法の改正により、市街化区域内農地については、都市計画におい

て「保全する農地」である生産緑地地区と「宅地化農地」に区分され、本市では、平成

４年に生産緑地地区を指定し、市街地における貴重な緑として 保全に努めてきまし

た。 

平成 27 年４月に、都市農業の安定的な継続や良好な都市環境の形成に資することを

目的とした「都市農業振興基本法」が制定され、平成 28 年５月に、都市農業の振興に

関する施策についての基本的な方針、都市農業の振興に関し政府が 総合的かつ計画

的に講ずべき施策等について国が定めた都市農業振興基本計画が閣議決定されました。 

また、平成 29 年に都市緑地法が改正され、農地が緑地の一部として明確に位置づけ

られたことから、都市における農地の計画的な保全を図ることとなり、生産緑地地区に

定められた農地が都市における緑地保全施策の対象となりました。 

これまで市街化区域内に存する都市農地は、宅地化予定地として見られてきましたが、 

「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から

「あるべきもの」へと転換されました。 

この中で、地方公共団体は、政府の基本計画を基本として、その地方公共団体におけ

る都市農業の振興に関する計画（地方計画）を定めるよう努めることとされており、 

本市においては、都市農地の多様な機能の適正かつ十分な発揮と都市農地の有効な 

活用及び適正な保全が図られるよう、令和３年度策定予定の農業振興計画に位置付け

る予定です。 

 

※１ 生産緑地地区 

都市計画に定めることができる地域地区の一つで、市街化区域内における緑地機能

や将来の公共施設予定地などとして、優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市

環境の形成に資することを目的として指定するもの。 
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４－２ 生産緑地地区の基本的方針 

生産緑地地区の多くは、令和４年に指定から 30年が経過するため、今後、いっそう

都市農地の減少が懸念されます。 

そこで、都市農地を保全するため、平成 29年の生産緑地法改正により特定生産緑地

制度※２が創設され、また、生産緑地地区を定めることができる農地等の面積の下限を、

法で一律に定められた「500 ㎡」から、市町村が地域の実情に応じて条例で「300 ㎡以

上 500 ㎡未満」の範囲で定めることができることになり、さらに、生産緑地地区内で 

直売所、農家レストラン等の設置が可能となりました。 

本市では、令和２年６月に「小田原市生産緑地地区の区域の規模の特例に関する条例」

を制定し、小田原市立地適正化計画※３にて定める一般居住区域※４の生産緑地地区の 

面積要件を 300 ㎡以上とし、ゆとりある居住環境を目指し、都市農地と共存した居住環

境の形成を図ることとしました。 

また、生産緑地に指定してから 30 年が経過した場合の、市への買取り申出制度に  

ついても、公園用地等の確保に有効に利用できるよう検討していきます。 

ほかにも、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」※５に基づき、意欲ある都市農業者

による生産緑地地区の有効活用を図り、農地の適切な保全管理を推進していきます。 

 

※２ 特定生産緑地制度 

     生産緑地地区の指定から 30 年を経過すると、いつでも買取り申出できますが、  

税制優遇（固定資産税・相続税等）を受けることができなくなります。特定生産緑

地制度は、営農継続する意向のある農家が、買取り申出ができる時期を 10 年延長

し、引き続き税制優遇を受けることができる制度。 

※３ 小田原市立地適正化計画 

居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により、 

都市全域を見渡したマスタープラン。 

※４ 一般居住区域 

居住誘導区域に含まれない市街化区域（工業専用地域等を除く）。 

※５ 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 

   市街化区域内農地のうち、生産緑地の貸借が安心して行える新たな仕組み。  
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５ 「グリーンインフラ」に関する記述の追加 

 

５－１ グリーンインフラとは 

（１）グリーンインフラの考え方 

グリーンインフラとは、社会資本整備、土地利用等のハード・ソフト両面において、 

自然環境が有する多様な機能（生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温

上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めるもの

と定義されており、「みどり」が元来持っている多様な機能をインフラとして利用し

ていくことを言います。 

これまでの緑の基本計画は、限定的に緑地のあり方を対象としてきましたが、成熟 

社会の持続可能性が高い都市形成には、災害に対する安全性や生物多様性、都市住民 

の生活の質（ＱＯＬ）の向上といった分野がより重要になるため、グリーンインフラ 

による緑地計画によって、自然環境の持つ多機能性を活かした都市空間を実現して  

いく手段へと役割を拡大することが期待されています。 

出典：国土技術政策総合研究所資料「これからの社会を支える都市緑地計画の展望・    

人口減少や都市の縮退等に対応した緑の基本計画の方法論に関する研究報告書」 

を加工して作成 

 

（２）グリーンインフラが求められる背景 

グリーンインフラが求められる背景としては、気候変動への対応、グローバル社会

での都市の発展、人口減少社会での土地利用の変化への対応、既存ストックの維持 

管理、自然と共生する社会の実現など中長期的な課題への対応が考えられます。 

また、平成 27年度に閣議決定された国土形成計画、第４次社会資本整備重点計画  

では、「国土の適切な管理」「安全・安心で持続可能な国土」「人口減少・高齢化等に    

対応した持続可能な地域社会の形成」といった課題解決の一つの手法として、   

グリーンインフラの取組を推進することが盛り込まれました。 

参考：グリーンインフラ推進戦略（令和元年７月国土交通省） 
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（３） グリーンインフライメージ図 

 <社会的課題> 

 

 

 

 

 

 

<自然環境が有する機能> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<多様な効果> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省資料（平成 29 年）「グリーンインフラストラクチャー～人と自然環境の 

より良い関係を目指して～」 

 

 

〇安全・安心で持続可能な国土 

〇国土の適切な管理 

〇生活の質の向上 

〇人工減少・高齢化に対応した持続可能な社会の形成 

等 

〇良好な景観形成 

〇生物の生息・生育の場の提供 

〇浸水対策（浸透等） 

〇健康、レクリエーション等文化提供 

〇延焼防止 

〇外力減衰、緩衝 

〇地球温暖化緩和 

〇ヒートアイランド対策 

                       等 

〇防災・減災や地域振興、生物生息空間の場の提供への貢献等、地域課題への対応 

〇持続可能な社会、自然共生社会、国土の適切な管理、質の高いインフラ投資への貢献 

グリーンインフラ 

地域振興 環  境 

防災・減災 
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５－２ グリーンインフラの動向 

  持続可能な社会の形成の観点から、自然環境を保全・再生するだけでなく、課題解決

の一手段として、積極的に自然環境を活用していく必要があり、その際には、自然    

環境の多面的な機能を使いこなすという視点が重要です。 

 

（１）全国の事例 

① まちづくりと連携した総合的な治水対策と暑熱緩和 

    気候変動による激甚化が予想される局地的大雨やヒートアイランド現象への対応

には、雨水貯留・浸透施設による内水氾濫対策、緑化による暑熱緩和が有効です。 

事例：ア）民有地・民間建築物・公共空間等の緑化。（道路の緑化、屋上庭園等） 

・辰巳の森海浜公園（東京都江東区） 

② まちづくりにおけるグリーンインフラの取り組み 

    地域住民による緑地の維持管理や農作業等の体験、ウォーキング等の多様な活動

により、都市部における地域コミュニティの形成が図られるとともに、心身の健康

維持や健康寿命の延伸・社会保障費の削減に寄与しています。 

   事例：ア）地域住民による緑地の管理・体験（市民農園、コミュニティ農園として、

地域住民が農作物栽培の体験をしながら緑地を管理） 

・みつけイングリッシュガーデン（新潟県見附市） 

イ）低未利用地空間を活用した緑地の創出（住宅地の低未利用空間をコミュニ

ティ農園として整備） 

・北加賀屋みんなののうえん（大阪市） 

③ 公園緑地における民間活力によるグリーンインフラの推進 

    グリーンインフラの推進には民間企業と連携し、持続可能な運営を図ることが  

有効です。公園緑地の整備・維持管理に民間企業の資金・ノウハウを活用する例が

みられます。 

事例：ア)民間再開発による緑化と一体となった公園の整備 

・二子玉川ライズ（東京都世田谷区） 

イ）民間による都心の緑地の整備・維持管理 

・大手町の森（東京都千代田区） 

 

（２）小田原市におけるグリーンインフラの検討 

    本市においても、様々な地域課題を解決するため、自然環境が有する多様な機能を

活用し、持続可能で魅力ある地域づくりを進めるグリーンインフラに関する取組を

進めていくことは重要であると考えます。 

    本市の緑の基本計画においても、水源環境の保全・再生（地域水源林整備事業）、

農業・農村環境の多面的機能の活用（農業への理解の促進と交流の推進）、民有地緑

化の支援（民有地緑化支援制度等の創設）、都市公園における災害への防備（身近な

公園（街区公園）における防災機能の確保の支援）、市民・企業の緑化活動の支援  

（グリーンカーテンの普及・啓発）などはグリーンインフラの取組として位置づける

ことができます。 
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今後は、現在抱えている社会的・地域的課題を解決していく一つの手段として、 

グリーンインフラの取組を推進していくことは、重要であると考え、次期改訂に向け

て検討を進めます。 
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