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第４章 計画推進の基本方向と施策 

 

 

《 施策の体系 》 

（１）都市公園の整備・充実  

① 身近な公園緑地の適正配置 

② 既存公園のリニューアル 

③ 公園のユニバーサルデザイン 

 

（２）健康・スポーツ、レクリエーションニーズに対応した公園の整備・充実  

① 健康・運動に対応した公園整備 

② 様々なスポーツのニーズに応じた公園・緑地整備 

③ レクリエーション施設の整備及び利活用 

 

（３）公共施設緑化の推進  

① 公共施設緑化の推進 

② 未利用地・低利用地の緑化 

 

（４）優れた景観の創出  

① 景観エリア（白山景観エリア、山間地景観エリア、田園景観エリア、市街地景

観エリア） 

② 景観軸（山並み景観軸、河川景観軸、海岸景観軸、道路景観軸、鉄道景観軸） 

③ 景観核（自然景観核、歴史景観核、まちなみ景観核、まちづくり景観核、交通

拠点景観核、観光拠点景観核） 

④ 眺望点（白山眺望景観点、俯瞰
ふ か ん

景観点、その他の眺望景観点） 

 

 

 

 

 

４－１ 生活に潤いと安心をもたらす緑の創出    ～緑の創出～ 
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（１）都市公園の整備・充実 

 

 

  街区公園や近隣公園、地区公園などの住区基幹

公園は、住民の安全で快適かつ健康的な生活環境

などを確保するために重要です。 

・ 市内において、新たな住宅開発を行う地域を中

心に、身近な公園の整備に努めます。 

・ 鳥越城跡などは、史跡公園として整備に努めま

す。 

 

 

 

・ 老朽化して、住民の利用が少なくなった既存の

公園については、リニューアルに努め、公園の利

活用を図ります。 

・ 安全性の確保から、老朽化した施設や遊具など

の更新に努めます。 

・ 公園緑地のアセットマネジメント※１）の観点か

ら長寿命化対策に取り組みます。 

 

施 策 実施主体 

既存公園のリニューアル 市、県 

老朽化した施設・遊具の更新 市、県 

公園長寿命化対策 市、県 

 

 

  災害時はもとより、通常の場合においても、子どもから高齢者まで様々な人が快適に

利用できるよう、ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた公園の整備を進めます。 

施 策 実施主体 

公園のユニバーサルデザイン 市、県 

  

施 策 実施主体 

住区基幹公園（街区公園・近隣公園・地区公園）の整備 市 

区画整理事業等による公園緑地整備 関係団体、市 

史跡公園の整備 市 

市民提案型公園の整備 市民、市、県 

既存公園の情報発信・利用促進 市民、市、県 

①身近な公園緑地の適正配置 

②既存公園のリニューアル 

③公園のユニバーサルデザイン 

※１）アセットマネジメント…土木の分野においては、橋梁や道路、公園などの社会資本について、安全性や利用

者満足を確保しながら、効率的に維持管理、長寿命化を進めることを指す。 

十八河原公園（鶴来） 

改修前の老朽遊具 
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（２）健康・スポーツ、レクリエーションニーズに対応した公園の整備・充実 

 

 

  市民が様々な健康運動を行えるよう、ウオーキングコースの整備や健康遊具の設置、

自然歩道の整備など、市民のニーズを踏まえた公園施設の整備・充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

ウオーキングコースの整備 市、県 

健康遊具の設置 関係団体、市、県 

多目的広場の整備 市、県 

自然歩道の整備 市、県 

手取キャニオンロードなど自転車道路の整備 市、県 

 

 

 

・ 子どもから高齢者のあらゆる世代のスポーツの

ニーズに対応した公園や緑地・広場の整備に努め

ます。 

・ 施設が老朽化し利用が少ないスポーツ施設につ

いては、リニューアルによる利活用促進に努めま

す。 

・ 硬式野球場については、適地選定の上、整備に

努めます。 

 

施 策 実施主体 

多様なスポーツに対応した広場の整備 市、県 

硬式野球場の整備 関係団体、市、県 

既存スポーツ施設のリニューアル 市、県 

スポーツ施設の緑化充実 市、県 

①健康・運動に対応した公園整備 

②様々なスポーツのニーズに応じた公園・緑地整備

スポーツ施設の緑化（若宮体育館） 

健康遊具の設置（北安田町） ウオーキングコース（若宮公園） 
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・ 本市には、白山ろくを中心に大規模レクリエー

ション施設が多く分布しており、レクリエーショ

ンニーズを踏まえた施設の利活用を図ります。 

・ 白山ろくテーマパーク及び松任Ｃ.Ｃ.Ｚ.の未整

備区域の整備を図ります。 

・ 市内には、市民が自然とふれあう自然歩道や自

転車道路が整備されており、さらに整備の充実を

図ります。 

・ 観光施設については、花木植栽により、彩りを

豊かにすることで施設の魅力アップに努めるとと

もに、ガーデニング教室の開催などソフトの充実

と併せた利活用の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

白山ろくテーマパークの整備促進 市、県 

松任Ｃ.Ｃ.Ｚ.未整備区域の整備促進 市、県 

自然歩道や自転車道路の整備・充実 市、県 

スキー場など大規模レクリエーション施設の利活用促進 関係団体、市、県 

観光・レクリエーション施設の花木植栽推進 関係団体、市、県 

観光施設でのガーデニング教室 市、県 

③レクリエーション施設の整備及び利活用 

白山ろくテーマパーク 

ハーブの里ミントレイノ 

緑の村（白峰） 
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（３）公共施設緑化の推進 

 

 

・ 市役所や図書館、学校の敷地などの公共施設について、敷地周辺の緑化や壁面緑化に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

公共施設の敷地内緑化 市、県、国 

壁面緑化の推進（再掲） 市、県、国 

緑のカーテン事業の推進 関係団体、市 

 

 

 

  道路拡幅用地や空き地など、現在あまり利用さ

れていない公的用地の緑化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

未利用地・低利用地の緑化 市民、市、県、国 

①公共施設緑化の推進 

松任学習センター前緑地 

②未利用地・低利用地の緑化 

道路拡幅用地の一部をシイ・カシなど

で緑化（国道 157 号） 

石川ルーツ交流館 
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（４）優れた景観の創出 

  本市の景観については、「白山市景観計画」で位置づけられた景観づくりの基本的な

考え方に基づいて緑と花による景観形成を進めていきます。 

 

 

 白山景観エリア 

  豊かな自然環境を有する白山景観エリアについ

ては、希少な動植物の保護や水環境を保全する環

境施策と連携した、良好な自然景観の保全を図り

ます。 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

ブナ林や原生林などの保全（再掲） 市民、関係団体、市、県 

水源地でのブナ林などの再生（再掲） 市民、関係団体、市、県 

松くい虫やカシノナガキクイムシなどによる松やナラの被

害対策強化（再掲） 
市民、関係団体、市、県 

天然記念物の保護 市、県、国 

指定文化財保存管理 市、県、国 

絶滅危惧種など保護が必要な動植物の保全 市、県、国 

 

 山間地景観エリア 

豊かな自然と共生する山間地景観エリアについ

ては、里山保全や農地の保全などの施策と連携し

て山間地景観の保全を図ります。 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

間伐・下草刈りなどによる里山林の管理（再掲） 市民、関係団体、市、県 

間伐・枝打ちなどによる人工林の管理 関係団体、市、県 

耕作放棄地の解消（再掲） 市民、関係団体、市、県 

優良農地の保全（再掲） 市民、関係団体、市、県 

 

西山（白峰）からみた白山 

二曲
ふ と げ

城跡
じょうせき

から見た白山ろく 

①景観エリア 
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 田園景観エリア 

  平野部の田園景観エリアについては、土地利用

の適正化や農地の保全、屋敷林の保全などの施策

と連携した、良好な田園景観の維持を図ります。 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

市街化調整区域設定による土地利用の適正化（再掲） 市、県 

耕作放棄地の解消（再掲） 市民、関係団体、市、県 

優良農地の保全（再掲） 市民、関係団体、市、県 

地域ぐるみで行う農地・農業用水等施設の保全（再掲） 市民、市、県 

屋敷林など民有地緑地の保全（再掲） 市民、関係団体、市 

社
し ゃ

叢
そ う

林
り ん

の保全（再掲） 市民、関係団体、市、県 

 

 市街地景観エリア 

住宅地、商業地や工業地が集積している市街地

景観エリアについては、民有地緑化の推進、公共

施設緑化の推進や街路樹による沿道緑化の推進な

どにより良好な市街地景観の創出を図ります。 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

前庭緑化の推進（再掲） 市民、関係団体、市 

屋敷林など民有地緑地の保全（再掲） 市民、関係団体、市 

生け垣の推奨（再掲） 市民、関係団体、市 

地区計画等による緑化率規制制度※１）の活用（再掲） 市民、関係団体、市 

プランターやハンギングバスケットなどを用いた緑化（再掲） 市民、関係団体、市 

駐車場緑化（再掲） 市民、関係団体、市 

壁面緑化の推進（再掲） 市民、関係団体、市 

街路樹による緑化の推進（再掲） 市、県、国 

 

手取川扇状地の集落・屋敷林（福新町）

千代女の里俳句館前の緑化 

※１）緑化率規制制度…地区計画等において緑化率を定めることができる制度。 
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霊峰白山を中心とした山並み景観軸をはじめ、河川景観軸、海岸景観軸、道路景観軸、

鉄道景観軸のそれぞれの景観軸については、森林や里山林の保全、河川・海岸の美化活

動、街路樹による沿道緑化などの推進により良好な景観づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

水源地でのブナ林などの再生（再掲） 市民、関係団体、市、県 

間伐・下草刈りなどによる里山林の管理（再掲） 市民、関係団体、市、県 

クロマツ林の保全・育成（再掲） 市、県 

海岸清掃「クリーンビーチいしかわ」事業等との連携（再掲） 市民、関係団体、市、県 

手取川や手取川七ヶ用水など河川・用水の自然環境保全（再掲） 関係団体、市、県 

街路樹による緑化の推進（再掲） 市、県、国 

 

山並み景観軸 

手取川（呉竹文庫付近）から見た白山

道路景観軸 

国道 157 号沿道緑化 

②景観軸 
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  景観計画で位置づけられている自然景観核、歴

史景観核、まちなみ景観核、まちづくり景観核、

交通拠点景観核、観光拠点景観核のそれぞれの景

観核については、自然や歴史・伝統・文化と調和

した緑化による景観形成を進めるとともに、地区

計画等による緑化推進施策も取り入れた景観形成

を進めていきます。 

 

 

施 策 実施主体 

前庭緑化の推進（再掲） 市民、関係団体、市 

生け垣の推奨（再掲） 市民、関係団体、市 

地区計画等による緑化率規制制度の活用（再掲） 市民、関係団体、市 

駐車場緑化（再掲） 市民、関係団体、市 

壁面緑化の推進（再掲） 市民、関係団体、市 

街路樹による緑化の推進（再掲） 市、県、国 

 

 

本市の代表となる誇るべき白山眺望景観点、俯瞰
ふ か ん

景観点やその他眺望景観点のそれぞれ

の眺望点については、それぞれの景観の保全を図ります。そのため、眺望のＰＲや視点場

の環境整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

視点場の環境整備 市、県 

 

 

まちなみ景観核 

緑と調和した白峰のまちなみ 

白山眺望景観点 

田園を前景にした白山（小川町周辺） 

俯瞰
ふ か ん

景観点 

手取峡谷（不老橋から下流方向） 

③景観核 

④眺望点 
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《 施策の体系 》 

（１）白山国立公園等の自然保護  

① 白山国立公園及び県立自然公園の自然保護 

② 希少動植物・保存樹等の保全 

 

（２）白山ろくを中心とした森林・里山林の保全  

① 里山林の保全 

② 人工林の維持管理 

③ 水と緑のネットワーク形成 

④ 生態系に配慮した緑の保全 

 

（３）日本海沿いの海岸部の自然環境の保全  

① 防風林の保全等 

 

（４）土地利用の適正化による緑地の保全  

① 土地利用の適正化 

 

（５）環境負荷の低減  

① 水源かん養林の保全 

② 地下水かん養の推進 

③ 地球温暖化対策に向けた緑化 

④ 大気汚染・騒音等の対策強化 

 

（６）災害時における公園の防災機能の強化  

① 避難地の確保 

② 道路緑化の推進による避難路の安全性確保 

③ 公園の防災機能の強化 

 

（７）防災のための緑の確保  

① 保安林の保全 

② 河川・農地による水害対策強化 

 

４－２ 豊かな自然と共生した緑の保全      ～緑の保全～ 
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（１）白山国立公園等の自然保護 

 

 

  白山国立公園並びに獅子吼・手取県立自然公園及び白山一里野県立自然公園は、自然

度の高い多様な生態系が維持されていますが、近年登山客などによる外来植物の持ち込

みや踏圧による植物群落への影響などが懸念されています。 

・ このため、国のグリーンワーカー事業※１）や県

及び環白山保護利用管理協会※２）などと連携し、

白山国立公園・県立自然公園における固有の生態

系の保全を進めるとともに、定期的な生物調査、

監視（モニタリング）などを実施し、自然環境を

保全するための監視体制強化に努めます。 

・ 自然公園内の生物多様性保全に向けたＰＲや利

用者のマナー向上のための取り組みを進めます。 

施 策 実施主体 

自然公園施設の整備・充実（登山道管理） 市、県 

生態系の維持に影響のある外来植物種の駆除 市民、関係団体、市、県、国 

高山植物馴化
じゅんか

試験※３） 関係団体、市 

定期的な生物調査・監視 関係団体、国 

自然公園の生物多様性保全に向けたＰＲ 市、県、国 

利用マナー向上や自然保護の普及啓発 市民、市、県、国 

 

 

  本市では、保護上重要な植物群落が 16 箇所、指

定文化財（天然記念物）のうち、保存樹や植物群落

などが 30箇所指定を受けています。これらの希少

な動植物・保存樹等の保全を進めます。 

 

 

施 策 実施主体 

天然記念物の保護（再掲） 市、県、国 

指定文化財保存管理（再掲） 市、県、国 

絶滅危惧種など保護が必要な動植物の保全（再掲） 市、県、国 

① 白山国立公園及び県立自然公園の自然保護 

② 希少動植物・保存樹等の保全

白山国立公園内の生態系の保全 

※１）グリーンワーカー事業…国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、地域の自然や社会状況を熟知

した地元の住民団体等により、地域の実情に対応した迅速できめ細かに自然環境保全活動を実施し、国立公園

の管理のグレードアップを目的とした事業。 

※２）環白山保護利用管理協会…白山国立公園と周辺地域の 4 県６市１村の人々が、環境保全や地域振興などに対

して連携・協働するために設立した組織。 

※３）高山植物馴化（じゅんか）試験…白山国立公園内の貴重な高山植物を守るために、異なる環境である低山帯

（白山市西山）にて試験栽培を行っているもの。 

太田の大トチノキ 
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（２）白山ろくを中心とした森林・里山林の保全 

 

 

  里山林は、人の手により管理されてきた二次的な自然ですが、多様な動植物が生息す

る環境であるとともに、水源かん養や大気浄化など多面的な役割を有しています。一方、

管理不足に伴い、里山が放置・荒廃し、里山の持つ多面的機能が低下しています。 

・ このため、県の「里山利用・保全プロジェクトチーム」※１）等と連携し、間伐・下草

刈りなど定期的な里山林の維持管理を進め、里山の多面的機能を保全するとともに、近

年問題となっている鳥獣被害対策の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

間伐・下草刈りなどによる里山林の管理（再掲） 市民、関係団体、市、県 

スギ林、竹林の整備 市民、関係団体、市、県 

松くい虫やカシノナガキクイムシなどによる松やナラの被

害対策強化（再掲） 
市民、関係団体、市、県 

裸地・のり面における植生復元 市民、関係団体、市、県 

人里周辺の里山管理による鳥獣被害対策強化 市民、関係団体、市、県 

白山自然保護センターや環境ＮＰＯなどと連携した環境教育 市民、関係団体、市、県 

山菜不法採取取締強化 警察、市、県 

森林・里山保全活動指導者の養成 市民、県 

県指定の「先駆的里山保全地区」※２）での取り組み支援 関係団体、市、県 

 

 

 

 

 

 

① 里山林の保全 

白山ろくの里山（鳥越） 

※１）里山利用・保全プロジェクトチーム…平成 20年（2008）に、石川県庁内の様々な部局が結集し、里山里海の

利用・保全に向けた一体的な取り組みを進めている。 

※２）先駆的里山保全地区…石川県内で、住民が意欲的に里山里海の利用・保全に取り組んでいる地域の中から 7 

地区を選定し、地域住民が自発的に行う取り組みを重点的に支援している。 

白山市内では、上木滑地区が選定されている。 

先駆的里山保全地区（上木滑地区） 
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  市内では、山ろくを中心に、人工林が分布して

いますが、ほとんどがスギの単層林で造林されて

おり、生物多様性に乏しい林となっています。ま

た、管理不足林の増加に伴い、森林の放置・荒廃

により森林の多面的機能が低下しています。 

・ このため、人工林の適切な維持管理に努めると

ともに、生態系に配慮した混交林化※１）などを進

め、生物多様性の保全など森林の持つ多面的な機

能の保全を図ります。 

施 策 実施主体 

間伐・枝打ちなどによる人工林の管理（再掲） 関係団体、市、県 

単層林の混交林化 関係団体、市、県 

いしかわ森林環境税などを活用した森づくりの推進 関係団体、市、県 

県の「県民参加の森づくり」との連携・推進 市、県 

 

② 人工林の維持管理 

白山市内のスギ植林（鶴来） 

※１）混交林化…2種類以上の樹木により構成される樹林を混交林と呼ぶ。混交林化とは、1種類の樹種で構成され

る単層林を 2種類以上の樹林にすること。 
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  本市には、山ろくの広大な山林をはじめ、手取

川扇状地の水田を中心とした農地、石川海岸の自

然など、それぞれの空間に多様な生き物が生息し

ています。また、河川や用水、街路樹、そして集

落の屋敷林などが網の目のようにつながっており、

市全域において水と緑のネットワークが形成され

ています。これらの緑は、鳥や小動物の移動ルー

トとなっており、ビオトープネットワーク※１）の

形成に重要な役割を果たしています。 

・ このため、手取川や手取川七ヶ用水周辺の自然

環境を保全するとともに、屋敷林など民有地緑地

の保全や街路樹による沿道緑化などを進め、水と

緑のネットワーク強化に努めます。 

 

施 策 実施主体 

手取川や手取川七ヶ用水など河川・用水の自然環境保全（再掲） 関係団体、市、県 

屋敷林など民有地緑地の保全（再掲） 市民、関係団体、市 

街路樹による緑化の推進（再掲） 市、県、国 

 

 

 

・ 学校の敷地内や公園の敷地内に、地域の生態系

に配慮した緑地を整備するとともに、郷土種によ

る緑化に努めるなど、生物多様性の保全や環境教

育の場としての活用を図ります。 

・ 神社の社叢林
し ゃ そ う り ん

など地域の貴重な緑の保全を図り

ます。 

 

 

施 策 実施主体 

地域の生態系に配慮した公園・緑地の整備 市、県 

環境教育の推進 市民、関係団体、市、県 

社
し ゃ

叢
そ う

林
り ん

の保全（再掲） 市民、関係団体、市、県 

郷土種（草花等）による緑化推進 市民、関係団体、市、県 

 

 

③ 水と緑のネットワーク形成 

④ 生態系に配慮した緑の保全 

神社の社
しゃ

叢
そう

林
りん

（若宮八幡神社） 

手取川を中心とした 

水と緑のネットワーク 

※１）ビオトープネットワーク…樹林地や水辺などで生息する動物の生息空間を確保するために、拠点となる緑を

「回廊」で結ぶこと。 
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（３）日本海沿いの海岸部の自然環境の保全 

 

 

  海岸沿いに分布しているクロマツ林や、海岸部に自生しているハマナス群落は、海岸

部に残された貴重な自然であるとともに、飛砂・防風など防災の役割も担っています。

そこで、海岸沿いに残された貴重な自然環境の復元・保全に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

クロマツ林の保全・育成（再掲） 市、県 

松くい虫による被害の対策強化 市、県 

ハマナス群落の保全 市民、関係団体、市、県 

海岸清掃「クリーンビーチいしかわ」事業等との連携（再掲） 市民、関係団体、市、県 

 

 

 

① 防風林の保全等 

海岸沿いのクロマツ林 

（小舞子海岸） 
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（４）土地利用の適正化による緑地の保全 

 

 

  本市では、市域の９割以上が農地・山林などの自然的土地利用で占められ、都市計画

区域内でも約 2/3 が自然的土地利用となっています。 

・ 今後、現在の土地利用を踏襲しながらも、市全域で統一された土地利用制度のもと、

無秩序な開発を抑制することで、農地・山林など現在の良好な自然環境の保全に努めま

す。 

・ 優良農地を中心に農地を積極的に保全します。また、山ろくの農地を中心に、耕作放

棄地の解消に向けた対策強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

市街化調整区域設定による土地利用の適正化（再掲） 市、県 

耕作放棄地の解消（再掲） 市民、関係団体、市、県 

中山間地域等直接支払制度※１）の取り組み推進 市民、関係団体、市、県 

優良農地の保全（再掲） 市民、関係団体、市、県 

地域ぐるみで行う農地・農業用水等施設の保全（再掲） 市民、市、県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 土地利用の適正化 

獅子吼高原から見た手取川扇状地 手取川扇状地内集落の屋敷林 

※１）中山間地域等直接支払制度…平地の農地に比べて自然的・経済的・社会的条件が不利な地域に対して、農業

生産活動の維持を通じて多面的機能を確保する観点で、直接支払交付金を交付する制度。 
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（５）環境負荷の低減 

 

 

・ 水源かん養林としての役割を果たしている手取

川上流域の森林を中心に、ブナ林や原生林など樹

林地等の保全や雨水の地下浸透を図ります。 

・ 松くい虫やカシノナガキクイムシなどによる松

やナラの被害対策強化により、水源かん養林の保

全を図ります。 

 

 

 

・ 市内の森林や水田などの保全により、雨水の地

下浸透を推進し、地下水のかん養に努めます。 

・ 河川・用水・畦畔などにおいて、多自然型護岸

整備※１）による雨水の地下浸透に努めます。 

・ 地下水くみ上げ規制も進め、地下水位の維持を

図ります。 

・ 河川や地下水の水質調査など定期的な検査を実 

施し、水質保全に努めます。 

・ 良質な地下水の保全や湧水地の育成とともに、湧水地に生息するトミヨの保護を図り

ます。 

 

 

施 策 実施主体 

ブナ林や原生林などの保全（再掲） 市民、関係団体、市、県 

水源地でのブナ林などの再生（再掲） 市民、関係団体、市、県 

松くい虫やカシノナガキクイムシなどによる松やナラの被

害対策強化（再掲） 
市民、関係団体、市、県 

樹林地における雨水の地下浸透推進 市民、関係団体、市、県 

水源かん養林における適正管理 市民、関係団体、市、県 

施 策 実施主体 

森林や水田などによる雨水の地下浸透の推進 市民、関係団体、市、県 

河川・用水・畦畔の多自然型護岸整備 関係団体、市、県 

地下水くみ上げ規制 市、県 

河川水質調査、地下水水質調査 市、県 

水質の保全 市民、関係団体、市、県 

美川地域の湧水地に生息するトミヨの保護 市民、関係団体、市、県 

① 水源かん養林の保全 

② 地下水かん養の推進 

多自然型護岸（倉部川） 

民間企業による森林再生事業 

（獅子吼高原） 

※１）多自然型護岸整備…治水上の安全を確保しつつ、植物の良好な育成環境に配慮した、水と緑による護岸整備。
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・ 本市は、首都圏などの大都市と異なり、市街化

に伴うヒートアイランドによる影響はほとんど見

られませんが、地球温暖化対策は地球規模で取り

組む課題であり、本市においても地球温暖化対策

地域推進計画の策定などによる取り組みを進めま

す。 

・ 壁面緑化などによるヒートアイランド対策緑化

を図ります。 

 

施 策 実施主体 

地球温暖化対策条例の推進 市民、関係団体、市 

地球温暖化対策地域推進計画の策定 関係団体、市 

壁面緑化の推進（再掲） 市民、関係団体、市、県 

 

 

 

 

  工場などから排出される化学物質や、自動車の排

出ガスによる大気汚染、自動車から出される騒音対

策のために、騒音調査を定期的に実施するとともに、

緩衝緑地の整備や街路樹による沿道緑化、敷地内の

緑化を進め、生活環境の改善に努めます。 

 

 

施 策 実施主体 

騒音調査の実施 市 

緩衝緑地の整備 市 

公園・緑地の緑被率向上 市、県 

街路樹による緑化の推進（再掲） 市、県、国 

工業用地など騒音を伴う施設周辺の緑化 関係団体、市、県 

 

③ 地球温暖化対策に向けた緑化 

④ 大気汚染・騒音等の対策強化 

石川ソフトリサーチパーク 

壁面緑化（吉野谷公民館） 
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（６）災害時における公園の防災機能の強化 

 

 

・ 本市では、１次避難場所として都市公園、市民

公園などが位置づけられていますが、市民の安

全・安心を確保するための避難地の確保に努めま

す。 

・ ハザードマップ上において危険区域に指定され

た公園（１次避難場所）については、代替地を確

保するなどの対策に努めます。 

 

 

施 策 実施主体 

避難場所としての公園の適正配置 市 

災害危険区域内にある避難場所の代替地の確保 市 

山ろくの防災拠点の整備 市 

 

 

 

・ 避難時の避難経路となる幹線道路や歩道、コミ

ュニティ道路などの道路については、火災等の延

焼防止の機能を有する街路樹の植栽や、緊急時の

道路幅員の確保等、安全かつ迅速な行動が行える

ような避難路の確保に努めます。 

・ 避難経路における案内板の設置等による案内機

能の強化を図り、分かりやすい防災ネットワーク

の形成に努めます。 

 

施 策 実施主体 

街路樹による緑化の推進（再掲） 市、県、国 

避難場所案内看板、避難路誘導看板の設置 市、県 

 

① 避難地の確保 

② 道路緑化の推進による避難路の安全性確保 

街路樹による緑化（曽谷地区） 

松任総合運動公園人工芝グラウンド 
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  災害時における防災拠点となりうる防災公園の整備を進めるとともに、既存公園におい

ても防災拠点としての機能を強化するための整備・改修に努めます。 

 

施 策 実施主体 

大規模災害時に自衛隊等防災機関が集結可能な公園の整備 市、県 

公園内での防火水槽の整備 市、県 

既存公園のリニューアルによる防災機能の強化 市、県 

住民が避難場所として安全に活用できる施設・設備等の整備 市、県 

 

■ 防災公園イメージ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 HP 

 

③ 公園の防災機能の強化 
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（７）防災のための緑の確保 

 

 

  防風や土砂災害などに対応するため、海岸部の防風林をはじめ、水源かん養保安林、土

砂流出防備保安林などの保全に努めます。 

 

施 策 実施主体 

海岸部の防風林の保全 市、県 

保安林の保全（水源かん養保安林、土砂流出防備保安林等） 市、県 

 

 

 

・ 水田などの農地を洪水時における調整池として活用するなど、農地の保全による水害

対策強化に努めます。 

・ 緑地整備による雨水の地下浸透を推進し、市内の浸水対策に努めます。 

 

施 策 実施主体 

農地の保全による遊水機能の確保 市民、関係団体、市、県 

緑地整備による雨水の地下浸透の推進 市、県 

 

① 保安林の保全 

② 河川・農地による水害対策強化 
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《 施策の体系 》 

（１）市民参加による緑化活動の推進  

① 緑の人材育成 

② 市民参加による公園・道路緑化の推進 

③ 民有地緑化の推進 

 

（２）緑の普及啓発  

① 緑と花のイベントの推進 

② 顕彰制度の充実 

 

 

 

 

 

 

 

４－３ 市民参加による緑と花のまちづくり 

緑を通じた交流・人づくり        ～緑の育成～ 
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（１）市民参加による緑化活動の推進 

 

 

・ 市民参加による緑のまちづくりを推進するため、

緑化ボランティアの育成やリーダーとなる人材の

育成に努めます。 

・ 緑と花の講習会などの講習会の充実に努めます。 

 

 

 

施 策 実施主体 

緑化ボランティアの育成 市民、関係団体、市、県 

緑と花の講習会の充実 市民、関係団体、市 

 

 

 

  松任Ｃ．Ｃ．Ｚ．や尾口ハーブロードなどにおい

て市民参加による公園・道路緑化が行われています

が、その他の公園・緑地・道路などにおいても、地

域住民による緑と花のまちづくりに努めます。 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

市民公園管理協定の充実 市民、関係団体、市 

緑化モデル推進事業の拡充 市民、関係団体、市、県 

アドプト制度※１）の導入による沿道緑化の推進 市民、関係団体、市、県 

コミュニティ広場整備補助制度の充実 市民、関係団体、市 

花いっぱい運動（花苗の配布）の充実 市民、関係団体、市 

 

① 緑の人材育成 

② 市民参加による公園・道路緑化の推進 

園芸講習会の開催 

※１）アドプト制度…行政が、特定の公共財（道路、公園、河川など）について、市民や民間業者と定期的に管理

を行うよう契約する制度。 

市民による公園の管理運営 

（木の実公園）
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◎ 住居系用途 

 住宅地の緑地は、まちなかにおける貴重な緑であるとともに、歴史的景観、農村景観

などを構成する重要な景観要素となっています。また、生け垣や屋敷林の樹木などは、

延焼防止、防風など防災面においても重要な緑です。 

・ このため、前庭緑化や生け垣化などによる緑化を進め、緑による住宅地の景観形成に

努めます。 

・ 土地区画整理事業など新規開発に伴う地域や、景観形成上重要な地域については、良

好な景観形成を図ることを目的とした地区計画等の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

前庭緑化の推進（再掲） 市民、関係団体、市 

屋敷林など民有地緑地の保全（再掲） 市民、関係団体、市 

生け垣の推奨（再掲） 市民、関係団体、市 

地区計画等による緑化率規制制度の活用（再掲） 市民、関係団体、市 

空き地・空き家の緑の管理 市民、関係団体、市 

 

ボストンガーデン美川 

③ 民有地緑化の推進 

地区計画等による緑化推進 
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◎ 非住居系用途 

・ 商業地は、人が多く訪れる、街の中心であることから、店先の緑化に加え、プランタ

ーやハンギングバスケットなどの設置による修景を図ります。 

・ 駐車場緑化、壁面緑化を進め、地球温暖化対策や良好な景観形成を図ります。 

・ 工業用地については、地区計画等による敷地内の緑化を積極的に進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 実施主体 

プランターやハンギングバスケットなどを用いた緑化（再掲） 市民、関係団体、市 

駐車場緑化（再掲） 市民、関係団体、市 

壁面緑化の推進（再掲） 市民、関係団体、市 

地区計画等による緑化率規制制度の活用（再掲） 市民、関係団体、市 

 

 

 

 

旭工業団地 街路樹とプランターによる緑化 

（中町商店街） 
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（２）緑の普及啓発 

 

 

・ 毎年 5 月に開催する緑と花のフェスティバル、

河内ふじ祭りをはじめ、菊花フェスティバル、千

代女あさがおまつりなど市民が緑と花にふれあう

ことのできるイベントを開催します。 

・ 市民や関係団体と連携して、森づくりイベント

や自然観察会など自然に親しむことのできるイベ

ントの開催に努めます。 

 

施 策 実施主体 

緑と花のフェスティバル・河内ふじ祭りの開催 市民、関係団体、市 

菊花フェスティバルの開催 市民、関係団体、市 

千代女あさがおまつりの開催 市民、関係団体、市 

森づくりイベントや自然観察会などの開催 市民、関係団体、市、県 

 

 

 

  市民への緑の効用の理解と緑化意識の高揚を啓

発するため、「緑と花のまちなみ賞」等の顕彰制度

の充実に努めます。 

 

 

 

施 策 実施主体 

「緑と花のまちなみ賞」の充実 市民、関係団体、市 

 

① 緑と花のイベントの推進 

② 顕彰制度の充実 

河内ふじ祭り 

緑と花のまちなみ賞 


