
「環境」「安全」「活力」「生活」の各視点からみた広域的な緑の あり方
「環境」、「安全」、「活力」、「生活」の緑の基本方針における広域的な緑のあり方を以下のように設定します。

●「環境」の視点からみた広域的な緑のあり方 都市を取り巻く大規模な樹林地や都
市を流れる大河川沿いの緑地の保全
●地球環境の保全に貢献し、本県の都市を取り
巻いて都市環境の保全に役立つ大規模な樹
林地、また、都市を流れ、風の道となる大河川
沿いの緑地の永続的な保全を目指します。

生態系ネットワークを形成するコア
エリア、コリドーの確保
●豊かな生態系が維持されている里山等をコ
アエリアとし、それらを河川、道路の緑などに
よるコリドーでつなぎ、生物多様性に配慮し
た水と緑のネットワークの強化を図ります。

東海・東南海・南海地震や風水害等
の被害を軽減する緑の確保
●地震や大雨などによる土砂災害を抑制する
市街地周辺の緑地を保全します。

●浸水被害を軽減する市街地周辺の農地等を
保全します。

●広域公園等の拠点となる公園は、愛知県地
域防災計画を踏まえて災害時の活動拠点と
して整備を進めます。

●「安全」の視点からみた広域的な緑のあり方

●「活力」の視点からみた広域的な緑のあり方

●「生活」の視点からみた広域的な緑のあり方 多様な主体の身近な緑の充実によ
る、河川を軸とした市街地内の水と
緑のネットワークの形成
●多様な主体により身近な緑を充実させ、河川
を軸として、市街地内に点在する既存の緑
（民有地、公園、緑地等）とともに水と緑のネ
ットワークを形成します。

緑道、広域公園、都市基幹公園等の
整備による健康づくりの場となる緑
の確保
●ウォーキングなどを楽しめる緑道や緑豊かな
大規模自転車道のほか、レクリエーションの
拠点となる広域公園や都市基幹公園等の整
備により、健康づくりの場となる緑を確保し
ます。

広域的な交流拠点となる
緑の確保
●愛・地球博記念公園など、広域的な交流拠
点となる国営公園、広域公園の整備を図り
ます。

地域の歴史・景観資源となる特色あ
る緑の保全
●地域の歴史・景観資源となる特色ある緑地と
して、愛知らしさを示す景観を構成する緑を
保全します。

環境の視点から見た広域的な緑の配置図 活力の視点から見た広域的な緑の配置図

安全の視点から見た広域的な緑の配置図 生活の視点から見た広域的な緑の配置図
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県土の骨格を形成する
緑地の保全

広域的な緑の拠点となる広域公園や
都市基幹公園等の都市公園の確保

広域的な緑のあり方
　「環境」、「安全」、「活力」、「生活」の視点からみた広域的な緑のあり方を総合的にとらえると、本県の都市を取り巻く
三河山地などの大規模な樹林地は、都市環境の保全などの多様な機能を持っており、4つの大河川（木曽川、庄内川、矢
作川、豊川）や自然海岸、干潟等とともに、県土の骨格を形成する重要な緑地として保全していく必要があります。
　これらに加え、都市環境や生物多様性を保全し、交流、防災、健康づくりなどの多彩な活動の拠点となる国営公園や
愛・地球博記念公園を始めとする広域公園などの都市公園の確保が必要です。
　また、緑の多様な機能をさらに高めるためには、水と緑のネットワークを形成することが重要であり、ネットワークの形
成においては、生物多様性に配慮することが必要です。
　このようなことから、本県における広域的な緑のあり方を以下のように考えます。

●地球環境や都市環境の保全、土砂災害の抑制、景観形成などの多様な機能を持っている都市を取り
巻く三河山地などの大規模な樹林地、また、これらの樹林地と海をつなぐ大河川や自然海岸、干潟
等は、県土の骨格を形成する緑地として保全します。

■県土の骨格を形成する緑地
○大規模な樹林地（尾張北東部、東部丘陵、三河山地、知多半島及び渥美半島の樹林地）
○大河川（木曽川、庄内川、矢作川、豊川）
○自然海岸・干潟等（知多半島、渥美半島、三河山地南西端部などの海岸、藤前干潟、汐川干潟）

■広域的な緑の拠点となる都市公園
○国営公園（木曽三川公園）
○広域公園（愛・地球博記念公園など）
○健康づくりの場となる都市基幹公園等（豊田市、豊橋市などの総合公園、運動公園）

●都市環境や生物多様性を保全し、広域的な交流拠点、東海・東南海・南海地震等の災害時の避難地や
活動拠点、健康づくりの場となる国営公園、広域公園及び都市基幹公園等を確保します。

■水と緑のネットワークを形成する緑
○里山（尾張北東部、東部丘陵、三河山地、知多半島及び渥美半島の樹林地）
○大河川（木曽川、庄内川、矢作川、豊川）
○農地（濃尾平野、西三河平野、東三河平野等の市街化調整区域の農地）
○市街地内の水と緑のネットワーク（木曽川、庄内川、矢作川、豊川、日光川、新川、五条川、矢田川、堀川、天白川、
境川、逢妻女川、逢妻男川、乙川などの河川周辺）

●本県の都市を取り巻く大規模な樹林地は、里山として豊かな生態系を支える基盤となっています。
その豊かな生態系を育むため、里山と大河川や市街化調整区域に広がる農地とのネットワークを
維持・強化します。

●市街地内は、河川を軸として多様な主体の身近な緑の充実により、生活の質を高める水と緑のネッ
トワークを形成します。
●ネットワークの形成においては、コアエリアやコリドーを確保し、それらをつなぐことで生物多様性
に配慮します。

生物多様性に配慮した
水と緑のネットワークの形成
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注）里山ゾーンは、里山を地域や地形により、区分したもの。
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渥美半島里山ゾーン

東部丘陵里山ゾーン

尾張北東部里山ゾーン

知多半島里山ゾーン

三河山地里山ゾーン
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具体的な施策及びリーディングプロジェクトの体系

緑の変遷
（過去10年）

社会情勢の変化
への対応等
（国・県の計画）

新しい都市計画の
基本的方針

（愛知県の都市計画）

次期社会資本整備計画
公園緑地小委員会
（国の公園緑地計画）

法改正
みどりに関する新技術

愛知県環境基本計画
（愛知県の環境計画）

　緑の変遷による課題と、社会情勢の変化への
対応等による課題を合わせ、「愛知県の緑に関
する課題」とします。

　計画の理念を踏まえて、「環境」、「安全」、「活力」、「生活」の各分野
において、広域的な緑のあり方や緑づくりの方針を定めます。また、
すべての分野において県民協働による緑づくりを進めていきます。

　「環境」、「安全」、「活力」、「生活」に関する緑の基本方針を踏まえ、以下の具体
的な施策を推進します。

　地球温暖化防止・ヒートアイランド現象を緩和する緑の拠
点である都市公園の整備を推進します。

　地球温暖化防止・ヒートアイランド現象を緩和するため、
「あいち森と緑づくり事業」等により、民有地緑化を推進し
ます。

　地球温暖化防止・ヒートアイランド現象の緩和に貢献する
県土の緑を、緑の基本計画制度を活用して、多様な主体によ
り保全していきます。

　山地や里山の大規模な樹林地や河川をつなぐことで生態
系を育む緑を確保しつつ、市街地の身近な緑を多様な主体
により創出し、生物多様性に配慮した水と緑のネットワークを
形成します。

　公園の配置計画では、防災活動及び公園の延焼防止の機
能に配慮します。
　また、既存公園の防災機能と危機管理面等のソフトの充実
の検討を進めます。

　緑の基本計画策定において、緑化地域制度等の導入を検
討し、地域の実情にあった緑のまちづくりを進めます。

環　　境

安　　全

活　　力

生　　活

【緑の変遷による課題】
○緑被減少の歯止め
○都市公園の整備促進
【社会情勢の変化への対応等による課題】
○地球温暖化防止・ヒートアイランド現象の
緩和の取組
○生物多様性の保全
○自然とふれあえる場の確保
○愛知万博の理念を継承・発展した環境学
習や環境保全活動の推進
○新たな環境技術の開発・実用化
○資源循環型社会の形成

○都市を取り巻く大規模な樹林地や都市を流れる大河川沿
いの緑地の保全

○生態系ネットワークを形成するコアエリア、コリドーの確保

■広域的な緑地や河川空間などによる山から海までの水
と緑のネットワークの形成

■水と緑のネットワーク形成における生物多様性への配慮
■ヒートアイランド現象を緩和するまちなかの緑の確保
■万博理念を継承・発展する環境学習の推進
■環境配慮の視点に立った緑化の推進と新技術の活用

■東海・東南海・南海地震等の被害を軽減する緑の確保
■風水害による被害を軽減する緑地の保全

【緑の変遷による課題】
○緑被減少の歯止め
【社会情勢の変化への対応等による課題】
○東海・東南海・南海地震等の防災活動の
拠点や避難場所の確保
○都市型水害等の風水害対策、土砂災害対策

【緑の変遷による課題】
○緑被減少の歯止め
○都市公園（広域公園、都市基幹公園）の
整備促進

【社会情勢の変化への対応等による課題】
○健康づくりのできる環境づくり
○安心して子育てのできる環境づくり
○高齢者、障害者等の利用しやすい環境づくり
○中心市街地の緑のオープンスペースの確保
○快適な歩行者・自転車優先の道づくり
○子どもたちのスポーツ活動の環境づくり
○多様な価値観への対応

【社会情勢の変化への対応等による課題】
○魅力あふれる世界の交流舞台づくり
○地域の資源を活用したまちづくり
○ＮＰＯ・ボランティア等との県民協働による
取組の拡大
○「モノづくりあいち」の企業による魅力あ
る地域環境づくり

『
都
市
と
自
然
が
調
和
し
た
環
境
に
や
さ
し
い
あ
い
ち
の
緑
づ
く
り
』

広域的な緑のあり方の詳細は、Ｐ6～9参照
施策イメージは、裏表紙参照

都市と自然が調和した環境首都を支える
水と緑のネットワーク形成

東海・東南海・南海地震等の自然災害による
被害を軽減する緑の確保

愛・地球博記念公園などの緑の交流の場づくりや
あいちの歴史・景観資源を活かした緑の確保

少子高齢社会に対応し健康長寿あいちを目指す
公園づくり

キーワード

広域的な緑のあり方

緑づくりの方針

緑づくりの方針

■交流の場となる緑の確保
■歴史・景観資源となる緑の整備・保全
■多様な主体で支えあう魅力ある緑づくり

■歩いて行ける身近な公園の確保
■健康づくりのできる公園等の創出
■人にやさしい公園施設の整備
■公園に対する新しいニーズへの対応
■公園・緑地の質の向上

緑づくりの方針

緑づくりの方針

「地球温暖化防止・ヒートアイランド現象の緩和」「生物多様性」「環境学習」

○東海・東南海・南海地震や風水害等の被害を軽減する緑の確保

キーワード

広域的な緑のあり方

「東海・東南海・南海地震」「風水害等」

○広域的な交流拠点となる緑の確保
○地域の歴史・景観資源となる特色ある緑の保全

キーワード

広域的な緑のあり方

○多様な主体の身近な緑の充実による、河川を軸とした市
街地内の水と緑のネットワークの形成

○緑道、広域公園、都市基幹公園等の整備による健康づくり
の場となる緑の確保

広域的な緑のあり方

「愛・地球博記念公園」「交流」「景観」

キーワード

「人口減少」「少子高齢化」「ユニバーサルデザイン」

公共・県民・ＮＰＯ・モノづくりあいちの企業など、
多様な主体で支えあう県民協働による緑のまちづくり

良好な緑地の保全（保全配慮地区等の指定）

河川や道路等を活用し、生態系に配慮した水と緑のネットワークの形成

●地球温暖化防止・ヒートアイランド現象の緩和の視点

●生物多様性の保全についての視点

●防災についての視点

都市環境や生物多様性を保全する都市公園の整備

緑化地域制度等の活用

民有地の緑化（屋上・壁面・敷地・駐車場の緑化）

都市環境を改善する公園の確保（小規模な公園・緑地の確保）　

公有地の緑化（公共施設用地の緑化）

愛・地球博記念公園などでの緑に関する環境学習の推進

防災公園の整備

愛・地球博記念公園などにおける県民協働の多彩な交流の推進

歩いて行ける身近な公園の確保（小規模な公園・緑地の確保）

「歩く」、「運動」による健康づくりを支える緑の創出

都市公園等の整備（広域公園、都市基幹公園等）

緑豊かな歴史・景観資源を形成する緑地の保全（景観地区や保全配慮地区等の指定）

公園管理におけるパークマネジメントの考え方の導入

公園施設のバリアフリー化の推進

ドッグラン、デイキャンプ場、生涯学習等の新たなニーズに
対応した公園・緑地の整備

延焼防止、避難地となる緑地の確保（小規模な公園・緑地の確保、街路樹の健全化）

水源かん養、土砂災害防止となる緑地の保全（保全配慮地区等の指定）

自然観察に配慮した樹林地、園路、水辺等の整備

緑化に関する新技術の活用

◎

◎

◎

◎

◎

 ◎：「あいち森と緑づくり事業」による施策

都市公園の整備

民有地緑化の推進

緑化地域制度等の活用

緑の基本計画制度を活用した広域的な緑地保全の推進

生物多様性に配慮した水と緑のネットワーク形成

まちなかの身近な公園や民有地の緑の確保

防災対策に役立つ都市公園の配置と防災機能の充実

　少子高齢社会に対応した身近な公園・緑地の確保や民有
地緑化を多様な主体により推進し、ヒートアイランド現象の
緩和や良好な景観を形成する緑のまちづくりを進めます。

　愛知万博によって高まった県民の環境保全意識を拡大す
るため、愛・地球博記念公園や海上の森を始めとする県内各
地で環境学習を実施し、多様な主体による自発的な環境活
動の取組を促進します。

●環境保全意識の向上についての視点

●生活の質の向上についての視点

パークマネジメントの導入
　都市公園の管理運営、整備等における新たな仕組みづくり
として、パークマネジメントの導入を推進します。

●公園の管理運営についての視点

環境学習の推進

愛知県の緑に関する課題 基　本　方　針 具　体　的　な　施　策計
画
の
理
念

リーディングプロジェクト

※

※地方公共団体、公共セクター等

環境首都の緑づくりを牽引する取組

　重要かつ緊急性の高いプロジェクトを、「環境首都」の緑づくりを
牽引する取組となるリーディングプロジェクトとして以下のように設
定します。
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