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序章 合併まちづくり計画について 

 

１ 合併の背景と必要性 

わたしたちを取り巻く社会環境や、日々のくらしは急速に変わっており、産業構造の

変化、日常生活圏の拡大、少子高齢化の進行などに対応した行政サービスが必要となっ

ています。このような時代の潮流を受け、より質の高い行政サービスを提供していくた

めには、基礎的な自治体である市や町に、より以上の権限と能力が求められています。 
 

（１）総合的・効果的な施策の展開 

地方分権の時代を迎え、国や県が市や町の仕事の細部にわたって指示する時代は終

わりました。質の高い行政サービスを提供するため、市や町はそれぞれの地域の課題

に対して、自らの考えと力で解決しなければならなくなっています。 
中核市＊１である相模原市は、保健所業務や社会福祉施設の設置許可など､政令指定都

市に次ぐ権限をもって、事務事業を総合的かつ効率的に行っています。 
城山町及び藤野町においては､相模原市との合併により､これまで県が行っていた業

務のうち中核市業務は、新市が直接行うことになりますので、総合的に施策を展開す

ることができます。このように、基礎自治体として権限と責任を持って行政を進めて

いくことが、地方分権の時代に相応しい自立都市の構築につながります。 
また、合併により基礎自治体としての規模が大きくなることから、地域住民が主体

となって地域の課題を解決する、いわゆる都市内分権＊２がさらに求められます。この

合併を契機として、個性あるまちづくりを実現する都市内分権が促進され、住民自治

の充実が期待されます。 
 

（２）効率的な行財政運営の推進 

城山町では年少人口はほぼ横ばいですが生産年齢人口は減少しており、藤野町では

年少人口、生産年齢人口とも減少しています。相模原市においても年少人口は減少、

生産年齢人口はほぼ横ばいという傾向を示しています。その一方で、１市２町とも老

年人口は増加の一途をたどっています。また、神奈川県では2009年をピークに人口が

減少に転じると推計するなど、急激な速さで少子高齢化が進んでいます。 
税金などを負担する住民が減る一方で、保健・医療・福祉などのサービスを必要と

する人が増えることになるので、少子高齢化は将来の財政運営に深刻な影響を与える

と考えられます。 
一方、国の財政状況や三位一体改革＊３は､地方にも大きな影響を及ぼしており､国庫

補助金や普通交付税＊４などは先行き不透明であり、一層の行政改革が必要です。 
合併によりスケールメリットを生み出し、人件費＊５の削減をはじめとした、行政運

営の効率化がさらに求められています。 
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（３）生活圏の拡大と広域連携 

自動車の普及や道路網、鉄道網の整備による交通手段の発達、インターネットや携

帯電話の普及による情報通信手段の発達、経済活動の活発化などに伴い、通勤・通学

や買い物、医療など住民の日常生活の行動範囲は現在の市町村や都道府県の区域を越

えてますます広がっています。 
相模原市と城山町、藤野町は、津久井広域道路の整備促進に取り組むとともに､図書

施設の相互利用、広報紙の相互掲載、消費生活相談センターにおける広域的な相談業

務を行うほか、城山町、藤野町の一般廃棄物処理事務や消防事務の委託を相模原市で

受けるなどの広域連携を行っています。しかしながら、より効率的な行政運営のため､

合併を検討する必要が生じています。 
 

２ 合併協議の経過 

（１）合併協議のはじまり 

相模原市と津久井郡各町は地理的、歴史的に一体感が強く、行政分野においても広

域的な連携を行ってきました。 
現在整備が進められているさがみ縦貫道路や津久井広域道路が完成すれば、今後地

域としての一体化が一層進み、様々な経済活動が拡大し、住民の相互交流が活発にな

ると思われます。 
このような中で、平成１５年

７月に津久井郡４町長から相模

原市長に合併協議の申し入れが

なされ、合併による行財政の効

率化や、それぞれの市町が持つ

地域特性や資源を活用し、中・

長期的な視野のもとに、より発

展可能性のあるまちづくりを目

指して、合併協議が始められま

した。 
 

（２）合併に関わるまちづくり計画の作成 

相模原市と津久井郡各町の合併協議にあたっては、各市町の状況の相違などにより

構成市町の異なる合併協議会が順次設置されてきたことから、合併後の新市のまちづ

くりの基本方針となる新市建設計画や合併市町村基本計画についても、それぞれ構成

する市町の枠組みごとに作成されました。 
平成１６年１１月に相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町による相模原・津久

井地域合併協議会（任意）で「まちづくりの将来ビジョン」が策定され、このビジョ

ンを踏まえて、平成１７年３月に相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会により「新

市まちづくり計画（相模原市・津久井町・相模湖町 新市建設計画）」が作成されまし
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た。相模原市と津久井町及び相模湖町は、その後所定の手続を経て、平成１８年３月

２０日に合併しております。 
相模原市と藤野町は、平成１８年１月に相模原市・藤野町合併協議会により「相模

原市・藤野町合併基本計画（合併市町村基本計画）」を作成し、平成１９年３月１１日

に合併することを決定し手続を進めています。 
相模原市と城山町も、藤野町と同日に合併することを目標として、「相模原市･城山

町合併基本計画（合併市町村基本計画）」を含めた協議を行いました。 
  

３ 合併まちづくり計画の趣旨 

（１）合併市町村基本計画の集約 

    この合併まちづくり計画は、市町村の合併の特例等に関する法律に基づき相模原

市・藤野町合併協議会で作成された「相模原市・藤野町合併基本計画」と、同じく相

模原市・城山町合併協議会で作成した「相模原市・城山町合併基本計画」を集約した

もので、相模原市と城山町及び藤野町が合併した後の新市のまちづくり計画としてま

とめたものです。 
 

（２）合併まちづくり計画の区域及び期間 

２つの合併市町村基本計画を集約することから、計画の区域は現在の相模原市、城

山町及び藤野町となります。 
また、計画の期間は、平成１９年度から平成２７年度までの９年間とします。 

 

４ 作成にあたっての基本的な視点 

（１）地域全体の将来像の考慮 

本計画は相模原市と従来の津久井郡４町、すなわち現在の相模原市と城山町及び藤

野町の１市２町を一体の地域として捉え、地域全体の将来像や、まちづくりのあり方

を考慮した上で作成しました。 
 

（２）各市町の地域資源の活用とまちづくりの継承 

各市町の持つ地域資源を活用し、それぞれが取り組んできたまちづくりを基本的に

継承するという考え方に立ち、各市町の総合計画を反映し作成しました。 
 

（３）住民意見の反映 

本計画は、案の段階で公表するとともに住民の意見を聴取し、これを考慮した上で

作成しました。 
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第１章 新市の概況 

 

１ 位置と地勢 

新市は神奈川県の北西部、東京都心から概ね30～60kmに位置しており、北部は東京都、

西部は山梨県と接しています。 
新市の東部にあたる相模原地域は、相模川に沿った３つのなだらかな階段状の河岸段

丘からなり、これらの段丘の間には斜面緑地が連なって、市街地の貴重な緑地としてみ

どりの骨格を形成しており、相模原台地の上段では、公共交通網の充実により、利便性

が高い地域として密度の高い土地利用が進んでいます。 
新市の西部にあたる津久井地域は、県民の水がめである相模湖、津久井湖、奥相模湖、

宮ヶ瀬湖を抱えており、その周囲や相模川、道志川、串川の流域に広がる緩やかな丘陵

地には、自然と共生するみどり豊かな街並みが形成されています。また、東京都、山梨

県と接する地域である北西部は比較的急峻な山々が連なり、南西部は丹沢大山国定公園

に指定されている森林地帯が、標高1,500ｍを超える山々となって貴重な自然環境を形成

しています。 
 

■ 位置図 
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２ 沿革 

各市町の現在に至るまでの沿革は、明治22年の市制町村制施行に伴う「明治の大合併」

に始まり、昭和 28年の町村合併促進法施行、昭和 31年の新市町村建設促進法施行に伴

う「昭和の大合併」を経て、以下のとおりとなっています。 

 
■ 沿 革 

年  月 沿               革 

明治 22年 4月 

座間村、新磯村、麻溝村、田名村、溝村、大沢村、相原村、大野村、川

尻村、湘南村、三沢村、中野村、太井村、又野村、三ヶ木村、青山村、

長竹村、根小屋村、鳥屋村、青野原村、青根村、小原町、内郷村、千木

良村、与瀬駅、吉野駅、小渕村、沢井村、日連村、名倉村、牧野村、佐

野川村が誕生 

明治 42年 5月 青山村、長竹村、根小屋村の３村が合併し、串川村が誕生 

大正 2年 4月 
与瀬駅が町制を施行し、与瀬町が誕生。吉野駅が町制を施行し、吉野町が

誕生 

大正 14年 1月 中野村が町制を施行し、中野町が誕生 

大正 14年 7月 太井村、又野村、三ヶ木村が中野町に合併 

大正 15年 1月 溝村が町制を施行し、上溝町が誕生 

昭和12年12月 座間村が町制を施行し、座間町が誕生 

昭和 16年 4月 
２町６村（座間町、上溝町、新磯村、麻溝村、田名村、大沢村、相原

村、大野村）が合併し、相模原町が誕生 

昭和 23年 9月 相模原町から座間町が分立 

昭和 29年 7月 小渕村、沢井村が吉野町に合併 

昭和29年11月 相模原町が市制を施行し、相模原市が誕生 

昭和 30年 1月 
２町２村（小原町、与瀬町、内郷村、千木良村）が合併し、相模湖町

が誕生 

昭和 30年 4月 

３村（川尻村、湘南村、三沢村の一部）が合併し、城山町が誕生 

１町５村（中野町、串川村、鳥屋村、青野原村、青根村、三沢村の一

部）が合併し、津久井町が誕生 

昭和 30年 7月 
１町４村（吉野町、日連村、名倉村、牧野村、佐野川村）が合併し、

藤野町が誕生 

平成 15年 4月 相模原市が中核市に指定 

平成 18年 3月 津久井町、相模湖町が相模原市に合併 

          資料：相模原市史、城山町史、津久井町史、相模湖町史、藤野町史 
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３ 面積 

新市の面積は328.84㎢で、神奈川県の総面積（2,415.84㎢）に占める割合は約13.6％

となります。 
 

■ 面 積 

区   分 相模原市 城山町 藤野町 合 計 神奈川県 

面  積(k㎡) 244.03 19.90 64.91 328.84 2,415.84 

面 積 比 ( % ) 74.2 6.1 19.7 100.0 － 

資料：県勢要覧〔平成17年度版〕神奈川県企画部統計課 
(相模原市は旧津久井町、旧相模湖町を含む) 

 
 

４ 人口・世帯 

（１）人口の動向 

   人口は増加傾向にあるものの、かつての急激な人口増加は見られなくなっています。

城山町ではほぼ横ばいですが、藤野町では減少に転じています。 
 

■ 人口の動向 
国勢調査人口 

区  分 
昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 

相模原市 469,053 517,083 570,172 612,308 646,802 667,683 

伸び率 － 10.2% 10.3% 7.4% 5.6% 3.2% 

城山町 15,732 19,248 21,535 22,732 23,036 23,060 

伸び率 － 22.3% 11.9% 5.6% 1.3% 0.1% 

藤野町 9,470 10,186 10,729 11,473 11,312 10,825 

伸び率 － 7.6% 5.3% 6.9% -1.4% -4.3% 

合 計 494,255 546,517 602,436 646,513 681,150 701,568 

伸び率 － 10.6% 10.2% 7.3% 5.4% 3.0% 

資料：国勢調査(平成17年は速報値) 
(相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む) 
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（２）世帯数の推移 

    世帯数は人口と同様に増加してきました。増加率は低下傾向にありますが、核家族

化の進行などにより、人口ほどの低下傾向ではありません。 
 

■ 世帯数の推移 
国勢調査世帯 

区  分 
昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 

相模原市 139,906 165,588 198,572 225,048 251,140 271,440 

伸び率 － 18.4% 19.9% 13.3% 11.6% 8.1% 

城山町 4,172 5,327 6,355 7,208 7,663 8,097 

伸び率 － 27.7% 19.3% 13.4% 6.3% 5.7% 

藤野町 2,293 2,603 2,886 3,300 3,392 3,403 

伸び率 － 13.5% 10.9% 14.3% 2.8% 0.3% 

合 計 146,371 173,518 207,813 235,556 262,195 282,940 

伸び率 － 18.5% 19.8% 13.3% 11.3% 7.9% 

資料：国勢調査(平成17年は速報値) 
(相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む) 

 

（３）年齢別人口構成 

年少人口、生産年齢人口は減少傾向にあり、高齢者の人口は増加傾向にあります。 
 

■ 年齢別人口構成 

平成17年 年齢別人口(人) 平成17年 年齢別人口割合 
区 分 

0～14歳 15～64歳 65歳以上 0～14歳 15～64歳 65歳以上 

相 模 原 市 94,253 475,540 93,634 14.2% 71.7% 14.1% 

城 山 町 3,230 16,733 3,381 13.8% 71.7% 14.5% 

藤 野 町 1,273 7,038 2,454 11.8% 65.4% 22.8% 

合 計 98,756 499,311 99,469 14.1% 71.6% 14.3% 

資料：神奈川県年齢別人口統計調査(1月1日現在) 

（相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む。年齢不詳は含めていない） 

 

（４）人口密度 

    都市計画基礎調査における地区（中ゾーン）別の人口密度を見ると、都市化の進む

相模原地域で高くなっていることが分かります。特に、ＪＲ横浜線や小田急線沿線の

各駅を中心に人口が集中し、人口密度が高くなっています。 
一方、水源地域でもある津久井地域では、市街化が抑制され、人口密度は低くなっ

ていることが分かります。 
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５ 土地利用 

（１）土地利用の状況 

① 都市計画決定の状況 

新市域には、相模原都市計画区域、津久井都市計画区域及び相模湖都市計画区域

の３つの都市計画区域があります。相模原都市計画区域は、無秩序な市街化を防止

し計画的な市街化を図る「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」

に区分されていますが、津久井都市計画区域と相模湖都市計画区域は区域区分され

ていません。 
また、建物の用途や規模を定める「用途地域」の指定状況は、住居系 77.1％、商

業系6.7％、工業系16.2％となっています。 

 
■ 都市計画決定状況：単位（ha） 

相模原都市計画区域 
津久井都市
計画区域 

相模湖都市計画区域 
区   分 

相模原市 城山町 相模原市 藤野町 

合  計 神奈川県 

都市計画区域 9,040.0 1,990.0 5,090.0 3,159.0 2,428.0 21,707.0 199,652.0 

 11,030.0 172,739.0 

 
区域区分 9,040.0 1,990.0 0.0 0.0 0.0 

(50.8%) (86.5%) 

  6,470.0 270.0 6,740.0 93,171.0 

 
市街化区域 

(71.6%) (13.6%) 
0.0 0.0 0.0 

(31.0%) (46.7%) 

  2,570.0 1,720.0 4,290.0 79,568.0 

  
市街化調整区域 

(28.4%) (86.4%) 
0.0 0.0 0.0 

(19.8%) (39.9%) 

 10,677.0 26,913.0 

 
非線引き 0.0 0.0 5,090.0 3,159.0 2,428.0 

(49.2%) (13.5%) 

6,253.0 269.7 295.0 223.1 215.0 7,255.8 95,784.4 
用途地域 

(69.2%) (13.6%) (5.8%) (7.1%) (8.9%) (33.4%) (48.0%) 

資料：神奈川県都市整備統計年報2004 
(カッコ内の数字は県市町ごとの都市計画区域に対する割合) 

(相模原市の面積は行政界変更に伴い修正している) 
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■ 用途地域の指定状況：単位（ha） 

区    分 相模原市 城山町 藤野町 合  計 神奈川県 

1,706.0 138.0 0.0 1,844.0 29,246.6 
第1種低層住居専用地域 

(25.2%) (51.2%) (25.4%)(30.5%)

12.0 6.0 18.0 764.5 
第2種低層住居専用地域 

(0.2%)(2.2%) 
0.0 

(0.2%)(0.8%)

1,408.0 30.0 137.0 1,575.0 15,226.0 
第1種中高層住居専用地域

(20.8%) (11.1%) (63.7%)(21.7%)(15.9%)

302.9 5.9 308.8 2,917.2 
第2種中高層住居専用地域

(4.5%) (2.2%) 
0.0 

(4.3%)(3.0%)

1,207.0 43.0 78.0 1,328.0 16,528.0 
第1種住居地域 

(17.8%) (15.9%) (36.3%)(18.3%)(17.3%)

414.2 26.0 440.2 3,054.6 
第2種住居地域 

(6.1%) (9.6%) 
0.0 

(6.1%)(3.2%)

77.0 4.2 81.2 2,570.3 
準住居地域 

(1.1%) (1.6%) 
0.0 

(1.1%)(2.7%)

289.0 7.4 296.4 3,777.0 
近隣商業地域 

(4.3%) (2.8%) 
0.0 

(4.1%)(3.9%)

189.0 189.0 3,940.9 
商業地域 

(2.8%)
0.0 0.0 

(2.6%)(4.1%)

444.0 444.0 6,177.0 
準工業地域 

(6.6%)
0.0 0.0 

(6.1%)(6.5%)

301.0 301.0 4,885.0 
工業地域 

(4.4%)
0.0 0.0 

(4.2%)(5.1%)

421.0 9.2 430.2 6,697.3 
工業専用地域 

(6.2%) (3.4%) 
0.0 

(5.9%)(7.0%)

6,771.1 269.7 215.0 7,255.8 95,784.4 
合    計 

(100.0%)(100.0%) (100.0%)(100.0%)(100.0%)

資料：神奈川県都市整備統計年報2004 

(相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含み､行政界変更に伴い修正している) 
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② 農業地域 

農業振興地域の総面積に占める割合は 20.9％で、県の 21.1％より若干小さくなっ

ています。 

また、農用地区域は2.4％で、県の4.8％より小さくなっています。 

 
■ 農業振興地域：単位（ha） 

区  分 相模原市 城山町 藤野町 合 計 神奈川県 

3,450 615 2,822 6,887 50,893 
農業振興地域 

(14.1%) (30.9%) (43.5%) (20.9%) (21.1%) 

 602 74 119 795 11,497 

 
農用地区域 

(2.5%) (3.7%) (1.8%) (2.4%) (4.8%) 

資料：神奈川県土地統計資料集（平成17年3月） 

（相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む） 

（カッコ内の数字は県市町ごとの面積に対する割合） 

 

③ 森林地域 

新市の森林地域としては、国有林、民有林、保安林＊６があります。民有林は地域

森林計画対象民有林と対象外民有林があり、保安林は国有林と地域森林計画対象民

有林に重複して指定されることがあります。 

国有林と民有林を足し合わせた面積は18,982haで、総面積の57.7％を占めていま

す。これは、県の39.4％と比べて大きい割合となっています。 

また、保安林の指定を受けている地域の面積は、13,277ha(40.4％)であり、県の

21.2％より割合が大きくなっています。 

 
■ 森林地域：単位（ha） 

区   分 相模原市 城山町 藤野町 合 計 神奈川県 

12,874 937 5,171 18,982 95,276 
国有林＋民有林 

(52.8%) (47.1%) (79.7%)(57.7%)(39.4%)

827 132 54 1,013 10,861 
国有林 

(3.4%)(6.6%) (0.8%)(3.1%)(4.5%)

12,047 805 5,117 17,969 84,415 
民有林 

(49.4%) (40.5%) (78.8%)(54.6%)(34.9%)

 11,885 802 5,082 17,769 80,052 

 

 

地域森林計画
対 象 民 有 林 (48.7%) (40.3%) (78.3%)(54.0%)(33.1%)

11,150 220 1,907 13,277 51,191 
保安林 

(45.7%) (11.1%) (29.4%)(40.4%)(21.2%)

資料：神奈川県土地統計資料集（平成17年3月） 

（相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む） 

（カッコ内の数字は県市町ごとの全面積に対する割合） 
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④ 自然公園地域 

新市には、南西部に広がる丹沢大山国定公園があります。国定公園においては、

土地利用の規制の段階に応じて第１種から第３種までの特別地域と特別保護地区が

設定され、運用されています。 
県立自然公園は、県立丹沢大山自然公園、県立陣馬相模湖自然公園の２公園があ

り、土地利用の厳しい特別地域に設定されている区域があります。 
 

■ 自然公園地域：単位（ha） 

区   分 相模原市 城山町 藤野町 合 計 神奈川県 

国立公園 0.0 0.0 0.0 0.0 
10,375.0 

(4.3%)

国定公園 
6,725.0 

(27.6%) 
0.0 0.0 

6,725.0 

(20.5%) 

27,572.0 

(11.4%)

 

 
特別保護地区 

375.0 

(1.5%) 
0.0 0.0 

375.0 

(1.1%) 

1,867.0 

(0.8%)

 

 
特別地域 

6,350.0 

(26.0%) 
0.0 0.0 

6,350.0 

(19.3%) 

25,705.0 

(10.6%)

1,752.0 
県立自然公園 

2,444.0 

(10.0%) 
0.0 

(27.0%)

4,196.0 

(12.8%) 

17,210.0 

(7.1%)

 

 
特別地域 

1,837.0 

(7.5%) 
0.0 

1,322.0 

(20.4%)

3,159.0 

(9.6%) 

12,672.0 

(5.2%)

 430.0 

 
普通地域 

607.0 

(2.5%) 
0.0 

(6.6%)

1,037.0 

(3.2%) 

4,538.0 

(1.9%)

資料：神奈川県土地統計資料集（平成17年3月） 

（相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む） 

（カッコ内の数字は県市町ごとの面積に対する割合） 
 

⑤ 自然環境保全地域 

新市には１９箇所の自然環境保全地域があります。このうち石砂山の一部は、土

地利用制限がより厳しい特別地区に指定されています。 
 

■ 自然環境保全地域：単位（ha） 

区   分 相模原市 城山町 藤野町 合 計 神奈川県 

226.2 600.0 1,340.5 11,215.9 
自然環境保全地域 

514.3 
(2.1%) (11.4%) (9.2%)(4.1%)(4.6%)

 16.9 16.9 16.9 

 
特別地区 0.0 0.0 

(0.3%)(0.1%)(0.0%)

資料：神奈川県土地統計資料集（平成17年3月） 

（相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む） 

（カッコ内の数字は県市町ごとの面積に対する割合）  
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（２）土地利用現況 

土地利用の現況は、山林が半分以上を占めており、その割合は57.4％になります。 

相模川を境に地形が大きく異なるため、農地、商業・業務、工業・流通、公共施設、

交通用地などは、西部に比べて東部での面積割合が大きくなっています。 
 

■ 土地利用現況：単位（ha） 

区 分 相模原市 城山町 藤野町 合 計 神奈川県 

12,726.8 897.2 5,241.9 18,865.9 94,913.9 
山 林 

(52.2%) (45.1%)(80.8%)(57.4%)(39.3%)

654.7 89.4 221.0 965.1 5,131.5 
河川・湖 

(2.7%) (4.5%)(3.4%)(2.9%)(2.1%)

682.6 189.8 152.4 1,024.8 8,353.1 
公 園 等 

(2.8%) (9.5%)(2.3%)(3.1%)(3.5%)

2,015.6 195.9 367.4 2,578.9 27,645.3 
農 地 

(8.3%) (9.9%)(5.7%)(7.9%)(11.5%)

3,256.2 190.8 144.5 3,591.5 41,816.1 
宅 地 

(13.3%) (9.6%) (2.2%)(10.9%)(17.3%)

561.6 18.7 23.7 604.0 5,817.0 
商業・業務 

(2.3%) (0.9%)(0.4%)(1.8%)(2.4%)

959.3 34.8 31.7 1,025.8 12,900.4 
工業・流通 

(3.9%) (1.8%)(0.5%)(3.1%)(5.4%)

667.2 28.2 33.4 728.8 7,666.9 
公共施設 

(2.7%) (1.4%)(0.5%)(2.2%)(3.2%)

1,212.5 84.4 103.8 1,400.7 18,680.3 
交 通 

(5.0%) (4.2%)(1.6%)(4.3%)(7.7%)

1,666.5 260.8 171.2 2,098.5 18,449.0 
そ の 他 

(6.8%) (13.1%)(2.6%)(6.4%)(7.6%)

24,403.0 1,990.0 6,491.0 32,884.0 241,373.5 
合 計 

(100.0%)(100.0%)(100.0%)(100.0%)(100.0%)

資料：都市計画基礎調査（H12） 
（相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む） 

(相模原市の面積は行政界変更に伴い修正しています) 
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６ 道路・交通 

（１）道路 

新市の東部における道路交通網の骨格は国道16号が中心となっており、これを介し

て、広域交通を担う中央自動車道（八王子インターチェンジ）と東名高速道路（横浜

町田インターチェンジ）に連携しています。また、津久井地域では八王子方面や大月

方面とのアクセス道路となる国道20号、国道413号や厚木市方面へのアクセス道路と

なる国道412号が走っており、国道20号は相模湖インターチェンジで中央自動車道と

連結しています。 

このうち、国道 413号は新市の東西を結ぶ交通軸になりますが、日常的な混雑が問

題となっているため、新たな交通軸として津久井広域道路の整備が計画され進められ

ています。 

また、首都圏中央連絡自動車道の一部として位置付けられているさがみ縦貫道路が

計画され、骨格的な交通を担うこととなります。 
 

■ 新市域を通過する国道、主な県道 

種  別 路 線 名 

 国道（高速自動車国道） 中央自動車道 

一般国道16号 

一般国道20号 

一般国道129号 

一般国道412号 

 国道（一般国道） 

一般国道413号 

県道35号（四日市場上野原） 

県道46号（相模原茅ヶ崎） 

県道48号（鍛冶谷相模原） 

県道51号（町田厚木） 

県道52号（相模原町田） 

県道54号（相模原愛川） 

県道57号（相模原大蔵町） 

県道63号（相模原大磯） 

県道64号（伊勢原津久井） 

県道65号（厚木愛川津久井） 

県道（主要地方道） 

県道76号（山北藤野） 

  資料：市町村合併に関する調査研究部会中間報告（平成15年） 



合併まちづくり計画 

- 17 - 

（２）鉄道 

鉄道路線としては、JR 中央本線、JR 横浜線、JR 相模線、小田急小田原線､小田急
江ノ島線及び京王相模原線があり、特に橋本駅と相模大野駅は都心と直結するターミ

ナル駅となっていることから、多くの人に利用されています。 
 

■ 鉄道路線と駅 

 路線名 駅     名 

1 JR東日本中央本線 相模湖、藤野 

2 JR東日本横浜線 橋本、相模原、矢部、淵野辺、古淵 

3 JR東日本相模線 橋本、南橋本、上溝、番田、原当麻、下溝、相武台下 

4 京王電鉄相模原線 橋本 

5 小田急電鉄小田原線 相模大野、小田急相模原 

6 小田急電鉄江ノ島線 相模大野、東林間 

 
■ 平成16年度の１日あたりの駅別乗車人員上位５駅 

 駅 名 路 線 名 １日乗車人員 

計 94,364 

 JR東日本横浜線、相模線 53,550 1 橋本 

 京王電鉄相模原線 40,814 

小田急電鉄江ノ島線 
2 相模大野 

小田急電鉄小田原線 
55,606 

3 淵野辺 JR東日本横浜線 35,876 

4 小田急相模原 小田急電鉄小田原線 28,002 

5 相模原 JR東日本横浜線 26,668 

相模原市都市交通計画課調べ 
 
（３）バス 

新市域には、主に神奈川中央交通㈱によりバスが運行されており、橋本駅、相模原

駅、淵野辺駅、相模大野駅などの各駅や、三ヶ木を起点とした路線が縦横に走ってい

ます。（神奈川中央交通㈱（グループ会社を含む）；113系統、京王バス南㈱；３系統、

富士急山梨バス㈱；３系統） 

また、民間バス事業者が撤退した路線や運行していなかった地域に公営バスを走ら

せるなど、住民の日常交通手段の確保を図っています。（相模原市営；１系統、藤野町

営；４系統） 
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７ 産業 

（１）産業別就業状況 

産業別就業者人口比を平成７年と平成12年で比較すると、第２次産業の就業人口の

割合が減少し、第３次産業の就業人口の割合が増加しています。 
 

■ 産業別就業人口 

国勢調査 産業別人口 

平成7年 平成12年 
平成12年国勢調査(人) 

区 分 

第1次 第2次 第3次 第1次 第2次 第3次 常住人口 昼間人口 
昼夜間
人口比 

2,594 113,116 202,313 2,070 102,355 213,982 
相模原市 

(0.8%)(35.6%)(63.6%) (0.7%)(32.1%) (67.2%)
646,765 557,529 86.2% 

203 4,482 6,988 189 3,809 7,708 
城 山 町 

(1.7%) (38.4%) (59.9%) (1.6%) (32.5%) (65.9%) 
23,036 16,940 73.5% 

100 2,167 3,164 130 1,969 3,238 
藤 野 町 

(1.8%) (39.9%) (58.3%) (2.4%) (36.9%) (60.7%) 
11,299 9,004 79.7% 

2,897 119,765 212,465 2,389 108,133 224,928 
合 計 

(0.9%) (35.7%) (63.4%) (0.7%) (32.2%) (67.1%) 
681,100 583,473 85.7% 

資料：国勢調査 
（相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む） 

（分類不能は含まない） 
 

（２）農業の実態 

農業産出額は、平成15年から平成16年にかけてほぼ横ばいの傾向にあります。 
 

■ 農家戸数及び農業産出額 

平成17年農家戸数（戸） 農業産出額（1000万円） 
区 分 

農家戸数 うち専業 専業率 平成15年 平成16年 H16/H15 

相模原市 2,866 214 7.5% 424 429 1.2% 

城 山 町 274 17 6.2% 28 27 -3.6% 

藤 野 町 480 8 1.7% 15 12 -20.0% 

合 計 3,620 239 6.6% 467 468 0.2% 

資料：農業センサスからみた神奈川の農業、生産農業所得統計 
（相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む） 
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（３）工業の実態 

製造業事業所数は減少傾向にありますが､製造業従業者数、製造品出荷額は増加して

います。 
 

■ 事業所数、従業者数、製造品出荷額等の現況 

製造業事業所数 
（事業所） 

製造業従業者数 
（人） 

製造品出荷額等 
（100万円） 

Ｈ16／Ｈ15 
区 分 

平成15年平成16年 平成15年 平成16年 平成15年 平成16年 
事業 
所数 

従業 
者数 

出荷 
額等 

相模原市 1,216 1,219 36,895 37,866 1,216,834 1,300,617 0.2% 2.6% 6.9% 

城 山 町 29 30 1,504 1,497 29,289 32,616 3.4% -0.5% 11.4% 

藤 野 町 55 37 601 494 10,491 8,912 -32.7% -17.8% -15.1% 

合 計 1,300 1,286 39,000 39,857 1,256,614 1,342,145 -1.1% 2.2% 6.8% 

資料：工業統計調査 

（相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む） 

 

 

（４）商業の実態 

事業所数、従業者数は減少傾向にありますが、年間販売額は増加しています。 
 

■ 事業所数、従業者数、年間販売額の現況 

事業所数（店） 従業者数(人） 年間販売額（100万円） Ｈ16／Ｈ14 
区 分 

平成14年平成16年平成14年平成16年平成14年 平成16年 
事業 
所数 

従業 
者数 

販売額 

相模原市 5,541 5,434 46,642 45,354 1,233,979 1,266,963 -1.9% -2.8% 2.7% 

城 山 町 163 168 1,510 1,596 24,190 26,654 3.1% 5.7% 10.2% 

藤 野 町 86 82 327 345 8,760 9,211 -4.7% 5.5% 5.1% 

合 計 5,790 5,684 48,479 47,295 1,266,929 1,302,828 -1.8% -2.4% 2.8% 

資料：商業統計調査 
（相模原市は旧津久井町､旧相模湖町を含む） 
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第２章 将来人口の見通し 

 

１ 総人口 

平成17年国勢調査速報値によると、平成17年10月１日現在の１市２町の人口は、合

わせて701,568人でした。今後も緩やかな人口増が続き、平成27年には約71万８千人

になるものと推計されます。 

 

２ 年齢３区分別人口 

年齢階層別の将来人口の見通しを見ると、０歳から 14歳までの年少人口、15歳から

64歳までの生産年齢人口はともに減少し、65歳以上の老年人口が大幅に増加するものと

予測され、高齢社会の進行が見込まれています。 

 

■ 将来人口の推計：単位（人） 

区  分 
平成 17 年 

(2005 年) 

平成 22 年 

(2010 年) 

平成 27 年 

(2015 年) 
区  分 

平成 17 年 

(2005 年) 

平成 22 年 

(2010 年) 

平成 27 年 

(2015 年) 

相模原市 663,464 678,030 685,625 

年少人口 94,253 92,668 87,894 総 人 口 697,586 711,379 717,985 

生産年齢人口 475,540 459,990 443,064 

 

老年人口 93,634 125,372 154,667 

城山町 23,344 23,582 23,519 年少人口 
98,756 

(14.1%) 

96,883 

(13.6%) 

91,840 

(12.8%) 
年少人口 3,230 3,264 3,179 

生産年齢人口 16,733 15,583 14,223 

 

老年人口 3,381 4,735 6,117 生産年齢人口 
499,311 

(71.6%) 

481,777 

(67.7%) 

462,551 

(64.4%) 
藤野町 10,778 9,767 8,841 

年少人口 1,273 951 767 

生産年齢人口 7,038 6,204 5,264 

 

老年人口 
99,469 

(14.3%) 

132,719 

(18.7%) 

163,594 

(22.8%) 

 

老年人口 2,454 2,612 2,810 

（注）各年１月１日。平成22年、27年はコーホート要因法＊７により推計 

平成 17年の人口は年齢不詳を含むため年齢別人口の合計と総人口は一致しない。 
また、平成 17年の相模原市の人口には旧津久井町及び旧相模湖町の人口を含む。 
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第３章 まちづくりの基本方針 

 

１ 新市の将来像 

新市は首都東京から約30～60ｋｍに位置することから、東部を中心に急速な都市化が

進み、特に相模原地域は首都圏における広域的な役割を担う拠点都市として発展してき

ました。一方、津久井地域は、相模湖、津久井湖、奥相模湖、宮ヶ瀬湖などにより神奈

川県の重要な水源地域となっており、丹沢大山国定公園や県立自然公園に指定されるな

ど豊かな自然環境を有しています。今後は、さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備に

より、広域的な交流拠点としての更なる発展の可能性が高まっていることから、東部に

おいては様々な交流・活動の場となる中心市街地の活性化を図るとともに新しい拠点づ

くりに努め、西部においては地域特性を活かした観光や芸術などを通じてやすらぎと憩

いの場を提供していくことが必要です。 
このため、広域交流拠点としての機能の充実を図りつつ、水源地域を保全・活用し、

豊かな自然環境と共生した都市基盤の整備や産業の振興を推進することにより、自然と

産業が共存する活力ある地域として更に自立した都市づくりを進めるとともに、住民一

人ひとりが主体となり、将来にわたって安心して質の高い市民生活を実現できるまちづ

くりを目指します。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

２ まちづくりの考え方 

地方分権時代にふさわしい新市を創っていくためには、合併による行政区域の拡大に

伴い、地域に根ざしたきめ細かなまちづくりを進めることが今まで以上に必要になりま

すが、都市を経営するという視点に立って、協働と分権によるまちづくりを進めるとと

もに、効率的・効果的な行財政運営を推進することが不可欠です。 
このため、市民一人ひとりが主体的にまちづくりに関わることによって、地域コミュ

ニティやまちづくりを担う多様な主体の活性化を図り、都市内分権を進めることが重要

です。また、市政の計画・実施・評価のすべての段階における市民参加を促進し、市民

のニーズが的確に反映された、市民の満足度を高める施策の展開が求められます。さら

に、民間活力の積極的な導入やＩＴ化の推進、事務事業や組織体制の見直しなど、最少

『『   自自然然とと産産業業がが調調和和しし  人人とと人人ががふふれれああうう   
活活力力ああるる自自立立分分権権都都市市  相相模模原原   』 

  
～～  森森がが育育むむ水水のの力力  水水ががそそだだててるるままちちのの力力  

  ままちちににいいききづづくく人人のの力力  地地域域のの力力とと魅魅力力をを活活かかししたたままちちづづくくりり  ～～  
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の経費で最大効果のサービスを提供していく必要があります。 
 

（１）協働と分権 

市民一人ひとりが支え育て合う自立した社会を創り、誰もが住みよい地域社会の形

成を目指すため、協働と分権の視点に立ったまちづくりを進めます。このため、広報・

広聴活動の充実に努め、男女共同参画の理念を踏まえて、市民の市政への参画機会を

拡充するとともに、都市内分権を推進します。 

① 多様な主体の協働の推進 

② 市民の市政への参画機会の拡充 

③ 都市内分権による住民自治の充実 

 

（２）効率的な行財政運営 

市民一人ひとりが納得しうる質の高い市政運営を行うために、効率的・効果的な行

財政運営、職員の資質の向上、情報公開の推進、近隣市町村との連携などに努めます。 

① 持続的な都市経営を可能とする財政基盤の確立 

② 民間活力やＩＴを活用した最少経費で最大効果のサービス提供 

③ 既存事務事業の見直しと新たな行政ニーズに対応した取組の推進 

④ 適正な職員定数の管理 

⑤ 情報公開の推進 

⑥ 広域連携の推進 

 

３ 将来都市構造 

各市町の持つ地域特性を活かし、今まで進められてきたまちづくりの経緯を踏まえ、

地域における様々な活動や交流の場としての拠点の形成や、拠点間の連携を図るネッ

トワークの形成を進めることとします。また、このことにより、より一層活力ある地

域として多核・多拠点型の都市づくりを目指します。 
 

（１）中心市街地としての都市の核 

橋本、相模原、相模大野の各駅周辺地域については、都市の核であり、中心市街地

として商業、業務、文化などの都市機能の集積が図られています。今後とも、相互の

連携を図りながら交流・都市活動の場となる各拠点とも連携し、中枢業務やコンベン

ション機能などの高次都市機能の集積をより一層進め、魅力の向上を進めることとし

ます。 
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（２）多様な拠点 

多種多様な拠点の整備を進めるとともに、それぞれの拠点の有機的なネットワーク

化を図り、各拠点の連携、相互補完による新市の一体性の強化を目指します。 

① 新たなまちづくりの拠点 

麻溝台・新磯野地区や当麻地区では、環境に配慮しながら、産業、文化、生活等

が融合した、時代をリードする新しい拠点づくりを進めていくこととします。 

② 新たな産業の拠点 

大島、小倉地区は、新市の中央を縦断するさがみ縦貫道路と、東西の軸となる津

久井広域道路の結節点で、（仮称）城山インターチェンジの整備が進められることか

ら、その交通利便性を活かした拠点として周辺土地利用の活性化を進めるものとし

ます。 
また、串川地区や内郷地区では、津久井広域道路を軸とする、豊かな自然環境と

調和した新たな産業の拠点の整備を目指します。 

③ 観光交流拠点 

相模湖周辺は、中央自動車道やＪＲ中央本線などの広域的な交通の利便性を活か

して、周辺の拠点との連携を通して観光資源としてのポテンシャルを高め、観光交

流拠点としての整備を目指します。 

④ 自然ふれあい拠点 

奥相模湖、宮ヶ瀬湖の周辺や市街地に残された貴重な平地林である木もれびの森

は、貴重な自然を保全するとともに、身近に豊かな自然とふれあえる場として整備・

活用を進めます。 

⑤ 芸術と憩いの拠点 

名倉、牧野地区は森と湖からのメッセージを発信する拠点として、ふるさと芸術

村としての空間を創出し、文化と芸術の香りが漂い感じる憩いの場を提供します。 
 

（３）交流を支える都市軸とゾーン 

新市の一体性の強化と均衡ある発展のため、都市構造上の骨格となる都市軸の形成

を目指します。 
また、都市的な土地利用の進む相模原地域は「くらしとにぎわいのゾーン」、水源地

域を抱え豊かな自然環境を持つ津久井地域は「うるおいといこいのゾーン」として位

置付け、それぞれの特性を活かした多核・多拠点型の都市構造の形成を目指します。 

① 交通軸 

ア 広域交通網の充実 
      広域化する市民生活、経済活動の活性化などの役割を担う重要な交通網として、

さがみ縦貫道路や国道などの整備促進を図るとともに、リニア中央新幹線の駅の

誘致や小田急多摩線、京王相模原線の延伸の促進などにより、新たな広域交通網
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の充実を目指します。 

イ 市民生活に密着した交通網の充実 

○ 幹線道路網の充実 
津久井広域道路は、新市の一体化を図る骨格的な幹線道路であり、東西の地

域連携強化のため整備を促進します。また、都市計画道路の整備や（仮称）下

九沢大島線の具体化を進め、幹線道路のネットワーク化を図ります。 

○ 公共交通網の充実 
各拠点間の連絡強化を図るとともに、高齢化や日常生活圏の拡大に伴う多様

な交通ニーズに対応した公共交通網の確立を目指すため、バスネットワークを

強化するほか、新しい交通システムの導入に向けた検討を進めます。 

② みずの軸 

相模川や道志川の流域では、貴重な水辺空間を保全するとともに、魅力ある憩い

の場としての整備を図ります。 

③ みどりの軸 

横山丘陵や相模川沿いの斜面緑地などは、市街地の中に残された貴重なみどりと

して、良好な都市環境の形成を図り、市民生活にうるおいを与える場として保全す

るとともに活用を図ります。 

④ 「水源の森」ゾーン 

南西部に広がる丹沢大山国定公園は豊かな自然環境に恵まれ、神奈川県の重要な

水源地域となっています。森林の持つ公益的な機能を保全しつつ適切な利用を進め、

総合的な環境の向上を図るものとします。 

⑤ みずとみどりのレクリェーションゾーン 

相模川や道志川の流域、城山湖や津久井湖、相模湖の周辺、宮ヶ瀬湖から城山に

かけての地域、県立陣馬相模湖自然公園周辺などでは、みずやみどりに親しみふれ

あえる場所として、自然環境に配慮した整備を進めます。 
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第４章 基本目標 

 
将来像を実現するため、分野別にまちづくりの基本目標を設定します。 
 
 
 
 
 
都市の健全な発展と市民生活の利便性や快適性の向上、そして人、自然、産業、文化

など様々な交流の架け橋という観点から、骨格となる交通網の強化と質の高い都市基盤

の整備が重要となります。 
このため、さがみ縦貫道路、津久井広域道路等の早期整備を図るとともに、鉄道輸送・

バスネットワークの強化、新しい交通システムの導入等に取り組むことにより、高齢化

や日常生活圏の拡大に伴う多様な交通ニーズに対応した公共交通網の確立を目指します。

さらに、増え続ける自動車交通などを円滑に処理していくため、ＴＤＭ（交通需要マネ

ジメント）＊８施策の推進に取り組み、交通渋滞の解消に努めます。 
また、新市の交流・都市活動の核となる中心市街地や多様な拠点の形成に向けた基盤

整備を図るとともに、水源地域の保全と生活環境の向上のための上下水道の整備や、高

度情報化に対応する情報基盤の整備、公園等市民の憩いの場となる空間の整備、美しい

都市景観の形成等を進め、快適で魅力ある居住環境の創造を目指します。 
 

新市の西部は広大な森林や清流、湖などみどり豊かな自然環境に恵まれており、神奈

川県の重要な水源地域となっています。また、自然と都市の融合や自然と人との共生を

まちづくりの基本に、日常的に暮らしの中で自然を身近に感じられるようにすることに

より、人々の自然に対する意識をより深いものとすることが求められています。 
同時に、相模川上流の水源地域からその下流にあたる都市部までが一体の地域となる

ことから、地域全体の健全な水循環を確保するための施策を総合的に行うことにより、

生態系に配慮したうるおいある水辺空間づくりを進める必要があります。 
このため、水源涵養、治水、保健休養等の森林の有する公益的な機能に配慮した保全

方策を推進するとともに、自然環境に対する意識を啓発し、河川、湖の水質の向上を図

るなど、水源地域の総合的な環境の向上を目指します。 
また、市街地周辺においても里山、谷戸が残っているほか、相模川などの水辺や斜面

林がみどりの軸を形成しており、市街地に残された貴重な平地林である木もれびの森や

都市公園、緑地としての農地などと良好なみどりを形成することにより、都市内部でも

自然を感じられるうるおいと風格のあるまちづくりを目指します。 

基本目標Ⅰ                      交通、都市基盤 
 

人、自然、産業、文化…新しい都市の   
交流と発展を支える 質の高い交通・都市基盤をめざす  

基本目標Ⅱ                        自然・環境 

 
自然の豊かさを日常的に感じるまちをめざす  
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さらに、限られた資源を大切にする循環型社会の形成を目指すとともに、廃棄物の適

正処理を目的とした施設整備を行うなど、環境に配慮した取組を進めます。 
 

新市の活力ある発展とゆとりある豊かな市民生活の実現には、多様な産業の振興と計

画的な土地利用の推進が重要となります。 
このため、新たな産業の誘致や大学・研究機関、インキュベーション＊９施設と連携し

た工業振興に取り組むとともに、生活の核となる個性的・魅力的な商店街の形成を図り

ます。 
各地域の歴史・文化などをはじめとする特性を観光資源として捉え、積極的な情報発

信に努め、観光の振興を図ります。特に、水源地域では、水辺環境や貴重な動植物が生

息する豊かな自然環境を保全しながら農林業の振興を図るとともに、文化・芸術などの

地域特性を活かした観光振興などにより、都市住民が自然とふれあう場を提供します。 
また、さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備を踏まえた計画的な土地利用を進める

とともに、市街地の高度利用や農業・森林地域での適切な土地利用など、地域の状況に

応じた土地利用を図り、良好な居住環境の保全及び創造と秩序ある都市の発展を目指し

ます。 
 

活き活きとした安全・安心な市民生活を実現するためには、心豊かな人づくりや人に

やさしいユニバーサルなまちづくり＊１０が重要となります。 
このため、教育環境を充実し、地域固有の自然や歴史、文化などの資源を活用した体

験学習や郷土学習を通じてふるさと意識の醸成に努め、人間性豊かな教育の実現を目指

します。同時に、市民の自己実現の場としての文化、芸術活動の促進などにより、生き

がいや心の豊かさが実感できるとともに、医療機関や福祉施設と家庭、地域とが連携し

た保健･医療･福祉体制を確立することにより、だれもが安心して生活できる地域社会の

形成を目指します。 
また、市街地から山間部まで、その地域特性に応じた防災･防犯対策を進め、市民が安

全に安心して生活できるまちづくりを目指します。 

基本目標Ⅲ                   産業、観光、土地利用 
 

地域経済を支えるために生活・自然環境と調和し、   
地域特性を活かした産業創生をめざす  

基本目標Ⅳ           教育･文化、保健･医療･福祉、安全･安心 
 

心の豊かさを育み、安心して活き活きとした   
市民生活の実現をめざす  
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 １ 地域連結夢プロジェクト 

 
第５章 合併シンボルプロジェクト 

 
新市の一体性を確保するため、シンボルとなる次のプロジェクトを推進する必要があります。 

 

市民生活や経済の活性化を支え、広域的

な交流や情報発信を進めるためのインフ

ラ＊１１として、幹線道路の早期実現を図る

ほか、鉄道網の充実に向けて津久井地域へ

の鉄道の延伸を促進し、新しい交通システ

ムの導入を検討します。これにより、交通

の利便性、快適性の向上を推進し、新市の

一体化を図ります。 
 
【主な事業】 
 骨格幹線道路の整備（さがみ縦貫道路、津久井広域道路 など） 
バスネットワークの充実 

 新しい交通システムの導入検討 
 

 
水源地域の山、川、湖などの優れた自然

や地域固有の歴史、風土を守るとともに、

人と自然が共生し文化、芸術などと親しめ

る環境を活用し市民のオアシスとなる空

間を創出します。また、都市部においても、

市民の憩いの場となる魅力ある快適空間

の創出に取り組みます。 
 
【主な事業】 
自然に親しむ空間整備事業 
（森林ミュージアム・オートキャンプ 
場・ハイキングコースの整備、グリーンツーリズム＊１２の促進 など） 

伝統文化の保存活用（エコミュージアム＊１３、フィールドミュージアム＊１４ など） 

 ２ 市民のオアシスプロジェクト 
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新市は、まち(都市部)と水源や森林など豊
かな自然を併せ持つことから、その特色を

活かして観光や産業の振興を図るため、多

様なイベントを有機的に連携させ、観光拠

点の整備を進めるとともに、特産品を活か

した地場産業の振興を図ります。 
また、豊かな自然環境や、交通の利便性

など首都圏における立地特性等を活かして、

骨格幹線道路の整備に伴う周辺土地利用の

活性化を図り、企業誘致を進めるなど、産

業創生に取り組みます。 
 
【主な事業】 
 新たな産業の創出事業（企業立地基盤の整備と誘致、産学連携 など） 
産業と観光が連携した魅力ある観光地づくり（観光拠点整備推進事業 など） 

 
 

 
豊かな人間性を育む環境づくりを進めま

す。子どもから大人まで、あらゆる人が生

涯にわたって学習することができる機会を

提供することにより、生涯現役時代にふさ

わしい“生涯学習都市”を目指します。 
 
【主な事業】 
 生涯学習キャンパスの展開 
（(仮称)市民・大学交流センターの整備 
 など） 
生涯学習の新しいネットワークの構築 
（図書館、博物館、公民館、大学などの 
ネットワーク化） 

 ３ まち＋水源地＝産業創生プロジェクト 

 ４ 市民キャンパスプロジェクト 
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全ての市民が豊かに暮らせるよう、安

全・安心なまちづくりを進めます。このた

め、保健、医療、福祉の充実を図ります。

また、地域コミュニティの強化を図り、住

民自らが地域を守るシステムを形成します。 
 
【主な事業】 
 総合的な保健・医療・福祉施策の推進 
（(仮称)北地区保健福祉センターの整 
備、特別養護老人ホーム等の整備促進 
など） 

防災、消防対策の強化 
（地域防災活動の支援、消防施設の整備、防災無線整備 など） 
安全・安心なまちづくりの推進 
（安全・安心まちづくり推進体制の構築、地域防犯活動の支援 など） 

 
 

 
都市内分権（分権型社会）を実現し、 

市民や民間団体、企業など地域社会を構 
成する様々な主体の協働による、自主的、 
自律的なまちづくりを目指します。 
 
【主な事業】 
 市民主体の協働によるまちづくりの推進 
（さがみはらパートナーシップ推進指  
針・都市内分権の推進、 
コミュニティ活動への支援 など） 

 ５ 安全・安心ネットワークプロジェクト 

 ６ パートナーシップ＊１５・都市内分権プロジェクト 
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第６章 施策体系 

 
４つの基本目標を実現するための、各分野の施策の方向性と主な事業は次のとおりです。 

 

（１）人、自然、産業、文化…新しい都市の交流と発展を支える 質の高い交通・

都市基盤をめざす ＜基本目標 Ⅰ＞ 

① 交通 

さがみ縦貫道路、津久井広域道路等の骨格幹線道路網の早期整備を図るとともに、

鉄道輸送、バスネットワークの充実、新しい交通システムの導入等に取り組むこと

により、高齢化や日常生活圏の拡大に伴う多様な交通ニーズに対応した公共交通網

の確立を目指します。さらに、ＴＤＭ（交通需要マネジメント）施策の推進により、

交通渋滞の解消に努めます。 
また、新市内の連携を強化し、多様で活発な交流による発展を促すための骨格的

な交通網の整備を進めるとともに、自然と調和した人に優しく利便性の高い道づく

りに努めます。 
 

施  策 主 要 事 業 

骨格幹線道路網の整

備 

・ 広域幹線道路の整備促進（さがみ縦貫道路、津久井広域

道路、県道 52 号（相模原町田） など） 

・ 国道、県道の整備促進（国道 16 号、国道 20 号、国道 129

号、国道 412 号、国道 413 号、県道 46 号（相模原茅ヶ崎）、

県道 48 号（鍛冶谷相模原）、県道 51 号（町田厚木）、県道

76 号（山北藤野）、県道 503 号（相模原立川）、県道 507 号

（相武台相模原）、県道 508 号（厚木城山） など） 

・ 幹線道路の整備（（都）相原大沢線、（都）相原宮下線、

（都）橋本大通り線、（都）宮上横山線、（都）原宿山野線 な

ど） 

・ （仮称）下九沢大島線の具体化 

・ （都）宮下横山台線延伸の具体化に向けた検討 

・ 中央自動車道の整備促進（６車線化、相模湖東出口（オフ

ランプ）の改良促進） 

公共交通網の充実 

・ 広域交通ネットワークの整備（リニア中央新幹線の建設促進

及び駅の誘致 など） 

・ 鉄道網の充実（小田急多摩線及び京王相模原線の延伸の

促進、ＪＲ相模線の複線化の促進、ＪＲ横浜線・中央本線の

相互乗り入れの促進 など） 

・ 藤野駅周辺交通施設整備 

・ ＴＤＭ（交通需要マネジメント）施策の推進事業 

・ 交通バリアフリー基本構想の推進 

・ バスのネットワークの充実 

・ 乗合バス路線維持事業 



合併まちづくり計画 

- 35 - 

（公共交通網の充実） 

・ バス利用促進事業の推進 

・ バスターミナル整備事業 

・ コミュニティバスの導入検討事業 

駐車場対策 

・ 公共駐車場整備事業（小田急相模原駅北口地区） 

・ 自転車駐車場整備事業（南橋本駅） 

・ 放置自転車等対策の強化 

・ 民間自転車駐車場の整備促進（小田急相模原駅北口地区） 

新しい交通システムの
導入検討 ・ 新しい交通システムの導入検討事業 

人にやさしい道づくり 
・ 歩行者専用デッキ等の整備 

・ 交通安全施設整備事業 

 

② 都市基盤 

産業・情報基盤の整備、美しい都市景観の形成、公園整備等を進めるとともに、

水源地域の水環境の保全や生活環境の向上に向けた上下水道の整備等を進め、快適

で魅力ある居住環境の創造を目指します。また、活力ある市街地と水源地域の豊か

な自然とが共存する新市においては、自然環境や文化と調和した質の高い都市基盤

整備を進め、将来にわたって市民が真に豊かな生活を享受することができるまちづ

くりに取り組みます。 
 

施  策 主 要 事 業 

上水道の整備推進 ・ 簡易水道などの公営化推進 

下水道の整備推進 ・ 公共下水道整備事業 

都市緑化と公園整備

の推進 

・ 公園整備事業（相模原麻溝公園、古淵鵜野森公園、（仮

称）テクノパイル田名公園、（仮称）中央公園 など） 

・ 民有地緑化の促進（屋上緑化等助成 など） 

・ 緑道ネットワーク化事業 

良好な住まいづくりの

推進 

・ 住環境保全･形成支援事業 

・ 地区計画や建築協定等の促進 

・ 街づくり活動推進条例の推進 

美しい都市景観の形

成 

・ 都市景観形成基本計画の推進（景観計画の策定） 

・ 屋外広告物等の規制、誘導 

・ 優良建築物等整備事業（橋本６丁目Ｄ地区） 

高度情報化基盤の整

備推進 
・ 情報基盤の整備 

住宅対策 
・ 市営住宅の整備（田名塩田団地、南台団地 など） 

・ 市営住宅の改善 

 

（２）自然の豊かさを日常的に感じるまちをめざす ＜基本目標 Ⅱ＞ 

① 自然・環境 

津久井地域は森林と清流と湖に恵まれた広大で豊かな自然を有しており、神奈川
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県の水源地域としても重要な役割を担っています。そのため、森林の持つ価値を再

評価し、市民生活や地域文化、経済活動等を支える貴重な財産であると同時に資源

として、水源地域の自然の保全と活用に努めるとともに、市街地やその周辺に残る

貴重な水辺や緑の保全に取り組み、自然と共存する地域づくりに取り組みます。 
また、限られた資源を大切にする循環型社会の形成を目指すとともに、廃棄物の

適正処理を目的とした、南清掃工場の建替え整備などを進めます。 
 

施  策 主 要 事 業 

自然環境の保全、創

造、活用 

・ 木もれびの森づくり事業 

・ 境川沿い緑地の保全 

・ 清流とホタルの里づくりの促進 

・ ほたるの里づくり推進事業 

水源地域の保全 
・ 水源の森林の保全 

・ 合併処理浄化槽の設置促進 

湖環境の向上 ・ 湖の水質改善 

河川環境の向上 

・ 準用河川改修事業（鳩川、八瀬川、姥川） 

・ 都市基盤河川改修事業（道保川） 

・ ビオトープ＊１６の創出 

里山・谷戸環境の保全 ・ 里山・谷戸環境保全推進事業 

環境保全活動の推進 
・ 環境情報システムの活用 

・ 環境パートナーシップの推進 

廃棄物対策の推進 

・ 一般廃棄物処理施設整備の推進（清掃工場、し尿処理施

設、最終処分場、粗大ごみ処理関連施設 など） 

・ ごみの減量化・資源化施策の推進（新たな分別回収品目の

追加、事業系ごみ減量化等の促進 など） 

・ 廃棄物不法投棄防止対策の推進 

 

（３）地域経済を支えるために生活・自然環境と調和し、地域特性を活かした産業

創生をめざす ＜基本目標 Ⅲ＞ 

① 産業 

首都圏近郊にあり、豊かな自然環境を有するという立地特性と、高度な技術力を

活かし、新たな産業の創出や企業誘致等を図るとともに雇用機会の増大を目指しま

す。 
また、地域特性を活かした産業を振興するとともに、市内での生活の核となる商

店街、商業施設等の活性化や農林業の担い手育成、観光、商業との連携により個性

的で多様な産業の振興を図ります。 
 

施  策 主 要 事 業 

活力ある産業の振興 
・ 総合的な産業振興施策の推進（産業振興ビジョン推進事業 

など） 
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（活力ある産業の振興） 

・ 新たな成長産業の創造（産学連携支援事業、広域連携支

援事業、コミュニティビジネス支援事業＊１７、起業家育成事

業など） 

・ 産業支援基盤の整備（インキュベータ＊９の整備） 

・ 総合的な物流施策方針の検討 

・ 津久井リサーチ・インテリジェントパークエリア整備事業 

中小企業の育成 
・ 経営安定化と経営革新の支援（中小企業振興資金などの

各種融資の実施など） 

工業の振興 

・ 人材、技術など経営資源の強化支援（共同研究開発支援

事業等） 

・ 企業立地の促進及び工業用地の保全と創出（産業集積促

進事業の推進） 

農林業の振興 

・ 新都市農業推進事業（アグリセンター事業＊１８などの拠点事

業、バイオマス・フロンティア事業＊１９などの促進事業、民間

参入を促進する事業） 

・ 農業経営基盤強化推進事業（認定農業者育成事業、有害

鳥獣対策事業、農産物加工交流施設整備） 

・ 環境保全型農業推進事業 

・ 農林業後継者・担い手確保対策事業 

・ 地場農産物ブランド化促進事業 

商業の活性化 

・ 特色ある商業地の形成（中心商業地・地区中心商業地形成

事業の推進、中心市街地活性化施策の推進） 

・ にぎわいのある商店街づくりの支援（商店街活性化の促進、

空き店舗対策の促進） 

・ 高感度な商業・サービス業の集積（魅力ある個店づくりの支

援、若手経営者の育成、商店街・大型店・ロードサイド店の

連携・共生支援） 

雇用対策の推進と勤労

者福祉の充実 

・ 無料職業紹介事業 

・ 勤労者福祉施策の充実（あじさいメイツの事業支援 など） 

 

② 観光 

津久井地域の四季折々の雄大な景観を育む森林や相模湖、津久井湖、奥相模湖、

宮ヶ瀬湖、城山湖などの自然資源を活かした観光産業の育成、文化、芸術などの地

域特性を活かした観光の振興を図るとともに、都市固有の景観やそこで繰り広げら

れるイベント、体験などの都市型観光を推進します。さらに観光拠点の連携を強化

し、グリーンツーリズムなどの自然体験や交流を通じて多様な余暇ニーズに応える

ことができる、やすらぎと賑わいのある観光地づくりを進めます。 
 

施  策 主 要 事 業 

観光の振興 

・ 商・工・農業と連携した観光産業の推進 

・ 観光拠点の整備とネットワーク化の推進 

・ 観光振興計画の推進 

・ 観光マイスター＊２０、観光ボランティアの育成・支援 

・ ＩＴを活用した都市型観光情報の受発信 
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（観光の振興） 
・ ＦＣ（フィルムコミッション）推進事業＊２１ 

・ 森林ミュージアム推進事業 

自然を活かしたレクリエ

ーションの振興 

・ 水源地域交流の里づくり事業 

・ ふるさとの森整備事業 

・ 三井親水公園整備事業 

・ ハイキングコース整備事業 

・ グリーンツーリズム推進事業 

・ 民間レクリエーション事業への支援検討 

 

③ 土地利用 

さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備を踏まえた計画的な土地利用を進めると

ともに、中心市街地での高度利用や、新市全体での効率的かつ秩序ある土地利用な

どにより、良好な居住環境の創造と新たな産業立地も進め、特色ある地域の発展を

目指します。 
 

施  策 主 要 事 業 

計画的で秩序ある土地 

利用の推進 

・ 土地区画整理事業（麻溝台･新磯野地区、当麻地区、（仮

称）城山ＩＣ周辺地区、東金原地区） 

・ キャンプ淵野辺留保地の利用計画の検討 

・ インダストリアルフォレスト計画の推進 

特色のある地域づくり ・ 都市再生緊急整備地域（橋本駅周辺地区）の整備促進 

中心市街地の整備 
・ 市街地再開発事業（相模大野駅西側地区、小田急相模原

駅北口地区） 

米軍基地対策の推進 

・ 相模総合補給廠、キャンプ座間、相模原住宅地区の全面

返還の推進 

・ 一部返還、共同使用の推進 

 

（４）心の豊かさを育み、安心して活き活きとした市民生活の実現をめざす   

＜基本目標 Ⅳ＞ 

① 教育・文化 

豊かな人間性を育むために、ライフステージに応じた教育・学習機会の充実、

支援や学習・文化・スポーツ施設の整備、活用を図るとともに、スポーツ・レク

リエーションの振興に努めます。また、伝統的行事の継承や文化財などの保護・

活用や芸術活動の促進などによる市民の自己実現の場の充実に努めるなど、個性

ある生涯学習都市を目指します。 
 

施  策 主 要 事 業 

幼児教育の充実及び

多様化 

・ 幼稚園就園の支援 

・ 私立幼稚園預かり保育の支援 

・ 私立幼稚園運営の支援 
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学校教育の充実及び

多様化 

・ 少人数指導等支援事業 

・ 外国人英語指導助手派遣事業 

・ 学校の情報化推進事業 

・ 特色ある学校教育の推進（国際教育、情報教育、環境教

育、藤野地域の教育特区 など） 

・ 教育相談の充実（いじめ、不登校 など） 

学校教育環境の整備 

・ 小中学校施設整備事業 

・ 屋内運動場の整備･改修事業 

・ 学校給食施設設備整備事業 

・ 藤野地域の小学校統廃合事業 

生涯学習の推進 
・ （仮称）市民・大学交流センター整備事業 

・ （仮称）南生涯学習センター整備事業 

青少年の健全育成 ・ 青少年健全育成環境づくり事業 

スポーツ・レクリエーシ

ョンの振興 

・ 地域スポーツクラブの育成支援 

・ 競技場、スポーツ広場の整備（相模原麻溝公園競技場、横

山スポーツ広場、相模湖林間公園野球場等 など） 

・ 中央総合体育館の整備計画の推進 

・ 武道館の整備検討 

・ 夜間照明設備設置の推進 

文化施設の整備及び

活用 

・ 図書館建設事業 

・ 文化施設等の検討整備 

・ （仮称）南市民ギャラリー整備事業 

・ フォトギャラリーの設置検討 

・ 合唱の里づくり事業 

伝統的行事、文化財の

保護及び活用 

・ 遺跡公園整備事業（田名向原遺跡、勝坂遺跡、川尻石器

時代遺跡） 

・ 小原宿本陣整備事業 

・ 遺跡保存事業（津久井城遺跡、寸沢嵐遺跡 など） 

・ エコミュージアム推進事業 

国際交流の推進 
・ 国際交流推進事業 

・ 中学生海外派遣事業 

男女共同参画の推進 
・ 男女共同参画推進センター運営事業 

・ ドメスティック・バイオレンス防止対策事業 

地域住民の連帯強化、

地域振興 

・ 合併市町村振興基金の積立 

・ 地域再生プログラム事業 

芸術文化の推進 
・ フィールドミュージアムの推進 

・ ふるさと芸術村構想の推進 

 

② 保健・医療・福祉 

家庭を取り巻く環境が大きく変化している中、市民誰もが安心して幸せな生活を

おくることができるよう、健康づくりや健やかな子育て環境づくりに努めるととも

に、高齢者や障害者の生活支援と社会参加に対して、生きがいと思いやりを持って

助け合う地域社会の形成に取り組みます。 
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施  策 主 要 事 業 

医療体制の充実 
・ 医療費適正化対策の推進 

・ 小児医療費助成事業 

子育て環境づくりの充

実 

・ こどもセンター建設事業 

・ 児童クラブ整備事業 

・ 待機児童の解消（保育所の施設整備） 

・ 認可外保育施設支援事業 

・ 児童虐待予防・防止体制の整備 

・ 母子家庭等自立・生活支援事業 

高齢者福祉の充実 

・ ふれあいセンター整備事業 

・ 地域包括支援センター運営事業 

・ 特別養護老人ホーム、老人保健施設等の整備促進 

・ 高齢者大学運営事業 

障害者福祉の充実 

・ 相談・支援体制の充実 

・ 地域生活・自立生活支援施策の充実 

・ 障害福祉施設、地域作業所等への支援 

地域福祉の充実 

・ 地域福祉推進事業 

・ （仮称）北地区保健福祉センターの整備 

・ ボランティア活動促進事業 

援護を要する人の福祉

の充実 
・ 要援護者への自立支援事業 

保健・衛生の充実 

・ 健康づくりの充実（市民健康づくり運動推進事業、健康増進

事業） 

・ （仮称）北地区保健福祉センターの整備（再掲） 

 

③ 安全・安心 

市街地から山間部に至るまでの災害等に対する基盤整備や、消防、救急救助体制

など、ハード、ソフト両面の防災対策を推進し、市民の生命と財産を守ります。ま

た、公害防止対策や地域社会の変容に伴う防犯対策などを進め、市民が安心して生

活できるまちづくりを目指します。 
 

施  策 主 要 事 業 

防災対策の推進 

・ 防災行政用同報無線整備事業 

・ デジタル地域防災無線の整備事業 

・ 既存建築物総合防災対策推進事業 

・ 防災備蓄倉庫・資機材整備事業 

・ 飲料水兼用貯水槽設置事業 

・ 非常用発電設備整備事業 

・ 防災工事（底沢線、阿津増原線） 

治山・治水対策の推進 

・ 準用河川改修事業（鳩川、八瀬川、姥川） 

・ 都市基盤河川改修事業（1 級河川鳩川、道保川） 

・ 公共下水道（雨水）の整備 

消防体制の整備推進 
・ 消防庁舎建設事業 

・ １１９番受信・指令システム整備事業 



合併まちづくり計画 

- 41 - 

（消防体制の 整備推

進） 

・ デジタル消防・救急無線の整備事業 

・ 消防車両購入事業 

・ 消防水利整備事業 

・ 救急高度化推進事業 

防犯対策、交通安全

対策の推進 

・ 安全・安心まちづくり情報の提供事業 

・ 地域防犯活動支援事業(地域防犯リーダーの育成 など) 

安全な消費生活の確

立 

・ 消費生活センターの整備事業 

・ 消費生活相談事業 
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第７章 公共施設統合整備の基本的な考え方 

 
公共施設の統合整備については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう利便性など

にも十分配慮し、地域全体のバランスや地域の特性、さらには財政状況を考慮しながら

検討し、整備を進めていくことを基本とします。 
 
なお、合併に伴い、旧役場庁舎は総合的な事務所として活用し、適切な職員配置や電

算処理システムのネットワーク化など、必要な機能の整備を図ることで、住民サービス

の低下を招かないように十分配慮するものとします。 
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第８章 県事業の推進 

 

１ 神奈川県の役割 

 神奈川県は、城山町及び藤野町の区域が合併に伴い中核市となることによる事務移管が

円滑に行われるよう協力するとともに、必要に応じて財政的・人的支援を行います。 
また、新市のまちづくりが着実に進むよう、円滑な運営と均衡ある発展に資する県事

業の着実な実施を図るとともに、必要に応じて財政的な支援措置を講じます。 
 

２ 県事業の推進 

新市の地域は、神奈川県の総合計画「神奈川力構想･プロジェクト 51」における「環
境共生生活都市圏」に位置し、神奈川県における東西交流・南北交流の結節地域として、

みどりの中で産業と調和する生活都市をめざし、広域的な交通機能の整備を踏まえた生

活環境や生産環境の整備を進めることとなっています。 
神奈川県は、このような広域的な交通機能の整備という視点を持ちつつ、新市の均衡

ある発展のために、さがみ縦貫道路の整備促進及び津久井広域道路の早期整備に取り組

みます。 
また、この地域の豊かな自然が有する機能や魅力を生かし、環境への負荷を軽減する

まちづくりや、人や自然にやさしい水辺づくり、都市公園の整備などを進めます。 
そして、県民の共通の財産である水源地域の豊かな自然環境を次世代へ継承し、多様

な生物を育む良好な自然環境の保全と良質で安定的な水資源を確保するため、県民と行

政が一体となって、環境に対する負荷の軽減を図り、水源地域の森林を守り育てていく

とともに、水質保全対策など良好な水環境の創造に取り組みます。 
さらに、都市住民の連携と協力を図りながら、水源環境保全に関わりの深い水源地域

に住んでいる人々が生き生きと豊かに暮らせる地域づくりを進めます。 
  

３ 新市の地域における県事業 

＜多様な交流を支える道路網や公共交通網の整備＞ 
○ 交流連携を支えるさがみ縦貫道路などの道路網の整備 
・ 津久井広域道路の整備 
・ さがみ縦貫道路の整備促進 
・ 広域交流幹線道路網の整備（国道 412号、国道 413号） 
・ 橋りょうの架替（県道 510号（長竹川尻）御堂橋、県道 520号（吉野上野原停車
場）勝瀬橋） 

・ インターチェンジ接続道路の整備（津久井広域道路、県道 52号（相模原町田）） 
○ 地域の交通ネットワーク形成の推進 
○ JR相模線複線化の促進 
・ 相模線複線化に向けた取組みの推進 
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・ 相模線沿線地域活性化の促進 
○ リニア中央新幹線の建設促進と駅誘致 
○ 公共交通整備の促進（乗合バス路線維持） 

 
＜水源環境保全対策の推進＞ 
○ 生活排水処理施設整備の促進 
○ ダム貯水池の水質浄化対策の推進 
○ ダム貯水池対策（ダム貯水池の堆砂対策） 
○ 水源の森林づくりの推進 

 
＜地域に根ざした新しい産業の創出と振興＞ 
○ 新規成長分野の産業振興支援 
○ まちのにぎわいを創出する商業の振興 
○ 地域資源を活用した観光魅力づくり 
○ 地産地消による農林業の振興 
○ 都市住民との交流による耕作放棄地の有効活用 

 
＜既存産業の活性化と集積促進＞ 
○ 中小企業の経営革新への支援 
○ 工場跡地などへの企業誘致の促進 

 
＜みどり豊かな自然の活用＞ 
○ 県立自然公園などの整備と活用 
・ 陣馬相模湖自然公園 
・ 丹沢大山国定公園の整備 

○ 水源地域交流の里づくり 
・ 地域資源を活用した各種交流イベントの実施 

 
＜都市公園など観光拠点づくり＞ 
○ 魅力ある都市公園などの整備 
・ 津久井湖城山公園 
○ 都市住民との交流による里山づくりの推進 
・ 小松・城北地区などへの支援 

 
＜安心して快適にくらせるまちづくり＞ 
○ 身近な犯罪に対する防犯活動の推進 
○ 安全で円滑な交通環境の確立 
・ 日常生活を支える道路網の整備（（都）相模原二ツ塚線） 
・ 交差点改良や歩道整備等（県道 46号（相模原茅ヶ崎）、県道 48号（鍛冶谷相模 
原）、県道 63号（相模原大磯）、県道 76号（山北藤野）、県道 510号（長竹川尻）荒
句橋、県道 513号（鳥屋川尻）三井大橋、県道 520号（吉野上野原停車場）秋川橋） 
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・ 橋りょうの補修、防災対策の推進（県道 35号（四日市場上野原）、県道 76号（山
北藤野）大羽橋、県道 511号（太井上依知）） 
 

＜自然災害に強い治山治水対策などの推進＞ 
○ 河川・土砂災害防止施設などの整備 
○ 治山事業の推進 
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第９章 相模原市、城山町、藤野町の合併による財政推計 

 
この財政推計は、相模原市・城山町合併基本計画における財政計画と相模原市・藤野町

合併基本計画における財政計画を基に、相模原市、城山町、藤野町の１市２町が合併した

場合の財政状況を推計したものです。 
 

１ 基礎となる数値と考え方 

○ 基本的に各市町の平成16年度一般会計の決算額を使用し、過去の決算額の推移を

基に歳入、歳出を見込むこととします。 
○ １市２町の人口推計を基に、税収などを見込むこととします。 

 

２ 積算の方法（条件設定） 

（１）歳 入 

① 市税 

○ 個人市民税：将来の生産年齢人口（15～64歳人口）の増減により推計します。 

○ 法人市民税：実績の増減率により推計します。 
○ 固定資産税：実績の増減率により推計します。 
○ 事 業 所 税：実績の増減率により推計します。 
○ 都市計画税：実績の増減率により推計します。 
○ 軽自動車税：人口の増減により推計します。 
○ 市たばこ税：実績の増減率により推計します。 
上記のほか、税源移譲等による市税の増について見込みます。 

② 地方譲与税・交付金＊２２ 

将来人口の増減や実績の増減率により推計します。 

③ 地方交付税＊４ 

○ 普通交付税は、平成16年度の実績値を5.9％減額（地方財政対策＊２３を反映）し、

その額が継続するものと仮定します。また、合併補正＊２４（４ヵ年で 1.52億円）

を加算するとともに、合併特例債＊２５償還金相当額の70％を見込み、合併算定  
替＊２６を適用し推計します。 
○ 特別交付税＊４は、平成12年度から16年度までの数値のうち最も少ない額を

5.9％減額（地方財政対策を反映）し、その額が継続するものと仮定します。また、

合併財政需要に係る措置（２ヵ年で2.8億円）を見込みます。 
○ 臨時財政対策債＊２７の元利償還金相当額が、普通交付税として交付されるものと

して見込みます。 
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④ 国・県支出金＊２８ 

扶助費＊２９に対する支出金は、扶助費推計値に連動させて推計します。投資的経 
費＊３０に対する支出金については、歳出の投資的経費に見合った額とします。 
また、国庫補助負担金の一般財源化分について見込みます。 

⑤ 市債＊３１ 

  投資的経費の財源として見込みます。 

⑥ その他 

繰入金、繰越金のほか、旧津久井郡広域行政組合が行っていた事業に関わる歳入

や中核市移行等に伴う歳入、事務事業の一元化に伴う財政への影響額を見込みます。 
 

（２）歳 出 

① 人件費 

首長などの特別職は、平成16年度実績値で推計します。 

議員報酬は16年度実績値を用い、市町村の合併の特例等に関する法律の規定によ

る定数特例を適用するものとして推計します。 
一般職の人件費については、旧津久井郡広域行政組合の人件費分を加算し、合併

後４年間は前年度職員数の１％を減少させることとして推計します。 

② 扶助費 

全国の増加率により推計します。 

③ 公債費＊３２ 

地方債の償還計画を基に推計します。 

④ 物件費＊３３ 

微増で推移すると見込みます。 

⑤ 補助費等＊３４ 

実績の増減率により推計します。 

⑥ 投資的経費 

本計画に位置づけた主要事業、及びその他必要な普通建設事業について見込みま

す。 

⑦ その他 

  維持補修費や積立金のほか、旧津久井郡広域行政組合が行っていた事業に関わる

歳出や、中核市移行等に伴う歳出、事務事業の一元化に伴う財政への影響額を見込

みます。 
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３ 推計結果 

 
【歳 入】    （単位：百万円） 

 市 税 
地方譲与

税・交付金 
地方交付税 国・県支出金 市 債 その他 歳入合計  

平成 19年度 112,281 12,702 4,219 25,838 19,896 21,164 196,100 

平成 20年度 111,932 11,925 4,280 24,944 17,782 19,826 190,689 

平成 21年度 111,543 11,167 4,304 24,957 17,738 19,258 188,967 

平成 22年度 111,220 11,183 4,375 24,664 15,436 18,375 185,253 

平成 23年度 111,066 11,215 4,412 24,763 16,147 18,253 185,856 

平成 24年度 110,885 11,247 4,491 25,342 15,937 19,178 187,080 

平成 25年度 110,417 11,279 4,574 25,642 17,208 20,231 189,351 

平成 26年度 109,967 11,312 4,658 25,688 17,823 20,528 189,976 

平成 27年度 109,503 11,345 4,739 25,389 16,804 21,465 189,245 

 

【歳 出】 
    

 

（単位：百万円） 

 人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他 歳出合計 

平成 19年度 43,827 30,502 19,784 25,509 8,066 28,997 39,415 196,100 

平成 20年度 43,598 31,356 20,127 25,535 8,125 23,507 38,441 190,689 

平成 21年度 43,690 32,124 21,283 25,561 8,177 22,507 35,625 188,967 

平成 22年度 43,402 32,799 20,718 25,586 8,222 20,500 34,026 185,253 

平成 23年度 43,078 33,372 21,462 25,612 8,260 20,697 33,375 185,856 

平成 24年度 43,055 33,840 21,961 25,637 8,290 20,628 33,669 187,080 

平成 25年度 43,169 34,195 22,208 25,663 8,313 21,827 33,976 189,351 

平成 26年度 43,604 34,434 21,880 25,689 8,328 21,746 34,295 189,976 

平成 27年度 43,787 34,555 21,103 25,714 8,336 21,124 34,626 189,245 
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用 語 解 説 

 

＊１ 中核市 ［Ｐ1、5、43、47］ 

   人口や市域の規模、能力が比較的大きい都市について、その事務権限を強化し、でき

る限り住民の身近で行政を行うことができるようにするもの。中核市になると、保健所

事務などを処理することができ、都市計画や環境保全行政に関する事務の権限が広がる。 

＊２ 都市内分権 ［Ｐ1、23、24、33］ 

   身近な地域ごとに一定の権限等を配分し、地域固有の課題への対応やまちづくりなど

に市民が主体的に関わることができる仕組み。 

＊３ 三位一体改革 ［Ｐ1］ 

国と地方の税財政制度についての改革で、「国庫補助負担金の廃止・縮減」、「地方交付

税の見直し」、「国から地方への税源移譲」の３つを同時に行うことにより、地方が自ら

の権限、責任、財源のもとで必要なサービスを選択し提供する、分権型社会を実現する

ことを目指すもの。 

＊４ 地方交付税、普通交付税、特別交付税 ［Ｐ1、46、48］ 

地方交付税とは、地方公共団体の財政の不均衡を調整し、どの地方公共団体において

も住民が標準的な行政サービスを受けられるよう、国が徴収した税（所得税、法人税、

酒税、消費税など）を一定の割合で県や市町村に配分するもの。地方交付税には、必要

な経費を積み上げた『基準財政需要額』が、標準的に見込める税収入を積み上げた『基

準財政収入額』を上回る地方公共団体に交付される普通交付税と、突発的な災害などを

考慮して、普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対して交付される特別交付税が

ある。 

＊５ 人件費 ［Ｐ1、47、48］ 

議員の報酬や職員の給料、期末・勤勉手当、退職金などのこと。 

＊６ 保安林 ［Ｐ12］ 

   水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成などのために、

国や県が指定する森林のこと。指定されると、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制

される。 

＊７ コーホート要因法 ［Ｐ21］ 

ある年の男女別、及び年齢別の人口を基準にして、それに出生率や移動率、生存率な

どの仮定値をあてはめて将来人口を計算する方法。 

＊８ ＴＤＭ（交通需要マネジメント） ［Ｐ29、34］ 

   自動車の効率利用や公共交通への利用転換など、交通行動の変更を促して、発生集中

する交通量の平準化など、交通需要の調整を行うこと。 

＊９ インキュベーション／インキュベータ ［Ｐ30、37］ 

   起業した企業や新規産業の企業などを育てる仕組みや支援制度のことで、公的機関な



合併まちづくり計画 

- 50 - 

どが経営ノウハウや事業・研究スペース、資金などを提供することにより、新たな産業

創設の場と機会を与えていくもの。 

＊10 ユニバーサルなまちづくり ［Ｐ30］ 

年齢や性別などを問わず、全ての人が魅力的で住みやすい、生き生きと心豊かに暮ら

せるまちづくりをめざすもの。 

＊11 インフラ ［Ｐ31］ 

インフラストラクチャーの略で、基礎、土台という意味であるが、一般的には社会的

生活基盤のことをいう。具体的には、道路や公園などの生活関連施設などのこと。 

＊12 グリーンツーリズム ［Ｐ31、37、38］ 

   豊かな自然やゆとりある農山村に滞在することで、その土地の自然、文化、人々との

交流を楽しむ余暇活動のこと。 

＊13 エコミュージアム ［Ｐ31、39］ 

   自然環境や歴史文化遺産などの地域資源を保存・復元・活用するとともに、次世代に

継承することで地域への愛着心を育て、また地域同士の交流や連帯感を深めることでよ

り良いまちづくりをしていこうとするもの。 

＊14 フィールドミュージアム ［Ｐ31、39］ 

   地域景観、文化財やアートの展示、展示館の確保など、地域全体を博物館に見立て、

生活文化発信の場の確保に努めようとする事業。 

＊15 パートナーシップ ［Ｐ33］ 

   市民、地域団体、ＮＰＯ、大学、行政など、まちづくりの様々な担い手が、それぞれ

の特徴を活かして役割分担をしながら協力、連携すること。 

＊16 ビオトープ ［Ｐ36］ 

   植物、小動物、昆虫、鳥、魚など多様な野生生物が生息、生育する空間であり、その

状態を保持・管理している場所。 

＊17 コミュニティビジネス支援事業 ［Ｐ37］ 

   コミュニティビジネスとは、市民が主体となり、地域の住民が抱える課題やニーズを

素材として、有償サービス方式で事業を展開し、地域産業の振興やコミュニティの再生

など、地域の活性化に寄与する事業。 

＊18 アグリセンター事業 ［Ｐ37］ 

   地域の農産物を「見て、触って、感じて、つくって、味わう」拠点として、地場農産

物の直売機能・ＰＲ機能、スローフード提供機能、農産物加工体験機能、農業体験・研

修機能、農作物栽培相談機能などを有する総合的な施設整備事業。 

＊19 バイオマス・フロンティア事業 ［Ｐ37］ 

   バイオマスとは、家畜の排せつ物や生ゴミなど、動植物から生まれた再生可能な有機

性資源のことをいうが、これらの資源を再利用、再活用することによって、「資源循環型

農業の実現」を目指す事業。 
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＊20 観光マイスター ［Ｐ37］ 

   都市型観光の楽しみ方や遊び方を市民や来訪者に伝え、教えることができる指導者な

どのこと。 

＊21 ＦＣ（フィルムコミッション）推進事業 ［Ｐ38］ 

   映画、テレビ番組及びＣＭ等の映像制作のロケーション撮影を誘致し、実際のロケを

スムーズにすすめるため、映像制作者と関係機関との調整を行うほか、エキストラの手

配、各種の許認可申請を支援し、映像制作者をサポートする事業。 

＊22 地方譲与税・交付金 ［Ｐ46、48］ 

   国や県が徴収した税の一部から市町村に配分されるもので、地方譲与税としては所得

譲与税や自動車重量譲与税など、交付金としては利子割交付金や地方消費税交付金など

がある。 

＊23 地方財政対策 ［Ｐ46］ 

   毎年度の国の予算編成に合わせて、地方財政全体の歳入歳出の均衡を図るためにとら

れる地方財源の確保対策のこと。 

＊24 合併補正 ［Ｐ46］ 

   合併直後の行政水準、住民負担水準の格差是正など、行政の一体化のために必要な臨

時的経費のこと。普通交付税を算定する際に基準財政需要額に算入される。 

＊25 合併特例債 ［Ｐ46］ 

   合併後の新市が新市建設計画に基づいて行う一定の事業に要する経費や、地域振興の

ための基金の積立に要する経費について、合併年度及びこれに続く10年度に限り地方債

（合併特例債）を財源とすることができる。合併特例債は、事業費の95％に充当するこ

とができ、元利償還金の70％が普通交付税の基準財政需要額に算入される。 

＊26 合併算定替 ［Ｐ46］ 

合併するとスケールメリットにより行政費用が割安になるため、交付される普通交付

税の額は少なくなるが、合併前の市や町が存続するものとして、別々に計算した普通交

付税の額を合計して合併後の一定期間について交付する特例措置。 

＊27 臨時財政対策債 ［Ｐ46］ 

   平成 13年度の地方財政対策において、地方財源の不足に対処するため平成15年度ま

での間、各市町村において発行することとされた地方債で、元利償還金は後年度の基準

財政需要額に算入される。平成16年度から18年度まで制度が継続されている。 

＊28 国・県支出金 ［Ｐ47、48］ 

   特定の仕事に対して、国･県から交付される資金のことで、生活保護費や児童手当など

の負担金、道路や学校建設のための補助金などがある。 

＊29 扶助費 ［Ｐ47、48］ 

   生活保護費や児童手当、児童扶養手当など法令に基づいて支給される費用のほか、市

町村が独自で行っている福祉関係の施策に基づき支給される費用のこと。 
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＊30 投資的経費 ［Ｐ47、48］ 

   主に、道路や学校、庁舎などの施設の建設、整備に必要となる経費のこと。 

＊31 市債 ［Ｐ47、48］ 

   道路整備や学校建設など、一時的に多額の費用がかかる事業を実施するために、借り

入れる資金のこと。 

＊32 公債費 ［Ｐ47、48］ 

   特定の事業や財源不足の補てんのために借りた市債などの返済金のこと。 

＊33 物件費 ［Ｐ47、48］ 

   委託料、役務費（通信運搬費、手数料など）、賃金、旅費、消耗品費などの消費的な経

費のこと。 

＊34 補助費等 ［Ｐ47、48］ 

各種団体や個人に対する補助金、交付金のほか寄付金や保険料のこと。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相模原市・城山町合併協議会 

 

事務局 ： 〒229－0036 神奈川県相模原市富士見6-6-23 けやき会館 3階 

ＴＥＬ：042-769-8206  ＦＡＸ：042-768-4066 

Ｅ-mail：kouiki@city.sagamihara.kanagawa.jp 

ホームページ：http：//www.ss-gappei.jp 

 

 
平成１８年６月 
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