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村 岡 新 駅 周 辺 地 区 ま ち づ く り 方 針 （ 素 案 ）

「 尖 る 創 造 と 広 が る 創 造 を 生 み 出 す 街 」 を 目 指 し て

村岡公民館の
移設・整備

新駅
予定地

御霊神社

源頼義が軍勢を集めたと
伝えられる旗立山

シンボル
道路

村岡新駅周辺地区

（約8.6ha）

兜松

2

はじめに序 藤沢市の都市拠点のひとつとして、村岡新駅周辺地区のまちづくりを進めるにあたり、将来地区像や方向性などの「あ
り方」を示す計画書として、「村岡新駅周辺地区まちづくり方針（素案）」を作成します。

村岡新駅周辺地区は、本市の東端に位置し、藤沢市都市マスタープランにおいて、６つの都
市拠点の１つとして、新たに、東海道本線新駅を中心として広域に発信する研究開発拠点の形成
を目指すことを位置付けている地区です。

また、神奈川県，鎌倉市と「湘南地区整備連絡協議会」を設置し，「村岡・深沢地区全体整
備構想（案）」をまとめ、鎌倉市深沢地域一体となった新たなまちづくりに向けた取組を進めて
います。平成３０年１２月には、神奈川県，鎌倉市と、藤沢市村岡地区・鎌倉市深沢地区のまち
づくりと村岡新駅（仮称）設置に関する合意を取り交わしました。

このような中、令和元年度に「村岡新駅周辺地区まちづくり検討会議」を設置し、これまで
村岡新駅周辺地区等のまちづくりの検討経緯（村岡地区まちづくり計画、村岡地区整備計画
（案）、村岡新駅周辺地区まちづくりガイドライン（素案））等を踏まえつつ、地区及びまちづ
くりを取り巻く状況や社会状況の変化等を見据えて、まちづくりコンセプトの深度化やその実現
に向けた考え方、市全体に対する役割・効果等を検討・整理してきました。

「村岡新駅周辺地区まちづくり方針（素案）」は、検討成果を踏まえ、まちづくりの将来像
や方向性など、村岡新駅周辺地区のまちづくりを進める際の「あり方」を示す計画書として、作
成したものです。

鎌倉市深沢地区
（約31.1ha）

村岡新駅周辺地区
（約8.6ha）

村岡地区・深沢地区の一体的な土地区画整理事業

湘南深沢駅

大船駅

藤沢駅

新林公園

御霊神社

シンボル道路
村岡新駅

村岡新駅周辺地区の位置

湘南ヘルス

イノベーション※8パーク十二天公園

御霊神社 神戸製鋼所

村岡新駅周辺地区の周辺概況

※「村岡新駅周辺地区まちづくり方針」は、「藤沢市市政運営の総合指針」「藤沢市都市マスター
プラン」を上位計画とし、「藤沢市地域防災計画」などの個別計画や「藤沢市緑の基本計画」
等の個別計画等との整合を図りつつ、まちづくりを進めます。併せて、「村岡・深沢地区全体
整備構想（案）」と連携して進めます。



村 岡 新 駅 周 辺 地 区 ま ち づ く り 方 針 （ 素 案 ）

「 尖 る 創 造 と 広 が る 創 造 を 生 み 出 す 街 」 を 目 指 し て

村岡新駅周辺地区でまちづくりを考える際のポイント

❷産業・経済基盤としてのあり方
レジリエンス※3と環境性能を備えた街へ

新しいビジネスチャンスの創出や事業継続性の高い産業
エリアを構築するためには、都市災害等に対するレジリ
エンス※3や環境性能を備えた社会基盤を確保すること
が求められます。また、域内外の円滑で多様なアクセス
の実現などが必要です。

【都市拠点として】
◼ 研究開発機能の既存集積のもと、東海道本線新駅を核に「研究開発拠点」の形成
◼ 人口減少・高齢化社会に適合した「質の高い」まちづくり
◼ 市の経営政策・全市的経済を下支えする拠点形成
◼ 「ウェルネス」をテーマとしている深沢地区と連携したまちづくり
◼ 代替性の無い個性・魅力の創出（資源磨き・地域人材）
◼ 目指すまちづくりに合わせた適正な土地利用転換・誘導や都市計画の設定

【産業・経済基盤として】
◼ 新技術や新しいビジネス基盤など社会変化への適応
◼ 先進的な研究開発や業務機能など、クリエイティブ産業※1の集積と発信
◼ 「村岡・深沢地区のヘルスイノベーション※8最先端拠点形成」に対する

村岡新駅周辺地区のあり方
◼ 多様なノウハウを有する企業の立地

【持続的な地域まちづくり】
◼ 新しい機能導入による地域サービスの享受
◼ 豊かな緑や歴史文化など特色ある地域資源
◼ 駅前広場や公園等の公共施設・オープンスペースの新規整備と活用・管理
◼ 民間活力の積極的活用
◼ 景観形成（都市のデザイン）や環境配慮（エコ）、「協働」への積極的取組

強み・機会

前提・与件

【都市拠点として】
⚫ 他の都市拠点との明確な差異化と村岡地区の立ち位置の整理
⚫ これからの時代にふさわしい『研究開発拠点』の姿とは？
⚫ 村岡地区全体における、新駅周辺地区の役割
⚫ 市内の他の拠点との連携・差異化
⚫ 鎌倉市側との一体的なまちづくりの推進
⚫ 多く見られる狭隘道路など、脆弱な回遊性・歩行快適性の改善

【産業・経済基盤として】
⚫ 「機能集積」と「活力と魅力」の関係づくり
⚫ 技術革新や地域ビジネスを想定した災害に強く事業継続できる都市基盤づくり
⚫ 全市的に増加するシニア層の誘引方法

【持続的な地域まちづくり】
⚫ 行政・地域・企業の連携体制
⚫ 投資効果の高い基盤整備（つくって終わりにならない）
⚫ 深沢地区との連携体制（相乗効果と差異化）
⚫ 総論（まちづくり全体の方向性）と各論（個別地権者の意向）の利害一致
⚫ 地区南側では、農地を中心とした土地利用がされている
⚫ 現在指定されている生産緑地の動向（解除・継続、土地利用転換の可能性等）
⚫ 長期的なまちづくり事業期間も踏まえたまちづくりのプログラム

課 題

時代変化・価値観変化

に応じた社会基盤形成

人口減少・超高齢化に応じた

都市機能と事業スキーム
６都市拠点の１つ

「研究開発拠点」の位置づけ
都市計画と土地区画整理
事業による適正な土地利用

深沢地区と一体的な
まちづくり

❸持続的な地域まちづくりのあり方
官民が連携し「つくる」から「つかう」へ

ハード整備の「つくる」というだけでなく、どのように
街を活用・運用していくかといった「つかう」視点も含
め、官民の連携によりまちづくりを進めていく必要があ
ります。

❶都市拠点としてのあり方
通常の研究施設集積とは異なる立ち位置へ

研究者・開発者などのクリエイティブ※2人材とともに、
地域住民・来街者等の交流人口を増やすために、新しい創
造社会形成に寄与するまちづくりが求められます。また、
市内の拠点や隣接する深沢地区との機能連携による相乗効
果も求められます。

※1『クリエイティブ産業』／創造性や知的資本を材料に、革新的・文化的な製品や仕組みを生み出しサービスを行う産業群 ※2『クリエイティブ』／新しいものや仕組みを作り上げること・力
※3『レジリエンス』／「回復力」「弾力性」等の意味を持ち、あらゆる物事が望ましくない状況から脱し、安定的な状態を取り戻す力

3

1 まちづくりを進める上での前提等と本地区のまちづくりに求められること
藤沢市の都市拠点である村岡新駅周辺地区では、研究開発拠点という位置づけを踏まえ、これからの時代にふさわしい
まちづくりのあり方、そして持続的な取組みが求められています。



村 岡 新 駅 周 辺 地 区 ま ち づ く り 方 針 （ 素 案 ）

「 尖 る 創 造 と 広 が る 創 造 を 生 み 出 す 街 」 を 目 指 し て

『尖る創造』

研究者・開発者・
クリエイティブ※2人材

新
た
な
刺
激

地域住民や市民が、「知の集積」に触れ、創造力が喚起され
る、ソーシャルキャピタル※7を育むライフプレイス※6

研究開発拠点としての村岡新駅周辺地区の将来地区像

【尖る創造と広がる創造を生み出す街】
「最先端技術や専門家が生み育む創造性」と「暮らしや感性をより豊かにする創造性」

健康と文化の森
【学術文化新産業拠点】
◇産学公連携によるビジネス育
成や国際交流の拠点
◇人材育成、基礎データ収集、
インキュベーション※4、学術研

究を行う拠点

村岡新駅を中心に、知的人材の集積を活かし世界に誇る「尖る創造」と地域や市民と共に創り出す「広がる創造」が
相互に作用することで好循環を生み出す、新たな研究開発拠点を形成します。

・
・
・

市内の都市拠点や
事業所･大学等と

の連携

地域 市民

創
造
の
喚
起

市全体への波及

藤沢駅周辺
【中心市街地】

◇都心及び広域交流拠点、多
機能回遊型
◇商業、業務、行政、文化、

都心居住機能等

辻堂駅周辺
【広域連携・複合拠点】
◇広域連携拠点。多様な交流
を育む拠点
◇本市西部や西北部、茅ヶ崎

市東部への交通ターミナル

ヘルスイノベーション※8

最先端拠点
研究者・開発者等創造性豊かな人材の「知」が集積
し、最先端の研究・ものづくりから創造が生まれる

ワークプレイス※5

世界へ発信

『広がる創造』

企業を核とした
社会実装の場

大学を核とした
活力創造の場

深沢地区のまちづくり

【ウェルネス】
■こころとからだの

健康を育むまち
■イノベーション※8を

生み出すまち
■あらゆる人と環境に

やさしいまち

住宅・商業・業務
・工業・官庁など
多様な機能導入に
より新しい都市環

境を形成

駅と周辺をつな
ぎ人々の活動の
対流と滞留を促
す身近な都市サ

ービスを展開

機
能
連
携

機
能
連
携

• 誰もが健康かつ安全に、生き生きと誇りを
持って暮らすことができる、持続可能な地
域社会のリーディングエリアを構築

• 健康寿命の延伸やヘルスケア分野の産業を
創出

【村岡・深沢地区】

※4『インキュベーション』／「孵化する」という意味から転じて、新規事業の創出や起業の支援を行い育成すること ※5『ワークプレイス』／働き方の多様化に伴い、従来のオフィスだけではなく時間や場所にしばられない知識創造活動を行うあらゆる場
※6『ライフプレイス』／「尖る創造」や先進的な技術、地域の文化・交流等を享受しながら生活を楽しみ、満足度を高く過ごす場
※7『ソーシャルキャピタル』／社会関係資本。個人間のつながり、社会的ネットワークとそこから生じる互酬性と信頼性の規範 ※8『イノベーション』／技術革新。新たなアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し変革をもたらすこと

4

2 村岡新駅周辺地区が目指す将来地区像
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「 尖 る 創 造 と 広 が る 創 造 を 生 み 出 す 街 」 を 目 指 し て

5

3 将来地区像を実現するための４つの重要テーマ
まちの基本となる基盤（安心安全、次代にふさわしい交通結節点）の上に、地域性を生かした緑豊かな環境形成とクリエイ
ティブ※2人材や交流人口を生み育む創造的な場づくりを進めることで、「尖る創造」と「広がる創造」を実現します。

創造を育むための

仕掛けづくり

安心・安全なまちづくり

緑や文化豊かなまちづくり

新しい交通結節点づくり

創造的な場づくり

※9『グリーンインフラ』／社会資本整備や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を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組

知的好奇心を触発し、思考が深まる環境とすることで村岡新駅
周辺地区のあらゆるところで知的な創造活動が行われている状
態を創出します。

緑資源や地域文化を通じ、創造性や地域性が深まる環
境とすることで、都市拠点にふさわしい景観と、創造
の場にふさわしいグリーンインフラ※9を創出します。

徹底的に人が主役であり、暮らしをアクティ
ブにすることで、常に人々が集いたくなる、
暮らしを活動的かつ創造的にする環境を創出
します。

誰もが安心して創造活動が出来る
地域の暮らしを守るため、特に懸
念される水災害に備えたレジリエ
ンス※3の高い環境を創出します。

将来地区像を
実現するための

４つの

重要テーマ

村岡新駅周辺地区で展開される
様々なクリエイティブ※2活動の場

を形成する核となる要素

【尖る創造と広がる創造を生み出す街】の実現へ

ひと中心の
持続可能な街を

支えるベースづくり

暮らし、働き、過ごす場として
まちの基本となる基盤要素
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オフィス
研究施設

コワーキング施設
イノベーション※8・ラボ

情報発信施設

【方針３】
市民等の感性を育む場

体験型オープン・ラボ
情報発信機能

書店・カルチャースクール

【方針１】
街全体が

１つにつながり
憩いや交流など
魅力的な場

落ち着いた環境

や

魅力的な景観

【創造的な場とは？】知的好奇心を触発し、思考が深まる環境
～村岡新駅周辺地区のあらゆるところで知的な創造活動が行われている状態を創出します～

【方針１】街全体を憩いや交流など魅力的な場で
つなぐ

歩く、会話する、考える、佇むといった創造活動に必要な「創発」
や「対話」などのアクティビティが街の様々な場所で生み出される
ために、多様な憩いや交流の場を創り出します。

⚫ 誰でも行き来が出来、集い溜まれるカフェや散策路、オープンスペー
ス等の憩いや交流に資する機能導入の推進

⚫ 緑豊かな屋外空間や見晴らしの良い場所など、落ち着きのある環境と
魅力的な景観の形成

【方針２】クリエイティブ産業※1やクリエイティ
ブ※2人材に選ばれる場とする

研究開発拠点として、単に研究施設を集積するのではなく、先端技
術や先端産業に関わる企業や人材が集い、さらに相互に触発し合え
る機能も付加することで、多様なノウハウをもった企業や人材が集
まりたくなる場を創り出します。

⚫ サイエンス、ものづくり、ヘルスケアなど、次代を創造し牽引する先
端技術に係る研究機関やスタートアップ等の誘致・集積を可能にする
オフィスや研究施設、コワーキング施設といった核機能導入の推進

⚫ 核機能を補完する企画・研究・交流拠点としてのイノベーション※8・
ラボや情報発信施設等の機能導入の推進

【方針３】市民等の感性を育む共創の場とする
より楽しく健康に、快適なライフスタイルの享受と創造が生み出さ
れるために、「方針２」のクリエイティブ※2な機能が街に開かれ、
市民や来街者にも魅力的な知的体験や先端的サービスが提供される
と共に、地域協働で未来を共創する場づくりや取組を進めることに
より、知識や感性が磨かれ健やかな心と体を育む環境を創り出しま
す。

⚫ 企業や研究・教育機関と市民等が相互交流を図る体験型オープン・ラ
ボや情報発信機能の導入推進

⚫ 書店や多様な講座・イベントなど新しい知識発見や知見習得機会を生
み出す機能や、日常的な運動や健康体験、また地域資源に触れる機会
などを可能にする機能の導入推進

憩い
や
交流

憩い
や
交流

憩い
や
交流

憩い
や
交流

憩い
や
交流

憩い
や
交流

ベンチャー企業が集積し新しい
サービスを開発（秋葉原）

企業の先進的研究を知り学べる市
民向けラボ（大阪府大阪市「グラ
ンフロント大阪」）

街全体をラボに見立て、「ワクワ
クするような未来」を共創（千葉
県柏市「UDCK（柏の葉）」）

地域資源の緑を活用し、ふれあい
の機会やコミュニティ醸成と共に
情操教育を推進（東京都三鷹市）

街に対して開かれたオープンス
ペースやカフェ（ポートランド
市）

景観に配慮した遊歩道やまちかど
の休憩施設（千葉県柏市「柏の葉
キャンパス」）

実現に向けて必要な取組み
✓ 地区全体で機能を適切に配置するコーディネート及び事業成立性
を高めるための仕組

街の価値を高めるクリエイティビティを高める共用スペースや魅力
的なオープンスペース等が、事業性の低い施設・機能であっても導
入・維持することが必要

✓ ビジネス連携や人材交流等をコーディネートする役割・仕掛け

クリエイティブ産業※1やクリエイティブ※2人材をつなぎ、新しい
事業構想や人材交流を促す機会づくりが重要

創造的な場づくり

【方針２】
クリエイティブ産業※1や
クリエイティブ※2人材に

選ばれる場

「創造的な場」を構成する方針の概念図

４つの重要テーマごとの方針（１）



村 岡 新 駅 周 辺 地 区 ま ち づ く り 方 針 （ 素 案 ）

「 尖 る 創 造 と 広 が る 創 造 を 生 み 出 す 街 」 を 目 指 し て

鎌倉丘陵緑地への

視覚的つながり

民地内における
憩いの広場空間

緑豊かな
シンボル道路空間

湘南iPark

神戸製鋼所

村岡新駅

鎮守の森

立体的で
環境共生型の緑

眺望点となり

借景となる

里山空間

緑に彩られた駅前空間

緑に彩られた駅前空間

【緑や文化豊かなまちとは？】緑資源や地域文化を通じ、創造性や地域性が深まる環境
～都市拠点にふさわしい景観と、創造の場にふさわしいグリーンインフラ※9を創出します～

緑や文化豊かなまちづくり

7

【方針１】市をさらに豊かにする新たな形態の緑の軸を
形成する

文化・歴史資源等として保全してきた緑や民有地内の緑、新たにまちづくり
で創出する緑等の多様な緑と、起伏のある地形等の特徴を最大限に生かし、
新駅を中心とした創造を生み出す緑の軸を形成することで、全市的な緑の骨
格に新たな緑の拠点を創出します。

⚫ 湘南アイパークや神戸製鋼所、新規立地する事業所等による、開かれた緑空間の
形成・維持

⚫ 御霊神社や兜松等の文化・歴史資源等と連携した緑の保全・活用による新たな役
割・価値の創造

⚫ 公有地、民有地等が一体感を持った緑豊かな駅前空間や都市公園・施設の形成

【方針２】地域資源や緑の持つ多面的な機能を最大限に
生かし、街に多様性を生み出す

地域文化に根差した資源をしっかりと未来へ紡いでいくこと、そして緑の
量・質だけでなく、自然資源が持つ役割を緑の多面的な機能に位置づけてい
くことで、地域のコミュニティや暮らしの文化を創り出します。

⚫ 兜松や鎌倉古道など地域の文化資源を地域住民・事業者のコミュニケーションの
場として積極的に活用

⚫ 憩いや休憩のみならず、防災・減災や地域振興、生物生息空間の場など緑の持つ
多様な機能を、都市公園や駅前広場、及び民有緑地等様々な場で展開し街に多様
性を創出

⚫ 特に、グリーンインフラ※9やグリーンビルディングに積極的に取り組むことで、
持続可能な社会や環境共生社会の実現に貢献

実現に向けて必要な取組み
✓ 緑の軸やグリーンインフラ※9等を地区全体でプロデュースする仕組み

地区内外を貫く緑の軸や持続可能な街の形成には、地区全体を俯瞰して、多様な
連携のもと取り組むことが必要

✓ 緑や地域文化がもたらす価値を住民・事業者・行政で共有し育む仕組み

緑や地域文化は特定の住民・事業者だけでなく、地域に関わる様々な利害関係者
で共創されてはじめて一体的な価値を共有することが必要

全市的な緑の骨格を形成する緑の軸

４つの重要テーマごとの方針（２）

兜松

鎮守の森
都市公園

十二天公園

御霊神社

(株)神戸製鋼所

湘南iPark

にぎわいを

創出する空間

憩い・交流の空間

日常的遊びの空間

散策する空間

緑の軸を形成する
多様な緑

←

開発に合わ
せた積極的
な緑化で、
街に新しい
価値を創出
（二子玉川
ライズ）

←

公共空間や
民地内広場
を緑化し居
心地が良い
コ ミ ュ ニ
ティやビジ
ネス環境を
醸成（東京
都丸の内）



村 岡 新 駅 周 辺 地 区 ま ち づ く り 方 針 （ 素 案 ）

「 尖 る 創 造 と 広 が る 創 造 を 生 み 出 す 街 」 を 目 指 し て

【新しい交通結節点とは？】人が主役であり、暮らしをアクティブにする環境
～常に人々が集いたくなり、暮らしを活動的にし創造的にする環境を創出します～

新しい交通結節点づくり

8

【方針１】「乗り換えの場」だけではなく『過ごしたくなる場』とす
る

多様な移動・行動の起点となる駅周辺は、鉄道利用者の乗換の場としてだけではなく、住む人・働
く人・訪れる人にとって魅力的な交流・心地よい時間、新しい経験といったリアルな体験が得られ
る「過ごしたい場」を創り出します。。

⚫ 駅前広場自体が、交通結節機能だけではなくイベントや災害時に隣接地と一体的に活用が可能となる等、
曜日や時間帯、季節・緊急時等に応じて多様な使われ方を想定した空間づくり

⚫ 楽しむ、寛ぐ、サービスが得られるなどとともに、人がいることを感じる、多様な「過ごし方」ができ
る機能導入の促進

⚫ 駅前広場に面しレストランやカフェ、雑貨屋など個性的でおしゃれで思わず立ち寄りたくなる機能導入
の推進

【方針２】それぞれの人に即したモビリティサービスで、人々の暮ら
しをアクティブにする起点とする

「過ごしたくなる場」と「多様性を受け止め個々に使いやすいモビリティ」、そして「歩きたくな
る空間」が繋がることで、人々の暮らしがより快適に、より行動的に、より健康的になり、加えて
環境負荷がより小さくなることを目指し、駅を起点として移動しやすくなる、行動したくなる環境
を創り出します。

⚫ 自家用車に依拠しない、ITを活用した合理的な公共交通体系及び安全な交通環境の形成

⚫ 目的に沿った移動がストレスなく行える、自動運転や電動化によるバス・タクシー等の進化や新たなモ
ビリティの導入やMaaS※10技術等の活用

⚫ 村岡新駅を中心に日常的な歩く、体を動かす等の健康増進活動の展開が促進される機能導入とヘルスリ
テラシーが高まる仕組みの構築

実現に向けて必要な取組み
✓ 地域特性に応じたモビリティの導入及び多様な連携による事業性・経済性・持
続性を持った交通ネットワークを構築する仕組み

✓ 駅前広場が交通機能だけではなく、駅前の広大なオープンスペースとして、周
辺と連携しながら、多様な役割を担うための整備及び仕掛け

多品種の植栽や雨水を利用したせせらぎ、ベンチのみならず
移動可能なイス、イベントも可能な広場など、多様な機能導
入が図られた駅前広場（多治見市虎渓用水広場）

駅に附帯した「フリースペース」は、観光客の待ち合わせだ
けでなく、普段の駅利用者の休憩、学生の勉強やおしゃべり
など、多様な使い方がされている（富山駅）

駅に直結したサイクリスト向けの施設。自転車のショップや
整備サービス、ロッカールームやシャワールームなど多様な
サービスが展開されている（土浦駅）

※10『MaaS（マース：Mobility as a Service）』／地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対
応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサ
ービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地
域の課題解決にも資する重要な手段となるもの。

建物の屋上に整備された公園。カフェが併設されている他軽
運動が出来るスペースなどもあり、ちょっとした時間に多様
な活用が可能（渋谷区宮下パーク）

自動運転によるバスの運行実験。先端技術によりまちの利便
性を高めるテストマーケティングを進めている（千代田区）

ゆっくりと街を巡るように周遊する人と環境に優しい低炭素
型バス（豊島区池袋）

４つの重要テーマごとの方針（３）



村 岡 新 駅 周 辺 地 区 ま ち づ く り 方 針 （ 素 案 ）

「 尖 る 創 造 と 広 が る 創 造 を 生 み 出 す 街 」 を 目 指 し て

【安心・安全なまちとは？】誰もが安心して創造活動が出来、地域の暮らしを守る環境
～特に懸念される水災害に備えたレジリエンス※3の高い環境を創出します～

安心・安全なまちづくり

9

【方針１】近年多発する豪雨災害に備えた都市基盤で浸水被害を最小
化する

行政による水害対策に加え、創造性や緑空間の形成につながるグリーンインフラ※9の防災面の効用
も最大化し総合的な浸水被害対策を講じプラスαの防災対策を図ることで、地区全体で更なる防災
性の向上を目指します。

⚫ 都市基盤維持に関わる関係者連携等による、一体的水害対策の計画を推進

⚫ 公共施設・民間施設における雨水貯留浸透施設の整備

⚫ 官民連携によるあらゆる場所を活用した雨水流出抑制策の導入

【方針２】浸水時・被災時においても活動を止めない拠点とする
研究開発拠点として事業継続を可能にし、また周辺住民等が在宅避難が可能となるような電気、水
等のインフラを一定期間提供できるような対策を備えると共に、日ごろから地域の防災意識の醸
成・向上を図ることで、ハード・ソフト両面からレジリエンス※3の高い都市拠点を目指します。

⚫ エネルギーの地産地消や水の確保とともに、電気・ガス・水などの早期復旧を可能とする施設整備

⚫ 事業継続性を担保するためのエネルギー、通信等における冗長性を備えたシステムの構築

⚫ 防災備品の備蓄や防災・活動などを１事業者だけでなく地域全体で取り組む事業継続計画（BCP）の推進

⚫ 自治会をはじめとした地域住民やワーカー相互の「顔が見える関係づくり」による防災コミュニティの形
成及び日常的な安心安全の向上

⚫ 災害時に容易に移動・転用できるモビリティや施設のストック推進

【方針３】想定最大規模の都市災害においても人命を守る
1000年に一度の確率と言われる、想定し得る最大規模の降雨や甚大な地震災害等の都市災害におい
て、災害リスクを最小化し避難が出来る環境を形成することで、人命を守ることを目指します。

⚫ 浸水想定高さ以上のレベルでの一時避難場所や避難動線の確保等、甚大な水災害に備えた都市空間の形成

⚫ 逃げることに躊躇しない仕組み・システムの導入

実現に向けて必要な取組み
✓ 地区全体での一時避難が可能となる場所や避難動線等を担保した都市基盤及び建築計画の作成
及び導入

✓ 建築時等における雨水流出抑制策を積極的に導入する仕組み

✓ 水災害対策や防災に配慮したまちづくりを進める産官学民の連携の仕組

まちづくりに活用される雨水貯留浸透施設のイメージ（公益社団法人雨水貯留浸透技術協会資料より）

官民連携による浸水被害対策として、民間の貯留施設等の
設置や浸透施設の設置を促す制度等の活用

４つの重要テーマごとの方針（４）

築地川公園の公園キッチン。区の住民・在勤者が無料
で借りられるかまどを利用し、災害時に役立つスキル
が習得出来るイベントを定期的に開催（中央区築地）



村 岡 新 駅 周 辺 地 区 ま ち づ く り 方 針 （ 素 案 ）

「 尖 る 創 造 と 広 が る 創 造 を 生 み 出 す 街 」 を 目 指 し て

10

４つの重要テーマに基づいた導入機能のイメージ4
創造的なワークプレイス※5と創造的なライフプレイス※6、４つの重要テーマを実現するために必要な機能像を示します。

飲食機能
街に開かれたオープンカフェや国
際的な食文化にも対応した料理店

ヘルスケア機能
日常的な健康づくりや気分転換等のためのスポ
ーツジムや広場などの身近なスポーツ施設や、
最新の情報・体験が得られる施設

生活サービス機能
駅周辺で働く人や駅利用者、近隣住民
等の生活に必要な最寄り品を販売する
スーパーや小売店、病院や美容院等

サービスアパートメント機能
海外からの研究者のように長期滞在を必要とする

来街者向けのサービスも提供する賃貸住宅

交流・コンベンション機能
研究者同士や、異分野、地域住民、来訪者等が

意見交換や交流、休息できるスペース等

体験・展示・情報発信機能
研究者や専門家、企業の持つノウハ
ウを触媒に体験・交流ができるスペ
ースやオープンラボ等

シェアオフィス機能
新たに創業・起業する人材やテレワークなど次代
の働き方にも対応した共有やレンタル等のワーク
スペース

研究施設・オフィス機能
新たに研究開発やクリエイティ
ブ産業※1をしたり、サポートす
る企業や研究者等の業務環境

自然や芸術との

ふれあい機能
緑に囲まれた散策路や富士山や
夕日の見える展望スポット
創造を喚起するアート作品の展
示ギャラリーなど

研究・開発の場
～働く～

憩い・リフレッシュの場
～暮らす～

創造が生まれる場
～交流・体験・触発～



村 岡 新 駅 周 辺 地 区 ま ち づ く り 方 針 （ 素 案 ）

「 尖 る 創 造 と 広 が る 創 造 を 生 み 出 す 街 」 を 目 指 し て

空間づくりを行う上での基本的な考え方

【方針①】ひとの活動を重視した空間づくり
創造を生み出す人々の活動や、多くの人が駅を中心に集散する玄関口としての空間づくりを
行います。
⚫ 街の印象を左右する、駅からの街への繋がりや見え方などを配慮した駅前空間・景観づくり

⚫ 街の中で回遊したくなる、過ごしたくなる施設配置や、富士山や緑などの眺望に配慮した空間づくり

⚫ オン・オフを支える都市サービス機能の計画的配置

⚫ 街の中を楽しみながら、周辺の施設や地域などにストレスを感じずにアクセスできる配置・街区の形成

【方針②】未来に続く魅力ある空間づくり
技術を柔軟に取り入れながら、周辺環境と連携した魅力的な空間や新たな安心安全・持続可
能性を高めていることが魅力となる空間づくりを行います。
⚫ 安心・安全をより高めるための、グリーンインフラ※9の活用や官民による減災・早期回復の取組を計画
的・効率的に導入するための戦略的な基盤・空間形成

⚫ 環境負荷低減と暮らしやすさの向上を両立する人と環境に優しい都市環境の実現

⚫ 新たな交通システム導入を支える基盤・施設の整備

⚫ 新しい技術や社会基盤の積極的導入

⚫ 周辺の施設・地域資源や住宅地と連続した空間づくり

⚫ 新駅南北に整備する駅前広場をについては、交通広場としての機能のみならず、様々なイベントや緊急
的活動などを可能にする可変的な空間（設備や移動可能な附帯施設など）を整備

⚫ 公園や民有地内空地などにおいても周辺と一体的かつ柔軟な使い方を可能にする施設・設備の整備

【方針③】めざす空間形成に合わせた取組・手法
垣根を感じさせない空間づくり、まちの軸づくりの実現に向けて、一体的な空間創出するた
めの都市基盤及び建築物の整備を目指します。
⚫ 空間イメージに合わせた都市基盤・建築物整備計画の早期段階からの調整

⚫ 街区ごとのボリュームコントロール※11や緑の配置、景観誘導等の規制誘導の導入

⚫ 新しい技術や社会基盤の積極的導入を見据えた柔軟な事業推進

⚫ 街の魅力向上、活性化に資する公共空間の活用と連携

【空間整備方針】

【考え方❶】
垣根を感じさせない空間づくり

【考え方❷】
駅南北をつなぐ軸の形成

※11『ボリュームコントロール』／建物サイズや容積等の調整

限られたエリアで様々な機能が
集積する空間において、枠にとら
われず、研究者や住民、来訪者等
による多様な創造活動を支えるた
めに、オープンスペースとプライ
ベートスペースの境界を感じさせ
ず、活動がエリア全体に広がる空
間づくりを行います。

11

5 空間づくりを行う上での基本的な考え方と空間整備方針

【考え方❸】
可変性のある空間整備

必要な機能等をコンパクトな区域内で充足するた
めに、一つの空間において複数の機能・役割を重複
して担える可変性を持った空間整備を行い、季節や
曜日、或いは時間ごとに異なるニーズやサービスの
変化はもちろんのこと、社会潮流や時流の変化にも
柔軟に対応可能とすることで、より多様なアクティ
ビティを生み出すと共に、時代と共に陳腐化しない
空間を目指します。

村岡新駅
周辺地区

南北を
つなぐ軸

深沢地区

知的産業
集積地

医療･福祉
集積地

鉄道による南北の分断や地区間の距離
等のバリアに対して、人の移動・交流等
の活発化、及び、地域の重要な景観資源
である「豊かな緑景観」のさらなる醸成
を目指し、緑を身近に感じながら、リラ
クゼーションや憩い、交流、散策や運動
などの様々な創造を生み出す活動空間が
連なる軸づくりを進めます。

鎮守の森
都市公園

御霊神社

神戸製鋼所

湘南iPark

既存住宅地

既存住宅地

村岡公民館
（予定）

十二天公園
（約0.3ha）

交通広場

既存住宅エリアから新
駅への交通アクセス

既存住宅エリアから新
駅への交通アクセス

外周部に緑やオープンス
ペースを配置し、周辺地
域に開かれた空間を形成

民地内に周辺地域へ
の歩行者動線を確保

芝生広場

緑地

交通広場

南北をつなぐ軸上にオープンスペースを配置
し、隣接する交通広場や民地と一体的に活用

可変性のある空間整備

南北をつなぐ軸上のシンボル道路
は、次世代交通の積極的導入を検討
沿道の民地内緑化等を含めて快適な
歩行環境を形成

自由通路等から御霊神社や富士山
方面への眺望も配慮

鉄道による南北の分断が生じず、
連続性のある空間となるよう整備

兜松

【空間整備イメージ】
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（２）村岡新駅周辺地区の将来地区像を
実現した際の個々の効果

（３）市全体に対する本事業の効果・波及

②安定した行政運営

市全体の活力創出に伴う、持続的な税収増が、都市の

魅力向上や、将来を見据えた取組推進などの資源配分を

可能とし、安定的な行政運営へ

●次代に向けた投資の継続
●市民サービスの維持・充実
●「暮らし続けたい」「働きたい」と選ばれる都市の付加価値やブ
ランド力の向上 など

①市全体の活力創出

新たな研究開発拠点の形成とともに、都市マスタープランの将

来都市構造で位置づけた市内都市拠点のバランスよい配置・形

成、及び、市内の円滑な移動の実現により市全体の活力創出を

けん引し、多様な連携による活力創出機会の増加等へ

●最先端の研究に関わる研究者・企業等の集積や交流人口等の増加

●６つの都市拠点の分担・連携による活性化や、働く場づくり・地域の
雇用等、市全体での活性化

●将来の藤沢を支える人材・環境づくり など

③市民が楽しく
豊かに暮らし続けられる

社会状況や価値観の変化に応じた新たな暮らし方の創造や都市サー

ビスの享受、地域文化の醸成などによるくらしやすさの充実・更新へ

●交流機会や知的好奇心の高まりと、それらを支える快適な移動によ
る、健康寿命の延伸

●先導的な取組や都市サービスによる新たな暮らし方の実現

●持続可能な都市の構築

●地域資源に新たな創造・価値観が加わることによる地域の価値や愛
着の向上

❶
研究開発拠点
の形成

〇研究者・企業の集積や情報・人の交流・発信
等「尖る創造」による活力創出・イノベーション
※2とともに、既存の都市拠点との明確な機能
分担・連携・相乗効果による活性化へ

〇地域住民や市民が創造性や知的好奇心の高
まり等、日常の一部として創造に触れる「広がる
創造」により、創造性を持った人づくり・集積づ
くりへ

〇「尖る創造」と「広がる創造」が相互に作用し、
市全体への波及による都市ブランド力の向上
へ

❷
新たな

交通結節点
の形成

〇将来都市構造の本市活力の創造をけん引する
都市拠点のバランスの良い配置実現へ

〇本市交通マスタープランの「めざす交通体系」で
位置付けている「最寄り駅まで15分、藤沢駅ま
で30分の交通体系」の、市街化区域内充足
度の高まり、市全体への円滑な移動へ

〇村岡新駅を核とした地域交通システムの構築に
より、村岡新駅周辺の交通利便性向上と併せ、
藤沢駅周辺の交通課題の改善によるポテン
シャル※12の更なる高まりへ

❸
新しい
まちづくり
の取組

✓ 先進的なシステム・
技術の導入

✓ 官民双方に効果を
享受できる官民連
携の枠組

✓ まちづくり・都市経営
の新たな思想の導入
等

〇新たなモビリティ※13や災害対策、エネルギー等
先導的・実験的な取組により、社会状況や価
値観の変化に応じた新たな暮らし方等に身近
に触れることによる市民理解の醸成へ

〇実験的取組を踏まえ、先進的なシステム・技術
や官民連携の枠組等の標準仕様や、地域状
況に応じた仕様調整等、効果的・効率的な導
入へ

〇歴史・文化等の地域資源と、新たなまちづくりの
融合による次の時代の地域特性の醸成へ

【全国的な潮流】
〇超高齢・人口減少社会へ 生産年齢人口減へ
〇災害の甚大化、都市災害の拡大へ
〇都市としての責務である低炭素社会の構築 など

⇒扶助費や公共施設管理費等のコスト割合増
⇒安心・安全・快適への意識の高まり、多様な分
野における超高齢社会への対応

⇒都市間競争の激化への対応等

【藤沢市の課題】
◆市民のくらし、安心・安全を持続的に支える歳入を生
み出す現状以上の取組

◆「暮らし続けたい」「働きたい」と選ばれる付加価値
⇒計画的な産業誘致・振興
⇒本市の資源・優位性を活かした特徴・強味づくり
・特化した取組 等

（１）社会状況変化に伴う課題

【藤沢市が位置付けている目標等】
◆藤沢市市政運営の総合指針2020
＜基本目標＞より抜粋
〇都市基盤を充実する

（前略）将来にわたって都市の活力を維持するための
新たな基盤整備と土地利用を促進することにより，都市
としての優位性を高め，便利で快適な生活を実感でき
る都市を目指します。

◆藤沢市都市マスタープラン

＜将来都市構造＞
〇藤沢市の活力の創
造をけん引するとし
て、６つの都市拠
点を位置付け

〇拠点間の機能分担
と連携をはかることに
より、都市全体の活
力創出を目指す

(仮)村岡新駅周辺

※12 潜在する力、可能性 ※13 人が社会的活動のために空間的移動（交通）をする力、移動手段

6 村岡新駅周辺地区まちづくりに伴う全市に対する効果
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7 まちづくりの実現に向けた推進方策（1/2）
確実にまちづくりを進め将来地区像を実現するために、官民それぞれのノウハウや行動力を最大限に生かし、
計画的・戦略的・包括的に様々なプロジェクトをプログラムし進めていきます。

【考え方❶】将来地区像の実現に向けた、「つかう」を見据えた「つくる」の考え方

４つの重要テーマの

『実現に向けて必要な取組み』

（１）土地利用の規制誘導
（２）一体的活用の推進に向けた

参画事業者等と連携した事業化検討
（３）持続的な街のマネジメント体制の構築

❶ 地区計画制度等の都市計画手法やルールづくりの導入
都市計画法に基づく地区計画制度等の活用により、適正な土地
利用を誘導するほか、具体的な施設整備内容等を関係権利者間
で合意して策定するガイドライン等を用いてきめ細かいルール
づくりを行う。

☛地区計画、建築協定・緑化協定、ガイドライン 等

❷ 公共施設も含めた一体的な施設整備や施設管理手法の導入
駅前広場や街区公園その他の公共施設整備に当たっては、PFI
など、民間ノウハウや民間資金を活用して施設整備・施設管理
を行う諸制度の導入など、民間事業者の事業機会や地域雇用の
創出を図ると共に行政コストの低減化や施設効用の最大化を実
現する。

☛PFI制度、コンセッション、指定管理者制度 等

❶ まちづくりのコンセプトを共有できる事業者の誘導
及び事業化検討の推進
地域や行政等と共にまちづくりを進めていくことを前提
とした事業者が参画し、ハードとソフトが一体となった
事業化の検討・実現を可能とする手法の導入を図る。

☛総合評価型企画提案による保留地譲渡、複数事
業者による多角的なまちづくり推進

❷ 土地・建物の共同化による一体的な施設整備の促進
土地や建物の共同化を進めることで、合理的かつ効果
的な施設整備を図ると共に、良好な景観形成や十分な
オープンスペース確保に努める。また、防災性能やエ
ネルギー効率の高い施設整備やグリーンビルディング
の推進により、都市課題・社会課題に応える機能導入
を図る。

☛土地建物の共同化、LEED等の国際認証制度の取
得 等

❶ 産官学民による連携体制の構築
持続的なまちづくりを推進するに当たって、民間事業者や行政
のほか、地縁組織や学識者、研究機関や教育機関、或いは金融
機関などで構成するプラットフォームを組織し、常に地域課題
や将来像を確認・合意形成を図る体制の構築を図る。

☛まちづくり協議会、アーバンデザインセンター 等

❷ 事業者等を主体とした都市サービスの実行組織の構築
まちづくりに参画する事業者等により、スピード感や事業に
対するリスクコントロールを持った事業展開を図る実行組織
（法人格を持った事業体）を組成し、地域住民やワーカー、
来街者等へ一体的・総合的にサービス展開を図る。

☛まちづくり会社 等

❸ 官民連携に係る様々な制度・施策の活用
前述のまちづくり体制が円滑かつ効果的に事業展開を図るた
めに、公的位置づけの付与や計画への位置づけ、規制緩和な
ど、制度的・施策的支援の適用を積極的に図る。

☛立地適正化計画に基づく支援制度、都市再生推進法人
指定 等

【民（事業者や地域等）の役割】
まちづくりの主体として

創造的かつ一体的にまちづくりを主導

【官（主に行政）】
まちづくり推進に必要な取組みを

制度・施策等で積極的に支援

官民連携の

さらなる推進

（P3)村岡新駅周辺地区でまちづくりを考える際のポイント
❸持続的な地域まちづくりのあり方

『官民が連携し「つくる」から「つかう」へ』 ＋
街の「つくり方」に関する事項 街の「つかい方」に関する事項
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土地区画整理事業前 土地区画整理事業期間中 土地区画整理事業完了後

都市基盤整備
（土地区画整理事業等）

村岡新駅整備

土地利用の規制誘導と
一体的活用の推進

参画事業者等と連携した
事業化検討

持続的な街の
マネジメント体制の構築

事業化検討 都市計画決定 事業認可 仮換地指定

駅舎工事着工

工事期間
工事完了

設計期間 工事期間
村岡新駅開業

ルールづくりの検討・導入

土地・建物の共同化による一体的な施設整備の促進

公共施設も含めた一体的な施設整備や施設管理手法の導入公共施設の整備や管理に関する検討・企画・調整

土地利用や建築計画の企画・調整

将来地区像を共有できる事業者の誘導・事業計画

交通やエネルギー等の多様な事業者も交えた事業化検討

産官学民による連携体制の構築

事業者等を主体とした都市サービスの実行組織の構築

官民連携による様々な制度・施策の活用

事業者間連携の展開

サービス体制の構築

【考え方❷】先導的な取組みを推進する主要プロジェクトの設定 【考え方❸】社会やニーズの変化に合わせた柔軟な事業展開

【考え方➍】まちびらきに向けたスケジュール管理と見直し

7 まちづくりの実現に向けた推進方策（2/2）

※（参考）まちづくりの進め方ロードマップ（案）

将来地区像を実現させるため

の４つの重要なテーマの各方

針において、地区全体での取

組が必要であり、かつ複数の

テーマに係る先導的・先進的

な取組みを目指すものについ

ては「主要プロジェクト」と

位置づけ、官民や事業者間の

多様な連携並びに庁内外の横

断的な取組みを進めることに

より、実効性・実現性の高い

事業展開を進めます。

先導的・先進的な取組みを目指す

主要プロジェクト
⚫ 包括的事業パートナーの導入

「つくる」から「つかう」において民間事業者等と
連携するための仕組みを導入

⚫ グリーンインフラ※9の推進
南北軸の形成とレジリエンス※3の高い都市空間形成
を図るためにグリーンインフラ※9の積極推進

⚫ 既存事業者間の連携促進
「尖る創造」を進展させるための事業者間連携等に
よる事業創発の推進

⚫ 土地の未利用期間の暫定的活用
未利用期間の土地等を活用し、地域コミュニティや
ソーシャルキャピタル※7を醸成する活動推進

昨今、技術革新や規制緩和等に伴い様々なサービス

を可能にする高度な技術開発が進められていること

に加え、事業者や地域住民等を主体とした民間まち

づくり団体による活動も全国的に活発化しています。

このような社会変化を踏まえ、先端技術の導入や多

様なまちづくりの担い手の参画・連携を柔軟かつ弾

力的に取り入れながらまちづくりを進めます。

本地区のまちづくりを進めるにおいては、新駅設置や深沢地区開発等の関連プロジェクト

のスケジュールを踏まえた進捗管理をすると共に、適宜調整を図りながら、早期の将来地

区像の実現を目指します。

社会変化を柔軟に取り入れた
村岡新駅周辺地区のまちづくり

加速する先端技術の活用

多様化する担い手との連携

考
え
方
❶
（
つ
く
る
・
つ
か
う
）

考え方❷（主要プロジェクト）

考え方❸（柔軟な事業展開）

考え方➍（スケジュール管理）

村
岡
新
駅
周
辺
地
区
ま
ち
づ
く
り
方
針

プロジェクトの常態化プロジェクトの設定・試行・事業化

社会変化に応じ柔軟に事業を展開

主要なマイルストーンの設定とPDCAの推進


