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１．土地利用計画 
 

土地利用計画は、都市の自然的条件や歴史的経緯を踏まえ、都市の規模や性格に応じて、適性な機能

及び環境が維持できるように定め、規制と誘導を通じて計画的な土地利用の実現を図るものです。 

神戸市では、市全域を都市計画区域に指定し、神戸市総合基本計画に基づき、市街化区域及び市街化

調整区域、用途地域等の地域地区、地区計画等を定めることにより、宅地の造成や建築行為等に対し一定

の制限を加え、計画的な土地利用の実現を推進しています。 

■都市計画区域 
都市計画区域とは、自然的・社会的条件、人口、土地利用、交通量などの現況及び推移を勘案して、

一体の都市として総合的に整備・開発及び保全する必要がある区域のことで、この指定により、都市計画

法の適用を受けることになります。 

神戸都市計画区域・・・５５，７３０ヘクタール（神戸市は、市全域が１つの都市計画区域） 

■市街化区域と市街化調整区域（線引き） 
線引きとは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市

街化調整区域に区分することです。この制度を適正に運用することにより、道路・公園・下水道などの基盤

整備についての公共投資を効率的に行わせ、良質な市街地を形成することを誘導しています。 

神戸市では、昭和４５年に線引きの当初決定を行って以降、昭和５５年、６０年、平成３年、１０年、１６年、

２１年、２８年、令和４年に全市的な見直しを行っています。 

  
●市街化区域 

すでに市街地を形成している区域や、概ね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を促進する区域のことです。 

●市街化調整区域 
豊かな自然環境や農地などを守るとともに、無秩序な土地利用を防ぐために、市街化を抑制する区域のことです。

市街化調整区域内の緑地を「みどりの聖域」、農業・農村地域を「人と自然との共生ゾーン」と位置づけ、条例による

規制を行っています。 
また、六甲山系の南側斜面では、土砂災害の防止、都市のスプロール化の防止及び良好な都市環境と風致景観

の保全・育成などを図るため、「グリーンベルト整備事業」により、防災性の高い樹林帯として整備しています。 

・特定保留区域 
市街化調整区域の中にあって、神戸市総合基本計画などに位置づけがあり、計画的なまちづくりに向けて準備

を進めている区域のことです。 

・暫定市街化調整区域 
計画的なまちづくりを進めるには時間がかかり、市街化区域のままでは無秩序な開発が進む恐れがあるため 

暫定的に市街化調整区域に編入している区域のことです。 

（令和 5 年 3 月現在） 

※田園住居地域は未指定 

特定保留区域 111ha 及び 

暫定市街化調整区域 107ha を含む 
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■地域地区 
●用途地域 

まちの中には、住宅、店舗、工場などの生活・産業活動の場としてさまざまな建物が建っています。こ

れらの建物が無秩序に建つと、快適性、安全性、利便性の悪化や交通、生活環境などの都市機能に影

響を与え、住みにくいまちになってしまいます。 

そこで、安全・安心で快適なまちづくりを進めるために、地域にあった住居系、商業系、工業系の用途

を適正に区分することにより、土地利用に応じた環境の確保を図ることとしています。 

用途地域とは、このような住居、商業、工業など市街化区域の土地利用の大枠を定めるもので、建築

物の用途や建ぺい率、容積率、高さなどの形態を規制・誘導する都市計画・建築規制制度であり、秩序

あるまちづくりに大きな役割を果たすものです。 
神戸市では、昭和４８年に用途地域の当初決定を行って以降、昭和５７年､６３年、平成８年､１３年、１９

年、２５年及び平成３０年に全市的な見直しを行っています。 
 

用途地域のイメージ図 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 

低層住宅のための地域です。小

規模なお店や事務所をかねた

住宅や、小中学校などが建てら

れます。 

主に低層住宅のための地域で

す 。 小 中 学 校 な ど の ほ か 、

150m2 までの一定のお店などが

建てられます。 

中高層住宅のための地域です。

病院、大学、500m2 までの一定

のお店などが建てられます。 

主に中高層住宅のための地域で

す。病院、大学などのほか、1,500m2

までの一定のお店や事務所など必

要な利便施設が建てられます。 

第一種住居地域 

住居の環境を守るための地域

です。3,000m2 までの店舗、事務

所、ホテルなどは建てられます。 

第二種住居地域 

主に住居の環境を守るための

地域です。店舗、事務所、ホテ

ル、カラオケボックスなどは建て

られます。 

準住居地域 

道路の沿道において、自動車関

連施設などの立地と、これと調

和した住居の環境を保護するた

めの地域です。 

田園住居地域 

農業の利便の増進を図りつつ、

これと調和した低層住宅の良好

な環境を保護するための地域で

す。 
近隣商業地域 

まわりの住民が日用品の買物

などをするための地域です。住

宅や店舗のほかに小規模の工

場も建てられます。 

商業地域 

銀行、映画館、飲食店、百貨店

などが集まる地域です。住宅や

小規模の工場も建てられます。 

準工業地域 

主に軽工業の工場やサービス施

設等が立地する地域です。危険

性、環境悪化が大きい工場のほ

かは、ほとんど建てられます。 

工業地域 

どんな工場でも建てられる地域

です。住宅やお店は建てられま

すが、学校、病院、ホテルなど

は建てられません。 

工業専用地域 

工場のための地域です。どんな

工場でも建てられますが、住宅、

お店、学校、病院、ホテルなどは

建てられません。 
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●その他地域地区 
   用途地域以外の地域地区として、高度地区、防火地域及び準防火地域、風致地区、臨港地区、特別緑地保全地

区、生産緑地地区などを定め、土地利用の規制と誘導を行っています。 
 
・高度地区 

高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの
最高限度又は最低限度を定める地区です。神戸市では、平成２５年に高度地区の見直しを行い、８種類の高度地区
を定めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・防火地域及び準防火地域  防火地域：９２２ｈａ、準防火地域：５，９４２ｈａ （令和５年３月現在） 

防火地域及び準防火地域とは、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。防火地域とは、地
域内の建築物を不燃化する地域で、主に耐火構造にする必要があります。また、準防火地域とは、防火地域に準ず
る地域で、建築物などの防火性能を集団的に向上させ、火災の延焼拡大を抑制するため、一定の規模に応じて、耐
火準耐火構造などが必要となります。 

・風致地区  １０地区、９，２１６ｈａ （令和５年３月現在） 

風致地区とは、都市の風致を維持するため定める地区で、自然的環境の保全と開発の調和を図るものです。風致
地区は、第１種・第２種・第３種の３種類に分けて指定されており、建築物等の新築・改築等や木竹の伐採などについ
て規制があります。 

・臨港地区  ２，１０３．５ｈａ （令和５年３月現在） 

臨港地区とは、港湾を管理運営するため定める地区で、港湾施設や臨海工場など港湾を管理運営する上で必要
な施設が立地する地域などにおいて、港湾管理者が一定の規制を行うことによって、港湾の諸活動の円滑化を図り、
港湾機能の確保ができるようにしています。 

神戸市では、臨港地区内に商港区、工業港区、マリーナ港区、修景厚生港区の4つの分区を設けて「神戸港の臨
港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的に合わない構築物の建設や
用途の変更を禁止しています。 

分区指定された区域には、建築基準法第48条（用途地域の用途規制）及び第49条の規定（用途地域及び特別用
途地域の用途規制）は適用されません。 

・特別緑地保全地区 ３２地区、２，６２２．３ｈａ （令和５年３月現在） 

特別緑地保全地区とは、都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、
生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる緑地等の保全を図ることを目的とする地区のこと
で、建築物の新築・増築等や木竹の伐採などについて規制があります。 

神戸市では、六甲山系グリーンベルト整備事業の推進に合わせ、六甲山腹の市街地に面する斜面を決めています。 

・生産緑地地区 ５１７地区、１０４．２５ｈａ （令和５年３月現在） 

生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は

災害の防止等良好な生活環境を確保するためのオープンスペース、農林漁業と調和した都市機能の保全として役立

つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る地区です。 

生産緑地地区の指定後は、農地等として維持するため建築物の建築等の行為が制限され、指定後３０年経過した
場合又は主たる従事者の死亡等の場合には、農地所有者が市長に対し買取りを申し出ることができます。 
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■地区計画 
「地区計画」とは、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために、その地域ごとに

建物の用途や大きさなどの建て方のルールや、道路・公園などの地区施設を定める地区レベルの都市計画であり、

身近な生活環境を整備したり、保全したりすることを支援する、きめ細やかなまちづくりの制度です。 

「地区計画」により、用途地域に定められたルールを厳しくしたり、緩和することで、各地域にふさわしいまちづくり

が実現できます。 

「地区計画」は、地域の住民の方が主役となり、まちの将来像を話し合いながら、地区独自のまちづくりのルールを

決めていきます。 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地区計画の指定状況                        （令和５年３月現在） 
地区計画の種類 指定状況 

種類 内容 地区数 面積(ha) 

地区計画 
建物の用途や形態、道路、公園などをきめ細かに定め、良好なま

ちづくりを進めます。 
92 3,558.4 

 再開発等促進区 

（旧再開発地区計画） 

工場跡地などにおいて、基盤整備と併せて容積率などを緩和する

ことにより、良好なプロジェクトを誘導します。 
(4) (18.8) 

防災街区整備地区計画 

密集市街地において、建物構造の制限などにより沿道に耐火建築

物を誘導するなど、防災機能の確保と土地の合理的な利用を図り

ます。 

1 14.9 

合計  93 3,573.3 

 

●地区計画のつくり方 
 地区計画は、地域のみなさんの合意がないと決めることができません。 
 みなさんで、地域の課題や、どんなことを決めるべきかを話し合って決めていきます。 
 まちづくり支援制度もありますのでご相談ください。 
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２.開発許可制度 
 

都市計画法では一定の開発行為については許可を受けなければならないと定め、無秩序な市街化の防止と公共施

設の整備促進を図り、都市の健全で秩序ある発展を目指しています。 

神戸市では「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」により、標識の設置、住民説明、公共施設等の管理

者等との協議など、開発事業者が行うべき手続きを明文化し、行政運営の透明性確保及び開発事業の円滑な実施を

図っています。 

 

■開発行為とは 

  主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。 

市街化区域（規模 500 ㎡以上）又は市街化調整区域内で、開発行為をしようとするものは、あらかじめ、開発

許可を受けなければなりません。 

 

■開発行為の許可基準 

※開発行為の目的、規模によっては適用される基準が異なります。 

 ※「施行の妨げとなる権利」とは、開発行為をしようとする土地（開発区域）等における土地及び建築物等にかかる所有権、

賃借権、抵当権などで、開発許可申請にあたってはこれらの権利者の同意が必要です。 

 

１．用途地域等への適合 ６．公共・公益施設の適正な配置 11．輸送手段の確保 

２．道路・公園等の適正配置 ７．軟弱な土地等における安全対策 12．申請者の資力・信用 

３．排水施設の有効な設置 ８．災害危険区域・地すべり防止区域等の区域除外 13．工事施行者の施行能力 

４．給水施設の有効な設置 ９．樹木等の保存、表土の保全 14．施行の妨げとなる権利者の同意取得 

５．地区計画等への適合 10．緑地帯等緩衝帯の適正配置                  等 
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ニュータウン

ニュータウン

ニュータウン

観光地

バス等

ニュータウン

他都市

既成市街地 都心

ニュータウン

山麓部
バス

他都市 他都市

他都市 他都市

バス・タクシー

ニュータウン

ニュータウン

観光地

田園地域

電車

ロープウェー

ロープウェー

ケーブル

電車

バス・タクシー

バス・タクシー等 バス・タクシー等

ケーブル

バス・タクシー等

 

３．都市交通 
 
■交通ネットワーク 

 

人と物の円滑な流れや知の交流などの多様な都市活動を促進し、これからの神戸の活力・魅力

あるまちづくりを支えるために、神戸港や神戸空港などの機能強化をはじめ、市域を超える広域交

通ネットワークと連携をはかりながら、環境にも配慮した陸・海・空の総合的な交通環境の形成をめ

ざします。 

また、超高齢化の進行をふまえた、すべての人にやさしく、暮らしやすいまちづくりや、低炭素都

市を実現するために、市民の自発的な行動転換を促すとともに、鉄道やバスなどの公共交通を中

心とした交通ネットワークの維持・形成を推進します。 

このようなまちづくりの実現に向けて、平成 29 年３月には、神戸市総合交通計画の基本方針を踏

まえた「神戸市地域公共交通網形成計画」を策定（令和３年５月に「神戸市地域公共交通計画」とし

て改訂）し、公共交通を中心としたコンパクトなまちづくりの積極的な推進と、公共交通の維持・充実

に向けた取り組みを進めています。 

 

 

公共交通ネットワークの将来像 
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■街路事業 

 

街路事業は、都市計画道路を用地買収方式により整備する手法であり、幹線道路の整備のほか

に、沿道市街地との一体的な道路整備、鉄道との連続立体交差事業、鉄道駅の自由通路など交通

結節点の整備などを行っています。また、都心部では、歩行者の安全かつ快適な通行や回遊性、

利便性を確保するために、地下・地上・デッキの各層レベルに応じた歩行者通路のネットワーク（３

層ネットワーク）の整備を行っています。 

 

◆都市計画決定から整備までの流れ◆ 
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◆都市計画決定状況と整備状況◆  （令和４年４月現在） 

区分 
計画延長 

(km) 
路線数 

完成 

(km) 

事業中 

(km) 

未着手 

(km) 

自動車専用道路 136.88 13 106.23 20.64 10.01 

幹 線 街 路 602.96 286 545.41 12.93 44.62 

区 画 街 路 34.83 195 30.82 3.84 0.17 

特 殊 街 路 21.89 49 21.84 0.05 0.00 

計 
796.56 

(100％) 

543 

 

    704.30

（88.42％) 

37.46 

 (4.70％) 

  54.80 

    (6.88％) 
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◆最近の街路事業の事例◆ 

                               

 

 

 

 

 

 

 

     
 

灘 駅 線 （ 自 由 通 路 ）              摂 津 本 山 駅 線 （ 自 由 通 路 ） 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
神 戸 三 田 線 （ 大 池 ） 等          阪 神 電 鉄 連 続 立 体 交 差 事 業 
（ 沿 道 整 備 街 路 事 業 ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三 宮 駅 前 東 線（デッキ）              三 宮 駅 前 東 地 下 線（地下通路） 
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■交通結節機能の向上（三宮駅） 

 

神戸の玄関口である三宮駅周辺は、商業、業務、文化施設等が集積するとともに、ＪＲ、阪急、

阪神、地下鉄、ポートライナー等の６つの駅が集まり、1 日約 70 万人の鉄道乗降客が利用する市

内最大のターミナルです。またポートライナーにより神戸空港とも結ばれていることから、空の交

通との結節点としても重要な拠点となっています。 

現在、三宮駅周辺では、「三宮周辺地区の『再整備基本構想』（平成 27 年 9 月策定）」において

位置づけた、「えき≈まち空間」の実現を目指し、取り組みを進めています。 

具体的には、 

・「三宮クロススクエア」の創出により、駅からまちへの回遊性を向上 

・分かりやすい縦動線の整備による、３層ネットワークの強化・乗換え動線の「見通し」の確保等 

により、駅と駅とのつながりを強化 

・駅前広場機能の再配分と駅周辺の歩行者空間の整備 

・都心における公共交通(LRT･BRT･循環バス)等やシェアサイクルなど、多様な回遊手段の確保 

・新たなバスターミナルの整備による、中・長距離バス乗降場の集約 

・路線バス乗降場の方面別の集約 

などを推進し、「誰にでも分かりやすい交通結節点」を目指します。 
 

●３層ネットワークの強化 

三宮駅周辺において、公共空間や民間ビルの再開発等にあわせて、地下・地上・デッキレベ

ルにおける歩行者動線の３層ネットワークの強化を推進するとともに、ユニバーサルデザイン

にも配慮し、エレベーター等の整備もあわせて推進しています。 

<地下レベル> 

市営地下鉄西神・山手線「三宮駅東西連絡通路 整備

完了 

令和２年12月25日供用開始 

延長：約 120m 

 

 

 

 

<地上・デッキレベル> 

三宮駅周辺歩行者デッキ整備 設計中 

令和９年度以降順次完成予定 
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●阪神三宮駅の改良 

阪神三宮駅は、西側１箇所の改札口のため、ラッシュ時には大変混雑する上、火災時の円

滑な避難など防災上の課題を抱えていました。 

そこで阪神三宮駅では、駅施設の利用円滑化と交通結節機能の高度化を図り、駅全体の改

良（東改札口の新設、駅構内配線の変更、エレベーターの新設、プラットホームの拡幅・延伸、

駅排煙設備新設など）に取り組み、平成 25 年 3 月 20 日に完了しました。なお、平成 24 年 3 月

20 日に東改札口が供用開始し、ラッシュ時の混雑緩和や災害時などの２方向避難路が確保さ

れました。加えて、平成 24 年度に阪神電鉄が行った西改札口前通路の拡幅にあわせ、西改札

口周辺における天井、壁面などの改修や案内サインの整備を行うなど、魅力的な地下空間を

創出しました。 

     
阪神三宮駅東改札口（平成 24 年 3 月 20 供用開始）         阪神三宮駅西改札口前 

●新たなバスターミナルの整備 

現在、三宮駅周辺に分散している中・長距離バス乗降場をミント神戸に隣接する雲井通５・６

丁目エリアに集約し、新たなバスターミナルを整備することについて、平成 30 年 3 月に「新たな

中・長距離バスターミナルの整備に向けた雲井通５・６丁目再整備基本計画」を策定しました。 

現在、段階的に整備を進めており、先行するⅠ期・雲井通５丁目エリアにおいては、令和２年

３月に都市再生特別地区と市街地再開発事業の都市計画決定を行い、令和９年度頃の工事

完了を目指しています。 

 

 

     
三宮バスターミナル                 三宮バスターミナル 待合室 
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４．土地区画整理事業 
 

土地区画整理事業は、健全な市街地の整備と生活環境の改善を図るため道路・公園等の都市基盤施設と

宅地を一体的に整備し総合的なまちづくりを進める事業です。 

神戸市では、昭和 21 年から戦災復興土地区画整理事業を開始し、昭和 40 年代からは、多様化する都市機

能の充実・更新と生活環境の改善を図るため、東灘山手、河原、上沢地区の既成市街地や、岡場、谷上などの

新市街地において土地区画整理事業を実施してきました。また、震災により大きな被害を受けた地区において

都市基盤整備や、被災者の早期生活再建を図るため震災復興土地区画整理事業を実施しました。 

平成に入り事業着手した浜山地区では、密集市街地の改善を図ることを目的として、住宅市街地総合整備

事業との合併施行により土地区画整理事業を実施しました。また令和４年３月より、道路や公園など公共施設

の整備改善及び宅地の利用増進を図るため鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業に着手しています。 

 

施行者別施行状況一覧表 

施行者 
換地処分済地区 事業中地区 合  計 

地区数 施行面積 地区数 施行面積 地区数 施行面積 

§３－４ 神戸市 20 518.4ha 1 7.5ha 21 525.9ha 

  (うち震災復興) (11) （143.2ha) 0 ( 0.0ha) (11) (143.2ha) 

旧§３－４ 神戸市長 15 2,663.8ha 0 0.0ha 15 2,663.8ha 

  (うち戦災復興) (11) (2,207.5ha) 0 0.0ha (11) (2,207.5ha) 

§３－２ 組合 29 774.8ha 2 30.7ha 31  805.5ha 

  (うち震災復興) (2) (2.0ha) (0) (0.0ha) (2) (2.0ha) 

§３－１ 個人 27 509.34ha 2 9.5ha 29 518.84ha 

§３－２ 都市機構 8 1,149.8ha 0 0.0ha 8 1,149.8ha 

合計 99 5,616.14ha 5 47.7ha 104 5,663.84ha 

令和５年４月１日現在 
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５．市街地再開発事業 
  

市街地再開発事業は、建築物の共同化等により土地の合理的で健全な高度利用を図りながら、広

場・公園などのオープンスペースの確保や、道路など公共施設の整備、都市機能の更新を一体的に行う

事業です。 
 神戸市では、昭和３６年から大橋地区等において事業に着手して以来、商業地区再開発、駅前地区整

備に大きな役割を果たしてきました。 
 震災後は、壊滅的な被害を受けた東西の都心拠点（六甲道駅南・新長田駅南）において、震災復興市

街地再開発事業を進め、六甲道駅南地区については、平成１７年９月に事業を完了しました。 
また、駅前の交通安全の確保とにぎわいづくりを図るため、平成２５年３月より鈴蘭台駅前地区におい

て市街地再開発事業を行いました。 
また、民間活力を活用した共同化や協調化による市街地の良好な都市環境の整備を図るため、組合

等施行の再開発事業に対する指導・支援も行っています。 
令和 5年 4月現在 

施 行 者 

事 業 完 了 事 業 中 合  計 

   

地区数 面積(ha) 地区数 面積(ha) 地区数 面積(ha) 

市 施 行 
(うち震災復興関連事業*) 

8 
(5) 

16.7 
(13.3) 

1 
(1) 

19.9 
(19.9) 

9 
(6) 

36.6 
(33.2) 

組 合 施 行 
(うち震災復興関連事業*) 

16 
(7) 

10.6 
(4.0) 

1 0.7 
17 
(7) 

11.3 
(4.0) 

会 社 施 行 1 0.5 1 1.3 2 1.8 

個 人 施 行 3 0.6 － － 3 0.6 

都市基盤整備公団施行 
(うち震災復興関連事業*) 

1 
(1) 

1.4 
(1.4) 

－ 
－ 

－ 
－ 

1 
(1) 

1.4 
(1.4) 

合 計 
29 

(13) 
29.8 

(18.7) 
3 

(1) 
21.9 

(19.9) 
32 

(14) 
51.7 

(38.6) 

 
 

 

*震災復興関連事業とは、平成 7 年 3 月に制定された「被災市街地復興特別措置法」において、市町村が指定した「被災市

街地復興推進地域」における震災復興市街地再開発事業、および平成７年 7 月に策定された「阪神・淡路震災復興計画（ひ

ょうごフェニックス計画）」において復興関連地区に位置付けられた市街地再開発事業のことです。 
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６．都市計画の手続き 
 

■都市計画決定の手続  

 

●神戸市の定める都市計画 （兵庫県知事の協議を必要とするもの） 

（地区計画は都市計画の案を作成する場合に条例に基づく住民意見反映の手続きが必要） 

 

 

 

協     

                          議        

                                                         付     答 

                                          提出              議     申 

 

                                     

 

  

 

 

                                                                 ※     ※ 

                                                    付     答    協     同 

                                                  議     申    議     意 

                                            照     意  

                           提出             会     見 

                            諮 問 

 

                                                        答 申 

 

●神戸市の定める都市計画 （国土交通大臣の同意を要する協議を必要とするもの） 

 

  

                                                                         

                                                    照     意    協     同 

                                                   会     見    議     意 

                                              付     答 

                             提出             議     申 

 

 

 

 

都市計画の案 
の作成（市） 

都市計画の案

の公告・縦覧 

神戸市 
都市計画審議会 

都市計画決定 
告示・図書縦覧 

意見書 公聴会等住民

の意見反映 

都市計画の案 
の作成（県） 

都市計画の案

の公告・縦覧 

神 戸 市 

都市計画決定 
告示・図書縦覧 

意見書 

兵庫県 
都市計画審議会 

国土交通大臣 

神戸市 
都市計画審議会 

 

公聴会等住民

の意見反映 

都市計画の案 
の作成（市） 

都市計画の案

の公告・縦覧 

神戸市 
都市計画審議会 

 

都市計画決定 
告示・図書縦覧 

意見書 

兵庫県知事 

公聴会等住民

の意見反映 

兵庫県知事 

国土交通大臣 

●兵庫県の定める都市計画の場合 

※「国の利害に重大な関係がある

都市計画」は、国土交通大臣の同

意・協議が必要です。 
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７．協働と参画によるわがまち空間づくりの推進 
 
地域の特性を活かして、わがまちの魅力を磨き、新たな活力を生み出すため、協働と参画に

よるわがまち空間づくりを推進します。 

 

 

 

■協働と参画のまちづくり 

 地域のみなさんがまちの課題や魅力を共有し、その解決など 

に向けて、みなさんとまちづくりの専門家、神戸市がそれぞれの 

役割を尊重しながら、協力してまちづくりに取り組んでいきます。 

 

 

 

■まちづくり活動の支援 

 神戸市では、わがまちの特性に応じた多種多様なまちづくり 

のニーズに対応するために、地域のみなさんが行うまちづくり 

活動を技術的・経済的に支援します。 

 

●まちづくり助成 

まちづくり協議会などまちづくり活動を行う団体を対象に、勉強会を行う会議室の費用や、まちづくり

ニュースの印刷費など、まちづくりに関わる費用の一部を助成します。 

 

●まちづくり専門家派遣 

まちづくりに関する勉強会、まちづくり構想やまちづくり協定の策定、共同建替のための権利者の合

意形成等の支援のため、専門知識や技術を持った専門家をまちづくり団体へ派遣します。 

[コーディネーター派遣] 

初動期のまちづくり活動や、都市計画事業の推進を支援するために、まちづくりの専門家（ま

ちづくりコンサルタント・建築士・弁護士など）をコーディネーターとして派遣します。 

[アドバイザー派遣] 

まちづくり協定等の運用などを支援するために、まちづくりの専門家をアドバイザーとして派遣しま

す。 

[コンサルタント派遣] 

「わがまちの将来像」づくりやまちづくり協定・地区計画などの「ルールづくり」、共同化などの「もの

づくり」など、まちづくり活動の段階に応じて、まちづくりの専門家を派遣します。 

 

●こうべまちづくり会館 

住民主体のまちづくり活動を支援するため、貸館事業、まちづくりに関する情報収集や情報提供、

まちづくりの担い手の連携・育成支援などを行う拠点として運営しています。 

（平成 18 年から指定管理者制度を導入） 

住所    ： 神戸市中央区元町通 4 丁目 2 番 14 号  
（元町商店街４丁目西端の南側角） 

開館時間： 午前 9 時 30 分～午後 6 時   

※貸室利用時間とは異なります。 

休館日  ： 毎週水曜日・年末年始（12 月 28 日～1 月 4 日） 

※館内整備のため、臨時に休館することがあります。  

電話    ： 078-361-4523  FAX 078-361-4546 
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北野町山本通のまちなみ 

８．都市景観の形成 
 

神戸は、六甲山系の山並み、海や港と市街地が一体となった景

観や、西北神地域の豊かな自然と田園集落の景観など、変化に富

んだすばらしい景観に恵まれており、これらは神戸のまちの魅力の

重要な要素となっています。 

こうした特性を活かしながら、全ての人が住み続けたい、また訪

れてみたくなる魅力あふれる都市の実現を目指して、神戸市では、

昭和 53 年の「神戸市都市景観条例」制定、平成 16 年の「景観法」

制定などを経て、神戸らしい都市景観をまもり、そだて、つくるため

の施策を推進しています。 

 

■景観計画区域における届出・協議・許可 

神戶市では、市全域を景観計画区域に指定（人と自然との共生

ゾーンの指定等に関する条例に基づく「人と自然との共生ゾーン」

は除く）し、景観法に基づく届出が必要となります。（令和４年４月１

日施行）。 

建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区

ごとに定められた届出対象行為に該当するものについては、あら

かじめ届出が必要です。屋外広告物については、景観計画に定め

られた景観形成基準が、神戸市屋外広告物条例に基づく許可の基

準となります。 

１－１．景観計画区域全域 

景観計画区域全域に共通する景観形成方針や景観形成基準を定めています。 

１－２．重点地域・重点地区 

景観計画区域のうち、特に重点的に都市景観の形成を

図る地域・地区です。地域・地区ごとに景観形成方針や

景観形成基準を定めています。（景観計画区域全域に

おける方針や基準も適用されます。） 

■建築物・工作物 

建築物の建築等（小規模な行為を除く）、準用工作物の

建設等の行為について、届出が必要です。 

■屋外広告物 

神戸市屋外広告物条例の規定により許可を要する広

告物のすべてに、景観計画で定めた景観形成基準が

適用されます。 

種類 名称 

眺望景観 

形成地域 

ポーアイしおさい公園 

元町１丁目交差点（大丸前） 

須磨海浜公園 

ビーナステラス 

都市景観 

形成地域 

北野町山本通 

旧居留地 

神戸駅・大倉山 

須磨・舞子海岸 

岡本駅南 

都心ウォーターフロント 

兵庫運河周辺 

沿道景観 

形成地区 

税関線・三宮駅前 

南京町 

■景観デザイン協議制度 

神戸市都市景観条例の規定に基づき、景観に与える影響が特に大きい建築行為について、計画段階と

設計段階の２段階で、神戸市都市景観審議会に設置した専門家による部会（景観アドバイザー専門部会）

で意見交換を実施するなど、計画の早い時期から良好な景観の形成に関する協議を進めるとともに、協議

経過の公表など市民への情報提供を行っています。 
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Ｙ家住宅 デザインクリエイティブセンタ―神戸 (旧神戸生糸検査所) 

（旧生糸検査所） 

高浜岸壁 

えき≈まち空間イメージ 

 

■夜間景観の形成 

神戸らしい夜間景観にさらに磨きをかけ、「デザイン都市・神戸」

の都市ブランド力を高めるため、「神戸市夜間景観形成実施計画」

の策定や、地域団体と一緒に重点地区での夜間景観形成ガイドライ

ンの策定に取り組むとともに、照明アドバイザーの派遣、照明整備

等への助成を行い、良好な夜間景観形成を支援しています。 

 

■眺望景観形成地域 

優れた眺望景観を保全・育成するため、「神戸らしい眺望景観 50 選.10 選」の一部を眺望点として、景観計

画において「眺望景観形成地域」を指定し、建築物、工作物、屋外広告物の形態やデザインの誘導を行って

います。                ※眺望景観形成地域については、１－２．重点地域・地区参照 

■市民主体の景観まちづくりの推進 

神戸市都市景観条例の規定に基づき、身近な景観形成を図ることを目的とした市民団体等を「景観形

成市民団体」として、12 団体（北野山本、旧居留地、岡本、南京町、トアロード、栄町通、新長田駅北地区

東部、魚崎郷、三宮中央通り、元町商店街、有馬、ハーバーロード）を認定するほか、一定の区域内の市

民相互による都市景観の形成を目的とした協定を「景観形成市民協定」として認定（９協定）するとともに、

地域の取り組み対して助成や専門家を派遣するなど、市民主体の景観まちづくり活動を支援しています。 

 

■景観重要建築物の指定等 

神戸市都市景観条例の規定に基づき、景観資源の指定(34 棟)など、歴史的建築物の保全・活用、景観

形成助成、普及・啓発事業等に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都心エリアにおける景観形成 

神戸の都心の未来の姿［将来ビジョン］及び「えき≈

まち空間基本計画」で示した景観形成の考え方に基づ

き、まちのにぎわいや活気を誘発する、建築物と公共

空間の一体的な景観のあり方を示すことで、デザイン

都市・神戸の玄関口にふさわしい、神戸の歴史や自然

環境を背景とした、訪れた人の感性に響き、市民が誇

りに思える景観の創出に取り組みます。 
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９．都市計画決定情報の検索方法 

■神戸市都市計画情報案内システム（ゆーまっぷ）で確認する 

設置場所 ： 三宮国際ビル６階 都市局 
タッチパネル式で、住所や地図から検索できます。（ご利用は無料です。） 

検索した画面のカラーコピーもできます。 （１部 １００円）   

  

●検索項目 

用途地域 / 防火・準防火地域 / 都市計画道路の整備状況 / 公園・広場などの都市施設 

土地区画整理事業など / 文教、臨港、大規模集客施設制限地区など / 地区計画、建築協定な

ど / 風致・緑地関係、生産緑地地区など / 都市空間向上計画（立地適正化計画） 

 

■インターネットで確認する 
 

検 索 項 目 ア ド レ ス 

神戸市情報マップ 

ゆーまっぷの検索項目と同じ 

 

「地区計画」のページ 
 

地区計画の規制内容 

■総括図等で確認する 
神戸市作成の各種地図は、「ジュンク堂書店三宮駅前店」で販売しています。市役所内では販売し

ておりません。 

注意 ： その他の情報や詳細な内容については、「都市計画情報案内システム（ゆーまっぷ）」で 

ご確認ください。 

 

 ●ジュンク堂書店三宮駅前店 

営業時間 ： 午前10時～午後９時 

住   所 ： 神戸市中央区雲井通6-1-15  

サンシティビル（ダイエー）７F 

電   話 ： ０７８－２５２－０７７７ 

図面 検索項目 縮尺 面数 価格 

総括図１ 市街化区域、用途地域、防火地域、 

都市計画道路、公園、地区計画等など 
1/25,000 全市２面 １面 1,000 円 

総括図２ 市街化区域、用途地域、都市計画道路、公園、

市街地再開発事業等など 
1/25,000 全市２面 １面 1,000 円 

用途地域図 市街化区域、用途地域、都市計画道路等など 1/50,000 全市１面 １面 1,000 円 

【参考】             地形図 1/2,500 市内 228 面 １面  350 円 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a35466/shise/kekaku/ju
takutoshikyoku/district/index.html 
 
 
 
 

https://www2.wagmap.jp/kobecity/Portal 
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