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第１章 はじめに 
 

１ １ 計画の趣旨 

本巣市（以下、本市という。）は、岐阜県南西部に位置し、市北部は能郷白山等の急峻な山並

みや谷を流れる根尾川、淡墨桜など、自然環境に恵まれています。根尾川は本市を貫流し、そ

の堆積作用によって形成された市南部の緩やかな扇状地では、肥沃な濃尾平野が広がり、広大

な田園風景を創出しています。また、各地に残る祭礼行事などの歴史・伝統的な資源が各地に

多く残されており、現在も大切に継承されています。 

これらの自然や伝統的な資源は、その地域特有の文化を育み、それぞれ特徴的な景観を形成

する重要な要素であり、地域の愛着や誇りを醸成する本市の財産となるものと考えられます。

一方、一部の地域では、その交通利便性から、幹線道路沿道で大規模な商業施設が立地するな

どまちづくりが進展しており、さらに、将来的には東海環状自動車道インターチェンジの整備

に伴う新たなまちづくりにより、都市の景観要素が増加していくことが予想されます。 

こうした状況を踏まえ、今後は、様々な景観資源を守り活かしながら、これらと新しい建築

物等が調和した良好な景観をつくり育てていくことが必要です。 

本市では、平成 22年度より、無秩序な開発の抑制等に向けた都市計画のあり方の検討に着手

し、都市計画法に基づく特定用途制限地域の指定など、具体的な施策を展開しているところで

す。また、平成 16年 6月には、わが国で初めての景観に関する総合的な法律（景観法）が制定

され、地方公共団体が地域特性に応じた景観施策を積極的に展開できるようになるなど、国を

あげて、良好な景観形成のための体制づくりが進められています。 

そこで、本市は、平成 24年 2月 1 日に景観法に基づく景観行政団体となり、都市計画の方向

性と足並みを揃えて、積極的に景観行政に取り組んでいくために、本巣市景観計画（以下、「本

計画」という。）を策定することとしました。本計画は、本市における地域特性に応じた良好な

景観の保全・創出（以下、「景観づくり」という。）の基本的な考え方や規制誘導策としての仕

組みを含む、今後の景観施策の基本的な方向性を明らかにするものです。 
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１ ２ 計画の前提条件 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、総合計画における将来像「自然と人が共生し、快適でこころふれあうまち」に

ついて、景観の観点から実現を目指すべく定めるものです。 

法的には、景観法第8条第1項に基づき、景観行政団体となった市町村等が「景観計画」

として策定するものです。 

景観計画では、良好な景観の形成のために必要な事項を定めます。このうち、必須事項

としての「行為の制限に関する事項」については、『届出対象』や『景観形成基準』を具

体的に定めることになり、これらに沿った手続きが法的に義務づけられることになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■景観計画に定める事項（法第 8 条第 2項） 

必須事項 選択事項（追加できる事項） 

①景観計画区域 

②良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

③景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針 

（選択事項） 

・屋外広告物の表示等に関する行為の制限に関する事項

・景観重要公共施設の整備に関する事項 

・景観重要公共施設の占用等の基準 

・景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項

・自然公園法の許可の基準 

（定めることに努める事項） 

・景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針

 建築物の建築等 工作物の築造等 開発行為 

届出対象 
・建築面積○㎡以上 

・高さ○ｍ以上 等 

・築造面積○㎡以上 

・高さ○ｍ以上 等 

・開発面積○㎡以上  等 

景観形成 

基準 

・色彩 

・形態･意匠 

・高さの最高限度または最低限度 

・壁面位置の制限または建築物の最低敷地面積 

等

・切土･盛土による法の高さの最高限度

・敷地面積の最低限度 

・木竹の保全･植栽が行われる土地

の面積の最低限度 

等

景観条例により規定 

■行為の制限に関する事項の内容（例示） 

図 景観計画の基本的な枠組み 

一定の行為について届出を義務づけ 

（法 16 条第 1項） 

景観形成基準に適合しない場合は設計変更等を勧告 

（法 16 条第 3項） 
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（２）計画の対象期間 

本計画は、景観に大きな影響を与える状況変化（大規模プロジェクトの具体化等）や、本巣

市総合計画等の上位・関連計画の改定にあわせ、必要に応じて計画内容の見直しを行います。 

なお、景観に大きな影響を与える状況変化がない場合においても、5年を目処に定期的な見直

しの検討を行うものとします。 

 

（３）計画の対象区域 

本計画は、市全域を対象区域とします。 

なお、この区域は景観法第 8 条第 2 項第 1 号に規定する「景観計画区域」です。景観計画区

域では、一定の行為に対する届出の義務付けなど、景観法に基づく各種制度を活用していくこ

とになります。 

図 計画の対象区域 

 

 

 

 

 

本巣市 

凡例 

景観計画区域（市全域） 

主要な幹線道路 

[景観法第 8条第 2項第 1号] 
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（４）本市の「現在の姿」 

本市では、北部の雄大な山並みや根尾

川などの美しい自然、そして濃尾平野に

広がる田園や柿畑などの農村の原風景が

土台となり、地域の風土、伝統文化や人々

の暮らしの営みと調和した、本巣市らし

い景観が形成されています。 

 

 
●雄大な山並み景観 

・四季の感じられる雄大な山並み（根

尾地域、本巣地域） 

・公園等からの自然景観への眺望（根

尾地域、本巣地域、糸貫地域） 

●地域の特徴的な自然・樹木 

・淡墨桜等の歴史的な樹木 

（全地域） 

・社寺林、防風林、がま（鶉ヶ池）等の

特徴的な自然（全地域） 

●自然豊かな水辺環境 

・根尾川、糸貫川等の人々に潤いを与

える水辺空間（全地域） 

・根尾川の釣り、糸貫川のホタルなど

人々が集い楽しむ水辺環境 

（根尾地域、糸貫地域） 

●のどかな田園・里山の原風景 

・濃尾平野に広がるのどかな田園風景（本

巣地域、糸貫地域、真正地域） 

・柿畑等の樹園地（本巣地域、糸貫地域、

真正地域） 

・集落の背景となる船来山等の里山風景

（本巣地域、糸貫地域） 
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●多くの人が集まりにぎわいや活力をも

たらす拠点 

・大規模商業施設等が立地する商業拠点

（糸貫地域、真正地域） 

・生産の場としての工業地の景観（糸貫

地域、本巣地域） 

・市民が集まる行政拠点（全地域） 

●地域の景観を支える公共施設 

・交通軸となる幹線道路の整備（全地域）

・幹線道路沿道の緑化（全地域） 

・市民が集う公園（全地域） 

●地域の自然条件に適した建築物 

・積雪に対応した屋根形状の山村集落

（根尾地域、本巣地域） 

・低層・戸建てが基調の農村集落（本巣

地域、糸貫地域、真正地域） 

・基盤整理された住宅地（糸貫地域） 
●地域に息づく伝統文化 

・真桑人形浄瑠璃、馬駈け祭り等の祭礼

行事（全地域） 

・社寺、古墳、遺跡等の文化財（全地域） 

・農業や林業等の産業（全地域） 

●良好な景観を創出する市民活動 

・自治会による花いっぱい運動（真正地域）

・船来山の草刈りボランティア（本巣地域、

糸貫地域） 

・ホタルの保護育成活動（糸貫地域） 

※この図面は概要図であり、

景観資源等のすべてを網羅

したものではなく、また、

厳密な位置を示したもので

はない。 
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景観特性と課題    ⇒第２章 

地域別景観づくりの課題 

市全体の景観特性と課題 

市民アンケート 

市全体の景観づくりの課題について、

現状や市民アンケートを踏まえ、3 つ

の景観特性から整理 

地域別（自然系地域、住居系地域、

沿道・業務系地域、農業系地域）の

景観づくりの課題について、現状や

市民アンケートを踏まえ整理 

基本方針 

地域別景観づくりの方針 

良好な景観形成に関する方針 

 基本方針１  

市民が誇る豊かな

自然と調和した潤

いと親しみのある

景観づくり 

地域別（自然系地域、

住居系地域、沿道・業

務系地域、農業系地

域）の景観づくりの方

針を定めます。 

自然系地域

住居系地域 

農業系地域 

沿道･業務系地域 

景観づくりの目標（将来像） 

ほっとして、

本計画を推進していくための方策 

市民主体の取り組みの促進・支援など、市民・事業者・ 

自然 

暮らし 協働 

１－３ 計画の体系 

 基本方針２  

市民が愛着を持っ

て暮らせる住み心

地のよい景観づく

り 

重要な景観要素を活かした 

地域区分を超えて存在 

なっている道路や水辺 

景観づくりの方針を定 

緑 

道 

～雄大な自然、農村の原風景、 
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 基本方針３  

市民・事業者・行政

の協働による景観

づくり 

景観づくりの方針 

する重要な景観要素と 

について、それぞれの 

めます。 

市全域の行為制限 

景観上重要な要素の保全 

その他の要素

行為制限           ⇒第４章～第５章 

景観上重要な要素の整備 

景観上、目につきやすい大規模な建築行為等について、景観形成

基準を設け、景観法に基づく届出制度により規制誘導を行います。

建築物・工作物 開発行為

                               ⇒第７章 

行政の協働に関する事項を中心としながら、本計画を着実に進めていく上での仕組み・体制を定めます。 

⇒第３章（3-1）

元気を感じる景観のあるまち 

 ⇒第３章（3-2～4）

水辺 

視点場 

その他の重要施策          ⇒第６章 

その他 

重点地区 

景観づくりを重点的に推進すべき地区を「景観形成重点地区」と

して指定し、よりきめ細やかな景観形成基準などを定めます。 

景観上、特に重要な建築物や樹木については、景観法に基づく景

観重要建造物、景観重要樹木として指定し、積極的に保全します。

景観上、特に重要な公共施設につ

いては、景観法に基づく景観重要

公共施設として指定し、先導的役

割を果たすための適切な整備・管

理を図ります。 

秩序ある広告物の景観

を形成するため、屋外

広告物の表示等の制限

に関する基本的な考え

方を定めます。 

特色あるまちの顔が織りなす美しい景観づくり～ 



 8

第２章 景観特性と課題 

２－１ 市全体の景観特性と課題 

市全体の景観の特性と課題は、「自然景観」、「暮らしの景観」、「協働による景観」の 3 つの要

素で捉えるものとします。 

①自然景観 

自然景観は、本市の景観の骨格であり、住んでいる人々に潤い

を、訪れた人々に感動を与える重要な景観資源です。山間部の雄

大な自然だけではなく、身近な田園風景、地域に根付いた自然・

樹木等も景観の魅力を支えています。 

そのため、自然環境はできる限りそのままの姿を次世代に継承

していくことが大切であり、人々の生活・経済活動と調和を図り、

自然に配慮した建築等を行うことが必要です。こうしたことは、

平野部からみた背景としての自然景観を守る上でも重要です。 

 
 

②暮らしの景観 

暮らしの景観は、現代の住環境や伝統的な生活様式のなかで培

われてきた大切にすべき要素です。住む場所や活動する場所、伝

統的な建物、道路などは、市民の最も身近にある景観要素といえ

ます。 

そのため、暮らしの景観は本市らしさを創出する上での重要な

要素であり、生活・経済活動と、自然景観との調和が大切です。

また、住宅地等の市街地では、周囲への十分な気遣いのある景観

づくりが必要です。 

 
 

③協働による景観 

景観づくりを進めていくうえで、市民、事業者、行政の協働は

欠かせないものです。 

そのため、市民一人ひとりが本市の景観に関わっており、それ

ぞれの小さな活動が良好な景観形成につながるということを認

識することが重要です。 

 

能郷白山 

淡墨桜 

田園風景と調和した集落 

県道岐阜関ヶ原線 

船来山の草刈りボランティア
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２－２ 地域別景観づくりの課題 

地域の特性に応じて景観づくりを進めるため、景観計画区域を 4 つの地域に区分し、地域ご

とに課題を整理します。なお、地域区分については、現在の景観特性や都市計画上の区分を考

慮して設定します。 

図・表 景観の地域区分 

地域名 対応する都市計画上の土地利用規制 等 

自然系地域 ・本巣都市計画区域外（市北部の山間部） 

住居系地域 ・用途地域（第 1 種・第 2 種中高層住居地域、第 1 種住居地域） 

沿道・業務系地域 

沿道系 
・用途地域（近隣商業地域、第 2種住居地域） 

・特定用途制限地域（幹線道路沿道地区Ⅰ型・Ⅱ型） 

業務系 
・用途地域（準工業地域） 

・特定用途制限地域（産業誘導地区） 

農業系地域 ・特定用途制限地域（田園居住地域） 
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表 地域別景観づくりの課題 

地域名 景観づくりの課題 

自然系地域 

●雄大な山並みや根尾川など、景観の骨格となる自然景観の保全 

●自然景観と調和した集落など、伝統的な暮らし景観の保全・創出 

●地域特有の景観資源を活用した観光施設等の自然景観との調和 

住居系地域 

●建築物の高さ、色彩等の統一など、居住環境、周辺景観への配慮 

●住宅地周辺の緑、水辺の保全 

●敷地内緑化等の市民の自主的な取り組みの促進 

沿道・業務系地域

●屋外広告物や看板の秩序あるルールづくり 

●隣接する建築物等との調和など良好な街並み形成への配慮 

●大規模な工場等による周辺景観への配慮 

農業系地域 

●落ち着きの感じられる農村集落の保全・創出 

●田園・柿畑風景や里山風景など、緑豊かな景観の保全 

●糸貫川のホタルや船来山など、地域特有の景観資源の保全・創出 

 

歴史ある社寺と樹木 席田用水 緑に囲まれた住宅団地 

多様な広告物 幹線道路沿道の建築物 緑化された工場 

低層な住宅地 糸貫川の親水空間 基盤整備された住宅地 

山並みと根尾川 山村集落 キャンプ場 
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第３章 良好な景観形成に関する方針 

３－１ 景観づくりの目標 

本市は、「自然と人が共生し、快適でこころふれあうまち」を将来像に掲げ、まちづくりに取

り組んでいます。これには、本巣市が誇る美しく豊かな自然と産業の調和を図り、地理的優位

性を活かした広域的な交流により、心の豊かさと潤いに満ち活力あふれるまちの創造を目指す

という意味が込められています。 

 

これを踏まえ、景観面においては、能郷白山等の山並みや根尾川の雄大な自然の恵みによっ

て構成される美しい景観を守りながら、先人たちが築いた地域に根付く伝統的な農山村の原風

景を継承するとともに、次代へとつながる新たな本巣の景観をみんなで創り、育んでいくこと

を目標とします。そして、住んでいる人や訪れる人が、本巣の魅力的な景観に触れて、住み続

けたい、また訪れたいと感じる景観づくりを目指していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ほっとして、元気を感じる景観のあるまち

～雄大な自然、農村の原風景、特色あるまちの顔が織りなす美しい景観づくり～ 

景観づくりの目標（将来像） 

[景観法第 8条第 3 項] 
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３－２ 景観づくりの基本方針 

将来像の実現に向け、景観づくりの基本方針を次のように定めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～
雄
大
な
自
然
、
農
村
の
原
風
景
、
特
色
あ
る
ま
ち
の
顔
が
織
り
な
す
美
し
い
景
観
づ
く
り
～ 

ほ
っ
と
し
て
、
元
気
を
感
じ
る
景
観
の
あ
る
ま
ち 

 基本方針１  

市民が誇る豊かな自然と調和した潤いと親

しみのある景観づくり 

 基本方針２  

市民が愛着を持って暮らせる住み心地のよ

い景観づくり 

 基本方針３  

市民・事業者・行政の協働による景観づくり
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能郷白山と根尾地域の山並み 

 
 
 
（１）豊かな自然の保全 

市北部は能郷白山をはじめとした山々や根尾川な

どの豊かな自然を有しており、市全体に潤いと安らぎ

を与えています。その山並みは、市街地や農村集落の

背景にもなっており、市民が誇る重要な景観要素とい

えます。 

そのため、これらの人工的な改変を避けることを原

則としながら、他法令に基づく行為制限（自然環境保

全地域 等）との連携や、景観面からの建築ルールの

設定等を通じ、人々の生活・経済活動と自然景観との

調和を図っていきます。 

 

（２）美しい農地・里山景観の保全 

市南部の平坦地では、田園や柿畑などの農地が広が

っており、親しみを感じる伝統的な生業の農村景観と

して受け継がれています。また、平野部の農村集落の

背景となっている船来山や郡府山などの里山、多様な

生態系を有する糸貫川などの水辺は、人と自然が共生

する農村・里山景観を創出する重要な景観要素です。 

そのため、他法令に基づく行為制限（農業振興地域 

等）との連携や、景観面からの建築ルールの設定等を

通じて、この農地・里山景観を市全体で保全します。 

 

 
 
（３）特徴的な自然・樹木の保全 

国の天然記念物に指定されてい

る本市を代表する樹木「淡墨桜」

をはじめ、各地の社寺等にも特徴

的な樹木が存在します。 

そのため、景観法に基づく制度

（景観重要樹木 等）の活用も視野

に入れて、きめ細やかな保全に取

り組んでいきます。 

 基本方針１  

市民が誇る豊かな自然と調和した潤いと親しみのある景観づくり 

広大な田園風景 

里山の風景（船来山） 

淡墨桜 長屋神社のナギ



 14

 
 
 
（１）地域の景観と調和した良好な市街地景観の創出 

市南部は都市計画区域に指定されており、用途地域お

よび特定用途制限地域の指定により、主に幹線道路沿道

とその周辺で住居系、商業系、工業系の用途となってい

ます。 

幹線道路沿道の商業地やその周辺の住宅地、工業地な

ど、各地域の土地利用の特色も踏まえつつ、周辺景観と

調和した建築物や屋外広告物等の誘導を図り、良好な街

並みを保全・創出します。あわせて、建築物の敷地周辺

の緑化や、街路樹の植栽、公園の整備等を通じて、緑豊

かな市街地景観を創出します。 
 
（２）周辺の緑と調和した農村集落の保全 

田園や柿畑などの広大な農地や、山並みや根尾川に囲

まれた山あいなど、生業の環境を骨格とした農村景観、

山村景観は、本巣の自然条件のなかで育まれた伝統文化

の景観といえます。 

そのため、他法令に基づく行為制限（農業振興地域 

等）との連携や、景観面からの建築ルールの設定等を通

じて、この農山村景観の秩序・美しさを守ります。あわ

せて、景観法に基づく制度（景観重要公共施設 等）の

活用も視野に入れ、環境整備による魅力向上に取り組み

ます。 

 
（３）本巣市らしい多彩な景観資源の保全と魅力化 

本市は、淡墨桜や歴史・文化的資源、樽見鉄道、大規

模商業施設、産業施設など、個性のある多彩な景観資源

を持っています。本巣市らしい景観づくりを進める上で

は、これらの特徴的な景観を守り活かしながら、地域の

イメージを豊かにすることが重要です。 

そのため、景観面からの建築ルールの設定、景観法に

基づく制度（景観重要建造物 等）の活用も視野に入れ

た保全をはじめ、特徴的な景観資源を活かしながら、地

域特性を大切にした魅力的な景観づくりに取り組んで

いきます。 

 基本方針２  

市民が愛着を持って暮らせる住み心地のよい景観づくり 

基盤整備さ

れた住宅地 

長屋神社 

大規模商業施設

（モレラ岐阜） 

田園・柿畑風景

と調和した 

農村集落 

山を背景にした大規模な工場 

緑化された国道 157 号 
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本市の特徴的で魅力ある景観は、地域の

自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活

動との調和により、先人たちが大切に守り、

育て形成されてきたものです。 

そのため、本市の景観づくりを進めてい

く過程においては、そこで生活する市民一

人ひとりが景観づくりの主役であるという

自覚を持って参加するとともに、事業者を

はじめ、まちづくりの先導役である行政が

それぞれの役割や責任を正しく認識し、協

働していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 基本方針３  

市民・事業者・行政の協働による景観づくり 

市 民 

行 政 

事業者

●景観に配慮した公共事業の推進 
⇒景観法に基づく制度（景観重要公共施設）を活用した道路の整備等 

●地域の良好な景観の保全 
⇒本計画に基づく建築指導、景観法に基づく制度（景観重要建造物、樹木）を活用した景観

資源の保全、都市計画法等の他法令に基づく規制・誘導等 
●市民等が主体となった活動の支援と啓発 
⇒景観イベント（住民説明会等）の開催、景観資源の発掘・情報発信、活動団体への支援等 

●地域の景観に関心を持つ 
⇒景観イベントの参加 等 

●身近なところの環境美化活動 
⇒敷地の緑化、自宅周辺の清掃 等 

●市が行う景観づくりへの協力 
⇒市が主催する景観イベントへの参

加 等 
●より積極的・自律的な景観づくり 
⇒質の高い建築行為 等 

●地域の景観に関心を持つ 
⇒景観イベントへの参加 等 

●地域と一体となった景観まちづくり 
⇒本計画に基づく建築ルールの遵守、

市が主催する景観イベントへの参

加 等 
●地域の良好な景観の形成に協力する 
⇒敷地・駐車場の緑化、事業所周辺の

清掃、質の高い建築・広告行為 等

景観づくりの主体

支援、誘導、先導 

【景観づくりの主役】 【景観づくりの重要な担い手】 

協力、

連携 

【景観づくりの先導・サポート役】 

花いっぱい運動

ホタルの保護育成活動 
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３－３ 地域別の方針 

市全体の基本方針や地域の特性・課題を踏まえ、地域別の方針を次のように定めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

住居系地域 

 基本方針  

身近な緑と水辺を大切にしながら、快適に暮

らせる景観づくり 

農業系地域 

 基本方針  

田園・里山・水辺の風景や農村文化を活かし

た、潤いと安らぎが感じられる景観づくり 

沿道・業務系地域 

 基本方針  

市内外の人が快適に移動でき、周辺環境と調

和した魅力ある通りの景観づくり 

自然系地域 

 基本方針  

豊かな自然環境と農山村文化を守り活かし

た、美しい景観づくり 

基本方針１：市民が誇る豊かな自然と調和した潤いと親しみのある景観づくり 

基本方針２：市民が愛着を持って暮らせる住み心地のよい景観づくり 

基本方針３：市民・事業者・行政の協働による景観づくり 

～
雄
大
な
自
然
、
農
村
の
原
風
景
、
特
色
あ
る
ま
ち
の
顔
が
織
り
な
す
美
し
い
景
観
づ
く
り
～ 

ほ
っと
し
て
、
元
気
を
感
じ
る
景
観
の
あ
る
ま
ち 
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（１）美しく潤いある自然を活かした景観づくり 

●開発行為後の緑化等の修景による、美しい山並み景観の保全 

●本巣の景観の骨格を成す根尾川や、乙姫滝、金山渓谷等の各地に点在する景観資源の保全 

●国道 157 号・根尾川沿い等での渓谷美を楽しめる視点場の創出 

 
（２）自然と調和した伝統ある暮らしの景観づくり 

●建築物等の配慮による、周辺の自然環境に馴染む農山村集落の保全・創出 

●地形・気候を活かした農業・林業等による、伝統的な生業景観の保全 

●屋外広告物や建築物等の配慮、空き家等の景観阻害要素の適正な維持管理の促進による、

国道 157 号等の見通し景観の保全 

 

（３）観光資源を活かしたもてなしの景観づくり 

●淡墨桜を有する淡墨公園や樽見鉄道など、豊富な景観資源の保全・活用 

●淡墨公園や上大須ダム等の視点場からの眺望に配慮した、屋外広告物や建築物等の誘導に

よる、良好な眺望景観の保全・創出 

 
 
 
 
 
 

自然系地域 

 基本方針  

豊かな自然環境と農山村文化を守り活かした、美しい景観づくり

淡墨公園 

根尾川と山並みの風景 山に囲まれた集落 

山並みを背景に走る樽見鉄道の風景 
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（１）整然とした落ち着きのある街並みの景観づくり 

●建築物等の高さの配慮による、街並みの連続性やまとまりのある景観の創出 

●住宅地にふさわしい落ち着いた色使いによる、住み心地のよい住宅地の保全・創出 

 
（２）水辺・緑とふれあい、潤いと安らぎが感じられる良好な景観づくり 

●街路樹や公園整備等による、緑豊かな景観の創出 

●糸貫川沿いの親水空間等、水辺とふれあえる景観の保全・創出 

●住宅地周辺の緑（樹木、農地など）の保全 

●市民主体の花いっぱい運動等の推進による、緑豊かな景観の保全・創出 

 
 
 
 
 

住居系地域 

 基本方針  

身近な緑と水辺を大切にしながら、快適に暮らせる景観づくり 

緑豊かな住宅地 整然とした低層住宅地 

潤いある親水空間（糸貫川） 緑化された住宅 
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（１）美しく魅力的な通りの景観づくり 

●街路樹の整備や施設周辺の緑化による、緑豊かな景観の創出 

●屋外広告物や建築物等の配慮による、品の良い賑やかさが感じられる通りの景観の創出 

●周辺の田園風景、里山、水辺等の風景を楽しめる視点場の整備による、眺望景観の創出 

 
（２）周辺の住宅地や農村景観に配慮した景観づくり 

●周辺の住宅地や農村景観に馴染む落ち着いた色彩や緑化等の配慮による、過ごしやすさと

周囲への気配りが感じられる景観の創出 

●屋外広告物の大きさや建築物の配置等の配慮、空き家等の景観阻害要素の適正な維持管理

の促進による、見通し景観の保全・創出 

 
（３）働く場として快適に過ごせる産業景観づくり 

●施設周辺の緑化等による、河川堤防や道路からの見え方に配慮した緑豊かな景観の創出 

●工場等の大規模建築物・工作物の配慮による、明るく親しみの持てる景観の創出 

●清掃活動の推進や不法投棄の防止等による環境美化 

 

 
 
 

沿道・業務系地域 

 基本方針  

市内外の人が快適に移動でき、周辺環境と調和した魅力ある通りの景観づくり 

県道岐阜関ヶ原線沿道の商業地 国道 157 号沿道の商業地 

大規模な工場とその周辺の緑地 緑化されている道路 
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（１）緑豊かで安らぎを感じられる農村景観づくり 

●公園や街路樹の整備等による、緑豊かな景観の創出 

●伝統的な社寺林・屋敷林等の緑の保全による、田園・樹園地、里山風景と馴染む農村景観

の保全 

●市民主体の花いっぱい運動等による、緑豊かな農村景観の保全・創出 

 
（２）地域の特徴（田園・里山・水辺）を活かした景観づくり 

●農村風景を眺望できる船来山等の視点場の保全・創出 

●根尾川や糸貫川沿いの公園等の整備による、水辺とふれあえる景観の保全・創出 

●東海環状自動車道の桁下空間の修景・緑化等による、美しい農村景観の保全 

 
（３）地域の個性や歴史・文化を感じる景観づくり 

●文殊の森や席田用水沿いのホタル公園など美しい水辺景観の保全 

●各地に存在する社寺や古墳等の歴史・文化的資源の保全・活用 

●遊休農地を活かした花の景観づくり等による、地域特有の特産品の保全・活用 

 
 
 
 
 
 

農業系地域 

 基本方針  

田園・里山・水辺の風景や農村文化を活かした、潤いと安らぎが感じられる景観づくり

市民主体の活動により作られた花壇 

ホタル公園（席田用水） 田園風景と調和した農村集落 

船来山の草刈りボランティア活動 
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３－４ 重要な景観要素を活かした方針 

本市の景観は、地形等の条件変化により、地域ごとに表情の異なる多様な景観を持っており、

本市を縦断する主要な道路や鉄道は、多様な表情の景観を体験できる重要な視点場になるとと

もに、その眺めは本市の景観イメージを豊かにします。このような、地域によって表情が変化

する景観資源は、地域内で完結するものではないため、地域を超え、統一のとれた方針に基づ

く景観づくりが必要になります。 

そのため、緑や道など、本市を構成する重要な景観要素について、これらの要素を活かした

景観づくりの方針を次のように定めます。 

 
 

重要な景観要素 主な構成 

緑 

・山並み、樹林地 

・船来山等の里山 

・屋敷林、社寺林 

・田園、樹園地 

道 

・国道 157 号、県道岐阜関ヶ原線等の主要な国県道 

・長良糸貫線や東海環状自動車道等の主要な都市計画道路、その

他計画路線 

・樽見鉄道 

水辺 
・根尾川 

・糸貫川 

視点場 

・船来山（市街地・農村集落、田園風景、山並みへの眺望） 

・ホタル公園（河川、山並みへの眺望） 

・文殊の森公園（市街地・農村集落、田園風景） 

・淡墨公園（山並み、清流、農山村集落への眺望） 

・上大須ダム（山並み、ダム湖への眺望） 
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図 本市の景観を構成する重要な要素 
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住居系地域 

 

自然系地域 

 

農業系地域 

 

沿道・業務系

地域 

 

 

緑 
 

 

水
辺 

視
点
場 

 基本方針  

豊かな自然や身近な緑を大切にした、安らぎ

や親しみを感じる景観づくり 

 基本方針  

美しい清流の風景や身近な水辺とふれあう

ことで、潤いと安らぎを感じる景観づくり 

 基本方針  

美しい自然景観と農村文化の暮らしを居心地

よく眺めることができる景観づくり 

基本方針１：市民が誇る豊かな自然と調和した潤いと親しみのある景観づくり 

基本方針２：市民が愛着を持って暮らせる住み心地のよい景観づくり 

基本方針３：市民・事業者・行政の協働による景観づくり 

 

道 

 基本方針  

地域の個性豊かな風景や魅力的な表情の変

化を楽しめる景観づくり 

～
雄
大
な
自
然
、
農
村
の
原
風
景
、
特
色
あ
る
ま
ち
の
顔
が
織
り
な
す
美
し
い
景
観
づ
く
り
～ 

ほ
っと
し
て
、
元
気
を
感
じ
る
景
観
の
あ
る
ま
ち 
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■「緑」に関する景観づくりの方針 

 

 
 
 
 
 
 

景観づくりの方針 該当する地域 

●法規制による緑地や重要な樹木等の確実な保全 すべての地域 

●伐採等の配慮による斜面緑地の連続性の維持 自然系地域、農業系地域 

●他法令との連携による田園・柿畑風景の保全 農業系地域 

●敷地内の緑化など周辺景観との調和に配慮した身近な緑

の保全・創出 
すべての地域 

 
 
■「水辺」に関する景観づくりの方針 

 
 
 
 
 
 
 

景観づくりの方針 該当する地域 

●優れた生態系や潤いの感じられる優れた河川景観の保全
自然系地域、農業系地域、

住居系地域 

●乙姫滝、鶉ヶ池など、優れた自然環境の保全・活用 自然系地域、農業系地域 

●歴史的な背景を持つ根尾川から各地の用水へと分流させ

る堰、源氏ボタルが生息する糸貫川等の優れた景観資源

の保全・活用 

農業系地域、住居系地域 

●本巣市文化ホール周辺の犀川沿いや親水公園など、水と

ふれあえる空間の拡充 
農業系地域、住居系地域 

 
 

 基本方針  

豊かな自然や身近な緑を大切 

にした、安らぎや親しみを 

感じる景観づくり 

 基本方針  

美しい清流の風景や身近な 

水辺とふれあうことで、潤い 

と安らぎを感じる景観づくり 
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■「道」に関する景観づくりの方針 

 
 
 
 
 
 
 

景観づくりの方針 該当する地域 

●周辺景観との調和に配慮した緑豊かな道路空間の創出 自然系地域、農業系地域

●市のまちづくりを考慮した美しい景観整備（「淡墨街道」、

「やまぼうし街道」等） 
自然系地域、農業系地域

●道路付属物（標識、街灯等）における景観的統一性の確保 すべての地域 

●道路の役割に配慮した景観整備（東海環状自動車道の桁下

空間の修景・緑化等） 
すべての地域 

 
 
■「視点場」に関する景観づくりの方針 

 
 
 
 
 
 
 

景観づくりの方針 該当する地域 

●眺望を楽しむのに適した視点場の整備・管理 自然系地域、農業系地域

●建築物等の配慮による視点場からの良好な眺望の保全 自然系地域、農業系地域

●まちづくりとの連携による新たな視点場の創出 すべての地域 

 
 
 
 
 

 基本方針  

美しい自然景観と農村文化の 

暮らしを居心地よく眺める 

ことができる景観づくり 

 基本方針  

地域の個性豊かな風景や 

魅力的な表情の変化を 

楽しめる景観づくり 

主要な視点場の選定基準 

美しい自然景観や農村文化の暮らしの景観など、長い年月を経て守り育てられてきた貴重な

景観を眺望できる場所について、以下の基準を踏まえ、選定しました。 

●眺望が良好で、景色を眺めるのに適した場所 

●誰でも自由に訪れることができる公共的な空間 

●その周辺に景観を阻害するものがなく、視線を遮られずに眺望できる場所 
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第４章 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 
 

４ １ 景観形成基準 

景観形成基準は、良好な景観の形成のために、建築行為等を行う際に守っていただくルール

として定めるものです。 

本市では、自主的に配慮すべき事項として「景観形成配慮事項」を定めるとともに、最低限

遵守すべき事項として「景観形成基準」を定めます。 

なお、「景観形成基準」は、市が行為者に対して指導・勧告等を行う際の判断基準となります。 

 

（１）景観形成配慮事項 

すべての行為において配慮すべき事項を以下に定めます。 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●良好な眺望に対する配慮 

・山並み、田園風景等への眺望を阻害しない配置・規模とすること。 

・周辺への見通しを過度に遮蔽しないこと。 

・道路等の公共空間から見え方に配慮した配置・形態意匠・色彩・緑化に努めること。

●良好な景観資源に対する配慮 

・行為地周辺における自然環境や歴史･文化的資源の存在を把握し、その保全や修景

への活用を意識すること。 

・山並み等の自然環境に近接する場合は、緑のまとまりや連続性、地域の植生に影響

を与えないようにすること。 

・農地に隣接する場合は、田園景観に影響を与えないようにすること。 

・歴史･文化的資源に近接する場合は、色彩･規模･形態意匠等に配慮し、歴史･文化的な

雰囲気を阻害しないようにすること。 

●周辺景観との調和に対する配慮 

・周辺景観との調和や連続性に配慮した配置・形態意匠・色彩・緑化に努めること。

・大規模な建築物等は、壁面に変化を持たせたり、緑化を積極的に行うなどして、周

辺に与える圧迫感を軽減すること。 

・木材･石材等の自然素材の活用に努めること。 

[景観法第 8条第 2 項第 2号] 
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（２）景観形成基準 

行為毎の遵守すべき事項を以下に定めます。 

 

①建築物の建築等、工作物の建設等 

区 分 基準の内容 

配置・規模 

●道路等の公共空間や隣接地との関係を考慮し、圧迫感を与えないよ

う、ゆとりある空間の確保に努める。 

●主要な視点場（P22）からの眺望を阻害しない配置・規模とする。 

●農業系地域では、田園景観への影響を考慮し、突出しない高さとする。

●良好な景観が形成されている住宅地・集落に近接する場合は、その街

並みの連続性に配慮した高さとする。 

形態意匠 
●周辺の建物と統一感を持たせ、連続性のある街並み形成に努める。 

●壁面や屋上等に、地域性にそぐわない華美な装飾物の設置をしない。

材質 
●光沢のある材料や反射光の生じる素材を大部分にわたって使用する

ことは避ける。 

色彩 

●けばけばしい色彩は避け、落ち着いた色彩とする。 

●外壁の大部分を占める色彩（基調色）は、マンセル表色系による明度

2 以上・彩度 6以下とする。 

●デザインのアクセントとして、外壁に基調色の範囲外の色彩を用いる

場合は、外壁各面の 20％以下とする。 

●着色していない木材、土壁、ガラス等の素材によって仕上げる部分に

ついては、色彩基準を適用しない。 

緑化 

●緑化にあたっては、地域の植生と調和した種類や、道路等の公共空間

から見える場所を選定する。 

●周囲の自然景観、田園景観との調和に配慮し、適度な緑化に努める。

その他 

●屋上・壁面等に設置する建築設備は、位置を工夫するなど、道路等の公

共空間から目立たないようにする。 

●垣、柵等は、周囲に圧迫感を与えない形態意匠、高さとする。 

●夜間の屋外照明は、過度な光の散乱や過剰な演出を避ける。 

 

 

 

[景観法第 8条第 4項第 2号] 
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②開発行為、土地の形質の変更 

区 分 基準の内容 

方法 

●地形の改変は必要最小限とし、実施する場合は、できる限り現況地形

を活かす。 

●道路等の公共空間側から見える場所に法面や擁壁が発生する場合は、

できる限り緑化や自然素材の活用による修景に努める。 

緑化 

●緑化にあたっては、地域の植生と調和した種類や、道路等の公共空間

から見える場所を選定する。 

●周囲の自然景観、田園景観との調和に配慮し、適度な緑化に努める。

 

③木竹の伐採 

区 分 基準の内容 

方法 

●伐採は必要最小限とする。 

●伐採の位置を工夫し、目立たないようにする。 

●伐採後は、緑の回復に努める。 

 

④屋外における物件の堆積 

区 分 基準の内容 

方法 

●物件の集積又は貯蔵の面積は、必要最小限とし、高さをできる限り抑

え、整然とした積み上げ方とする。 

●位置を工夫し、生垣等により遮蔽するなど、周辺から目立たないよう

にする。 
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４ ２ 届出 

（１）届出対象行為 

届出対象行為は、景観法第 16条第 1 項の規定により、良好な景観の形成のために、市に対し、

事前に計画内容の届出を義務づける行為として定めるものです。 

本市では、景観上、目に付きやすい大規模な建築行為等を届出対象行為として定めます。なお、

その行為について景観形成基準に適合しない場合は、市が指導・勧告等を行います。 

表 届出対象行為 

区 分 届出対象 

建
築
物
の
建
築
等 

新築、増築、改築、移転 

延床面積が 500 ㎡以上のも

の又は高さが 10ｍ（3 階建て

相当）以上のもの※ 

外観の変更をすることとなる修繕、模様替、色彩の変更 

上記の規模に該当する建築物

のうち、外観の変更の範囲が外

観面積の 1／2 以上のもの 

工
作
物
の
建
設
等 

新
設
、
増
築
、
改
築
、
移
転 

擁壁、垣（生垣を除く。）、柵、塀その他これらに類するもの 高さが 5ｍ以上のもの 

彫像、記念碑その他これらに類するもの 

築造面積が 500 ㎡以上のも

の又は高さが 10ｍ以上のも

の 

煙突、排気塔その他これらに類するもの 

鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱その他これらに類するもの 

電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの 

高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの 

観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、

メリーゴーランドその他これらに類する遊戯施設 

コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラ

ッシャープラントその他これらに類する製造施設 

自動車車庫の用に供する立体的な施設 

石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又

は処理する施設 

汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他こ

れらに類する施設 

外観の変更をすることとなる修繕、模様替、色彩の変更 

上記の規模に該当する各種工作

物のうち、外観の変更の範囲が外

観面積の 1／2以上のもの 

 

 

 

 

 

[景観法第 8条第 4項第 1号] 

※建築物の高さについて 

大規模な建築物は、本市の自然景観や田園風景への眺望を阻害する要素となる可能性があります。

そのため、特に、高さ 15m以上の建築物の建築等（新築、増築、改築、移転）については、事前に

本巣市景観アドバイザーと協議し※、景観上の配慮方法に関する助言を受けることとします。 

※高さ 15m 未満の建築物の建築等についても、必要に応じて、本巣市景観アドバイザーに相談 
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●国の機関や地方公共団体が行う行為 

●非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

●景観法の規定により許可・認可等を受けて行う行為 

●他法令の規定による許可・認可等を要する行為 

●その他、景観条例で定める行為           ※景観法第 16条第 5項、第 7項

区 分 届出対象 

開発行為 

当該行為に係る土地の面積が 1,000 ㎡以上

のもの又は高さが 5ｍ以上、かつ長さが 10

ｍ以上となる法面、擁壁を生じるもの 

土地の形質の変更 

当該行為に係る土地の面積が 1,000 ㎡以上

のもの、又は高さが 5ｍ以上、かつ長さが

10ｍ以上となる法面、擁壁を生じるもの 

屋外における物件の堆積 

当該行為に係る期間が 60 日以上継続し、

かつその用途に供する土地の面積が 500 ㎡

以上のもの 

 
 

（２）特定届出対象行為 

特定届出対象行為は、景観法第 17条第 1 項の規定により、色彩・形態・意匠の基準に適合し

ない場合に設計変更命令を行うことができる行為として定めるものです。 

本市では、届出対象行為に該当する「建築物の建築等」および「工作物の建設等」を特定届

出対象行為として定めます。これらの行為について、色彩の基準に適合しない場合は、設計変

更命令を行うことがあります。 

 

 

（３）届出対象以外の行為 

届出対象行為に該当しない小規模な建築行為等や、景観条例の施行時点で存在する既存の建

築物等については、届出不要です。ただし、景観形成配慮事項や景観形成基準については、す

べての建築行為等に対して適合するよう、配慮していただく必要があります。 

また、届出対象行為に該当しない小規模な建築行為等（下表参照）を行う場合については、「景

観配慮確認票」を提出するよう努めなければなりません。 

表 景観配慮確認票の提出を要する行為 

区 分 対 象 

建
築
物
お
よ
び

工
作
物
の
建
築

等 

新築、増築、改築、移転 

届出対象行為以外のもの

外観の変更をすることとなる修繕、模様替、色彩の変更

届出対象行為に該当する大規模な建築行為等であっても、以下については届出不要です。 
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（４）届出に関する手続きの流れ 

届出対象行為を行う場合は、その行為に着手する前に市に届出なければなりません（届出後、

原則 30 日以内は行為着手不可）。市は、その行為について、景観形成基準に適合しているかを

確認します。 

また、届出対象行為に該当しない小規模な建築行為等を行う場合も、できるだけ早い段階で

景観形成配慮事項や景観形成基準を確認し、景観配慮確認票を提出するよう努めなければなり

ません。 

手続きの流れは、以下のとおりです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

「建築物の建築等」「工作物の建設等」「開発行為」など 
 

景観配慮確認票の提出を要する行為（P30） 届出対象行為（P29～30） 

事前協議書の作成・提出 

・「景観形成配慮事項（P26）」や「景観形成基準
（P27～28）」に適合するよう計画・設計 

景観配慮確認票の提出 
・「景観形成配慮事項（P26）」や「景

観形成基準（P27～28）」に適合す
るよう計画・設計 

届 出 
・行為者は、届出後、原則30日以内は行為着手不可

審 査 
・市は、原則30日以内に、景観形成基準に適合
しているか審査 

不適合 適 合 

助言・指導 

勧告 

変更命令 
（色彩のみ） 

適合通知 

事前協議 
・行為者は、計画変更が可能な時期に、市と協議。

必要に応じて、本巣市景観アドバイザーに相談
・高さ15m以上の建築物の建築等は本巣市景観ア
ドバイザーと協議 

本
巣
市
景
観
審
議
会 

等 

是 正 
（再度、届出･ 

審査を経る）

建築確認 

その他法令手続き

行為着手 

本
巣
市
景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

等 ※届出の有無に関

わらず、他法令に

基づく手続き等

は別途必要 

氏名公表・罰則 

・市窓口において、景観形成配慮事項や景観形成基準について確認 
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４ ３ 景観形成重点地区 

（１）景観形成重点地区の基本的な考え方 

本市には、建築物で構成される街並みや、地形、気候などの自然条件が創造する風景で、本

市の象徴となる優れた景観、歴史的な雰囲気を感じる景観など、個性的な景観を持つ地区が存

在します。 

こうした状況を踏まえ、本市では、景観づくりを重点的に推進すべき地区を「景観形成重点

地区」として指定します。景観形成重点地区では、地域住民等の合意形成に基づき、地区独自

の景観づくりの方針や、これを実現するための行為の制限に関する事項等を定めます。 

なお、景観形成重点地区は、よりきめ細やかな景観形成基準が伴うため、地区の指定にあた

っては、景観形成の主体となる地域住民や事業者等の理解と協調が前提となります。 

 

 

（２）景観形成重点地区の選定 

  

①景観形成重点地区の選定基準 

景観形成重点地区は、以下の基準をもとに選定します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●地域住民が主体となった景観づくりの取り組みがみられるなど、良好な景観の

形成に対する地域住民の意識の高い地区 

●市民が認める本巣らしい重要な景観資源を核として、または特徴的な景観資源

が集積するなどして良好な景観が形成されている地区 

●まちづくりとあわせて計画的に良好な景観を形成する必要がある地区 

●多くの人の目に触れやすい場所など、良好な景観形成が重点的に行われること

によって、良好な景観の形成に対する市民・事業者の意識を啓発する上で効果

的であると思われる地区 
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②景観形成重点地区の指定手順 

景観形成重点地区の指定については、以下に示す内容を基本的な手順とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③景観形成重点地区における行為の制限 

景観形成重点地区では、規制誘導の取り組みを強化します。 

「届出対象行為」については、各地区の特性に応じ、対象とする行為を定めます。 

「景観形成基準」については、市全域・地域別の共通の景観形成基準を基本としながら、各

地区の特性に応じ、配慮事項から遵守事項への移行、遵守事項の定量化（建築物の高さの最高

限度など）等を行い、地区独自のものを定めます。 

 
④地域が主体となった取り組みの促進 

景観形成重点地区の指定については、地域に暮らす住民の意思が尊重される必要があり、さ

らにいえば、市からの提案に対して受け身で意見を言うだけでなく、地域が主体となった積極

的な取り組みが求められます。 

そのため、地域住民やまちづくり NPO 等による、景観形成重点地区の指定の提案（景観形成

基準を含む）を促進します。 

これについては、景観法に基づく計画提案制度の活用を促進するとともに、技術的支援を含

む市独自の提案の仕組みづくりを検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①地区の状況を踏まえ、景観形成重点地区の対象区域を設定 

②景観形成重点地区で定める内容（地区名、対象区域、方針、行為の制限等）を

検討し、当該地区の住民等を対象とした説明会を開催 

③本巣市景観審議会、本巣市都市計画審議会の意見を聴取 

④景観形成重点地区の指定に関する事項を告示し、指定案を縦覧 

⑤景観形成重点地区を指定 

地
域
住
民
等
の
発
意 

話
し
合
い
の
場
づ
く
り 

（
区
域
、
ル
ー
ル
の
検
討
等
）

景
観
に
関
す
る
取
り
組
み 

重
点
地
区
指
定
の
提
案 

重
点
地
区
の
指
定
へ 

図 地域住民等による提案の流れ ※イメージ 

市 等 

提案啓発

助言
相談 支援 審査
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⑤景観形成重点地区の候補 

景観形成重点地区の候補は、下図のとおりです。 

今後、これらの地区について、必要な範囲、段階において、指定に向けて具体的に取り組み

ます。特に、（仮称）糸貫 IC 周辺一帯地区では、インターチェンジ周辺のまちづくりにあわせ

て、良好な景観形成を誘導していきます。 
図 景観形成重点地区の候補 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口地区一帯 淡墨公園周辺一帯 

（仮称）糸貫 IC 周辺一帯
物部神社周辺一帯 
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●景観重要建造物または景観重要樹木は、地域の景観上の核となるような重要な建造

物（建築物、工作物）または樹木として、それぞれ景観法第 19 条、第 28 条に基づ

き指定するものです。 

●これに指定されると、現状変更に際して市長の許可が必要になり、所有者は適正管

理が義務づけられるなど、外観・樹容の保全に係る仕組みを活用できるようになり

ます。 

●地域の自然、歴史、文化等の特性が建造物の外観によく現れ、地域の景観を特徴づけ

ている建造物 

●市民に広く認識され、親しまれている建造物 

●多くの人の目に触れやすい場所にあって、地域の良好な景観の形成に貢献している建

造物 

●優れた意匠・デザインを有し、地域の良好な景観の形成に貢献している建造物 

第５章 良好な景観の形成に関するその他施策の方針 

 

５ １ 景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針 

（１）基本的な考え方 

市内には、自然、歴史・文化、暮らし・産業、眺望に係る様々な景観資源があり、なかには、

地域の個性を表し、保全・活用が求められるものも多くあります。 

そこで本市では、積極的に保全・活用を図るべき建造物や樹木について、景観法に基づく「景

観重要建造物」や「景観重要樹木」として指定します。 

 

（景観重要建造物、景観重要樹木の制度概要） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（２）景観重要建造物の指定 

道路等の公共空間から容易にみることができ、かつ以下の基準を満たす景観的に優れた建造

物については、所有者の同意を得た上で、景観重要建造物として指定し、積極的に保全・活用

します。 

なお、景観法第 19条第 3項の規定により、文化財保護法に基づき、国宝、重要文化財、特別

史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定または仮指定された建造物は除くも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[景観法第 8条第 2項第 3号] 
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●地域の自然、歴史、文化等の特性が樹木の外観によく現れ、地域の景観を特徴づけ

ている樹木 

●市民に広く認識され、親しまれている樹木 

●多くの人の目に触れやすい場所にあって、地域の良好な景観の形成に貢献している

樹木 

●樹高・樹形が美しく、地域の良好な景観の形成に貢献している樹木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）景観重要樹木の指定 
道路等の公共空間から容易にみることができ、かつ以下の基準を満たす景観的に優れた樹木

については、所有者の同意を得た上で、景観重要樹木として指定し、積極的に保全・活用しま

す。 

なお、景観法第 28 条第 3項の規定により、文化財保護法に基づき、特別史跡名勝天然記念物

または史跡名勝天然記念物として指定または仮指定された樹木は除くものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文殊の芋観桜
いもみさくら

 

（市指定文化財） 

見延北野神社の大杉 

（市指定文化財） 

八幡神社の椎
しい

 

（市指定文化財） 

観音堂 

（県指定文化財） 

図 景観的に優れた建造物の一例 

長屋神社本殿附棟札 

（県指定文化財）

図 景観的に優れた樹木の一例 

八幡神社本殿 

（市指定文化財）
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５ ２ 屋外広告物の表示等の制限に関する事項 

（１）基本的な考え方 

 屋外広告物は、建築物や工作物等とともに、景観に大きな影響を及ぼす要素の一つであるた

め、その表示等には十分な配慮が求められます。 

これに関し、市内の屋外広告物については、県から権限移譲を受け、岐阜県屋外広告物条例

に基づき許可事務を行っています。しかし、県条例に違反している屋外広告物や、適切に管理さ

れていないもの等がみられ、このままでは景観が著しく悪化する可能性があります。また、景観計

画策定後は、本市全域が許可地域の対象になるなど、規制が強化されます。 

そのため、当面は、県条例の趣旨および規定の遵守徹底を目指すものとし、そのなかで、違

反広告物等に対しては、是正指導や除去を行い、秩序ある広告景観の形成に努めます。 

将来的には、本巣市屋外広告物条例を定めるなど、市独自の取り組みを検討していきます。 

 

（岐阜県屋外広告物条例の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県屋外広告物の許可基準（共通基準） 

①都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないものであること 

②汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したものでないこと 

③広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾

をしたものであること 

④蛍光塗料は、使用しないものであること 

⑤電飾設備を有するものにあつては、点滅速度は緩やかなものであつて、昼間に

おいても良好な景観又は風致を損なわないものであること 

⑥色彩は、良好な景観又は風致の維持及び公衆に対する危害防止に充分配慮した

ものであること 

⑦容易に腐朽し、又は破損しない構造であること 

[景観法第 8条第 2項第 4号イ] 

国道 157 号沿道 

図 屋外広告物が多く見られる地域の一例 

県道岐阜関ヶ原線沿道 
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●屋外広告物法第 28条で、屋外広告物条例に関する特例が規定されています。 

●通常、屋外広告物の規制誘導に関する条例は、都道府県や政令市・中核市が定めること

になっていますが、この特例によって、中核市未満の市町村(景観行政団体に限る)も条

例を定めることができます。 

●つまり、地域の実情に応じて、許可基準等を定め、きめ細やかに屋外広告物の規制誘

導を行うことが可能となります。 

 

（２）将来における市独自の取り組み 
本市では、屋外広告物に対する市民の意識の高まりや、許可事務に関する権限委譲後の運用

の蓄積等を踏まえ、屋外広告物法に基づく特例制度を活用した、市独自の屋外広告物条例の制

定を検討します。 

特に、屋外広告物が多くみられる地域や、景観上重要な場所について、許可基準の見直し等

による規制誘導の強化を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（屋外広告物法に基づく特例制度の概要） 

（岐阜県屋外広告物条例に基づく、禁止地域・許可地域の概要） 

●禁止地域 

①文化財保護法により指定された次の区域 

・重要有形民俗文化財（真桑の人形舞台） 

・史跡名勝天然記念物（根尾谷断層、根尾谷の菊花石、根尾谷淡墨桜） 

②岐阜県自然環境保全条例により指定された次の区域 

・自然環境保全地域（能郷白山、岩の子） 

③都市公園法に規定する都市公園の区域 

・敷波公園、田鶴公園 

④官公署、学校、図書館等の公共施設 

⑤自動車専用道路 

・東海環状自動車道（市内全区間の路線の両側 500m 未満の区域） 

 

●許可地域 

①道路、鉄道等で知事が指定する区間・区域 

・国道 157 号（県道北方多度線との交点から福井県境までの区間で両側 1,000m 以内） 

・国道 303 号（県道北方多度線との交点から滋賀県境までの区間で両側 1,000m 以内） 

・県道岐阜関ヶ原線（本巣市内の区間で両側 1,000m 以内） 

・樽見鉄道（神海駅以南の区間で両側 1,000m 以内） 

②都市計画法の規定により指定された都市計画区域 

③景観法の規定により指定された景観計画区域 

・本巣市全域 

現
状 

東
海
環
状
自
動
車

道
整
備
後 

現
状 

景
観
計
画 

策
定
後 
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●禁止地域の見直しのイメージ 

景観重要建造物・樹木の周辺や、風致の

維持を図るべき景観形成重点地区等で、禁

止地域の指定を検討 

●許可基準の見直しのイメージ 

景観形成重点地区や、農業系地域等

で、色彩、面積、高さ、発光物等の基準

の追加を検討 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 地域の実情に応じた屋外広告物の規制誘導のイメージ 

岐阜県屋外広告物条例に基づく、

規制誘導の概要 

景観計画策定後、東海環状自動車道

整備後の規制イメージ 

※禁止地域のうち、公共施設については、学校
や庁舎等の主なもののみ表示 

※当該図面は厳密な区域を示すものではない 

現状の規制イメージ 景観計画区域 

⇒許可地域 

東海環状自動車道 

⇒禁止地域 

将来の規制誘導のイメージ 
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●景観重要公共施設とは、良好な景観を形成するうえで重要な公共施設(道路、河川、公

園等)として、景観計画のなかに位置づけるものです。 

●景観重要公共施設に位置づけられた公共施設については、景観法第47条等により、景観

計画に即した整備や占用を施設管理者に義務づけるなど、地域の景観と調和し、良好

な景観の形成を牽引するための仕組みを活用できるようになります。 

●「道路デザイン指針(案)」 国土交通省 平成 17 年 3 月策定  

●「砂防関係事業における景観形成ガイドライン」 国土交通省 平成 19 年 2月策定  

●「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」 国土交通省 平成 16年 3 月策定 

●「河川景観の形成と保全の考え方」 国土交通省 平成 18 年 10 月策定  

●「岐阜県公共事業景観形成指針」 岐阜県 平成 18 年 3月策定 

●「岐阜県公共事業景観形成指針の手引き」 岐阜県 平成 18 年 3 月策定 

など

５ ３ 景観重要公共施設に関する方針 

（１）基本的な考え方 

道路、河川、公園等の公共施設は、景観を構成する重要な要素のひとつです。 

そこで、市内の公共施設については、地域の景観に配慮した整備や管理を行うとともに、景

観上、特に重要な公共施設については、国や県等との関係機関と協議の上、「景観重要公共施設」

として選定し、景観重要公共施設の制度の活用を図ります。 

 

（景観重要公共施設の制度概要） 

 

 

 

 

 

 

（２）地域の景観に配慮した整備や管理 
市内の公共施設のうち、国・県が管理する公共施設については、それぞれの景観形成指針に

基づく整備や管理を促進します。 

また、市が管理する公共施設については、国や県による景観形成指針に準拠しながら、適切

な整備や管理を行います。 

さらに、管理者の異なる公共施設や種別の異なる公共施設において、一体的・一元的に良好

な景観の形成を図るため、必要に応じ、管理者間の横断的な協議体制を整備するとともに、本

市の実情に応じた管理者共通の景観形成指針の作成を検討します。 

 

（国や県による公共施設の景観形成指針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[景観法第 8条第 2項第 4号ロ] 
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●まちの骨格を成す道路・河川など、都市構造をつくる重要な要素としての公共施設 

●山並み・田園風景・市街地等への良好な視点場となっている公共施設 

●景観形成重点地区内にある主要な公共施設 

●景観資源へのアプローチ道路など、景観資源を引き立てるために重要な公共施設 

●市民に広く認識され、親しまれている公共施設 

（３）景観重要公共施設の整備等 

本市では、良好な景観形成を牽引するための制度を活用し、地域の景観に配慮した公共施設

の整備等を実現するため、景観法に基づく景観重要公共施設の選定を行います。 

 

①景観重要公共施設の候補 
道路、河川、公園のうち、以下の基準を満たすものを景観重要公共施設の候補とします。 

 

 

 

   

 

 

 

  

図 景観重要公共施設の候補 
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②選定の進め方 
景観重要公共施設の選定については、前述の候補を基本としながら、施設管理者と協議し、

同意を得たものから順次行います。特に、「今後整備が予定されている公共施設」や「景観形成

重点地区に含まれる公共施設」について、優先的に検討します。 

景観重要公共施設に選定する場合は、公共施設の景観形成指針や本計画の景観形成基準等を

踏まえながら、施設毎に、「整備基準」や、必要に応じて「工作物等（電柱、広告塔、バス停

留所等）の占用許可基準」を具体的に定め、本計画に位置づけます。 

 
 

県道岐阜関ヶ原線 

図 景観上重要な公共施設の一例 

県道岐阜大野線 

糸貫川（ほたる公園） 

犀川（親水空間） 糸貫川（親水空間） 

国道 157 号 
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③考えられる整備等の方針 
 

景観重要公共施設の区分 整備等の方針 

道路 

●景観や自然環境にも配慮した街路樹等による沿道緑化 

●連続性・統一性のある景観の創出 

●緑化等による法面・擁壁の修景 

●道路付属物の周辺景観との調和(色彩等) 

●地域特性に配慮した舗装の美装化 

●無電柱化や、電柱における景観的配慮 

●眺望を楽しむ視点場の整備 

河川 

●自然環境に近い河川景観の創出 

●川を眺め、川に親しむ場の整備 

●工作物の周辺景観との調和(色彩等) 

●眺望を楽しむ視点場の整備 

既に整備が完了している

施設や、当面、整備の見込

みがない施設 

●景観阻害要素の除去・発生防止（色彩の変更、速やかな補修等）

●視点場における樹木等の維持管理 
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 市民等 

市民 事業者 

景観づくり団体（地域住民､まちづくりＮＰＯ等） 

 事務局 

都市計画課 

 行政 

国・県、市 

 第三者機関 

本巣市景観アドバイザー 

本巣市景観審議会 

協議・調整 意見・助言

支援 

情報提供 

要請・協力 

庁内各課 

相談

参加 

●構成 

学識経験者、専門家（都市計画、法律、建築等）、各種団体の代表者、地域の代表者 

●役割 

・本計画の見直しに関する審議 

・届出制度の運用に関する意見 

・違反行為への勧告・変更命令・その他処分に関する意見 

・景観形成重点地区の指定に関する意見 

・景観重要建造物・樹木、景観重要公共施設の指定に関する意見    など 

（本巣市景観審議会のイメージ） 

第６章 本計画の推進に向けて 

 

６ １ 推進体制の整備 

（１）総合的な推進体制の整備 

良好な景観の形成のためには、市民、事業者、行政の個々の取り組みに留まるのではなく、

様々な主体が連携しながら、その取り組みを広げていく必要があります。 

そのため、本市では、各主体の推進体制を整えるとともに、相互に連携する全市的な体制の

構築を図ります。 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（２）公正で専門性のある機関の設置 

本計画の適正な推進や一層の充実を図っていくため、幅広い人材を募りながら、専門性や客

観性を持った第三者機関の設置を図ります。 

特に、景観に関する事項を広く審議する「本巣市景観審議会」や、届出制度の運用等にあた

り専門的見地から助言する「本巣市景観アドバイザー」の設置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

啓発・支援 

図 本計画の推進体制 
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（本巣市景観アドバイザーのイメージ） 

●景観整備機構は、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人・ＮＰＯ法人を、良

好な景観の形成を担う主体として、景観法第 92条に基づき指定するものです。 

（景観整備機構の制度概要） 

●市民等を対象とした景観イベント（シンポジウム、講演会等）の開催 

●景観づくり団体の活動に対する支援（専門家の派遣、情報提供等） 

●景観重要建造物・樹木の指定に向けた取り組みや、指定後の管理 

●重要な景観資源に関する調査・研究                 など 

（本市が指定する景観整備機構の業務のイメージ） 

 

 

  

  

 

 

 

 

（３）行政の連携体制の構築 

様々な主体による景観づくりを促進・調整する役割を担い、景観行政を着実に推進していく

ため、景観担当部局（都市計画課）の体制の充実を図ります。 

また、良好な景観の形成に寄与する事業を効果的かつ効率的に推進するため、庁内調整を行

う会議や、国・県等との行政間調整を行う会議を適宜組織します。特に、後者については、景

観重要公共施設の指定段階において、組織化を推進します。 

 

（４）市民等による景観づくり団体の組織化や活動への支援 

専門家の派遣や情報提供等の支援を行うことで、景観づくり団体の立ち上げや、活動の活性

化、団体相互の連携を促進します。 

また、景観づくり団体と行政が役割分担し、より効率的・効果的に景観づくりを進める観点

から、景観法に基づく景観整備機構制度の活用を検討します。 

 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

●構成 

専門家（都市計画、建築、色彩、デザイン、造園、広告等） 

●役割 

・建築行為等の個別事案に関する専門的助言 

・市民等の活動に対する技術的支援や助言              など 
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●景観協議会は、良好な景観の形成に関する協議を行う機関として、景観法第 15 条に

基づき組織するものです。 

●景観協議会は、景観行政団体、景観重要公共施設の管理者、景観整備機構が組織でき

るものであり、必要に応じて、関係行政機関、各種団体（商工、観光等）、事業者（電

気事業、鉄道事業等）、住民等を加えることができます。 

●景観協議会で合意された事項については、協議会の構成メンバーに対し、法的な尊重

義務が発生します。 

（景観協議会の制度概要） 

●東海環状自動車道（糸貫 IC）や都市計画道路など、将来的に景観重要公共施設となる

ことが見込まれる施設と、その周辺地域が一体となった良好な景観を形成するため、

市、当該公共施設の管理者、商工会、電気事業者、地域住民等が参加し、景観重要公

共施設としての整備方針や、周辺地域における景観づくりのあり方の検討を実施 

●景観重要公共施設（国・県管理）について、良好な景観を形成するため、市および国・

県が参加して、年度当初などに、予定する具体事業に係る協議を実施 

●本巣市景観審議会において、景観づくりの重要課題を審議し、その解決に向けた個別

具体の協議調整の場として景観協議会を設置 

             など

（本市で景観協議会を設置する場合のイメージ）

（５）各主体が協議調整する場の設置 

良好な景観の形成のためには、市、公共施設管理者、住民など、様々な立場の関係者が、一

同に会し、利害の異なる課題について協議調整しながら解決を図っていくことが有効です。 

そのため本市では、景観づくりの課題に応じ、各主体が協議調整する場を適宜設置します。

なお、景観重要公共施設の指定段階、その他特に必要な場合においては、景観法に基づく景観

協議会制度を活用し、協議の実効性を高めます。 
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●学校教育と連携した景観教育の実施 

●市民等を対象とした勉強会・研修会の開催、出前講座の実施 

●行政職員を対象とした勉強会・研修会の開催、先進地の視察      など 

６ ２ 市民との協働による景観づくりの推進 

良好な景観の形成のためには、市民が主役としての自覚を持ち、事業者や行政を含む様々な

主体が担い手となって取り組んでいくことが必要です。行政の役割としては、市民に対し景観

への意識を変える機会を提供するなど、景観への意識を継続的に醸成していくことが必要です。 

そのため、本市では、景観づくり団体（NPO 等）とも連携しながら、以下の取り組みを総合的

に実施し、市民との協働による景観づくりを推進します。 

 

（１）意識の啓発 

①継続的な啓発 

多くの市民に、景観づくりへの興味や様々な形で関わっていく意識を持ってもらうため、情

報発信やイベント開催等の様々な取り組みを検討していきます。 

 

  

 

    

  

   

 

②景観づくりを担う人材の育成 

景観づくりを担う人材育成を図るため、子どもや行政職員を含む様々な主体に対して、景観

に関する学習機会を提供します。 

 

 

    

  

 

 

③優れた景観の顕彰 

景観づくりに対する市民等の意欲向上を促すため、優れた景観を表彰したり、広く周知する

取り組みを進めます。 

 

  

 

●市広報・市ホームページ・各種パンフレット等を活用した情報発信 

●シンポジウムなど、普及啓発イベントの開催 

●景観資源巡りなど、参加・体験型のイベントの開催 

●解説書(景観形成基準をわかりやすく解説したもの等)の作成      など 

●「景観的に優れた建築物や活動等の表彰」の制度化検討 

●景観への優れた配慮を計画し実施された行為に対して「（仮称）景観配慮推奨モデル」

として認定する等の周知方法の検討 

●景観資源ガイドマップ(景観資源のデータベース)の作成        など 
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（２）市民が主体となった取り組みの支援 

景観づくりは長期にわたって持続的に取り組んでいくことが大切であるため、市民等が主体

となって、様々な形で景観づくりに取り組んでいけるよう、景観への取り組みの熟度にあわせ、

段階的な活動に対応した各種支援の充実を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樽見鉄道を守る会の花いっぱい運動 政田更屋敷自治会による花いっぱい運動 

景観に対する意識の向上 

・景観計画への理解と協力 

・身近なところの環境美化活動 

地域の景観に対する意識の向上 

地域での景観づくり 

・景観イベントへの参加 

・団体の景観づくり活動への参加 

・景観形成重点地区等での地区独

自のルールづくり 

・地区のルールに合わせた修景工

事の実施 

ステップ① 

ステップ② 

ステップ③ 

図 段階的な取り組みと支援策のイメージ 

■市民の段階的な取り組み ■行政の支援策 

●景観的に優れた建築物や活動への表彰 

●「建築物等の修景工事に対する助成（景

観形成重点地区内）」の制度化検討 

●地区独自の景観ルールづくりに取り組

む団体に対する支援（専門家の派遣、

情報提供、各種制度の活用に関する指

針の作成 等）          等

●参加・体験型イベントの開催 

●（仮称）景観配慮推奨モデルの認定 

●景観資源ガイドマップの作成 

●景観アドバイザーに助言を受けられる

仕組みの構築 

●「景観づくり団体の活動に対する支援

（用具の支給等）」の制度化検討  等

●市広報等を活用した情報発信 

●シンポジウム等による普及啓発イベン

トの開催 

●市民を対象とした勉強会等の開催 

●出前講座の実施         等 

図 景観づくり団体の活動の一例 

景
観
へ
の
取
り
組
み
の
熟
度 

高 
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 景観計画 

その他施策の方針 

 景観条例 

届出制度に関すること 

その他の市独自の施策 

届出制度以外の法制度に関すること
（景観重要建造物・樹木 等） 

届出対象行為、特定届出対象行為

事前協議、違反者の氏名公表 等 

図 本計画と景観条例･解説書の関係 

６ ３ 規制誘導や整備等の効果的な展開 

（１）届出制度に係る運用規定の整備 

建築行為等を行う際に、景観に配慮しているかを確認するための手続きとして、「届出制度」

があります。本市は、この制度を適切に運用するための各種規定を整備します。 

 
①景観条例の制定 
景観条例では、届出制度の運用について、必要な事項を定めます。 

具体的には、届出を義務づける行為の追加・適用除外や特定届出対象行為の設定など、景観

法から委任されている事項を定めるとともに、事前協議の実施など、本市が独自に取り組む事

項を定めます。 

その他、市民が主体となった取り組みに対する支援策など、本計画の実効性を高めるための

事項も定めることとします。 

 
②景観計画解説書の作成 
解説書では、景観形成基準に沿って実際に建築行為等を行う際の留意点について、詳しく分

かりやすく解説します。 

例えば、景観形成基準の内容については、具体的な数値基準と、文章で表現した定性的基準

がありますが、建築行為等に取り組む人々が同じイメージを持つことができるよう、定性基準

の解釈について、事例写真や図を用いて目に見える形で紹介するようにします。 

解説書作成後においても、事例の蓄積等に応じて、適宜充実を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

景観法 

即す 
委任 

解説 

委任 

解説書 

手続きの 

具体化や 

法定化 

行為の制限に関する事項 

 

届出制度の適正運用、着実な施策展開 

景観形成基準 

届出対象行為 
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（その他制度の活用イメージ） 

（２）景観形成重点地区の指定・波及 

重点地区の候補地として挙げた地区については、地域住民の意識の高まりやまちづくりに係

る個別事業を具体化していく段階において、関係地権者等との協議の上で、景観条例に基づく

指定に向けた検討を行っていきます。また、新たな重点地区の候補地についても、必要に応じ

て拡充を検討します。 

 
 
（３）法制度を活用した取り組みの推進 

 

①景観法に基づく基本的な制度の活用 
本計画では、景観重要建造物・樹木や景観重要公共施設など、景観計画の枠組みにも大きく

関係する制度について、活用にあたっての基本的な考え方を示したところです。 

これらの制度については、実効性のある規制等が可能であり、良好な景観の形成には効果的

です。そのため、本計画策定後において、対象候補を精査し、必要な協議調整のもと、順次、

制度活用を図っていきます。 

 

②各種法令に基づく制度の活用 
本市では、景観法に加えて、関連する法制度についても、景観づくりの目的に応じて、適宜、

活用を図り、総合的に取り組んでいきます。 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

（４）関連計画との連携 

景観づくりは、都市基盤の整備、文化財の保護、緑化、観光・産業の振興など、様々な分野

にまたがる取り組みであるため、関連する計画と連携しながら総合的に推進していきます。 

特に今後は、東海環状自動車道の開通を契機としたまちづくり等を考慮し、その他関連計画

の策定にあたっては、景観面からも検討を行い、全体として連携・調整した景観施策を展開で

きるよう努めます。 

●里山の自然景観の保全 

 ・都市計画法に基づく風致地区制度（自然と調和した開発の誘導） 

●秩序ある良好な沿道景観の創出 

 ・屋外広告物法に基づく市独自の「屋外広告物条例」の制定により、地域の実情に応

じた屋外広告物の規制・誘導を実施 

●重要な歴史・文化的資源の保全 

 ・文化財保護法に基づく文化財の指定                  など 


