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保護・増殖と野生復帰に向けた取り組み
保護・増殖の歴史

　我が国に生息する野生コウノトリ

が、兵庫県但馬の地で絶滅して３０年

余が経過します。コウノトリ保護増殖を

はじめ、「コウノトリ野生復帰推進計

画」（平成１５年３月策定）に基づき、関

係機関や地域住民が連携し、豊かな

自然を守り育てる様 な々取り組みを進

める中、平成１７年９月には試験放鳥が

予定されています。 

　円山川においては、関係機関との

連携も図りながら、コウノトリをシンボル

とする多様な生物の生息・生育空間

を整備することにより、コウノトリも共生

する河川環境をめざし、自然と共生す

る川づくりをすすめます。 

河川環境の再生
コウノトリの野生復帰の実現を目指します。

①水環境・生態系の保全

円山川のコウノトリ

＊1 ビオトープとは、「特定の生物群像が存在できるような、特定の環境条件を備えた均質的なある限られた地域」と定義されています。一般的には、現存する
自然の保全（保全型ビオトープ）と、失われた自然（生態系）を本来の場所に人為的に復元するビオトープ（復元型ビオトープ）の2つがあります。 

用語解説

エコ近畿の事業紹介

エ
コ
近
畿

①水環境・生態系の保全

②総合学習・自然体験学習

③水循環システムの構築

④リサイクル等資源の有効利用

⑤都市環境の改善
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35大阪湾再生プロジェクト
（都市再生プロジェクト（第3次決定））

河川環境の再生

自然と人との共生を目指した公園整備

　円山川において、多様な生物の生

息・生育空間の整備をすすめるため

に、ビオトープ＊1のモニタリングを継続す

るとともに、「円山川自然再生計画」を

策定します。また、湿地の確保に配慮

しつつ河川改修工事を実施します。 

平成17年度の整備内容概　要

エコ近畿
～水と緑の美しい環境の保全・整備～

　国民の環境意識の高まり等を踏まえ、近畿の特徴である身近な自然を保全・再
生し、豊かな都市環境を形成する必要があります。このため、地域住民や市民団
体と連携しつつ、琵琶湖から大阪湾ベイエリアに至る水と緑のネットワーク等の
保全・再生に取り組むとともに、人と自然のふれあいの回復や生物多様性の確保
に努め、自然と共生した美しい地域づくりを進めます。

野生のコウノトリ湿地再生のイメージ

円山川
福井 滋賀 京都 大阪 兵庫 三重和歌山奈良

水と緑のネットワークの構築 36
六甲山系グリーンベルト、国道43号
環境防災緑地、尼崎21世紀の森

福井 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重
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円山川のコウノトリ

大阪湾
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国営明石海峡公園神戸地区（神戸市）・
淡路地区（淡路市）
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神戸港
尼崎西宮
　芦屋港

大阪港

堺泉北港

阪南港

湾岸自治体等と連携した
モニタリング結果の
総合化と情報発信

六甲山系グリーンベルト（イメージ） 一般国道43号環境防災緑地（イメージ） 尼崎21世紀の森構想（イメージ）

　近畿地方整備局では、阪神淡路

大震災の教訓や環境対策への重要

性を踏まえ、災害時の対応や防災、

環境対策として「六甲山系グリーンベ

ルト」、「一般国道43号環境防災緑

地」、「尼崎21世紀の森構想」を推進

し、阪神地域を魅力あるまちに再生

するため、ゆとりと潤いをもたらす水と

緑豊かな自然環境の創出による環境

共生型の地域づくりを推進します。 

　なお、「尼崎21世紀の森構想」は、

都市再生プロジェクト（第3次決定）に

おいて、「大都市圏における都市環

境インフラの再生（臨海部における緑

の拠点の形成）」に位置づけられて

います。 

水と緑のネットワークの構築 
水と緑のネットワーク整備を推進します。

自然と人との共生を目指した公園整備 
水と緑の豊かな都市の実現を図ります。

⑤都市環境の改善 
大阪湾再生プロジェクト（都市再生プロジェクト（第3次決定）） 
大阪湾再生プロジェクト推進します。

①水環境・生態系の保全 

六甲山系グリーンベルト、国道43号環境防災緑地、尼崎21世紀の森 

国営明石海峡公園神戸地区（神戸市）・淡路地区（淡路市） 

概　要

概　要

平成17年度の整備内容概　要

　本公園は、神戸市北区、西区にまた

がる「神戸地区」と淡路島の「淡路地

区」の２地区からなる公園です。「神

戸地区」は、神戸市の「しあわせの

村」、「文明博物館群公園」と一体と

なり約５００haの都市公園を形成して

います。「淡路地区」は、平成12年に

開催された「淡路花博ジャパンフロー

ラ」の会場でもあり、なだらかな傾斜地

に公園が広がっています。「神戸地

区」は、良好な里山の自然環境に立

地しており、里山を守り育てながら身

近な森としての活用を図ることを基本

として、平成１１年度より市民参加によ

る公園づくりに着手し、平成１４年度か

らは棚田ゾーンの施設整備を図って

います。 

　「尼崎21世紀の森構想」では、拠

点地区である尼崎の森中央緑地の

整備を、「六甲山系グリーンベルト」で

は、都賀川以西の用地買収や対策工

の整備、「国道43号環境防災緑地」

では、用地取得と植栽整備をそれぞ

れ推進します。 

棚田ゾーンのイメージ

里山の保全とレクリエーションの調和がとれた、
新たな環境創造国営明石海峡公園神戸地区の位置

大阪湾
福井 滋賀 京都 大阪 兵庫 三重和歌山奈良

尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市
福井 滋賀 京都 大阪 兵庫 三重和歌山奈良

神戸市・淡路市
福井 滋賀 京都 大阪 兵庫 三重和歌山奈良

福井 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重 福井 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重

大阪湾環境データベースの構築 
ゴミ・油の回収と水質監視 
海洋環境整備事業の実施 

堺泉北港 
堺2区地区　緑地 
都市再生無利子貸付事業 
により平成17年現地着手 

大和川清流ルネサンス II

堺泉北港 
堺2区地区　干潟 

堺泉北港　堺7-3区 
緑地『共生の森』 合流式下水道の改善等 

尼崎西宮芦屋港 
尼崎地区　緑地 
『尼崎の森中央緑地』 

堺7-3区
『共生の森』
対象区域

　白川口からの園路整備等を実施し

ます。 

平成17年度の整備内容

凡　例

尼崎21世紀の森構想

六甲山グリーンベルト対象区域

グリーンベルト区域

市街地に面する斜面

一般国道43号環境防災緑地

降雨時に一時的
に下水を貯留し、
晴天時に処理場
へ送る

遮集して、処理場へ
送る量を増やす

汚
水

雨
水

分流化

処理場

処理施設

雨水吐室

雨水滞水池
合流
管

雨水吐口

雨水時に河川等に流出する
汚れが抑制される

都市計画への位置づけ
 ・防砂の施設（土砂災害の防止）
 ・緑地保全地区（緑地の保全、スプロール化防止）

健全なレクリエーション
の場としての活用

豊かな生態系の保全、育成

市民参加の森づくりの推進

砂防指定地の指定（防災対策）

樹林の保護・育成による
防災樹林帯の形成

砂防施設の設置による
崩壊地対策

各緑地軸（河川、港、道路、公園）
との連携

合流式下水道の改善

　国や自治体等の関係機関が連携

して、森・川・海のネットワークを通じて、

美しく親しみやすい豊かな「魚庭（な

にわ）の海」を回復し、京阪神都市圏

として市民が誇りうる「大阪湾」を創出

するための、「大阪湾再生行動計画」

を平成16年3月に策定しました。 

　今後、目標達成のため関係機関が

広域に連携し、大阪湾の集水域及び

海域で各種の改善施策を行い、効果

の的確な把握のためモニタリング施策

を行います。 

ししああわわせせのの村村I.CI.C

ししああわわせせのの村村
（（神戸市神戸市））

神戸西神戸西I.CI.C

神戸文明博物館群公園神戸文明博物館群公園
（（神戸市神戸市））

国営明石海峡公園国営明石海峡公園
（（神戸地区神戸地区））

阪神
高速
北神
戸線

阪神
高速
北神
戸線

しあわせの村I.C

しあわせの村
（神戸市）

神戸西I.C

神戸文明博物館群公園
（神戸市）

国営明石海峡公園
（神戸地区）
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北神
戸線
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大阪湾 


