
 

計画策定にあたって 

 

桐生市は、群馬県の東南に位置し、赤城山や

日光連山に囲まれ、市街地には桐生川・渡良瀬

川の清流が流れる水と緑に恵まれた山紫水明

の地です。奈良時代のはじめには、絹織物を朝

廷に献上し、江戸時代には「西の西陣、東の桐

生」と称されるなど、織物の産地として知られ

ており、時代の要求にあった多品種の織物を高

度な技術で製造し、日本有数の繊維産地として

の地位を築いてまいりました。 

平成24年7月には、織物で発展した町を象徴する地区として、桐生天満宮周辺を

含む本町一、二丁目地区が国の「重要伝統的建造物群保存地区」として選定され

ました。このことを契機に、重要伝統的建造物群保存地区だけでなく、本市全体

の歴史、伝統、文化を継承し、まちづくりと文化財保護を一体的かつ総合的に推

進させるため、「桐生市歴史的風致維持向上計画」を策定いたしました。 

本市の歴史的風致は、織物産業で育まれた環境を舞台にノコギリ屋根工場や社

寺などの歴史的建造物、今も守り続けられている祭礼行事などが重層的に重なり

合い、お互いが影響し合いながら形成してまいりました。先人が守り続けてきた

この歴史的風致を後世に継承し、歴史と文化の香り高いまちづくりを着実に推進

していくことで、より多くの皆様に本市への愛着や親しみを一層感じていただく

とともに、風情豊かなまちの魅力に触れていただきたいと考えております。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、御尽力をいただきました桐生市歴史ま

ちづくり推進協議会委員の皆様をはじめ、貴重な資料や御意見を御寄せいただい

た多くの皆様に感謝を申し上げます。 

平成３０年１月 

 桐生市長  
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１．計画策定の背景と目的 
 

桐生市は、群馬県の東南部に位置し、北に

は足
あし

尾
お

山地から屏風状に連なる山なみを背

景とし、西北には赤
あか

城
ぎ

山
やま

の南麓の豊かな自然

が広がる。市内中央を東西に流れる利根
と ね

川
がわ

水

系の渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

、根本山系を源流として南に流

れる桐生川に育まれた緑と水の豊かな地域

である。 

古くから「西の西陣、東の桐生」と言われ

た織物のまちで、その歴史の始まりは、『続
しょく

日本
に ほ ん

紀
ぎ

』に和銅７年（714）上野国
こうずけのくに

が朝廷に

絁
あしぎぬ

を納めたことが記録されている。 

関ヶ原の合戦では、桐生天満宮で祈願した

旗絹を献上した徳川家康軍が大勝利を収め、

以来御
ご

吉
きち

例
れい

地
ち

となった。江戸時代中期には京

都から高機
たかはた

の技術が伝えられると複雑な模

様の「飛紗綾
ひ さ や

」を製造し一躍絹織物産地とし

て成長した。その後も織物産業は、時代ごと

に形態を変えながら発展し、日本の機どころ

として「 織
しょく

都
と

桐生」と言われるほどになっ

た。 

織物産業で発展した町並みとして、本町

一・二丁目及び天神町の一部である「桐生市

桐生新町伝統的建造物群保存地区」（以下「桐

生新町伝建地区」という。）が、平成24年

（2012）７月に国の重要伝統的建造物群保存

地区（以下「重伝建地区」という。）に選定

された。桐生新町は、天正19年（1591）に徳

川家康の命を受け、代官大
おお

久
く

保
ぼ

長安
ながやす

の手
て

代
がわり

大
おお

野
の

八
はち

右衛門
え も ん

により町立てされ、絹織物業を

中心に発展した町の形態として象徴的な地

区である。 

本市には、桐生新町伝建地区をはじめ、織

物で栄えた町を彷彿
ほうふつ

とさせる絹に関連した

施設や建造物等が各所に残されており、「ぐ

んま絹遺産」として県内最多の18件が登録さ

れている。さらに、平成27年（2015）に、絹

産業を支えた女性たちの活躍ストーリーが

「かかあ天下―ぐんまの絹物語―」として日

本遺産にも認定されており、その構成文化財

13件のうち６件が本市に存在している。その

他にも、市内各所には、現役で稼動するノコ

ギリ屋根工場や、関連事業所等が多くあり、

生業
なりわい

としての伝統産業が脈々と根付いてい

るとともに、桐生祇園祭に代表される古くか

ら続く伝統的な祭礼や行事も続けられてい

る。 

本市では、平成20年度（2008）から平成31

年度（2019）までを計画期間とする「桐生市

新生総合計画」、令和２年度（2020）からは

「桐生市第六次総合計画」を作成し、目指す

将来都市像「感性育み 未来織りなす 粋な

まち桐生」の実現に向けた様々な施策を推進

している。また、平成21年度（2009）には、

将来の都市像やまちづくりの指針となる「桐

生市都市計画マスタープラン」（令和２年度

改定）、平成27年度（2015）には良好な景観

形成を推進するための「桐生市景観計画」を

それぞれ作成し歴史的景観の保全に取り組

んでいる。しかし、社会環境の変化や生活様

式の多様化により歴史的建造物の損傷や滅

失が加速しているとともに、人口減少や高齢

化などの影響により、人々の暮らしを支えて

きた伝統産業や祭礼・行事等の後継者も減少

している。そのため、本市の豊かな歴史的、

文化的資源を維持、活用し、継承していくこ

とが課題となっている。 

このようななか、平成20年（2008）に施行

された「地域における歴史的風致の維持及び

向上に関する法律」（平成20年法律第40号。

以下「歴史まちづくり法」という。）は、そ

の第１条で「地域におけるその固有の歴史及

び伝統を反映した人々の活動とその活動が
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行われる歴史上価値の高い建造物及びその

周辺の市街地とが一体となって形成してき

た良好な市街地の環境」を歴史的風致と定め、

その維持向上を図ることで、個性豊かな地域

社会の実現を図り、もって都市の健全な発展

及び文化の向上に寄与するとしている。本市

には、先人の築いた歴史的建造物とそこに息

づく人々の暮らしや文化などの活動がつく

り出す歴史的風致が広がっている。この本市

固有の歴史的風致の維持及び向上を図り、後

世に引継ぎ、この歴史的環境を活かしたまち

づくりを進めていくため、歴史まちづくり法

第５条に基づき「桐生市歴史的風致維持向上

計画」を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画期間 
 

本計画の計画期間は平成29年度（2017）から令和8年度（2026）の10年間とする。 

 

歴史的風致 

要件１ 

歴史や伝統を反映した 

人々の活動＝「営み」 

その活動が行われている 

歴史上価値の高い建造物 

要件２ 

要件３ 
営みと建造物が一体となって 

形成された良好な市街地環境 

歴史的風致の概念 
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３．計画の策定体制 

(1) 体制 
 

本計画は以下の体制により策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「桐生市歴史的風致維持向上計画」（案） 

桐生市文化財調査委員会 

桐生市景観審議会 

桐生市伝統的建造物群 

保存審議会 

《 庁内組織 》 《 歴史まちづくり法に基づく協議会 》 

「桐生市歴史的風致維持向上計画」（案）の作成 

報告意見 

市 民 

パブリックコメント 

桐生市長 
「桐生市歴史的風致維持向上計画」の決定 

文部科学省（文化庁） ・ 農林水産省 ・ 国土交通省 

認定申請 計画認定 

桐生市歴史まちづくり 

推進協議会 
 

■計画案の協議 

 

［協議会の構成］ 

 ・学識経験者 

 ・市民団体等 

 ・行政機関（県・市） 

 

意見聴取 

市 民 

提案 

意見 

桐生市歴史的風致維持向上 

計画庁内推進委員会 
 
■計画案の作成 
［委員会の構成］ 
 ・庁内関係課長 
   （市長部局） 
   企画課長／財政課長／産業政策課長 
   観光交流課長／土木課長 
   建築住宅課長／建築指導課長 
   新里支所地域振興整備課長 
   黒保根支所地域振興整備課長 
   （教育委員会） 
   生涯学習課長／文化財保護課長 
 
 
 
 
 
［事務局］ 
 ・都市計画課（平成29年度） 
   ※H28年度まで重伝建まちづくり課 

【ワーキンググループ】 

■計画案の検討 
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(2) 歴史まちづくり推進協議会 
 

歴史まちづくり法第11条第１項の規定に基づく「桐生市歴史まちづくり推進協議会」を組織し、

計画の策定を進めた。 

 

  桐生市歴史まちづくり推進協議会 委員名簿                           （敬称略） 

選出区分 
分野 

／地域 
氏 名 所 属 

学識 

経験者 

（4名） 

織物  新 井 正 直 桐生市文化財調査委員 

郷土史  宮 﨑 俊 弥 桐生市文化財調査委員 

景観 ◎ 増 山 正 明 足利大学名誉教授 

建築  木 村    勉 
桐生市伝統的建造物群保存地区保存審議会 
長岡造形大学名誉教授 

市民 

団体等 

（５名） 

桐生  寺 口 聖 恭 区長連絡協議会 

新里  山 形 賢 助 区長連絡協議会 

黒保根  星 野 喜 一 区長連絡協議会 

全域 ○ 赤 池 孝 彦 
ファッションタウン桐生推進協議会 
まちづくり委員会委員長 

全域  石 原 光 茂 桐生織物協同組合専務理事 

行 政 

（７名） 

群馬県  石 橋 幸 子 地域創生部文化財保護課 課長 

群馬県  小 島 康 弘 県土整備部都市計画課 課長 

群馬県  宮 崎 義 明 桐生みどり振興局桐生土木事務所 所長 

桐生市  西 條 敦 史 共創企画部 部長 

桐生市  水 嶋 一 郎 都市整備部 部長 

桐生市  新 井 八寿代 産業経済部 部長 

桐生市  園 田 博 宣 教育委員会事務局教育部 部長 

◎会長、○副会長（令和6年4月1日現在） 
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４．計画策定（変更）の経緯 
 
 桐生市歴史まちづくり推進協議会及び庁内推進委員会 開催経緯 

平成26年 ２月４日 第１回庁内推進委員会 

 ５月19日 第２回庁内推進委員会 

 ８月５日 第１回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

 10月30日 第２回桐生市歴史まちづくり推進協議会（視察） 

平成27年 ２月19日 第３回庁内推進委員会 

 12月22日 第３回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

平成28年 ８月10日 第４回庁内推進委員会 

 ８月19日 第４回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

 11月９日 第５回庁内推進委員会 

 11月18日 第５回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

平成29年 ３月17日 第６回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

 ７月13日 第６回庁内推進委員会 

 ７月28日 第７回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

 ８月10日～９月11日 市民意見提出手続（パブリックコメント） 

 12月18日 桐生市歴史的風致維持向上計画 認定申請 

平成30年 １月23日 桐生市歴史的風致維持向上計画 認定 

 ２月６日 第７回庁内推進委員会 

 ２月16日 第８回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

 10月23日 第８回庁内推進委員会 

 11月６日 第９回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

平成31年 ３月27日 第９回庁内推進委員会 

 ４月23日 第10回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

 ４月25日 歴史的風致維持向上計画の軽微な変更に係る届出 

令和元年 ９月６日 第10回庁内推進委員会 

（2019） ９月18日 第11回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

令和２年 ２月19日 第11回庁内推進委員会 

（2020） ３月 第12回桐生市歴史まちづくり推進協議会（書面開催） 

 ３月27日 歴史的風致維持向上計画の軽微な変更に係る届出 

 ８月25日 第12回庁内推進委員会 

 ９月11日 第13回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

令和３年 ２月 第13回庁内推進委員会（書面開催） 

（2021） ３月 第14回桐生市歴史まちづくり推進協議会（書面開催） 

 ３月31日 歴史的風致維持向上計画の軽微な変更に係る届出 

 ７月 第14回庁内推進委員会（書面開催） 

 ８月 第15回桐生市歴史まちづくり推進協議会（書面開催） 

令和４年 ２月 第15回庁内推進委員会（書面開催） 

（2022） ３月 第16回桐生市歴史まちづくり推進協議会（書面開催） 

 ３月31日 歴史的風致維持向上計画の軽微な変更に係る届出 
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令和４年 7月21日 第16回庁内推進委員会 

（2022） 8月19日 第17回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

令和５年 3月 6日 第17回庁内推進委員会 

（2023） 3月22日 第18回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

 3月31日 歴史的風致維持向上計画の軽微な変更に係る届出 

 7月26日 第18回庁内推進委員会 

 8月24日 第19回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

令和６年 1月29日 第19回庁内推進委員会 

（2024） 2月 5日 第20回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

 3月31日 歴史的風致維持向上計画の計画変更に係る届出 

 7月16日 第20回庁内推進委員会 

 8月 6日 第21回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

令和７年 2月17日 第21回庁内推進委員会 

（2025） 3月 7日 第22回桐生市歴史まちづくり推進協議会 

 3月31日 歴史的風致維持向上計画の計画変更に係る届出 



 

 


