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S=1:2500※（2025 ～）は、利用開始年

切手門（2020 ～）

七人番所門（2045 ～）

作事町 (2045 ～ )

福井城通り(2025 ～ )

太鼓門（2065 ～）・太鼓門広場 (2060 ～ ) 登城道通り (2060 ～ )

議事堂 ホール (2046 ～ )

本丸御殿 (2055 ～ )

天守閣 (2025 ～ )

お休み処「七ツ蔵」(2060 ～ )

なかぼりプロムナード (2035 ～ )

鉄門・官庁街エリア (2045 ～ )

オフィスエリア(2055 ～ )

福井神社 (2018 ～ )

鉄門広場（2030 ～）

船着き場

船着き場

船着き場

路面電車延伸（2055～）

松林公園 (2035 ～ )

市役所 (2035 ～ )
歩行者専用道路

都心居住エリア
市民・県民の誇りとなる

堀の中を歩いてみる

集約された官公庁機能

議場の空間を活かしたホール

伝統継承の担い手になる

本丸御殿で郷土を知る

再現した七ツ蔵にて一休み

お堀の周りを楽しく安全に歩く

駅から天守閣を一望する

駅前の一等地を再編成

三の丸、その外側を本丸とつなぐ本丸へあがるルートに位置する広場

順化小学校

A

B

C

福井城通りから天守閣を臨む

天守閣を中心に両サイドの並木、
歩行者を優先した道路、本丸内までの延伸した LRT の線路がまっすぐに伸びる。

太鼓門広場前から空堀公園を臨む

中央公園のデザイン、市庁舎のサンクンガーデンを活かした空堀通り。

七ツ蔵傍より櫓と天守閣、お堀を臨む

太鼓門をくぐってお堀のそばまで来た所の風景。太鼓門をくぐってお堀のそばまで来た所の風景。
お休み処「七ツ蔵」にてお茶をしながら櫓と天守閣、お堀の眺めを楽しむ。お休み処「七ツ蔵」にてお茶をしながら櫓と天守閣、お堀の眺めを楽しむ。

参加しながら復原していく段階的な利用

艮櫓

巽三重御櫓

議事堂ホール（鑑賞する）

瓦門

ギャラリー・スタジオ（学ぶ）

北不明門

廊下橋

坤三重櫓

山里口門

舞台広場（もてなす）
 

遊具広場（遊ぶ）
 

宿泊・飲食運営

貸しスペース運営

まちなか案内

森づくり

市民団体
NPO

連携・協力

まちづくり会社

まちづくり福井（株）お城づくり福井 ( 株 )

福井市 商工会議所中心市街地
活性化協議会

提案 承認 出資・支援

連携・協力

出資・支援・委託

実施

連携

工房運営

担い手育成

ソフト事業

お城イベント・祭り街区再編

収益活用

施設活用

活用

本丸復原

曲輪復原

参加主体
を増やす

活動の場
を増やす

本丸と中心市街地
の活動を高度化

歴史建造物修復

地場産材活用

実施

ハード事業
事業 実施

ソフト事業

地元企業 大学 商店街自治会
市民
来街者

参加 参加 参加参加 参加 参加

「お城」と「人」を育むエリアマネージメント

※暫定利用（2050 年の案内図）

美術館（潤う）
 

櫓・塀（眺める・巡る）
 

天守閣（眺める）
 

料亭（味わう）
 

宿泊施設（泊まる）
 

本丸御殿
 

福井城駅（巡る）
 

ｷｬﾝﾌﾟ場…※暫定利用 遊具広場
 

…※暫定利用
1期（2050 年完成済） 2期（2050 年時は暫定利用）

出典：『福井城・金沢城（城郭・侍屋敷古
図集成）』（至文堂、1997年）

・本丸、福井城通り、太鼓門広場など

・議事堂ホール、作場町など

・天守閣、議事堂ホールなど

・本丸御殿、七ツ蔵など

・作場町

・作場町

A B C

景観コントロール景観コントロール
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