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1.研究の背景と目的

COVID‐19感染拡大直前までの
インバウンド増加や宿泊ニーズの多様化に伴い,違法民泊が増加した。

住居専用地域での営業が可能(年間営業日数180日の上限)2018年「住宅宿泊事業法」
(以下,民泊新法)

一部自治体では,営業区域や営業期間の制限を条例（以下,民泊条例）により定め,
生活環境悪化の防止を図っている。

2020年「東京五輪・パラリンピックの開催」は,住宅民泊の増加に拍車をかけた

・民泊新法公布から施行まで十分な時間がなく民泊条例を策定するまでに余
裕がなかったこと1)2)。

・COVID‐19感染拡大等の影響により，事業を廃止する住宅民泊が急増。
→住宅民泊を取り巻く状況は,大きく変化している

現行の民泊条例の策定状況や,制限内容を分析することは,今後の健全な住宅
民泊の普及に有益であると考えられる。

【参考文献】
1)北村喜宣「1年を経過した住泊法と都市自治体の今後の課題」都市とガバナンスVol.31 2019年3月
2)小林友彦，齋藤健一郎，竹村壮太郎「住宅事業法(民泊新法)に関する諸論点」



1.研究の背景と目的

東3)は地方都市における住宅民泊の地域振興の可能性を示している。

【研究の対象】

「住宅宿泊事業に係る届出の受理・監督等の事務を処理する窓口(以下,届け出窓
口)」を設置している106自治体を対象。

【研究の目的】

106自治体の民泊新法に基づく条例の策定状況を地方別に整理し,制限内容を分析
する。さらに,詳細な制限を設けているタイプの自治体を参考に大分県別府市に
おける民泊施設立地規制のあり方を示す。

大分県別府市で共同温泉と住宅民泊の関係構築を盛り込んだ規制について示
すことは有益であると考える。

大分県別府市の民泊施設等
・民泊施設運営者と周辺住民との関係構築の必要性や,民泊施設利用者の地域活
動への参加の可能性が述べている4)。

・貸間旅館と共同温泉の機能補完が確認されている5)。

〇既往研究

【参考文献】
3)東徹「民泊による地域振興の課題」季刊 個人金融 2020 年8月
4)姫野由香,指方綾乃,鄭載勲「温泉観光地における民泊施設の立地分析と住民評価の実態」都市計画論文集 56(3), 1085-1091, 2021
5)靍梨佳，姫野由香，指方綾乃「地方都市における機能補完による空き家活用の可能性に関する研究－大分県別府市に立地する民
泊施設を対象として－」

組合員の減少といった経営状況の厳しい共同温泉が散見される。
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条例策定率が高い地域では,住宅民泊の届け出件数も多くなっている傾向にある。

3.全国の住宅宿泊事業法に基づく条例策定状況

図 1住宅宿泊事業法に基づく条例制定率と届け出件数
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新潟県 5146 3787 136 9069 4844 3522 183 8548 4283 3692 174 8148

富山県 1760 1043 190 2993 1819 1192 205 3216 1676 1645 271 3591

石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福井県 2305 1671 44 4020 2524 1245 49 3818 2336 1467 63 3866
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兵庫県 6682 4126 827 11635 0 0 0 13904 0 0 0 13696
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和歌山県 2809 913 1046 4768 3027 1007 318 4352 3152 1095 661 4908

鳥取県 1657 905 81 2643 1592 928 114 2633 0 0 0 0

島根県 1756 1403 42 3201 1398 1466 41 2905 1317 1166 51 2534

岡山県 2182 2326 194 4702 1995 2409 340 4745 2083 2086 296 4465

広島県 3259 4314 540 8113 3123 4176 1023 8322 3207 4473 832 8512

山口県 1804 1238 63 3105 1851 1631 90 3573 1847 1491 77 3415

徳島県 876 746 53 1675 952 721 74 1747 893 890 81 1864
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愛媛県 1882 1301 114 3297 1947 1407 142 3496 1705 1372 184 3261

高知県 1364 1141 53 2558 0 0 0 0 0 0 0 0

福岡県 4099 6630 1690 12419 4610 8734 2178 15521 4408 6715 2098 13221

佐賀県 1273 946 189 2408 1189 853 294 2337 1139 761 285 2185

長崎県 3097 2315 495 5907 3431 2451 584 6465 2931 2239 495 5665

熊本県 3077 2607 425 6109 2995 2532 608 6136 3076 3011 979 7066

大分県 3727 1837 609 6173 3491 1492 949 5933 3475 1723 1129 6327

宮崎県 1156 1712 139 3007 1193 1909 189 3292 1377 2064 201 3641

鹿児島県 2915 2781 354 6050 0 0 0 0 2997 2982 546 6524

沖縄県 0 0 0 101639 0 0 0 37366 0 0 0 30167
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表 1全国の入込客数と条例策定率

3.全国の住宅宿泊事業法に基づく条例制定状況

北海道，関東，近畿では，住宅民泊
が増加する可能性を考慮し，2018年に
民泊条例を策定したと考えられる。

北海道

関東

近畿

条例策定以前の過去3年間で
入込客数が全国平均以上を
示す赤が他地域より多く
なっている。



①自治体の全域 5(100.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 5

②用途地域 28(63.4%) 9(20.5%) 7(15.9%) 44

③個別法に基づく地域 2(28.6%) 4(57.1%) 1(14.3%) 7

④独自のエリア 3(30.0%) 2(20.0%) 5(50.0%) 10

⑤学校等施設周辺 23(71.9%) 2(6.3%) 7(21.9%) 32

区

域
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限

期間制限

計❶平日及び授業日、

施設開所日・開館日

❷❶以外の連

続する期間

❸その他の期間

(すべての期間等)

民泊条例による制限
事業を実施する区域に制限をかける「区域制限」と,その区域での営業する期間に制限
をかける「期間制限」がある。また,「事業者への責務」を課している自治体もある。

4.全国の住宅宿泊事業法に基づく条例の制限

表2区域制限と期間制限の関係

「①自治体の全域」
「②用途地域」
「⑤学校等施設周辺」

❶平日

「③個別法に基づく区域」
「④独自のエリア」

❷連続する期間
❸その他の期間



制限内容 期間制限

期間種別

繁盛期：〇

その他：●

神奈川県
箱根町の第1種住居専用地域

【箱根都市計画特別用途地区建築条例（建築基準法）】
3/1～6/1、8/1～9/1、10/1～12/1 〇

静岡県
特別用途地区、特定用途制限地域、地区計画のうちホテル・旅館の建築を制限している区域内の区

域【特別用途地区（建築基準法）】
平日 ●

兵庫県

①芦屋市全域【景観地区（都市計画法）】

②県内の国立公園,国定公園,県立自然公園【自然公園法及び兵庫県立自然公園条例（自然公園法）】

③景観形成地区及び広域景観形成地域【景観の形成等に関する条例（景観法）】

④浜坂温泉郷【国民保養温泉地（温泉法）】

①すべての期間

②③④週末、7/1～9/1、11/1～4/1
●〇

奈良県

①法隆寺(斑鳩町),石上神宮・崇神景行天皇陵(天理市),三輪山(桜井市),香久山・畝傍山・耳成山・藤

原宮跡(橿原市)【古都保存法※1（景観法）】

②明日香村全域【明日香法※2（景観法）】

①②4/1～5/31、10/1～11/30 〇

奈良市
春日山・平城宮跡・平城宮跡・聖武天皇陵・山陵・西ノ京・唐招提寺・薬師寺

【古都保存法※1（景観法）】
4/1～5/31、10/1～11/30 〇

倉敷市 倉敷川畔美観地区【倉敷市美観地区景観条例（景観法）】 すべての期間 ●

長野県 ●

長野市 ●

千代田区 人口密集地域（大手町・丸の内・有楽町等以外の区域で家主不在型の場合） 平日 ●

静岡県 ●

島根県 ●

滋賀県 草津市野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域 平日 ●

兵庫県

①豊岡市神鍋高原地域、養父市鉢伏高原地域

②川辺郡猪名川町のうち、木津東山住宅地地区計画、猪名川荘苑地区計画及び広根ニューハイツ地

区計画の区域

①週末等の期間、夏期、冬期

②全ての期間
〇,●

神戸市 北区有馬町
５月第２月曜日の正午以降から７月第３月曜日の前週の土曜日の正

午までの期間
〇

※1古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

※2明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
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①住居専用地域に準ずる区域として規則で定める区域

②別荘地その他区域

③スキー場の周辺地域その他区域

①平日

②③住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止する

ことが特に必要な期間として規則で定める期間

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要

である地域内の区域として知事が別に定める区域

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の

悪化を防止することが特に必要である期間

表3個別法に基づく区域と独自のエリアの制限の詳細
制限内容 期間制限

期間種別

繁盛期：〇

その他：●

神奈川県
箱根町の第1種住居専用地域

【箱根都市計画特別用途地区建築条例（建築基準法）】
3/1～6/1、8/1～9/1、10/1～12/1 〇

静岡県
特別用途地区、特定用途制限地域、地区計画のうちホテル・旅館の建築を制限している区域内の区

域【特別用途地区（建築基準法）】
平日 ●

兵庫県

①芦屋市全域【景観地区（都市計画法）】

②県内の国立公園,国定公園,県立自然公園【自然公園法及び兵庫県立自然公園条例（自然公園法）】

③景観形成地区及び広域景観形成地域【景観の形成等に関する条例（景観法）】

④浜坂温泉郷【国民保養温泉地（温泉法）】

①すべての期間

②③④週末、7/1～9/1、11/1～4/1
●〇

奈良県

①法隆寺(斑鳩町),石上神宮・崇神景行天皇陵(天理市),三輪山(桜井市),香久山・畝傍山・耳成山・藤

原宮跡(橿原市)【古都保存法※1（景観法）】

②明日香村全域【明日香法※2（景観法）】

①②4/1～5/31、10/1～11/30 〇

奈良市
春日山・平城宮跡・平城宮跡・聖武天皇陵・山陵・西ノ京・唐招提寺・薬師寺

【古都保存法※1（景観法）】
4/1～5/31、10/1～11/30 〇

倉敷市 倉敷川畔美観地区【倉敷市美観地区景観条例（景観法）】 すべての期間 ●

長野県 ●

長野市 ●

千代田区 人口密集地域（大手町・丸の内・有楽町等以外の区域で家主不在型の場合） 平日 ●

静岡県 ●

島根県 ●

滋賀県 草津市野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域 平日 ●

兵庫県

①豊岡市神鍋高原地域、養父市鉢伏高原地域

②川辺郡猪名川町のうち、木津東山住宅地地区計画、猪名川荘苑地区計画及び広根ニューハイツ地

区計画の区域

①週末等の期間、夏期、冬期

②全ての期間
〇,●

神戸市 北区有馬町
５月第２月曜日の正午以降から７月第３月曜日の前週の土曜日の正

午までの期間
〇

※1古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

※2明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
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ことが特に必要な期間として規則で定める期間

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要

である地域内の区域として知事が別に定める区域

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の

悪化を防止することが特に必要である期間

制限内容 期間制限

期間種別

繁盛期：〇

その他：●

神奈川県
箱根町の第1種住居専用地域

【箱根都市計画特別用途地区建築条例（建築基準法）】
3/1～6/1、8/1～9/1、10/1～12/1 〇

静岡県
特別用途地区、特定用途制限地域、地区計画のうちホテル・旅館の建築を制限している区域内の区

域【特別用途地区（建築基準法）】
平日 ●

兵庫県

①芦屋市全域【景観地区（都市計画法）】

②県内の国立公園,国定公園,県立自然公園【自然公園法及び兵庫県立自然公園条例（自然公園法）】

③景観形成地区及び広域景観形成地域【景観の形成等に関する条例（景観法）】

④浜坂温泉郷【国民保養温泉地（温泉法）】

①すべての期間

②③④週末、7/1～9/1、11/1～4/1
●〇

奈良県

①法隆寺(斑鳩町),石上神宮・崇神景行天皇陵(天理市),三輪山(桜井市),香久山・畝傍山・耳成山・藤

原宮跡(橿原市)【古都保存法※1（景観法）】

②明日香村全域【明日香法※2（景観法）】

①②4/1～5/31、10/1～11/30 〇

奈良市
春日山・平城宮跡・平城宮跡・聖武天皇陵・山陵・西ノ京・唐招提寺・薬師寺

【古都保存法※1（景観法）】
4/1～5/31、10/1～11/30 〇

倉敷市 倉敷川畔美観地区【倉敷市美観地区景観条例（景観法）】 すべての期間 ●

長野県 ●

長野市 ●

千代田区 人口密集地域（大手町・丸の内・有楽町等以外の区域で家主不在型の場合） 平日 ●

静岡県 ●

島根県 ●

滋賀県 草津市野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域 平日 ●

兵庫県

①豊岡市神鍋高原地域、養父市鉢伏高原地域

②川辺郡猪名川町のうち、木津東山住宅地地区計画、猪名川荘苑地区計画及び広根ニューハイツ地

区計画の区域

①週末等の期間、夏期、冬期

②全ての期間
〇,●

神戸市 北区有馬町
５月第２月曜日の正午以降から７月第３月曜日の前週の土曜日の正

午までの期間
〇

※1古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

※2明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
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①住居専用地域に準ずる区域として規則で定める区域

②別荘地その他区域

③スキー場の周辺地域その他区域

①平日

②③住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止する

ことが特に必要な期間として規則で定める期間

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要

である地域内の区域として知事が別に定める区域

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の

悪化を防止することが特に必要である期間

制限内容 期間制限

期間種別

繁盛期：〇

その他：●

神奈川県
箱根町の第1種住居専用地域

【箱根都市計画特別用途地区建築条例（建築基準法）】
3/1～6/1、8/1～9/1、10/1～12/1 〇

静岡県
特別用途地区、特定用途制限地域、地区計画のうちホテル・旅館の建築を制限している区域内の区

域【特別用途地区（建築基準法）】
平日 ●

兵庫県

①芦屋市全域【景観地区（都市計画法）】

②県内の国立公園,国定公園,県立自然公園【自然公園法及び兵庫県立自然公園条例（自然公園法）】

③景観形成地区及び広域景観形成地域【景観の形成等に関する条例（景観法）】

④浜坂温泉郷【国民保養温泉地（温泉法）】

①すべての期間

②③④週末、7/1～9/1、11/1～4/1
●〇

奈良県

①法隆寺(斑鳩町),石上神宮・崇神景行天皇陵(天理市),三輪山(桜井市),香久山・畝傍山・耳成山・藤

原宮跡(橿原市)【古都保存法※1（景観法）】

②明日香村全域【明日香法※2（景観法）】

①②4/1～5/31、10/1～11/30 〇

奈良市
春日山・平城宮跡・平城宮跡・聖武天皇陵・山陵・西ノ京・唐招提寺・薬師寺

【古都保存法※1（景観法）】
4/1～5/31、10/1～11/30 〇

倉敷市 倉敷川畔美観地区【倉敷市美観地区景観条例（景観法）】 すべての期間 ●

長野県 ●

長野市 ●

千代田区 人口密集地域（大手町・丸の内・有楽町等以外の区域で家主不在型の場合） 平日 ●

静岡県 ●

島根県 ●

滋賀県 草津市野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域 平日 ●

兵庫県

①豊岡市神鍋高原地域、養父市鉢伏高原地域

②川辺郡猪名川町のうち、木津東山住宅地地区計画、猪名川荘苑地区計画及び広根ニューハイツ地

区計画の区域

①週末等の期間、夏期、冬期

②全ての期間
〇,●

神戸市 北区有馬町
５月第２月曜日の正午以降から７月第３月曜日の前週の土曜日の正

午までの期間
〇

※1古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

※2明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
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①住居専用地域に準ずる区域として規則で定める区域

②別荘地その他区域

③スキー場の周辺地域その他区域

①平日

②③住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止する

ことが特に必要な期間として規則で定める期間

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要

である地域内の区域として知事が別に定める区域

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の

悪化を防止することが特に必要である期間

「③個別法に基づく区域」の期間制限
制限内容 期間制限

期間種別

繁盛期：〇

その他：●

神奈川県
箱根町の第1種住居専用地域

【箱根都市計画特別用途地区建築条例（建築基準法）】
3/1～6/1、8/1～9/1、10/1～12/1 〇

静岡県
特別用途地区、特定用途制限地域、地区計画のうちホテル・旅館の建築を制限している区域内の区

域【特別用途地区（建築基準法）】
平日 ●

兵庫県

①芦屋市全域【景観地区（都市計画法）】

②県内の国立公園,国定公園,県立自然公園【自然公園法及び兵庫県立自然公園条例（自然公園法）】

③景観形成地区及び広域景観形成地域【景観の形成等に関する条例（景観法）】

④浜坂温泉郷【国民保養温泉地（温泉法）】

①すべての期間

②③④週末、7/1～9/1、11/1～4/1
●〇

奈良県

①法隆寺(斑鳩町),石上神宮・崇神景行天皇陵(天理市),三輪山(桜井市),香久山・畝傍山・耳成山・藤

原宮跡(橿原市)【古都保存法※1（景観法）】

②明日香村全域【明日香法※2（景観法）】

①②4/1～5/31、10/1～11/30 〇

奈良市
春日山・平城宮跡・平城宮跡・聖武天皇陵・山陵・西ノ京・唐招提寺・薬師寺

【古都保存法※1（景観法）】
4/1～5/31、10/1～11/30 〇

倉敷市 倉敷川畔美観地区【倉敷市美観地区景観条例（景観法）】 すべての期間 ●

長野県 ●

長野市 ●

千代田区 人口密集地域（大手町・丸の内・有楽町等以外の区域で家主不在型の場合） 平日 ●

静岡県 ●

島根県 ●

滋賀県 草津市野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域 平日 ●

兵庫県

①豊岡市神鍋高原地域、養父市鉢伏高原地域

②川辺郡猪名川町のうち、木津東山住宅地地区計画、猪名川荘苑地区計画及び広根ニューハイツ地

区計画の区域

①週末等の期間、夏期、冬期

②全ての期間
〇,●

神戸市 北区有馬町
５月第２月曜日の正午以降から７月第３月曜日の前週の土曜日の正

午までの期間
〇

※1古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

※2明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
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①住居専用地域に準ずる区域として規則で定める区域

②別荘地その他区域

③スキー場の周辺地域その他区域

①平日

②③住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止する

ことが特に必要な期間として規則で定める期間

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要

である地域内の区域として知事が別に定める区域

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の

悪化を防止することが特に必要である期間

「③個別法に基づく区域」の詳細

制限内容 期間制限

期間種別

繁盛期：〇

その他：●

神奈川県
箱根町の第1種住居専用地域

【箱根都市計画特別用途地区建築条例（建築基準法）】
3/1～6/1、8/1～9/1、10/1～12/1 〇

静岡県
特別用途地区、特定用途制限地域、地区計画のうちホテル・旅館の建築を制限している区域内の区

域【特別用途地区（建築基準法）】
平日 ●

兵庫県

①芦屋市全域【景観地区（都市計画法）】

②県内の国立公園,国定公園,県立自然公園【自然公園法及び兵庫県立自然公園条例（自然公園法）】

③景観形成地区及び広域景観形成地域【景観の形成等に関する条例（景観法）】

④浜坂温泉郷【国民保養温泉地（温泉法）】

①すべての期間

②③④週末、7/1～9/1、11/1～4/1
●〇

奈良県

①法隆寺(斑鳩町),石上神宮・崇神景行天皇陵(天理市),三輪山(桜井市),香久山・畝傍山・耳成山・藤

原宮跡(橿原市)【古都保存法※1（景観法）】

②明日香村全域【明日香法※2（景観法）】

①②4/1～5/31、10/1～11/30 〇

奈良市
春日山・平城宮跡・平城宮跡・聖武天皇陵・山陵・西ノ京・唐招提寺・薬師寺

【古都保存法※1（景観法）】
4/1～5/31、10/1～11/30 〇

倉敷市 倉敷川畔美観地区【倉敷市美観地区景観条例（景観法）】 すべての期間 ●

長野県 ●

長野市 ●

千代田区 人口密集地域（大手町・丸の内・有楽町等以外の区域で家主不在型の場合） 平日 ●

静岡県 ●

島根県 ●

滋賀県 草津市野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域 平日 ●

兵庫県

①豊岡市神鍋高原地域、養父市鉢伏高原地域

②川辺郡猪名川町のうち、木津東山住宅地地区計画、猪名川荘苑地区計画及び広根ニューハイツ地

区計画の区域

①週末等の期間、夏期、冬期

②全ての期間
〇,●

神戸市 北区有馬町
５月第２月曜日の正午以降から７月第３月曜日の前週の土曜日の正

午までの期間
〇

※1古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

※2明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
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①住居専用地域に準ずる区域として規則で定める区域

②別荘地その他区域

③スキー場の周辺地域その他区域

①平日

②③住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止する

ことが特に必要な期間として規則で定める期間

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要

である地域内の区域として知事が別に定める区域

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の

悪化を防止することが特に必要である期間

「④独自のエリア」の期間制限

4.全国の住宅宿泊事業法に基づく条例の制限

「③個別法に基づく区域」
繁盛期：〇4/6自治体

「④独自のエリア」
その他：●7/8自治体観光地の保全 生活環境の維持



4.全国の住宅宿泊事業法に基づく条例の制限
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事前説明

苦情への迅速な対応

適正な廃棄物処理

善良な風俗の保持

災害時の備え

防犯対策の徹底

衛生の確保

宿泊者への説明等

講習会の受講

苦情に関する記録

生活環境悪化の防止 その他宿泊者への対応
N=34自治体

図2事業者の責務

事業者の行為を取り締まるだけのものになっており,住宅民泊の可能性として
指摘されていた地域振興に活かすための責務は確認できない。

〇事業者の責務

民泊条例自体が生活環境悪化の防止を目的としているものであるからと考えられる。



5.詳細な区域制限をもつ自治体

地域の特性に応じたより詳細な区域制限を設定していると考えられるタイプB～Fにつ
いて,規制の特徴や傾向を分析する。

分類した区域制限の組み合わせにより,各自治体の民泊条例を9つのタイプに分類した(図4)。

図3分類した区域制限の組み合わせによる民泊条例のタイプ分け

用途地域又は学校等
施設周辺に制限あり

82％(48/60)

個別法に基づく区域又は
独自のエリアに制限あり

22%(13/60)



観光地の保全とさらなる生活環境の維持のどちらか又は両方を目的としているタイ
プといえる。

図3分類した区域制限の組み合わせによる民泊条例のタイプ分け

5.詳細な区域制限をもつ自治体

タイプB
タイプC
タイプD

タイプE
タイプF

限られた区域のみに制限を設けており,目的が明確なタイプといえる。
倉敷市では,美観地区に制限が設けられているが,隣接する区域においては制限がな
く住宅民泊が拡散する可能性も危惧される。



現在別府市では住宅民泊に対する制限は設けられていない。
「②用途地域」,「⑤学校等施設周辺」,「③個別法に基づく区域」

図4別府市の住宅民泊と共同温泉の立地と関連する区域制限(2021年10月現在)

※24 1 2 10 101

6.大分県別府市に想定される規制

住居専用4地域
住宅民泊14/24件

生活環境の維持を目的とし,
平日に期間制限を設ける

宿泊施設利用者や景観を維持す
る必要があると考えられるため,
繁盛期に期間制限を設ける。

温泉湯けむり重点景観計画区域

・噴気泉から立ちのぼる湯けむり
・宿泊施設を含む街並み



6.大分県別府市に想定される規制

図4別府市の住宅民泊と共同温泉の立地と関連する区域制限(2021年10月現在)

ヒアリング調査より明らかとなった共同温泉の経営状況（人材・資金）を図6に示す。

人材不足 49/54件
資金不足 4/54件

宿泊施設運営者が清掃に携わっている共同温泉や，入浴回数券を購入し，
宿泊施設で配布している事例も確認できた。

宿泊施設と共同温泉の機能補完の可能性が考えられる。

利用者の減少が危惧

「事業者の責務」
・共同温泉の利用促進（回数券を購入し,宿泊者に配布する等）
・共同温泉の清掃や番台運営への協力等



7.総括

〇民泊条例策定率

民泊条例策定率は,全国平均56.6％とほぼ半数にとどまっており,北海道,関東,近
畿が全国平均を上回っていた。

〇条例による制限

「②用途地域」又は「⑤学校等施設周辺」に制限をかける自治体が多く,この
方法がスタンダードとなっている。
「③個別法に基づく区域」と「④独自のエリア」に制限を設けることで，観光
地と生活環境両方の保全に対策を講じることが可能であることがわかった。

事業者の行為を取り締まるだけのものになっており,住宅民泊の可能性として
指摘されていた地域振興に活かすための責務は確認できない。

区域制限

事業者の責務

〇別府市の民泊施設立地規制

事業者の責務
共同温泉の利用促進や運営への協力を加えることで生活環境の健全化に貢献
できる可能性を示すことができた。

区域制限 期間制限

住居専用4地域 平日

「鉄輪温泉地区」「明礬温泉地区」 繁盛期


