
特集　景観づくり

景
観
を
生
か
し
て
ま
ち
づ
く
り

美
し
い
景
色
を
守
り
育
て
る

　

市
景
観
計
画
は
、
景
観
づ
く
り

の
方
針
を
定
め
る
と
と
も
に
建
築

行
為
な
ど
に
対
す
る
規
制
や
誘
導

な
ど
具
体
的
な
措
置
を
定
め
る
も

の
で
す
。

　

目
指
す
将
来
像
を
明
確
に
し
、

全
市
民
で
、
良
好
な
景
観
の
保
全

や
形
成
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

景
観
は
、
常
日
ご
ろ
私
た
ち
が

見
て
い
る
ま
ち
の
状
態
そ
の
も
の

で
す
。そ
の
た
め
景
観
づ
く
り
は
、

ま
ち
づ
く
り
と
一
体
的
に
取
り
組

む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
計
画
を
実
行
す
る
た

め
、
よ
り
実
行
力
の
高
い
景
観
法

に
基
づ
い
た
、
法
で
定
め
た
計
画

（
法
定
計
画
）
の
作
成
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　

法
定
計
画
に
す
る
た
め
に
は
、

計
画
と
条
例
が
必
要
で
す
。
計
画

で
は
、
区
域
や
方
針
、
基
準
な
ど

を
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

法
が
市
町
村
の
条
例
に
委
ね
て

い
る
、
建
築
行
為
な
ど
の
届
け
出

を
要
す
る
行
為
に
対
す
る
規
制
誘

導
な
ど
の
具
体
的
な
措
置
を
条
例

で
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
計
画

が
法
定
計
画
と
な
り
ま
す
。
来
年

の
３
月
に
条
例
・
規
則
を
制
定
し
、

１０
月
に
施
行
を
目
指
し
ま
す
。

　

景
観
計
画
（
案
）
は
、
市
役
所
情

報
公
開
コ
ー
ナ
ー
で
、
閲
覧
で
き

ま
す
。

　

市
内
に
あ
る
多
く
の
素
晴
ら
し

い
景
観
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
形
や

風
土
、
歴
史
、
文
化
に
よ
っ
て
で

き
、
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
個

性
的
で
魅
力
的
な
景
色
で
す
。

　

そ
れ
ら
の
景
観
は
、
ふ
る
さ
と

の
景
色
と
し
て
、
懐
か
し
さ
や
地

域
へ
の
愛
着
と
誇
り
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
近
年
の
急
激
な
社
会
の

変
化
で
、
そ
れ
ら
の
景
観
を
維
持

す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
徐
々

に
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。　

　

最
近
で
は
、
地
域
の
独
自
性
を

確
立
す
る
上
で
「
ま
ち
の
景
観
」

が
重
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
今
一
度
、
ふ
る
さ

と
の
美
し
い
景
色
が
出
来
た
背
景

を
知
り
、
誇
り
を
持
ち
、
よ
り
磨

き
、
こ
の
景
色
を
子
ど
も
た
ち
に

引
き
継
ぐ
責
任
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
１６
年
に
景
観
法
が
制
定
さ
れ
、
こ
の
法
律
を
活
用
す
る
た
め
景
観
計
画
を
策
定
し
ま
す
。
３
月

２８
日
に
市
景
観
計
画
策
定
委
員
会
は
、
市
長
へ
「
市
景
観
計
画
（
案
）」
を
答
申
し
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
の
特
徴
は
、
良
好
な
景
観
づ
く
り
の
対
象
区
域
を
市
全
域
に
す
る
こ
と
。
規
制
だ
け
を
目

指
す
の
で
は
な
く
、新
し
く
景
観
の
視
点
を
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
計
画
書
に
は
、

良
好
な
景
観
づ
く
り
の
方
針
や
基
準
、
景
観
資
源
の
保
全
と
活
用
方
法
な
ど
を
記
載
し
ま
す
。

　

今
後
、
市
は
、
こ
の
計
画
の
実
施
の
た
め
「
市
景
観
条
例
」
を
制
定
し
、
景
観
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ　

都
市
整
備
課
（
内
線
２
３
４
）

　

人
口
減
少
時
代
を
迎
え
た
現

在
、
活
力
あ
る
地
域
を
つ
く
る
た

め
に
は
、
定
住
の
促
進
と
交
流
人

口
の
確
保
に
向
け
て
、
他
に
は
な

い
地
域
の
特
徴
を
磨
く
こ
と
が
重

要
で
す
。

　

こ
の
観
点
か
ら
は
、
地
域
固
有

の
歴
史
や
産
業
、
文
化
を
映
し
出

す
「
心
地
よ
く
愛
着
の
感
じ
ら
れ

る
」
景
観
が
、
大
き
な
役
割
を
果

し
ま
す
。

　

市
内
に
は
、
か
つ
て
の
城
下
町

や
宿
場
町
の
面
影
を
残
す
町
並
み

や
、
坂
折
棚
田
な
ど
に
代
表
さ
れ

る
美
し
い
田
園
風
景
が
あ
り
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
魅
力
を
さ
ら
に
高
め

て
定
住
人
口
や
交
流
人
口
を
拡
大

し
、
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る

た
め
、
良
好
な
景
観
の
維
持
と
形

成
が
必
要
不
可
欠
で
す
。　

　

景
観
づ
く
り
は
、
次
の
よ
う
な

効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
が
、
す
ぐ

に
表
れ
ず
、
直
接
的
に
は
見
え
ま

せ
ん
。

　

景
観
は
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り

で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
た
め
、

景
観
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
ま
ち

の
活
性
化
に
つ
な
げ
ま
す
。

愛
着
や
誇
り
の
醸
成

　

地
域
を
知
り
景
観
を
守
り
育
て

る
こ
と
は
、
美
し
い
ふ
る
さ
と
に

ず
っ
と
住
み
続
け
た
い
と
い
う
、

ふ
る
さ
と
へ
の
愛
着
や
誇
り
を
醸

成
し
ま
す
。

快
適
な
生
活
環
境
の
形
成

　

景
観
づ
く
り
に
よ
り
、
身
近
な

緑
や
水
辺
、
美
し
い
町
並
み
な
ど

の
ゆ
と
り
や
潤
い
が
も
た
ら
さ

れ
、
質
の
高
い
快
適
な
生
活
環
境

を
つ
く
り
出
し
ま
す
。

地
域
社
会
の
つ
な
が
り
を
強
化

　

景
観
計
画
で
ま
ち
の
将
来
像
が

明
確
に
な
り
、
ま
ち
づ
く
り
の
機

運
が
向
上
し
ま
す
。

　

景
観
づ
く
り
の
活
動
で
、
地
域

社
会
の
つ
な
が
り
の
強
化
も
期
待

で
き
ま
す
。

観
光
や
交
流
が
活
性
化

　

観
光
や
交
流
に
は
、
地
域
の
魅

力
を
つ
く
り
高
め
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
良
い
景
観
は
地
域
の
魅
力

と
な
り
観
光
や
交
流
が
活
発
に
な

り
ま
す
。

ま
ち
が
活
性
化

　

訪
れ
た
い
ま
ち
や
居
心
地
の
良

い
ま
ち
に
す
る
こ
と
が
、
集
客
や

ま
ち
の
活
性
化
に
つ
な
が
り
ま

す
。

１．丘陵地の農村風景（棚田百選の坂折棚田・中野方町）　２．山への眺望（三郷町内から望む中央アルプスの雄大な山並み )
３．平地の農村風景（農村景観日本一の岩村町富田地区）　４．ダム景観（ダム湖が生んだ渓谷美「恵那峡」）　５．地域をつなぐ動線（菜
の花畑を走る明知鉄道）６．山や川の自然景観（豊かな緑に囲まれた清流上村川・上矢作町）　７．生活や産業の景観（冬の風物
詩「寒天干し」・山岡町）　８．歴史的な風景（国指定の重要伝統的建造物群保存地区の歴史的な建物・岩村町）　９．市街地の景
観（恵那駅東側の高台・県道恵那峡公園線から市中心部を望む）

２

６

３

４ ５

１

８ ９７

▲地形条件をうまく生かした本市の一般的な農村景観（串原地内）

次
世
代
に
引
き
継
ぐ
責

任
が
あ
る

ま
ち
の
活
性
化
に
つ
な

げ
る

特
徴
を
磨
き
活
力
あ
る

地
域
を
つ
く
る

法
に
基
づ
く
法
定
計
画

を
目
指
し
て
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景
観
計
画
で
は
、
市
全
域
を
対

象
に
、
景
観
づ
く
り
の
５
つ
の
基

本
方
針
を
定
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
計
画
は
、
地
域
別

景
観
計
画
と
景
観
形
成
重
点
地
区

を
重
ね
た
次
ペ
ー
ジ
の
図
１
の
よ

う
な
３
層
構
造
で
進
め
ま
す
。

本
市
を
取
り
囲
む
山
へ
の
眺
め
や

緑
豊
か
な
森
林
景
観
を
生
か
す

　

本
市
の
景
観
を
強
く
特
徴
づ

け
、
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
山
へ

の
眺
め
を
邪
魔
し
な
い
よ
う
十
分

配
慮
し
ま
す
。

　

環
境
維
持
や
生
産
を
重
視
す
る

森
林
な
ど
、
目
的
に
合
っ
た
整
備

や
管
理
を
行
い
、
間
伐
を
行
う
な

ど
啓
発
活
動
を
進
め
ま
す
。

本
市
の
景
観
の「
地
」と
な
っ
て
い

る
美
し
い
農
村
景
観
を
守
る

　

本
市
の
風
景
の
基
本
（
地じ

）
と

な
る
美
し
い
農
村
景
観
（
田
園
景

観
）
を
守
る
た
め
、
農
林
業
の
担

い
手
の
地
域
住
民
が
、
生
き
生
き

と
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
を
進

め
、
農
林
業
が
継
続
で
き
る
環
境

を
整
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

棚
田
の
活
用
や
地
域
の
ブ
ラ
ン

ド
米
な
ど
特
産
品
作
り
な
ど
を
推

進
し
、
良
好
な
農
村
風
景
の
暮
ら

し
と
農
林
業
を
守
り
ま
す
。

人
々
の
暮
ら
し
が
息
づ
く
身
の
回

り
の「
生
活
景
」を
大
切
に
す
る

　

地
域
の
文
化
や
暮
ら
し
方
が
反

映
さ
れ
た
生
活
景
の
維
持
や
保
全

の
た
め
、
建
築
や
開
発
行
為
な
ど

を
適
切
に
規
制
・
誘
導
し
ま
す
。

　

人
口
減
少
が
強
い
地
域
で
は
、

都
市
住
民
と
の
交
流
活
動
や
空
き

家
な
ど
を
利
用
し
た
移
住
者
の
受

け
入
れ
を
促
進
し
、
生
活
景
を
形

づ
く
っ
て
い
る
地
域
社
会
の
つ
な

が
り
を
維
持
し
ま
す
。

地
域
の「
ま
と
ま
り
」を
大
切
に
し
、

互
い
を
引
き
立
て
魅
力
を
磨
く

　

市
内
１３
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特

色
や
個
性
を
生
か
し
た
景
観
づ
く

り
を
進
め
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
が
切せ

っ

磋さ

琢た
く

磨ま

し
、
互
い

に
連
携
し
合
う
こ
と
で
、
市
全
体

の
景
観
の
質
を
向
上
さ
せ
ま
す
。

各
地
域
を
つ
な
ぐ
動
線
や
河
川
の

景
観
を
良
好
に
維
持
し
形
成
す
る

　

地
域
ご
と
の
個
性
を
生
か
し
た

景
観
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。
各
地

域
を
つ
な
ぐ
道
路
や
鉄
道
、
河
川

に
つ
い
て
は
、
地
域
間
の
つ
な
が

り
を
考
慮
し
た
景
観
づ
く
り
を
進

め
ま
す
。

　

地
域
の
個
性
を
生
か
し
た
質

　

市
民
に
親
し
ま
れ
、
地
域
の
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る

建
造
物
や
樹
木
は
、
所
有
者
の
同

意
で
「
景
観
重
要
建
造
物
」
や
「
景

観
重
要
樹
木
」
に
指
定
し
、
適
切

な
保
全
管
理
を
行
い
ま
す
。

　

道
路
や
河
川
、
公
園
な
ど
の
公

共
施
設
は
地
域
景
観
の
重
要
な
拠

点
に
な
り
ま
す
。
景
観
に
大
き
な

影
響
が
あ
る
公
共
施
設
は
、
国
や

県
な
ど
の
関
係
機
関
と
協
議
し
、

「
景
観
重
要
公
共
施
設
」
に
指
定
。

地
域
の
景
観
に
ふ
さ
わ
し
い
整
備

を
進
め
ま
す
。

　

周
辺
の
山
へ
の
眺
め
を
邪
魔
す

る
よ
う
な
高
い
建
物
や
、
落
ち
着

い
た
町
並
み
の
雰
囲
気
を
壊
す
派

手
な
色
の
建
物
は
、
周
辺
の
景
観

に
影
響
し
ま
す
。
開
発
行
為
な
ど

に
よ
り
、
山
の
姿
を
大
き
く
変
え

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
計
画
で
は
、
市
全
域
の
良

好
な
景
観
を
守
る
た
め
、
建
物
な

ど
の
高
さ
や
デ
ザ
イ
ン
、
色
彩
な

ど
に
つ
い
て
最
低
限
の
景
観
づ
く

り
の
ル
ー
ル
（
景
観
形
成
基
準
）

を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て
い
る

か
を
審
査
す
る
た
め
、
景
観
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
一
定
規
模
以

上
の
建
築
行
為
や
開
発
行
為
な
ど

を
行
う
場
合
や
、
建
築
物
や
工
作

物
の
外
観
に
特
定
の
色
彩
を
用
い

る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
の
着
手

前
に
、
下
図
の
よ
う
に
届
け
出
を

す
る
仕
組
み
を
考
え
て
い
ま
す
。

※景観形成住民協定＝協定地区内の土地所有者などの３分の２以上の合意で作られた景観づくりのルール

　

景
観
と
い
う
言
葉
は
、
岩
村

藩
出
身
で
植
物
学
者
の
三
好
学

（
１
８
６
２
年
―
１
９
３
９
年
）

が
、
ド
イ
ツ
語
の
ラ
ン
ド
シ
ャ

フ
ト（L

an
d
cch

aft

）を
「
景
観
」

と
訳
し
、
日
本
で
初
め
て
使
用

し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
理
学
者
の
辻
村
太
郎
が
、

１
９
３
７（
昭
和
１２
）年
に
著
し

た
「
景
観
地
理
学
講
話
」
の
中

で
、
景
観
と
い
う
言
葉
を
生
み

出
し
た
人
物
と
し
て
、
三
好
学

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
と
し
は
、
三
好
学

生
誕
１
５
０
年
で
す
。

　各地域は、それぞれ異なる地形条件をうま

く生かした土地利用を行い、特徴ある景色を

つくっています。城下町や大正村からは、地

域の成り立ちや歴史、文化を感じることがで

きます。

　山や川、農地、里、まちがあるという地形

条件で、土地利用の必然性やつながりを大切

にし、地域ごとの文化的で豊かな暮らしぶり

が感じられる風景を目指して、景観づくりを

行います。

の
高
い
景
観
を
つ
く
る
た
め
に

は
、
地
域
ご
と
に
各
地
域
の
実
情

に
合
っ
た
き
め
細
か
い
方
針
を
設

定
し
、
実
際
に
行
動
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
す
。
良
好
な
景
観
は

規
制
だ
け
で
で
き
る
も
の
で
は
な

く
、
地
域
住
民
の
主
体
的
な
取
り

組
み
が
重
要
で
す
。

　

そ
こ
で
、
市
内
１３
地
域
を
基
本

単
位
と
し
、
各
地
域
の
景
観
づ
く

り
の
方
向
性
と
、
実
現
の
た
め
の

取
り
組
み
を
定
め
た
「
地
域
別
景

観
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。　
　

　

平
成
２１
年
度
に
は
、
モ
デ
ル
的

に
中
野
方
町
と
岩
村
町
、山
岡
町
、

明
智
町
で
地
域
別
景
観
計
画
の
策

定
に
向
け
た
検
討
を
、
グ
ル
ー
プ

討
論
の
方
式
で
行
い
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
モ
デ
ル
地
域
で
は
こ

の
検
討
結
果
を
ま
と
め
、
他
の
地

域
で
も
順
次
検
討
を
進
め
ま
す
。

　

市
を
代
表
す
る
よ
う
な
特
徴
的

な
景
色
を
持
つ
地
区
や
、
住
民
自

ら
が
積
極
的
に
景
観
づ
く
り
に
取

り
組
も
う
と
し
て
い
る
地
区
は
、

住
民
な
ど
の
合
意
が
得
ら
れ
れ

ば
、
よ
り
重
点
的
に
景
観
づ
く
り

に
取
り
組
む
「
景
観
形
成
重
点
地

区
」
に
指
定
し
ま
す
。

　

重
点
地
区
で
の
制
度
の
活
用
や

基
準
作
り
で
は
、
地
区
の
皆
さ
ん

の
意
向
を
尊
重
し
、
景
観
計
画
と

の
整
合
性
を
図
り
な
が
ら
景
観
づ

く
り
を
進
め
ま
す
。

　

重
点
地
区
で
は
、
独
自
の
基
準

に
よ
る
、届
け
出
制
度
の
運
用
や
、

景

※

観
形
成
住
民
協
定
の
適
用
、
景

観
地
区
や
準
景
観
地
区
へ
の
位
置

づ
け
な
ど
、
法
に
基
づ
く
諸
制
度

の
活
用
で
、
積
極
的
な
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　　

地
域
が
、
独
自
に
取
り
組
み
を

進
め
ら
れ
る
体
制
を
つ
く
り
ま

す
。

　

景
観
へ
の
影
響
が
大
き
い
行
為

を
適
切
に
規
制
・
誘
導
し
ま
す
。

　

景
観
形
成
重
点
地
区
の
指
定
や

各
種
基
準
の
設
定
、
景
観
形
成
住

民
協
定
の
締
結
を
促
進
、
屋
外
広

告
物
条
例
の
制
定
な
ど
を
進
め
ま

す
。

　

市
民
と
事
業
者
の
協
力
や
参
画

で
、
景
観
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
た

め
、意
識
啓
発
や
協
力
体
制（
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）
が
強
化
さ
れ
る

よ
う
な
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

　

景
観
審
議
会
を
組
織
し
、
外
部

の
有
識
者
な
ど
か
ら
、
ア
ド
バ
イ

ス
が
受
け
ら
れ
る
総
合
的
な
推
進

体
制
を
作
り
ま
す
。

▲大井宿の歴史的町並み地区は、景
観形成重点地区の候補

三
好
学
が
生
ん
だ
「
景
観
」

豆知識

▲郷土の先人三好学

人々の暮らしが見える風景

▲周囲の山と調和した町並み

▲モデル地域では大学生と一緒に検討

▲景観計画の構造は、市全域の景観形
成基準（市景観計画）に、地域別の景観
形成方針と行動計画（地域別景観計画）
と、重点地区の景観形成基準（景観形
成重点地区）を重ねる３層構造。

景観形成重点地区

地域別景観計画

市景観計画

景観計画の構造のイメージ　図１

５
つ
の
基
本
方
針

最
低
限
の
ル
ー
ル
で
眺

め
や
町
並
み
を
守
る

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
生

か
す
地
域
別
の
計
画

市が目指す景観像

行為の種類ごとの基準の設定

行為の種類
景観形
成基準

届出が必要な行為

規模基準 色彩基準

①建築物の建築など ○ ○ ○

②工作物の建設など ○ ○ ○

③開発行為 ○ ○ ―

④土石の採取などによる
土地の形質の変更

○ ○ ―

⑤屋外での土砂や廃棄物、
再生資源などの堆積

○ ○ ―

住
民
合
意
が
あ
れ
ば
重

点
地
区
に
指
定

シ
ン
ボ
ル
的
な
建
造
物

や
樹
木
を
保
全

良
好
な
景
観
の
保
全
や

形
成
に
向
け
て

届
け
出
対
象
行
為

 

③
行
為
の
着
手

 

（
着
手
制
限
の
解
除
）

 

④
完
了
報
告

勧告・変更命令
景観計画に

適合しない場合

景観審議会
による審議

①
事
前
相
談

 　
　

  

（
任
意
）

②
行
為
の
届
け
出

 　
　

  

（
適
合
審
査
）

届け出の手順
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