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基調講演（要約）
　

岡
崎
の
人
は
、
名
鉄
電
車
で
来
る
と

「
矢
作
川
を
渡
っ
て
岡
崎
城
が
見
え
る
」

そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
自
分
た
ち

の
街
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
、
本
当

に
幸
せ
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
た
ち
の
街

の
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
つ
け
る
こ
と

が
、
景
観
づ
く
り
の
大
き
な
一
歩
で
す

が
、
世
界
遺
産
に
な
っ
て
い
る
姫
路
城
で

さ
え
、
新
幹
線
ホ
ー
ム
か
ら
の
眺
望
を
確

保
す
る
こ
と
に
苦
労
し
て
い
ま
す
。

　

み
ん
な
が
共
有
で
き
る
大
事
な
眺
望
と

い
う
の
は
、
実
は
計
画
的
な
意
図
の
中
で

生
ま
れ
て
き
て
い
て
、
そ
う
い
う
風
景
は

都
市
の
重
要
な
資
産
で
す
。
そ
れ
を
守
る

試
み
は
先
進
国
で
は
数
多
く
や
っ
て
き
て

い
ま
す
し
、
日
本
で
も
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
鹿
児
島
や
京
都
で
も
自
分

た
ち
の
住
む
街
の
一
番
大
事
な
景
色
は
ど

う
い
う
景
色
か
と
い
う
の
を
み
ん
な
で
議

論
し
て
、
高
さ
規
制
な
ど
の
ル
ー
ル
を
決

め
ま
し
た
。
東
京
の
千
代
田
区
で
は
、
皇

居
の
周
り
は
建
物
を
低
く
し
ま
し
ょ
う
と

い
う
ル
ー
ル
を
決
め
ま
し
た
し
、
広
島
市

で
は
市
内
を
流
れ
る
太
田
川
の
風
景
が
大

事
だ
か
ら
、
川
に
面
し
た
看
板
を
立
て
な

い
と
い
っ
た
ル
ー
ル
な
ど
を
決
め
て
い
ま

す
。
景
観
を
守
る
努
力
は
引
き
算
な
の
で

な
か
な
か
実
感
で
き
な
い
の
で
す
が
、
そ

う
い
う
努
力
が
大
事
な
の
で
す
。

　

特
定
の
風
景
を
守
る
の
か
、
風
景
を
含

む
一
帯
を
守
る
の
か
、
方
法
は
様
々
で
す

が
、
そ
こ
に
住
む
人
が
、
そ
の
風
景
を
資

産
と
し
て
認
識
し
て
守
る
た
め
に
は
、
何

を
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
か
を
考
え
て
い

く
こ
と
が
大
事
で
す
。
最
終
的
に
は
法
的

に
ル
ー
ル
を
掛
け
て
い
か
な
い
と
、
な
か

な
か
守
れ
な
い
時
代
に
な
っ
て
き
て
い
る

の
も
確
か
で
す
。
岡
崎
市
の
ど
の
風
景
が

大
事
で
、
そ
れ
を
こ
の
街
で
ど
う
し
て
い

く
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会

に
議
論
を
高
め
て
い
た
だ
い
て
、
い
い
計

画
や
い
い
仕
組
み
づ
く
り
を
進
め
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

地
域
ら
し
さ
と
は
何
か
。

〜
風
景
を
読
み
解
く
楽
し
み
〜

東
京
大
学
大
学
院
教
授

西
村　
幸
夫　
さ
ん

［にしむら　ゆきお］

Profile

都市計画、都市保全
計画、市民主体のま
ちづくり論などが
専門。世界文化遺産
の評価などを行う
国際記念物遺跡会
議（ICOMOS）前副
会長

市民意識調査結果解説
愛知産業大学大学院教授 小川　英明　さん

Profile

［おがわ　ひであき］
都市計画、建築史が専
門。岡崎市総合計画審
議会会長代理、岡崎市
都市計画マスタープ
ラン策定委員会委員
長、岡崎市環境審議会
委員

　岡崎の景観計画と景観の在り方を議論してい
る審議会の部会では、昨年8月、3，000人に実施
した景観に関するアンケートの結果から、六つ
の課題を抽出しました。

●課題４「景観に関するルールづくり」
　景観を良くするために「積極的に規制する」
「規制はやむを得ない」という意見が多く、景
観のルールづくりの必要性が指摘されまし
た。建築物などの色彩のルールへの注文が多
くありました。

●課題５「率先的・先導的な事業の検討」
　市民の皆さんと一緒にできることから少し
ずつ取り組んでいき、行政・事業者と一緒に
手を携えて岡崎市全体に広げていきましょう。

●課題６「景観形成のための景観計画の策定」
　岡崎の大切な景観をより良くするために、
方針やルールをまとめ、どのような事業を進
めていくかを、皆さんと一緒に考えていけれ
ばと思っています。

●課題１「まちづくりに果たす
　　　　　　　　景観の役割の共通認識」
　多くの市民の皆さんが、景観の役割とその重
要性について十分理解し、現在の岡崎市の景観
に誇りと愛着をもっています。そして何とか景観
をもっと良くしていきたいと考えておられます。

●課題２「身の回りの景観への関心の向上」
　岡崎を代表する景観には岡崎城が挙げられ、
社寺や史跡などの歴史資産、森、湿地、渓流など
の自然資産も優れた景観に挙げられています。
自分たちの住む身近な街にも、普通の景観の価
値のあることを考えていく必要があります。

●課題３「水と緑、歴史と文化に係る
　　　　　　　　　資源の保全・活用」
　開発と保全のバランスを考えながら、自然
資産や歴史・文化資産については積極的に保
全・活用を考えていくべきです。
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１
月
31
日
㈯
、「
水
と
緑
が
輝
き
、
歴

史
と
文
化
の
薫
る　

風
格
あ
る
ま
ち
を

目
指
し
て
」
を
テ
ー
マ
に
、
市
民
対
話

集
会
「
第
6
回
お
か
ざ
き
ラ
ウ
ン
ド
・

テ
ー
ブ
ル
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

前
半
は
西
村
幸
夫
さ
ん
の
講
演
と
小

川
英
明
さ
ん
に
よ
る
市
民
意
識
調
査
結

果
の
解
説
、
後
半
は
市
民
代
表
者
6
人

に
西
村
さ
ん
、
小
川
さ
ん
も
加
わ
り
、

意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
終
了
後
、

景
観
の
大
切
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
こ
う

と
、
大
樹
寺
か
ら
岡
崎
城
を
望
む
歴
史

的
眺
望
（
ビ
ス
タ
ラ
イ
ン
）
を
光
で
結

ぶ
照
射
実
験
を
行
い
、
ビ
ス
タ
ラ
イ
ン

を
観
察
し
ま
し
た
（
翌
日
も
開
催
）。

広
報
広
聴
課
広
聴
班
で
23
ひ
6
0
2
8

都
市
計
画
課
都
市
景
観
班
で
23
ひ
6
2
6
1

お
か
ざ
き
風
景
ま
ち
づ
く
り

お
か
ざ
き
ラ
ウ
ン
ド　

テ
ー
ブ
ル
／
光
ビ
ス
タ
ラ
イ
ン
観
察
会

お
か
ざ
き
風
景
ま
ち
づ
く
り

お
か
ざ
き
風
景
ま
ち
づ
く
り

特集2

積極的に規制するべきである
規制するのはやむを得ない
規制すべきでない
わからない
その他
無記入
無効回答

特に重要である
重要である
あまり重要でない
重要でない
わからない
無記入

52.0％

73.0％

18.0％18.0％

17.4％

3.6％
4.0％
0.3％

6.3％

16.4％16.4％

3.5％

2.9％0.6％ 2.0％

市の景観に関する
市民意識調査集計結果（抜粋）

○景観づくりのために、必要であれば景観法に基づく
　規制を設けることも可能ですが、どう思いますか？

○今後のまちづくりを進めるうえで「景観」は重要だと
　思いますか？

◀ビスタライン上に高い建物が
　建った場合（合成）

大樹寺総門から照射した光で、
ビスタラインがくっきりと
映し出された
（光ビスタライン観察会）

▶現在のビスタライン。大樹寺
　総門越しに岡崎城が見える。
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小
川 

皆
さ
ん
の
風
景
や
ま
ち
づ
く
り
の

活
動
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

野
村　

大
樹
寺
に
は
多
宝
塔
を
は
じ
め
、

徳
川
歴
代
の
位
牌
な
ど
大
切
な
文
化
財
が

あ
り
、
こ
の
管
理
や
補
修
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

風
景
と
い
う
と
、
大
樹
寺
か
ら
岡
崎
城

を
望
む
ビ
ス
タ
ラ
イ
ン
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
徳
川
家
光
が
祖
父
・
家
康
公
を
思

い
、
伽
藍（
三
門
と
総
門
）を
整
備
さ
れ
た

な
ど
、歴
史
的
に
も
重
要
だ
と
言
え
ま
す
。

こ
の
ビ
ス
タ
ラ
イ
ン
上
に
大
き
な
建
物
が

建
つ
こ
と
な
く
、
今
で
も
維
持
さ
れ
て
い

る
と
い
う
の
は
、
大
変
奇
跡
的
な
こ
と
で

す
。
家
光
の
思
い
を
受
け
継
い
だ
、
市
民

の
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
ご
協
力
に
よ
る

も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ビ
ス
タ

ラ
イ
ン
を
、
今
後
と
も
皆
さ
ん
の
ご
協
力

で
守
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

石
原　

八
丁
味
噌
の
伝
統
を
守
り
続
け
て

い
く
た
め
、
2
社
で
八
丁
味
噌
協
同
組
合

を
つ
く
り
、
協
力
し
て
味
噌
蔵
や
木
桶
の

維
持
管
理
、
職
人
の
育
成
、
蔵
の
外
壁
の

補
修
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
数
年

前
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
純
情
き
ら
り
」
の
撮
影

の
際
に
、
市
が
蔵
通
り
と
旧
東
海
道
の
舗

装
を
黒
か
ら
茶

色
に
変
え
ま
し

た
。
そ
れ
以

来
、
通
り
に
旧

東
海
道
の
趣
が

出
ま
し
た
。
八

帖
町
の
2
社
に

は
年
間
約
30
万

人
が
訪
れ
ま
す

が
、
八
丁
味
噌

だ
け
で
な
く
岡

崎
の
良
さ
も
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
最

近
は
観
光
で
い
ら
し
た
か
た
に
旧
東
海
道

も
併
せ
て
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

景
観
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
、
従
業
員
も

歴
史
あ
る
産
業
を
守
る
と
い
う
心
構
え
が

で
き
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
景
観
を
大
切

に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
井　

現
在
46
人
ほ
ど
で
、
岡
崎
公
園
を

中
心
に
来
訪
者
の
ご
要
望
に
合
わ
せ
た
観

光
ガ
イ
ド
を
し
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ

ん
も
ご
存
じ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
岡
崎
公

園
の
見
ど
こ
ろ
は
、
巽
閣
の
築
山
に
あ
る

御
苑
型
灯
籠
で
す
。
こ
れ
は
、
昭
和
天
皇

の
御
成
婚
を
記
念
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の

で
、
そ
の
中
の
一
対
を
岡
崎
市
か
ら
昭
和

天
皇
へ
ご
献
上
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
三
大
桜
の「
福
島
県
の
三
春

滝
桜
」「
岐
阜
県
根
尾
村
の
薄
墨
桜
」「
山

梨
県
の
実
相
寺
の
江
戸
彼
岸
桜
」
の
幼
木

が
、
公
園
の
中
で
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
岡
崎
に
は
皆
さ

ん
も
ま
だ
知
ら
な
い
風
景
が
あ
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
ら
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
く
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

中
野　

昭
和
初
期
、
私
が
子
ど
も
の
頃

は
、
伝
馬
通
り
は
旧
東
海
道
の
宿
場
の
面

影
を
ほ
ぼ
残
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

戦
災
で
そ
の
80
㌫
が
焼
け
て
し
ま
い
ま
し

た
。
現
在
の
風
景
か
ら
焼
け
る
前
の
宿
場

を
想
像
す
る
の
は
難
し
い
の
で
、
歴
史
探

訪
を
す
る
た
め
、
伝
馬
通
り
の
旧
東
本
陣

か
ら
西
本
陣
ま
で
の
間
に
20
基
の
石
像
と

解
説
の
立
て
札
を
置
き
、
道
を
行
く
人
に

見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昭
和
2
年
に
完
成
し
た
モ
ダ
ン

道
路
に
つ
い
て
も
、
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
柳

の
木
を
残
し
た
り
、
岡
崎
の
御
影
石
を
使

っ
た
レ
プ
リ
カ
の
道
標
を
建
て
た
り
し

て
、
モ
ダ
ン
道
路
の
保
全
に
努
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
店
舗
の
壁
に
、
石
で
文
政
12

（
1
8
2
9
）年
の
街
並
み
の
図
を
彫
刻
し

て
も
ら
い
、
伝
馬
通
り
が
岡
崎
の
歴
史
の

ま
ち
で
あ
る
と
皆
さ
ん
に
覚
え
て
い
た
だ

く
よ
う
念
願
し
て
い
ま
す
。

松
坂　

東
海
道
五
十
三
次
、
37
番
目
の
宿

場
町
で
あ
る
藤
川
宿
の
保
存
活
動
は
、
戦

後
に
バ
イ
パ
ス
が
通
り
、
松
並
木
が
倒
れ

て
き
た
の
で
、
こ
れ
を
修
復
し
よ
う
と
い

う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
徐
々
に
活

動
を
展
開
し
、
平
成
7
年
3
月
に
藤
川
宿

ま
ち
づ
く
り
研
究
会
が
正
式
に
発
足
し
ま

し
た
。
活
動
の
根
底
は
、
も
ち
ろ
ん
文
化

財
の
保
存
で
す
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、「
棒
鼻
と
む
ら

さ
き
麦
」の
あ
る
宿
場
町
と
い
う
ア
ピ
ー

ル
を
し
ま
し
た
。
芭
蕉
が
歌
に
詠
ん
だ

「
む
ら
さ
き
麦
」は
、一
度
は
栽
培
さ
れ
な

く
な
っ
た
も
の
で
す
が
、
種
を
探
し
て
ま

た
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の
他
に
も
、

勉
強
会
や
松
並
木
の
補
植
、
案
内
立
看
板

の
設
置
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
、藤
川
宿

俳
句
の
募
集
な
ど
を
行
い
、「
手
づ
く
り
の

ま
ち
で
い
い
な
」と
皆
さ
ん
に
い
わ
れ
る

よ
う
に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

山
本　

茅
葺
の
里
は
、
築
3
0
0
年
の
元

庄
屋
さ
ん
の
屋
敷
跡
を
そ
の
ま
ま
残
し
た

も
の
で
す
。
建
物
が
傷
ん
で
い
た
の
を
、

７
年
前
に
行
政
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
助
け

を
得
て
利
用
で
き
る
状
態
に
な
り
ま
し

た
。
じ
さ
ん
じ
ょ
の
会
は
地
区
の
み
ん
な

で
こ
の
茅
葺
の
里
を
守
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
そ
の
と
き
か
ら
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

「
じ
さ
ん
じ
ょ
」と
は
、
ハ
ゼ
科
の
魚
、

ヨ
シ
ノ
ボ
リ
の
こ
と
で
、
こ
の
地
域
で
の

呼
び
名
で
す
。

　

茅
葺
屋
敷
の
裏
は
、
棚
田
や
小
川
が
あ

る
昔
な
が
ら
の
風
景
が
あ
り
、
棚
田
の
田

植
え
や
稲
刈
り
、
収
穫
祭
、
バ
ー
ベ
キ
ュ

ー
や
魚
つ
か
み
、
夜
の
ジ
ャ
ズ
コ
ン
サ
ー

ト
な
ど
、
ま
ち
の
人
と
の
交
流
を
交
え
て

行
っ
て
い
ま
す
。
ド
ジ
ョ
ウ
や
カ
ワ
ニ

ナ
、
蛍
も
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
環
境

で
す
の
で
、
ぜ
ひ
多
く
の
皆
さ
ん
に
来
訪

し
て
、
心
の
癒
や
し
、
心
の
ふ
る
さ
と
を

楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

西
村　

歩
く
人
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
歩
く
と
い
う
行
為
は
立

ち
止
ま
っ
た
り
、
も
の
を
読
ん
だ
り
で
き

る
の
で
、
こ
の
歩
く
目
線
を
大
事
に
し
て

い
き
た
い
で
す
ね
。
戦
災
で
伝
馬
通
り
も

昔
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
お
話
が

あ
り
ま
し
た
が
、
歩
く
人
を
大
切
に
す
る

よ
う
な
も
の
、
例
え
ば
昔
の
写
真
で
以
前

は
こ
う
だ
っ
た
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報

の
出
し
方
を
考
え
て
い
く
と
、
ま
ち
の
風

景
の
現
状
や
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

課
題
が
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

い　
は
い

き　
お
け

ぎ
ょ
え
ん

と
う
ろ
う

が　
ら
ん

風
景
ま
ち
づ
く
り
へ
の

　
　
　

取
り
組
み
や
考
え

ビ
ス
タ
ラ
イ
ン
の
維
持
は

奇
跡
的

昔
な
が
ら
の
風
景

茅
葺
屋
敷

市
民
も
知
ら
な
い

岡
崎
公
園
の
見
ど
こ
ろ

旧
東
海
道
の
趣
に

伝
馬
通
り
再
現
の
取
り
組
み

歩
行
者
の
目
線
を
大
切
に

「
棒
鼻
と
む
ら
さ
き
麦
」の
あ
る

宿
場
町

おかざき
ラウンド

テーブル

大樹寺
野村　顕弘さん

小川　英明さん

八丁味噌協同組合
石原　友保さん

おかざき
観光ガイドの会
今井　宏司さん

伝馬通商店街
振興組合
中野　敏雄さん

藤川宿
まちづくり研究会
松坂　昇一さん

茅葺の里
「じさんじょの会」

かやぶき

み　そ

山本　君子さん

パネリスト

ファシリテーター（進行）

西村　幸夫さん
コメンテーター（解説）

（順不同）
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八丁蔵通り（八帖町）

昭和天皇御成婚記念の灯籠
（岡崎公園・巽閣内）

ラウンド・テーブルのようす雪の茅葺屋敷（千万町町）

松尾芭蕉が「ここも三河　むらさき麦の　
かきつばた」と詠んだ藤川宿。その東の入
り口にある東棒鼻（市場町）

二十七曲りに点在する石像（伝馬通）

二十七曲りを示す標柱



岡崎城
大樹寺三門総門

伊賀川

0m3,075m
5001,0001,500

図書館交流プラザ・りぶら

2,0002,5003,000

光
ビ
ス
タ
ラ
イ
ン

　
　
　
　

観
察
会

１
月
31
日
㈯
・
２
月
１
日
㈰

◀
大
樹
寺
三
門
か
ら
。
中
央
に
総
門

　

と
光
ビ
ス
タ
ラ
イ
ン
が
見
え
ま
す
。

　
（
コ
ン
テ
ス
ト
優
秀
賞
／

　
　
　
　
　
　

高
橋
敏
郎
さ
ん
撮
影
）

◀
大
樹
寺
総
門
前
。
多
く
の
皆
さ
ん
が
、

　

光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
岡
崎
城
を
眺

　

め
て
い
ま
し
た
。

　
（
コ
ン
テ
ス
ト
優
秀
賞
／

　
　
　
　
　
　
　

板
倉
泰
弘
さ
ん
撮
影
）

◀
岡
崎
城
上
空
約
4
5
0
㍍
の
セ
ス
ナ
機

　

か
ら
。
写
真
上
部
の
大
樹
寺
か
ら
下
方

　

向
に
伸
び
る
光
ビ
ス
タ
ラ
イ
ン
が
写
っ

　

て
い
ま
す
。

　
（
コ
ン
テ
ス
ト
最
優
秀
賞
／

　
　
　
　
　
　
　
　

大
山
利
治
さ
ん
撮
影
）

◀
り
ぶ
ら
沿
い
の
伊
賀
川
か
ら
。

　

写
真
左
か
ら
、
り
ぶ
ら
上
空
に

　

か
け
て
う
っ
す
ら
と
照
射
し
た

　

光
が
見
え
ま
し
た
。

◀
上
六
名
町
か
ら
。
照
射
し
た
光
に

　

よ
っ
て
、
岡
崎
城
に
後
光
が
差
し

　

て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。

おかざき風景まちづくりおかざき風景まちづくりおかざき風景まちづくり特集2

小
川　

次
に
今
後
の
岡
崎
ら
し
い
風
景
づ

く
り
、
風
格
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
す
。

野
村　

風
景
ま
ち
づ
く
り
の
キ
ー
ポ
イ
ン

ト
は
「
温
故
知
新
」
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
昔
の
風
景
を
生
か
し
て
、
新
し
い
も

の
に
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
二
十
七
曲
り

の
伝
馬
通
り
や
八
丁
味
噌
蔵
並
み
の
整
備

や
、
大
樹
寺
前
の
道
路
の
石
畳
な
ど
で

す
。

　

ま
だ
知
ら
な
い
岡
崎
の
文
化
財
を
、
散

歩
な
ど
楽
し
み
な
が
ら
自
分
た
ち
で
見
つ

け
て
い
く
。
そ
う
い
っ
た
活
動
を
す
る
こ

と
が
、
ビ
ス
タ
ラ
イ
ン
を
は
じ
め
、
公
共

の
財
産
を
み
ん
な
で
守
っ
て
い
く
「
岡
崎

市
民
の
気
質
」
を
よ
り
培
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
原　

今
日
様
々
な
地
域
の
話
を
聞
い

て
、
や
は
り
岡
崎
と
い
う
の
は
昔
か
ら
歴

史
の
あ
る
ま
ち
な
の
で
、
地
区
の
至
る
所

に
素
晴
ら
し
い
場
所
が
た
く
さ
ん
残
っ
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
ま

し
た
。
更
に
、
そ
ん
な
場
所
が
点
と
点
で

は
な
く
て
、
で
き
れ
ば
線
で
結
ば
れ
た
ら

相
乗
的
に
魅
力
が
で
る
の
で
は
な
い
か
な

と
感
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
地
域
の

岡
崎
ら
し
い
風
景
の
あ
る
場
所
に
ぜ
ひ
行

っ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
場
所
を
い
ろ
ん

な
人
に
自
慢
し
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま

す
。
自
慢
す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
域
に
愛

着
も
わ
い
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

今
井　

岡
崎
市
の
風
景
と
し
て
残
し
た
い

の
は
、
石
の
都
・
岡
崎
で
す
。
市
内
に
は

多
く
の
常
夜
燈
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時

代
、
伝
馬
界
隈
が
栄
え
、
町
衆
・
旦
那
衆

が
秋
葉
講
を
お
参
り
し
な
が
ら
、
浄
財
を

集
め
、
陸
の
灯
台
と
し
て
の
常
夜
燈
が
街

角
に
建
ち
ま
し
た
。
残
っ
て
い
る
も
の
に

大
変
珍
し
か
っ
た
り
、
立
派
な
も
の
が
あ

っ
た
り
す
る
の
で
、
こ
う
い
っ
た
も
の
を

大
事
に
し
て
い
く
べ
き
で
す
。
ま
た
、
近

年
い
ろ
い
ろ
と
、
ま
ち
の
名
前
が
簡
素
化

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
歴
史
あ
る
町
名
な
ど

を
変
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
地
域
を
大
切

に
す
る
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ

と
も
頭
に
入
れ
、「
ま
た
来
る
ね
」と
言
わ

れ
る
よ
う
な
案
内
を
し
て
い
き
た
い
で
す
。

中
野　

他
の
地
域
か
ら
客
観
的
に
見
た
岡

崎
は
、
ま
だ
知
名
度
が
低
い
と
感
じ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
岡
崎
は
全
国
的
に
見
て

も
温
暖
な
気
候
で
地
形
も
変
化
に
富
み
、

と
て
も
住
み
よ
い
ま
ち
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
ま
た
、
立
地
上

歴
史
に
か
か
わ
る
こ
と
も
多
い
た
め
、

「
住
み
よ
い
ま
ち
、
歴
史
の
ま
ち
岡
崎
」

と
し
て
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
特
に
「
住
み
よ
い
ま

ち
」
と
い
う
の
は
今
後
、
力
を
入
れ
て
は

ど
う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
ち
づ
く
り

と
い
う
の
は
岡
崎
の
人
が
真
剣
に
取
り
組

ん
で
、
盛
り
上
げ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。
プ
ロ
に
頼
ん
で
一
時
的
な
成
果

が
上
が
っ
て
も
、
こ
れ
は
長
続
き
し
な
い

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

松
坂　

ま
ち
づ
く
り
で
は
「
棒
鼻
と
む
ら

さ
き
麦
」
の
よ
う
な
メ
ー
ン
を
決
め
る
の

は
、
良
い
手
法
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
観

光
ガ
イ
ド
を
し
て
い
る
と
、
大
体
皆
さ
ん

宿
場
町
だ
か
ら
古
い
家
並
み
が
多
い
と
思

っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
昭
和
40

年
ご
ろ
か
ら
新
し
い
家
に
ど
ん
ど
ん
建
て

変
わ
っ
て
、
古
い
面
影
が
少
な
く
な
っ
て

い
る
こ
と
は
悩
み
で
す
。
住
む
人
が
、
古

い
家
よ
り
住
み
や
す
い
新
し
い
家
を
建
て

た
い
と
い
う
気
持
ち
と
、
歴
史
探
訪
に
訪

れ
る
人
が
昔
な
が
ら
の
家
並
み
を
見
た
い

と
い
う
気
持
ち
の
両
方
が
分
か
る
の
で
、

難
し
い
問
題
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
原
点

に
立
ち
返
り
、
住
む
人
と
来
る
人
が
何
を

求
め
て
い
る
の
か
、
し
っ
か
り
把
握
し
合

っ
て
今
後
の
方
針
を
考
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

山
本
「
岡
崎
の
奥
座
敷
」
と
し
て
い
つ
ま

で
も
変
わ
ら
ぬ
心
の
ふ
る
さ
と
、
田
舎
の

原
風
景
の
景
色
や
蛍
や
赤
ト
ン
ボ
の
舞
う

野
山
、
ア
マ
ゴ
の
泳
ぐ
き
れ
い
な
川
、
お

年
寄
り
の
知
恵
と
い
う
も
の
を
こ
れ
か
ら

も
伝
え
て
残
し
て
い
き
た
い
で
す
。
恐
ら

く
高
齢
化
率
は
岡
崎
一
の
地
域
で
す
が
、

お
年
寄
り
が
と
て
も
元
気
で
「
生
涯
現
役

集
落
」
と
呼
び
た
い
場
所
で
す
。
何
げ
な

い
も
の
で
も
、
地
元
の
資
源
は
無
限
大
と

感
じ
、
地
域
を
守
り
、
元
気
に
し
よ
う
と

頑
張
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
額
田
地
区
で
は
、
残
念
な
が

ら
小
学
校
が
来
年
統
合
さ
れ
ま
す
が
、
千

万
町
小
学
校
の
跡
地
利
用
の
案
と
し
て
、

き
れ
い
な
星
空
を
楽
し
め
る
施
設
な
ど
を

考
え
て
、
自
然
あ
ふ
れ
る
山
里
を
も
っ
と

多
く
の
人
に
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い

な
と
思
い
ま
す
。

西
村　

今
日
の
話
で
、
様
々
な
岡
崎
ら
し

い
風
景
資
産
が
見
え
て
き
た
と
感
じ
ま

す
。
一
方
で
、
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

も
の
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
れ

ら
に
も
う
一
度
光
を
当
て
、
上
手
に
生
か

し
て
い
く
こ
と
で
地
域
の
魅
力
は
も
っ
と

増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
あ
る

風
景
の
い
わ
れ
や
物
語
を
人
に
伝
え
、
そ

の
面
白
さ
に
多
く
の
人
が
賛
同
し
て
く
れ

る
と
い
う
の
が
と
て
も
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。
岡
崎
で
も
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み

方
を
風
景
ま
ち
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
と
し
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
藤
川
宿
で
古
い
建
物
の
悩
み
の

話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
古
い
建
物

で
も
快
適
に
住
む
工
夫
が
出
始
め
て
い
ま

す
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
情
報
や
技
術
も

ち
ゃ
ん
と
地
元
に
上
げ
て
い
く
と
い
う
こ

と
も
大
事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

小
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た

く
さ
ん
の
資
源
を
持
っ
た
岡
崎
市
に
、
岡

崎
ら
し
い
新
し
い
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
く
っ

て
後
世
に
伝
え
て
い
き
、
子
ど
も
や
孫
の

代
に
も
誇
れ
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
を
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
取
り
組

み
を
市
民
や
行
政
を
含
め
た
皆
さ
ん
が
手

を
携
え
て
や
っ
て
い
く
、
今
日
は
そ
の
第

一
歩
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

じ
ょ
う　
や　
と
う

か
い
わ
い

風
格
あ
る
ま
ち
を

　
　
　
　
　

目
指
し
て

キ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
温
故
知
新

地
域
に
残
る
景
観
を
線
で
結
ぶ

地
元
の
資
源
は
無
限
大

大
切
な
の
は
、
風
景
を
伝
え
、

賛
同
し
て
い
た
だ
く
こ
と

住
む
人
と
来
る
人
、

双
方
の
声
を
把
握

市
民
の
取
り
組
み
が
大
切

残
し
た
い

石
都・岡
崎
の
風
景

　皆さんが熱い思いで岡崎のまちを考
えていただいていること、また、古い
資産を大切にしていかなければいけな
いということを、改めて感じました。
　この景観に対する思いを、条例の制
定ということも含めながら、市民の皆
さんと一緒になって、できることから
一つずつ進めていきたいと思います。

貴重なご意見
ありがとうございました

岡崎市長 柴田 紘一
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光ビスタラインに合わせてライトアップした大樹寺三門「むらさき麦」は５～６月、紫に色付きます

観光客を案内するおかざき観光ガイド




