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平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日 

次
号
は
七
月
発
行
予
定 

 

編
集 

逗
子
市
環
境
都
市
部
ま
ち
づ
く
り
景
観
課 

 

協
力 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
逗
子
の
文
化
を
つ
な
ぎ
広
め
深
め
る
会 

 

募
集 

逗
子
の
景
観
ス
ケ
ッ
チ
や
六
百
五
十
字
以
内
の 

景
観
に
関
す
る
コ
ラ
ム
等
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 

の
間
に
あ
る
線
路
だ
。
通
勤
な
ど
で
京
急
を
利
用
さ
れ
る
人
な

ら
、
時
折
そ
の
線
路
に
京
急
以
外
の
電
車
が
停
ま
っ
て
い
る
光

景
を
目
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
線
路
端
の
我
が
家
か

ら
は
、
そ
の
非
日
常
の
光
景
が
よ
く
見
え
た
。 

 

あ
る
と
き
疑
問
に
思
い
、
鉄
道
好
き
の
息
子
に
尋
ね
て
み
る

と
、
八
景
に
あ
る
「
総
合
車
輌
製
作
所
」
で
作
ら
れ
た
JR
や
京

急
以
外
の
私
鉄
新
車
輌
を
、
逗
子
線
の
線
路
を
使
用
し
て
神
武

寺
駅
に
仮
置
き
す
る
た
め
の
も
の
と
の
こ
と
。 

 
車
輌
の
到
着
は
深
夜
。
終
電
が
終
わ
り
、
ホ
ー
ム
の
照
明
も

落
と
さ
れ
た
頃
合
い
。
信
号
の
変
わ
る
音
す
ら
聞
こ
え
そ
う
な

静
寂
の
中
、
微
か
に
線
路
を
軋
ま
せ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
車
輌
が

近
づ
い
て
く
る
。
駅
手
前
の
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
右
へ
と
進

路
を
変
え
、
第
三
の
線
路
へ
入
り
、
朝
を
待
つ
。
そ
し
て
昼
頃
、

山
の
根
の
ト
ン
ネ
ル
を
通
り
、
逗
子
駅
を
経
由
し
て
然
る
べ
き

場
所
へ
と
旅
立
つ
の
だ
。 

 

京
急
と
新
幹
線
の
線
路
幅
は
同
じ
だ
が
、
JR
在
来
線
と
私

鉄
各
社
は
京
急
よ
り
狭
い
。
通
常
で
は
走
行
で
き
な
い
た
め
、

製
作
所
か
ら
神
武
寺
駅
の
ト
ン
ネ
ル
先
ま
で
レ
ー
ル
の
間
に

も
う
一
本
レ
ー
ル
を
敷
い
た
「
三
線
軌
条
」
と
い
う
特
殊
な
線

路
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
に
四
ケ
所
の
み
で
、
中
で
も

こ
こ
は
車
輌
運
搬
の
為
だ
け
に
使
用
さ
れ
る
唯
一
の
線
路
だ

と
い
う
。 

神
武
寺
駅
に
行
っ
た
ら
ト
ン
ネ
ル
の
方
や
上
り
ホ
ー
ム
の

向
こ
う
側
を
見
て
み
て
ほ
し
い
。
そ
こ
に
「
日
本
で
こ
こ
だ
け
」

が
あ
る
。 

に
背
負
っ
て
い
る
よ
う
な
ポ
カ
ポ
カ
陽
気
の
日
で
し

た
。 

 

母
が
水
彩
画
を
描
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
興
味
は
あ

っ
た
の
で
す
が
、
手
元
に
教
材
が
な
い
し
と
、
な
か
な
か
手

を
出
せ
ず
に
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
回
は
手
ぶ
ら
で
可
能

と
の
こ
と
。
と
て
も
身
軽
に
参
加
で
き
ま
し
た
。 

 

逗
子
の
駅
前
を
抜
け
、
池
田
通
り
へ
。
見
慣
れ
て
い
る
風

景
を
切
り
取
り
、
一
枚
の
紙
の
上
へ
。
先
生
の
見
本
を
見
な

が
ら
、
構
図
を
考
え
、
ま
ず
は
下
書
き
。
最
初
の
一
本
の
線

が
、
な
か
な
か
思
い
切
れ
ず
苦
戦
し
な
が
ら
も
、
い
つ
も
は

通
り
す
ぎ
る
だ
け
の
風
景
を
描
く
こ
と
で
、
そ
の
風
景
に

愛
着
が
わ
き
ま
す
。
ど
こ
か
懐
か
し
い
街
並
み
と
、
行
き
交

う
穏
や
か
な
人
々
、
美
し
い
空
に
惚
れ
惚
れ
。
描
い
て
い
る

と
、
道
行
く
た
く
さ
ん
の
方
に
声
を
か
け
ら
れ
、
な
ん
だ
か

と
て
も
和
や
か
な
雰
囲
気
。
こ
の
温
か
い
雰
囲
気
も
逗
子

な
ら
で
は
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
ま
す
。
ス
ケ
ッ
チ
す
る

の
も
絵
の
具
を
手
に
す
る
の
も
20
年
ぶ
り
く
ら
い
。
こ
の

色
と
こ
の
色
で
ど
ん
な
色
に
な
る
の
か
を
試
し
な
が
ら
色

付
け
を
し
ま
す
が
、
思
い
通
り
に
い
か
な
い
の
も
な
か
な

か
楽
し
い
も
の
で
し
た
。 

 

出
来
上
が
り
は
、
母
に
は
褒
め
て
は
も
ら
え
な
さ
そ
う

で
す
が
、
新
し
い
こ
と
を
始
め
た
こ
と
で
気
分
は
清
々
し

く
、
つ
い
笑
顔
に
な
っ
て
し
ま
う
嬉
し
さ
。 

 

『
日
本
で
こ
こ
だ
け

』 

神
武
寺
駅
に
は
線
路
が
三
本
あ
る
の
を
ご
存
じ
だ
ろ
う

か
。
上
り
ホ
ー
ム
の
柵
向
こ
う
、
イ
ケ
ゴ
ヒ
ル
ズ
の
金
網
と

絵：「めずらしい光景」 

佐藤 幸真 

向
こ
う
側
を
見
て
み
て
ほ
し
い
。
そ
こ
に
「
日
本
で
こ
こ
だ

け
」
が
あ
る
。 
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佐
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浩
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絵：「夕陽に赤く染まる逗子駅跨線橋」 

木下 俊延 



 

 

 

景観計画推進プランってなに？ 

 

 

 

 

逗子市 HPやフェイスブックも見てね！ 

逗子の景観を考える vol.20 

「景観計画推進プラン」の５つの景観テーマ（左図） 

具体的な施策や取り組みを『景観アクション』と

し、またそれに関係する事業を景観重点事業と位置

づけ、取り組み内容を把握し、連携することで、景

観形成事業の推進を図っていきます。 

逗子の景観まちづくりは行政主導だけでなく、市

民や民間事業者と協働で推進することが求められ

ています。 

 

瓦版編集担当 逗子市環境都市部まちづくり景観課  

瓦版のバックナンバー・瓦版冊子は逗子市庁舎一階、まちづくり景観課窓口、市民交流センターに配架しています。 

公共施設 

公共空間 

 

公共 

民間施設 

商店街 
緑化活動 美化活動 普及啓発 

「逗子の景観を考える」では、逗子の景

観を保全し、はぐぐみ、形成するために

市の取り組みを紹介していきます！ 

逗子景観賞 Vol.6 新宿 T邸の石垣（取材：逗子文化の会） 

 1999年（平成 11年）第 8回の景観賞を顕彰しているうちのひとつです。海沿いにあ

った農家を移したという母屋は、移築からもすでに 140年。その際にこの石垣がつくら

れました。話を伺ったかたによると、「大叔父から、『非常に硬質で重量がある伊豆石で、

一個一個動かすのも工人の手間がかかった。現時点での江戸城や駿府城と同じ石と工

法』と聞いています」とのこと。緻密に組み合わされた石、石段、そしてなによりコー

ナーの美しいカーブには、当時の職人の矜持と気概が感じられ、目を見張ります。母屋

を改装した際は、梁や柱など昔の面持を残すために宮大工にお願いしたのだそう。静か

な住宅街にあって石垣の存在感は健在です。現在の T 邸の周辺はかつて広く T 家が所

有しており、ほかにも美しい石垣が現在も残っています。 

逗子高校生「景観ワークショップ  」で制作した模型展示 

３月 23 日、24 日に開催された「逗子トモイクフェスティバル」に

逗子高校の景観ワークショップ（講師：関東学院大学 日髙 仁 准教

授）で作成した模型の展示を行いました。 

〇〇〇〇 

 

 

 

逗子市では、逗子らしい美しいまちを育てるために、2006年（平成 18年）に景観法に基づき、良好な景観の形成に関

する計画である「逗子市景観計画」を策定しました。 

約 10年が経過し、これまでの計画運用等について、個別事業を含めた検証を行い、景観計画を具体的に推進させるため

るための計画として 2017年（平成 29年）３月、「景観計画推進プラン」を策定しました。 

 


