
景観を学ぶ　　　　　
『吹一小』景観学習

　平成 27 年 6 月、吹田第一
小学校で、大阪大学の協力を
得て、三年生のみなさんと、地域の歴史的環境に気付
くキッカケづくりにまちあるきをしました。
　浜屋敷、旧西尾家住宅、高浜神社など、地域の歴史
を代表する施設のまちあるき後、探したひみつや気づ
いたことなどでカルタづくりを行いました。授業参観
日にカルタの発表と、ひみつに関するクイズを出し
合って楽しみました。
　子どもたちにとっては普段は気づきにくいまちの歴
史的環境の存在とその特徴を知り、さらに友達や保護
者に伝える経験ができました。また、保護者の皆さん

にとっても、長年住んでい
ても知らなかった内容もあ
り、歴史の地域理解につな
げることができました。

ま
ち
を
見
て
み
る
と
…

　

内
本
町
・
南
高
浜
町
あ
た
り
の
ま
ち
な
み

の
特
徴
は
、
浜
屋
敷
な
ど
の
旧
庄
屋
屋
敷
の

大
き
な
民
家
の
ほ
か
、
中
小
規
模
の
民
家
で

あ
っ
て
も
板い
た
べ
い塀
や
漆し
っ
く
い
べ
い

喰
塀
、
生い
け
が
き垣
な
ど
で
家

の
周
り
を
囲
い
、
所
々
に
和
の
趣
お
も
む
きを
有
す
る

門
や
蔵
が
残
り
、
歴
史
を
伝
え
る
ま
ち
な
み

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
通
り
の
幅
や
塀
・
垣
・
建
物

等
の
高
さ
か
ら
、
視
野
の
大
半
を
通
り
の
両

側
の
「
敷し
き
ぎ
わ際
」
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お

り
、
板
塀
・
土
塀
、
生
垣
、
蔵
の
壁
、
門
な

ど
の
歴
史
的
な
敷
際
要
素
が
ま
ち
な
み
を
形

づ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
大
阪
大
学
や

関
西
大
学
と
連
携
し
、
ま
ち
な
み
を
考
え
た

り
楽
し
ん
だ
り
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
き

ま
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
座
談
会

　

平
成
28
年
３
月
２
日
（
水
）
午
後
７
時

〜
９
時
、
浜
屋
敷
で
、
関
西
大
学
環
境
都

市
工
学
部
建
築
学
科
の
岡
絵
理
子
准
教
授

と
学
生
12
名
を
ゲ
ス
ト
に
、
地
域
の
住

民
の
皆
さ
ん
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、「
ま

ち
づ
く
り
座
談

会
」
を
開
催
し

ま
し
た
。

　

旧
西
尾
家
住

宅
を
活
用
し
た

ま
ち
づ
く
り
な

ど
を
研
究
さ
れ

て
い
る
岡
先
生
か
ら
「
旧
吹
田
村
の
ま
ち

は
４
回
栄
え
た
ま
ち
。
１
つ
め
に
は
貴
族

の
別
荘
の
ま
ち
と
し
て
栄
え
、
２
つ
め
に

は
江
戸
時
代
に
水
運
の
発
展
に
よ
り
栄

え
、
３
つ
め
に
は
ビ
ー
ル
工
場
が
で
き
て

旧
村
の
周
り
に
長
屋
が
で
き
、
工
場
で
働

く
人
が
た
く
さ
ん
住
ん
だ
時
代
が
あ
り
、

４
つ
め
に
は
戦
後

1960
〜
70
年
代
に
商
店
街

が
発
展
し
、
大
い
に
ま
ち
が
栄
え
た
時
代

が
あ
っ
た
。」
と
い
う
話
題
提
供
が
あ
り
、

学
生
た
ち
は
こ
の
４
つ
の
発
展
期
を
念
頭

に
お
い
て
行
っ
た
ま
ち
あ
る
き
の
成
果
を

発
表
し
て
く
れ
ま
し
た
。

両手を広げたぐらいの幅の通り

塀の向こうに見える庭木
建物の屋根や２階部分の壁面が
塀の向こうに見える

背丈ぐらいの高さの塀
（中は見えない）

旧吹田村
クイズラリー
　平成 28 年２月 27 日（土）、
浜屋敷にて、特定非営利活動法
人吹田歴史文化まちづくり協会
主催、大阪大学協力のもと、ク

イズラリーが開催され、
30 名の小学生の親子が参
加しました。
　地元のこどもコンシェ
ルジュの案内で浜屋敷周
辺 の ま ち な み と 昔 の ス
ポットをめぐり、それぞ

れのスポットでクイズに答え、最後に浜屋敷でま
ち案内人から地域の歴史についてお話がありまし
た。(* コンシェルジュ：お世話係や案内人のこと )

　子どもたちからは「この地域の歴史がまだまだた
くさん残っていることを知れてよかった」という意
見がありました。また保護者からは“浜屋敷の瓦が
舗装に活用されていることを知らなかった”“普段
何気なく通っている景色もゆっくり立ち止まると歴
史が刻まれていることに気付いた”など、親子で
この地域の歴史を知ってもらえた企画となりまし
た。「吹一小景観学習」に参加していた子どもたち

が、親子で参加してく
れるなど、今まで以上
にこの地域の歴史に興
味を持ってきてくれて
いるのかなと感じてい
ます。

①
３
回
生
中
心
グ
ル
ー
プ

「
学
生
が
み
た
旧
吹
田
村
の
ま
ち
な
み
」

　

阪
急
吹
田
〜
吹
田
南
部
〜
メ
ロ
ー
ド
吹
田

の
ル
ー
ト
を
学
生
と
岡
先
生
の
９
人
で
歩
き

ま
し
た
。「
西
尾
家
住
宅
な
ど
歴
史
の
風
景

と
新
し
い
風
景
が
交
じ
る
ま
ち
。
路
地
な
ど

生
活
空
間
に
あ
ふ
れ
て
い
て
焼
杉
の
壁
や
塀

な
ど
伝
統
的
な
建
築
物

も
ま
ち
な
み
に
溶
け
込

ん
で
い
る
。
住
む
人
み

ん
な
が
ま
ち
の
良
さ
を

徐
々
に
浸
透
さ
せ
、
ま

ち
な
み
に
対
し
て
少
し

の
配
慮
が
で
き
る
よ
う

に
な
れ
ば
も
っ
と
ま
ち

な
み
は
よ
く
な
る
と
思

う
。」
と
い
う
発
表
で

し
た
。

②
大
学
院
生
グ
ル
ー
プ

  

「
吹
田
の
お
も
し
ろ
50
選
」

　

旧
吹
田
の
ま
ち
で
面
白
い
も
の
を
集
め
、

ま
ち
の
み
な
さ
ん
に
新
た
な
観
点
を
伝
え
ら

れ
れ
ば
、
と
の
思
い
を
込
め
て
発
表
し
て
く

れ
ま
し
た
。「
昔
か
ら
の
道
に
現
代
の
人
の

生
活
が
加
わ
っ
て
景
観
が
で
き
て
い
る
。

焼
杉
の
壁
が
た
く
さ
ん
あ

る
の
が
吹
田
ら
し
さ
の
一

つ
。
吹
田
に
は
昼
と
夜
で

表
情
が
異
な
り
そ
れ
ぞ
れ

違
っ
た
面
白
い
景
観
に

な
っ
て
い
る
。」
と
い
う

感
想
と
ま
ち
な
み
を
よ
く

す
る
提
案
を
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
し
て
示
し
て
く

れ
ま
し
た
。

意
見
交
換

　

学
生
の
感
想
や
提
案
を
受
け
て
３
班

に
分
か
れ
て
意
見
交
換
を
行
い
ま
し

た
。
地
元
の
人
は
い
い
と
こ
ろ
を
見
つ

け
て
も
ら
っ
た
と
、
気
づ
か
な
い
と
こ

ろ
を
見
つ
け
て
く
れ
た
な
ど
の
感
想
も

聞
か
れ
ま
し
た
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
向
け
て

　

ま
ち
な
み
づ
く
り
を
進
め
る
う
え

で
、
吹
田
市
か
ら
の
提
案
と
し
て
、
建

築
物
の
新
築
時
な
ど
に
、
住
民
や
建
築

事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
景
観

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
重

要
で
、
関
係
者
が
話
し
合
っ
て
い
く
た

め
の
道
具
と
し
て
、
ま
ち
な
み
の
デ
ザ

イ
ン
や
素
材
等
を
解
説
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
（
ま
ち
な
み
づ
く
り
の
指
針
：
詳
し
く

通りの幅は手を広げて届そうなほどの、ヒューマン
スケールでできています。また、塀などは人の背丈
ほどあり、中は伺えませんが、塀

へい

越しに庭木や民家
の屋根・外壁がかいま見えます。　

▶いつもと違う学生さんの
視点にみなさん興味津津で
聞き入っていました。

▶岡絵理子准教授▶道の色が異なっているのが
気になる、歴史的な施設の案
内板が見やすい位置にないな
どの意見もあげられました。

は
次
ペ
ー
ジ
を
参
照
）
を
つ
く
る
考
え
方

を
説
明
し
、
皆
さ
ん
の
意
見
を
と
り
い

れ
て
、
ま
と
め
て
い
き
た
い
と
い
う
趣

旨
を
説
明
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て

班
ご
と
に
検
討
を
行
い
ま
し
た
。
各
班

の
検
討
結
果
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
す
。

①
１
班
『
建
物
は
個
人
財
産
で
あ
り
、

ま
ち
な
み
を
保
全
す
る
の
は
難
し
い
が
、

こ
の
ま
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
残
し
方
を
考

え
る
こ
と
が
重
要
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、

地
元
の
人
が
知
ら
な
い
こ
と
も
改
め
て

知
る
こ
と
が
で
き
て
よ
い
。』

②
２
班
『
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
用
い
た
取

り
組
み
で
は
、
壁
の
色
を
整
え
る
こ
と

は
ま
ず
で
き
る
の
で
は
？
ま
た
、
無
電

柱
化
し
て
ほ
し
い
、
若
い
人
が
住
ん
で

ほ
し
い
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ち
の
機
能

も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。』

③
３
班
『
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
中
が
見

え
な
い
塀
を
つ
く
る
と
か
セ
ッ
ト
バ
ッ

ク
な
ど
は
よ
い
が
、
強
制
力
の
な
い
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
で
効
果
が
見
え
な
い
、
自

分
が
家
を
建
て
替
え
る
時
に
実
際
使
う

か
ど
う
か
不
明
な
た
め
、強
制
力
が
あ
っ

た
ほ
う
が
よ
い
。』

　

最
後
に
…

　

各
班
か
ら
の
報
告
を
受
け
、
岡
先
生

か
ら
総
括
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。『
旧
吹

田
村
の
ま
ち
の
良
さ
は
、
街
区
と
道
の

構
成
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

こ
れ
は
今
の
時
代
で
は
絶
対
に
作
れ
な

い
し
再
生
も
で
き
な
い
ま
ち
の
魅
力
。

ま
ち
な
み
は
市
が
強
制
力
を
持
っ
て
つ

く
る
も
の
で
な
い
。
建
物
は
住
民
の
も

の
な
の
で
住
む
人
が
率
先
し
、
み
ん
な

で
話
し
合
っ
て
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が

重
要
。
業
者
等
に
強
制
力
で
対
す
る
の

で
な
く
、
外
の
人
に
こ
の
ま
ち
の
考
え

方
を
伝
え
る
、
こ
の
ま
ち
の
ル
ー
ル
を

伝
え
る
と
い
う
取
り
組
み
が
大
事
。
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
は
そ
の
ツ
ー
ル
に
な
る
。』

 

岡
先
生
か
ら
ま
ち
な
み
づ
く
り
へ
の

エ
ー
ル
を
い
た
だ
き
、
市
に
お
い
て
も

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
向
け
て
今
後

も
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
、

座
談
会
を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
ま
こ
と
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▶舟板を再利用した板塀な
ど「実は」的な話題や地蔵な
ど失われた資源もまちづく
りに生かせるのではないか
…などの意見が出されまし
た。

▶旧吹田村に予算や重点的な取り組み
をしたり、発言力のある人が声をあげ
る、行政が連携して開発をコントロー
ルするなど、ガイドラインの運用につ
いてもたくさんの意見があげられまし
た。



『まちなみガイドライン』の作成をめざして
　内本町・南高浜町界隈は、通りに面する建物や敷

しきぎわ

際に用いられている素材やデザイン・色づかいが歴史の
まちなみをつくりだし、特徴づけています。通りに面する建物や塀

へい

・垣
かき

などの歴史的意匠・素材等を大切に
するとともに、新しいものをつくる時にも歴史的まちなみに調和するようにしていくことが大切です。この
ような考え方から、まちなみづくりの方向を以下のように考えています。

　　　◯基本目標と基本方針案
　　　　「吹田の歴史を伝える在郷町の通りの景観をまもり、そだて、つくり、次代につなぎます」
　　　　　・歴史を伝える通りの景観をまもり、育てる
　　　　　・伝統的意匠・素材を今日にいかし、次代につなぐ
　　　　　・次代に誇れるまちなみをつくる

◯『まちなみガイドライン』イメージ
　ガイドラインはまちなみを特徴づけている以下の「要素」について写真や図を用いて解説します。

敷　 際 塀や生垣、門、格子戸など昔ながらのしつらえで敷際をつくったり、歴史のまちなみに調和する
現代的デザインなどを示します。

建物の外壁色 古いまちなみの色使いを解説し、調和する素材の色や伝統色などを示します。

植　 栽 生垣や庭木などのみどりの要素について示します。

屋外設備 配管・設備機器など屋外に設置される設備も通りから見えてしまうことが多いので、まちなみに
馴染ませる手法などを示します。

駐 車 場 通りに面して設置する駐車場のあしらいもまちなみには多大な影響を及ぼすため、工夫の仕方な
どを示します。

屋外広告物 看板・サインなどの屋外広告物は目立つ必要がありますが、まちなみに調和しながら役割を果た
すデザイン等について示します。

建物の配置 建物の配置によって敷際の作られ方が変わります。このため、建物の配置についても考え方を示
します。

建物の屋根 塀の向こうに見える屋根の形や色、素材などを示します。

建物の形・デザイン 伝統的なデザインや、それらに調和する現代的デザインなどを示します。

工 作 物 鉄塔やアンテナなどの工作物を設ける時にまちなみに調和させる方法などを示します。

自動販売機 あると便利な自動販売機ですが、派手な色や広告の文字などが浮き立って見えることが多いため、
馴染ませ方を示します。

たとえば…
《敷際》
◯歴史を感じさせる重厚さのある敷際にする、

あるいは伝統的な意匠をとりいれましょう。

例）・板
いたべい

塀・築
つ い じ べ い

地塀にする。

　  ・木や石、レンガ等の伝統的素材を用いる。

　  ・格
こ う し ど

子戸・犬
い ぬ や ら い

矢来などを取り入れる。

 　・生垣の場合は和風の趣
おもむき

がある樹種にする。

◯今後の進め方
　当地区の歴史的まちなみの保全に向けて、地域の方と共に検討を進めながら継続して取り組んでいくことが
必要であると考えています。地域の方へまちなみに関する意識啓発や情報発信などを行うだけでなく、地域外
の方にも取組みをＰＲしていくとともに、今後もガイドラインの策定に向け、またさらに踏み込んだルールの
必要性や建物等所有者への支援などの方策の必要性についても意見交換を進めていきたいと考えています。

吹田
歴史のまちなみづくり通信

吹
田
の
歴
史
の

ま
ち
な
み
に
つ
い
て

　

吹
田
市
南
部
に
位
置
す
る
南
高
浜

町
・
内
本
町
か
ら
西
の
庄
町
界
隈
は

古
来
、
吹
田
の
渡
し
を
経
て
、
旧
亀

岡
街
道
・
旧
吹
田
街
道
を
中
心
に
在

郷
町
と
し
て
広
が
り
、
そ
し
て
、
栄

え
た
吹
田
発
祥
の
地
で
す
。

　

今
で
も
浜
屋
敷
や
旧
西
尾
家
住
宅

の
ほ
か
、
か
や
ぶ
き
屋
根
や
板
塀
・

漆
喰
塀
な
ど
を
有
す
る
民
家
、
寺
社

仏
閣
、
道
標
な
ど
が
点
々
と
残
り
、

歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
ま
ち
な
み
が

残
っ
て
い
ま
す
。

　

吹
田
市
で
は
、
こ
の
よ
う
な
長
い

時
を
か
け
て
培
っ
て
き
た
ま
ち
な
み

は
と
て
も
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
大

切
に
守
り
、
育
て
、
次
の
時
代
に
つ

な
い
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
通
信
は
、
み

な
さ
ん
と
と
も
に

ま
ち
な
み
づ
く
り

を
進
め
る
た
め
に
、

様
々
な
取
り
組
み

な
ど
を
紹
介
す
る

も
の
で
す
。

まちづくり座談会

Topics

『吹一小』景観学習

旧吹田村クイズラリー

石材を使った敷際（吹田市内）瓦をのせた板塀や犬矢来のある通り（内本町）

内本町２丁目のまちなみ
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感想をお寄せください。


