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城城下下町町再再生生にによよるるココンンパパククトトななままちちづづくくりり  

～西尾市旧城下町地区のとりくみ～  伊藤 彩子      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（上）城下町時代の堀跡に流れる水路。

このように、城下町の町割りを示すもの

が各所に残されている。 
（右上）本町に建つ商店。本町にはこの

ような昭和レトロ風建築が多く建ち並

んでいる。 
（右下）順海町の路地。旧城下町地区の

中で最も美しい場所のひとつ。 
 

城
下
町
は
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
の
原
型 

 

西
尾
市
の
旧
城
下
町
地
区
は
、
二
〇
〇
五
年

度
、「
全
国
都
市
再
生
モ
デ
ル
調
査
」の
調
査
対

象
地
区
と
し
て
選
定
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
地

域
の
商
業
者
や
行
政
職
員
、
学
識
者
な
ど
約
五

十
名
に
よ
る
「
西
尾
城
下
町
再
生
委
員
会
」
が

結
成
さ
れ
た
。 

 

西
尾
の
城
下
町
は
武
士
、
商
人
、
農
民
が
外

堀
で
囲
ま
れ
た
中
に
混
在
し
て
生
活
す
る
「
総

構
え
」
と
呼
ば
れ
る
形
式
を
持
ち
、
城
下
町
内

外
の
出
入
り
が
で
き
る
の
は
、
西
尾
五
か
所
門

と
称
さ
れ
た
五
つ
の
通
用
門
だ
け
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
門
を
通
っ
て
外
部
に
出

る
と
い
う
の
は
特
別
な
用
事
の
あ
る
時
だ
け
で

あ
り
、
城
下
町
に
暮
ら
す
武
士
、
商
人
な
ど
の

日
常
生
活
は
基
本
的
に
は
堀
の
内
部
で
営
ま
れ

て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
常
生
活

に
必
要
な
要
素
を
堀
の
内
側
に
備
え
た
「
コ
ン

パ
ク
ト
な
ま
ち
」
が
こ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。 

 
 城

下
町
再
生
に
よ
る
都
市
管
理
の
効
率
化
を 

 

隣
接
地
域
で
宅
地
開
発
が
進
め
ら
れ
た
こ
と

も
あ
り
、
旧
城
下
町
地
区
で
は
人
口
の
ド
ー
ナ

ツ
化
、
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
か
ら
人
口
減
少
時
代
に
入
り
、
市
街
地
密
度

が
低
下
し
て
い
く
と
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
拡

散
し
た
都
市
構
造
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
市
街

地
の
維
持
管
理
費
が
か
さ
み
、非
効
率
に
な
る
。

そ
こ
で
、
本
来
便
利
で
居
住
性
に
富
ん
で
い
た

は
ず
の
城
下
町
に
、
居
住
を
は
じ
め
と
し
た
都

市
機
能
を
集
め
て
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
を
つ

く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
今
回
発
足
し
た

委
員
会
が
掲
げ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
活
力
を
失
っ
て
い
る
旧
城
下
町
地
区
を
、
豊

か
な
歴
史
を
活
か
し
た
、
美
し
い
景
観
を
持
つ

住
み
よ
い
町
と
し
て
再
生
し
て
い
こ
う
と
し
て

い
る
。 

 熱
意
あ
る
市
民
の
存
在
が
鍵 

西
尾
で
は
、
身
銭
を
切
っ
て
ま
ち
づ
く
り
に

貢
献
す
る
な
ど
、
非
常
に
意
欲
的
な
市
民
の
存

在
が
あ
る
。
彼
ら
を
行
動
に
駆
り
立
て
る
の
は

お
そ
ら
く
、
歴
史
あ
る
城
下
町
西
尾
へ
の
誇
り

と
愛
着
で
あ
ろ
う
。こ
れ
か
ら
、「
城
下
町
を
再

生
し
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
」
を
本
当
に
つ
く

っ
て
い
こ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
労
力

と
時
間
、
知
恵
が
必
要
に
な
る
が
、
彼
ら
の
存

在
が
大
き
な
力
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

（
参
考
資
料
『
西
尾
城
下
町
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』） 

 
 

                  
   

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
の
活
用 

津
島
の
中
心
市
街
地
で
は
、
二
〇
〇
一
年
度

か
ら
「
歴
史
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
に
向

け
た
調
査
が
市
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、

古
い
町
並
み
の
住
民
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
、
町
並
み
景
観
や
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
を

考
え
る
住
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
行
う
中

で
、
住
民
の
機
運
を
盛
り
上
げ
つ
つ
、
歴
史
を

活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
実
施
し
て
い
く
足
固

め
が
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
一
連
の
調
査
成
果

を
具
体
的
な
形
に
し
て
い
く
た
め
、
二
〇
〇
五

年
度
か
ら
、
国
の
支
援
施
策
で
あ
る
「
ま
ち
づ

く
り
交
付
金
」
を
受
け
て
、
実
際
の
事
業
を
進

め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。 

 
 景

観
整
備
の
実
現
化
に
向
け
て 

交
付
期
間
の
五
ヵ
年
の
う
ち
、
一
年
目
で
あ

る
今
年
度
は
、
歴
史
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

を
実
施
し
て
い
く
た
め
の
「
本
町
筋
ま
ち
づ
く

り
基
本
方
針
」
を
作
成
し
て
い
る
。
市
民
代
表

な
ど
に
よ
る
「
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
会
議
」
や
広
報

掲
載
に
よ
る
意
見
募
集
に
よ
っ
て
市
民
か
ら
意

見
を
も
ら
い
、
今
後
の
事
業
の
進
め
方
の
指
針

づ
く
り
を
し
て
い
る
。こ
の
指
針
に
も
と
づ
き
、

来
年
度
以
降
、
町
並
み
と
調
和
す
る
道
路
整
備

や
町
並
み
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
づ
く
り
が
進
め
ら
れ

て
い
く
予
定
に
な
っ
て
い
る
。
明
治
・
大
正
・

昭
和
初
期
に
毛
織
物
産
業
で
栄
え
た
時
代
を
象

徴
す
る
建
物
で
あ
る
旧
津
島
信
用
金
庫
本
店
の

市
へ
の
譲
渡
も
決
ま
り
、
市
民
が
運
営
に
関
わ

る
形
で
拠
点
的
な
施
設
と
し
て
活
用
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
。 

 

力
を
つ
け
る
市
民 

 

津
島
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
発
足
し
た
天
王

文
化
塾
の
活
動
を
き
っ
か
け
に
、
二
〇
〇
三
年

に
は
古
い
町
並
み
の
中
心
部
に
住
む
住
民
に
よ

る
「
ト
ノ
割
会
」
が
、
二
〇
〇
四
年
に
は
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
ま
ち
づ
く
り
津
島
が
発
足
す
る
な
ど
、

市
民
に
よ
る
活
動
が
非
常
に
盛
り
上
が
っ
て
き

て
お
り
、地
元
の
歴
史
・
文
化
を
学
ぶ
勉
強
会
、

住
民
手
づ
く
り
の
数
々
の
イ
ベ
ン
ト
、
ま
ち
づ

く
り
拠
点
の
設
置
な
ど
、
実
に
積
極
的
な
活
動

が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

住
民
が
こ
の
よ
う
な
組
織
の
中
で
自
主
的
な

勉
強
会
を
行
っ
た
り
、
行
政
が
主
催
す
る
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
す
る
中
で
、
実
際
に
町
並

み
の
保
全
な
ど
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
ど
う

い
っ
た
制
度
を
利
用
し
た
ら
よ
い
か
を
考
え
る

な
ど
、
ま
ち
づ
く
り
を
現
実
的
に
進
め
て
い
く

た
め
の
手
法
に
つ
い
て
の
知
識
も
少
し
ず
つ
身

に
つ
け
て
き
て
お
り
、
行
政
と
対
等
に
議
論
で

き
る
素
地
が
で
き
つ
つ
あ
る
。 

 

「
津
島
の
景
観
を
守
る
仕
組
み
づ
く
り
の
最

後
の
チ
ャ
ン
ス
」
と
言
う
住
民
も
お
り
、
私
も

何
ら
か
の
効
果
的
な
仕
組
み
づ
く
り
の
サ
ポ
ー

ト
が
で
き
る
よ
う
に
頑
張
り
た
い
と
思
っ
て
い

る
。 

 

 

 西尾の城下町は「総構え」と呼ばれる形式が特徴である。これは、堀と土塁に囲まれた中に武士、商人、農民が混在して

生活するというもので、城下町の中では比較的珍しいものであるそうだ。城下町時代の町割り、大正期から昭和初期に再整

備された町並み、神社仏閣が残っており、「三河の小京都」にも選定されているが、中心市街地の衰退にともなって風情あ

る町並みは徐々に失われている。この城下町において、歴史ある町並みを保全しつつ美しい都市景観を創出し、住みやすい

居住空間として再生していこうという取り組みがはじまっている。 

ままちちづづくくりり交交付付金金のの活活用用にによよるる  

歴歴史史をを活活かかししたたままちちづづくくりり 

～津島市中心市街地地区のとりくみ～  伊藤 彩子 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年度、基本方針案に対する意

見を聞くためのワークショッ

プが開催され、その中で古建築

に詳しい専門家を講師に迎え

た町並み勉強会も行われた。写

真はその様子。 

津島の中心市街地でも、まちづ

くり交付金を活用した中心市

街地の再生が動き出した。 

絵：皆戸正幸さん 


