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資
　
料歴

史
的
町
並
み
保
存
の
展
開
と
課
題

　
　
；
1
自
治
体
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
し
て
i

林
　
　
迫
廣

江
頭
邦
道

　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
　
　
歴
史
的
町
並
み
は
、
一
九
七
五
年
の
文
化
財
保
護
法
改
正
の
折
に
、
伝

　
　
統
的
建
造
物
群
（
以
下
、
伝
晶
群
と
い
う
）
と
い
う
名
称
で
、
新
た
な
文

　
　
化
財
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
伝
建
群
の
保

　
　
存
に
関
し
て
は
、
他
の
文
化
財
と
は
異
な
っ
た
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
で

　
　
き
る
が
、
そ
の
一
つ
に
市
町
村
の
主
体
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ

　
　
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
部
大
臣
は
、
市
町
村
の
申
出
に
基
づ
い
て
、
重

　
　
要
伝
建
群
を
選
定
す
る
、
と
規
定
し
て
い
る
（
文
化
財
保
護
法
八
三
条
の

　
　
四
）
。
ま
た
、
文
化
財
保
護
法
へ
の
伝
建
業
制
度
の
導
入
は
、
地
方
自
治

　
　
体
の
歴
史
的
町
並
み
保
存
の
取
組
み
に
誘
発
さ
れ
た
た
め
と
も
い
え
る
。

　
　
一
九
六
七
年
の
萩
市
環
境
保
存
管
理
規
則
、
六
八
年
の
金
沢
市
伝
統
環
境

　
　
保
存
条
例
、
倉
敷
市
伝
統
美
観
保
存
条
例
を
先
駆
と
し
て
、
各
地
で
条
例

　
　
制
定
に
よ
る
町
並
み
保
存
の
措
置
が
と
ら
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
動
き

　
　
は
、
住
民
の
環
境
観
に
支
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
当
該
地
域
の
再
生
と
い

料　
　
う
役
割
を
担
っ
て
登
場
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

資　
　
　
本
稿
は
、
伝
建
群
選
定
市
町
村
、
お
よ
び
歴
史
的
町
並
み
の
存
在
す
る

市
町
村
の
担
当
者
に
郵
送
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
の

　
　
　
　
（
1
）

分
析
で
あ
る
。
伝
建
群
制
度
の
制
定
以
来
八
年
を
経
過
し
、
全
国
で
一
五

市
町
村
、
一
八
地
区
が
そ
れ
に
選
定
さ
れ
て
き
て
い
る
し
、
各
地
で
町
並

み
保
存
の
運
動
も
活
発
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
日
歴
史
的
町

並
み
保
存
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ

る
の
か
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
の
方
向
を
た
ど
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、

第
一
次
的
に
か
か
わ
り
を
も
つ
市
町
村
に
意
見
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

二
　
歴
史
的
町
並
み
の
特
徴
と
そ
の
社
会
的
要
因

　
歴
史
的
町
並
み
の
特
徴
は
、
成
立
由
来
、
社
会
環
境
と
の
か
か
わ
り
、

景
観
と
い
っ
た
こ
と
を
基
準
に
区
分
で
き
る
。
成
立
由
来
に
よ
っ
て
は
、

城
下
町
、
宿
場
町
、
寺
内
町
、
門
前
町
等
に
、
社
会
環
境
と
の
か
か
わ
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
、
過
疎
地
型
、
都
市
内
残
留
型
、
都
市
近
郊
型
、
都
市
通
勤
圏
型
等
に

そ
れ
ぞ
れ
分
類
で
き
る
。
町
並
み
の
成
立
由
来
、
社
会
環
境
と
の
か
か
わ

り
で
み
る
の
も
検
討
課
題
に
よ
っ
て
は
有
効
で
あ
る
が
、
歴
史
的
町
並
み

保
存
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
景
観
的
に
み
る
の
が
効
果
的
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
道
路
の
型
態
、
家
屋
が
道
路
と
ど
の
よ
う
に
接
続
し
て
い
る

の
か
を
基
準
と
す
る
見
方
と
、
建
造
物
の
外
観
に
視
点
を
す
え
て
み
る
見

方
と
が
あ
る
。
前
者
は
、
一
筋
型
、
複
筋
型
、
網
筋
型
、
あ
る
い
は
連
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

型
、
非
連
続
型
、
主
屋
分
散
型
、
町
並
分
散
型
に
分
け
ら
れ
る
。
後
者
は

武
家
屋
敷
群
、
商
家
群
、
宿
場
、
農
山
村
、
洋
式
建
築
群
、
そ
れ
に
倉
庫

群
等
に
分
類
で
き
る
。
本
調
査
は
、
景
観
的
に
み
た
後
者
の
分
類
で
集
計

し
た
の
で
あ
り
、
表
1
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。
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資料

歴史的町並み
表1

…
数

1
　
　
7
　
　
1
ん
　
1
　
　
1
　
　
つ
」
　
ハ
0

1
⊥
　
　
－
↓
　
　
－

伝建群i半数1後

・1・1
4i　1訓
　i　　　［

3i　61
1　｝　　0　｝

－
↓
　
0
　
　
ρ
0

1
　
　
0
　
　
0

503412

武家屋敷群

商　家　群

宿　　　新

栄　山　村

洋式建築群

倉　庫　群

そ　の　回

合　　計

　
商
家
群
で
あ
り
、
同

時
に
倉
庫
群
で
あ
る
こ

と
は
一
般
的
に
あ
り
う

る
し
、
こ
う
し
た
地
区

が
三
件
あ
る
。
ま
た
、

現
在
把
握
さ
れ
て
い
る

歴
史
的
町
並
み
の
地
区

に
は
、
例
え
ば
武
家
屋

敷
群
と
商
家
群
が
存
在

す
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。
単
一
の
景
観

的
特
徴
を
示
す
と
こ
ろ

を
み
て
み
る
と
、
伝
建

群
の
存
在
す
る
市
町
村
と
、
そ
れ
以
外
の
歴
史
的
町
並
み
の
存
在
す
る
そ

れ
と
も
商
家
群
が
一
番
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
四
件
、
一
三
件
、
つ
づ
い
て
武

家
屋
敷
群
の
三
件
、
八
件
、
宿
場
の
三
件
、
六
件
、
で
あ
り
、
こ
れ
ら
で
三

七
件
、
全
体
の
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
強
を
占
め
て
い
る
。
全
国
に
点
在
す
る

歴
史
的
町
並
み
の
畢
観
的
特
徴
も
、
こ
う
し
た
傾
向
に
あ
る
と
の
推
測
が

で
き
よ
う
。
商
家
群
、
宿
場
に
つ
い
て
は
、
家
屋
の
保
存
が
比
較
的
良
好

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
町
並
み
保
存
が
は
か
ら
れ
て
い
る
が
、
武
家
屋
敷
群

に
つ
い
て
は
特
に
、
石
垣
、
生
垣
、
門
、
楚
割
、
屋
敷
二
等
に
よ
っ
て
、
町

並
み
の
景
観
を
保
っ
て
い
る
場
合
が
多
々
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
は
、

歴
史
的
町
並
み
保
存
に
あ
た
っ
て
も
、
十
分
考
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、

な
に
も
家
屋
の
保
存
の
み
に
頼
る
必
要
は
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
歴
史
的
町
並
み
の
保
存
に
お
い
て
は
、
家
屋
は
そ
の
一
構
成
要
素

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
の
理
解
が
で
き
る
。

　
歴
史
的
町
並
み
と
い
え
ど
も
、
現
に
住
民
が
生
活
し
て
い
る
場
で
あ

り
、
生
活
環
境
の
合
理
化
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
都
市
開
発
に
よ
っ
て
、

崩
壊
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
崩
壊
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
現
存
す
る
歴
史
的
町
並
み
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ

り
生
き
残
っ
て
き
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
第
一
は
、
歴
史
的
町
並
み
で

あ
る
こ
と
に
、
住
民
が
誇
り
を
持
ち
、
維
持
、
修
理
に
力
を
注
い
で
き
た

こ
と
に
よ
る
。
第
二
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
よ
り
急
速
に
、
全
国
各
地

に
拡
が
っ
た
開
発
の
影
響
を
う
け
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
第
三
は
開
発

の
影
響
を
う
け
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
過
疎
地
区
で
あ
っ
て
、
地
域

の
経
済
活
動
は
衰
微
し
て
い
て
、
改
造
、
改
築
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
よ
る
。
第
四
は
、
伝
統
産
業
が
地
域
の
主
要
な
産
業
と
し
て
継
続
し
て

い
る
た
め
に
、
町
並
み
が
保
存
さ
れ
て
き
た
場
合
で
あ
る
。
表
豆
は
、
こ

の
点
に
関
す
る
調
査
結
果
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
次
の

点
が
指
摘
で
き
る
。
回
答
欄
中
、
複
数
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

一
つ
だ
け
回
答
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
割
合
は
伝
建
群
市
町
村
で
、
九
件
、

七
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
の
他
の
市
町
村
で
、
三
一
件
、
約
七
四
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
る
。
回
答
内
容
は
、
双
方
同
じ
よ
う
な
傾
向
に
あ
る
。
単
数
回
答

を
基
礎
に
、
回
答
別
に
み
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
開
発

の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
、
と
の
理
由
が
一
番
多
く
二
四
件
、
六
〇
パ
ー

セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
つ
づ
い
て
、
過
疎
地
区
で
あ
り
、
改
造
、
改
築
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歴史的町並み保存の展開と課題（林・江頭）

歴史的
　　町並み

単数1単複

伝建群

単数1単複

12

Q8

@
8
　
3
4

3
1
9
　
6
　
1
2

り
0
　
　
ワ
σ
　
　
　
4
　
　
　
1
山
　
噌
⊥

噌
⊥
　
　
F
D
　
　
　
9
臼
　
　
　
∩
）
　
－
⊥

住民が誇りをもっている

開発影響をうけていない

過疎地区であり、改造、改築

　がほとんどなされていない

伝統産業が継承されている

そ　の　他

5531169計合

歴史的町並みののこってきた社会的要因表1

史
的
町
並
み
が
残
っ
て
き
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

並
み
保
存
を
指
向
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
の
経
済
活
動
と
の
関

連
を
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
観
点

か
ら
も
、
伝
統
産
業
の
継
続
に
よ
る
歴
史
的
町
並
み
の
存
続
が
、
も
っ
と

も
好
ま
し
い
形
態
と
い
え
る
。
地
域
の
経
済
的
活
動
が
、
町
並
み
を
保
存

が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ

な
か
っ
た
、
で
あ
り

八
件
、
二
〇
パ
：
セ

，
ン
ト
で
あ
っ
て
、
両

方
で
、
三
二
件
、
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
全
調
査
対

象
市
町
村
五
四
を
基

礎
に
し
て
も
、
約
六

〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な

る
。
つ
ま
り
、
開
発

の
影
響
を
受
け
な
か

っ
た
過
疎
地
区
で
あ

る
、
い
っ
て
み
れ
ば

地
域
の
経
済
活
動
が

低
調
で
あ
っ
た
た
め

に
、
・
ひ
に
く
に
も
歴

　
し
た
が
っ
て
、
町

し
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
調
査
結
果
は
ふ
単
数
回
答

中
、
わ
ず
か
一
件
で
あ
り
、
複
数
回
答
を
入
れ
て
も
四
件
を
数
え
る
に
す

ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
伝
統
産
業
が
継
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
と
も

い
え
る
が
、
仮
に
継
続
し
て
い
る
と
し
て
も
、
生
活
様
式
（
生
産
様
式
の

変
化
等
に
と
も
な
い
町
並
み
の
変
容
を
き
た
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
で
あ
る
。
住
民
の
保
存
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
の
回
答
は

四
件
、
　
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
複
数
回
答
を
入
れ
る
と
一
五
件

で
、
こ
れ
は
全
調
査
対
象
市
町
村
中
、
約
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
注

目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
以
上
の
四
つ
の
回
答
の
ほ
か
に
、
そ
の
他
と
の
理

由
を
あ
げ
て
い
る
の
が
五
件
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
高
級
住
宅
街
、
あ
る

い
は
洋
式
建
築
で
あ
る
た
め
に
自
然
に
、
風
致
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
る

た
め
に
、
保
存
さ
れ
て
き
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
　
歴
史
的
町
並
み
保
存
の
目
的

　
歴
史
的
町
並
み
は
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
都
市
開
発
、
生
活
様
式
の
変
化
に
と
も
な
う
生
活
環
境
の
改
変
、
あ

る
い
は
自
然
の
老
朽
化
に
よ
っ
て
、
次
第
に
消
失
す
る
。
そ
の
傾
向
が
全

国
各
地
に
、
大
規
模
、
か
つ
急
速
に
進
行
す
る
う
ち
に
、
新
し
く
創
造
さ

れ
た
も
の
の
価
値
が
問
わ
れ
、
数
量
化
で
き
な
い
も
の
の
価
値
が
見
直
さ

れ
て
く
る
。
そ
れ
で
も
、
町
並
み
保
存
は
時
代
逆
行
と
い
う
感
を
い
な
め

な
い
し
、
し
か
も
生
活
の
場
の
保
存
で
あ
る
た
め
に
、
所
有
者
の
経
済
的

負
担
を
強
い
か
ね
な
い
し
、
さ
ら
に
日
常
生
活
の
官
由
を
制
約
し
か
ね
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
保
的
町
並
み
の
保
存
に
あ
た
っ
て
は
、
一
つ
は
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料資

活
力
あ
る
町
づ
く
り
と
の
調
整
、
二
つ
は
経
済
的
負
担
の
解
消
、
三
つ
は
個

人
の
自
由
と
の
調
和
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
可
避
と
な
っ
て
く
る
。
以
上

の
問
題
点
を
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
、
歴
史
的
町
並
み
保
存
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
を
指
す
の
か
、
伝
建
群
の
選
定
、
町
並
み
保
存
は
ど
う
し
て
め

ざ
さ
れ
た
の
か
を
質
問
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
前
者
の
町
並
み
保
存
と
は

69

町並み保存の定義表1π

何
な
の
か
は
一
般
的
、

抽
象
的
に
回
答
し
て
も

ら
う
た
め
に
、
伝
建
群

以
外
の
町
並
み
の
み
に

つ
い
て
調
査
し
た
わ
け

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
集

計
し
た
も
の
が
表
皿
で

あ
る
。
伝
建
群
選
定
市

町
村
は
、
町
並
み
保
存

の
方
向
、
目
的
が
明
確

で
あ
る
た
め
に
、
こ
の

設
問
は
は
ず
し
た
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
伝

忠
心
以
外
の
歴
史
的
町

並
み
に
つ
い
て
も
、
当

該
地
域
の
状
況
を
念
頭

に
お
い
て
の
回
答
と
な

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ

と
は
推
測
さ
れ
る
。

　
回
答
欄
の
一
、
2
は
、
屋
敷
、
家
並
み
の
保
存
に
力
点
を
お
い
た
も
の

で
あ
る
。
2
に
い
た
っ
て
は
、
復
元
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
も
っ
と
も
文
化
財
保
存
的
な
手
法
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
3
は
雰

囲
気
の
保
存
で
あ
る
。
仮
り
に
、
新
し
い
建
造
物
が
加
わ
っ
て
も
、
歴
史

的
町
並
み
の
雰
囲
気
を
そ
こ
な
わ
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
許
容
さ
れ
る
と
理

解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
道
路
に
面
し
た
生
垣
、
石
垣
、

門
と
い
っ
た
も
の
に
重
点
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
回
答
欄
の
4
は
、

地
域
の
経
済
活
動
の
飛
躍
の
た
め
に
町
並
み
保
存
を
活
用
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
現
実
に
歴
史
似
的
町
並
み
の
保
存
を
は
か
っ
て
い
く
う
え

で
、
以
上
の
回
答
の
う
ち
一
つ
に
絞
る
こ
と
は
困
難
と
思
え
る
。
例
え

ば
、
屋
敷
、
家
並
み
の
復
元
に
よ
っ
て
、
町
並
み
の
雰
囲
気
は
よ
り
…
層

増
す
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
し
、
地
域
の
再
生
、
発
展
の
た
め

に
、
と
い
う
回
答
項
目
は
理
解
し
に
く
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
ア
ン
ケ
…
ト
に
対
す
る
回
答
も
複
数
を
あ
げ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

な
か
に
は
、
四
つ
と
も
回
答
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
三
つ
以
上
が

五
市
町
村
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
二
つ
回
答
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
一
三
市
町

村
で
あ
る
。
一
つ
回
答
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
二
四
市
町
村
で
、
全
体
の
約

五
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
、
雰
囲
気
の
保
存
と
す
る
理
解

は
一
一
件
、
約
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
全
体
で
は
約
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
地

域
の
発
展
の
た
め
に
活
用
す
る
と
す
る
の
は
七
件
、
約
二
九
パ
ー
セ
ン
ト

で
、
全
体
で
は
約
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
他
方
、
屋
敷
、
家
並
み
を

残
す
こ
と
二
件
、
修
理
、
整
備
、
復
元
す
る
こ
と
四
件
で
、
合
計
六
件
、
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二
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
全
体
で
は
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た

回
答
状
況
か
ら
、
歴
史
的
町
並
み
保
存
は
従
来
の
文
化
財
の
保
存
と
は
異

歴史的
　　町並み

単数i馨数套

16

Q0

@
8
　
4
5

12

P4

@
2
　
0
0

群
群

二
月
二

方
藤
．

7
8
　
n
∠
　
　
　
6
　
　
　
1
占
　
雪
⊥

5
　
　
i
⊥
　
　
　
4
　
　
　
0
　
　
0

町並み保存すること自体意義がある

特色ある都市計画、町づくりができる

観光地として売りだし、過疎対策として

有効である

地域の産業に活力を与えることができる

そ　　の　　他

5328「
1
7

10計合

表IV歴史的町並みの保存目的

な
っ
た
も
の
で
あ

る
、
と
認
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
単
数
回
答
に

複
数
回
答
を
加
え
て

み
る
と
、
屋
敷
、
家

並
み
を
残
す
、
復
元

す
る
の
合
計
で
二
三

件
、
雰
囲
気
保
存
は

二
七
件
、
地
域
発
展

の
た
め
に
活
用
す
る

が
一
九
件
と
な
っ
て

く
る
。

　
つ
づ
い
て
、
伝
建

群
の
選
定
を
め
ざ
さ

れ
た
目
的
、
歴
史
的

町
並
み
保
存
を
は
か

ろ
う
と
さ
れ
て
い
る

目
的
に
つ
い
て
で
あ

る
。
本
間
は
、
先
の

町
並
み
保
存
の
定
義

ど
密
接
に
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
当
該
地
域
の
方
向
性
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
伝
硬
膜
選
定
の
存
在
す
る
市
町
村
に
も
質

問
し
て
み
た
の
で
あ
り
、
表
W
は
そ
の
集
計
結
果
で
あ
る
。
回
答
欄
の
一

は
、
保
存
す
る
こ
と
自
体
意
義
が
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
経
済
活
動
と
の
関
連
を
切
断
し
た
見
方
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
2
は
全
国
的
に
画
一
的
な
都
市
が
で
き
あ
が
っ
て
き
て
、
そ
れ
に

対
す
る
批
判
的
手
法
と
し
て
歴
史
的
町
並
み
保
存
を
企
画
す
る
考
え
方
で

あ
る
。
回
答
欄
3
お
よ
び
4
は
、
地
域
の
経
済
活
動
を
維
持
、
促
進
す
る

た
め
に
、
町
並
み
保
存
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

3
は
、
町
並
み
を
観
光
地
の
目
玉
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
、
町
並
み
保

存
に
よ
っ
て
地
域
の
経
済
的
浮
揚
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
4

は
地
域
の
基
幹
産
業
に
活
力
を
与
え
よ
う
と
す
る
役
割
を
担
わ
せ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
本
設
問
に
つ
い
て
も
、
複
数
回
答
が
み
ら
れ
る
。
伝

建
群
選
定
市
町
村
と
そ
れ
以
外
の
市
町
村
と
を
比
較
し
つ
つ
、
そ
の
相
違

に
特
に
注
目
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
一
点
は
、
単
数
回
答
に
つ
い
て
の
比
較
で
あ
る
。
伝
建
群
に
つ
い
て

は
一
〇
件
、
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
伝
建
群
以

外
の
歴
史
的
町
並
み
で
は
二
八
件
、
六
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
し
て
い
る
。

伝
建
群
以
外
の
歴
史
的
町
並
み
の
存
す
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
保
存
の

目
的
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
単
数
回
答
が
少
な
い
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
二
点
は
、
伝
建
群
の
存
在
す
る
市
町
村
で
は
、
保
存
す

る
こ
と
自
体
意
義
が
あ
る
、
と
の
回
答
が
一
番
多
く
単
数
回
答
中
五
件
で

あ
り
、
全
体
の
四
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
て
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
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伝
建
群
以
外
の
市
町
村
で
も
一
二
件
、
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
し
て
い

る
。
第
三
点
は
、
特
色
あ
る
都
市
計
画
、
町
づ
く
り
に
利
用
で
き
る
と
す

る
回
答
は
、
伝
建
群
市
町
村
で
は
わ
ず
か
単
数
回
答
中
一
件
、
全
体
の
八

パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
伝
建
群
以
外
で
は
一
四
件
、
三
三

パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
と
い
う
対
照
を
な
し
て
い
る
。
復
数
回
答
を
入
れ

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
二
件
、
全
体
の
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
〇
件
、
四
七
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
第
四
点
は
、
歴
史
的
町
並
み
を
保
存
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
観
光
客
を
集
め
た
い
と
す
る
回
答
に
つ
い
て
で
あ
る
。
伝
半
群
の

方
は
単
数
回
答
中
四
件
、
全
体
の
三
三
パ
！
セ
ン
ト
に
の
ぼ
っ
て
い
る

が
、
他
方
伝
翌
翌
以
外
の
方
は
二
件
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
こ
れ
ま
た
対
照

的
で
あ
る
。
複
数
回
答
を
加
え
る
と
、
前
者
は
六
件
、
五
〇
パ
ー
セ
ン

ト
、
後
者
は
八
件
、
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
同
じ
よ
う
に
対
照
的
で
あ
る
。

第
五
点
は
、
地
域
の
産
業
に
活
力
を
与
え
る
、
と
の
単
数
回
答
は
双
方
な

く
、
複
数
回
答
は
一
件
、
四
件
と
な
っ
て
い
る
。
歴
史
的
町
並
み
が
の
こ

っ
て
き
た
理
由
と
し
て
、
前
項
で
伝
統
産
業
が
継
続
し
て
い
る
た
め
と
の

回
答
が
少
な
か
っ
た
こ
と
と
比
例
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
歴
史
的
町
並
み
の
保
存
目
的
に
関
し
て
は
、
伝
建
群
選
定
地
区
の
存
在

す
る
市
町
村
と
、
そ
れ
以
外
の
町
並
み
の
存
在
す
る
そ
れ
と
で
は
、
回
答

に
以
上
の
通
り
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
な

指
摘
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
保
存
す
る
こ
と
自
体
意
義
が
あ
る
、
と
す
る

回
答
は
、
各
々
全
体
の
四
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
わ

け
で
あ
る
が
、
単
数
回
答
を
基
礎
に
し
て
比
較
す
る
と
、
五
〇
パ
ー
セ
ン

ト
、
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
大
差
な
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
特
色
あ
る

都
市
づ
く
り
に
利
用
で
き
る
、
観
光
地
と
し
て
売
り
だ
す
と
の
回
答
は
、

伝
歌
謡
と
そ
れ
以
外
と
で
は
対
照
を
な
し
て
い
た
が
、
双
方
の
単
数
回
答

を
合
計
す
れ
ば
、
一
方
が
五
件
、
全
体
の
四
半
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
他

方
は
一
六
件
、
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
接
近
す
る
。
伝
馬
上
以
外
の
歴
史
的

町
並
み
の
市
町
村
は
、
2
の
回
答
に
積
極
的
で
3
に
消
極
的
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
指
摘
が
で
き
る
。
観
光
地
と
し
て

売
り
だ
す
と
い
う
表
現
は
、
文
化
財
の
保
存
と
い
う
側
面
と
あ
ま
り
に
も

不
調
和
な
感
じ
を
抱
か
せ
る
し
、
過
疎
対
策
と
い
う
点
も
加
わ
っ
て
い
る

た
め
に
、
過
疎
地
で
な
い
地
区
は
特
に
3
の
回
答
に
消
極
的
で
あ
っ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
町
並
み
保
存
が
特
色
あ
る
都
市
計
画
に
利
用

で
き
る
と
す
る
見
方
で
も
っ
て
、
同
時
に
観
光
と
い
う
側
面
に
結
び
つ
く

と
も
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
地
区
、
過
疎
地
で
な
い
地

区
で
は
、
2
に
回
答
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
歴
史
的

町
並
み
保
存
に
よ
っ
て
、
特
色
あ
る
都
市
計
画
、
町
づ
く
り
が
促
進
で
き

る
と
の
把
握
は
、
町
並
み
保
存
の
目
的
に
つ
い
て
の
理
解
と
し
て
、
近
年

定
着
し
て
き
て
い
る
と
い
え
る
し
、
そ
の
影
響
で
あ
る
と
も
う
け
と
ら
れ

る
。
一
九
七
四
年
に
発
足
し
た
「
全
国
町
並
み
保
存
連
盟
」
が
主
催
し
、

一
九
七
八
年
よ
り
開
催
さ
れ
て
い
る
「
全
国
町
並
み
ゼ
ミ
」
の
第
四
回
大

会
に
お
い
て
、
次
の
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
大
会
は
、
一
九
八
一
年

六
月
に
、
香
川
県
琴
平
町
で
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
琴
平

宣
言
の
な
か
に
、
「
歴
史
的
町
並
み
保
存
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な

く
、
地
域
に
活
力
と
う
る
お
い
を
も
た
ら
し
、
よ
り
よ
い
生
活
を
築
く
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
ね

づ
く
り
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
合
意
さ
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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O
O
　
　
2
　
　
ワ
臼
　
0

全体的に保存しようとする意識が強かった

保存しようと考える住民はむしろ少なかった

無関心な住民が多かった

そ　の　他

12計図

表V　伝建群選定の頃の住民意識

四

歴
史
的
町
並
み
保
存

　
　
　
　
と
住
民
意
識

る
。
そ
れ
で
は
、
伝
建
群
選
定
後
、

う
か
。
全
体
的
に
満
足
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
は
九
件
、

い
る
も
の
が
か
な
り
い
る
、
と
の
回
答
も
二
件
あ
る
。

定
に
と
も
な
っ
て
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
不
満
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
、
①
日
常
生
活
が
不
便
で
あ
る
、
②
私
権
が
制
約
さ
れ
る
、
③

観
光
公
害
を
う
け
る
、
④
精
神
的
に
束
縛
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る

　
歴
史
的
町
並
み
と
い
え
ど
も
、
住
民

生
活
が
現
に
生
き
つ
い
て
い
る
場
で
あ

る
ゆ
え
に
、
住
民
が
そ
れ
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
重
要
な
問

題
点
と
な
っ
て
く
る
。
伝
建
群
選
定
地

，
区
に
つ
い
て
、
選
定
を
あ
ざ
さ
れ
た
頃

の
住
民
意
識
の
状
況
を
示
し
た
も
の
が

表
V
で
あ
る
。
全
体
的
に
保
存
し
よ
う

と
す
る
意
識
が
強
か
っ
た
、
と
の
回
答

は
八
件
、
約
六
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ

て
い
る
。
他
方
、
保
存
し
よ
う
と
考
え

る
住
民
は
む
し
ろ
少
な
か
っ
た
、
あ
る

い
は
無
関
心
な
住
民
が
多
か
っ
た
、
と

の
回
答
を
各
々
二
件
つ
つ
を
数
え
て
い

　
住
民
の
反
応
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
満
を
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
伝
建
群
選

と
い
っ
た
不
満
で
あ
る
。
し
か
し
、
補
助
金
の
額
が
少
な
い
、
地
域
の
発

展
を
疎
外
し
て
い
る
、
．
と
い
っ
た
回
答
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。

　
伝
建
群
以
外
の
歴
史
的
町
並
み
で
の
住
民
意
識
に
つ
い
て
の
調
査
結
果

を
、
表
W
は
示
し
て
い
る
。
や
は
り
、
全
体
的
に
保
存
し
よ
う
と
す
る
意

20

X
6
7
42

全体的に保存しようとする意識が強いようである

保存しようと考える住民はむしろ少ないようである

無関心な住民が多いようである

そ　の他

合 計

伝建群以外の歴史的町並み保存の住民意識達

識
が
強
い
、
と
の
回
答
は
一
番
多
く
二
〇

件
、
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
保
存
に
消
極
的
で
あ
る
と
す

る
も
の
九
件
、
無
関
心
で
あ
る
と
す
る
回

答
六
件
、
計
一
五
件
、
三
六
パ
ー
セ
ン
ト

に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
の
他
、
と
の
回
答
は
七
件
あ

る
が
、
こ
れ
は
、
す
べ
て
住
民
意
識
に
つ

い
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
、
不
明
と
の
回

答
内
容
な
の
で
あ
る
。

　
歴
史
的
町
並
み
を
保
存
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
当
該
地
域
の
住
民
は
程
度

の
差
こ
そ
あ
れ
、
生
活
上
の
不
便
、
私
権

の
制
限
を
う
け
ざ
る
を
え
な
い
。
反
面
、

歴
史
的
町
並
み
保
存
の
た
め
に
必
要
な
改

修
、
改
築
等
の
た
め
の
費
用
は
、
補
助
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
し
、
住
民
の
負
担
は
、
経

済
的
に
す
べ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
は
な
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資料

い
。
し
た
が
っ
て
、
地
域
住
民
の
町
並
み
保
存
に
か
け
る
意
思
に
負
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

　
町
並
み
保
存
の
先
駆
的
地
位
に
あ
る
長
野
県
南
木
曽
町
鳶
籠
で
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
点
を
考
慮
し
、
「
魚
籠
宿
を
守
る
住
民
憲
章
」
を
採
択
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
以
下
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
第
一
に
、
「
売
ら
な
い
」
、
「
貸

さ
な
い
」
、
「
壊
さ
な
い
」
と
う
た
わ
れ
、
外
部
資
本
の
侵
入
を
警
戒
す
る

姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
所
有
権
の
自
由
を
制
限
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
二
に
、
み
や
げ
商
品
の
吟
味
、
民
宿

で
の
宿
泊
代
、
夕
食
内
容
の
統
一
、
風
紀
上
の
制
限
、
清
掃
作
業
の
義
務

づ
け
、
広
告
物
、
自
動
販
売
機
設
置
の
制
限
等
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
三

に
、
画
営
業
は
二
業
種
脚
ま
で
で
三
業
種
附
以
上
は
規
制
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
れ

は
、
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
所
有
権
の
自

由
、
職
業
選
択
の
自
由
の
制
限
も
、
住
民
の
総
意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
た
め
に
問
題
は
お
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
住
民
に
町
並
み

保
存
の
意
識
を
。
も
た
せ
る
た
め
に
、
そ
し
て
、
そ
の
高
揚
の
た
め
に
、

「
妻
籠
冬
季
大
学
し
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
妻
籠
の
歴
史
、

町
並
み
保
存
の
意
義
、
地
域
の
振
興
策
、
文
化
観
光
の
あ
り
方
な
ど
が
学

習
さ
れ
て
い
る
。

　
妻
籠
で
の
体
験
は
、
他
の
歴
史
的
町
並
み
の
保
存
に
と
っ
て
も
参
考
に

な
る
。
し
か
し
、
当
該
町
並
み
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
、
町
並
み
保
存
の

手
法
に
よ
っ
て
は
、
独
自
の
展
開
が
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

も
あ
れ
、
住
民
の
理
解
と
協
力
を
う
る
た
め
の
事
業
が
検
討
課
題
と
な
っ

て
く
る
。

五
　
歴
史
的
町
並
み
保
存
の
た
め
の
事
業

　
町
並
み
保
存
の
た
め
の
事
業
は
、
そ
の
性
格
に
応
じ
て
次
の
二
つ
に
区

分
で
き
る
。
一
つ
は
、
地
域
住
民
の
理
解
、
協
力
を
う
る
た
め
の
事
業
で

あ
り
、
二
つ
は
、
保
存
自
体
の
た
め
の
事
業
で
あ
る
。

　
住
民
の
理
解
を
う
る
た
め
の
事
業
と
し
て
は
、
懇
談
会
、
講
演
会
、
説

明
会
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
付
と
い
っ
た
啓
蒙
活
動
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
修
理
、
修
景
に
あ
た
っ
て
の
経
済
的
援
助
が
な
さ
れ
て
い
る
。
調

査
結
果
に
は
現
わ
れ
て
な
い
が
、
地
域
住
民
の
所
有
権
の
自
由
を
は
じ
あ

と
す
る
自
由
の
制
約
が
予
想
さ
れ
る
た
め
に
、
保
存
に
消
極
的
な
住
民
が

多
い
地
域
で
は
、
住
民
の
説
得
活
動
が
困
難
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
歴
史
的
町
並
み
保
存
が
間
接
的
で
あ
れ
地
域
の
経
済
活
動
と
結
び
つ

く
場
合
は
、
比
較
的
容
易
に
住
民
の
理
解
が
え
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
町
並
み
の
保
存
目
的
と
の
関
連
で
、
次
の
よ

う
な
指
摘
も
で
き
る
。
保
存
に
積
極
的
な
住
民
が
多
い
地
域
で
は
、
保
存

目
的
は
保
存
す
る
こ
と
自
体
意
義
が
あ
る
、
と
理
解
で
き
て
も
、
そ
う
で

な
い
地
域
で
は
、
観
光
地
と
し
て
売
り
だ
し
過
疎
対
策
と
し
て
有
効
で
あ

る
、
地
域
の
産
業
に
活
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
、
せ
め

て
特
色
あ
る
都
市
計
画
、
町
づ
く
り
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
限

り
、
住
民
の
理
解
は
え
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
保
存
自
体
の
た
め
の
事
業
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。
ま
ず
、
伝
帰
塁
選
定
以
外
の
歴
史
的
町
並
み
で
は
、
町
並
み

保
存
の
た
め
の
調
査
、
説
明
板
の
設
置
、
建
造
物
の
修
理
、
修
景
、
シ
ン

50　（2　●136）　274



歴史的町並み保存の展開と課題（林・江頭）

ボ
ル
的
な
建
造
物
の
買
上
げ
、
寄
贈
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
等
で
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
事
業
と
し
て
は
、
町
並
み
保
存
に
不
可
欠
な
建
造
物
を
有
形

文
化
財
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
条
例
の
制
定
な
い
し
そ
の
た
め
の
調
査
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
町
並
み
保
存
に
か
か
わ
る
条
例
を
現
に
制
定
し
て
い
る
地

域
は
表
皿
が
示
す
よ
う
に
、
調
査
対
象
落
丁
市
町
村
に
お
よ
び
、
制
定
の

1はい｝いいえ1壁悪い隠回答

条例制定の有無 ・131 6

伝建群墨髭の添書． 璽．．　6 ．10 10

麹腱以外の歴蜘町並穆条例制卸有無と
　　　伝建群選定の方向

た
め
の
準
備
、
検
討
を
具
体
的
に
お
こ
な

っ
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
地
域
が
四
市

町
村
あ
る
。
こ
の
四
市
町
村
は
、
す
べ
て

伝
建
群
の
選
定
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
地
域
以
外
で
｛
四
市
町
村
が

伝
半
群
選
定
の
方
向
に
あ
る
と
答
え
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
四
市
町
村
も

条
例
制
定
を
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
準

備
、
検
討
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と

　
　
（
6
）

が
で
き
る
。
条
例
制
定
市
町
村
の
伝
建
群

選
定
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
る
が
、
五
市

町
村
の
う
ち
、
二
市
町
村
は
選
定
の
方
に

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
三
市
町

村
は
、
選
定
の
方
向
を
否
定
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
検
討
に
値
す

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
文
化
財
保
護

法
に
し
ば
ら
れ
な
い
町
づ
く
り
を
し
た
い

た
め
、
あ
る
い
は
当
該
歴
史
的
町
並
み
は
文
化
財
保
護
法
上
の
伝
建
群
と

し
て
の
価
値
は
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
伝
建
群
選
定
市
町
村
の
事
業
と
し
て
は
、
町
並
み
保
存
の
た

め
の
調
査
活
動
、
そ
れ
に
も
と
つ
く
建
造
物
の
修
理
、
修
景
は
い
う
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
そ
の
他
に
、
シ
ン
ボ
ル
的
建
造
物
の
復
元
、
防
災

施
設
、
道
路
、
公
園
、
駐
車
場
、
観
光
利
便
施
設
、
地
域
住
民
の
た
め
の

都
市
施
設
、
看
板
、
電
柱
等
の
整
理
等
の
整
備
が
、
選
定
前
、
後
を
通
じ

て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
伝
建
群
選
定
に
あ
た
っ
て
の
事
業
費
用
の
総
額
と
そ
の
捻
出
方
法
に
つ

い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
回
答
を
よ
せ
た
と
こ
ろ
は
九
市
町
村
で

あ
る
が
、
回
答
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
費
用
総
額
で
一
番
多
い
の

は
、
八
億
四
千
七
百
万
円
で
あ
り
、
　
一
番
少
な
い
の
は
五
百
万
円
で
あ

る
。
町
並
み
保
存
の
着
手
段
階
で
、
町
並
み
の
状
態
に
相
違
が
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
し
、
選
定
を
う
け
る
ま
で
に
事
業
の
進
行
具
合
も
違
い
が
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
費
用
の
捻
出
方
法
は
、
国
庫
補
助
、
県
費
補
助
、

当
該
自
治
体
の
一
般
財
源
、
募
金
等
で
あ
り
、
通
常
こ
れ
ら
が
組
み
合
わ

さ
れ
て
い
る
。

　
伝
建
群
選
定
に
と
も
な
う
国
庫
、
県
費
よ
り
の
年
間
補
助
額
は
、
表
田

の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
伝
建
群
の
維
持
、
整
備
に
必
要
な
費
用
の

三
〇
な
い
し
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
の
回
答
が
多
数
を
占
め
て
い

る
。
歴
史
的
町
並
み
保
存
の
た
め
の
費
用
に
対
す
る
補
助
額
の
割
合
が
低

い
理
由
と
し
て
は
、
文
化
財
保
護
法
上
補
助
対
象
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た

め
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
法
八
三
条
の
六
は
、
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「
保
存
の
た
め
の

当
該
地
区
内
に
お

け
る
建
造
物
及
び

伝
統
的
建
造
物
群

と
一
体
を
な
す
環

境
を
保
存
す
る
た

め
特
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
物
件
の

管
理
、
修
理
、
修
景

又
は
復
旧
に
つ
い

て
市
町
村
が
行
う

措
置
に
つ
い
て
、

そ
の
経
費
の
一
部

を
補
助
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
、
と
規

定
す
る
。
歴
史
的

町
並
み
の
保
存
を

は
か
っ
て
い
く
に

あ
た
っ
て
は
、
景

観
の
保
存
、
道
路

の
整
備
、
住
民
生
活
の
た
め
の
施
設
等
総
合
的
な
事
業
が
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
現
行
法
で
は
不
充
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
同
法
に
対
す
る
問
題
と
し
て
は
、
建
築
基
準
法
、
税
制
と
の

か
か
わ
り
、
違
反
に
対
す
る
制
裁
処
置
、
総
合
的
な
町
づ
く
り
の
中
で
の

位
置
づ
け
の
欠
落
、
町
並
み
保
存
に
か
か
わ
る
人
件
費
の
補
助
の
な
い
こ

と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

六
　
む
す
び

　
歴
史
的
町
並
み
の
存
す
る
市
町
村
の
そ
の
保
存
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
の
結
果
を
、
検
討
、
分
析
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
以
下
の
結
論

と
問
題
点
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
第
一
点
は
、
調
査
対
象
中
、
商
家
群
が
一
番
多
く
武
家
屋
敷
群
、
．
宿
場

を
加
え
る
と
、
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
洋
式
建
築
群
は
、
実

際
上
少
な
い
と
の
推
測
が
で
き
る
が
、
農
山
村
の
た
た
ず
ま
い
を
残
し
て

い
る
地
区
は
全
国
に
多
く
点
在
し
て
い
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か

し
、
調
査
結
果
と
し
て
少
な
か
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
地
区

で
は
町
並
み
保
存
の
動
き
が
あ
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
町
並
み
保
存
を
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
囁
現
段
階
で
は
自
然
に
保

存
が
は
か
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
あ
る
い
は
当
該
地
区
に
お
い

て
は
町
並
み
保
存
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
効
果
が
期
待
で
き
な
い
、
と
の
理

由
に
よ
る
と
い
え
る
。

　
第
二
点
は
、
歴
史
的
町
並
み
が
残
っ
て
き
た
原
因
は
住
民
の
保
存
意
識

に
支
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
皮
肉
に
も
地
域
の
経

済
活
動
の
低
調
さ
に
よ
る
、
と
の
指
摘
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
歴
史

的
町
並
み
の
保
存
が
地
域
の
経
済
活
動
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
登
場
し

て
き
て
い
る
と
の
理
解
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
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第
三
点
は
、
第
二
点
と
関
連
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
歴
史
的
町
並
み
保

存
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
屋
敷
、
家

並
み
を
残
し
、
修
理
、
整
備
、
復
元
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
考
え
方
と
、
雰

囲
気
保
存
な
い
し
、
地
域
の
再
生
、
発
展
の
た
め
活
用
す
る
こ
と
で
あ
る

と
の
考
え
方
と
を
比
較
す
る
と
、
後
者
が
前
者
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
。
こ

の
結
果
は
、
歴
史
的
町
並
み
と
い
え
ど
も
住
民
の
生
活
の
場
で
あ
る
と
の

配
慮
と
、
そ
の
保
存
は
地
域
の
経
済
活
動
の
浮
揚
と
い
う
任
務
を
担
っ
て

登
場
し
て
き
て
い
る
と
い
う
ζ
と
と
密
接
な
関
連
に
あ
る
、
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
、
歴
史
的
町
並
み
も
生
活
の
場
で
あ
る
た
め
に
、
家
屋
の
外
観
、

門
、
垣
根
等
の
保
存
に
重
点
が
お
か
れ
、
こ
の
こ
と
は
雰
囲
気
の
保
存
と

い
う
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
町
並
み
保
存
を
地
域
の
再
生
、

発
展
の
た
め
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
域
の
経
済
活

動
の
好
転
を
期
待
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
四
点
は
、
【
町
並
み
保
存
の
目
的
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
保
存
す
る
こ

と
自
体
意
義
が
あ
る
と
の
回
答
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
ま
一
度
以
下
の

点
に
注
目
し
た
い
。
伝
建
群
選
定
町
並
み
と
、
そ
れ
以
外
の
歴
史
的
町
並

み
と
で
は
、
特
色
あ
る
都
市
づ
く
り
が
で
き
る
と
の
回
答
と
、
観
光
地
と

し
て
売
り
だ
し
過
疎
対
策
と
し
て
有
効
と
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
回
答

状
況
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
伝
羅
馬
選
定
以
外
の
歴
史
的
町
並
み
の
回
答

状
況
に
つ
い
て
は
、
先
に
検
討
し
た
わ
け
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
理
解

が
え
ら
れ
た
。
観
光
地
と
し
て
売
り
だ
す
と
い
う
表
現
の
し
か
た
、
過
疎

地
で
な
い
地
域
に
お
け
る
町
並
み
保
存
、
特
色
あ
る
町
づ
く
り
が
観
光
に

結
び
つ
く
と
も
考
ら
え
れ
る
こ
と
、
町
並
み
保
存
に
よ
っ
て
特
色
あ
る
町

づ
く
り
が
で
き
る
と
の
考
え
方
が
近
年
定
着
し
た
一
つ
の
理
解
で
あ
る
こ

と
、
こ
う
し
た
理
由
で
も
っ
て
、
特
色
あ
る
町
づ
く
り
が
で
き
る
と
す
る

回
答
が
多
数
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
理
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

伝
建
群
選
定
町
並
み
と
そ
れ
以
外
の
町
並
み
と
は
、
保
存
目
的
の
回
答
に

対
照
を
な
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
視
点
を
お
く
と
、
今
日
歴
史
的
町
並

み
の
保
存
は
二
つ
の
方
向
に
あ
る
と
の
把
握
も
で
き
て
く
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
一
つ
の
方
向
は
、
観
光
地
と
し
て
売
り
だ
し

過
疎
対
策
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
二
つ
の
方
向
は
特

色
あ
る
都
市
計
画
、
餌
づ
く
り
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
歴
史
的
町
並
み
は
、
当
該
地
域
の
経
済
活
動
の
低
調
さ
、
極
端
な
場
合

は
過
疎
地
で
あ
っ
た
た
あ
に
残
っ
て
き
た
と
の
指
摘
が
で
き
る
。
こ
う
し

た
地
域
で
の
町
並
み
保
存
は
、
観
光
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
き
、
こ
れ
に

よ
っ
て
地
域
の
経
済
的
復
興
を
企
画
す
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
過
疎
地
と

い
っ
た
特
殊
な
地
域
以
外
で
は
、
画
一
的
な
町
づ
く
り
が
な
さ
れ
、
そ
の

反
省
が
検
討
さ
れ
、
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
歴
史
的
町
並
み
を
保
存
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
特
色
あ
る
町
づ
く
り
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
方
向
は
、
歴
史
的
町
並
み
保
存
の
内
容
を
多
様
な
も
の
に

し
て
い
く
し
、
か
な
ら
ず
し
も
伝
下
々
選
定
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
く
る
。
現
に
、
歴
史
的
町
並
み
保
存
に
か
か
わ
る
条
例
を
制

定
し
て
い
な
が
ら
、
伝
建
群
選
定
の
方
向
を
否
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
の
は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
歴
史
的
町
並
み
保
存
は
、
そ
こ
で
生
活
す
る
住
民
の
理
解
、
協
力
を
不

可
欠
な
も
の
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
啓
蒙
活
動
等
が
な
さ
れ
な
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資’料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
　

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。
ま

た
、
住
民
の
経
済
的
負
担
の
解
消
が
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
、
建
造
物
の
管
理
、
修
理
、
修
景
、
復
旧
の
た
め
の
経
済
的
負
担
の

解
消
に
と
ど
ま
ら
ず
、
保
存
に
密
接
に
関
連
を
も
つ
事
業
、
保
存
が
は
か

ら
れ
た
た
め
に
生
じ
た
日
常
生
活
の
た
め
の
事
業
の
推
進
が
要
請
さ
れ
て

く
る
。
ま
た
、
固
定
資
産
税
、
相
続
税
と
い
っ
た
税
制
と
の
関
連
も
課
題

と
な
っ
て
く
る
。

　
歴
史
的
町
並
み
は
、
文
化
財
保
護
法
上
、
伝
建
群
と
し
て
保
護
し
て
い

く
途
を
開
い
て
い
る
。
文
化
財
保
護
法
が
、
個
々
の
建
造
物
や
史
跡
と
い

っ
た
「
点
」
の
保
護
か
ら
一
定
の
範
囲
を
も
っ
た
歴
史
的
環
境
、
い
わ
ゆ

る
「
面
」
の
保
護
を
は
か
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、

住
民
の
日
常
生
活
の
場
で
あ
る
と
い
う
他
の
文
化
財
に
は
み
ら
れ
な
い
特

質
も
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
反
映
と
し
て
、
文
化
財
保
護
法

は
、
選
定
に
あ
た
っ
て
市
町
村
に
主
体
性
を
も
た
せ
て
い
る
し
、
都
市
計

画
と
の
構
造
的
な
結
合
も
は
か
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
規
定
の
し
か
た

は
、
あ
ら
た
め
て
文
化
財
概
念
を
問
う
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い

し
、
あ
る
い
は
歴
史
的
環
境
の
保
護
は
文
化
財
保
護
法
制
か
ら
脱
却
し
て
、

例
え
ば
都
市
計
画
関
連
法
制
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
方
向
を
た
ど
る

と
も
予
想
さ
れ
る
。
先
に
み
た
歴
史
的
町
並
み
の
保
存
に
か
か
わ
る
条
例

を
制
定
し
て
お
り
な
が
ら
、
伝
建
群
選
定
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ

う
し
た
方
向
を
示
唆
す
る
も
の
と
の
把
握
も
で
き
る
。

（
1
）
伝
建
群
選
定
地
区
に
は
二
五
市
町
村
す
べ
て
に
お
．
願
い
し
た
が
、

　
　
＝
一
市
町
村
よ
り
回
答
を
い
た
だ
い
た
。
伝
建
群
以
外
の
歴
史
的
町

　
並
み
の
存
在
す
る
市
町
村
は
、
五
四
ケ
所
に
お
願
い
し
、
四
七
市
町

　
村
よ
り
回
答
を
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
、
三
市
町
村
は
、
す
べ
て
の

　
項
目
に
無
回
答
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
を
は
ず
し
四
二
市
町
村
の

　
回
答
を
分
析
の
対
象
と
し
た
。

（
2
）
上
野
邦
一
「
町
並
み
保
全
へ
の
接
近
と
町
並
み
の
類
型
」
西
山
夘
三

　
監
修
『
歴
史
的
町
並
み
事
典
』
五
二
頁
以
下
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
由
来
と

　
社
会
環
境
に
よ
る
類
型
、
事
例
が
以
下
の
よ
う
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

町の由来による類型

城
・
下
町

宿
場
町

寺
内

門
前
町

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　

　
　
一
弘
前
．
角
館
・
彦
根
・
萩
、
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
上
戸
沢
・
二
本
柳
・
大
内
・
本
海
野
・
奈
良

　
　
　
井
・
妻
籠
・
関
・
矢
掛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

町
　
…
今
井
・
富
田
林

　
　
　
成
田
・
坂
本
・
鳥
居
本
・
琴
平

il
隈i鉱港商ト　　し

1村i副町詳

川
越
・
有
松
・
高
山
∵
五
条
・
倉
敷

三
国
・
室
津
・
靱

　
漁
　
　
村

扉
ー
ー
1
1
｝
i
ー
ー
ー
E
ー
ー
↑
、
　
’

　
近
代
都
市

吹
屋
・
石
見
大
森

遠
野
・
白
川
・
脇
本
・
東
祖
谷

宿
根
木
・
伊
根
・
外
泊
・
牛
深

小
樽
・
大
阪
中
之
島
・
神
戸
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社会環境による類型

過
　
疎
　
地
　
型

都
市
内
残
留
型

大
内
・
妻
籠
・
白
川
・
五
箇
山
・
吹
屋
・

外
泊

東
京
（
下
谷
・
根
岸
）

道
）
大
阪
（
中
之
島
）

・
名
古
屋
（
四
間

都
市
近
郊
型
松
代
肴
松
・
鳥
居
本
・
驚
・
仏
缶

都
市
通
勤
圏
翌
讐
・
今
井
・
池
甲
二
半

旧
忠
地
区
塁
引
鰭
近
江
八
幡
．
倉
敷
．
伊
勢
．
八
木

地
域
中
心
町
里
謡
・
高
山
・
足
孕
関
・
田
原
木
・
篠
山

倒
統
地
場
産
業
聖
奈
良
井
●
有
松
9
劇

計
画
決
定
先
行
型
｝
小
樽
・
伊
勢
河
崎
・
大
阪
中
之
島

　
　
　
　
　
　
　
一

（
3
）
上
野
前
掲
論
文
で
は
、
町
並
み
景
観
に
よ
る
類
型
と
そ
の
事
例
も

　
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

町並み景観による類型

道
路
莚
豊

事

例

　
　
「
連
続

一
筋
一

巡
筋

一
三
連
続

連
　
続

有
松
・
本
海
野
・
奈
良
井
・
妻
籠
・
美
濃
太

田
・
関
・
矢
掛

上
戸
沢
・
二
本
柳
・
大
内
・
羽
黒
山
宿
坊
・

英
彦
山
宿
坊

金
沢
東
の
曇
る
高
山
上
三
之
町
・
竹
原
・
今

井
・
富
田
林

複
堕
非
連
董
弘
前
．
角
館
．
坂
蛮
坊
．
上
賀
茂
．
神
戸

網
三

連
柴
宿
根
木
・
牛
深

非
連
続
　
家
城
・
脇
本
・
美
山
・
竹
富

．
主
屋
分
散
型
一
遠
野
白
川

町
並
分
散
型
一
高
山
・
奈
良
・
大
和
郡
山

（
4
）
琴
平
宣
言
は
、
環
境
文
化
五
三
号
九
二
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
全
国
町
並
み
保
存
連
盟
の
町
並
み
保
存
の
理
念
が

　
明
確
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
）
妻
籠
の
事
例
を
扱
っ
た
論
文
は
多
数
あ
る
が
、
例
え
ば
、
小
林
俊

　
彦
「
妻
籠
宿
の
保
存
と
開
発
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
総
合
特
集
『
開
発

　
と
保
全
』
三
二
五
頁
以
下
、
木
原
啓
吉
「
歴
史
的
町
並
み
保
存
と
地

　
域
の
再
生
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
総
合
特
集
『
全
国
ま
ち
づ
く
り
集

　
覧
』
一
六
三
頁
以
下
が
あ
る
。

（
6
）
文
化
財
保
護
法
八
三
条
の
三
第
一
．
項
、
二
項
に
、
「
市
町
村
は
、

　
条
例
で
、
当
該
地
区
の
保
存
の
た
め
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い

　
必
要
な
現
状
変
更
に
つ
い
て
定
あ
る
ほ
か
、
そ
の
保
存
の
た
め
必
要

　
な
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
」
、
と
規
定
し
て
い
る
。

（
7
）
こ
の
点
に
関
し
、
市
町
村
が
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
制
度
を
採
用

　
す
る
際
の
基
準
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
「
○
○
市
（
町
村
）
伝
統
的

　
建
造
物
群
保
存
条
例
」
の
三
条
三
項
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
「
保
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料資

存
地
区
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
住
民
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
公
聴
会
の
開
催
等
の
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
。

50　（2　。142）　280



歴史的町並み保存の展開と課題（林・江頭）

（問5）　「伝建群」の選定をめざされた頃の住民意識について。

囚　1．　全体的に保存しようとする意識が強かった

　　2．保存しようと考える住民はむしろ少なかった

　　3．　無関心な住民が多かった

　　4．　その他（　　　　　　　）

（問6）　選定前の事業について。

（A）どのような事業をなされましたか

（B）そのうちで直接住民を対象とする事業としては、どのようなものをなされま

　したか

◎　事業に要した費用の総額と捻出方法について

（問7）「伝歯群」としての選定をうけた後の住民の反応について。

囚　1．全体的に満足しているようである

　　2．不満をもっているものが、かなりいるようである

　　3．．わからない

（B）不満をもっている住民は、どのような理由によるものでしょうか

　　・1．　日常生活が不便である

　　2．補助金の額が少ない

　　3．地域の発展を疎外している

　　4．　その他（　　　　　　　）

（問8）　「伝建群」選定に伴う国・県よりの年間補助金について。

（A）国より　　　　　　　県より　　　　　　　その他

（B）補助金の合計は、「伝建群」6維持、整備に必要な費用のどの程度になりま

　すか

◎　今後補助金の額はどのくらいを希望されますか

（問9）　今後どのような事業を計画、検討されていますか。

（問10）　文化財保護法上の「伝建群」制度の問題点をお書き下さい。

（問1D　そ⑱準準意見がありましたら、お書き願います。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資　料

　（お願い）以下の設問の各項について、それぞれ項目の記号（1、2、3、など）

を○でかこんだり、　（　）内に適宜記入しだりしてお答えください。

（問1）　貴地区の「伝建群」ついて。

lA）選定されている「伝建群」の正式名称

（B）選定年月日

（cl　「伝建群」保存のための条例の制定年月口

（D）選定されている区：域の面積

（問2）　「伝建群」の特徴について。

（A｝1．武家屋敷群である　　　　　　　　2．商家が建並んでいる

　　3．宿場としての面影を残している

　　4．農村、山村としての雰囲気をとどめている

　　5．洋式建築群である　　　　　6．倉庫・蔵などの屋並がととのっている

　　7．　その他（　　　　　　　），

（B）その他の特徴（例えば、家屋の保存状態がきわめて良好であった。生垣が整

　然としている。石碑、石仏などが多数みられる。）

（問5）

　　1．

　　2．

　　3，

　　4．

　　5．

（問4）

　　i。

　　2．

　　3．

　　4．

　　5．

「伝建群」が残ってきた社会的要因について。

住民の「伝建群」を残そうとする意識が強かった

開発の影響をうけなかった

過疎地区であり、改造、改築がほとんどなされなかった

伝統産業が継承されている

その他（　　　　　　　）

「伝建群」の選定をめざされた目的について。

　「伝建群」を保存すること自体意義がある

特色ある都市計画、町づくりができる

観光地として売りだし、過疎対策として有効

地域の産業に活力を与えることができる

その他（　　　　　　　）
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（問5）　町並み保存の目的について。

　　1．町並みを保存すること自体意義がある

　　2．特色ある都市計画、町づくりができる

　　3．観光地として売りだし、過疎対策として有効である・

　　4．地域の産業に活力を与えることができる

　　5．その他（　　　　　　　）

（問6）

　　1．

　　2．

　　3．

　　4．

町並み保存に対する住民意識について。

全体的に保存しようとする意識が強いようである

保存しよう、と考える住民はむしろ少ないようである

無関心な住民が多いようである

その他（　　　　　　　）

（問7）　町並み保存にかかわる事業について。

㈹　保存のための条例を制定されていますか　　　　1．　はい

（B）保存のためにどのような事業をなさっていますか

2r　いいえ．

（問8）　町並み保存の方向について。

（A｝　「伝建群」の選定をめざされていますか

　　　　　　　　　　　　　　1．　はい　　　2．　いいえ

（B）　「いいえ」と解答された方、その理由をお書き下きい

3．明確でない

◎　今後どのような事業計画が検討されていますか

（問9）　その闘志意見がありましたらお書き下さい。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料

　（お願い）以下の設問の各項について、それぞれの項目の記号（1、2、3、な

ど）を○でかこんだり、　（　）内に適宜記入したりしてお答えください。

（問1）　貴地区の歴史的町並みについて。

（A）歴史的町並みの所在地

（B）町並みの区域の面積

（問2）　町並みの特徴について。

（A）ユ．武家屋敷群である　　　　　　　　　　　2．商家が建並んでいる

　　3．宿場としての面影を残している

　　4．農村、山村としての雰囲気をとどめている

　　5．洋式建築群である　　　　　6．倉庫、蔵などの屋並がととのっている

　　7．　その他（　　　　　　　）

（B）その他の特徴（例えば、家屋の保存の状態が良好である、生垣が整然として

　いる。石碑、石仏などが多数みられる。）

（問5）

　　1．

　　2．

　　3．

　　4．

　　5．

町並みが残ってきた社会的要因について。

住民が誇りをもっている

開発の影響をうけていない

過疎地区であウ、改造、改築がほとんどなされていない

伝統産業が継承されている

その他（　　　　　　　）

（間4）　町並み保存とはどのようなものだと思われますか。

　　1．古い屋敷、家並みをできるだけ残すことである

　　2．　古い屋敷、家並みを修理、整備するとともに、なぐなったものをできる

　　　だけ復元することである

　　3。歴史的な町並みの雰囲気を保存することである

　　4．地域の再生、発展のために、古い家並みを活用することである

　　5．その他（　　　　　　　）
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