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重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

建
の
よ
う
に
整
備
し
、
観
光
資
源
と
し
て
充
実
さ
せ
て
ゆ
く

の
だ
ろ
う
か
。
私
の
意
見
を
い
え
ば
、
あ
ま
り
い
じ
っ
て
ほ

し
く
な
い
。
重
伝
建
に
選
定
さ
れ
た
町
並
み
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
へ
た
に
観
光
地
化
し
て
お
ら
ず
、
地
域
の
人
が
普
通
の

暮
ら
し
を
営
む
雰
囲
気
が
素
晴
ら
し
い
。
こ
の
ま
ま
だ
と
集

客
力
は
弱
い
だ
ろ
う
が
、
私
の
よ
う
な
人
間
に
は
そ
れ
も
好

都
合
と
な
る
。
ど
う
か
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ぬ
姿
で
、
ま
た

私
を
迎
え
て
欲
し
い
。

て
「
天
正
十
九
（
一
五
九
一
）
年
」
と
し
て
い
る
。
北
端
の

桐
生
天
満
宮
を
起
点
に
、
約
一
〇
㍍
幅
の
メ
イ
ン
通
り
を
南

へ
向
か
っ
て
通
し
、
そ
の
両
脇
に
間
口
約
一
三
㍍
、
奥
行
き

約
七
〇
㍍
と
い
う
短
冊
状
の
敷
地
割
り
が
な
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
も
う
重
伝
建
に
入
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
メ
イ

ン
通
り
の
左
右
に
は
木
造
の
建
物
、
赤
レ
ン
ガ
の
建
物
、
蔵
、

ど
う
み
て
も
普
通
の
店
舗
な
ど
が
立
ち
並
び
、
町
並
み
と
し

て
の
ま
と
ま
り
が
な
い
。

　

メ
イ
ン
通
り
は
片
側
一
車
線
の
車
道
が
多
く
を
占
め
、
歩

道
は
せ
ま
く
、
一
般
道
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
さ
ら
に

は
電
柱
も
建
ち
並
ん
で
、
空
に
は
電
線
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て

い
る
。
い
っ
た
い
ど
の
あ
た
り
が
評
価
さ
れ
て
の
重
伝
建
な

の
だ
ろ
う
か
。

　

い
く
つ
か
資
料
を
見
る
と
、
こ
の
地
区
は
明
治
か
ら
昭
和

初
期
の
「
様
々
な
建
物
が
建
ち
並
び
町
並
み
を
形
成
し
て
い

る
」
と
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
と
お
り
で
一
貫
性
が
な
い
。

　

ま
た
草
創
期
の
町
割
り
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
貴
重
ら
し
い
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
、
建
物
が
み
な
メ

イ
ン
通
り
に
対
し
て
斜
に
か
ま
え
て
い
る
の
も
特
徴
だ
と
い

う
。
正
直
、
こ
れ
に
は
ま
っ
た
く
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。

　

重
伝
建
の
北
端
に
あ
る
桐
生
天
満
宮
に
た
ど
り
つ
く
と
説

明
板
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
選
定
年
月
は
平
成
二
十 

四
年
七
月
な
の
で
、
ま
だ
日
が
浅
い
。
こ
れ
か
ら
他
の
重
伝

え
、
ノ
コ
ギ
リ
屋
根
の
工
場
群
で
も
有
名
だ
。
ノ
コ
ギ
リ
屋

根
は
効
率
よ
く
採
光
す
る
た
め
の
工
夫
で
、
日
本
で
は
明
治

に
な
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
三
角
屋
根
が
ノ
コ
ギ
リ
の
歯
の
よ

う
に
連
続
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
短
辺
が
採
光
用
の
窓
と
な
っ
て

お
り
、
主
に
北
向
き
に
造
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
南

向
き
だ
と
光
量
が
安
定
し
な
い
か
ら
だ
そ
う
で
、
そ
の
あ
た

り
に
注
目
し
て
み
よ
う
と
思
い
な
が
ら
、
駅
で
も
ら
っ
た
観

光
パ
ン
フ
を
見
る
と
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

（
以
下
、重
伝
建
）
の
説
明
が
大
き
く
載
っ
て
い
た
。
駅
か
ら

さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
本
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
の
全
域
と

桐
生
天
満
宮
境
内
ま
で
が
重
伝
建
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。

　

持
参
し
た
地
図
に
、
そ
ん
な
記
載
は
ま
っ
た
く
な
い
。
観

光
パ
ン
フ
に
選
定
年
月
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
つ
い
最
近

の
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
し
離
れ
た
富
岡
製
糸
場
の
世

界
遺
産
登
録
ほ
ど
、
重
伝
建
の
選
定
は
話
題
性
が
な
い
せ
い

か
、
観
光
客
の
姿
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
通
行
人
も
ほ

と
ん
ど
い
な
い
。
ゆ
っ
く
り
町
歩
き
を
堪
能
で
き
そ
う
だ
。

　

桐
生
の
重
伝
建
は
、
か
つ
て
桐
生
新
町
と
い
う
町
名
だ
っ

た
こ
と
か
ら
、「
桐
生
新
町
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
」
と
い
う
。
町
の
起
こ
り
の
年
代
は
、
三
つ
の
説
が
あ
っ

て
甲
乙
つ
け
が
た
い
ら
し
く
、
大
抵
は
真
ん
中
の
年
を
と
っ

定さ
だ

駅
か
ら
再
び
Ｊ
Ｒ
両り

ょ
う

毛も
う

線
に
の
り
、
一
〇
分
ほ
ど

揺
ら
れ
る
と
桐き

り
ゅ
う生
に
つ
く
。
絹
織
物
の
町
と
し
て
栄

国く

に

［交通］ JR両毛線 桐生駅から徒歩約20分

重伝建の町並み


