
町
並
み
は
、
そ
の
地
方
の
風
土

や
歴
史
、
産
業
に
よ
っ
て
形
作
ら

れ
た
個
性
的
な
も
の
で
す
。
か
つ

て
は
全
国
各
地
に
商
家
町
や
宿
場

町
、
門
前
町
、
武
家
町
、
港
町
な

ど
の
多
彩
な
町
並
み
が
形
成
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

伝
統
的
な
町
並
み
は
、長
い
年
月

を
か
け
て
造
り
あ
げ
ら
れ
、受
け
継

が
れ
た
も
の
で
し
た
が
、生
活
の
近

代
化
と
と
も
に
少
し
ず
つ
変
化
し
、

特
に
高
度
経
済
成
長
以
降
、日
本
中

の
町
並
み
が
個
性
を
失
い
画
一
化

さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
で
、
今
日
で
も
な

お
、
伝
統
的
な
町
並
み
を
維
持
継

承
し
、
独
特
の
存
在
感
を
も
っ
て

広
く
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
町
が

あ
り
ま
す
。

重
厚
な
蔵
造
り
の
町
屋
が
並
ぶ

川
越
（
埼
玉
県
）、
中
山
道
の
宿
場

町
と
し
て
有
名
な
妻
籠
、
京
都
東

山
の
門
前
町
で
あ
る
産
寧
坂
（
京

都
府
）、
下
田
の
姉
妹
都
市
で
武
家

屋
敷
が
残
る
萩
（
山
口
県
）
な
ど
、

名
を
聞
い
た
だ
け
で
情
景
が
思
い

浮
か
ぶ
町
ば
か
り
で
す
。

伝
統
的
な
建
物
で
生
活
す
る
こ

と
や
、
先
人
よ
り
受
け
継
い
だ
環

境
を
守
り
続
け
る
こ
と
は
容
易
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
の
町

で
は
住
民
と
行
政
が
一
体
と
な
り
、

伝
統
的
な
町
並
み
が
高
い
文
化
的

価
値
を
持
つ
こ
と
を
認
識
し
、
文

化
財
保
護
法
の
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
制
度
を
用
い
て
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

そ
の
価
値
は
つ
く
り
物
で
は
な

く
、
本
物
で
あ
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
が
観
光
客
の
眼
に
も
魅
力

的
に
映
り
、
多
く
の
人
で
賑
わ
う

理
由
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

伝
統
的
な
町
並
み
（
伝
統
的
建

造
物
群
）
を
文
化
財
と
し
て
保
護

保
存
す
る
目
的
で
つ
く
ら
れ
た
制

度
で
、
昭
和

年
の
文
化
財
保
護

５０

法
改
正
に
よ
っ
て
発
足
し
ま
し
た
。

こ
の
制
度
の
特
徴
は
、
住
民
が

生
活
し
な
が
ら
文
化
財
と
し
て
の

町
並
み
を
保
存
す
る
と
い
う
点
に

あ
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
町
並
み
調

査
を
実
施
し
、
文
化
財
と
し
て
の

価
値
を
把
握
し
ま
す
。

続
い
て
保
存
条
例
を
定
め
、
規

制
や
許
可
基
準
な
ど
保
存
に
必
要

な
措
置
を
決
め
、
保
存
審
議
会
で

地
区
の
範
囲
等
を
検
討
し
ま
す
。

そ
し
て
、
住
民
の
方
々
の
同
意
を

得
た
上
で
都
市
計
画
法
に
基
づ
き

地
区
の
決
定
を
行
い
、
伝
建
地
区

と
な
り
ま
す
。

問合せ先 生涯学習課 緯姥５０５５

シ
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建
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存
と
再
生

広報しもだ ２０１３.７月号 －６－

全
国
各
地
の
魅
力
的
な
町
並
み

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
制
度

伝統的建造物群保存対策調査

平滑川沿い（ペリーロード）の今と昔

川越（埼玉県川越市）

そ
の
後
、
国
の
選
定
を
受
け
重

要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

（
重
伝
建
）
と
な
れ
ば
、
地
区
内
の

傷
み
が
進
ん
だ
伝
統
的
建
造
物
の

修
理
や
修
景
事
業
、
防
災
事
業
を

国
の
経
費
補
助
を
得
て
実
施
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

伝
建
地
区
で
は
、
修
理
や
修
景

事
業
を
積
み
重
ね
て
伝
統
的
な
町

並
み
が
保
存
さ
れ
、
や
が
て
再
生

さ
れ
て
い
き
ま
す
。

下
田
市
の
中
心
市
街
地
に
あ
た

る
旧
下
田
町
域
は
、
な
ま
こ
壁
の

町
屋
が
並
ぶ
港
町
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
戦
後
の
観
光
地

化
や
現
代
的
な
住
宅
の
増
加
、
地

震
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
か
つ
て

の
情
緒
あ
る
港
町
の
雰
囲
気
は
薄

れ
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で
す
。

し
か
し
、
今
日
で
も
な
ま
こ
壁

や
伊
豆
石
が
用
い
ら
れ
た
商
家
や

民
家
、
蔵
を
町
中
で
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

特
に
須
崎
町
の
一
部
や
ペ
リ
ー

ロ
ー
ド
周
辺
に
は
、
幕
末
・
明
治

か
ら
昭
和
初
期
に
建
て
ら
れ
た
伝

統
的
な
建
築
物
が
残
り
、
往
時
の

雰
囲
気
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

市
教
育
委
員
会
は
、
こ
の
町
並

み
を
文
化
財
と
し
て
保
護
保
存
す

る
可
能
性
を
考
え
、
そ
の
基
礎
と

な
る
町
並
み
調
査
を
平
成

・
２３

２４

年
度
の
二
か
年
に
わ
た
っ
て
実
施

し
ま
し
た
。

調
査
は
、
町
の
成
り
立
ち
や
歴

史
の
変
遷
、
建
築
物
の
特
徴
を
探

り
、
下
田
の
町
並
み
が
他
所
と
違

う
点
や
、
何
が
大
切
で
守
っ
て
い

く
べ
き
財
産
な
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
目
的
で
行
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
建
築
史
や
歴
史
を

メ
イ
ン
と
し
な
が
ら
も
、
自
然
環

境
や
民
俗
、
石
材
（
伊
豆
石
）
な

ど
様
々
な
分
野
の
専
門
家
の
協
力

を
得
て
総
合
的
な
学
術
調
査
と
し

て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
約
２
年
間
の
調
査
期

間
を
経
て
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
多
く
の
事
柄
が
判
明
し
ま

し
た
。
例
え
ば
、
現
在
の
町
並
み

に
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
港
町
と

し
て
の
伝
統
が
随
所
に
見
ら
れ
る

こ
と
や
、
家
屋
の
特
徴
も
下
田
の

風
土
を
反
映
し
た
構
造
で
あ
る
こ

と
、
碁
盤
の
目
状
の
街
路
が
実
は

江
戸
時
代
前
期
に
形
成
さ
れ
、
現

在
で
も
良
好
に
残
っ
て
い
る
こ
と

等
々
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り

を
考
え
る
上
で
貴
重
な
成
果
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
後
、
調
査
成
果
の
詳
細
を
お

知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

－７－ 広報しもだ ２０１３.７月号

修理（伝統的建造物を本来の姿に復原）

修景（現代の建物の外観を歴史的景観に調和するよう改造）

産寧坂（京都府京都市）

妻籠（長野県木曽郡） 堀内（山口県萩市）

（香取市佐原）

旧
下
田
町
の
町
並
み
調
査

調

査

の

内

容

と

成

果

今日の平滑川沿い
旧下田町の風情を伝える地区として市民、観光客に親しまれています。

戦前の平滑川沿い
港町下田の歓楽街として多くの人で賑わいました。

～日本各地の重要伝統的建造物群保存地区～ ～町並み保存の方法～
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