
特
集
・
横
浜
の
文
化
と
行
政
⑥

伝
統
文
化
の
保
存
と
再
生

横
浜
の
「
伝
統
文
化
」
は
、
わ
が
国
全
体
の
歴
史
的
伝
統
の
な
か
で
み
れ
ば

歴
史
的
価
値
の
乏
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の

横
浜
に
住
む
市
民
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
か
け
が
え
の
な
い
歴
史
的
遺
産
で
あ
る
。

急
激
な
郡
市
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
い
く
横
浜
の
伝
統
文
化
に
は

意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
面
も
多
い
。
そ
の
現
状
は
ど
う
か
。

文
化
財
の
保
存
と
活
用

　
　
う
ち
に
も
文
化
財
が

　
あ
る
日
、
Ａ
さ
ん
か
ら
「
私
は
旧
家
で
古
い

家
に
住
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
へ
き
て
新
築
し
よ

う
と
思
う
の
で
、
今
の
家
を
そ
っ
く
り
文
化
財

と
し
て
市
に
寄
附
す
る
か
ら
引
取
っ
て
く
れ
。

つ
い
で
に
土
蔵
に
も
古
道
具
申
書
類
が
い
っ
ぱ

い
は
い
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
い
ら

な
い
か
」
と
区
を
通
じ
て
連
絡
し
て
き
た
。

　
さ
て
、
こ
れ
が
保
存
と
な
る
と
、
ど
う
か
？

文
化
財
と
し
て
の
価
値
、
移
転
、
移
築
、
保
管

場
所
、
必
要
経
費
な
ど
、
そ
う
簡
単
に
解
決
の

教
育
委
員
会
文
化
財
課
主
査
　
岡
野
正
文

見
通
し
は
立
て
ら
れ
な
い
。

　
Ｂ
氏
は
「
古
戸
棚
を
整
理
し
た
ら
巻
物
が
出

て
き
た
、
う
ち
で
は
い
ら
な
い
け
ど
文
化
財
だ

か
ら
寄
贈
す
る
」
と
い
っ
て
、
巻
物
二
点
を
持

っ
て
き
た
。
巻
物
を
開
い
て
み
た
ら
「
○
○
の

お
守
り
」
と
「
高
僧
△
△
の
尊
影
」
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
某
住
職
の
ロ
か
ら
こ
の
〝
お
守
り

〟
は
感
心
し
な
い
、
む
し
ろ
忌
わ
し
い
も
の
で

あ
ろ
う
と
聞
い
た
。
こ
れ
は
信
仰
上
の
問
題
と

解
釈
し
て
い
ず
れ
も
一
応
当
課
に
保
管
し
て
あ

る
。

　
ま
た
昨
年
某
新
聞
に
「
和
算
算
額
」
の
記
事

文
化
財
の
保
存
と
活
用
―
岡
野
正
文

民
俗
と
民
俗
文
化
財
―
中
村
亮
雄

郷
土
史
研
究
―
太
田
倹
二
郎

瀬
谷
区
の
歴
史
を
知
る
会
の
活
動
―
小
林
忠
秋

地
場
産
業
―
渋
谷
晴
彦
―
赤
堀
郁
彦

が
載
っ
て
い
た
。
そ
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
算
額

と
は
昔
、
関
孝
和
が
開
い
た
和
算
に
つ
い
て
門

弟
達
が
地
方
に
帰
っ
て
か
ら
、
あ
る
問
題
を
設

問
し
、
こ
れ
の
解
が
で
き
た
と
き
神
仏
に
感
謝

し
併
せ
て
自
己
の
Ｐ
Ｒ
の
た
め
近
く
の
神
社
仏

閣
に
そ
の
算
式
を
書
い
た
額
を
奉
納
し
た
も
の

で
、
当
時
の
和
算
史
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
資

料
で
あ
り
、
岩
手
県
下
に
八
四
枚
あ
る
と
報
道

し
て
い
た
。

　
横
浜
市
内
で
は
関
孝
和
と
の
関
係
は
別
と
し

て
私
は
緑
区
荏
田
町
に
あ
る
真
福
寺
（
国
指
定

重
文
の
木
造
釈
迦
如
来
立
像
あ
り
）
で
数
点
拝

見
し
た
の
で
そ
の
写
真
を
載
せ
て
お
い
た
。

み
は
な
い
か
、
仏
像
・
絵
画
を
見
た
い
、
等
の

電
話
照
会
を
よ
く
受
け
て
い
る
。

　
本
市
で
は
昨
年
度
か
ら
市
全
域
に
亘
っ
て
、

現
在
ど
こ
に
、
ど
ん
な
有
形
、
無
形
、
民
俗
文

化
財
が
、
ど
の
ぐ
ら
い
あ
る
か
、
と
い
う
総
合

的
な
文
化
財
調
査
を
体
系
的
に
進
め
て
い
る
。

調
査
記
録
は
こ
れ
を
台
帳
化
し
て
将
来
活
用
の

有
力
な
資
料
と
す
る
予
定
で
あ
る
。

今までの調査実績

(昭51.12現在)

　
文
化
財
は
直
接
経
済
生
活
面
で
関
係
が
薄
い

だ
け
に
容
易
に
滅
失
さ
れ
や
す
い
の
で
、
堀
り

出
し
て
ま
で
も
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に

最
近
、
古
文
書
を
勉
強
し
た
い
、
古
い
町
並
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廃
棄
さ
れ
や
す
い
個
人
所
有
の
古
文
書
か
ら
そ

の
解
読
に
よ
っ
て
当
時
の
新
事
実
を
裏
付
け
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
ど
ん
な
文
書
で
あ
っ

て
も
大
切
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
古
文
書
の
う
ち
総
務
局
で
は
行
政
文
書
を
対

象
と
し
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
す
で
に
約
二

五
、
〇
〇
〇
点
の
調
査
を
終
了
し
、
将
来
こ
れ

等
の
資
料
を
保
存
利
用
す
る
た
め
の
施
設
を
検

討
さ
れ
て
い
る
。

　
　
文
化
財
と
骨
董
の
ち
が
い

　
広
辞
苑
で
文
化
財
に
関
連
す
る
言
葉
を
引
い

て
み
た
ら

○
文
化
財
　
文
化
財
価
値
を
有
す
る
も
の

　
　
文
化
活
動
の
客
観
的
所
産
と
し
て
の
諸
事

　
　
象
又
は
諸
事
物

○
文
化
遺
産
　
将
来
の
文
化
的
発
展
の
た
め
継

　
　
承
さ
れ
る
べ
き
過
去
の
文
化

○
骨
董
　
種
々
雑
多
な
古
道
具

　
　
稀
少
価
値
或
い
は
美
術
的
価
値
の
あ
る
道

　
　
具

と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
骨
董
は
あ
く
ま
で
も
趣

味
の
域
に
浸
っ
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
文
化

財
と
は
根
本
的
に
そ
の
観
点
を
異
に
す
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
た
い
。
ま
た
文
化
財
保
護
法
で

は
「
文
化
財
は
わ
が
国
の
歴
史
・
文
化
等
の
正

し
い
理
解
の
た
め
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
あ
り
、
か
つ
将
来
の
文
化
の
向
上
発
展
の
基

礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の

保
存
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
周
到
の
注

意
を
も
っ
て
こ
の
法
律
の
趣
旨
の
徹
底
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、

こ
れ
が
政
府
及
び
地
方
公
共
団
休
の
任
務
で
あ

る
と
規
定
し
て
い
る
。

　
掘
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い

　
遺
跡
の
性
格
は
、
調
査
結
果
を
待
た
な
い
と

わ
か
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
開
発
行
為
の
事
前
協
議
時
点
か
ら
調
査
の
結

果
こ
の
遺
跡
の
内
容
が
判
明
し
、
そ
の
保
存
方

法
を
ど
う
す
る
か
が
決
ま
る
ま
で
に
は
、
そ
の

過
程
の
中
で
ど
こ
の
時
点
で
ど
う
指
導
し
、
ど

う
調
整
し
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
が
行

政
に
と
っ
て
非
常
に
難
か
し
い
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
指
導
調
整
の
難
か
し
さ
の
根
本

に
は
次
の
こ
と
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

１
　
調
査
費
は
原
因
者
負
担

２
　
調
査
結
果
を
み
な
い
と
重
要
度
が
不
明

３
　
現
状
保
存
と
な
れ
ば
公
有
化
の
対
策
と
莫

　
大
な
経
費
が
伴
な
り
こ
と
と
な
る

４
　
調
査
期
間
中
は
開
発
や
耕
作
は
ス
ト
ッ
プ

５
　
調
査
結
果
に
よ
っ
て
は
開
発
計
画
の
変
更

　
も
あ
り
得
る

　
　
正
し
い
理
解
と
は

　
私
の
経
験
し
た
埋
蔵
文
化
財
の
面
か
ら
事
例

を
あ
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
あ
る
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
黒
曜
石
の
石
鏃
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
石
鏃
と
同
質
の
黒
曜
石
が
ど

こ
で
産
出
し
て
い
る
か
が
わ
か
れ
ば
当
時
の
縄

文
人
あ
る
い
は
弥
生
人
の
交
易
範
囲
や
生
活
圏

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
ス
ダ
レ
状
圧

痕
の
あ
る
土
器
（
繩
文
中
期
、
青
森
県
や
北
海

道
で
出
土
）
を
見
て
も
当
時
す
で
に
ム
シ
ロ
・

カ
ゴ
が
作
ら
れ
使
用
さ
れ
て
い
て
土
器
を
作
る

と
き
に
土
器
の
裏
底
部
に
圧
痕
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
人
達
の
主
食
糧

で
あ
っ
た
ド
ン
グ
リ
ー
ト
チ
の
実
を
運
搬
加
工

貯
蔵
の
た
め
使
用
し
て
い
た
道
具
を
知
る
と
と

も
に
食
生
活
の
一
部
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
過
日
、
遺
跡
発
掘
中
に
、
第
二
次
大
戦
末
期

に
本
土
決
戦
体
当
り
戦
術
の
た
め
掘
っ
た
蛸
壷

が
発
見
さ
れ
た
の
で
、
「
土
墳
」
と
区
別
す
る

べ
く
あ
え
て
記
録
し
て
お
い
た
、
と
報
告
し
て

い
た
発
掘
調
査
報
告
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ

る
。
以
上
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
さ

ら
に
は
そ
の
保
護
と
保
存
が
い
か
に
必
要
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
ろ

　
文
化
財
を
保
護
保
存
し
、
ま
た
不
注
意
な
行

為
の
た
め
寸
時
に
し
て
滅
失
し
て
し
ま
う
こ
と

の
な
い
よ
う
十
分
注
意
し
て
、
こ
れ
を
永
く
後

世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ

と
り
に
課
せ
ら
れ
た
責
任
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
ど
ん
な
も
の
で
も
残
せ
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
法
は
保
護
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
規
定

し
て
い
る
。

　
学
術
上
極
め
て
価
値
の
高
い
も
の
の
う
ち
国

宝
及
び
重
要
文
化
財
指
定
基
準
に
よ
っ
て
価
値

を
判
断
し
重
点
的
に
保
護
す
べ
き
も
の
を
限
定

し
て
保
護
す
る
、
と
。

　
市
内
の
文
化
財

今
ま
で
の
記
録
を
見
て
み
る
と
市
内
に
は
無
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土
器
時
代
か
ら
繩
文
・
弥
生
・
古
墳
と
各
時
代

の
遺
跡
を
始
め
、
戦
国
時
代
の
城
跡
も
多
く
発

見
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
他
の
有
形
・
無
形
及

び
民
俗
文
化
財
も
相
当
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　
参
考
ま
で
に
市
内
の
現
況
を
記
載
す
る
。

国・県が指定したもの。50.12現在

○
城
跡
館
跡
　
約
五
九
ヶ
所

　
山
城
の
た
め
開
発
に
よ
り
大
部
分
は
姿
を
消

し
た
が
、
茅
ヶ
崎
城
跡
は
殆
ん
ど
完
全
な
形
を

残
し
て
い
る
。
小
机
城
跡
も
中
心
部
は
残
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
戦
国
時
代
の
戦
略
史
研
究

上
貴
重
な
資
料
で
あ
ろ
う
。

　
遺
跡
の
保
護
・
保
存
と
指
導
方
針

　
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
経
済
成
長
は

本
市
の
様
相
を
一
変
さ
せ
、
全
市
域
に
亘
る
急

激
な
都
市
化
は
公
共
事
業
私
企
業
を
問
わ
ず
開

発
に
次
ぐ
開
発
現
象
と
な
り
、
文
化
財
は
滅
失

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
た
め
、

本
市
で
は
昭
和
四
十
四
年
に
文
化
財
保
護
措
置

要
綱
を
制
定
し
指
導
順
位
を
次
の
順
と
定
め
、

諸
開
発
施
工
者
の
協
力
を
得
な
が
ら
対
処
し
て

き
て
い
る
現
状
で
埋
蔵
文
化
財
保
護
行
政
の
う

え
で
は
か
な
り
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

１
　
保
存
で
き
る
も
の
は
極
力
現
状
保
存
す
る

２
　
開
発
計
画
の
中
に
遺
跡
を
と
り
入
れ
、
公

　
園
広
場
な
ど
に
し
て
活
用
す
る
。

３
　
発
掘
調
査
し
て
記
録
を
保
存
す
る
、
ま
た

　
遺
跡
保
存
の
基
本
方
針
と
し
て
は
全
国
的
に

　
み
て
特
に
重
要
で
あ
り
、
本
市
が
保
存
し
な

　
い
と
そ
の
種
の
遺
跡
は
滅
失
す
る
よ
う
な
貴

　
重
な
遺
跡
の
み
保
存
す
る
。

文
化
財
保
護
行
政
を
進
め
る
う
え
で
対
処
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
保
存
を
ふ

ま
え
た
う
え
で
伝
統
と
創
造
、
保
存
と
開
発
と

い
う
競
合
を
同
時
に
ど
う
調
整
し
て
解
決
し
て

い
く
か
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
保
存
さ
れ
た
文
化
財
に
つ
い
て
は

限
ら
れ
た
財
源
で
保
存
さ
れ
た
以
上
、
充
分
な

維
持
管
理
と
活
用
に
努
め
な
か
っ
た
な
ら
ば
保

存
の
意
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
　
そ
の
活
用
は

　
文
化
財
が
活
用
さ
れ
る
度
合
い
は
、
そ
の
維

持
管
理
状
態
い
か
ん
に
よ
る
と
思
う
。
な
ぜ
活

用
さ
れ
に
く
い
か
、
そ
れ
は
活
用
に
適
当
な
媒

体
が
殆
ん
ど
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
え
よ
う
。

　
媒
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
望
ま
し
い
か
？

「
古
代
人
の
着
物
は
？
　
食
物
は
？
　
住
ま
い

は
？
」
こ
ん
な
素
朴
な
質
問
こ
そ
活
用
方
法
に

取
り
入
れ
る
べ
き
で
、
限
ら
れ
た
人
達
に
供
す

る
高
度
な
媒
体
に
止
ま
る
こ
と
か
く
、
い
つ
で

も
誰
で
も
、
家
族
ぐ
る
み
で
理
解
が
で
き
興
味

を
わ
か
せ
る
よ
う
な
媒
休
が
必
要
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
史
跡
公
園
を
と
り
ま
い
て
そ
の
周

囲
に
は
各
種
の
文
化
財
を
種
別
に
、
し
か
も
同

時
に
公
開
で
き
る
施
設
が
ほ
し
い
。

　
静
的
展
示
と
と
も
に
動
的
な
実
験
公
開
施
設

も
必
要
で
、
映
画
館
、
図
書
館
、
集
会
所
、
休

憩
広
場
等
こ
れ
ら
が
一
体
と
な
っ
た
環
境
が
あ

っ
て
こ
そ
活
用
さ
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。

民
俗
と
民
俗
文
化
財

　
　
つ
か
め
て
な
い
横
浜
民
俗

　
民
間
に
伝
え
ら
れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
衣

食
住
・
生
業
・
信
仰
・
年
中
行
事
・
人
の
一
生

等
に
関
す
る
風
俗
・
習
慣
・
芸
能
等
の
ほ
か
、

い
わ
ゆ
る
民
話
と
い
わ
れ
て
い
る
伝
説
・
昔

話
、
民
謡
、
諺
等
の
口
承
文
芸
を
含
め
て
、
民

間
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
総
て
を
「
民
俗
」

と
い
い
、
こ
れ
を
比
較
し
、
総
合
的
に
そ
の
推

移
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
学
問
が
「
民
俗
学
」

で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
わ
が
県
の
民
俗
学
の
歴
史
は
極
め
て
浅
く
、

本
格
的
な
民
俗
調
査
が
始
ま
っ
た
の
は
、
大
正

　
一
般
的
に
み
て
文
化
財
保
護
行
政
の
一
環
と

し
て
将
来
の
文
化
向
上
の
糧
と
す
る
た
め
市
民

に
文
化
財
を
活
用
さ
せ
る
施
策
の
必
要
は
充
分

認
め
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
歓
迎
も
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

　
文
化
財
の
保
護
・
保
存
は
市
民
一
人
ひ
と
り

の
理
解
と
認
識
が
あ
っ
て
初
め
て
そ
の
実
を
結

ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
文
化
財
保

護
行
政
推
進
の
た
め
に
は
、
市
民
に
対
し
て

″
文
化
財
の
活
用
″
と
″
文
化
財
に
対
す
る
愛

護
思
想
の
普
及
啓
発
″
を
は
か
る
こ
と
が
必
要

か
つ
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
今
後
一
層
努
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。都

市
開
発
局
　
中
村
亮
雄

の
末
頃
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
比
較
的
古
い

民
俗
が
残
さ
れ
て
い
る
離
島
や
僻
地
の
農
・
山

・
漁
村
の
総
合
調
査
が
進
め
ら
れ
、
学
問
と
し

て
の
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
体
系
づ
け
ら
れ
た
の

は
、
戦
後
間
も
な
い
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
横
浜
市
域
は
、
開
港
以
来
、
首
都
東
京
都
心

部
と
共
に
都
市
化
が
進
み
、
そ
の
結
果
、
民
俗

調
査
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
が
少
な
い
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
総
合
的
な

調
査
は
、
近
年
数
例
が
行
な
わ
れ
た
に
過
ぎ

ず
、
そ
れ
ま
で
は
、
わ
ず
か
に
断
片
的
な
報
告

が
関
係
の
機
関
誌
で
あ
っ
た
「
郷
土
研
究
」
「
旅

と
伝
説
」
「
民
間
伝
承
」
等
に
発
表
さ
れ
た
に
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○
遺
跡
件
数
二
、
二
七
六
（
周
知
の
遺
跡
）

○
指
定
文
化
財
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