
行
政
研
究

洋
館
、
古
民
家
の
保
全
に
助
成
「
歴
史
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
要
綱
」
の
あ
ら
ま
し

小
沢
朗

都
市
の
魅
力
と
し
て
の
歴
史
資
産

　
例
え
ば
、
横
浜
の
山
手
を
歩
き
、
緑
豊
か
な
環
境
に

囲
ま
れ
て
ひ
っ
そ
り
と
建
つ
洋
館
の
数
々
を
目
に
す
る

と
き
。
潮
の
香
り
が
鼻
を
少
し
く
す
ぐ
る
埠
頭
に
残
る
、

古
び
た
倉
庫
の
巨
大
さ
に
目
を
見
張
る
と
き
。
広
々
と

し
た
田
園
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
風
景
の
中
に
調
和
し
た

草
ぶ
き
民
家
を
眺
め
る
と
き
。
私
た
ち
は
、
何
と
も
い

え
ず
落
ち
着
い
た
、
豊
か
な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
が
あ

る
。
都
市
の
生
活
に
な
い
潤
い
や
、
一
種
の
美
的
な
世

界
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
か
つ

て
私
た
ち
が
誰
し
も
持
っ
て
い
た
過
去
の
生
活
ス
タ
イ

ル
の
原
点
が
よ
び
お
こ
さ
れ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

と
も
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
独
自
の
個
性
に
、
新
鮮
な

刺
激
を
受
け
る
た
め
だ
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
景
観
が
ま

ち
に
奥
行
き
と
深
み
を
与
え
、
都
市
の
魅
力
を
一
段
と

ひ
き
た
て
、
住
む
人
び
と
に
誇
り
や
喜
び
を
与
え
、
訪

れ
る
人
に
も
好
ま
し
い
感
情
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
、

多
数
の
同
意
を
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
四
月
か
ら
施
行
す
る
「
歴
史
を
生
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
要
綱
」
は
、
横
浜
の
歴
史
資
産
を
保
全
活
用
す

る
た
め
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ

く
り
に
資
す
る
た
め
、
制
定
さ
れ
た
。
景
観
上
重
要
な

歴
史
的
建
造
物
等
の
外
観
保
存
と
積
極
的
活
用
を
図
る

た
め
の
指
導
助
言
と
、
維
持
管
理
、
改
修
等
に
対
す
る

助
成
を
行
う
、
と
い
う
こ
と
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

　
こ
の
要
綱
は
、
「
歴
史
的
景
観
保
全
事
業
」
の
大
き

80
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な
二
つ
の
施
策
の
一
つ
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
、

も
う
ひ
と
つ
は
歴
史
資
産
の
活
用
を
テ
ー
マ
に
し
た
本

市
事
業
を
「
歴
史
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
事
業
」
と

し
て
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
施
行

さ
れ
る
「
文
化
財
保
護
条
例
」
と
あ
わ
せ
、
横
浜
市
は

そ
の
豊
富
な
歴
史
的
文
化
的
資
産
を
体
系
的
に
保
護
・

保
全
・
活
用
す
る
総
合
的
な
制
度
を
も
つ
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

二

生
き
た
「
保
全
」
を
め
ざ
す

　
都
市
計
画
局
都
市
デ
ザ
イ
ン
室
が
、
こ
の
よ
う
な
ま

ち
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
景
観
を
都
市
の
魅
力
資
源
と

と
ら
え
、
ま
ち
づ
く
り
に
い
か
す
た
め
の
取
り
組
み
を

始
め
た
の
は
昭
和
五
十
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、

市
内
に
残
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
環
境
の
現
況
調
査
に
着

手
し
、
そ
れ
ら
を
保
全
活
用
す
る
た
め
の
イ
メ
ー
ジ
づ

く
り
を
行
っ
た
。
こ
の
作
業
に
は
、
日
本
建
築
学
会
を

は
じ
め
、
こ
の
分
野
に
造
詣
の
深
い
学
識
経
験
者
や
学

生
、
歴
史
的
建
造
物
の
所
有
者
、
さ
ら
に
は
郷
土
史
研

究
家
や
都
市
計
画
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
幅
広
い
人
々

が
参
加
し
た
。
市
の
各
局
各
区
の
職
員
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
横
浜
市
内
に
は
二
、
〇
〇
〇
棟
以
上
の
歴

史
的
建
造
物
、
二
、
〇
〇
〇
件
も
の
旧
跡
・
史
跡
、
一
〇

〇
地
区
に
わ
た
る
歴
史
的
な
景
観
を
呈
す
る
地
区
、
二

○
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
古
道
が
残
っ
て
い
る
こ

と
が
判
明
し
た
。
と
、
同
時
に
そ
れ
ら
は
急
激
に
進
む

開
発
の
波
や
、
老
朽
化
に
よ
っ
て
次
々
に
失
わ
れ
っ
つ

あ
り
、
保
存
の
た
め
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
も
、
直
面
し
た
。

　
厳
し
い
現
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
反
面
、
歴
史
的
建

造
物
に
お
い
て
は
近
代
洋
風
建
築
、
古
民
家
等
、
寺
院
、

神
社
、
土
木
産
業
遺
構
の
各
分
野
に
お
い
て
貴
重
な
資

産
が
残
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
は
市
内
に
広
く
分
布

し
各
地
域
の
特
色
と
な
り
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
こ

と
、
数
少
な
い
な
が
ら
そ
の
保
全
に
努
力
し
て
い
る
所

有
者
が
い
る
こ
と
に
、
将
来
の
可
能
性
を
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
た
。

保
全
活
用
の
手
法
に
つ
い
て
は
、

各
都
市
で
の
取
り

組
み
例
を
積
極
的
に
学
ん
だ
り
、
こ
れ
ま
で
の
都
市
デ

ザ
イ
ン
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
検
討
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ

ら
は
、
昭
和
六
十
年
「
歴
史
を
い
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

基
本
構
想
」
　
（
以
後
「
基
本
構
想
」
と
い
う
）
と
し
て

図
－
１
の
よ
う
に
ま
と
ま
り
、
以
後
具
体
化
の
た
め
の

調
査
研
究
が
進
ん
だ
。

写真-3 鎌倉時代からの古道沿いに歴史的な印象が深い
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基
本
構
想
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
基
本
方
針
と
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

①
　
市
民
・
企
業
・
行
政
の
協
力

②
　
凍
結
的
な
「
保
存
」
で
は
な
く
、
生
き
た
「
保
全
」

　
　
を
め
ざ
す

③
　
歴
史
資
産
の
保
全
を
「
ま
ち
づ
く
り
」
と
し
て
取

　
　
り
組
む
仕
組
み
を
つ
く
る

　
こ
の
基
本
構
想
を
も
と
に
、
「
歴
史
を
生
か
し
た
ま

ち
づ
く
り
要
綱
」
は
制
定
の
準
備
作
業
が
進
ん
だ
。
が
、

そ
の
間
に
も
歴
史
資
産
の
消
失
は
相
次
ぎ
、
そ
の
数
は

一
年
あ
た
り
近
代
洋
風
建
築
が
一
〇
棟
、
古
民
家
が
三

〇
棟
を
数
え
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
に
対
し
手
を
こ
ま

ね
い
て
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
別
項
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
馬
車
道
の
「
日
本
火
災
海
上
ビ
ル
」
や
、
「
山

手
六
十
八
番
館
」
、
東
戸
塚
の
古
民
家
「
金
子
家
」
の

保
全
活
用
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
れ
ら
実
践
を
と
お

し
て
、
基
本
構
想
の
趣
旨
の
妥
当
性
や
、
制
度
の
必
要

性
へ
の
確
信
は
深
ま
っ
て
い
っ
た
。

写真―5 付近にあった洋館（山手68番館）の部材を利用して

部分復元した「山手公園クラブハウス」

図‐１　「歴史をいかしたまちづくり基本構想」
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柔
軟
で
幅
広
い
対
応

要
綱
の
特
徴
を
列
記
し
て
お
こ
う
。

①
-
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
視
点
を
明
確
に
し
た
こ
と

　
都
市
は
、
生
き
物
で
あ
る
。
刻
々
と
そ
の
姿
を
変
え

一
日
と
し
て
休
む
こ
と
が
な
い
。
歴
史
資
産
も
ま
た
、

都
市
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
在
り
方
が
常
に

時
代
の
中
で
問
い
直
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史

資
産
に
新
し
い
生
命
を
吹
き
込
み
、
現
代
の
ま
ち
に
ふ

さ
わ
し
い
活
用
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
要

綱
で
は
、
そ
の
目
的
と
し
て
「
横
浜
の
特
色
を
つ
く
り

だ
し
て
い
る
歴
史
的
な
建
造
物
お
よ
び
歴
史
的
な
景
観

の
保
全
と
活
用
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ

と
に
よ
り
、
魅
力
的
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る

こ
と
」
を
う
た
っ
て
い
る
。

②
－
対
象
を
広
く
定
め
、
規
制
は
緩
や
か
に

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
市
内
に
は
実
に
多
く
の
歴
史

資
産
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
い
か
し
て
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
よ
う
と
す
る
観
点
か
ら
、
景
観
的
に
価
値

の
あ
る
四
五
八
棟
の
歴
史
的
建
造
物
（
表
－
１
）
、
八

七
地
区
の
歴
史
的
地
区
を
そ
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
学
術
的
価
値
の
余
り
高
く
な
い
も

の
や
地
域
の
個
性
を
形
作
っ
て
い
る
も
の
を
広
く
拾
え

る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
歴
史
的
建
造
物
等

の
保
全
活
用
を
図
る
主
体
は
何
と
い
っ
て
も
所
有
者
で

あ
る
。
こ
の
要
綱
は
、
所
有
者
自
身
の
意
志
に
よ
る
保

全
活
用
を
行
政
が
支
援
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

あ
く
ま
で
所
有
者
の
使
い
が
っ
て
が
優
先
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
景
観
上
重
要
な
外
観
等
の
保
存
を
図
る
も
の

の
、
内
部
等
は
む
し
ろ
積
極
的
な
活
用
を
す
る
こ
と
を

め
ざ
し
て
い
る
。
厳
し
す
ぎ
る
規
制
が
逆
に
取
り
壊
し

に
至
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

③
－
柔
軟
な
対
応
を
図
る
よ
う
に
し
た
こ
と

　
歴
史
的
建
造
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
事
情
が

あ
り
、
一
様
な
基
準
や
手
法
で
す
べ
て
が
う
ま
く
保
全

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
歴
史
的
建
造
物
に

関
し
て
三
段
階
の
保
全
レ
ベ
ル
を
設
定
し
（
図
－
２
）
、

そ
の
建
物
の
重
要
度
や
所
有
者
の
事
情
等
に
応
じ
て
の

対
応
を
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
歴
史
的
建
造
物
等

の
保
全
に
つ
い
て
は
、
全
国
各
都
市
で
そ
の
取
り
組
み

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
確
立
し
た
手
法
が
見
い

だ
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
固
定
的
な
や
り

方
で
は
な
く
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
の
試
行
錯
誤

が
実
際
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
保

全
に
関
す
る
考
え
か
た
や
技
術
も
日
を
追
っ
て
変
化
し

て
い
る
。
先
頃
話
題
に
な
っ
た
東
京
の
「
御
茶
の
水
ス

ク
エ
ア
」
は
、
近
代
建
築
の
傑
作
で
あ
る
主
婦
の
友
ビ

ル
の
復
元
で
あ
る
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
で
あ
る

た
め
、
外
壁
だ
け
の
保
存
が
技
術
的
に
困
難
で
、
全
く

の
新
築
と
し
て
再
生
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
例
も
保
全
の
手
法
と
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

表―1 要綱の対象となる歴史的建

造物

図‐２　歴史的建造物の保全活用手法
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い
だ
ろ
う
。
後
述
す
る
が
、
こ
の
制
度
を
条
例
と
し
て

で
は
な
く
要
綱
と
し
て
制
定
し
た
の
も
、
よ
り
柔
軟
な

対
応
を
図
る
た
め
の
選
択
で
も
あ
っ
た
。

④
－
豊
富
な
保
全
活
用
の
内
容

　
保
全
す
べ
き
対
象
は
、
「
歴
史
的
建
造
物
」
と
、
そ

れ
ら
を
含
み
地
域
性
、
歴
史
性
豊
か
な
環
境
（
＝
「
歴

史
的
地
区
」
）
の
二
種
類
が
あ
る
。
建
造
物
の
単
体
と

し
て
は
三
段
階
の
保
全
レ
ベ
ル
が
設
け
て
あ
り
、
市
は

歴
史
的
建
造
物
を
「
登
録
」
し
、
「
認
定
」
し
、
「
保

全
活
用
計
画
」
の
策
定
、
営
利
目
的
で
な
い
「
公
開
」

へ
の
助
成
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
地
区
に
つ
い
て

は
、
「
歴
史
的
景
観
保
全
地
区
」
に
「
指
定
」
し
、
建

築
物
の
新
改
築
も
し
く
は
増
築
や
宅
地
の
造
成
、
樹
木

の
伐
採
な
ど
に
対
し
一
定
の
修
景
基
準
（
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
）
を
設
け
、
指
導
助
言
と
助
成
を
行
う
こ
と
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
学
識
経
験
者
や
歴
史
的
建
造
物
所
有
者

等
か
ら
「
歴
史
的
景
観
保
全
委
員
」
を
設
け
、
要
綱
運

用
に
あ
た
っ
て
の
重
要
事
項
へ
の
意
見
を
い
た
だ
く
こ

と
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
他
都
市
の

同
様
の
条
例
に
比
較
し
て
も
見
劣
の
な
い
豊
富
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

運
用
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
は
、
実
際
の
運
用
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
歴
史
的
建
造
物
に
つ
い
て
述

べ
て
み
よ
う
。

　
対
象
と
な
る
四
五
八
棟
は
、
ま
ず
所
有
者
の
協
力
を

得
て
台
帳
へ
「
登
録
」
さ
れ
る
。
登
録
さ
れ
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
将
来
に
わ
た
り
適
切
に
保
全
活
用
さ
れ
る

よ
う
情
報
提
供
や
相
談
の
機
会
を
持
つ
な
ど
の
支
援
を

し
た
り
、
保
全
調
査
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
外

観
に
か
か
わ
る
現
状
変
更
に
あ
た
っ
て
は
所
有
者
か
ら

そ
の
通
知
を
し
て
も
ら
い
、
市
は
そ
れ
に
対
す
る
助
言

が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

　
そ
の
な
か
で
も
、
ま
ち
づ
く
り
の
う
え
で
必
要
な
も

の
に
つ
い
て
は
、
市
と
所
有
者
と
の
間
で
一
〇
年
以
上

の
「
保
全
契
約
」
を
締
結
し
、
所
有
者
の
努
力
を
促
す

と
同
時
に
保
全
修
復
等
へ
の
助
成
を
行
う
。

　
さ
ら
に
体
系
的
調
査
を
経
た
う
え
で
重
要
な
も
の
に

つ
い
て
は
所
有
者
の
同
意
の
も
と
に
「
横
浜
市
認
定
歴

史
的
建
造
物
ト
と
し
て
市
が
「
認
定
」
す
る
。
認
定
後

は
、
所
有
者
と
協
議
の
う
え
保
全
と
活
用
に
関
す
る
基

本
的
な
事
項
を
内
容
と
す
る
「
保
全
活
用
計
画
」
が
策

定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
表
－
２
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て

定
め
ら
れ
、
所
有
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
主
と
し
て
外
観

等
「
保
全
部
位
」
の
保
全
及
び
現
状
変
更
の
届
け
出
を

す
る
こ
と
に
な
り
、
市
は
保
全
に
必
要
な
「
指
導
助
言
」

と
「
助
成
」
を
行
う
。
助
成
は
、
保
全
部
位
に
関
す
る

維
持
管
理
、
調
査
設
計
、
外
観
の
改
修
な
ど
が
そ
の
対

象
と
な
る
。

　
以
上
の
歴
史

的
建
造
物
に
つ

い
て
の
対
応

は
、
お
お
む
ね

一
〇
年
で
全
対

象
四
五
八
件
の

　
「
登
録
」
と
そ

の
ほ
ぼ
半
数
の

　
「
保
全
契
約
の

締
結
」
ま
た
は

「
認
定
」
を
目

標
に
実
施
す
る

予
定
で
あ
る
。

　
「
歴
史
的
景
観

保
全
地
区
」
に

つ
い
て
は
一
地
区
に
つ
い
て
三
年
程
度
の
調
査
等
（
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
設
定
、
住
民
へ
の
説
明
な
ど
）
準
備
期

間
を
経
て
「
指
定
」
す
る
。
六
十
三
年
度
に
は
、
一
地

区
に
つ
い
て
そ
の
調
査
を
開
始
す
る
。
こ
ち
ら
は
一
〇

年
で
三
～
四
地
区
の
「
指
定
」
を
目
標
と
し
て
い
る
。

要
綱
に
よ
る
誘
導
で
保
全

　
「
歴
史
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
要
綱
」
の
概
要
は
以

上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
要
綱
の
制
定
に
あ
た

り
、
留
意
し
た
点
を
二
つ
ほ
ど
述
べ
て
お
き
た
い
。

表―2　「保全活用計画」の項目

（1)保全活用方針に関する事項

(2）保全すべき外観等の部位並びにその意匠，構造及び材料に

　　関ナる事項

（3）敷地の利用及び木竹等の配置に関する事項

(4）その他保全と活用めために必要な事項
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ひ
と
つ
は
、
「
横
浜
市
文
化
財
保
護
条
例
」
　
（
以
下

　
「
文
化
財
条
例
」
と
い
う
）
と
の
か
ね
あ
い
で
あ
る
。

文
化
財
条
例
は
六
十
二
年
十
二
月
に
市
会
の
議
決
を
も

っ
て
制
定
さ
れ
、
六
十
三
年
四
月
を
も
っ
て
施
行
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
同
時
に
実
施
す
る
類
似
の
制
度
と
し

て
、
策
定
作
業
の
進
行
中
か
ら
、
そ
の
効
果
と
役
割
分

担
に
つ
い
て
の
議
論
が
必
要
と
な
っ
た
の
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
制
定
の
趣
旨
が
異
な
る
こ

と
か
ら
す
で
に
幾
つ
か
の
都
市
で
同
様
の
制
度
が
両
立

し
て
お
り
、
相
乗
効
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
本
市
に
お
い
て
も
基
本
的
な
役
割
分
担
を

図
－
３
の
よ
う
に
考
え
、
運
用
面
で
の
協
議
を
教
育
委

員
会
と
十
分
に
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
「
要
綱
」
と
し
て
制
定
す
る
こ
と
に

つ
い
て
で
あ
る
。
歴
史
的
建
造
物
等
の
保
全
に
あ
た
っ

て
は
所
有
者
の
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ

と
か
あ
り
う
る
た
め
、
他
都
市
で
の
同
趣
旨
の
制
度
の

多
く
は
「
条
例
」
と
し
て
制
定
さ
れ
て
お
り
、
本
市
に

お
い
て
も
「
条
例
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
そ
の
解
答
と
な
る
「
柔
軟
な
対
応
」
を
と

る
こ
と
が
本
市
の
制
度
制
定
上
の
趣
旨
で
あ
る
こ
と
は

先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
「
条
例
」
が
必
ず
し

も
保
全
の
た
め
に
有
効
で
な
い
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の

事
例
を
と
お
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
最
大
の

理
由
で
あ
る
。

「
条
例
」
と
い
え
ど
も
所
有
者
の
同
意
な
く
し
て
は
。

「
認
定
」
す
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、

所
有
者
の
自
発
的
意
志
こ
そ
が
最
大
の
保
全
策
な
の
で

あ
る
。
ま
た
、
保
全
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
に

柔
軟
さ
を
持
た
な
い
と
現
状
に
即
し
た
対
応
が
不
可
能

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
歴
史
的
景
観
保
全

事
業
と
し
て
は
「
要
綱
」
に
よ
る
誘
導
が
、
事
業
の
趣

旨
か
ら
ふ
さ
わ
し
い
制
度
で
あ
る
と
の
選
択
を
し
た
の

で
あ
っ
た
。歴

史
を
い
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
推
進

　
「
歴
史
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
要
綱
」
の
実
施
に
よ

っ
て
、
今
後
い
く
っ
か
の
歴
史
的
建
造
物
等
め
保
全
活

用
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
″
そ
れ
ら
を
と
お
し
て

横
浜
の
魅
力
の
総
合
的
向
上
を
は
か
る
″
こ
と
が
で
き

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
よ
こ
は
ま
2
1
世
紀
プ

ラ
ン
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
所
有
者
を
支
援
す
る
こ
の
制
度

は
、
「
歴
史
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
事
業
」
と
の
二

本
だ
て
で
「
歴
史
的
景
観
保
全
事
業
」
と
し
て
成
立
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
要
綱
中
も
「
運
用
方
針
」
と
し
て

要
綱
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
総
合
的
な
施
策
を
展

開
し
、
公
共
施
設
等
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
先
導
的
な

役
割
を
果
た
す
よ
う
努
め
る
こ
と
を
行
政
側
に
求
め
て

い
る
。
本
稿
の
最
後
に
、
横
浜
市
が
展
開
す
る
「
歴
史

図‐３　文化財保護条例との役割分担
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を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
事
業
」
へ
の
展
望
を
若
干
述

べ
て
み
た
い
。

　
六
十
三
年
度
で
は
緑
政
局
事
業
と
し
て
、
元
町
公
園

に
「
エ
リ
ス
マ
ン
邸
」
が
移
築
復
元
さ
れ
る
。
エ
リ
ス

マ
ン
邸
は
大
正
末
期
に
建
て
ら
れ
た
外
国
人
住
宅
で
あ

り
、
我
が
国
近
代
建
築
の
父
と
い
わ
れ
る
Ａ
・
レ
ー
モ

ン
ド
の
作
に
な
る
洋
館
で
、
横
浜
山
手
で
も
屈
指
の
価

値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
洋
館
は
五
年
前
に
所
有

者
の
都
合
で
取
り
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
解
体
調
査

の
う
え
横
浜
市
が
部
材
の
寄
付
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
。

　
こ
の
復
元
は
、
市
政
一
〇
〇
周
年
の
横
浜
博
覧
会
の

開
催
と
ほ
ぼ
同
時
に
完
成
し
、
多
く
の
来
街
者
に
披
露

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
付
近
に
は
山
手
聖
公
会
な
ど
の

洋
館
が
建
ち
並
ん
で
お
り
、
そ
の
景
観
は
一
段
と
魅
力

的
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
新
港
ふ
頭
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
の
活
用
計
画
や
、
開
港
記

念
会
館
の
ド
ー
ム
復
元
も
進
ん
で
い
る
。
各
地
域
で

も
、
古
民
家
の
保
存
や
「
歴
史
の
道
」
と
し
て
の
プ
ロ

ム
ナ
ー
ド
整
備
が
行
わ
れ
っ
つ
あ
る
。

　
こ
の
「
歴
史
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
要
綱
」
の
施

行
を
契
機
と
し
て
、
各
局
各
区
の
実
施
し
て
い
る
歴
史

を
テ
ー
マ
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
、
一
層
の
展
開
が
図

ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
〈
都
市
計
画
局
都
市
デ
ザ
イ
ン
室
>

写真‐６ 重要文化財とな,つている神奈川県立博物館

　(旧・横浜正金銀行)

写真―7 市民利用できる保存活用計画が進められている

新港ふ頭赤レンガ倉庫
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