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１　

は
じ
め
に

萩
市
は
、
山
口
県
北
部
の
日
本
海
に
面
し
、
東
端

で
島
根
県
と
接
す
る
東
西
に
長
い
市
域
を
形
成
し
て

い
ま
す
。
人
口
は
５
万
人
弱
で
、
多
く
の
地
方
都
市

と
同
様
に
急
速
な
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
農

林
業
に
加
え
、
日
本
海
の
豊
か
な
漁
場
を
ベ
ー
ス
に

し
た
水
産
業
が
盛
ん
で
す
。
ま
た
、
市
の
中
心
部
の

三
角
州
は
、
か
つ
て
の
長
州
藩
36
万
石
の
城
下
町
で

あ
り
、現
在
で
も
随
所
に
歴
史
的
町
並
み
や
文
化
財
、

萩
焼
な
ど
の
伝
統
工
芸
が
息
づ
い
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
文
化
遺
産
を
市
民
が
自
ら
再
発
見
し
、
ま
ち
づ
く

り
に
つ
な
げ
て
い
く「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
構
想
」

が
本
市
の
主
要
施
策
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

萩
市
の
こ
う
し
た
取
組
の
源
泉
は
戦
前
期
に
遡

り
、
大
正
期
に
吉
田
松
陰
先
生
ら
明
治
維
新
に
貢
献

し
た
志
士
の
関
連
遺
構
を
国
の
史
跡
に
指
定
し
た
こ

と
に
始
ま
り
ま
す
。
昭
和
10
年
に
は
、
市
の
中
心
部

で
「
萩
史
蹟
産
業
大
博
覧
会
」
を
開
催
し
、
史
跡
観

光
を
萩
市
の
産
業
の
大
き
な
柱
に
育
て
上
げ
ま
し

た
。
戦
後
も
、
萩
城
下
町
関
連
の
史
跡
や
重
要
文
化

財
の
指
定
を
積
極
的
に
進
め
、
昭
和
35
年
に
は
萩
市

文
化
財
保
護
条
例
を
制
定
し
、
昭
和
40
年
に
は
市
民

有
志
に
よ
り
「
史
都
萩
を
愛
す
る
会
」
が
結
成
さ
れ

る
な
ど
、
市
民
レ
ベ
ル
で
も
そ
の
活
動
が
広
が
り
を

見
せ
て
い
ま
し
た
。

２　

伝
建
制
度
成
立
の
経
緯

一
方
で
、日
本
の
社
会
が
高
度
経
済
成
長
を
迎
え
、

多
く
の
市
町
村
が
経
済
開
発
に
邁
進
す
る
中
で
、
本

市
は
地
理
的
に
も
産
業
構
造
的
に
も
こ
う
し
た
流
れ

に
乗
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
全
国
で
急
激
に
失
わ
れ
て
い
く
日
本

の
風
景
に
価
値
を
見
出
す
機
運
が
生
ま
れ
、
創
刊
し

て
間
も
な
い
『anan

』
や
『non-no

』
な
ど
女
性

誌
の
特
集
や
、
当
時
の
国
鉄
の
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・

ジ
ャ
パ
ン
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
萩
の
風
景
が
取
り
上

げ
ら
れ
、
多
く
の
人
が
萩
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
彼
ら
が
注
目
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
史
跡

と
い
う
よ
り
は
、
萩
の
旧
武
家
屋
敷
跡
に
広
が
っ
て

い
た
崩
れ
か
け
た
土
塀
と
、
そ
の
後
ろ
に
本
市
の
特

産
で
あ
る
夏
み
か
ん
の
実
が
た
わ
わ
に
実
る
と
い
う

不
思
議
な
風
景
で
し
た
。

幕
末
の
動
乱
の
中
、
長
州
藩
の
藩
庁
が
萩
か
ら
山

陽
側
の
山
口
に
移
鎮
し
た
こ
と
に
よ
り
、
萩
の
武
家
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　萩市は、昭和50年の文化財保護法改正に伴い、伝統的建造物群保存地区制度が創
設されたことから、「萩市伝統的建造物群保存地区保存条例」を制定。伝建地区内の「旧
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を維持したまま活用するため、平成19年に本条例の一部改正を行った。
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屋
敷
は
広
大
な
空
き
地
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
場
所

で
、
あ
る
先
覚
者
が
、
当
時
は
貴
重
で
あ
っ
た
柑
橘

類
で
あ
る
夏
み
か
ん
の
商
品
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。

一
方
で
、
屋
敷
跡
周
辺
に
残
さ
れ
た
土
塀
や
長
屋
門

は
、
風
に
弱
い
樹
木
を
日
本
海
の
風
か
ら
守
る
の
に

適
し
て
お
り
、
農
夫
が
大
切
に
維
持
補
修
す
る
こ
と

で
営
々
と
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
藩
政

期
の
土
塀
の
後
ろ
に
近
代
の
夏
み
か
ん
が
顔
を
出
す

独
特
の
風
景
が
創
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
、
当
時
の
庶
民
の
思
い
や
女
性
の
感
性

に
よ
っ
て
、
萩
市
の
風
景
に
「
町
並
み
」
と
い
う
新

し
い
文
化
的
な
価
値
が
発
見
さ
れ
た
の
で
す
が
、
こ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
化
財
の
よ
う
に
、
歴
史
的
価

値
や
芸
術
的
価
値
な
ど
を
専
門
家
に
よ
り
分
析
・
評

価
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た

め
、「
町
並
み
」
と
い
う
新
し
い
価
値
は
、
文
化
財

と
し
て
の
価
値
付
け
が
で
き
ず
、
刻
々
と
失
わ
れ
て

い
く
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
本
市
で
は
、
こ
の
土
塀
と
夏
み
か
ん
の
町

並
み
等
を
保
全
す
る
た
め
に
、
昭
和
47
年
に
「
萩
市

歴
史
的
景
観
保
存
条
例
」
を
制
定
し
、
独
自
に
こ
の

歴
史
的
景
観
の
保
全
に
取
り
組
み
始
め
ま
し
た
。
こ

れ
と
前
後
し
て
、
倉
敷
市
、
高
山
市
、
金
沢
市
な
ど

で
も
同
様
の
趣
旨
の
条
例
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ

う
し
た
全
国
の
地
方
自
治
体
の
施
策
を
束
ね
る
形

で
、
昭
和
50
年
の
文
化
財
保
護
法
の
改
正
に
よ
り
、

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
制
度
（
以
下
「
伝
建
制

度
」
と
い
う
。）
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

３　

伝
建
条
例
と
建
築
基
準
法

伝
建
制
度
は
、
以
下
の
点
で
重
要
文
化
財
や
史
跡

な
ど
の
指
定
文
化
財
制
度
と
異
な
り
ま
す
。

①
単
体
を
指
定
し
て
保
護
す
る
の
で
は
な
く
、
相

当
数
の
群
を
一
括
し
て
把
握
し
、
そ
れ
ら
と
一

体
を
な
す
周
辺
環
境
と
合
わ
せ
た
エ
リ
ア
（
＝

町
並
み
）
の
保
存
を
図
る
。

②
群
を
構
成
す
る
伝
統
的
建
造
物
は
、
住
宅
の
用

に
供
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
保

護
の
対
象
（
現
状
変
更
の
規
制
・
保
存
修
理
な

ど
）
は
、
通
常
、
望
見
で
き
る
外
観
に
限
ら
れ

る
。

③
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
き
国
が
直
接
に
保
護
施

策
を
講
じ
る
の
で
は
な
く
、
市
町
村
が
、
同
法

に
基
づ
く
市
町
村
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
で
保

護
施
策
を
講
じ
、
国
は
こ
れ
を
「
重
要
」
伝
建

地
区
と
し
て
選
定
し
、
支
援
す
る
。

こ
の
よ
う
に
伝
建
制
度
は
、
法
に
基
づ
く
文
化
財

保
護
の
仕
組
み
の
一
つ
で
あ
る
も
の
の
、
地
域
の
住

民
が
居
住
す
る
町
並
み
を
対
象
に
、
そ
の
生
活
の
場

全
体
を
包
含
し
、
市
町
村
が
条
例
に
基
づ
い
て
保
護

施
策
を
講
じ
る
と
い
う
、
当
時
と
し
て
は
秀
逸
な
地

方
自
治
の
仕
組
み
と
も
い
え
ま
す
。

本
市
で
は
、
伝
建
制
度
制
定
直
後
に
「
萩
市
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
保
存
条
例
」（
以
下
「
伝
建

条
例
」
と
い
う
。）
を
制
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
昭

和
51
年
度
に
萩
市
堀
内
地
区
と
平ひ

や

こ

安
古
地
区
が
、
全

国
の
他
の
５
地
区
（
当
時
の
呼
称
で
角
館
町
角
館
、

白
川
村
荻
町
、
南
木
曾
町
妻
籠
宿
、
京
都
市
祇
園
新

橋
・
産
寧
坂
）
と
と
も
に
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
と
し
て
最
初
の
選
定
を
受
け
ま
し
た
。

「
住
民
が
居
住
す
る
町
並
み
を
保
存
す
る
」
と
い

 

 

 

  

 

 

 

 
 

当時の国鉄ディスカバー・ジャ
パン・キャンペーンのポスター
に掲載された萩の土塀と夏み
かんの風景

指定文化財と伝建地区の制度イメージ（内外に
現状変更等の規制が及ぶ指定文化財と外観を規
制して群としての町並みを保存する伝建地区）
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う
伝
建
制
度
は
、
文
化
財
で
あ
る
一
方
で
一
般
市
街

地
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
必
要
が
あ
り
、
伝
建
地

区
の
区
域
の
設
定
は
、
都
市
計
画
法
第
8
条
に
基
づ

く
地
域
地
区
と
し
て
都
市
計
画
決
定
に
よ
り
設
定
さ

れ
る
よ
う
制
度
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
建
築
基
準
法
と
の
折
り
合
い
を
ど
う
つ
け

る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
建
築
基
準
法
第
85
条

の
３
（
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
内
の
制
限
の
緩

和
）
に
、
市
町
村
が
条
例
に
定
め
れ
ば
そ
の
一
部
を

緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
が
、
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

た
だ
し
後
述
の
よ
う
に
、
こ
の
規
定
は
、
国
指
定

の
重
要
文
化
財
建
造
物
の
よ
う
に
建
築
基
準
法
そ
の

も
の
の
適
用
を
除
外
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

外
観
の
保
存
の
た
め
、
現
状
を
変
更
す
る
こ
と
が
制

限
さ
れ
て
い
る
伝
統
的
建
造
物
の
、
主
に
「
規
模
や

配
置
に
関
す
る
事
項
」（
い
わ
ゆ
る
集
団
規
定
）
に

限
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
市
の
例
で
い
え
ば
、
伝
統
的
な
町
並
み
を
保
存

す
る
上
で
、
軒
先
や
壁
面
の
位
置
な
ど
は
、
建
物
の

外
観
を
構
成
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
重
要
な
要
素
で

す
。
し
か
し
、
現
行
の
建
築
基
準
法
第
44
条
（
道
路

内
の
建
築
制
限
）
に
抵
触
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
、「
萩
市
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
内
に
お
け
る
建
築
基
準
法
の
制
限
の
緩
和
に
関
す

る
条
例
」
を
制
定
す
る
こ
と
で
、
通
り
に
面
し
て
建

つ
土
塀
や
町
家
の
軒
先
に
つ
い
て
の
制
限
を
緩
和
し

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
条
例
の
制
定
に
よ
り
、
伝
統
的
建

造
物
の
外
観
に
関
わ
る
規
模
や
配
置
に
つ
い
て
は
、

建
築
基
準
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
保
存
を

図
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

４　

町
並
み
交
流
館
の
活
用
と
建
築
基
準
法

一
方
で
、
本
市
で
は
平
成
13
年
に
新
た
に
国
の
重

要
伝
建
地
区
と
し
て
選
定
さ
れ
た
浜
崎
地
区
に
お
い

て
公
有
化
し
た
旧
山
村
家
住
宅
に
つ
い
て
、
地
区
の

町
並
み
交
流
館
と
し
て
、
外
観
の
保
存
だ
け
で
は
な

く
、
内
部
の
伝
統
的
な
形
式
・
意
匠
を
残
し
、
一
般

に
公
開
し
な
が
ら
活
用
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

こ
の
場
合
、
外
観
に
つ
い
て
は
、
先
の
伝
建
地
区
内

の
建
築
基
準
法
緩
和
条
例
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
伝

統
的
な
規
模
・
配
置
を
保
存
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す

が
、
内
部
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
建
築
基
準
法
が

適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
伝
統
的
な
座
敷
の
天
井
や

内
壁
な
ど
の
木
部
を
露
出
し
た
仕
様
が
同
法
の
防
火

関
連
の
規
定
（
内
装
制
限
）
な
ど
に
抵
触
す
る
こ
と

が
判
明
し
ま
し
た
。

通
常
、
住
民
の
居
住
す
る
伝
統
的
建
造
物
に
お
い

て
も
、
同
じ
よ
う
に
伝
統
的
な
座
敷
な
ど
を
保
存
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
伝
統

的
建
造
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま
住
宅
と
し
て
利

用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
用
途
変
更
」
に
該
当
せ
ず
、

こ
の
場
合
は
、
大
規
模
な
模
様
替
え
な
ど
を
し
な
い

限
り
、
同
法
第
３
条
第
２
項
に
基
づ
い
て
、
適
用
の

除
外
（
い
わ
ゆ
る
既
存
不
適
格
）
と
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
本
市
の
よ
う
に
、
以
前
は
住
宅
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
た
伝
統
的
建
造
物
を
、
地
区
の
町

並
み
交
流
館
と
し
て
一
般
に
公
開
し
よ
う
と
す
る

と
、
建
物
の
用
途
が
、
不
特
定
多
数
が
出
入
り
す
る

「
展
示
場
」
と
見
な
さ
れ
、
同
法
で
は
「
用
途
変
更
」

に
該
当
し
、
全
て
の
部
分
に
現
行
の
建
築
基
準
法
の

適
用
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、「
外
観
が
文
化
財
と
し
て
保
存
の
対
象
」

と
な
っ
て
い
る
伝
統
的
建
造
物
に
お
い
て
は
、
そ
の

価
値
を
守
る
た
め
の
建
築
物
の
規
模
や
配
置
に
関
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
同
法
の
緩
和
が
可
能
で
す
が
、

「
内
部
の
伝
統
的
な
価
値
を
公
開
活
用
」
し
よ
う
と

し
た
瞬
間
に
そ
れ
は
建
築
基
準
法
の
適
用
の
対
象
と

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

「萩市伝統的建造物群保存地区内にお
ける建築基準法の制限の緩和に関する
条例」により緩和される建築基準法の
条項（下記の各一部を緩和）
第44条　（道路内の建築制限）

第53条　（建蔽率）

第56条　（建築物の各部分の高さ）

第64条　（外壁の開口部の防火戸）
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５　

伝
建
条
例
の
一
部
改
正
の
過
程

本
市
で
は
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
山

口
県
の
建
築
主
事
と
協
議
を
重
ね
ま
し
た
。

最
初
に
考
え
た
こ
と
は
、
建
築
基
準
法
第
３
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
「
指

定
文
化
財
」
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
建
築
基
準

法
の
適
用
除
外
が
受
け
ら
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
国
指
定
の
重
要
文
化
財
建

造
物
な
ど
の
「
エ
リ
ー
ト
文
化
財
」
に
限
ら
れ
て
い

る
た
め
、
適
用
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

次
に
、
建
築
基
準
法
第
３
条
第
１
項
第
３
号
の
地

方
公
共
団
体
が
条
例
に
定
め
た
「
現
状
変
更
の
規
制

及
び
保
存
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
建
築

物
（
保
存
建
築
物
）
で
あ
つ
て
、
特
定
行
政
庁
が
建

築
審
査
会
の
同
意
を
得
て
指
定
し
た
も
の
」
に
該
当

し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

近
年
ま
で
、
事
実
上
は
条
例
に
基
づ
い
て
「
指
定
」

し
た
文
化
財
建
造
物
に
限
ら
れ
て
お
り
、
伝
統
的
建

造
物
群
の
一
つ
を
構
成
す
る
だ
け
で
「
指
定
」
を
受

け
て
い
な
い
伝
統
的
建
造
物
は
こ
の
対
象
と
は
な
ら

な
い
と
の
解
釈
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
さ
ら
に
次
の
検
討
と
し
て
、
同
じ
条
項

に
並
列
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
「
そ
の
他
の
条
例
」

と
い
う
規
定
に
注
目
し
、
伝
建
条
例
が
こ
の
「
そ
の

他
の
条
例
」
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点

に
注
目
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
は
、
管

見
の
限
り
、
全
国
で
こ
の
「
そ
の
他
の
条
例
」
に
つ

い
て
、
伝
建
条
例
を
含
め
適
用
し
た
事
例
は
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
本
市
の
伝
建
条
例
の
適
用
の
可
否
に

つ
い
て
、
何
度
も
議
論
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

議
論
の
主
眼
は
、
こ
の
条
項
に
あ
る
「
現
状
変
更

の
規
制
及
び
保
存
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
建
築
物
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
建
築
主
事
に
言
わ
せ
れ
ば
、
建
築
基
準
法
の
適

用
を
全
て
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
建
築
物
の

内
外
全
て
に
お
い
て
『
現
状
変
更
の
規
制
及
び
保
存

の
た
め
の
措
置
』を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
」

が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
限
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
つ

ま
り
、
伝
建
条
例
は
、「
現
状
変
更
の
規
制
及
び
保

存
の
た
め
の
措
置
」
が
望
見
で
き
る
外
観
に
限
ら
れ

て
お
り
、
内
部
に
つ
い
て
は
規
制
や
措
置
が
規
定
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
同
法
の
適
用
除
外
の
対
象

と
な
る
「
そ
の
他
の
条
例
」
の
要
件
を
満
た
し
て
い

な
い
と
の
判
断
に
な
り
ま
し
た
。

一
つ
の
対
策
と
し
て
は
、
対
象
と
な
る
町
並
み
交

流
館
を
萩
市
指
定
文
化
財
に
指
定
し
て
、
こ
の
要
件

を
満
た
す
こ
と
も
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
の
維
新
関
連
の
旧
宅
な
ど
の
公
開
と
は
異
な
り
、

保
存
地
区
住
民
が
自
ら
伝
統
的
建
造
物
で
あ
る
民
家

を
舞
台
に
主
客
の
交
流
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
あ
く
ま
で
伝
統
的
建
造
物
と
し
て

活
用
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
に

必
要
な
伝
建
条
例
の
改
正
の
検
討
に
入
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
萩
市
伝
建
条
例
の
第
６
条
に
規

定
さ
れ
て
い
る
「
現
状
変
更
の
規
制
」
を
、
単
純
に

指
定
文
化
財
並
み
に
内
外
全
て
に
わ
た
る
現
状
変
更

の
規
制
を
講
ず
る
よ
う
変
更
す
る
と
、
内
部
の
生
活

空
間
に
ま
で
文
化
財
と
し
て
の
保
護
措
置
が
及
ぶ
こ

と
に
な
り
、
住
民
が
住
み
な
が
ら
町
並
み
を
保
存
す

る
と
い
う
伝
建
制
度
の
本
来
の
趣
旨
か
ら
外
れ
て
し

ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
通
常
の
現
状
変
更

の
規
制
は
外
観
を
対
象
と
す
る
規
定
に
は
手
を
加
え

ず
、町
並
み
交
流
館
な
ど
の
展
示
場
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
、

カ
フ
ェ
ー
な
ど
の
商
業
施
設
な
ど
の
う
ち
、「
文
化

財
的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
内
部
を
公
開
す
る

〇建築基準法	 ※下線は筆者
　（適用の除外）
第３条　この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規
定は、次の各号のいずれかに該当する建築物について
は、適用しない。
一　文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定によ
つて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別
史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として
指定され、又は仮指定された建築物

二　旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和８年法
律第43号）の規定によつて重要美術品等として認定
された建築物

三　文化財保護法第182条第２項の条例その他の条例の
定めるところにより現状変更の規制及び保存のため
の措置が講じられている建築物（次号において「保
存建築物」という。）であつて、特定行政庁が建築審
査会の同意を得て指定したもの



自治体法務研究 2018・秋◆ 54

用
途
に
供
す
る
も
の
」
に
限
定
し
て
、
こ
の
場
合
に

は
内
部
も
現
状
変
更
の
規
制
の
対
象
と
な
る
条
項
を

加
え
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
住
民
が
住
む
民
家
で
あ
る
伝
統
的
建

造
物
へ
の
規
制
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
か

ら
、
議
会
や
住
民
か
ら
も
異
論
は
な
く
、
平
成
19
年

3
月
議
会
に
お
い
て
、
萩
市
伝
建
条
例
の
一
部
改
正

が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
改
正
を
受
け
て
、
こ
の
町
並
み
交
流
館
の
内

外
全
て
に
同
条
例
第
６
条
に
基
づ
く
現
状
変
更
の
規

制
を
か
け
る
こ
と
で
、
建
築
主
事
と
協
議
を
進
め
る

こ
と
と
な
り
、
防
火
や
構
造
に
係
る
代
替
措
置
の
計

画
を
付
し
て
建
築
基
準
法
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
く
指
定
申
請
を
行
い
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
町
並
み
交
流
館
は
、
南
北
二
つ
の
主

屋
か
ら
成
り
、
比
較
的
破
損
が
少
な
か
っ
た
南
棟
は

躯
体
を
残
し
た
ま

ま
の
修
理
工
事
を

行
う
こ
と
か
ら
、

同
法
第
３
条
第
１

項
第
３
号
の
「
保

存
建
築
物
」、
破

損
が
著
し
か
っ
た

北
棟
は
躯
体
を

い
っ
た
ん
解
体
し

て
再
建
し
た
こ
と

か
ら
、
同
法
第
３

条
第
１
項
第
４
号

の
「
保
存
建
築
物

で
あ
っ
た
も
の
の

原
形
を
再
現
す
る

建
築
物
」
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
ま
し

た
。

〇萩市伝統的建造物群保存地区保存条例
※下線部を条例の一部改正により追加

　（現状変更行為の規制）
第６条　保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ市長及び
教育委員会の許可を受けなければならない。
（１）建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の新築、増築、改築、
移転又は除却

（２）建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することと
なるもの

（３）宅地の造成その他の土地の形質の変更
（４）木竹の伐採
（５）土石類の採取
（６）水面の埋立て
（７）伝統的建造物であって建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第２
号に規定する特殊建築物に該当するもののうち、文化財的価値を有するも
のとして内部を公開する用途に供するものの修繕、模様替え又は色彩の変
更でその内部を変更することとなるもの

２・３　略
　（許可の基準）
第７条　市長及び教育委員会は、前条第１項各号に掲げる行為で次に定める基
準に適合しないものについては、同項の規定による許可をしてはならない。
（１）伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変
更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝
統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特
性を維持していると認められるものであること。

（２）～（８）　略

浜崎町並み交流館　旧山村家住宅の外観（左が改修前、右が改修後）
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つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伝統的な町並みと各家を巡り歩くイベント「浜崎伝建おた
から博物館」の様子

６　

お
わ
り
に

本
市
が
こ
の
伝
建
条
例
の
改
正
を
行
っ
た
３
年
前

の
平
成
16
年
に
は
景
観
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
条
例
改
正
の
翌
年
で
あ
る
平
成
20
年
に
は
、
歴

史
ま
ち
づ
く
り
法
（
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の

維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
）
が
制
定
さ
れ
る
な

ど
地
域
の
歴
史
的
町
並
み
や
建
造
物
を
ま
ち
づ
く
り

に
積
極
的
に
活
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
機
運
が
急
速
に

高
ま
っ
て
き
た
時
期
で
し
た
。

そ
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
建
築
基

準
法
の
規
定
の
範
囲
内
で
行
う
以
外
に
先
例
は
な

く
、
現
在
か
ら
み
る
と
不
十
分
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
指
定
文
化
財
以
外
の
歴
史
的
建
造
物

を
対
象
に
、
同
法
第
３
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に

あ
る
「
そ
の
他
の
条
例
」
を
用
い
る
先
鞭
を
つ
け
る
こ

と
が
で
き
た
、
と
の
思
い
は
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
京
都
市
を
筆
頭
に
各
地
で
地
域
の
歴
史

的
建
造
物
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
条
例
が
策
定

さ
れ
、「
そ
の
他
の
条
例
」
に
基
づ
く
同
法
の
適
用

除
外
の
道
が
開
か
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で

す
。
こ
う
し
た
動
き
も
、
か
つ
て
地
方
公
共
団
体
の

独
自
条
例
に
よ
る
町
並
み
保
存
の
取
組
が
文
化
財
保

護
法
の
改
正
に
よ
り
伝
建
制
度
を
生
ん
だ
よ
う
に
、

地
域
の
歴
史
的
町
並
み
や
建
造
物
を
歴
史
ま
ち
づ
く

り
に
活
か
そ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
の
実
践
的
な

条
例
の
運
用
が
、
国
の
制
度
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
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