
13 public information  Maibara 2013.12.15

国
内
39
件
目
の
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定

が
決
ま
っ
た
「
東
草
野
の
山
村
景
観
」。
こ

れ
か
ら
が
、
冬
本
番
で
す
。
長
く
厳
し
い
季

節
の
到
来
で
す
が
、
縄
文
時
代
中
期
の
約
四

〇
〇
〇
年
前
か
ら
、
東
草
野
地
域
の
歴
史
と

く
ら
し
は
、
雪
を
克
服
し
、
雪
と
共
生
し
な

が
ら
、
雪
を
利
用
し
工
夫
し
て
続
い
て
き
ま

し
た
。
甲
津
原
の
麻あ

さ

織お

り
や
曲
谷
の
石
臼
作

り
、
甲
賀
の
竹
刀
作
り
な
ど
の
個
性
的
な
冬

の
副
業
を
発
展
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
甲
賀

な
ど
の
主
産
業
で
あ
っ
た
炭
は
、
冬
の
七
曲

な
な
ま
が
り

峠と
う
げ

を
越
え
て
、
鍛
冶
屋
（
長
浜
市
）
の
問
屋

に
出
荷
さ
れ
ま
し
た
。
雪
に
閉
ざ
さ
れ
た
よ

う
に
見
え
る
山
村
は
、
内
で
は
さ
ま
ざ
ま
な

生
産
活
動
が
行
わ
れ
、
外
に
向
か
っ
て
は
、

何
本
も
の
峠
道
を
利
用
し
た
流
通
活
動
が
活

発
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
東
草
野
の
文

化
的
景
観
は
、「
峠
を
介
し
た
流
通
・
往
来

に
よ
っ
て
発
達
し
た
景
観
地
で
、
カ
イ
ダ
レ

な
ど
独
特
の
設
備
を
備
え
た
民
家
形
態
や
、

集
落
ご
と
に
発
達
し
た
副
業
な
ど
、
豪
雪
に

対
応
し
た
生
活
・
生
業
・
水
利
用
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
文
化
的
景
観
」
な
の
で
す
。

東
草
野
の
文
化
的
景
観
シ
リ
ー
ズ
。
今
回

は
、
民
家
に
み
ら
れ
る
独
特
の
設
備
、
カ
イ

ダ
レ
と
持
送
り
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

東
草
野
で
は
、
妻
入
り
で
ト
タ
ン
が
被
せ

ら
れ
て
い
る
茅か

や

葺ぶ

き
の
民
家
が
多
く
、
甲
津

原
で
は
二
二
棟
を
数
え
、
集
落
景
観
を
特
徴

づ
け
ま
す
。
さ
ら
に
、
甲
津
原
、
甲
賀
、
吉

槻
で
は
、
入
り
口
を
南
に
設
け
る
家
屋
が
多

く
、
日
当
た
り
を
良
く
し
て
、
降
雪
時
に
入

り
口
を
確
保
す
る
た
め
の
知
恵
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

カ
イ
ダ
レ
は
民
家
の
入
口
に
半
間
か
ら
一

間
の
横
木
を
出
し
、
そ
の
先
に
水
平
に
桁け

た

を

乗
せ
て
、
長
い
庇ひ

さ
し

に
し
た
も
の
で
、
積
雪
時

に
入
り
口
を
確
保
す
る
た
め
の
空
間
で
す
。

収
穫
期
に
は
天
日
干
し
に
し
た
農
作
物
を
急

な
降
雨
か
ら
退
避
さ
せ
る
た
め
の
空
間
で
も

あ
り
ま
す
。
積
雪
の
多
い
最
奥
の
甲
津
原
に

最
も
多
く
、
曲
谷
や
吉
槻
で
も
見
ら
れ
ま
す
。

隣
接
す
る
岐
阜
県
春
日
村
（
現
揖
斐
川
町
）

か
ら
大
工
を
呼
ん
で
き
て
建
て
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
お
り
、
峠
を
越
え
た
交
流
が
あ
っ

た
こ
と
を
裏
付
け
ま
す
。
冬
場
に
な
る
と
雪

囲
い
を
庇
に
む
け
て
立
て
か
け
、
冬
季
の
作

業
場
、
薪
や
割
木
置
き
場
な
ど
の
空
間
に
な

り
ま
す
。

持
送
り
は
、
軒
下
に
お
い
て
戸
口
前
な
ど

の
大
庇

お
お
ひ
さ
し

を
受
け
る
た
め
の
も
の
で
、
東
草
野

に
見
ら
れ
る
の
は
民
家
の
軒
下
や
、
蔵
の
庇

に
つ
く
も
の
で
、
様
々
な
意
匠
の
持
送
り
が

見
ら
れ
ま
す
。
民
家
に
よ
っ
て
は
一
棟
に
数

枚
の
持
送
り
が
付
く
も
の
も
あ
り
ま
す
。
滋

賀
県
の
平
野
部
に
は
わ
ず
か
し
か
見
ら
れ

ず
、
東
草
野
の
四
集
落
に
持
送
り
が
多
い
の

は
雪
が
多
い
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

意
匠
に
は
植
物
文
様

も

ん

よ

う

、
自
然
現
象
文
様
（
雲

や
波
）、
無
文
様
な
ど
が
あ
り
、
透
か
し
が

あ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
比
較
的
多
い
唐か

ら

草く

さ

模も

様よ

う

は
、
生
命
力
が
強
く
途
切
れ
る
こ
と
な

く
蔓つ

る

を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
か
ら
「
繁
栄
・

長
寿
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、
縁
起
の
良
い

文
様
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
歴
史
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