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い
で
し
ょ
う
か
」。

　

そ
う
話
す
の
は
市
川
昭
男
市
長
。市
川
市
長

は
、市
民
活
動
の
支
援
を
就
任
１
期
目
か
ら
重

視
し
て
い
る
。平
成
17
年
に
市
民
活
動
を
総
合

的
に
支
援
す
る
拠
点
と
し
て
設
置
さ
れ
た「
山

形
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
」に
登
録
す
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
団
体
の
数
は
、平

成
21
年
２
月
末
時
点
で
２
２
６
団
体
ま
で
増

加
。「
山
形
市
第
７
次
総
合
計
画
」に
お
い
て
、平

成
23
年
ま
で
の
目
標
で
あ
っ
た
２
２
０
団
体
を

す
で
に
超
え
て
い
る
。ま
た
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
団
体
な
ど
の
市
民
活
動
を
支
援
す

る
、「
山
形
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
フ
ァ
ン
ド
」へ
の
市

民
・
企
業
か
ら
の
寄
附
は
２
千
万
円
を
超
え
た
。

「
市
政
と
い
う
の
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を

い
か
に
具
現
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。三
者
が
共
に
課
題
を
考
え
、共
有
し
な
が

兼
続
公
と
山
形
城
主
最
上
義
光
公
が
戦
っ
た

「
長
谷
堂
城
跡
」の
整
備
が
行
わ
れ
、多
く
の
観

光
客
が
訪
れ
て
い
る
。山
形
市
で
は
、こ
う
し
た

既
存
の
歴
史
的
・
文
化
的
資
産
を
活
か
し
、中
心

部
の
賑
わ
い
の
創
出
を
図
っ
て
き
た
が
、中
心

市
街
地
活
性
化
の
た
め
の「
切
り
札
」に
は
成
り

得
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
山
形
市
は
、認
定
中
心
市
街
地
活
性

化
基
本
計
画

に
お
い
て
、

「
街
な
か
観

光
」に
よ
る

賑
わ
い
の
創

出
を
図
る
た

め
、「
山
形
ら

し
さ
」を
前

面
に
打
ち
出

ら
そ
の
解
決
を
探
る
過
程
そ
の
も
の
も
、各
分

野
の
Ｕ
Ｄ
を
進
め
て
い
く
た
め
の
基
盤
に
な
り

ま
す
」。

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
向
け
て

　

中
心
市
街
地
の
活
性
化
は
、全
国
の
自
治
体

が
抱
え
る
悩
み
で
あ
る
。山
形
市
の
中
心
市
街

地
で
あ
る
七
日
町
と
駅
前
の
両
ブ
ロ
ッ
ク
の
売

り
上
げ
は
、平
成
９
年
に
あ
わ
せ
て
約
７
０
０
億

円
。と
こ
ろ
が
、平
成
16
年
に
は
約
４
０
０
億
円

に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。山
形
市
の
中
心
街

に
は
、ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
の
旧
県
庁
舎「
文
翔

館
」や
最
上
川
舟
運
文
化
を
今
に
伝
え
る
多
数

の
蔵
が
あ
り
、江
戸
時
代
に
造
ら
れ
た
全
長
約

１
１
５
㎞
の
農
業
用
水
堰「
山
形
五
堰
」が
網
の

目
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
。ま
た
、周
辺
部
で
は
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ「
天
地
人
」で
話
題
の
直
江

市
町
村

レ
ポ
ー
ト

山
形
市

市
民
活
動
を
支
援
す
る

　

蔵
王
連
峰
、月
山
、朝
日
と
い
っ
た
壮
麗
な

山
々
と
歴
史
あ
る
町
並
み
と
が
一
体
化
し
た
美

し
い
景
観
が
自
慢
の
県
都
山
形
市
。人
口
25
万

を
有
す
る
同
市
は
、ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針

と
し
て「
共
創
」と
い
う
考
え
方
を
掲
げ
て
い

る
。

　
「
市
民
と
事
業
者
、行
政
の
三
者
が
、共
に
ま

ち
を
創
る
と
い
う
意
味
で
す
。そ
の
三
者
が
そ

れ
ぞ
れ
適
切
な
力
を
出
し
合
い
、支
え
合
う
。あ

た
か
も
、三
辺
が
同
じ
面
積
で
形
作
ら
れ
る
正

三
角
錐
の
よ
う
な
安
定
し
た
社
会
が
、持
続
可

能
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
条
件
な
の
で
は
な

「
共
創
」の
ま
ち
づ
く
り

自
立
に
向
か
う
地
域
自
治

山
形
市
長

市
川
昭
男
さ
ん

網の目のように流れている「山形五堰」のひとつ、御
殿堰（専称寺）

し
た「
七
日
町
拠
点
」「
第
一
小
学
校
旧
校
舎
拠

点
」「（
仮
称
）山
形
ま
る
ご
と
館
」の
三
つ
の
新
名

所
を
築
く
こ
と
を
計
画
し
た
。

「
七
日
町
拠
点
」事
業
は
、行
政
と
民
間
が
中
心

市
街
地
の
活
性
化
と
い
う
共
通
の
課
題
の
解
決

を
め
ざ
し
、協
力
し
て
い
る
。計
画
で
は
、市
が

歴
史
・
文
化
的
資
産
で
あ
る
山
形
五
堰
の
ひ
と

つ「
御
殿
堰
」を
石
積
み
水
路
と
し
て
再
整
備

し
、七
日
町
御
殿
堰
開
発
株
式
会
社
が
、既
存
の

蔵
の
改
修
と
町
屋
風
の
２
階
建
て
の
商
業
施
設

「共創」を基本方針に掲げる市川市長

を
来
年
の
３
月
ま
で
に
完
成
さ
せ
る
。

「
第
一
小
学
校
旧
校
舎
拠
点
」事
業
で
は
、現
在

使
用
さ
れ
て
い
な
い
旧
校
舎
を
保
存
し
、街
な

か
観
光
の
拠
点
、市
の
教
育
資
料
や
埋
蔵
文
化

財
の
展
示
、ま
た
生
涯
学
習
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
事
務

室
と
利
用
で
き
る
施
設
と
し
て
活
用
す
る
こ
と

が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

「（
仮
称
）山
形
ま
る
ご
と
館
」は
市
が
民
間
か

ら
蔵
を
借
り
、全
国
に
誇
れ
る
山
形
な
ら
で
は
の

特
産
物
や
食
な
ど
、「
山
形
ら
し
さ
」を
全
身
で

体
感
で
き
る
施
設
と
し
て
整
備
す
る
計
画
だ
。

子
育
て
環
境
の
整
備

　

市
で
は
総
合
的
な
施
策
を
行
え
る
よ
う
に
、

健
康
福
祉
部
内
に
あ
っ
た「
子
育
て
推
進
課
」を

平
成
21
年
４
月
よ
り「
子
育
て
推
進
部
」に
昇
格

さ
せ
た
。同
じ
く
４
月
よ
り
ス
タ
ー
ト
す
る「
こ

ど
も
医
療
制
度
」は
対
象
を
就
学
前
か
ら
小
学

1
年
生
ま
で
に
拡
大
し
、保
護
者
の
医
療
費
の

負
担
軽
減
を
図
っ
た
。ま
た
３
月
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
て
い
る
妊
婦
健
診
の
助
成
は
、従
来
の
５

回
か
ら
14
回
に
拡
充
し
た
。

「
子
育
て
環
境
の
整
備
は
、山
形
市
が
重
点
的

に
取
組
ん
で
い
る
課
題
の
一
つ
。
若
い
お
父
さ

ん
、お
母
さ
ん
た
ち
に
と
っ
て
、子
供
の
医
療
費

は
結
構
大
き
な
負
担
に
な
り
ま
す
。次
代
を
担

う
子
供
た
ち
の
た
め
に
、行
政
と
し
て
も
最
大

限
支
援
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」と
市
川

市
長
は
力
強
く
語
っ
た
。

「市民活動を総合的に支援する拠点「山形市市民活動支援センター」

山形らしさを前面に打ち出した「第一小学校旧校舎拠点」（左）と「（仮称）山形まるごと館」として活用予定の蔵（右）

山形城主最上義光公と直江兼続公が戦った「長谷堂城跡」

ルネサンス様式の旧県庁舎「文翔館」
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荻お
ぎ
ゅ
う
そ
ら
い

生
徂
徠
の
伝
統
が 

生
み
出
し
た
気
風

　

平
成
17
年
10
月
１
日
に
６
市
町
村
が
合
併

し
て
発
足
し
た
鶴
岡
市
。
総
面
積
１
３
１
１
・

４
９
km2

は
東
北
一
、全
国
市
町
村
の
中
で
も
10

番
目
に
大
き
な
都
市
と
な
っ
た
。「
住
民
の
皆
様

の
ご
理
解
ご
協
力
に
よ
り
、大
き
な
問
題
は
な

く
移
行
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。も
と
も
と

こ
こ
は
、ひ
と
つ
の
気
持
ち
で
生
き
て
き
た
地

域
で
す
か
ら
ね
」。旧
鶴
岡
市
で
４
期
市
長
を
務

め
、合
併
後
も
市
長
を
務
め
る
富
塚
陽
一
市
長

は
話
す
。

　

日
本
有
数
の
稲
作
地
帯
で
あ
る
庄
内
平
野
の

南
半
分
を
占
め
、西
側
は
日
本
海
に
面
す
る
。こ

れ
ら
豊
か
な
自
然
の
恵
み
を
受
け
、農
林
水
産

業
が
盛
ん
で
、江
戸
時
代
に
は
庄
内
藩
の
城
下

町
と
し
て
栄
え
た
。「〝
自
由
に
の
び
の
び
と
、個

性
を
伸
ば
す
〟こ
と
が
伝
統
的
な
気
風
で
す
。そ

れ
は
致
道
館
の
教
え
で
あ
っ
た
荻
生
徂
徠
の
徂

徠
学
が
土
壌
に
な
っ
て
い
ま
す
」。

　

致
道
館
と
は
、庄
内
藩
の
優
れ
た
人
材
の
育

成
を
目
的
に
、文
化
２
年（
１
８
０
５
）酒
井
家

九
代
目
藩
主・
忠
徳
公
が
創
設
し
た
藩
校
だ
。そ

の
教
学
と
な
っ
た
の
が
徂
徠
学
で
、各
自
の
天

性
に
応
じ
長
所
を
伸
ば
す
こ
と
が
重
視
さ
れ

た
。そ
ん
な
歴
史
を
背
景
に
、市
民
は
学
問
や
芸

術
に
勤
し
み
、多
様
で
貴
重
な
伝
統
文
化
や
生

活
文
化
を
産
み
育
て
て
き
た
。

　

合
併
後
約
３
年
が
経
過
し
、新
・
鶴
岡
市
で

は
、こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
の
中
長
期
的
な

指
針
、鶴
岡
市
総
合
計
画
を
発
表
し
た
。め
ざ
す

れ
、親
し
ま
れ
て
き
た
野
菜
、果
樹
、穀
類
な
ど

の
作
物
の
こ
と
で
、山
形
在
来
作
物
研
究
会
の

調
査
で
は
、鶴
岡
市
に
は
50
品
目
が
存
在
す
る

（
山
形
県
全
体
で
１
３
３
品
目
）。全
国
区
と
な
っ

た「
だ
だ
ち
ゃ
豆
」、小
型
丸
な
す「
民
田
ナ
ス
」、

ワ
イ
ン
の
原
料
と
な
る「
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
」な
ど
個

性
あ
ふ
れ
る
作
物
が
そ
ろ
う
。市
で
は
生
産
・
加

工
・
販
売
を
促
し
、地
域
文
化
と
し
て
の
顔
と
し

て
そ
の
価
値
を
発
信
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、５
０
０
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ

民
俗
芸
能「
黒
川
能
」（
平
成
20
年
に
は
パ
リ
で

公
演
）、日
本
で
唯
一
そ
の
全
工
程
が
集
積
す
る

「
絹
織
物
」、樹
皮
か
ら
と
れ
る
靱じ
ん
ぴ皮

繊
維
で
織

り
上
げ
る「
し
な
織
り
」な
ど
、伝
統
的
文
化
資

源
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。市
の
広
報
紙
で

は「
文
化
の
継
承
」と
い
う
テ
ー
マ
で
、毎
号
こ

都
市
像
と
し
て
、「
人　

く
ら
し　

自
然　

み
ん

な
い
き
い
き　

心
や
す
ら
ぐ
文
化
を
つ
む
ぐ
悠

久
の
ま
ち　

鶴
岡
」を
掲
げ
た
。鶴
岡
な
ら
で
は

の
文
化
を
守
り
育
て
る
こ
と
が
、市
政
の
基
軸

と
な
る
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。

文
化
を
継
承
し
新
し
い
文
化へ

　

同
市
の
基
礎
的
な
産
業
と
な
る
農
林
水
産
業

に
お
い
て
も
、先
人
の
努
力
や
研
鑽
に
よ
り
品

種
の
改
良
・
開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。

「
在
来
作
物
の
種
類
が
非
常
に
豊
富
で
、と
て
も

お
も
し
ろ
い
作
物
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
農
業
者
の
知
恵
と
工
夫
の
た
ま
も
の
。

鶴
岡
農
業
は〝
知
識
産
業
〟で
、農
業
者
は〝
知
識

職
業
人
〟で
あ
る
の
で
す
」。

　

在
来
作
物
と
は
、そ
の
土
地
で
長
年
栽
培
さ

徂徠学と鶴岡市の気風について語る富塚陽一市長

500年以上の歴史をもつ民俗芸能「黒川能」

れ
ら
伝
統
的
文
化
を
詳
し
く
取
り
上
げ
て
い

る
。連
載
20
回
を
迎
え
た
こ
ろ
に
一
冊
の
本
と

し
て
ま
と
め
る
予
定
と
富
塚
市
長
は
話
す
。「
鶴

岡
市
の
文
化
を
若
者
た
ち
に
し
っ
か
り
伝
え
て

い
き
た
い
。そ
し
て
、定
着
し
て
も
ら
い
た
い
し
、

楽
し
ん
で
、喜
ん
で
引
き
継
い
で
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。伝
統
的
な
も
の
を
持
ち
続
け
て
い
っ

た
と
き
に
、そ
こ
か
ら
ま
た
先
端
的
な
も
の
が

生
ま
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
」。

学
術
文
化
を
振
興
す
る 

研
究
教
育
活
動
を
支
援

　

高
等
教
育
研
究
機
関
の
集
積
も
、文
化
・
産

業
の
発
展
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
る
。戦
後
開

設
の
山
形
大
学
農
学
部
、国
立
鶴
岡
工
業
高
等

専
門
学
校
、平
成
13
年
に
慶
應
義
塾
大
学
先
端

生
命
科
学
研
究
所
、平
成
17
年
に
東
北
公
益
文

科
大
学
大
学
院
が
設
置
さ
れ
た
。現
在
４
つ
の

高
等
教
育
機
関
が
研
究
教
育
活
動
を
展
開
、同

市
で
も
積
極
的
な
支
援
に
努
め
て
い
る
。

　

先
端
生
命
科
学
研
究
所
で
は
、人
の
細
胞
に

関
す
る
超
高
度
な
研
究
を
深
め
、開
所
以
来
、世

界
的
に
も
注
目
さ
れ
る
画
期
的
な
研
究
成
果
を

次
々
と
挙
げ
て
い
る
。富
塚
市
長
は「
研
究
所
に

は
、人
間
の
生
命
だ
け
で
な
く
、植
物
の
生
命
に

ま
で
領
域
を
広
げ
て
も
ら
お
う
と
促
し
て
い
ま

す
。鶴
岡
の
自
然
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
非
常
に

豊
か
で
す
。ま
だ
ま
だ
発
見
し
て
い
な
い
も
の

が
あ
る
だ
ろ
う
し
、そ
れ
を
見
出
し
た
と
き
に

ま
た
新
し
い
も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
豊
か
で
楽
し
い
社
会
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」と
話
す
。

　

合
併
に
よ
り
森
林
が
７
割
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
た
同
市
は
、そ
の
豊
か
な
自
然
も
貴
重
な

資
源
で
あ
り
守
る
べ
き
文
化
。出
羽
三
山
は
世

界
遺
産
登
録
を
め
ざ
し
、平
成
20
年
に
は
大
山

上
池
・
下
池
が
国
際
的
に
重
要
な
湿
地
を
保
全

す
る「
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
」湿
地
と
し
て
認
定
さ

れ
て
い
る
。

　

暮
ら
し
が
均
質
化
し
、ま
ち
の
個
性
が
見
え

づ
ら
く
な
っ
て
い
く
中
、豊
か
な
文
化
を
市
政

の
け
ん
引
力
と
す
る
同
市
。市
長
か
ら
多
く
聞

か
れ
た
の
は「
の
び
の
び
と
」「
楽
し
ん
で
」と
い

う
言
葉
。市
民
を
お
だ
や
か
に
包
む
よ
う
な
姿

勢
に
、こ
の
地
の「
個
を
重
視
す
る
」伝
統
が
息

づ
い
て
い
る
。

東北公益文科大学大学院と慶應義塾大学先端生命科学研究所

在来作物「だだちゃ豆」

庄内藩校致道館

樹皮からとれる靱皮繊維で織り上げる「しな織り」

「ラムサール条約」湿地として認定された大山上池(下）・下池（上）

市
町
村

レ
ポ
ー
ト

鶴
岡
市

文
化
で
つ
む
ぐ
ま
ち
づ
く
り

個
性
豊
か
な
文
化
を
牽
引
力
に

鶴
岡
市
長

富
塚
陽
一
さ
ん
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ア
ジ
ア
の
ア
ル
カ
デ
ィア

　

維
新
後
ま
も
な
い
明
治
11
年
、英
国
人
の
女

性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
日
本
を
訪
れ
、

西
洋
人
未
踏
の
地
で
あ
っ
た
東
北
地
方
や
北
海

道
を
旅
し
た
。そ
の
旅
の
お
り
、置
賜
盆
地
の
ほ

ぼ
中
央
部
に
位
置
す
る
当
時
の
川
西
町
を
訪
れ

た
彼
女
は
、そ
の
美
し
い
田
園
風
景
を「
ア
ジ
ア

の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア（
桃
源
郷
）で
あ
る
」と
、日
本

で
の
旅
行
記「Unbeaten Tracks in Japan

」

に
記
し
て
い
る
。後
に
彼
女
の
日
本
旅
行
記
は
、

川
西
町
出
身
の
高
梨
健
吉
さ
ん
の
翻
訳
に
よ
っ

て『
日
本
奥
地
紀
行
』と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

　

原
田
俊
二
町
長
は「
自
然
の
豊
か
さ
、食
糧
の

豊
か
さ
、人
間
関
係
の
豊
か
さ
、さ
ら
に
は
豊
か

な
歴
史
や
文
化
。お
金
で
は
測
れ
な
い
地
方
が

持
っ
て
い
る
豊
か
さ
が
見
直
さ
れ
て
も
い
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」と
語
る
。原
田
町
長
は

都
立
高
校
の
教
員
を
務
め
て
い
た
が
、「
高
畠
町

有
機
農
業
研
究
会
」の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍

し
、ま
た
詩
人
・
評
論
家
で
も
あ
る
星
寛
治
さ
ん

（
本
誌
28
号
掲
載
）の
応
援
も
あ
り
、自
分
の
暮

ら
し
を
つ
く
る
原
点
で
あ
る
農
業
の
担
い
手
と

し
て
帰
郷
し
た
。

　

四
季
の
変
化
が
は
っ
き
り
し
た
盆
地
性
気
候

や
山
々
か
ら
流
れ
出
す
、雪
解
け
の
ミ
ネ
ラ
ル

分
を
含
ん
だ
伏
流
水
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る「
自

然
の
豊
か
さ
」が
、県
内
屈
指
の
米
ど
こ
ろ
、ま

た
米
沢
牛
や
紅
大
豆
の
産
地
と
し
て
川
西
町
の

「
食
糧
の
豊
か
さ
」を
支
え
て
い
る
。米
沢
牛
に

比
べ
、紅
大
豆
の
知
名
度
は
ま
だ
低
い
。紅
大
豆

は
全
国
で
も
希
少
な「
赤
豆
」で
あ
り
、「
煮
豆
に

て
い
る
。

「
ま
ち
づ
く
り
は
出
会
い
と
ふ
れ
あ
い
を
大
事

に
し
な
い
と
い
け
な
い
。川
西
町
で
は
障
害
が

あ
る
人
も
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
に
溶

け
込
ん
で
い
て
、町
中
を
歩
い
て
い
て
も
何
も

違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
。他
所
で
は
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
を
開
設
す
る
と
き
に
反
対
運
動
が
起
き

た
り
し
ま
す
が
、川
西
町
で
は
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
を
閉
鎖
す
る
と
な
る
と
、自
治
会
か
ら
反
対

の
声
が
上
が
り
ま
す
」と
原
田
町
長
は
、同
町
が

醸
成
し
て
き
た「
人
間
関
係
の
豊
か
さ
」を
誇

る
。地

域
資
源
の
再
評
価

　

同
町
に
は
ユ
ニ
ー
ク
な
資
源
が
豊
富
。川
西

町
フ
レ
ン
ド
リ
ー
プ
ラ
ザ
は
県
内
屈
指
の
文
化

す
る
と
お
い
し
い
」と
地
元
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た

ち
が
守
っ
て
き
た
そ
う
だ
。
平
成
18
年
に
は
、

「
作
る
だ
け
の
農
業
」か
ら
の
脱
却
を
柱
に
し
た

「
川
西
町
紅
大
豆
生
産
研
究
会
」が
発
足
。紅
大

豆
を
使
っ
た
商
品
開
発
は
、米
沢
牛
を
使
っ
た

商
品
開
発
と
も
ど
も
、今
後
の
発
展
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。

　

川
西
町
に
は
、県
内
最
大
の
５
０
０
名
の
知

的
障
害
の
あ
る
人
た
ち
が
入
所
で
き
る「
山
形

県
総
合
コ
ロ
ニ
ー
希
望
ヶ
丘
」と
９
つ
の
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
が
あ
る
。昭
和
48
年
当
時
、県
か
ら
総

合
コ
ロ
ニ
ー
建
設
の
方
針
が
出
さ
れ
た
と
き
、

川
西
町
で
は
商
工
会
の
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ

て
施
設
の
誘
致
運
動
を
行
い
開
設
さ
れ
た
。以

来
、夏
ま
つ
り
、運
動
会
、文
化
祭
な
ど
入
所
者

と
地
域
の
人
々
と
の
交
流
が
積
極
的
に
行
わ
れ

自然や人間関係の豊かさを語る原田俊二川西町長

施
設
だ
。作
家
・
劇
作
家
の
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
寄

贈
の
蔵
書
約
13
万
冊
が
収
蔵
さ
れ
た「
遅
筆
堂

文
庫
」を
核
に
、客
席
数
７
１
７
の
本
格
的
な
演

劇
ホ
ー
ル
と
町
立
図
書
館
が
一
体
と
な
っ
た
複

合
施
設
で
あ
る
。井
上
さ
ん
は
、川
西
町
で
生
ま

れ
多
感
な
幼
少
時
代
を
過
ご
し
た
。書
籍
に
は

作
家
が
つ
け
た
付
箋
や
メ
モ
が
そ
の
ま
ま
残

り
、フ
ァ
ン
に
は
魅
力
い
っ
ぱ
い
だ
。

　

昭
和
35
年
に
開
園
し
た「
川
西
ダ
リ
ヤ
園
」に

は
毎
年
夏
に
６
５
０
種
類
、５
万
本
も
の
大
輪

が
開
花
す
る
。日
本
一
の
規
模
で
、メ
キ
シ
コ
や

東
京
都
町
田
市
と
の
交
流
が
盛
ん
だ
。

「
川
西
町
で
は
紅
大
豆
の
よ
う
に
、も
と
も
と

あ
っ
た
資
源
を
発
掘
し
た
り
、そ
れ
を
磨
き
あ

げ
る
内
発
型
の
ま
ち
お
こ
し
に
力
を
入
れ
て
き

ま
し
た
。企
業
誘
致
な
ど
外
部
か
ら
応
援
し
て

も
ら
う
活
性
化
も
あ
り
ま
す
が
、自
前
で
核
と

な
る
も
の
を
つ
く
る
こ
と
も
大
切
で
す
。そ
う

で
な
い
と
、主
体
性
が
ど
ち
ら
に
あ
る
の
か
見

え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
」。

　

イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
川
西
町
を
訪
れ
て
か

ら
約
１
３
０
年
、川
西
町
の
現
在
の
人
口
は
お

よ
そ
１
万
８
千
人
。高
齢
化
率
は
29
％
を
超
え
、

理
想
郷
と
称
さ
れ
た
川
西
町
に
も
自
治
体
共
通

の
悩
み
で
あ
る
高
齢
化
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い

る
。

「
ま
だ
ま
だ
65
歳
は
現
役
で
す
。80
歳
で
も
元
気

に
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
方
々
の
10
年
、20

年
後
の
未
来
を
考
え
た
ま
ち
づ
く
り
を
ど
う
進

め
て
い
く
の
か
が
課
題
で
す
」。

　

平
成
21
年
４
月
よ
り
、川
西
町
で
は
公
民
館

商品開発が進む紅大豆

美しい田園風景

グループホーム「希望が丘東おき第1ホーム」

食用菊を使った食事の準備をする入居者たち

有限会社肉の斎藤の斎藤美和子さん。米沢牛おむすび「牛賜」で
平成20年度「やまがたふるさと食品コンクール」最優秀賞を受
賞。全国大会で農林水産大臣賞に輝く

川西町フレンドリープラザとプラザ内に設けられた「遅筆堂文庫」

5万本のダリヤが咲く「川西ダリア園」

市
町
村

レ
ポ
ー
ト

川
西
町

桃
源
郷
の
内
発
型
ま
ち
お
こ
し

地
方
が
持
つ
豊
か
さ
を
見
直
す

川
西
町
長

原
田
俊
二
さ
ん

を「
地
区
交
流
セ
ン
タ
ー
」へ
移
行
す
る
。従
来

の
公
民
館
の
役
割
に
限
定
さ
れ
ず
、人
づ
く
り
、

地
域
づ
く
り
に
加
え
、地
域
資
源
を
活
用
し
た

産
業
振
興
な
ど
も
行
い
、今
後
懸
念
さ
れ
る
高

齢
化
や
人
口
減
少
に
伴
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

希
薄
化
を
解
消
す
る
計
画
だ
。




