
議
決
前
の
「
事
前
着
手
」

イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
額

は
、
平
成

年
２
月
の
受

28

注
業
者
か
ら
の
通
知
だ
が
、

物
価
が
安
定
し
デ
フ
レ
状

態
の
現
在
、
妥
当
な
の
か

疑
問
が
残
る
。

変
更
工
事
額
は
、
金
属

屋
根
下
地
を
ボ
ー
ド
か
ら

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
変
更
や
、

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
な

ど
の
吊
り
天
井
を
直
接
固

定
に
変
え
る
な
ど
だ
が
、

屋
根
荷
重
に
伴
う
基
礎
工

事
の
変
更
は

年
８
月
頃
、

27

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
設
備
も
同

７
月
頃
に
着
手
し
て
お
り
、

議
会
議
決
前
着
手
で
、
３

月
議
会
で
問
題
と
さ
れ
た
。

市
民
の
意
見
反
映
の

シ
ス
テ
ム
不
足

当
初
建
設
予
定
価
格
の

２
倍
と
な
っ
た
こ
と
に
対

す
る
市
民
の
批
判
は
相
当

強
く
、
な
ぜ
一
度
立
ち
止

ま
っ
て
再
検
討
出
来
な
か

っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問

が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

建
築
場
所
の
問
題
と
駐

車
場
不
足
、
複
雑
な
屋
根

の
設
計
、
地
元
業
者
の
工

事
参
加
拒
否
や
、
入
札
参

加
が
１
Ｊ
Ｖ
の
み
で
大
手

ゼ
ネ
コ
ン
発
注
、
周
辺
住

宅
地
へ
の
外
壁
照
り
返
し

の
影
響
な
ど
、
市
文
化
会

館
改
築
事
業
の
全
体
が
、

市
民
へ
の
情
報
提
供
不
足
、

市
民
の
意
見
反
映
の
シ
ス

テ
ム
不
足
な
ど
で
、
こ
れ

が
問
題
の
根
本
原
因
だ
。

公
共
建
築
物
は
芸
術

作
品
か

榎
本
市
長
は
総
括
質
問

の
答
弁
で
「
文
化
会
館
は

芸
術
と
い
う
考
え
方
だ
」

と
言
っ
た
が
、
公
共
建
築

物
は
芸
術
作
品
で
は
な
い
。

そ
の
建
物
を
利
用
す
る

市
民
が
利
用
し
や
す
い
よ

う
に
、
活
動
し
や
す
い
よ

う
に
、
市
民
の
意
見
を
十

分
に
く
み
取
り
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
が
基
本
だ
。

文
化
会
館
の
複
雑
な
屋

根
の
設
計
は
、
芸
術
作
品

で
は
な
く
、
設
計
者
自
身

も
、「
敷
地
の
前
に
低
い
藩

校
の
塀
が
あ
っ
て
、
こ
の

辺
一
体
が
公
園
地
区
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ホ

ー
ル
は
、
地
域
の
中
で
飛

び
抜
け
て
ス
ケ
ー
ル
が
大

き
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
す
が
、
周
辺
に
向

か
う
ほ
ど
ス
ケ
ー
ル
を
落

と
し
て
、
な
る
べ
く
屋
根

の
裾
野
が
公
園
文
化
地
区

に
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
に

つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま

す
。」
と
語
り
、
建
築
場
所

の
問
題
だ
。

今
後
、
文
化
会
館
が
市

民
か
ら
利
活
用
さ
れ
、
愛

着
を
持
っ
て
長
期
間
大
切

に
さ
れ
る
た
め
に
は
、
市

民
と
の
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
最
も
大
切

だ
。以

上
の
問
題
に
つ
い
て

市
長
が
ど
う
責
任
を
果
た

す
の
か
、
納
得
で
き
る
回

答
が
な
い
限
り
、
今
回
の

契
約
変
更
に
は
同
意
で
き

な
い
。
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庄
内
の
伝
統
凧｢

す
み
凧｣

の
謎
に
迫
る(

一)

鈴
木

隆
（
小
中
島
）

江
戸
時
代
、
凧
は
武
家

の
間
で
男
子
の
正
月
行
事

や
端
午
の
節
句
の
遊
び
と

た

ん

ご

し
て
、
あ
る
い
は
男
児
誕

生
の
祝
い
に
揚
げ
ら
れ
て

い
た
。

徳
川
三
代
将
軍
家
光（
１

い
え
み
つ

６
０
４
年
～
１
６
５
１
年
）

に
よ
る
参
勤
交
代
制
度（
地

方
大
名
が
妻
子
を
伴
い
、

江
戸
と
国
元
に
１
年
ご
と

交
互
に
移
り
住
む
制
度
）

が
確
立
さ
れ
る
と
、
江
戸

で
は
武
家
の
人
口
が
大
幅

に
増
加
す
る
よ
う
に
な
り
、

凧
揚
げ
が
盛
ん
に
な
っ
て

い
っ
た
が
、
そ
れ
は
武
士

階
級
で
の
事
で
あ
り
、
町

人
へ
の
広
が

り
は
も
っ
と

後
の
こ
と
で

あ
る
。

元
禄
２
年

（
１
６
８
９

年
）、
芭
蕉
が

奥

の

細

道

行
脚
の
頃
か

あ
ん
ぎ
や

ら
次
第
に
町

人

文

化

が

台

頭

し

、

た
い
と
う

享

保
年
間

き
よ
う
ほ
う

（
１
７
１
６

年
～
１
７
３
５
年
）
に
は

享
保
雛
人
形
や
、
次
い
で

き
よ
う
ほ
び
な

出
た
古
今
雛
が
人
気
を
集

こ
き
ん
び
な

め
、
他
方
、
歌
麿
、
広
重

う
た
ま
ろ

ひ
ろ
し
げ

な
ど
の
錦
絵
版
画
や
歌
舞

に
し
き
え

伎
が
大
流
行
す
る
な
ど
、

寛
政
年
間
（
１
７
８
９
年

か
ん
せ
い

～
１
８
０
１
年
）
頃
に
は

町
人
文
化
が
最
盛
期
に
達

し
た
。

こ
の
時
代
背
景
の
も
と
、

江
戸
の
空
に
は
町
人
の
間

で
凧
揚
げ
が
盛
ん
な
賑
わ

に
ぎ

い
を
見
せ
た
が
、
反
面
、

凧
が
原
因
で
怪
我
や
喧
嘩
、

通
行
妨
害
が
起
き
、
幕
府

か
ら
は
再
三
に
わ
た
っ
て

「
凧
揚
げ
禁
止
令
」
が
出

さ
れ
る
ほ
ど
、
大
人
も
子

ど
も
も
凧
に
夢
中
だ
っ
た
。

江
戸
凧
は
主
に
参
勤
交

代
に
よ
っ
て
地
方
へ
波
及

す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

や
が
て
、
そ
の
地
方
独
特

の
文
化
を
反
映
し
た
郷
土

凧
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
多
く
は
江
戸
後

期
か
ら
明
治
初
期
頃
に
考

案
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。こ

こ
庄
内
に
は
、
酒
田

凧
の
「
ひ
と
凧
」
や
「
亀

凧
」
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

ほ
か
に
も
古
く
か
ら
伝
わ

る
「
す
み
凧
」
が
あ
る
。

全
国
の
郷
土
で
生
ま
れ

た
伝
統
凧
は
、
そ
の
歴
史

や
由
来
が
明
確
で
あ
る
が
、

「
す
み
凧
」
に
関
し
て
は
、

そ
の
呼
称
の
漢
字
名
、
絵

柄
が
表
す
意
味
が
不
明
の

ま
ま
作
ら
れ
、
そ
し
て
揚

げ
ら
れ
て
き
た
。

私
は

代
の
後
半
頃
か

20

ら
こ
の
凧
に
特
別
な
愛
着

を
抱
い
て
き
た
の
で
、「
す

み
凧
」
が
今
後
も
不
明
な

ま
ま
、
幻
の
凧
と
し
て
忘

れ
去
ら
れ
る
こ
と
は
忍
び

な
い
と
の
思
い
か
ら
、
そ

の
謎
に
迫
る
こ
と
と
し
た
。

庄内の伝統凧「すみ凧」２種

鶴
岡
市
議
会
６
月
定
例
会
最
終
日
の

日
、
「
市

30

文
化
会
館
改
築
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い

て
」
、
日
本
共
産
党
市
議
団
を
代
表
し
、
加
藤
鉱
一

議
員
が
反
対
討
論
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

市文化会館改築工事請負契約の一部変更

平成26年10月10日議決 78億8400万円

増額分 ６億221万7720円

（内訳 ｲﾝﾌﾚｽﾗｲﾄﾞ額 １億8706万3560円

変更工事額 ４億1515万4160円）

変更後契約金額 84億8621万7720円

文化会館を裏から見た姿（山形銀
行・元のシネマ旭から）



羽
黒
町
町
屋
の
農
家
か

ら
先
日
、
加
藤
鉱
一
市
議

に
電
話
が
あ
り
、「
来
年
か

ら
減
反
が
廃
止
さ
れ
、
７

５
０
０
円
の
固
定
払
い
が

な
く
な
り
、
米
づ
く
り
を

や
め
る
農
家
が
続
出
し
て

米
不
足
に
な
っ
た
ら
、
戦

前
戦
後
の
よ
う
に
強
権
供

出
さ
れ
な
い
か
、
調
べ
て

く
れ
」
と
の
こ
と
で
す
。

確
か
に
、
減
反
廃
止
は

話
題
に
上
っ
て
も
、
将
来

の
農
家
に
対
す
る
強
権
供

出
に
は
誰
も
触
れ
ま
せ
ん
。

新
食
糧
法

調
べ
て
み
た
ら
あ
り
ま

し
た
。

旧
食
管
法
が
廃
止
さ
れ

て
、
１
９
９
５(

平
成
７)

年
に
新
食
糧
法
（『
主
要
食

糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安

定
に
関
す
る
法
律
』）
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
第
５
節
が
「
緊
急

時
の
措
置
」
で
、
米
不
足

に
な
れ
ば
、
第

条
で
米

38

穀
の
出
荷
、
販
売
業
者
は

数
量
や
価
格
の
制
限
に
つ

い
て
政
府
の
命
令
に
従
う

こ
と
。

第

条
は
米
穀
の
生
産

39

者
に
対
し
、
政
府
に
売
り

渡
す
命
令
が
で
き
る
こ
と
。

第

条
は
米
穀
の
割
当

40

や
配
給
で
、（
親
戚
な
ど
へ

の
）
譲
渡
を
禁
止
、
制
限

す
る
規
定
で
す
。

「
減
反
廃
止
」
後

安
倍
政
権
の
「
減
反
廃

止
」
後
は
ど
う
な
る
か
。

当
初
は
生
産
量
が
大
幅

に
増
え
、
米
価
は
暴
落
し

ま
す
。

そ
れ
が
し
ば
ら
く
続
き
、

そ
の
後
、
低
米
価
に
耐
え

か
ね
た
農
家
が
つ
ぎ
つ
ぎ

に
生
産
を
止
め
ま
す
。

そ
の
結
果
、
米
不
足
に

な
り
、
米
価
が
暴
騰
し
ま

す
。一

度
や
め
た
農
家
は
、

米
価
が
暴
騰
し
た
か
ら
と

い
っ
て
米
生
産
に
復
帰
は

で
き
ま
せ
ん
。

輸
入
米
が
惰
性
的
に
増

え
て
、
ま
た
米
価
が
暴
落

し
ま
す
。

こ
う
し
た
乱
高
下
の
末
、

国
内
生
産
は
壊
滅
状
態
に

な
り
ま
す
。

恒
常
的
な
輸
入
米
依
存

状
態
に
な
り
、
世
界
的
な

異
常
気
象
や
戦
争
が
発
生

す
れ
ば
輸
入
米
が
ス
ト
ッ

プ
し
ま
す
。

新
食
糧
法
に
よ
る
、
農

家
に
対
す
る
強
権
供
出
が

お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

米
の
安
定
生
産
を

羽
黒
町
の
農
家
は
言
い

ま
す
。

「
政
府
は
、
米
づ
く
り

も
販
売
も
自
由
だ
と
い
っ

て
補
助
金
は
み
ん
な
カ
ッ

ト
し
、
輸
入
米
は
ミ
ニ
マ

ム
ア
ク
セ
ス
で

万
㌧
だ
。

77

米
の
安
定
生
産
を
守
る

た
め
に
税
金
を
使
う
べ
き

で
は
な
い
の
か
」。

岩
盤
の
穴
は
「
加
計
」

の
た
め

ど
ん
な
こ
と
が
起
き
て

も
首
相
の
想
定
内
と
言
う

こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ネ
ー
。

稲
田
防
衛
大
臣
と
下
村
元

文
科
大
臣
の
事
は
。
だ
っ

て
法
律
に
違
反
し
て
い
る

事
が
明
ら
か
に
な
っ
て
も
、

首
相
は
「
辞
め
て
も
ら
う
」

と
言
わ
な
い
ん
だ
か
ら
サ
。

▲
選
挙
応
援
で
、「
防
衛
省

も
自
衛
隊
も
お
願
い
し
た

い
」
と
演
説
し
た
ん
だ
か

ら
、
誤
解
を
ま
ね
く
よ
う

な
言
葉
で
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
チ
ッ
ト
バ
リ

の
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
じ
ゃ
ご

ざ
い
ま
せ
ん
ヨ
。
ハ
ッ
キ

リ
言
っ
て
ア
ウ
ト
で
す
。

▲
こ
の
方
・
こ
れ
で
弁
護

士
を
や
っ
て
い
た
方
な
ん

で
す
。
主
義
主
張
が
同
じ

と
見
た
今
の
首
相
が
、
小

泉
時
代
に
引
っ
張
り
込
ん

だ
小
泉
チ
ル
ド
レ
ン
の
一

人
な
ん
だ
そ
う
だ
が
、
今

は
首
相
の
秘
蔵
っ
子
な
ん

だ
と
か
。
だ
か
ら
ど
ん
な

こ
と
が
あ
っ
て
も
首
相
は

許
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
。

▲
弁
護
士
だ
も
ん
だ
も
の

あ
だ
ま
は
い
い
な
だ
ろ
や

と
言
う
人
が
い
ま
す
。
国

家
試
験
を
通
っ
た
の
で
す

か
ら
、
そ
れ
な
り
の
頭
脳

な
の
で
し
ょ
う
ヤ
。

▲
弁
護
士
だ
っ
て
得
意
分

野
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

す
か
。
弱
い
者
の
味
方
と

か
、
暴
力
に
ひ
る
ま
な
い

と
か
。
お
金
持
ち
が
得
意

だ
と
か
。
国
民
か
ら
何
と

言
わ
れ
よ
う
が
聞
く
耳
を

持
た
な
い
ト
カ
。

▲
ど
う
い
う
の
が
そ
う
か

は
知
ら
な
い
が
、「
悪
徳
」

と
つ
く
者
も
い
る
そ
う
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
る
お

人
は
、「
知
事
を
や
っ
て
い

る
よ
り
ズ
ッ
ト
実
入
り
が

い
い
ん
だ
」
と
言
っ
て
い

た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

▲
一
方
、
加
計
学
園
は
、

長
期
に
わ
た
っ
て
お
金
を

使
っ
て
い
た
ん
だ
ネ
ー
。

こ
の
人
・
首
相
の
仲
間
と

し
て
裏
で
加
計
と
つ
な
が

っ
て
い
た
ん
だ
。
い
よ
い

よ
岩
盤
に
開
け
た
穴
が
、

加
計
の
為
だ
っ
た
と
明
確

だ
ゼ
。
こ
れ
で
こ
の
内
閣

は
終
わ
り
や
。（
石
川
）

３
歳
か
ら
は
東
京
育
ち
だ

か
ら
、
田
舎
育
ち
の
私
も

草
野
球
に
夢
中
だ
っ
た
か

ら
、「
六
三
制
野
球
ば
か
り

が
上
手
く
な
り
」
は
全
国

的
現
象
だ
っ
た
の
だ
。
そ

れ
ま
で
、
鬼
畜
米
英
兵
に

見
立
て
た
藁
人
形
を
突
く

訓
練
、
分
列
行
進
な
ど
軍

隊
ま
が
い
の
こ
と
だ
け
や

ら
さ
れ
た
私
た
ち
に
、
そ

ん
な
揶
揄
は
耳
に
入
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
が
戦
後
の

子
ど
も
の
自
由
だ
っ
た
と

思
う
。
若
い
教
師
た
ち
も
、

授
業
そ
っ
ち
の
け
で
作
家

論
・
作
品
論
を
、
泡
を
飛

は(

敗
戦
で)

呆
然
と
し
て

い
ま
す
か
ら
何
を
し
て
も

怒
ら
れ
な
か
っ
た
。
自
由

っ
て
す
ば
ら
し
い
と
実
感

し
ま
し
た
」
と
話
し
た
と

い
う
。「
自
由
っ
て
す
ば
ら

し
い
」
に
共
鳴
し
た
。

私
と
は
４
歳
下
、
生
ま

れ
は
石
川
県
の
田
舎
だ
が

ば
し
て
熱
っ
ぽ
く
語
り
自

由
を
謳
歌
し
て
い
た
。

さ
て
憲
法
は
第
３
章
で
、

ま
ず
基
本
的
人
権
に
つ
い

て
「
侵
す
こ
と
の
で
き
な

い
永
久
の
権
利
」
な
ど
そ

の
根
本
を
述
べ
、

条
で
、
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人
間
の
尊
厳
の
基
本
的
条

件
、
精
神
の
自
由
を
保
障

す
る
「
思
想
及
び
良
心
の

自
由
」
を
最
初
に
あ
げ
、

信
教
の
自
由
、
表
現
の
自

由
、
言
論
の
自
由
、
学
問

の
自
由
な
ど
と
つ
な
が
る
。

「
自
由
っ
て
す
ば
ら
し
い
」

の
で
あ
る
。

女
優
・
野
際
陽
子
さ
ん

が
６
月

日
亡
く
な
っ
た
。

13

し
ん
ぶ
ん
赤
旗

日
「
潮
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流
」
が
、
野
際
さ
ん
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。
筆
者

が
一
度
だ
け
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
。
小
学
４
年
の
時
に
終

戦
、「
男
の
子
と
野
球
を
し

て
遊
び
ま
し
た
。
お
と
な

渡前小学校に渡前剣道が創立されたのが昭和42
年７月７日。今年で50周年を迎え７月２日に祝賀
会が開催されました。（写真は、祝賀会の前に50
周年紅白剣道大会が行われ、昔の竹胴を身につけ
て対戦し、昔日に思いを馳せました）

来
年
か
ら
「
減
反
廃
止
」
で
７
５
０
０
円
カ
ッ
ト

将
来
は
、
農
家
か
ら
「
強
権
供
出
」
も
視
野
に


