
鶴
岡
市
は
「
旧
東
田
川

、

郡
役
所
及
び
郡
会
議
事
堂

の
国
指
定
史
跡
へ
向
け
た

文
化
庁
文
化
審
議
会
の
答

申
に
つ
い
て
、

日
公
表

」
16

し
ま
し
た
。

鶴
岡
市
内
の
国
指
定
史

跡
と
し
て
は
旧
致
道
館
、

松
ヶ
岡
開
墾
場
、
小
国
城

跡
に
続
く
４
件
目
の
指
定

と
な
り
ま
す
。

明
治
期
の
郡
役
所
と
郡

会
議
事
堂
が
、
建
築
当
時

の
場
所
に
移
築
さ
れ
ず
に

現
存
し
て
い
る
の
は
全
国

的
に
も
唯
一
と
言
わ
れ
、

歴
史
的
・
学
術
的
価
値
が

高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
で

す
。

移
転
し
公
園
整
備

昭
和

年
藤
島
庁
舎
新

59

築
当
時
は
「
旧
庁
舎
は
玄

、

関
部
分
を
除
い
て
取
り
壊

し
、
跡
地
を
公
園
に
整
備

す
る
。
旧
議
事
堂
は
、
い

ず
れ
新
庁
舎
近
く
に
移
転」

し
て
郷
土
資
料
館
に
す
る

と
い
う
方
針
で
し
た
。

そ
の
方
針
を
変
え
さ
せ

た
の
が
、
元
藤
島
町
議
会

で
の
今
野
良
和
氏
の
一
般

質
問
（
昭
和

年
６
月

59

21

日
）
で
し
た
。

今
野
良
和
氏
の
議
会

質
問「

去
る
６
月

日
付
け

14

山
形
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た

が
、
私
は
、
ど
の
よ
う
な

理
由
で
由
緒
あ
る
現
在
地

か
ら
移
転
し
な
け
れ
ば
な。

ら
な
い
か
理
解
で
き
な
い

現
在
地
に
残
し
周
囲
を
公

園
に
整
備
し
、
郷
土
資
料

館
と
し
て
整
備
し
て
こ
そ

歴
史
的
な
価
値
が
あ
る
」

と
町
長
に
迫
り
、
加
藤
康

郎
町
長
は
「
検
討
委
員
会

を
設
け
て
十
分
審
議
し
て

い
た
だ
く
」
と
答
え
て
い

ま
す
。

移
築
が
既
定
路
線
に
な

っ
て
い
た
中
で
、
現
在
地

に
残
す
と
い
う
意
見
は
議

会
で
は
今
野
氏
の
み
で
、

西
田
川
郡
役
所
の
よ
う
に

移
転
さ
れ
れ
ば
、
今
回
の

国
指
定
史
跡
は
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
。

鶴
岡
市
議
会
で
は
８
年

前
加
藤
鉱
一
議
員
も
県

、

「

指
定
の
有
形
文
化
財
か
ら

国
指
定
に
格
上
げ
を
諮
れ

な
い
か
」
と
質
問
し
て
い

ま
す
（
平
成

年
９
月
５

26

日
一
般
質
問
。）
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国
指
定
史
跡
は
現
在
地
に
保
存
が
評
価
か

旧
東
田
川
郡
役
所
及
び
郡
会
議
事
堂

村
の
四
季

27
鈴
木
重
雄(

八
色
木)

徴
兵
検
査
②

徴
兵
検
査
は
藤
島
小
学。

校
体
操
場
に
集
め
ら
れ
た

身
体
、
体
重
は
も
ち
ろ。

ん
目
耳
鼻
と
内
蔵
で
あ
る

検
査
官
の
前
で
氏
名
と

、

。

年
齢
職
業
を
呼
称
す
る

私
は
「
鈴
木
重
雄
、
農

業
、
馬
」
と
言
っ
た
。
農

業
で
も
馬
を
使
っ
て
い
る

人
は
「
馬
」
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
終
わ
る
と
全
員、

裸
で
一
列
縦
隊
に
並
ん
で

陰
茎
（
オ
チ
ン
チ
ン
）
の

検
査
で
あ
る
。
軍
医
が
親

指
と
中
指
で
陰
茎
を
チ
ン

と
は
じ
い
て
異
常
の
有
無

を
調
べ
た
。

軍
馬
徴
用

私
は
就
農
２
年
目
か
ら。

馬
を
使
う
こ
と
に
な
っ
た

「
馬
使
い
」
と
言
う
。

こ
れ
は
先
輩
の
若
勢
が

軍
需
工
場
か
何
か
に
転
職

し
た
か
ら
で
あ
る
。

馬
は
農
作
業
に
と
っ
て

欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
動

力
源
で
あ
り
、
堆
肥
生
産

に
も
一
役
担
っ
て
い
る
。

馬
体
も
栗
毛
色
の
駄
馬。

で
農
作
業
に
適
し
て
い
た

私
は
馬
が
好
き
で
、
馬

と
一
緒
に
寝
て
も
よ
い
と

思
う
ほ
ど
な
の
で
、
馬
も

な
つ
い
て
く
れ
た
。

蔵
か
ら
肥
料
用
の
大
豆

粕
や
穀
類
な
ど
を
失
敬
し

て
与
え
た
り
し
た
の
で
、

毛
並
み
も
良
く
村
一
番
の

馬
で
あ
っ
た
。

こ
の
馬
を
使
っ
て
馬
耕

競
励
会
に
出
た
こ
と
も
あ

き
よ
う
れ
い
か
い

る
。春

作
業
で
人
も
馬
も
疲

れ
た
頃
に
、
早
苗
振
の
休

さ
な
ぶ
り

み
と
な
り
、
馬
を
連
れ
て

川
原
に
遊
ば
せ
た
。
ヨ
モ

ギ
と
葦
で
松
明
の
よ
う
な

あ
し

虫
送
り
を
２
本
作
り
、
馬

に
ま
た
が
っ
て
、
大
き
い

方
は
川
に
流
し
、
小
さ
い

方
は
田
ん
ぼ
の
水
口
に
差

み
な
ぐ
ち

し
て
虫
送
り
の
行
事
を
し

た
。馬

車
で
鶴
岡
や
酒
田
方

面
に
使
い
に
行
く
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
帰
り
は
手
綱
た
づ
な。

な
し
で
迷
わ
ず
家
に
帰
る

、

戦
争
も
激
し
さ
を
増
し

中
国
や
南
方
戦
線
に
送
る

た
め
の
教
調
訓
練
も
あ
っ

た
。
乗
馬
用
の
鞍
を
乗
せ

て
小
学
校
の
校
庭
に
集
ま

り
、
騎
兵
隊
除
隊
の
在
郷

。

、

軍
人
が
指
揮
す
る
縦
列

並
列
、
後
退
、
駆
け
足
な

ど
月
１
回
位
の
訓
練
を
受

け
た
。
気
性
の
荒
い
馬
も

い
る
の
で
気
を
緩
め
る
こ

と
は
出
来
な
い
。

年
１
回
全
頭
隊
列
を
組

ん
で
、
浜
中
海
水
浴
場
に。

徒
行
訓
練
が
楽
し
か
っ
た

人
馬
一
体
の
海
水
浴
で
、

浜
中
は
遠
浅
な
の
で
良
か

っ
た
。
し
ぶ
る
馬
を
引
き

な
が
ら
深
瀬
に
向
か
う
。

ふ
か
せ

泳
ぎ
出
す
と
、
左
手
を
馬

の
肩
近
く
に
生
え
て
い
る

「
た
て
が
み
」
に
、
右
手

を
手
綱
に
持
ち
一
緒
に
泳

い
だ
。

こ
の
愛
馬
が
軍
部
に
徴、

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

、

馬
体
検
査
を
受
け
る
た
め

鶴
岡
市
泉
町
に
あ
る
馬
市

場
に
行
っ
た
。
馬
の
背
に

ト
ボ
ト
ボ
と
歩
い
て
行
っ。

た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い

や
が
て
通
知
が
来
て
、

藤
島
駅
か
ら
何
頭
か
の
馬

と
一
緒
に
、
貨
車
に
積
ま

れ
て
行
っ
た
。
青
森
県
弘

前
市
に
騎
兵
隊
、
輜
重
隊

し
ち
よ
う
た
い

が
あ
っ
た
。

「
藤
島
町

町
村
合
併

周
年
記
念
誌

（
１
９
８
４(

昭
和

)

年
９
月
１
日
）
か
ら

」

30

59



大
分
県
臼
杵
市
の
『
１

う
す
き
し

０
０
年
ご
は
ん
』
上
映
会

が

日
、
鶴
岡
市
ア
ー
ト

20
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
開
か
れ
ま

し
た
。

臼
杵
市
は
２
０
２
１
年

月
、
鶴
岡
市
に
続
い
て

11ユ
ネ
ス
コ
食
文
化
創
造
都

市
の
２
例
目
と
し
て
加
盟

が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

臼
杵
市
の
有
機
農
業
の

ま
ち
づ
く
り
を
描
く
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
、

２
０
１
４
年
に
公
開
さ
れ

ま
し
た
。

監
督
は
亡
き
大
林
宣
彦

監
督
の
長
女
・
大
林
千
茱

萸(

お
お
ば
や
し
・
ち
ぐ

み)

氏
で
す
。

「
臼
杵
市
土
づ
く
り
セ

ン
タ
ー
」
は
２
０
１
０
年

開
設
さ
れ
、
原
材
料
の
８

割
を
草
木
類
、
２
割
を
豚

糞
と
し
た
「
う
す
き
夢
堆

」

。

肥
を
製
造
し
て
い
ま
す

先
進
地
の
藤
島
は

藤
島
地
域
は
合
併
前
の

２
０
０
３
年
に
日
本
有
機

農
業
研
究
会
の
全
国
大
会

を
開
催
し
、

年
に
エ
コ

04

、

堆
肥
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し

市
町
村
で
は
宮
崎
県
綾
町

に
続
い
て
２
例
目
と
な
る、

農
産
物
認
証
機
関
と
な
り

全
国
の
先
進
地
で
し
た
。

し
か
し
、
合
併
後
の
行

革
で
後
退
し
、
行
革
第
Ⅱ

期
（
Ｈ

）
で
は
、
一
般

24

の
特
別
栽
培
認
証
を
県
の

認
証
機
関
に
ゆ
だ
ね
る
な。

ど
縮
小
さ
れ
て
き
ま
し
た

一
体
何
を
守
る
の

新
聞
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ、

オ
と

月
に
入
っ
て
以
降

12

防
衛
費
・
防
衛
費
と
毎
日

が
う
る
さ
い
状
態
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
防
衛
と
言
い

な
が
ら
一
体
何
か
ら
何
を、

守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か

た
だ
軍
備
を
備
え
よ
う
い

う
だ
け
み
た
い
。
多
分
、

ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に

手
を
出
し
た
、
北
朝
鮮
が

ミ
サ
イ
ル
を
ぶ
っ
飛
ば
し

て
い
る
、
中
国
が
軍
備
を

強
化
し
て
い
る
か
ら
と
、

危
機
を
煽
り
た
て
、
或
い

、

、

は
だ
か
ら
何
か
し
ろ
と

米
国
に
言
わ
れ
た
の
か
。

そ
の
両
方
か
。

▲
今
は
、
米
国
が
戦
争
を

始
め
た
時
、
一
緒
に
戦
争

で
き
る
法
律
が
出
来
て
い

る
。
例
え
ば
、
台
湾
で
何

か
が
あ
れ
ば
、
存
立
の
危

機
と
認
め
れ
ば
戦
争
が
で

き
る
ん
だ
か
ら
、
そ
の
準

備
か
。
そ
れ
に
し
て
は
俄

か
に
騒
然
と
さ
せ
た
が
。

▲
何
を
ど
う
す
る
か
が
分

か
ら
な
い
防
衛
費
で
、
１

兆
円
を
何
処
か
ら
出
す
？

と
投
げ
か
け
ら
れ
た
自
民

党
議
員
は
テ
ン
ヤ
ワ
ン
ヤ

の
状
態
が
テ
レ
ビ
に
。
閣

僚
か
ら
は
、
首
を
懸
け
て

の
発
言
も
あ
り
で
は
、
首。

相
の
一
言
で
困
っ
た
事
に

▲
も
っ
と
困
る
の
が
、
俺

達
国
民
だ
。
現
在
の
俺
た

ち
の
暮
ら
し
か
ら
３
兆
円

を
絞
り
出
し
、
新
た
に
１

兆
円
を
絞
り
取
る
と
騒
い

で
い
た
ん
で
す
ヨ
。
そ
れ

を
首
相
は
「
今
を
生
き
る

国
民
の
責
任
だ
」
と
言
っ

た
ん
で
す
皆
さ
ん
。
米
国

か
ら
、
戦
闘
機
買
え
・
ト

マ
ホ
ー
ク
買
え
っ
て
言
わ、

れ
て
い
る
戦
争
の
準
備
が

国
民
の
責
任
だ
と
。

▲
隣
の
家
に
蔵
が
建
つ
と

腹
が
立
つ
み
た
い
な
事
言

わ
な
い
で
、
話
し
合
い
・

交
流
で
す
。
ソ
連
が
今
に

も
北
海
道
に
乗
り
込
ん
で

く
る
と
煽
っ
た
頃
以
来
、

色
々
軍
備
を
備
え
て
き
た

が
、
何
も
無
か
っ
た
。
こ

こ
は
自
民
党
に
投
票
し
た

人
も
、
大
軍
拡
反
対
を
大

き
な
声
で
叫
ぼ
う
。
な
～

み
ん
な
（
石
川
）

。

故
で
天
童
の
医
師
に
通
っ

た
。そ

の
帰
り
天
童
の
友
人

の
家
で
ラ
ジ
オ
の
敗
戦
の

放
送
を
き
い
た
。

そ
の
夜
俊
太
郎
は
「
今

度
は
父
ち
ゃ
ん
の
病
気
も

よ
く
な
る
よ
、
も
う
戦
争

や
め
た
か
ら
な
」
と
い
っ

た
。わ

た
し
に
は
「
治
安
維

、

持
法
廃
止
・
政
治
犯
釈
放

か
」
と
ほ
ほ
え
み
か
け
て

く
れ
た
。

月
に
な
る
と
、
山
形

10
新
聞
は
、
ひ
で
を
取
材
し

「
涙
で
語
る
ひ
で
夫
人
」

の
見
出
し
で
、
私
た
ち
の

迫
害
か
ら
の
解
放
を
楽
し

く
語
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
恩
赦
で
自
由
に
身

と
な
り
、
天
童
小
学
校
に、

復
職
し
て
い
た
俊
太
郎
は

１
年
後
の
山
形
新
聞
に
、

し
い
発
展
、
か
つ
て
の
革、

命
運
動
の
ま
い
た
種
子
は

い
か
に
発
芽
し
、
生
い
育

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
日
本

民
主
化
の
は
げ
し
い
進
行

の
な
か
で
、
教
育
民
主
化

は
ど
れ
ほ
ど
進
ん
だ
で
あ

ろ
う
か
。

も
っ
と
も
停
滞
し
た
の

は
教
育
で
、
そ
の
最
大
の

原
因
は
教
師
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
打
ち
破
り
、
教
育

民
主
化
を
強
力
に
推
進
す

る
の
は
教
員
組
合
運
動
で

あ
り
、
全
国
的
単
一
組
織

に
す
る
こ
と
こ
そ
、
現
在

の
大
き
な
仕
事
で
あ
る
。

ひ
と

村
山
俊
太
郎
・
ひ
で
夫
妻

青
山

崇

臼
杵
市
の「
１
０
０
年
ご
は
ん
」

太
陽
が
燦
々
と
照
っ

た
村
山
家
の
「
８
月

日
」

15
宏
は
前
日
に
自
転
車
事

「
あ
の
日
こ
の
日
」
と
し

て
自
分
の
８
月

日
を
書

15

い
て
い
る
。

予
想
し
て
い
た
終
戦
の

ざ
わ
め
き
。
敗
戦
意
識
を

の
り
こ
え
て
「
生
き
る
の

、

」

、

だ
！
と
床
に
う
つ
ぷ
し

。

涙
を
の
ん
だ
こ
と
だ
っ
た

神
風
も
と
う
と
う
お
と

ず
れ
な
か
っ
た
。
幾
日
も

訓
練
し
た
竹
槍
も
役
に
立

た
な
か
っ
た
。
そ
し
て
何

よ
り
も
ホ
ッ
ト
し
た
の
は

人
間
爆
弾
の
必
要
が
な
く

な
っ
た
こ
と
へ
の
感
情
だ

っ
た
。

そ
の
日
か
ら
１
ヵ
年
、

終
戦
後
の
現
実
の
す
ば
ら

(

全
国
務
大
臣
署
名
の
「
終
戦
詔
書)


