
私
は
、
今
は
山
形
市
に

住
ん
で
い
る
。
穂
積
元
文

化
記
念
館
館
長
か
ら
の
電

話
で
あ
る
。

旧
郡
役
所
と
旧
郡
会
議

事
堂
が
、
県
指
定
よ
り
ラ、

ン
ク
上
の
国
指
定
史
跡
に

国
文
化
財
審
議
会
が
文
科。

大
臣
に
答
申
と
の
こ
と
だ

国
で
同
時
に
答
申
さ
れ

た
の
は
、
城
跡
３
，
窯
跡

２
，
古
墳
１
、
本
件
の
計

７
件
で
あ
る
。

記
念
館
職
員
一
同
様
か

ら
も
、
さ
ら
に
太
田
榮
市

氏
か
ら
も
同
様
の
知
ら
せ

を
戴
い
た
。

阿
部
公
彦
氏
の
尽
力

こ
れ
ら
の
建
造
物
の
解

体
に
当
っ
て
、
保
存
修
理

し
後
世
に
残
す
か
否
か
で

賛
否
両
論
が
あ
っ
た
。

「
解
体
か
保
存
か
、
庁

内
や
議
会
で
も
意
見
が
分

か
れ
、
最
初
は
解
体
の
方

が
優
勢
だ
っ
た
」(

阿
部
公

彦
氏)

。
し
か
し
、
最
終
的
に
、

文
化
財
専
門
家
の
意
見
も

あ
り
、
予
算
の
目
途
が
た

つ
て
両
論
一
致
し
、
解
体

保
存
修
理
工
事
が
１
９
８

９
（
平
成
元
）
年
か
ら
95

（

）

。

同
７
年
に
行
わ
れ
た

旧
郡
役
所
・
郡
会
議
事

堂
は
、

（
昭
和

）
年

88

63

に
県
有
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
、
修
理
保
存
費
約
８

億
円
の
半
額
を
県
が
負
担

し
、
町
負
担
が
半
額
で
あ

っ
た
。

(

平
成
８)

年
７
月
１

96
日
に
東
田
川
文
化
記
念
館

(

略
称
：
記
念
館)

と
し
て

開
館
し
た
。

ほ
ぼ
同
時
期
に
、
藤
島

郷
土
研
究
サ
ー
ク
ル
（
略

称
：
郷
研
サ
ー
ク
ル
）
が

生
ま
れ
た
。

主
な
目
的
に
記
念
館
の

支
援
を
上
げ
、
今
日
も
充。

実
し
た
活
動
を
し
て
い
る

工
事
か
ら
文
化
記
念
館

開
館
ま
で
、
藤
島
町
教
委

で
担
当
者
で
あ
っ
た
阿
部

公
彦
氏
の
尽
力
を
上
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
も
郷
研
サ
ー
ク
ル

役
員
と
し
て
活
躍
さ
れ
て

い
る
。（

）

２
面
に
つ
づ
く
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（月２００円程度）
12月 36人 46,563円
11月 35人 35,223円

旧
東
田
川
郡
役
所
及
び
郡
会
議
事
堂

青
山

崇

国
指
定
史
跡
に
格
上
げ

村
の
四
季

28
鈴
木
重
雄(

八
色
木)

戦
時
体
験
の
記
録

昭
和
一
桁
生
ま
れ
の
私

は
、
光
と
影
に
分
か
れ
た

時
代
を
生
き
て
き
た
。

戦
後
は
復
興
と
繁
栄
の

明
る
い
色
調
が
目
立
つ
。

そ
の
豊
か
さ
は
多
く
の
犠

牲
の
上
に
築
か
れ
た
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

あ
の
戦
争
を
、
テ
レ
ビ

や
映
画
で
見
る
よ
う
な
感

覚
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、

次
世
代
に
語
り
継
い
で
い

き
た
い
と
思
う
。

私
は
昭
和

年
、
旧
八

42

栄
島
農
協
時
代
に
同
僚
数

人
で
鹿
児
島
県
知
覧
特
攻

基
地
を
見
学
し
、
若
き
特

攻
隊
員
が
出
撃
ま
で
の
短

い
期
間
、
過
ご
さ
れ
た
思

い
を
偲
ん
だ
そ
し
て
知

。

、「

覧
特
攻
基
地
」
知
覧
高
女

な
で
し
こ
会
編
と
「
若
き

、

」

特
攻
隊
員
と
太
平
洋
戦
争

。

盛
岡
清
美
著
を
購
読
し
た

そ
の
中
か
ら
一
部
を
要

約
、
抜
粋
し
て
紹
介
し
た

い
。

鳥
浜
と
め
さ
ん
の
こ
と

鳥
浜
と
め
さ
ん
の
食
堂

は
、
軍
の
指
定
食
堂
に
な

っ
て
い
た
。

「
お
ば
さ
ん
、
お
ば
さ

ん
」
と
呼
ん
で
い
た
飛
行

兵
た
ち
が
い
つ
し
か
「
お
、

か
あ
さ
ん
」
と
呼
び
か
け

る
よ
う
に
な
っ
た
。

最
前
線
基
地
の
知
覧
に

来
た
以
上
、
二
度
と
再
び

両
親
と
顔
を
合
わ
せ
る
こ

と
は
な
い
と
覚
悟
し
て
い

た
か
ら
だ
ろ
う
か
、
と
め

さ
ん
は
特
攻
隊
員
の
気
持

ち
を
察
し
て
、
呼
び
か
け

に
快
く
応
え
て
や
っ
た
。

そ
し
て
、
出
撃
す
る
ま

で
は
で
き
う
る
限
り
の
こ

と
を
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
気
持
ち
に
か
ら

れ
る
の
だ
っ
た
。

昭
和

年
、
光
山
文
博

18

見
習
士
官
は
、
第
一
期
生

と
し
て
知
覧
教
育
隊
で
操

縦
教
育
を
受
け
た
。

光
山
さ
ん
は
朝
鮮
出
身

で
あ
っ
た
の
で
、
身
寄
り

が
な
い
と
思
い
、
と
め
さ

ん
は
自
分
の
息
子
の
よ
う

に
可
愛
が
っ
た
。

昭
和

年
５
月

日
、

20

10

出
撃
前
夜
、
歌
を
歌
っ
て

い
る
隊
員
た
ち
と
離
れ
て

た
だ
一
人
、
食
堂
の
柱
に

も
た
れ
て
ぼ
ん
や
り
天
井、

を
見
て
い
る
光
山
少
尉
に

と
め
さ
ん
は
「
な
ん
か
歌

」

。

わ
ん
ね
と
声
を
か
け
た

は
に
か
み
や
の
光
山
さ

ん
は
、
帽
子
の
ひ
さ
し
を

鼻
の
下
ま
で
お
ろ
し
て
顔

を
隠
し
、
低
い
声
で
歌
い

出
し
た
。

哀
調
を
帯
び
た
ア
リ
ラ

ン
の
歌
だ
っ
た
。

長
い
歴
史
の
中
で
１
０

０
年
と
平
和
な
時
代
が
続

か
な
か
っ
た
と
い
う
朝
鮮

民
族
の
一
人
と
し
て
、
い

ろ
い
ろ
な
苦
悩
を
背
負
っ

て
生
き
て
き
た
の
だ
ろ
う

か
。
明
日
は
異
民
族
の
戦

争
の
た
め
に
散
っ
て
い
く

数
奇
な
運
命
に
、
哀
し
み

に
満
ち
た
歌
声
が
切
々
と

胸
に
染
み
こ
ん
で
、
と
め

さ
ん
は
た
ま
ら
な
く
な
っ。

て
泣
き
伏
し
て
し
ま
っ
た

光
山
少
尉
は
歌
い
終
わ

る
と
、
懐
か
ら
朝
鮮
の
布

地
で
織
っ
た
黄
色
い
縞
の

財
布
を
取
り
出
し
、
筆
で

「
贈
、
鳥
浜
と
め
殿

光

山
少
尉
」
と
書
き
、
と
め

さ
ん
に
贈
っ
た
。

光
山
少
尉
は
翌
日
、
出

撃
し
た
ま
ま
還
ら
な
か
っ

た
。

旧
東
田
川
郡
役
所

旧
東
田
川
郡
会
議
事
堂

旧
東
田
川
電
気
事
業
組
合

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影

響
が
続
い
て
い
ま
す
。

国
民
犠
牲
に
、
軍
拡
を
進

め
る
政
治
を
、
変
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
。



（

）

１
面
か
ら
つ
づ
く

国
指
定
史
跡
と
は

さ
て
国
指
定
史
跡
と
は

何
か
。

日
本
の
遺
跡
の
う
ち
、

日
本
の
歴
史
を
正
し
く
理

解
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な

い
も
の
を
史
跡
と
し
て
指

定
し
、
保
存
し
後
世
に
引

き
継
ぐ
も
の
で
、
鶴
岡
市

に
は
、
致
道
館
、
松
ケ
岡

開
墾
場
、
小
国
城(

旧
温
海

町)

が
あ
る
。

全
国
で
有
名
な
の
は
、

「
三
内
丸
山
遺
跡
「
吉
野

」

」

。

ヶ
里
遺
跡
な
ど
で
あ
る

郡
制
度
研
究
に
一
石

今
回
、
郡
役
所
と
議
事

堂
が
国
指
定
史
跡
に
な
っ

た
の
は
何
故
な
の
か
私
見

を
述
べ
る
。

明
治
以
降
の
近
代
の
歴

史
で
不
十
分
で
あ
っ
た
郡

制
度
研
究
に
、
一
石
を
投

じ
る
歴
史
遺
産
で
あ
り
、

し
か
も
創
建
当
初
の
場
所

に
現
存
し
て
い
る
こ
と
も

歴
史
的
価
値
を
高
め
た
の

で
あ
る
。

郡
制
度
は
１
８
７
８(

明

治

)

年
の
郡
区
町
村
編
成

11
法
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
ス
ム
ー
ズ
に
運

ば
ず
明
治
後
半
に
で
き
た。

県
も
あ
る
状
態
で
あ
っ
た

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
て
、
郡
役
所
、
郡
会
議

事
堂
を
早
期
に
造
り
、
郡

営
電
気
事
業
を
起
こ
し
営

業
を
進
め
た
郡
役
所
と
し

て
、
稀
有
な
も
の
と
評
価。

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

こ
の
点
で
、
早
坂
清
輔

氏(

郷
研
サ
ー
ク
ル)

の
郡

営
電
気
事
業
の
研
究
は
非。

常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る

私
た
ち
も
関
係
史
料
を

探
し
研
究
を
深
め
る
と
と

も
に(

「
東
田
川
郡
教
育
展

覧
会
絵
葉
書
」
パ
ソ
コ
ン

で
発
見)

、
全
国
の
郡
制
研。

究
を
知
る
必
要
が
あ
ろ
う

な
お
私
は
、
最
初
の
郡

会
議
事
堂
は
、
あ
る
写
真

か
ら
、
郡
役
所
の
す
ぐ
後

に
あ
っ
て
郡
長(

初
期
は
議

長
兼
務)

が
、
す
ぐ
往
復
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

と
推
測
し
て
い
る
。

最
後
に
皆
川
市
長
は
、

山
形
新
聞

日
付
に
よ
る

17

と
「
答
申
を
契
機
に
多
く

の
人
に
市
の
歴
史
と
文
化

に
一
層
の
関
心
を
持
っ
て

も
ら
う
こ
と
を
期
待
し
た

い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い

る
。
私
た
ち
も
郷
土
文
化

の
研
究
や
観
賞
を
一
層
進

め
た
い
。

何
も
守
れ
な
い

世
の
中
を
騒
然
と
さ
せ

た
、
新
し
く
取
る
防
衛
費

の
１
兆
円
は
、
何
時
か
ら

取
り
始
め
る
か
は
先
送
り

し
た
。
何
故
か
。
理
由
は

簡
単
・
来
年
春
に
統
一
選、

挙
が
あ
る
か
ら
な
ん
だ
が

国
民
に
丁
寧
に
説
明
し
、

理
解
を
得
る
ん
だ
と
し
て

い
る
の
は
、
そ
ん
な
説
明

も
す
る
ん
だ
ろ
う
か
。

▲
自
民
党
の
国
会
議
員
に

は
、
反
対
の
声
が
ま
だ
大

き
い
よ
う
だ
か
ら
。
勿
論

俺
な
ど
国
民
は
、
ミ
サ
イ

ル
を
買
っ
て
の
戦
争
は
反

対
だ
か
ら
、
ま
た
首
相
が。

時
間
を
取
る
ん
だ
ろ
う
か

し
か
し
、
ど
ん
な
話
を
さ

れ
て
も
、
武
力
で
の
平
和

は
な
い
ん
だ
。

▲
ト
マ
ホ
ー
ク
で
は
、
絶

対
国
民
は
護
れ
な
い
よ
。

何
発
か
ぶ
っ
て
み
ろ
。
相

手
を
完
全
に
潰
す
事
は
出

来
な
い
で
し
ょ
。
だ
っ
た

ら
反
撃
で
狭
い
日
本
・
火

の
海
で
し
ょ
う
ヤ
。
国
民

が
逃
げ
る
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
か
。
始
ま
っ
て
し
ま

え
ば
ど
う
な
る
か
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
を
見
れ
ば
わ
か
る

で
し
ょ
。
国
民
が
逃
げ
る

場
所
が
な
い
ん
だ
か
ら
。

▲
あ
あ
な
っ
た
ら
、
国
を

守
る
・
国
民
を
守
る
と
い。

う
事
は
何
な
ん
で
す
か
ネ

か
つ
て
の
空
襲
は
、
毎
日

毎
晩
、
日
本
の
ど
こ
か
で

受
け
て
い
た
ん
だ
。
最
後

が
原
爆
だ
っ
た
ん
だ
。

▲
生
活
全
体
を
外
国
に
頼

っ
て
い
る
ん
だ
。
食
料
も

自
国
で
賄
え
る
の
は

数
30

％
な
ん
だ
も
ん
ネ
。
生
産

調
整
し
な
が
ら
強
権
発
動

。

、

で
す
か
先
の
戦
争
で
は

農
家
の
蔵
探
し
も
し
た
ん

だ
。
そ
れ
で
も
、
戦
地
に

食
料
は
届
か
な
か
っ
た
か

ら
、
多
く
は
飢
え
で
命
を

落
と
し
た
ん
だ
。

▲
鉄
が
な
い
と
言
っ
て
家

庭
か
ら
は
火
箸
ま
で
、
お

寺
の
鐘
ま
で
供
出
だ
。
70

数
年
前
は
こ
れ
を
や
っ
た

ん
だ
。
そ
れ
で
武
蔵
だ
大

和
だ
と
作
っ
た
が
働
か
な

い
で
撃
沈
さ
れ
た
ん
だ
。

▲
似
た
よ
う
な
こ
と
を
ま

た
や
る
の
？
（
石
川
）

日
投
票
。
こ
の
選
挙
か

10ら
女
性
参
政
権
が
保
障
さ

れ
た
。

総
議
席
４
６
６
中
、
第

１
党
は
鳩
山
一
郎
の
日
本

自
由
党
１
４
０
議
席
、
日

本
共
産
党
は
柄
沢
（
か
ら

）

、

さ
わ
と
し
子
ら
５
議
席

女
性
議
員
は

人
で
あ
っ

39

た
。こ

の
選
挙
に
、
日
本
共

産
党
は
、
山
形
県
選
挙
区

（

）

に
工
藤
惣
吉
谷
地
出
身

を
立
候
補
さ
せ
た
。

俊
太
郎
は
、
生
地
の
山

口
村
小
学
校
で
開
か
れ
た

党
演
説
会
で
応
援
演
説
に

立
っ
て
い
る
。

こ
の
時
の
演
説
草
稿
が

残
っ
て
い
る
。
題
名
は
ズ

民
の
多
数
の
利
益
を
考
え

て
実
行
す
る
世
の
中
を
つ

く
る
こ
と
で
あ
る
。

３
，
従
っ
て
直
接
我
々

の
生
活
を
明
る
く
幸
に
豊

か
な
ら
し
め
る
か
否
か
と

い
う
問
題
に
直
結
し
て
い

る
こ
と
。

４
，
成
金
候
補
（
戦
時

利
得
犯
罪
人
）
と
反
動
主

義
候
補
（
軍
国
主
義
者
）

に
対
応
、
真
偽
の
審
判
を

国
民
の
手
に
よ
っ
て
な
す。

最
初
の
選
挙
で
あ
る
こ
と

５
，
婦
人
と
青
年
の
力

を
政
治
に
直
結
し
た
選
挙

で
あ
り

国
家
再
建
の
熱。

情
を
要
求
し
て
い
る
意
義

（
つ
づ
く
）

ひ
と

村
山
俊
太
郎
・
ひ
で
夫
妻

青
山

崇

俊
太
郎
と
日
本
共
産
党

①
共
産
党
に
投
票
し

よ
う

（
第

回
衆
議
院
議
員
総

22

選
挙-

Wikipedia

）

１
９
４
５
年

月
帝
国

12

議
会
が
解
散
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
解

散
・
終
戦
解
散
等
呼
称
）

し
、
翌
１
９
４
６
年
４
月

バ
リ
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