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御
殿
堰

大
黒
天
便
り

山
形
市
中
心
市
街
を
流
れ

る
御
殿
堰
。
そ
の
豊
か
な
水
の

流
れ
を
見
守
っ
て
い
る
の
が
私

「
御
殿
堰
大
黒
天
」
で
す
。

「
大
黒
天
便
り
」
で
は
、
わ
た
し
大
黒
天
が
御
殿

堰
の
歴
史
・
季
節
の
話
題
・
生
活
の
知
恵
な
ど

『
な
る
ほ
ど
！
』
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
内
容
を

お
伝
え
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
第
一
八
号
で
す
。
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紅
花
の
原
産
地
は
エ
チ
オ
ピ
ア
と
も
言
わ
れ
、

エ
ジ
プ
ト
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
た
ど
っ
て
六

世
紀
頃
に
日
本
に
伝
来
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。山

形
県
で
は
一
五
世
紀
半
ば
か
ら
栽
培
が
始

ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
初
期
に
は

質
・
量
と
も
日
本
一
の
紅
花
産
地
と
し
て
栄
え
、

最
盛
期
に
は
全
国
の
五
割
～
六
割
を
山
形
産
が

占
め
ま
し
た
。

最
上
川
沿
い
の
肥
え
た
土
地
が
主
産
地
で
、

朝
霧
の
立
ち
や
す
い
気
候
が
、
ト
ゲ
の
あ
る
紅

花
を
摘
み
や
す
く
し
た
と
い
い
ま
す
。

「
ま
ゆ
は
き
を
俤
に
し
て
紅
粉
の
花
」

の
句
は
、
芭
蕉
が
奥
の
細
道
の
旅
の
途
中
、
山
形

を
訪
れ
た
時
に
詠
ん
だ
も
の
。

当
時
、
紅
花
な
く
し
て
は
山
形
を
語
れ
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

紅
花
交
易
は
文
化
の
交
流
に
も
大
き
な
役
割

を
果
た
し
、
巨
万
の
富
を
築
い
た
豪
商
も
数
多

く
現
れ
ま
し
た
。
現
在
も
県
内
各
地
に
、
紅
花
に

関
す
る
史
跡
や
資
料
館
が
あ
り
、
当
時
の
記
録

を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

こ
の
最
上
川
流
域
で
、
な
ぜ
紅
花
の
大
産
地

が
形
成
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

気
候
・
土
壌
が
栽
培
に
適
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
山
形
の
他
に
、
奥
州
福

島
・
奥
州
仙
台
・
奥
州
三
春
・
西
国
肥
後
・
尾

張
・
遠
江
・
相
模
な
ど
で
生
産
さ
れ
て
い
た
為
、

気
候
・
土
壌
が
決
定
的
な
要
因
だ
っ
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
む
し
ろ
、
最
上
川
の

舟
運
で
山
形
と
京
都
や
大
阪
が
北
前
船
に
よ
っ

て
深
く
結
び
つ
き
、
紅
花
商
人
た
ち
が
活
躍
し

た
こ
と
が
、
産
地
の
拡
大
に
繋
が
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
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水
の
町
屋
御
殿
堰
で
は
、
『
岩
淵
茶
舗
』
に
新

種
の
桜
を
展
示
し
て
お
り
ま
す
。

桜
前
に
設
置
し
て
あ
る
応
募
用
紙
に
、
必
要

事
項
を
ご
記
入
の
上
、
投
票
箱
へ
ご
投
函
下
さ

い
。『

私
が
名
付
け
る
さ
く
ら
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
』
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
（
※※※※
）
ご
と
に
異
な
る
新

種
の
桜
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
だ
名
の
無
い
桜
に
名
前
を
つ
け
な
が
ら
、

街
な
か
歩
き
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

【
期
間
】

一
月
二
八
日
（
土
）
～
二
月
二
六
日
（
土
）

【
命
名
発
表
】

三
月
四
日
（
日
）

【
特
典
】

命
名
者
に
は
、
施
設
利
用
券
と
新
種
の
桜

を
贈
呈
致
し
ま
す
。
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水
の
町
屋
御
殿
堰

岩
淵
茶
舗

山
形
屋
台
村
ほ
っ
と
な
る
横
町

山
形
ま
る
ご
と
館

紅
の
蔵

ホ
テ
ル
キ
ャ
ッ
ス
ル

ホ
テ
ル
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
山
形

ホ
テ
ル
サ
ン
ル
ー
ト
山
形

山
形
駅
西
口
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル

山
形
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

山
形
七
日
町
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
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桜
や
春
、
雛
を
テ
ー
マ
と
し
た
川
柳
を
募
集

し
ま
す
。
優
秀
作
品
受
賞
者
に
は
、
参
加
施
設
利

用
券
と
啓
翁
桜
を
贈
呈
致
し
ま
す
。

【
期
間
】

一
月
二
八
日
（
土
）
～
二
月
二
六
日(

日
）

応
募
用
紙
は
、
水
の
町
屋
御
殿
堰
で
は
「
岩
淵

茶
舗
」
に
設
置
し
て
お
り
ま
す
。
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近
年
、
冬
に
咲
く
桜
と
し
て
注
目
を
集
め
て

い
る
山
形
特
産
の
「
啓
翁
桜
」
。
こ
の
啓
翁
桜
を

よ
り
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
山

形
市
の
中
心
市
街
地
に
啓
翁
桜
を
展
示
し
て

「
桜
咲
く
や
ま
が
た

冬
の
さ
く
ら
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」
を
開
催
致
し
ま
す
。

ひ
と
足
早
い
春
の
訪
れ
を
感
じ
な
が
ら
、

ぶ
ら
り
街
な
か
散
策
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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参
加
施
設
の
飲
食
店
で
、
桜
や
春
を
テ
ー
マ

と
し
た
限
定
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
し
ま
す
。

水
の
町
屋
御
殿
堰
で
は
、
そ
ば
処
庄
司
屋
と
ク

ラ
シ
ッ
ク
・
カ
フ
ェ
に
て
桜
の
限
定
メ
ニ
ュ
ー

を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

そそそそ
ばばばば
処処処処
庄庄庄庄
司司司司
屋屋屋屋

桜
海
老
天
そ
ば
（
セ
ッ
ト
）

一
月
二
八
日
（
土
）
～
三
月
四
日
（
日
）
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桜
の
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
桜
の
ア
イ
ス
添
え

一
月
二
八
日
（
土
）
～
三
月
四
日
（
日
）

舞
妓
さ
ん
に
み
ら
れ
る
真
っ
赤
な
お
ち
ょ
ぼ
口
。

そ
の
紅
は
紅
花
か
ら
抽
出
し
た
染
料
で
、
江
戸
時

代
に
は
「
紅
一
匁
（
も
ん
め
）
金
一
匁
」
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
大
変
高
価
な
も
の
で
し
た
。

か
つ
て
川
の
道
と
し
て
栄
え
た
最
上
川
は
、
紅

花
を
は
じ
め
、
多
く
の
物
資
を
京
へ
出
荷
し
、
京

か
ら
の
帰
り
荷
と
し
て
仏
像
や
鮮
や
か
な
衣
装
な

ど
。
華
や
か
な
京
文
化
を
持
ち
帰
り
、
各
地
に
広

く
商
い
ま
し
た
。

行
き
で
儲
か
り
、
帰
り
で
も
儲
か
る
と
の
こ
と

で
、
こ
の
商
売
は
「
ノ
コ
ギ
リ
商
売
」
と
呼
ば
れ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
持
ち
帰
っ
た
文
化
の
ひ
と
つ
が
雛
人
形
で

す
。
た
ど
り
つ
い
た
雛
た
ち
は
川
沿
い
の
町
の
比

較
的
豊
か
な
家
で
飾
ら
れ
、
今
で
は
全
国
的
に
雛

の
道
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

三
百
年
も
前
の
古
代
雛
た
ち
は
今
で
も
そ
れ
ぞ

れ
の
美
し
さ
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

現
在
で
も
、
最
上
川
流
域
の
市
町
村
に
は
、
紅

花
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
京
か
ら
持
ち
帰
ら
れ
た
江

戸
時
代
の
雛
人
形
（
享
保
雛
、
古
今
雛
な
ど
）
が
た

く
さ
ん
残
存
し
、
「
山
形
雛
の
み
ち
」
や
「
庄
内
雛
の

み
ち
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
雛
祭
り
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

山
形
市
内
で
は
、
二
月
中
旬
頃
か
ら
『
や
ま
が
た

雛
の
み
ち
』
と
し
て
展
示
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
で

す
。水

の
町
屋
御
殿
堰
で
は
、
日
本
三
大
吊
る
し
飾

り
と
言
わ
れ
る
『
酒
田
・
稲
取
・
柳
川
』
三
地
域
の

手
作
り
吊
る
し
飾
り
を
展
示
し
ま
す
。

是
非
、
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

次号の発行は

三月七日です。

来月も皆様と紙面でお会い


