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井
伏
鱒
二
の
郷
里
は
広
島
県
深
安
郡
加
茂
村
粟
根
（
現
福
山
市
加

茂
町
粟
根
）
、
福
山
市
か
ら
約
十
五
キ
ロ
北
方
の
山
間
の
村
で
あ
る
。

高
台
に
あ
る
生
家
か
ら
は
、
幾
重
に
も
連
な
る
山
々
と
、
そ
の
間
を

伸
び
る
加
茂
川
と
往
還
、
谷
間
に
点
在
す
る
家
々
と
田
畑
が
は
る
か

に
望
め
る
。

初
期
作
品
以
来
、
井
伏
は
、
彼
の
郷
里
を
思
わ
せ
る
自
然
を
幾
度

も
取
り
上
げ
て
き
た
。
例
え
ば
、
「
谷
間
』
（
「
文
芸
都
市
」
昭
4
.
1

ー

3
)
、
「
朽
助
の
い
る
谷
間
』
（
「
創
作
月
間
」
昭
4
.
3
)
、
「
丹
下

氏
邸
』
（
「
改
造
」
昭
6
.
2
)
、
「
白
毛
』
（
「
世
界
」
昭

2
3
.
9
)
、

「
遥
拝
隊
長
』
（
「
展
望
」
昭
2
5
.
2
)
な
ど
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
郷
里

を
舞
台
に
し
た
作
品
で
、
山
陽
の
風
土
を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
直
接
郷
里
を
登
場
さ
せ
て
い
な
く
て
も
、
山
が
あ

り
、
川
が
あ
り
、
田
が
あ
り
、
そ
し
て
素
朴
で
善
良
な
人
々
が
い
る
、

と
い
う
風
景
を
井
伏
は
好
ん
で
描
い
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
郷
里
の

自
然
が
井
伏
文
学
の
核
と
し
て
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

さ
て
、
「
黒
い
雨
』
に
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
自
然
が
描
き
込
ま
れ

て
い
る
。
戦
後
四
年
と
十
ヵ
月
。
重
松
夫
婦
と
矢
須
子
が
住
む
小
畠

は
じ
め
に

井
伏
鱒
一

『
黒
い
雨
』

赤

阪

子

村
は
、
広
島
市
か
ら
四
十
何
里
東
方
、
井
伏
の
郷
里
加
茂
村
粟
根
か

ら
は
約
八
キ
ロ
、
三
方
を
山
で
囲
ま
れ
た
高
原
の
村
で
、
分
水
嶺
に

な
っ
て
い
る
。
物
語
で
は
、
被
爆
時
の
阿
鼻
叫
喚
の
地
獄
絵
が
、
「
被

爆

H
記
」
や
「
広
島
に
て
戦
時
下
に
お
け
る
食
生
活
」
、
「
広
島
被
爆

軍
医
予
備
員
・
岩
竹
博
の
手
記
」
及
び
そ
の
奥
さ
ん
の
記
録
な
ど
を

清
書
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
、
物
語
現
在
時
の
小
畠
村
の
昭

和
二
十
五
年
六
月
か
ら
八
月
五
日
ま
で
と
、
広
島
の
昭
和
二
十
年
八

月
五
日
か
ら
十
五
日
ま
で
と
が
、
交
錯
す
る
形
で
進
ん
で
い
く
。

そ
の
中
で
、
大
江
健
三
郎
氏
が
、
「
ま
こ
と
に
数
多
い
動
植
物
の
名

と
博
物
誌
的
な
正
確
さ
」
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
自
然
が
細
か
く
写

し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注

H
に
値
す
る
。
例
え
ば
、
鯉
、
泥
鮨
、

銀
杏
、
鳶
、
池
蝉
、
蓮
池
の
カ
イ
ツ
ブ
リ
、
フ
ク
ラ
シ
の
木
、
ケ
ン

ポ
ナ
シ
、
水
引
草
、
ド
ク
ダ
ミ
、
鰻
、
尊
菜
等
。

大
江
氏
は
さ
ら
に
、
「
黒
い
雨
』
の
自
然
に
つ
い
て
注

H
し
、
「
「
黒

い
雨
』
の
描
き
出
す
原
爆
後
の
広
島
、
そ
の
人
間
的
悲
惨
は
大
き
く

激
し
い
」
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
示
唆
深
い
発
言
を
し
て
い
る
。

「
「
黒
い
雨
』
を
読
み
終
え
た
後
の
文
学
的
浄
化
、
癒
し
に
触
れ
た
と

い
う
思
い
（
結
び
に
よ
っ
て
ま
ず
か
も
し
だ
さ
れ
る
も
の
）
が
、
原

爆
惨
禍
の
表
現
に
つ
い
て
も
穏
や
か
な
ベ
ー
ル
を
一
枚
か
ぶ
せ
る
よ

直

論
ー
そ
の
自
然
に
注

H
し
て
1
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ー

う
な
効
果
を
は
た
し
て
い
る
の
で
は
」
。
ま
た
、
「
書
く
苦
し
み
と
対

抗
す
る
た
め
、
植
物
と
生
物
の
生
命
力
へ
の
細
や
か
な
観
察
を
行
っ

て
い
る
。
生
命
の
し
る
し
を

H
常
性
の
光
の
う
ち
に
あ
ら
わ
す
も
の

の
提
示
に
救
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
へ
の
凝
視
に
、
ほ
っ
と
息

継
ぎ
さ
せ
る
た
め
の
も
の
と
は
異
な
る
、
な
に
や
ら
恐
ろ
し
い
力
が

備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
を
感
じ
る
」
と
言
う
。

「
黒
い
雨
』
読
後
に
感
じ
る
の
は
、
他
の
被
爆
手
記
な
ど
に
比
べ

る
と
「
優
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
広
島
の
惨
状

や
む
ご
た
ら
し
く
転
が
っ
て
い
る
死
体
を
直
視
す
る
目
は
鋭
い
。
む

し
ろ
、
こ
れ
ほ
ど
む
ご
い
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
な
い
の
で
は
と
思

え
る
く
ら
い
、
出
来
事
を
容
赦
な
く
突
き
付
け
て
く
る
。
に
も
か
わ

ら
ず
、
こ
う
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
の
は
、
「
黒
い
雨
』
が
阿
鼻
叫
喚

の
地
獄
絵
だ
け
を
提
示
す
る
の
で
な
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
ふ
っ
と
、

見
慣
れ
た
穏
や
か
な
自
然
を
覗
か
せ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

広
島
の
惨
状
に
心
を
突
き
上
げ
ら
れ
た
時
、
穏
や
か
な
自
然
は
一
種

の
救
い
に
な
る
。

し
か
し
一
方
で
、
大
江
氏
が
「
な
に
や
ら
恐
ろ
し
い
力
が
備
わ
っ

て
い
る
」
と
感
じ
取
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
自
然
に
は
単
な
る
「
救
い
」

に
と
ど
ま
ら
な
い
何
か
が
あ
る
。
「
黒
い
雨
』
の
中
に
丁
寧
に
盛
り
込

ま
れ
た
「
自
然
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
自
然
に

つ
い
て
掘
り
下
げ
て
み
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
見
え
て
く

る
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

原
爆
投
下
と
自
然

原
爆
投
下
後
の
広
島
で
は
、
自
然
は
不
気
味
な
様
相
に
変
え
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
。

引
潮
で
川
底
が
見
え
、
窪
地
の
水
た
ま
り
の
な
か
に
、
鯖
の
よ

う
な
魚
が
三
四
匹
、
腐
乱
し
た
背
骨
を
さ
ら
し
て
沈
ん
で
い
た
。

そ
こ
か
し
こ
に
蟹
が
石
崖
か
ら
這
い
出
し
た
ま
ま
死
ん
で
い
た
。

川
岸
の
雑
草
は
ひ
ど
く
徒
長
し
て
い
る
が
、
雀
の
稗
草
な
ど
の

よ
う
な
禾
本
科
の
植
物
だ
け
は
対
し
て
目
立
た
な
い
。
し
か
し

•••••••••• 

音
や
光
で
植
物
が
徒
長
す
る
と
は
、
ど
う
考
え
て
も
理
解
で
き

な

い

こ

と

で

あ

る

。

（

傍

点

引

用

者

）

（

201
）

カ
タ
バ
ミ
や
烏
の
婉
豆
な
ど
の
新
芽
が
無
闇
に
伸
び
て
、
自
分

を
支
え
き
れ
な
く
な
っ
て
だ
ら
り
と
垂
れ
て
い
た
。
植
物
も
空

襲
の
衝
撃
で
細
胞
組
織
が
変
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
光

線
と
か
音
響
と
か
熱
の
衝
撃
な
ど
で
植
物
が
徒
長
す
る
こ
と
は

．
．
．
．
．
．
 

知
ら
な
か
っ
た
。
今
度
の
爆
弾
は
植
物
や
蝿
な
ど
の
成
長
を
助

長
さ
せ
、
人
間
の
生
命
力
に
は
抑
止
の
力
を
加
え
て
い
る
。
蝿

や
植
物
は
狙
撒
を
極
め
て
い
る
。
昨
日
、
こ
こ
の
通
り
に
あ
る

饂
飩
屋
の
焼
跡
で
は
、
裏
庭
の
芭
蕉
が
新
芽
を
一
尺
五
寸
ぐ
ら

い
も
伸
ば
し
て
い
た
。
（
中
略
）
と
こ
ろ
が
、
今
日
は
二
尺
の
上

も
伸
び
て
い
る
。
一
日
に
五
寸
以
上
も
伸
び
て
い
る
そ
の
実
状

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

に
は
、
農
家
に
生
れ
て
樹
木
を
見
な
れ
て
来
た
僕
も
驚
い
た
。

（
傍
点
引
用
者
）
（
2028203)

か
つ
て
「
さ
ざ
な
み
軍
記
』
（
河
出
書
房
昭
1
3
.
4
)

の
覚
丹
と

い
う
人
物
は
、
源
平
争
乱
の
最
中
に
級
っ
た
「
寿
永
記
」
冒
頭
に
、

「
国
破
れ
て
山
河
あ
り
、
城
春
に
し
て
草
木
青
む
、
名
も
知
れ
ぬ
花
の
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香
も
、
盛
者
必
衰
の
無
常
を
説
く
」
と
記
し
た
。
し
か
し
、
広
島
で

は
も
は
や
自
然
さ
え
も
人
為
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
植

物
の
異
常
な
徒
長
な
ど
、
自
然
の
不
気
味
な
変
調
に
重
松
は
驚
き
の

目
を
見
張
っ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
、
井
伏
は
自
然
と
共
に
生
き
る
庶
民
の
姿
を
繰
返
し
描

い
て
き
た
が
、
そ
の
自
然
は
穏
や
か
な
ば
か
り
で
は
な
く
、
時
に
不

気
味
な
姿
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
三
宅
島
の
噴
火
を

扱
っ
た
「
御
神
火
』
（
「
こ
ど
も
朝
日
」
昭
1
8
.
6ー

8
)
、
大
地
震
に

よ
っ
て
島
が
人
間
も
ろ
と
も
水
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う

「
佗
助
』
（
「
改
造
」
昭
2
1
.
5
)
。
そ
こ
で
は
自
然
は
終
末
的
な
様
相

を
も
っ
て
、
人
々
に
襲
い
か
か
る
。

し
か
し
、
原
爆
は
、
井
伏
が
こ
れ
ま
で
描
い
て
き
た
噴
火
や
地
震

と
い
っ
た
天
変
地
異
と
は
違
う
。
例
え
ば
、
『
御
神
火
』
の
避
難
民
の

一
人
は
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

伊
豆
七
島
の
神
、
三
宅
大
明
神
（
こ
れ
火
の
神
）
の
神
慮
の

ほ
ど
も
窺
は
れ
て
悪
口
は
い
は
れ
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
御
神
火

で
す
。
で
す
か
ら
女
た
ち
は
避
難
し
て
い
く
道
す
が
ら
一
生
懸

命
に
神
に
祈
願
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
祈
り
、
信
心
に
よ
っ
て
、

島
民
は
救
わ
れ
る
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。
い
ま
や
「
火
の
神
」
に

対
し
祈
り
と
信
心
は
生
ま
れ
ま
し
た
…

噴
火
を
「
御
神
火
」
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
、
山
の

弾
ぜ
る
大
き
な
爆
音
と
地
鳴
り
の
中
で
、
人
間
は
噴
火
に
神
の
姿
を

見
、
畏
れ
と
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
。
ど
ん
な
に
信
じ
ら
れ
な
い
光
景

で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
昔
か
ら
島
の
住
民
が
繰
返
し
経
験
し
て
き
た

自
然
の
荒
々
し
い
姿
だ
っ
た
。
人
間
は
神
に
祈
る
ほ
か
な
か
っ
た
が
、

や
が
て
ま
た
も
と
の
穏
や
か
な
自
然
に
還
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
、

経
験
上
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
原
爆
は
ど
う
か
。
重
松
は
、
「
今
ま
で
に
見
た
こ
と
も

な
い
一
種
異
様
な
」
原
子
雲
に
、
「
僕
は
体
じ
ゅ
う
萎
縮
し
て
い
る
よ

う
で
あ
っ
た
。
腰
を
抜
か
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
」
と
い
う
。

文
中
に
は
「
得
体
の
知
れ
な
い
」
と
い
う
記
述
が
何
度
も
出
て
く
る
。

原
子
雲
も
、
黒
い
雨
も
、
人
々
を
灼
い
た
熱
線
も
、
天
守
閣
を
そ
の

ま
ま
の
形
で
吹
き
飛
ば
す
ほ
ど
の
威
力
を
も
っ
た
爆
風
も
、
黒
い
雨

も
、
キ
ノ
コ
雲
も
、
人
が
ば
た
ば
た
と
死
ん
で
い
く
の
も
、
植
物
の

徒
長
も
、
理
解
を
超
え
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
原

爆
に
よ
る
諸
現
象
は
、
そ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
、
自

然
界
で
は
起
こ
り
得
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
今
ま
で
の
こ
の

宇
宙
の
な
か
に
、
こ
ん
な
怪
し
な
も
の
を
湧
き
出
さ
せ
る
権
利
を
誰

が
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

(53)
」
と
い
う
言
葉
が
、
原
爆
に
対
す

る
重
松
の
心
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
井
伏
鱒
二

は
、
原
爆
も
「
御
神
火
」
と
同
じ
天
変
地
異
と
し
て
し
か
捕
ら
え
て

い
な
い
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
「
黒
い
雨
』
の
場
合
、
神
の
領
域

で
あ
る
は
ず
の
自
然
ま
で
も
、
人
間
が
異
常
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ

た
の
だ
。

天
変
地
異
は
、
あ
く
ま
で
も
自
然
の
姿
の
一
っ
だ
っ
た
。
穏
や
か

••••• 

な
自
然
も
天
変
地
異
も
、
ど
ち
ら
の
姿
も
ま
っ
と
う
な
自
然
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
原
爆
は
、
自
然
を

自
然
で
は
な
い
異
常
な
も
の
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

そ
う
し
た
広
島
の
異
常
な
光
景
の
合
間
に
、
小
畠
村
の
自
然
は
、

な
つ
か
し
い
安
ら
ぎ
を
持
っ
て
広
が
る
。
穏
や
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
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た
小
畠
村
で
の
生
活
は
、
一
見
平
和
そ
の
も
の
で
あ
る
。
小
説
に
は
、

そ
こ
で
の
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
行
事
が
、
丹
念
に
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
行
事
を
い
く
つ
か
抜
き
出
し
て
み
る
。

虫
供
菱
は
茫
種
の
次
の
次
の

B
に
す
る
行
事
で
あ
る
。
百
姓

は
野
良
仕
事
を
す
る
か
ら
地
の
底
の
虫
を
踏
殺
す
の
で
、
お
萩

を
つ
く
っ
て
今
は
亡
き
虫
類
を
供
養
す
る
。
こ
の

H
は
、
近
所

の
家
か
ら
預
か
っ
て
い
る
す
べ
て
の
品
物
を
お
返
し
す
る
し
き

た
り
に
な
っ
て
い
る
。

(74)

今
月
は
茫
種
と
虫
供
養
が
す
ん
で

‘
+
-
H
に
は
お
田
植
祭
、

十
四
日
に
は
旧
の
菖
蒲
の
節
旬
、
十
五
日
に
は
河
童
祭
、
二
十

日
に
は
竹
伐
り
祭
と
祭
が
続
く
。
こ
の
貧
相
な
い
く
つ
も
の
お

祭
は
、
昔
の
百
姓
た
ち
が
貧
し
い
な
が
ら
も
生
活
を
大
事
に
し

て
い
た
こ
と
の
象
徴
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
重
松
は
清
書
を

続
け
な
が
ら
、
あ
の
阿
鼻
叫
喚
の
巷
を
思
い
出
す
に
つ
け
、
百

姓
た
ち
の
お
祭
り
が
貧
弱
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
我
れ
人
と
も

に
い
と
お
し
む
べ
き
も
の
だ
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
。

(106) 
六
月
三
十
日
は
尾
道
港
の
住
吉
祭
で
あ
る
。
そ
れ
に
因
ん
で
、

小
畠
村
で
は
水
害
の
起
ら
ぬ
よ
う
祈
願
の
た
め
、
住
吉
の
神
を

勧
請
し
て
灯
篭
な
が
し
の
祭
を
す
る
。
春
夏
秋
冬
の
四
季
に
な

ぞ
ら
え
て
、
蝋
燭
を
点
し
た
白
木
細
工
の
四
台
の
手
燭
を
谷
川

の
淵
に
流
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
暗
い
水
面
で
ゆ
っ
く
り
廻

っ
て
い
る
ほ
ど
い
い
と
云
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
秋
と
い

う
字
を
書
い
た
手
燭
が
素
早
く
淵
か
ら
流
れ
て
行
く
と
、
秋
に

は
洪
水
の
怖
れ
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(132)

こ
れ
ら
の
行
事
を
み
る
だ
け
で
も
、
小
畠
村
で
の
生
活
が
、
農
耕

民
族
の
、
自
然
と
深
く
結
び
つ
い
た
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か

る
。
他
に
も
、
鯉
の
放
蓑
や
、
い
た
ち
除
け
の
鮪
の
か
ら
を
ぶ
ら
下

げ
た
竹
の
棒
や
、
寛
の
水
を
た
め
て
泥
鮒
や
す
っ
ぽ
ん
を
い
け
て
お

く
水
甕
な
ど
、
細
か
な
一
っ
―
つ
が
、
こ
の
村
の
牧
歌
的
な
雰
囲
気

を
よ
く
伝
え
る
。
人
々
は
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
の
中
で
生
き
て
い
る
の

で
あ
る
。

小
畠
村
の
自
然
は
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
。
だ
が
同
時
に
、
そ

の
ま
っ
と
う
な
自
然
は
、
原
爆
に
よ
る
自
然
の
変
調
と
対
詩
し
、
か

え
っ
て
原
爆
の
異
常
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
作
者
自
身
が
、
「
虫
供
菱
と
か
、

H
常
の
平
凡
な
行
事
を
書
か
な

け
れ
ば
戦
争
の
浅
ま
し
さ
が
出
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
、
対
照
す
る

た
め
に
書
い
た
ん
だ
。
そ
ん
な
こ
と
、
説
明
し
た
ら
ま
ず
い
け
ど
な

（
笑
）
」
と
明
か
し
て
い
る
の
で
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
「
遥
拝
隊
長
』
の
手
法
に
似
て
は
い
な
い
だ
ろ

う
か
。「

遥
拝
隊
長
」
こ
と
勇
一
の
中
で
は
ま
だ
戦
争
が
続
い
て
い
て
、

彼
は
未
だ
に
軍
人
の
時
の
ま
ま
の
行
動
を
取
っ
て
い
る
。
完
全
な
狂

人
で
あ
る
。
だ
が
、
戦
争
当
時
は
誰
も
彼
の
行
動
を
滑
稽
だ
と
は
思

わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
戦
争
の
時
代
は
今
か
ら
見
る
と
異
常
や
狂
気

と
い
っ
た
言
薬
で
形
容
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
に
は
そ
れ
が
「
日
常
」

だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
狂
気
は
、
平
和
な
日
常
の
中
に
置
か
れ
て
こ
そ

見
え
て
く
る
。
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「
川
』
（
江
川
書
房
昭
7
.
1
0
)
、
「
多
甚
古
村
』
（
河
出
書
房

昭
1
4
.
7
)
に
は
、
様
々
な
死
が
描
か
れ
て
い
る
。
川
に
落
ち
て
死

ん
だ
子
供
、
身
投
げ
し
た
者
、
洪
水
で
死
ん
だ
親
子
、
恋
愛
の
も
っ

れ
か
ら
緋
を
飲
ん
で
死
ん
だ
女
、
首
を
つ
つ
て
最
期
を
急
い
だ
婆
さ

ん
。
そ
れ
ら
の
死
は
、
日
々
の
生
活
の
中
に
起
こ
っ
た
出
来
事
の
一

っ
―
っ
と
し
て
淡
々
と
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
川
』
で
は
、
流

れ
て
い
く
川
を
視
点
と
し
て
、
流
域
の
様
々
な
人
事
と
風
景
を
紡
い

で
い
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
お
り
、
死
を
描
い
て
も
次
の
瞬

間
に
は
も
う
他
の
土
地
の
他
の
出
来
事
へ
と
移
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、

「
多
甚
古
村
』
は
「
某
氏
の
句
に
、
「
干
潟
に
は
さ
ざ
ら
波
、
梅
の
村

に
入
る
』
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
無
論
、
ま
だ
梅
は
咲
か
な
い
が
、
や

が
て
咲
け
ば
、
そ
の
旬
は
多
甚
古
村
の
一
部
の
景
色
に
そ
っ
く
り
あ

2

死
と
自
然

「
黒
い
雨
』
で
は
、
広
島
に
お
け
る
生
活
も

H
常
の
リ
ズ
ム
で
描

か
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
「
日
常
」
は
、
ど
れ
ほ
ど
小
畠
村
の
日
常

と
違
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
庶
民
に
と
っ
て
、
こ
の
穏
や
か
な

自
然
と
平
和
な
日
常
の
方
が
ど
れ
ほ
ど
い
い
も
の
だ
ろ
う
。
先
に
も

引
用
し
た
が
、
「
貧
相
な
い
く
つ
も
の
お
祭
り
は
昔
の
百
姓
た
ち
が
貧

し
い
な
が
ら
も
生
活
を
大
事
に
し
て
い
た
こ
と
の
象
徴
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
重
松
は
消
書
を
続
け
な
が
ら
、
あ
の
阿
鼻
叫
喚
の
巷
を

思
い
出
す
に
つ
け
、
百
姓
た
ち
の
お
祭
り
が
貧
弱
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
我
れ
人
と
も
に
、
い
と
お
し
む
べ
き
も
の
だ
と
い
う
気
持
ち
に

な
っ
て
い
た
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
を
明
確
に
言
い
表
し
て
い
る
。

て
は
ま
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
詞
書
の
も
と
、
巡
査
の
日
誌
形
式
で
村

に
起
こ
っ
た
事
件
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
、

死
は
他
の
出
来
事
と
同
様
、
そ
の
日
限
り
の
事
件
で
し
か
な
い
。
異

常
事
と
い
え
る
死
で
さ
え
も
、
生
活
の
一
コ
マ
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

「
川
』
で
も
「
多
甚
古
村
』
で
も
、
自
然
は
人
間
に
は
お
構
い
な

し
に
存
在
す
る
。
人
々
の
喜
び
も
悲
し
み
も
い
が
み
合
い
も
、
全
て

を
包
み
込
ん
で
川
は
流
れ
て
い
く
。
多
甚
古
村
の
人
間
達
に
ど
ん
な

ド
ラ
マ
が
あ
ろ
う
と
、
干
潟
に
は
さ
ざ
ら
波
が
立
ち
、
梅
は
咲
き
、

散
り
、
そ
し
て
ま
た
花
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す
だ
ろ
う
。

人
間
の
営
み
は
自
然
の
運
行
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
個
々
の
生
死
な
ど

自
然
の
中
の
一
現
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ふ
と
こ
ろ
と
な
る
自
然
そ
の
も
の
も
い
び
つ
に
歪
め
ら

れ
て
し
ま
っ
た
「
黒
い
雨
』
で
は
、
そ
の
死
も
異
様
で
あ
る
。

こ
の
二
人
の
男
は
、
崩
れ
た
土
塀
の
わ
き
に
あ
る
防
火
水
槽
を

見
つ
め
て
棒
立
ち
に
な
っ
て
い
た
。
水
槽
に
は
頭
だ
け
白
骨
に

な
っ
て
い
る
人
間
が
つ
か
っ
て
胸
元
か
ら
下
を
水
に
沈
め
、
そ

の
水
面
に
は
、
べ
と
つ
く
袖
の
よ
う
な
茶
色
の
泡
が
溜
っ
て
い

た
。
人
夫
が
思
い
き
り
悪
そ
う
に
そ
の
水
槽
の
そ
ば
に
ト
タ
ン

板
を
近
づ
け
て
行
く
と
、
白
骨
の
頭
が
前
向
き
に
が
く
り
と
泡

の
中
へ
落
ち
た
。
さ
す
が
の
田
代
さ
ん
も
「
ひ
ど
い
、
ひ
ど
い
」

と
云
っ
た
。

(176)

お
よ
そ
日
常
の
生
活
と
は
か
け
離
れ
た
異
常
な
死
で
あ
る
。
「
黒
い

雨
』
で
も
ま
た
、
「
川
』
「
多
甚
古
村
』
な
ど
と
同
じ
く
死
体
を
即
物

的
に
描
い
て
は
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
は
、
死
が
哀
感
を
漂
わ
せ

て
は
い
て
も
こ
と
さ
ら
感
情
的
な
言
葉
を
伴
わ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
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「
黒
い
雨
』
で
は
、
そ
れ
ら
の
死
に
対
し
て
井
伏
も
言
葉
を
も
ら
さ
ず

を
得
な
い
。
「
戦
争
は
い
や
だ
。
勝
敗
は
ど
ち
ら
で
も
い
い
。
早
く
済

さ
え
す
れ
ば
い
い
。
い
わ
ゆ
る
正
義
の
戦
争
よ
り
も
不
正
義
の
平
和

の
方
が
い
い

(170)
」
「
死
体
は
生
前
に
は
人
間
で
あ
る

(171)
」
「
わ

し
ら
は
、
国
家
の
な
い
国
に
生
ま
れ
た
か
っ
た
の
う

(172)
」
こ
れ
ら

は
重
松
が
「
被
爆
日
記
」
に
書
い
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

作
者
の
声
が
重
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
井
伏
は
、
「
遥
拝
隊
長
』

や
「
犠
牲
』
（
「
世
界
」
昭
2
6
.
8
)
な
ど
、
自
ら
の
戦
争
体
験
を
反

映
さ
せ
た
作
品
で
、
一
貰
し
て
戦
争
・
軍
人
批
判
を
打
ち
出
し
て
き

た
。
「
黒
い
雨
』
の
底
に
も
、
そ
れ
ら
と
同
様
の
憤
り
が
う
ね
っ
て
い

る
が
、
時
に
表
に
あ
ふ
れ
だ
し
て
く
る
叫
び
は
今
ま
で
以
上
に
読
者

の
胸
を
打
つ
。

「
新
潮
」
が
連
載
を
依
頼
し
た
昭
和
三
九
年
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

が
次
第
に
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
折
し
も
連
載
中
の
昭

和
四

0
年
二
月
に
は
ア
メ
リ
カ
が
北
爆
を
開
始
。
井
伏
は
『
黒
い
雨
』

に
つ
い
て
後
に
こ
う
言
っ
て
い
る
。

「
異
常
な
出
来
事
で
す
。
僕
は
広
島
に
疎
開
し
て
い
て
も
、
こ
ん

な
ひ
ど
い
も
の
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
で
、
ほ
か
の
意
味
で
真

面
目
に
な
っ
た
ん
だ
。
書
く
真
面

H
で
な
く
、
事
件
に
対
し
て

真
面

H
に
な
っ
て
き
た
ん
で
す
」

「
あ
れ
を
書
い
て
る
時
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
さ
ん
が
ベ
ト
ナ
ム
に
出

兵
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
さ
ん
は
読
ん
で
く
れ

て
な
い
よ
う
で
す
が
、
あ
れ
を
（
笑
）
。
僕
の
も
の
な
ん
か
全
然
、

世
の
中
に
効
果
が
な
い
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
人
な
ん
か
見
向
き

も
し
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
僕
が
書
き
な
が
ら
真
面
目
に

ア
メ
リ
カ

な
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
な
ん
で
す
。

の
大
統
領
や
兵
隊
に
読
ん
で
も
ら
い
た
か
っ
た
」

こ
の
よ
う
な
思
い
を
知
る
と
、
感
情
を
抑
制
す
る
こ
と
に
徹
し
て

き
た
井
伏
で
さ
え
、
「
黒
い
雨
』
で
は
強
い
口
調
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
こ
と
も
う
な
ず
け
る
。

「
井
伏
的
自
然
と
死
」
と
、
「
原
爆
投
下
後
の
自
然
と
死
」
と
。
こ

の
よ
う
な
自
然
と
死
の
関
係
は
、
実
は
先
行
す
る
「
か
き
つ
ば
た
』

（
「
中
央
公
論
」
昭
2
6
.
6
)
に
お
い
て
既
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

広
島
の
町
が
爆
撃
さ
れ
て
間
も
な
い
頃
、
福
山
市
近
郊
の
知
り
合

い
の
家
に
泊
ま
っ
た
主
人
公
の
私
は
、
池
に
異
様
な
も
の
を
見
る
。

そ
れ
は
仰
向
け
に
な
っ
て
浮
か
ぶ
人
体
で
、
脇
に
は
紫
の
カ
キ
ツ
バ

タ
が
一
輪
狂
い
咲
い
て
い
た
。
広
島
の
工
場
で
半
分
精
神
を
病
ん
だ

上
、
原
爆
に
遭
い
、
福
山
に
帰
っ
て
き
た
そ
の
日
に
ま
た
空
襲
に
あ

っ
た
娘
だ
っ
た
。
「
あ
の
カ
キ
ツ
バ
タ
の
花
、
何
ご
と
に
脅
か
さ
れ
て

咲
い
た
か
ね
」
と
言
う
私
に
知
人
は
、
「
さ
う
か
、
こ
の
季
節
に
、
あ

ん
な
花
が
咲
い
て
い
た
の
か
。
ば
か
に
し
て
る
」
と
言
う
。
そ
の
時

ふ
と
、
私
は
あ
る
話
の
濃
艶
な
カ
キ
ツ
バ
タ
の
花
を
思
い
出
す
。

I

あ
る
青
年
が
、
窓
か
ら
池
の
見
え
る
二
階
に
下
宿
し
て
い
た
。
窓
の

下
の
池
に
は
カ
キ
ツ
バ
タ
が
満
開
で
あ
っ
た
。
そ
の
池
を
隔
て
た
と

こ
ろ
に
、
若
い
指
物
師
と
そ
の
妹
が
住
む
み
す
ぽ
ら
し
い
家
が
あ
っ

た
。
妹
は
奉
公
に
出
て
い
る
う
ち
に
、
父
な
し
児
を
卒
ん
で
帰
っ
て

い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
の
続
き
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

あ
る
朝
、
青
年
が
何
げ
な
く
窓
か
ら
池
を
見
る
と
、
カ
キ
ッ

バ
タ
の
咲
い
て
ゐ
る
そ
ば
に
、
指
物
師
の
妹
が
仰
向
け
に
浮
か

ん
で
ゐ
た
。
き
れ
い
な
着
物
を
き
て
、
そ
の
着
物
の
袖
が
金
魚
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の
鰭
の
や
う
に
水
の
な
か
に
垂
れ
さ
が
っ
て
ゐ
た
。
指
物
師
は

妹
の
死
体
を
見
つ
け
る
と
、
水
の
落
ち
口
の
と
こ
ろ
を
大
き
く

ま
た
い
で
水
面
に
向
っ
て
前
こ
ご
み
に
な
っ
た
。
伸
ば
し
た
手

が
妹
の
死
体
に
届
い
た
。
指
物
師
は
妹
の
片
方
の
袖
を
水
か
ら

引
き
あ
げ
て
、
そ
れ
を
妹
の
膨
れ
た
お
な
か
の
上
に
乗
せ
た
。

同
じ
ゃ
う
に
、
も
う
―
つ
の
袖
を
妹
の
お
な
か
の
上
に
乗
せ
、

行
俄
よ
く
手
を
重
ね
た
や
う
に
袖
を
重
ね
た
。
さ
う
し
て
お
い

て
、
指
物
師
は
大
急
ぎ
で
横

T
の
方
へ
出
て
行
っ
た
…
。

私
が
こ
ん
な
話
を
木
内
君
に
き
か
せ
る
と
、

「
そ
の
カ
キ
ツ
バ
タ
の
花
と
、
あ
の
カ
キ
ツ
バ
タ
の
花
は
雲
泥
の

相
違
だ
。
時
代
か
ら
し
て
違
ふ
。
ば
か
ば
か
し
い
花
が
咲
い
た

も
ん
だ
」

と
木
内
く
ん
が
云
っ
た
。

指
物
師
の
妹
の
側
で
咲
き
誇
っ
て
い
た
カ
キ
ツ
バ
タ
の
花
と
、
原

爆
に
遇
っ
た
娘
の
側
に
た
っ
た
一
輪
狂
い
咲
い
て
い
た
カ
キ
ツ
バ
タ

の
花
。
そ
の
カ
キ
ツ
バ
タ
と
あ
の
カ
キ
ッ
パ
タ
は
雲
泥
の
相
違
だ
と

い
う
。
こ
の
相
違
と
は
何
な
の
か
。
「
時
代
か
ら
し
て
違
ふ
」
と
は
。

妹
の
場
合
の
カ
キ
ッ
パ
タ
の
花
は
四
季
の
巡
り
に
合
っ
た
花
、
つ

ま
り
ま
っ
と
う
な
カ
キ
ツ
バ
タ
の
花
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
妹
の
事

情
な
ど
よ
そ
に
、
初
夏
の
瑞
々
し
い
季
節
の
中
で
今
を
盛
り
と
咲
き

誇
っ
て
い
る
。
濃
紫
色
の
花
は
、
き
れ
い
な
着
物
と
と
も
に
、
妖
し

い
ま
で
の
美
し
さ
で
妹
の
死
を
彩
る
が
、
花
の
方
に
異
常
さ
は
徴
塵

も
な
い
。
む
し
ろ
、
生
き
生
き
と
し
た
カ
キ
ッ
パ
タ
の
花
は
、
死
と

い
う
衝
撃
を
和
ら
げ
、
し
ん
と
し
た
哀
し
み
に
純
化
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
死
は
「
川
』
や
「
多
甚
古
村
』
で
の
死
と
同
じ
匂
い
を
持
つ
と

繰
返
し
に
な
る
が
、
「
川
』
も
「
多
甚
古
村
』
も
、
庶
民
の
様
々
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
重
ね
て
い
っ
た
も
の
だ
。
そ
こ
で
は
異
常
な
出
来
事

で
さ
え
も
自
然
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
日
々
の
雑
多
な
出
来
事
と

同
じ
く
、
次
の
場
面
で
は
も
う
す
っ
か
り
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
っ
て

3
 

「
黒
い
雨
』
末
尾
の
自
然
が
示
す
も
の

い
え
よ
う
。
―
つ
の
命
が
消
え
た
こ
と
は
な
ん
と
も
言
え
な
い
寂
し

さ
を
与
え
る
が
、
自
然
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
順
当
に
運
行
し
て

い
る
。
彼
女
の
死
も
ま
た
、
死
と
い
う
出
来
事
の
一
っ
と
し
て
、
自

然
の
流
れ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
狂
咲
の
カ
キ
ツ
バ
タ
の
花
は
違
う
。
戦
争
の
時
代
の
異
常
な

雰
囲
気
、
原
爆
の
異
常
さ
、
狂
っ
て
し
ま
っ
た
娘
の
心
、
娘
の
死
。

そ
れ
ら
は
ひ
と
つ
な
が
り
に
な
っ
た
異
常
で
あ
り
、
カ
キ
ツ
バ
タ
さ

え
も
が
狂
っ
た
花
を
咲
か
せ
て
、
そ
の
結
び
の
な
か
に
加
わ
っ
て
い

る
。
「
こ
ち
こ
ち
に
い
じ
け
た
紫
の
花
」
は
、
異
常
さ
を
和
ら
げ
る
ど

こ
ろ
か
、
ば
か
ば
か
し
い
時
代
の
全
て
の
異
常
を
強
調
す
る
か
の
よ

う
に
不
気
味
に
浮
か
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

指
物
師
の
妹
の
死
と
、
狂
っ
た
娘
の
死
と
、
死
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。
だ
が
二
つ
の
死
は
全
く
違
う
。
そ
れ
は
、
ま
っ
と
う

な
カ
キ
ッ
バ
タ
の
花
と
、
狂
咲
の
カ
キ
ツ
バ
タ
の
花
と
に
象
徴
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

「
黒
い
雨
』
で
は
、
小
畠
村
の
自
然
を
ま
っ
と
う
な
カ
キ
ッ
パ
タ

に
、
原
爆
に
よ
る
動
植
物
の
異
常
な
様
相
を
狂
咲
の
カ
キ
ツ
バ
タ
に
、

結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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い
る
。だ

が
、
原
爆
の
異
常
さ
は
流
れ
去
っ
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
「
黒
い

雨
』
で
は
、
原
爆
は
い
つ
ま
で
も
重
松
達
を
捕
ら
え
て
離
さ
な
い
。

小
畠
村
で
の
生
活
は
も
う
あ
の
広
島
と
は
何
も
か
も
違
う
に
も
関
わ

ら
ず
、
重
松
は
原
爆
の
後
遺
症
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
矢
須
子
は

被
爆
し
た
と
い
う
噂
の
た
め
に
縁
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
矢
須
子
が
突
然
発
病
し
て
し
ま
う
。
「
は
じ
め
僕
は
茶
の
間

で
そ
れ
を
打
ち
あ
け
ら
れ
た
と
き
、
瞬
間
、
茶
の
間
そ
の
も
の
が
消

え
て
青
空
に
大
き
な
ク
ラ
ゲ
雲
が
出
た
の
を
見
た
。
は
っ
き
り
そ
れ

を
見
た

(233)
」
黒
い
雨
も
、
ク
ラ
ゲ
雲
も
、
原
爆
は
ど
こ
ま
で
も
追

っ
て
き
て
、
重
松
達
の
上
へ
覆
い
か
ぶ
さ
る
。
耳
鳴
り
が
し
、
脱
毛

し
、
痛
々
し
く
痩
せ
細
っ
た
矢
須
子
。
お
尻
に
は
腫
物
が
次
か
ら
次

へ
と
で
き
、
歯
は
折
れ
、
腫
れ
た
歯
茎
か
ら
は
絶
え
ず
血
が
に
じ
み

出
て
い
る
。
そ
し
て
、
全
身
を
襲
う
激
痛
。
生
身
の
人
間
で
あ
る
矢

須
子
に
、
広
島
で
見
た
無
残
な
死
体
の
映
像
が
重
な
っ
て
く
る
。

ラ
ス
ト
近
く
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
の
重
大
放
送
の
シ
ー
ン

は
印
象
的
で
あ
る
。
そ
の
時
重
松
は
、
一
人
工
場
の
裏
庭
に
出
て
用

水
路
を
見
て
い
る
。

流
れ
は
浅
い
が
、
ぼ
さ
な
ど
―
つ
も
な
く
て
、
透
き
通
っ
た
水

だ
か
ら
清
冽
な
感
じ
で
あ
る
。

「
こ
ん
な
綺
麗
な
流
れ
が
、
こ
こ
に
あ
っ
た
の
か
」

僕
は
気
が
つ
い
た
。
そ
の
流
れ
の
な
か
を
鰻
の
子
が
行
列
を

つ
く
っ
て
い
そ
い
そ
と
遡
っ
て
い
る
。
無
数
の
小
さ
な
鰻
の
子

の
群
で
あ
る
。
見
て
い
て
実
に
め
ざ
ま
し
い
。
メ
ソ
ッ
コ
と
い

う
鰻
の
子
よ
り
ま
だ
小
さ
く
て
、
僕
の
田
舎
で
ピ
リ
コ
ま
た
は

タ
タ
ン
バ
リ
と
い
う
体
長
三
寸
か
四
寸
く
ら
い
の
幼
生
で
あ
る
。

「
や
あ
、
の
ぽ
る
の
ぽ
る
。
水
の
匂
が
す
る
よ
う
だ
」

後
か
ら
後
か
ら
ひ
き
つ
づ
き
、
数
限
り
な
く
の
ぽ
っ
て
い
た
。

(3158316) 

そ
の
消
冽
な
水
は
、
黒
い
雨
や
キ
ノ
コ
雲
や
防
火
水
槽
の
な
か
の

泡
立
つ
茶
色
い
水
と
い
っ
た
原
爆
に
よ
る
汚
れ
を
洗
い
流
し
て
い
く

か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
、
全
て
が
異
常
な
世
界
に
あ
っ

て
、
ピ
リ
コ
は
生
命
へ
の
希
望
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
水
と
ピ
リ

コ
と
は
、
小
畠
村
で
の
自
然
と
同
じ
、
な
っ
か
し
い
ま
っ
と
う
な
自

然
で
あ
っ
て
、
黒
い
雨
や
、
キ
ノ
コ
雲
、
原
爆
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら

れ
た
自
然
と
、
対
峙
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
戦
争
・

原
爆
の
異
常
な
惟
界
か
ら
も
と
の
生
活
へ
と
戻
っ
て
い
く
始
ま
り
を

示
す
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
重
層
的
に
描
か
れ
て
き
た
地

獄
の
世
界
が
や
が
て
浄
化
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
、
安
堵
と
希
望
を
与

え
る
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
八
月
十
五
日
に
受
け
た
そ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
現

実
に
は
虚
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
敗
戦
時
の
そ
ん
な
安
心
も
つ
か
の

ま
、
今
矢
須
子
は
原
爆
病
に
悶
え
苦
し
ん
で
い
る
。
浄
化
さ
れ
て
い

く
か
に
見
え
た
黒
い
雨
は
、
今
も
な
お
彼
女
の
体
を
じ
わ
じ
わ
と
む

し
ば
ん
で
い
た
。
重
松
に
も
原
爆
病
の
症
状
が
出
て
い
る
。
原
爆
は

そ
ん
な
に
簡
単
に
癒
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
。
松
本
鶴
雄
氏

は
、
「
僕
も
食
堂
を
出
る
と
、
も
う
一
度
鰻
の
子
の
遡
上
を
見
る
た
め

に
非
常
口
か
ら
裏
庭
に
出
た
。
今
度
は
慎
重
に
足
音
を
消
し
て
用
水

溝
に
近
づ
い
た
が
、
鰻
の
子
は
一
ぴ
き
も
見
え
な
い
で
透
き
通
っ
た

水
だ
け
流
れ
て
い
た
」
と
い
う
八
月
一
五
日
の
締
め
く
く
り
の
部
分
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を
、
「
こ
こ
で
消
え
去
っ
た
の
は
ピ
リ
コ
と
い
う
鰻
の
子
だ
け
で
は
な

か
ろ
う
。
重
松
の
日
か
ら
、
平
和
な
生
活
の
予
兆
と
し
て
の
ピ
リ
コ

の
大
群
が
束
の
間
の
ご
と
く
に
消
え
た
の
だ
。
原
爆
の
中
を
生
き
な

が
ら
え
て
来
た
、
〈
生
命
と
生
存
〉
の
象
徴
と
し
て
の
ピ
リ
コ
が
消
え

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
再
び
重
松
は
戦
争
と
原
爆
の
凶
々

し
い
貌
の
異
常
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
読
ん
で
い
る
。

そ
こ
で
蓼
沼
正
美
氏
は
、
水
と
ピ
リ
コ
の
シ
ー
ン
を
「
癒
し
」
や

「
救
い
」
と
す
る
解
釈
は
お
手
軽
だ
と
し
、
被
爆
日
記
に
書
か
れ
た
こ

の
風
景
を
、
矢
須
子
が
発
病
し
た
今
、
な
ぜ
消
書
し
た
の
か
、
と
い

う
こ
と
に
注
目
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
八
月
十
五
日
の
、

ま
た
は
こ
れ
を
書
い
た
と
き
の
重
松
に
は
、
原
爆
は
「
日
常
性
へ
の

回
復
が
可
能
な
出
来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
そ
う

理
解
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
だ
か
ら
「
眼
前
の
自
然
を
救
済

や
癒
し
、
新
た
な
生
命
再
生
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
表
出
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
」
だ
が
、
矢
須
子
の
発
病
に
よ
り
、
「
そ
れ
ら

の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
原
爆
に
対
し
て
は
何
の
力
に
も
な
り
得
な
い
こ
と

を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
そ
れ
で
も
そ
の
エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル
を
そ
の
ま
ま
清
書
し
た
の
は
、
「
そ
う
し
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が

原
爆
を
書
く
こ
と
に
お
い
て
は
全
く
の
虚
構
で
し
か
な
い
こ
と
を
自

己
言
及
的
に
示
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
」
。

し
か
し
、
「
救
い
」
「
癒
し
」
や
「
生
命
再
生
」
を
表
わ
す
よ
う
な

自
然
は
原
爆
に
対
し
て
虚
構
だ
と
い
う
よ
う
な
意
識
は
、
重
松
に
は

な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
な
お
重
松
は
末
尾
部
分
で
、
「
不
吉
な

前
兆
と
さ
れ
る
白
い
虹
」
で
は
な
く
て
、
「
い
い
こ
と
が
起
こ
る
し
る

し
だ
と
い
う
五
彩
の
虹
」
が
出
た
ら
矢
須
子
の
病
気
が
治
る
、
と
望

み
を
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
翌
日
の
午
後
、
重
松
は
孵
化
池
の
様
子
を
見
に
行
っ
た
。

毛
子
の
成
長
は
上
々
で
大
き
い
ほ
う
の
蓑
魚
池
の
浅
く
な
っ
て

い
る
片
隅
に
尊
菜
が
植
え
て
あ
っ
た
。
た
ぶ
ん
庄
吉
さ
ん
が
城

山
の
弁
天
池
か
ら
採
っ
て
来
て
植
え
た
の
だ
ろ
う
。
緑
色
に
光

る
楕
円
状
の
葉
片
が
水
面
に
点
々
と
浮
か
ん
で
い
る
な
か
に
、

細
い
花
梗
を
も
た
げ
て
暗
紫
色
の
小
さ
な
花
を
咲
か
せ
て
い
た
。

「
今
、
も
し
、
向
う
の
山
に
虹
が
出
た
ら
奇
跡
が
起
る
。
白
い
虹

で
な
く
て
、
五
彩
の
虹
が
出
た
ら
矢
須
子
の
病
気
が
治
る
ん
だ
」

ど
う
せ
叶
わ
ぬ
こ
と
と
分
っ
て
い
て
も
、
重
松
は
向
こ
う
の

山
に

H
を
移
し
て
そ
う
占
っ
た
。

(320)

こ
の
場
面
に
つ
い
て
も
、
蓼
沼
氏
は
先
の
論
理
を
進
め
て
、
次
の

よ
う
に
言
う
。
「
細
い
花
梗
を
も
た
げ
た
暗
紫
色
の
小
さ
な
花
」
に
は
、

「
死
や
絶
望
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
表
現
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
が

そ
の
よ
う
な
自
然
を
選
び
取
っ
て
く
る
の
は
、
矢
須
子
の
回
復
の
不

可
能
性
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
が
、
逆
に
も
う
ひ
と
つ
の
自
然
、
〈
毛

子
の
成
長
〉
や
〈
緑
色
に
光
る
〉
〈
尊
菜
〉
の
〈
葉
片
〉
の
持
つ
イ
メ

ー
ジ
が
、
原
爆
の
問
題
に
対
し
て
は
全
く
の
虚
構
で
し
か
な
い
こ
と

の
虚
し
さ
を
も
語
っ
て
い
る
」
。
ま
た
、
五
彩
の
虹
が
出
た
ら
、
と
祈

る
時
、
「
語
り
手
は
重
松
の
内
面
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
〈
ど
う
せ
叶
わ

ぬ
こ
と
〉
と
、
そ
の
不
可
能
性
の
自
覚
を
代
弁
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
矢
須
子
の
病
気
の
回
復
を
祈
る
こ
と
、
そ
れ
は
つ
ま
り
原
爆

へ
の
祈
り
の
わ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と
の
虚
し
さ
を
重
松
は
よ
く
知
っ

て
い
た
」
と
言
う
。

だ
が
、
尊
菜
の
暗
紫
色
の
花
は
死
や
絶
望
を
表
出
す
る
も
の
だ
ろ
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う
か
。
毛
子
や
尊
菜
を
描
い
た
の
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
も
原
爆
に
対

し
て
は
虚
し
い
の
だ
と
語
る
た
め
だ
ろ
う
か
。
「
五
彩
の
虹
」
に
祈
る

重
松
に
あ
る
の
は
、
祈
る
こ
と
な
ど
虚
し
い
の
だ
と
い
う
思
い
だ
け

だ
ろ
う
か
。

順
調
に
育
つ
毛
子
。
移
植
し
た
尊
菜
も
、
緑
色
に
葉
を
光
ら
せ
、

暗
紫
色
の
小
さ
な
花
を
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
ま
っ
と
う
な
自
然

で
あ
る
。
毛
子
も
尊
菜
も
、
小
さ
な
命
全
て
が
自
然
の
め
ぐ
り
の
中

で
順
調
に
育
ち
、
健
気
に
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
決
し
て
「
死
」
や
「
虚
し
さ
」
で
は
な
い
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

「
生
」
で
あ
る
。
暗
紫
色
の
花
に
つ
い
て
は
、
湧
田
佑
氏
も
、
「
か
つ

て
同
じ
色
の
か
き
つ
ば
た
の
咲
く
池
に
原
爆
で
狂
気
し
た
娘
が
飛
び

込
ん
だ
「
か
き
つ
ば
た
』
を
思
い
出
し
、
矢
須
子
の
身
の
上
の
不
安

を
そ
こ
は
か
と
な
く
感
じ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
だ
が
、
自
然
の
め

ぐ
り
の
中
で
健
や
か
に
育
っ
て
い
る
暗
紫
色
の
小
さ
な
花
に
は
、
あ

の
狂
咲
の
カ
キ
ッ
パ
タ
を
重
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
暗
紫
色

の
花
か
ら
カ
キ
ツ
バ
タ
を
連
想
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
死
や
異
常
と

つ
な
が
っ
た
狂
咲
の
カ
キ
ツ
バ
タ
で
は
な
く
、
濃
艶
に
咲
い
て
い
た

ま
っ
と
う
な
カ
キ
ツ
バ
タ
の
方
で
あ
る
。

八
月
十
五
日
の
清
涼
な
水
と
ピ
リ
コ
が
与
え
た
希
望
は
、
今
か
ら

思
う
と
虚
し
い
も
の
で
は
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
そ
れ

ら
ま
っ
と
う
な
自
然
の
「
生
」
は
、
黒
い
雨
や
、
キ
ノ
コ
雲
や
、
異

常
に
繁
殖
し
た
植
物
や
、
異
常
な
死
な
ど
と
対
立
す
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
生
や
希
望
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
自
然
は
虚
構
な
の

で
は
な
く
、
そ
の
生
や
希
望
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
対
立
す
る
原
爆

の
虚
し
さ
を
引
き
立
た
せ
る
と
い
っ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

も
は
や
「
ば
か
ば
か
し
い
花
」
は
咲
い
て
は
お
ら
ず
、
生
の
イ
メ
ー

ジ
は
こ
ん
な
に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
重
松
達
被
爆
者
は
、

い
く
ら
突
破
口
を
見
つ
け
よ
う
と
あ
が
い
て
も
、
黒
い
雨
や
キ
ノ
コ

雲
な
ど
の
一
続
き
の
輪
か
ら
ま
っ
と
う
な
自
然
の
側
に
戻
る
こ
と
が

出
来
な
い
。
生
の
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
れ
ば
描
か
れ
る
ほ
ど
、
被
爆

者
の
哀
し
み
が
、
沸
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
こ
の
場

面
は
、
原
爆
と
対
峙
す
る
ま
っ
と
う
な
自
然
の
提
示
と
い
う
一
連
の

作
業
の
頂
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
蓼
沼
氏
は
「
重
松
は
祈
る
虚
し
さ
を
知
っ
て
い
る
」
と
言

う
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
「
五
彩
の
虹
が
出
た
ら
」
な
ど
と
い
う
祈
り
な

ど
、
存
在
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
「
五
彩
の
虹
が
出
た
ら
奇
跡
が
起
こ

る
」
と
占
う
重
松
の
心
に
は
、
「
ど
う
せ
叶
わ
ぬ
こ
と
と
分
か
っ
て
い

て
も
」
も
し
か
し
た
ら
、
と
い
う
わ
ず
か
な
望
み
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
の
数
日
前
に
、
重
松
は
「
岩
田
博
の
手
記
」
に
よ
っ
て
、

重
傷
患
者
に
も
奇
跡
的
な
回
復
が
な
き
に
し
も
非
ず
だ
と
い
う
こ
と

を
知
ら
さ
れ
、
「
何
を
措
い
て
も
矢
須
子
に
気
力
を
失
わ
せ
て
は
い
け

な
い
」
「
必
ず
生
き
る
と
い
う
自
信
を
持
た
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
」

と
、
改
め
て
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
読
ん

だ
矢
須
子
の
医
師
に
徴
妙
な
表
情
が
走
り
、
「
治
療
の
参
考
に
な
る
」

と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
も
シ
ゲ
子
か
ら
聞
い
て
い
る
。
矢
須
子
の
症

状
は
、
絶
望
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
も
し
か
し
た
ら
奇
跡
が
起
こ

る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
切
な
い
望
み
が
重
松
に
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

重
松
は
、
広
島
で
、
小
畠
村
で
、
い
つ
で
も
「
再
起
を
は
か
り
」

「
突
破
口
を
見
つ
け
」
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
絶
望
的
な
状
態
に

い
た
っ
て
も
な
お
、
あ
き
ら
め
な
ど
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
余
計
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お
わ
り
に

に
そ
の
祈
り
は
哀
し
い
。
「
黒
い
雨
』
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
虚
し
い
と

い
う
あ
き
ら
め
で
は
な
く
、
な
ん
と
し
て
で
も
生
き
よ
う
と
す
る
ず
ぶ

と
い
強
さ
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
小
説
の
最
大
の
救
い
と
な
っ
て
い
る
。

井
伏
に
は
、
中
島
健
蔵
氏
が
、
「
も
は
や
み
て
居
ら
れ
ぬ
と
い
ふ
と

こ
ろ
で
突
然

H
を
そ
ら
し
、
さ
う
い
ふ
人
間
た
ち
を
大
き
な
懐
か
し

い
自
然
の
中
に
お
い
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
」
と
的
確
に
言
い
表
し
た

よ
う
な
傾
向
が
、
往
々
に
し
て
あ
っ
た
。
例
え
ば
そ
の
典
型
的
な
も

の
と
し
て
「
さ
ざ
な
み
軍
記
』
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
逃
亡
記
」

に
は
、
主
人
公
が
次
第
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
し
か
も
手
負
い
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
彼
が
平
家
と
運

命
を
共
に
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
落
ち
延
び
た
の
か
、
判
然
と
さ
せ

な
い
ま
ま
、
作
者
は
人
間
界
の
ご
た
ご
た
を
ふ
っ
と
大
自
然
に
帰
し

て
し
ま
う
。
後
に
残
る
の
は
、
自
然
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
、

自
然
の
流
れ
の
中
で
押
し
流
さ
れ
て
い
く
ほ
か
な
い
人
間
存
在
の
じ

わ
り
と
哀
し
い
余
韻
で
あ
る
。

「
黒
い
雨
』
で
も
ま
た
、
矢
須
子
の
死
ま
で
は
言
及
し
な
い
。
そ

し
て
末
尾
の
自
然
は
、
あ
が
い
て
も
あ
が
い
て
も
ど
う
に
も
で
き
な

い
被
爆
者
の
哀
し
み
を
強
調
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
「
黒
い
雨
』

が
そ
れ
ま
で
と
違
う
の
は
、
末
尾
に
祈
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

重
松
の
祈
り
に
は
、
そ
れ
で
も
お
し
流
さ
れ
は
し
ま
い
と
す
る
し
ぶ

と
さ
が
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
初
出
誌
で
は
八
月
一
五
日
の
日
記
で
終
え
ら
れ

て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
程
引
用
し
た
「
こ
れ
で
、

「
被
爆
日
記
』
の
清
書
は
完
了
し
た
」
以
下
の
末
尾
部
分
は
、
刊
行
時

に
加
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
井
伏
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
部
分
を
書
き

加
え
た
の
は
、
原
爆
と
自
然
の
相
対
化
の
延
長
と
し
て
の
意
味
合
い

も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
た
め
だ
け
な
ら
ば
、
毛
子
や
尊
菜
に
つ
い

て
記
し
た
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
よ
う
に
自
然
に
目
を
向
け
て
終
わ
る

形
に
し
て
も
別
に
構
わ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
井
伏
は
重

松
の
祈
り
を
も
書
き
加
え
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
現
実
が
ど
う
に
も

な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「
決
し
て
あ
き
ら
め
は
し
な
い
」

と
い
う
重
松
の
姿
勢
を
印
象
付
け
て
終
わ
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
井

伏
の
姿
勢
を
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（註）

(
1
)
「
新
潮
」
に
、
初
め
「
姪
の
結
婚
」
（
昭
4
0
.
1
ー
7
)

で
、
途

中
改
題
し
、
「
黒
い
雨
」
（
昭
4
0
.
8
ー
昭
4
1
.
9
)
と
し
て
連

載
。
昭
和
四
一
年
改
訂
の
上
、
新
潮
社
よ
り
刊
行
。
な
お
、
引

用
は
新
潮
文
庫
「
黒
い
雨
』
（
昭
4
5
.
6
)

に
よ
る
。
括
弧
内

の
数
字
は
ペ
ー
ジ
数
。

(
2
)
大
江
健
三
郎
「
原
爆
後
の
博
物
誌
」
（
「
井
伏
鱒
二
自
選
全
集
』

巻
六
月
報
昭
6
1
.
3
)

(
3
)
大
江
健
三
郎
「
揺
る
が
ぬ
「
黒
い
雨
』
」
（
「
新
潮
」
平
5
.
9
)

(
4
)徳
永
拘
「
井
伏
鱒
ニ
ー
黒
•
水
中
世
界
・
自
然
の
ナ
ル
シ
シ
ズ

ム
」
（
「
人
間
と
し
て
」
昭
4
7
.
1
2
初
出
「
日
本
文
学
研
究
叢
書

井
伏
鱒
ニ
・
深
沢
七
郎
』
所
収
）
は
、
原
子
雲
に
向
け
ら
れ
た
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「
お
お
い
、
ム
ク
リ
コ
ク
リ
の
雲
、
も
う
往
ん
で
く
れ
え
。
わ

し
ら
は
非
戦
闘
貝
じ
ゃ
あ
」
と
い
う
被
災
者
の
金
切
り
声
は
、

「
い
か
に
無
翠
な
民
衆
の
切
実
な
叫
び
を
定
着
し
て
い
よ
う
と

も
、
そ
れ
は
「
御
神
火
』
の
被
災
者
の
「
助
け
て
く
れ
え
』
と

い
う
叫
び
、
「
ま
だ
地
面
の
底
は
、
勘
弁
し
て
く
れ
な
い
ん
で

し
ょ
う
か
。
も
う
い
い
で
し
ょ
う
に
な
あ
』
と
い
う
吐
息
と
、

本
質
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
原
爆
は
、
自

然
の
天
変
地
異
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
」
と
し
、
ま

た
本
稿
第
四
章
に
も
関
わ
る
こ
と
だ
が
、
『
黒
い
雨
』
末
尾
の

自
然
を
、
原
爆
を
浄
化
す
る
も
の
と
見
、
「
原
爆
が
自
然
の
異

変
と
し
て
、
御
神
火
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
限
り
、
原
爆
の
瞬
間

に
ひ
ら
め
い
た
超
越
的
な
も
の
、
人
間
が
対
立
す
べ
き
他
者
は
、

人
間
と
自
然
と
の
宥
和
の
う
ち
で
、
ほ
と
ぼ
り
を
さ
ま
さ
れ
、

水
に
流
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
不
満
を
表
し
た
。
ま

た
、
井
伏
鱒
二
的
自
然
に
つ
い
て
論
じ
た
井
口
時
男
「
山
川
草

木
・
天
変
地
異
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
井
伏
鱒
二
の

風
貌
と
姿
勢
」
平
1
0
.
2
)
は
、
「
「
黒
い
雨
』
は
井
伏
鱒
二
の
最

大
の
天
変
地
異
小
説
で
あ
る
」
と
し
、
水
の
流
れ
と
小
さ
な
生
き

物
の
群
に
見
入
る
姿
は
、
巨
大
な
天
変
地
異
に
よ
っ
て
こ
う
む

っ
た
惨
禍
も
必
ず
山
川
草
木
の
治
癒
力
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る
は

ず
だ
と
い
う
信
念
の
姿
勢
で
も
あ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

(
5
)小
沢
俊
郎
•
井
伏
鱒
二
「
「
黒
い
雨
』
の
こ
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

井
伏
鱒
二
氏
に
聞
く
」
（
「
国
語
通
信
」
筑
摩
書
房
昭
4
7
.
3
)

(
6
)涌
田
佑
「
「
黒
い
雨
』
の
記
録
性
と
小
説
性
」
（
「
私
注
•
井
伏

鱒
二
』
明
治
書
院
昭
5
3
.
5
)
に
よ
る
と
、
広
島
空
襲
か
ら

二
日
後
の
福
山
空
襲
の
時
人
々
が
怖
れ
た
の
は
、
こ
こ
で
も
新

型
爆
弾
が
落
と
さ
れ
る
の
で
は
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
そ
う
だ
。

「
広
島
と
福
山
の
空
襲
が
作
者
の
胸
の
中
で
重
ね
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
考
え
に
入
れ
た
ほ
う
が
、
よ
り
娘
の
錯
乱
が
理

解
し
や
す
い
」

(
7
)
松
本
鶴
雄
「
『
黒
い
雨
』
論
1

日
常
と
異
常
の
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー

9

ム
の
構
造
」
（
「
井
伏
鱒
二
論
』
冬
樹
社
昭
5
3
.
5
)

(
8
)

蓼
沼
正
美
「
『
黒
い
雨
』
論
ー
原
爆
を
書
く
こ
と
の
物
語
」

(
「
国
語
国
文
研
究
」
平
9
.
7
)

(
9
)
蓼
沼
氏
は
そ
う
い
う
視
点
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
渡
辺
芳
紀

「
『
黒
い
雨
』
」
（
「
現
代
国
語
研
究
シ
リ
ー
ズ

11
」
尚
学
図
書

昭
5
6
.
5
)
、
猪
野
謙
二
「
「
黒
い
雨
』
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
通

信
」
筑
摩
書
房
昭
4
7
.
3
)
、
涌
田
佑
（
注
）
7
、
大
江
健

一
二
郎
（
注
）

3
を
挙
げ
て
い
る
。

(10)
中
島
健
蔵
「
井
伏
鱒
二
」
（
「
現
代
作
家
論
』
昭
1
6
.
9
)

(11)
寺
横
武
夫
「
「
黒
い
雨
』
注
解
」
（
『
井
伏
鱒
二
研
究
』
渓
水
社

昭

5
9
.
7
)
は
、
こ
の
加
筆
部
分
に
つ
い
て
、
「
再
現
さ
れ
て

き
た
悪
写
実
の
地
獄
絵
を
、
こ
う
し
た
『
涼
し
い
風
』
や
「
水

の
匂
』
が
す
る
よ
う
な
自
然
や
自
然
人
の
い
る
近
景
の
な
か
へ

解
き
放
つ
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
化
す
る
と
い
う
、
作
者
の
方
法

意
識
が
―
つ
の
象
徴
と
し
て
」
読
み
取
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
あ
か
さ
か
な
お
こ
／
本
学
大
学
院
修
士
課
程
）
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