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池
松 

孝
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毎
年
の
こ
と
な
が
ら
連
休
が
終
わ
る
こ
ろ
に
な
る
と
「
鮎
は
も
う
出
た
か
な
？
」
と
魚
を
扱
う
店

が
気
に
な
り
始
め
る
。
と
り
あ
え
ず
養
殖
も
の
で
も
何
で
も
い
い
。
基
本
は
塩
焼
き
。
腹
を
軽
く
押

さ
え
て
フ
ン
を
出
す
。
水
を
流
し
な
が
ら
ぬ
め
り
を
と
る
。
キ
ッ
チ
ン
ペ
ー
パ
ー
で
水
気
を
ふ
き
取

る
。
そ
れ
を
「
下
、
腹
、
左
、
頭
」
に
置
き
、
勢
い
の
良
い
鮎
ら
し
く
魚
体
を
く
ね
ら
せ
て
竹
串
を

刺
す
。
そ
し
て
全
体
に
塩
を
振
る
。
さ
ら
に
焦
げ
る
と
美
し
く
な
い
か
ら
尾
、
胸む

な

鰭び
れ

に
は
塩
を
強
く

擦
り
込
む
。
ガ
ス
コ
ン
ロ
で
は
難
し
い
が
一
応
、
遠
火
の
強
火
で
焼
き
上
げ
る
。
蓼た

で

酢す

が
風
味
も
あ

っ
て
最
高
だ
が
、
私
は
塩
だ
け
で
も
い
い
。 

 

「
鮎
」
と
い
う
漢
字
は
中
国
で
は
「
ナ
マ
ズ
」
を
指
す
。
「
鮎
」
は
い
わ
ゆ
る
日
本
の
国
訓
で
あ

る
。
ほ
か
に
も
香
り
が
い
い
こ
と
か
ら
「
香
魚
」
、
一
年
で
一
生
を
終
え
る
こ
と
か
ら
「
年
魚
」
な

ど
色
々
な
呼
び
方
が
あ
る
。
こ
の
魚
へ
ん
に
占
う
と
書
く
の
は
神
功
皇
后
が
鮎
で
戦
い
の
勝
敗
を
「
占

っ
た
」
か
ら
と
か
、
鮎
は
縄
張
り
を
「
占
め
る
」
こ
と
か
ら
な
ど
諸
説
あ
る
よ
う
だ
。 

 

「
三
大
鵜
飼
い
」
は
、
岐
阜
の
長
良
川
、
愛
媛
の
大
洲
、
大
分
の
日
田
だ
が
、
や
は
り
歴
史
、
伝

統
か
ら
言
っ
て
も
名
水
１
０
０
選
に
選
定
さ
れ
る
清
流
長
良
川
の
鵜
飼
い
だ
。
こ
こ
の
鵜
飼
い
に
は

行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
燃
え
盛
る
い
さ
り
火
が
川
面
に
光
る
。
鵜
匠
の
顔
を
赤
く
照
ら
し
、
竿
の
先

に
掲
げ
ら
れ
た
松
明
が
ぱ
ち
ぱ
ち
と
弾
け
る
。
何
と
も
幻
想
的
だ
。 

 

鵜
飼
い
の
歴
史
は
古
く
『
日
本
書
紀
』
、
『
古
事
記
』
に
も
載
っ
て
い
る
。
ま
た
、
５
～
６
世
紀
の

古
墳
に
は
鵜
飼
埴
輪
の
出
土
品
も
あ
る
そ
う
だ
。
１
３
０
０
年
の
伝
統
が
あ
り
、
時
の
権
力
者
た
ち

に
厚
く
保
護
さ
れ
て
き
た
。
「
鵜
匠
」
と
言
う
地
位
を
与
え
た
の
は
織
田
信
長
。
徳
川
家
康
は
大
阪

夏
の
陣
の
帰
り
に
岐
阜
に
滞
在
し
鵜
飼
い
を
観
覧
し
た
。
そ
の
後
、
何
回
も
岐
阜
を
訪
れ
て
見
物
し

た
。
岐
阜
産
の
鮎
鮨
を
江
戸
ま
で
運
ば
せ
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
ま
た
、
長
良
川
の
「
鵜
匠
」
だ

け
は
「
宮
内
庁
式
部
職
鵜
匠
」
で
非
常
勤
国
家
公
務
員
だ
と
い
う
。 

 

松
尾
芭
蕉
も
岐
阜
を
訪
れ
た
時
に
鵜
飼
い
を
見
物
し
て
い
る
。 

  
 

お
も
し
ろ
う
て
や
が
て
か
な
し
き
鵜
舟
か
な 
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