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井
伏
鱒
二
「
山
椒
魚
」
は
、
最
初
期
の
習
作
で
あ
る
「
幽
閉
」
を
改
稿
・
改
題
し
た
作
品
で

あ
り
、
昭
和
四
年
五
月
に
同
人
雑
誌
『
文
芸
都
市
』
に
発
表
さ
れ
、
後
に
作
品
集
『
夜
ふ
け
と

梅
の
花
』
（
新
潮
社
、
昭
和
五
年
四
月
）
に
収
録
さ
れ
た
。
発
表
後
も
作
家
が
手
を
加
え
た
こ

と
か
ら
、
「
幽
閉
」
や
他
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
の
相
違
も
含
め
、
改
稿
部
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

て
き
た
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
主
軸
と
な
っ
て
き
た
の
は
結
末
部
の
削
除
問
題
で
あ
る
。

　
昭
和
六
十
年
、
『
井
伏
鱒
二
自
選
全
集
』
（
全
十
二
巻
・
補
巻
一
巻
、
新
潮
社
、
昭
和
六
十
年

十
月
～
翌
六
十
一
年
十
月
）
に
収
録
す
る
に
あ
た
り
、
作
家
自
身
に
よ
っ
て
結
末
部
分
が
大
幅

に
削
除
さ
れ
た
こ
と
で
、
刊
行
当
時
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
作
品

解
釈
に
関
わ
る
改
稿
は
読
者
も
巻
き
込
む
大
問
題
へ
と
発
展
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
高
校
国
語
科
教
育
教
材
と
し
て
本
作
を
扱
う
た
め
、
削
除
問
題
の
詳
細
お
よ
び
考

察
に
言
及
す
る
こ
と
は
割
愛
す
る
。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
こ
と
は
、
結
末
部
削
除
に
関
わ
る
作

品
読
解
の
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五
年
頃
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
本
作
は
国

語
科
教
育
教
材
と
し
て
採
択
さ
れ
て
き
た
が
、
各
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
の
は
自
選
全
集
改
稿

以
前
の
本
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
板
魚
と
蛙
と
の
い
わ
ゆ
る
「
和
解
」
と
呼
ば
れ
る
結
末
で

作
品
は
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
果
た
し
て
あ
の
結
末
を
「
和
解
」
と
言
い
得
る
の
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
、
改
稿
前
後
の
二
つ
の
作
品
を
生
徒
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
読
解
の
可
能
性
を

広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
伴
い
一
層
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
へ
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
昨
今
、
本
稿
で
は
「
山
板
魚
」
の
結
末
部
削
除
に

光
を
当
て
た
現
代
文
の
授
業
展
開
の
一
例
を
提
示
し
た
い
。

　
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
和
解
」
の
場
面
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。
従
来
の
現
代
文
B
の
授
業
で

は
、
蛙
の
嘆
息
を
発
端
と
す
る
結
末
部
の
場
面
に
着
目
し
、
「
和
解
」
と
い
う
解
釈
の
も
と
に

作
品
を
扱
っ
て
き
た
。
特
に
、
山
槻
魚
の
「
友
情
を
瞳
に
込
め
て
た
ず
ね
た
」
、
そ
し
て
蛙
の

「『

｡
で
も
べ
つ
に
お
ま
え
の
こ
と
を
怒
っ
て
は
い
な
い
ん
だ
。
』
」
と
い
う
箇
所
か
ら
、
両
者
は

岩
屋
か
ら
出
ら
れ
な
い
境
遇
と
苦
し
み
を
共
有
し
、
か
つ
飢
え
に
よ
る
死
を
目
前
に
し
た
蛙
の

許
し
に
よ
っ
て
、
い
が
み
合
い
か
ら
の
「
和
解
」
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
な
の
は
、
蛙
が
山
板
魚
に
発
し
た
言
葉
そ
の
も
の
に
つ
い
て

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
怒
っ
て
は
い
な
い
」
で
あ
っ
て
、
「
憎
ん
で
は
い
な
い
」
で
も
「
許
し
て

い
る
」
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
先
の
蛙
の
言
葉
で
作
品
が
閉
じ
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
言
葉
の
背

景
に
あ
る
蛙
の
詳
細
な
心
情
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
先
の
場
面
の
み
で
両
者

の
「
和
解
」
が
成
立
し
た
と
安
易
に
意
味
づ
け
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
蛙
の
死
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の
先
に
あ
る
の
は
、
山
板
魚
の
孤
独
と
悲
し
み
の
日
々
が
再
び
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
留
意
し
、
生
徒
た
ち
に
「
和
解
」
と
捉
え
る
か
否

か
を
議
論
さ
せ
る
こ
と
で
、
読
解
を
よ
り
深
め
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
次
に
、
「
と
こ
ろ
が
山
板
魚
よ
り
も
先
に
、
岩
の
く
ぼ
み
の
相
手
は
、
不
注
意
に
も
深
い
嘆

息
を
も
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
」
以
降
の
結
末
部
削
除
に
つ
い
て
考
え
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

自
選
全
集
刊
行
に
あ
た
り
、
先
の
文
を
含
む
十
八
セ
ン
テ
ン
ス
が
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
作
品
読
解
に
関
わ
る
決
定
的
な
相
違
を
生
む
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
蛙
の
「
死
」
で
あ
る
。

　
最
後
の
十
八
セ
ン
テ
ン
ス
が
無
く
な
り
、
山
椒
魚
と
蛙
の
我
慢
比
べ
で
作
品
は
閉
じ
る
。
削

除
以
前
、
死
を
前
に
し
た
蛙
が
思
わ
ず
「
不
注
意
に
も
深
い
嘆
息
を
も
ら
し
て
し
ま
っ
た
」
の

は
、
次
の
世
代
へ
と
命
を
繋
い
で
い
く
「
し
き
り
に
杉
苔
の
花
粉
の
散
る
光
景
」
を
目
に
し
た

か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
生
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ
れ
る
「
死
」
が
削
除
に
よ
っ
て

消
失
す
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
作
品
性
が
損
な
わ
れ
る
な
ど
と
論
じ
た
い
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
消
失
に
よ
っ
て
両
者
の
関
係
性
が
い
が
み
合
い
か
ら
変
化
す
る
、
更

に
は
山
椒
魚
が
絶
対
的
な
孤
独
と
悲
し
み
か
ら
免
れ
得
る
、
こ
う
し
た
多
様
な
可
能
性
を
有
す

る
結
末
と
な
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。
山
椒
魚
が
「
悪
党
」
と
化
し
た
の
は
、

「
寒
い
ほ
ど
独
り
ぼ
っ
ち
」
で
「
悲
嘆
に
く
れ
て
」
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
蛙
は
被
害
者
で
あ

る
と
同
時
に
、
「
際
限
も
な
く
広
が
っ
た
深
淵
」
か
ら
山
椒
魚
を
救
う
唯
一
の
光
で
も
あ
る
の

で
あ
る
。

　
講
義
形
式
の
授
業
を
基
盤
と
し
た
上
で
、
二
つ
の
結
末
に
つ
い
て
生
徒
自
ら
考
え
、
そ
し
て

議
論
す
る
。
結
末
部
の
有
無
に
よ
っ
て
如
何
に
読
解
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
か
。
山
椒
魚
と
蛙

の
関
係
性
を
丹
念
に
読
み
解
き
つ
つ
、
二
つ
の
結
末
を
生
徒
に
提
示
す
る
こ
と
で
こ
う
し
た
議

論
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（16）

拠附
る記o

「
山
椒
魚
」
本
文
の
引
用
は
、
東
京
書
籍
平
成
二
十
九
年
度
版
『
新
編
現
代
文
B
」
に


