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海

は
荒
海

と
塩

引
鮭

中
山
晋
平
の

「海
は
荒
海
、
向
こ
う

は
佐
渡
よ
～
」
誰
で
も

一
度
は
歌

っ
た

こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
荒
海
が
新
潟
県
村
上
の
塩
引
鮭

を
創

っ
て
き
た
。
新
潟
の
雪
は
、
べ
と

つ
く
と
言
わ
れ
る
が
、
冬
日
本
海
を

渡

っ
て
き
た
湿
気
を
含
ん
だ
空
気
が

三
面
川
を
逆
上
り
、
更
に
湿
気
を
増
し

て
村
上
に
入
っ
て
く
る
。

こ
の
村
上
で
２
０
０
年
に
渡
り
、
昔

な
が
ら
の
製
法
を
変
え
ず
、
塩
引
鮭
、

加
工
品
を
作
っ
て
き
た
の
が
、
「越
後
村

上
う
お
や
」
（代
表
上
村
隆
史
９
代
目
）

で
あ
る
。

「う
お
や
」
は
、
よ
く
あ
る
漁
師
の

頭
と
し
て
の
ル
ー
ツ
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の

「う
お
や
」
が
、
２
０
０

年
に
渡
り
、
鮭
に
関
す
る
商
い
を
し
て

き
た
背
景
に
は
、
古
く
か
ら
続
い
て
き

た
租
税
制
度
が
あ
る
。　
一
般
的
に
、
租

税
と
い
う
と
、
米
が
代
表
的
な
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の

物
納
も
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
鮭

の
物
納
は
、
都
に
近
い
地
域
は
生
の
鮭
、

村
上
の
よ
う
に
遠
い
と
こ
ろ
は
加
工
し

た
鮭
を
送
っ
て
い
た
。

鮭
を
租
税
の
変
わ
り
に

こ
の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て

も
変
わ
ら
ず
、
村
上
藩
の
よ
う
に
、
こ

れ
と
い
っ
た
産
物
が
な

い

と
こ
ろ
は
鮭
を
納
税
す
る

こ
と
が
引
き
続
き
行
わ
れ

た
。
村
上
藩

で
は
入
札
制

度
を
導
入
し
、
鮭

の
取
引

に
関
す
る
こ
と
を
民
間
に

委
託

（今
日
で
言
う
と
こ

ろ
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
）

し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
制
度
に
よ
り
、
毎

年
入
札
が
行
わ
れ
、
今
日

の
金
額

に
換
算

す
る
と
、

１
億
～
２
億
円
程
度

の
資

金
が
動
い
た
よ
う
で
あ
り
、

金
融
制
度
の
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
江

戸
時
代
は
そ
れ
な
り
の
人
物
が
代
表
と

な
っ
て
い
た
。

そ
の
中
の
一
人
が
、
う
お
や
の
初
代

上
村
助
五
郎
で
あ
っ
た
。
上
村
助
五
郎

が
村
上

の
歴
史

に
登
場
す
る
の
は
、

１
８
１
８
年
に
約
１
４
０
０
両

（今
日

に
換
算
す
る
と
約
２
億
円
）、
落
札
し

た
と
い
う
古
文
書
か
ら
で
あ
る
。

お
国
は
越
後

８
代
目
夫
人

（上
村
八
恵
子
）
に
よ

る
と
、
江
戸
時
代
か
ら
の
藩
と
の
関
わ

り
は
長
く
、
戦
後
も
旧
藩
主
の
と
こ
ろ

へ
鮭
を
送

っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。

江
戸
か
ら
明
治
に
変
わ
る
と
、
廃
藩

置
県
が
行
わ
れ
、
県
が
中
心
と
な
っ
て

き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

今
日
に
お
い
て
も
藩
に
つ
い
て
は
根
強

い
意
識
が
私
達
の
心
の
中
に
あ
る
。

読
者
の
皆
さ
ん
も
出
身
地
を
聞
く
時

は
、
「
お
国
は
ど
ち
ら
で
す
か
」
と
聞

く
の
も
そ
の
名
残
で
あ
る
。
特
に
、
新

潟
県
地
方
の
出
身
者
は
越
後
と
い
う
言

葉
を
使
う
こ
と
が
多
い
。

こ
の
郷
土
意
識
が

「う
お
や
」

の

業
績
を
仲
ば
す
こ
と
と
な
る
。
新
潟

村
上
地
方

の
人
は
、
戦
前
か
ら
戦
後

に
か
け
て
関
東
地
方
に
就
職
す
る
人

が
多
か
っ
た
。

そ
し
て
、
ン」
の
人
達
が
自
分
達
が
育
っ

て
き
た
郷
土
を
大
切
に
す
る
傾
向
が
あ

り
、
特
に
村
上
地
方
出
身
者
は
、
幼
い

こ
ろ
に
食
べ
た
村
上
の
塩
引
鮭
の
味
を
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懐
か
し
く
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の

影
響
が
あ
り
、
関
東
圏
へ
の
出
荷
が

「う

お
や
」
の
主
カ
ビ
ジ
ネ
ス
と
な
っ
て
い
る
。

懐

か
し

い
時

に
戻

る

最
近
食
品
ス
ー
パ
ー
の
品
揃
え
に
変

化
が
起
き
て
き
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ

は
、
魚
の
開
き
コ
ー
ナ
ー
が
増
設
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
高
齢
の
人
達

が
昔
懐
か
し
い
味
を
求
め
て
い
る
か
ら

と
い
う
こ
と
だ
。
高
度
成
長
期
を
走
っ

て
き
た
年
代
の
人
達
は
、
何
事
も
時
代

の
最
先
端
が
素
晴
ら
し
い
と
考
え
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
落
ち
着
い
て
周
り
を

見
る
と
、
冷
凍
食
品
、
レ
ト
ル
ト
食
品

に
囲
ま
れ
て
い
る
。
自
分
達
が
育

っ
た

小
さ
い
頃
は
、
冷
蔵
庫
は
無
か
っ
た
。

だ
か
ら
、
海
に
近
い
と
こ
ろ
で
な
い
限

り
、
新
鮮
な
魚
は
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
魚
の
開
き
を
毎
日
食
べ

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
だ
。
こ

の
味
が
懐
か
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が

「う
お
や
」

に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
い
つ
か

は
実

家

に
」
を
内

心

に

現
社
長
上
村
隆
史
は
、
昭
和
３２
年
生

ま
れ
の
５５
歳
で
あ
る
。
大
学
卒
業
後
、

２。
年
間
Ｉ
Ｔ
関
連
の
会
社
に
勤
め
、
自

宅
の
家
業
を
継
ぐ
た
め
に
戻
っ
て
き
た
。

ど
う
し
て

「う
お
や
」
を

継
ぐ
気
に
な
っ
た
の
か
質
問

し
た
と
こ
ろ
、
小
さ
な
時
か

ら

「う
お
や
」
の
仕
事
を
見

て
き
た
。
心
の
ど
こ
か
に
実

家
を
継
が
な
く
て
は
と
い
う

意
識
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。

更
に
、
「よ
く
夫
人
が
つ

い
て
来
ま
し
た
ね
」
と
聞

い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
こ
と
が

前
提
だ

っ
た
と
い
う

こ
と

だ
。
そ
の
た
め
、
自
宅
に

嫌
一戻
る
１
年
前
の
Ｈ
月
、
１２

塩

月
と
い
う
繁
忙
期
に
夫
人

一
人
に
村
上
に
来
て

Ｐ
つ
お
や
」
の
手

伝
い
を
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
ん
な
こ
と
か
と
読
者
の
皆
さ
ん
は

考
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
塩
引
き
鮭

を
創
る
仕
事
は
朝
早
く
ま
だ
暗
い
時
に

仕
事
を
始
め
、
夜
中
ま
で
仕
事
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま

で
専
業
主
婦
を
し
て
き
た
人
に
と
っ
て

は
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
と
著
者

は
感
じ
た
。

２０
年
間
の
東
京
で
の
会
社

員
の
妻
で
あ

っ
て
も
、
心
の
ど
こ
か
に

ご
主
人
が

「う
お
や
」
の
後
継
者
で
あ

る
か
ら
に
は
、
い
つ
か
そ
の
日
が
く
る

と
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

著
者
が
こ
れ
ま
で
見
て
聞
い
た
老
舗

で
は
、
仕
事
の
一
番
辛
い
部
分
を
家
族

労
働
で
補

っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
、
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
と
現
場
を
分
け
る
と
い
う

こ
と
は
し
て
い
な
い
の
が
現
実
な
の
で

あ
る
。

特
に
、
食
品
関
連
業
で
は
女
性
を
中

心
と
す
る
家
族
の

一
体
化
は
避
け
ら
れ

な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

前
職
の
ノ
ウ

ハ
ウ
を
活
か
す

現
代
表
は
、
Ｉ
Ｔ
関
連
の
会
社
に
い

た
た
め
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ス
キ

ル
を
持

っ
て
い
る
。
実
家
に
帰
る
前
か

ら
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
受
注
シ
ス
テ
ム

を
作
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
れ
が
今
日
の
経
営
に
大
い
に
プ

ラ
ス
に
な
っ
て
い
る
。
現
場
情
報
を
生

で
伝
え
る
こ
と
で
、
お
客
様
に
リ
ア
ル

に
村
上
を
感
じ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
。

前
述
し
た
関
東
地
方
の
ユ
ー
ザ
ー
ヘ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
こ
れ
が
大
い
に
活
用

さ
れ
て
い
る
。

お
客
様
に
押
し
つ
け
な
い

家
族
経
営

「う
お
や
」
の
よ
う
に
生
も
の
を
扱

う
商
売
の
難
し
さ
は
、
仕
入
価
格
が
毎

日
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
し
て

や
、
伝
統
的
な
製
造
方
法
を
大
切
に
し

越後村上うおや



て
い
る
と
、
製
造
方
法
を
変
え
て
の
コ

ス
ト
ダ
ウ
ン
は
で
き
な
い
。

本
来
な
ら
ば
、
も
っ
と
高
い
価
格
で

売
ら
な
け
れ
ば
利
益
が
出
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
し
な
い
こ
と
に
つ

い
て
、
８
代
目
夫
人
は
、
「商
売
が
続
い

て
い
る
の
で
生
活
が
出
来
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
…
」
と
い

う
。
そ
れ
は
、
仕
入
が
高
い
か
ら
そ
れ

を
お
客
様
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
と
い

う
こ
と
だ
け
で
は
工
夫
が
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
れ
よ
り
も
、
お
客
様
に
買
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
何
と
か
商

売
が
で
き
て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
喜
ば

し
い
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
こ
に
生
活
が
で
き
て
い
る

と
い
う
事
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

華
美
な
生
活
、
よ
り
豊
か
な
生
活
を
求

め
る
だ
け
で
は
な
く
、
商
売
は
長
続
き

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う

こ
と

だ
。
だ
か
ら
、
「う
お
や
」
の
商
品
を

楽
し
み
に
し
て
い
る
人
達
に
そ
れ
を
押

し
つ
け
る
、
安
易
な
値
上
げ
は
出
来
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
が
で
き
る
の

も
、
家
族
経
営
の
良
さ
で
は
な
い
だ
ろ

＞つ
か
―

存
続
す
る
組
織
の
先
に

９
代
目
が
抱

い
て
い
る

Ｐ
つ
お
や
」

の
将
来
像
は
、
法
人
組
織
と
し
て
の
形

を
整
え
た
上
で
、
次
の
あ
り
方
を
考
え

て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

家
族
経
営
に
は
、
家
族
経
営
の
良
さ
が

あ
る
。
９
代
目
が
考
え
て
い
る
の
は
、

い
か
に

「う
お
や
」
を
存
続
さ
せ
て
い

く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ
、
９

代
目
は
若
い
し
、
今
す
ぐ
答
え
を
出
す

問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
遠

い
将
来
ま
で
、
放

っ
て
お
く
わ
け
に
も

い
か
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
存
続
す
る
組
織
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
探
る
こ
と

か
ら
ス
タ
ー
ト
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
。
事
実
、
う
お
や
で
は
、
そ
う

革
新
的
な
商
品
に
つ
い
て
固
執
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
後
ろ
向

き
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

郷
土
料
理
を
確
実
に
お
客
様
に
提
供
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
績
の
確
保
は
で

き
る
と
い
う
判
断
を
し
て
い
る
こ
と

だ
。
落
ち
着
い
た
見
方
が
で
き
る
の
も
、

２
０
０
年
続
い
た
老
舗
の
安
定
し
た
裏

付
け
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

一
線
引
い
た
本
質
的
経
営
は

最
近
、
Ｄ
Ｍ

（
ダ
イ
レ
ク
■
マ
ー
ケ

テ
イ
ン
グ

）
ブ
ー
ム
で
あ
り
、
テ
レ
ビ

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に

資
金
を
投
資
し
な
が
ら
、
業
績
を
伸
ば

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
各
地
の
名

産
品
も
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
著

者
の
知
る
限
り
で
も
、
そ
れ
は
潮
目
が

変
わ
っ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。
　

　

一

具
体
的
に
は
、
安
易
に
誰
で
も
始
ゆ

ら
れ
る
こ
と
か
ら
参
入
が
多
す
ぎ
、
似

通

っ
た
商
品
が
氾
濫
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
商
売
は
、
そ
れ
を
や
ろ
う
と
す

る
か
ら
に
は
、
リ
ス
ク
は
つ
き
も
の
な

の
で
あ
る
が
、
最
近
の
ダ
イ
レ
ク
ト
マ
ー

ケ
テ
イ
ン
グ
業
界
は
そ
れ
が
見
え
て
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
売
り
方
は
業

績
を
永
遠
に
拡
大
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、

組
織
は
維
持
で
き
な
い
リ
ス
ク
が
あ
る
。

確
実
に
人
口
が
減
少
し
て
い
く
日
本

国
内
で
の
展
開
は
、
こ
れ
ま
で
の
成
功

則
だ
け
で
は
難
し
く
な
っ
て
く
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ

れ
に
対
し

「う
お
や
」
に
は
、
い
た
ず

ら
に
業
績
を
追
う
の
で
は
な
く
、
永
続

を
前
提
と
し
た
お
客
様
目
線
が
あ
る
。

今
後
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
し
て
い
く
上

で
の
ヒ
ン
ト
を
示
唆
し
て
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
７
▼

ひ
ら
ま
つ
よ
う
い
ち
　
玉
川
大
学
工
学
部
経
営

工
学
科
事
業
後
、
経
営
■
ン
サ
ル
テ
イ
ン
グ
活
動

（会
社
経
営
研
究
所
）
を
経
て
、
■
Ｍ
コ‐
ン
サ
ル
タ

鑓
聾
亦
¶
識

塾
型梁
温
一襲
形
調

業
マ
ン
に
な
れ
る
ヽ
営
業
幹
部
の
た
め
の
指
導

力
倍
増
講
座
穴
以
上
す
ば
る
舎
）
な
ど
多
数
。
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