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釣
り
の
魅
力
は

静
寂
と
興
奮
の
落
差

「
一
時
間
、
幸
わ
せ
に
な
り
た
か
っ

た
ら
酒
を
飲
み
な
さ
い
。
三
日
間
、

幸
わ
せ
に
な
り
た
か
っ
た
ら
結
婚
し

な
さ
い
。
八
日
間
、
幸
わ
せ
に
な
り

た
か
っ
た
ら
豚
を
殺
し
て
食
べ
な
さ

い
。
永
遠
に
、
幸
わ
せ
に
な
り
た
か

っ
た
ら
釣
り
を
覚
え
な
さ
い
。」

　

こ
れ
は
作
家
の
開
高
健
が
ア
マ
ゾ

ン
を
60
日
か
け
て
巡
っ
た
釣
り
紀
行

『
オ
ー
パ
！
』（
集
英
社 

１
９
７
８
）
に
記

し
た
中
国
の
古こ

諺げ
ん

だ
。
釣
り
人
の
間

で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
開
高
自

身
は
「
引
用
元
は
わ
か
ら
な
い
」
と

も
記
し
て
い
る
。
40
年
経
っ
て
も
こ

の
文
言
が
流
布
し
て
い
る
の
は
、
釣

り
の
魅
力
を
よ
く
表
し
て
い
る
か
ら

だ
ろ
う
。

　

開
高
と
親
交
が
深
く
、
釣
り
名
人

と
し
て
名
高
い
尺
八
奏
者
・
作
曲
家

の
福
田
蘭
堂
、
さ
ら
に
作
家
の
井
伏

鱒
二
や
幸
田
露
伴
な
ど
釣
り
に
熱
中

し
た
文
化
人
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

そ
し
て
、
釣
り
は
し
ば
し
ば
人
の
生

き
方
も
変
え
る
。
バ
ス
フ
ィ
ッ
シ
ン

グ
に
ハ
マ
り
、
京
都
駅
そ
ば
で
営
ん

で
い
た
た
こ
焼
き
屋
を
畳
み
釣
具
店

を
開
業
し
た
川
村
岳
大
さ
ん
（
ｐ
31
）、

釣
り
を
始
め
て
交
友
関
係
が
広
が
っ

た
ピ
ー
タ
ー 

フ
ラ
ン
ク
ル
さ
ん
（
ｐ

10
）、
和
竿
の
釣
り
味
に
魅
了
さ
れ
、

自
分
で
つ
く
る
よ
う
に
も
な
っ
た
三

ツ
木
新
吉
さ
ん
（
ｐ
18
）。
皆
、
釣
り

の
魅
力
を
熱
っ
ぽ
く
語
っ
て
く
れ
た
。

　

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
人
を
熱
中
さ
せ

る
理
由
に
つ
い
て
、
評
論
家
の
森
秀

人
は
「
た
ぶ
ん
そ
れ
は
、
釣
り
が
魚

捕
り
以
外
の
大
き
な
魅
力
を
備
え
て

い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
釣
り
は
緊

張
、
陶
酔
、
解
放
と
い
う
興
奮
回
路

の
繰
り
返
し
で
あ
る
」
と
か
つ
て
述

べ
た
。
大
岡
玲
さ
ん
が
「
ひ
と
し
ず

く
」（
ｐ
２
）
で
見
事
に
表
現
し
て
い

る
よ
う
に
、
静
寂
の
な
か
、
水
の
な

か
か
ら
身
を
躍
ら
せ
て
魚
が
食
い
つ

く
そ
の
瞬
間
の
興
奮
が
、
釣
り
の
魅

力
な
の
で
あ
る
。

釣
り
人
と
魚
、

水
と
の
関
係

　

釣
り
と
い
う
行
為
を
遡
れ
ば
、
博

物
館
に
獣
骨
や
石
を
用
い
た
釣つ

り
鉤ば
り

が
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
古
代
に
生

ま
れ
た
狩
猟
方
法
の
一
つ
だ
。

　

魚
類
学
者
・
末
広
恭
雄
の
著
書

『
釣
ろ
う
・
釣
る
・
釣
れ
た
―
釣
魚

生
態
学
―
』（
二
見
書
房 

１
９
７
６
）
に

よ
る
と
、
魚
を
獲
る
た
め
に
ま
ず
ヤ

ス
（
銛も
り

）
が
、
次
い
で
釣
り
が
生
ま

れ
、
そ
の
あ
と
に
網
が
発
明
さ
れ
た
。

縄
文
時
代
晩
期
、
東
北
地
方
で
は
釣

り
鉤
に
よ
る
マ
グ
ロ
漁
が
盛
ん
だ
っ

た
し
、『
古
事
記
』
に
出
て
く
る
神
話

「
海う
み
さ
ち
や
ま
さ
ち

幸
山
幸
」
で
は
火ほ
で
り
の
み
こ
と

照
命
の
持
つ

釣
り
鉤
か
ら
物
語
が
進
ん
で
い
く
。

　

時
代
が
下
る
と
、
釣
り
は
食
料
を

得
る
手
段
か
ら
徐
々
に
趣
味
の
色
彩

を
強
め
て
い
っ
た
。
江
戸
時
代
に
釣

り
が
盛
ん
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て

は
、
長
辻
象
平
さ
ん
が
詳
ら
か
に
し

た
と
お
り
だ
（
ｐ
６
）。

　

元
来
食
料
の
調
達
手
段
な
の
で
、

釣
り
に
は
魚
と
い
う
獲
物
を
食
す
楽

し
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
空
腹
を
満

た
す
だ
け
で
は
な
く
、
知
的
好
奇
心

を
満
た
す
存
在
で
も
あ
る
と
平
坂
寛

さ
ん
に
教
え
ら
れ
た
（
ｐ
24
）。

　

釣
り
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。

初
心
者
で
も
あ
っ
け
な
く
釣
れ
る
こ

と
が
あ
る
し
、
ベ
テ
ラ
ン
が
手
を
尽

く
し
て
も
釣
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。

人
間
は
魚
が
棲
む
水
の
な
か
を
あ
り

の
ま
ま
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
釣
り
人
は
知
識
や
経
験
を

照
ら
し
合
わ
せ
て
魚
の
状
態
を
想
像

し
工
夫
す
る
。
腕
利
き
の
釣
り
師
は

科
学
者
と
同
じ
行
為
を
し
て
い
る
と
、

現
役
の
研
究
者
、
吉
田
誠
さ
ん
は
指

摘
す
る
（
ｐ
28
）。

　

釣
り
人
が
「
釣
り
に
行
き
た
い
」

と
思
う
と
き
、
水
際
に
立
つ
自
分
や

水
辺
の
風
景
を
夢
想
し
て
い
る
。
そ

ん
な
「
釣
り
を
通
じ
て
生
ま
れ
る
人

と
水
の
関
係
性
」
を
明
快
に
語
っ
て

く
れ
た
の
は
「
テ
ン
カ
ラ
大
王
」
こ

と
石
垣
尚
男
さ
ん
だ
（
ｐ
14
）。

「
私
の
よ
う
に
長
い
間
釣
り
を
し
て

い
る
と
、『
魚
を
考
え
る
こ
と
は
水
を

考
え
る
こ
と
だ
な
』
と
思
う
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
釣

り
人
も
『
水
』
や
『
水
の
文
化
』
に

か
か
わ
る
一
員
だ
と
思
い
ま
す
」。

釣
り
人
が
担
う

社
会
的
役
割

　

で
は
、
釣
り
人
は
今
ど
れ
く
ら
い

い
る
の
か
。
総
務
省
が
「
平
成
28
年

社
会
生
活
基
本
調
査
」
を
踏
ま
え
て

公
表
し
た
「
釣
り
の
行
動
者
数
」
に

よ
る
と
、
過
去
一
年
間
に
釣
り
を
し

た
15
歳
以
上
の
人
は
８
８
７
万
２
０

０
０
人
。
子
ど
も
の
数
を
含
め
れ
ば

も
う
少
し
多
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
約
９
０
０
万
人
も
の
釣
り
人

が
、
自
然
の
恵
み
を
享
受
す
る
だ
け

で
な
く
、
仮
に
社
会
的
な
役
目
を
担

う
存
在
と
な
れ
ば
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ

り
そ
う
だ
が
、
そ
れ
に
は
ど
ん
な
方

法
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ご
み
拾
い
を
き
っ
か
け
に
釣
り
人

と
地
域
住
民
の
交
流
が
始
ま
っ
て
い

る
琵
琶
湖
（
ｐ
31
）
で
は
、
釣
り
人

が
発
見
し
た
異
変
を
研
究
者
に
伝
え
、

サ
ン
プ
ル
も
採
取
し
て
手
渡
し
た
と

い
う
話
を
「
淡お

う
み海
を
守
る
釣
り
人
の

会
」
の
皆
さ
ん
に
聞
い
た
。
釣
り
人

は
水
辺
に
い
る
時
間
が
長
く
、
定
点

観
測
し
て
い
る
の
で
異
常
に
気
づ
き

や
す
い
。
護
岸
工
事
の
あ
と
に
タ
ナ

ゴ
が
い
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
話
も

琵
琶
湖
で
耳
に
し
た
。

　

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
蓄
積
や
分
析
が

進
む
現
代
社
会
で
、
魚
や
水
質
、
植

生
な
ど
水
辺
に
か
か
わ
る
情
報
を
釣

り
人
た
ち
が
提
供
す
る
こ
と
は
、
釣

り
に
新
た
な
色
相
を
加
え
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
釣
り
人
が
増
え

る
こ
と
で
水
や
水
辺
、
魚
と
い
う
生

物
資
源
が
守
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

釣
り
上
げ
た
魚
を
再
び
水
に
戻
す

「
キ
ャ
ッ
チ
＆
リ
リ
ー
ス
」
は
比
較

的
新
し
い
釣
り
の
概
念
だ
が
、
こ
れ

を
「
釣
り
は
結
果
よ
り
も
過
程
を
楽

し
む
も
の
」
と
い
う
釣
り
人
の
意
識

が
変
化
し
た
こ
と
の
発
露
と
捉
え
る

な
ら
ば
、
こ
う
し
た
新
た
な
概
念
は

今
後
も
生
ま
れ
う
る
。「
釣
り
人
は
ご

み
を
拾
う
も
の
」
を
当
然
の
こ
と
と

す
る
人
た
ち
が
、
す
で
に
現
れ
て
い

る
よ
う
に
―
―
。

　

狩
猟
か
ら
趣
味
へ
と
移
行
し
た
釣

り
は
、
習
得
・
共
有
・
伝
達
さ
れ
て

文
化
と
な
っ
た
。
こ
の
先
、
社
会
的

な
役
目
も
担
う
と
す
れ
ば
、
釣
り
文

化
は
よ
り
重
層
的
な
も
の
と
な
る
し
、

そ
の
兆
し
は
見
え
て
い
る
。

「
釣
る
」
だ
け
で
は
な
い
「
釣
り
文
化
」

編
集
部

文化をつくる


