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サ
ク
ラ
マ
ス
・
本
マ
ス
・
鱒

　

サ
ク
ラ
マ
ス
と
い
う
魚
を
ご
存
じ
で
す
か
？ 

か

つ
て
は
単
に
「
鱒ま
す

」、
最
近
で
は
本
マ
ス
と
も
呼
ば

れ
る
サ
ケ
科
の
魚
で
、
体
長
は
五
〇
セ
ン
チ
か
ら

七
〇
セ
ン
チ
位
、
体
重
は
三
キ
ロ
か
ら
五
キ
ロ
位

が
普
通
で
す
が
、
大
き
い
も
の
だ
と
六
、七
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
上
に
も
な
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

サ
ク
ラ
マ
ス
は
、
春
に
海
か
ら
川
に
遡
っ
て
き

て
、
秋
に
川
の
上
流
域
で
産
卵
を
し
ま
す
が
、
そ

の
名
前
の
由
来
は
、
桜
花
の
季
節
に
川
を
遡
る
か

ら
と
も
、
産
卵
期
に
体
の
色
が
ピ
ン
ク
を
帯
び
る

か
ら
と
も
、
幾
つ
か
の
説
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
サ
ク
ラ
マ
ス
、
実
は
「
渓
流
の
女
王
」
と
も

言
わ
れ
る
ヤ
マ
メ
と
同
じ
魚
で
あ
る
こ
と
は
、
意

外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
で
す
。
川
で
生
ま
れ

て
、
そ
の
ま
ま
川
に
残
っ
た
の
が
ヤ
マ
メ
で
、
海

に
下
っ
て
約
一
年
後
に
大
き
く
育
っ
て
川
に
戻
っ

て
く
る
の
が
サ
ク
ラ
マ
ス
な
の
で
す
。
も
と
が
同

じ
魚
で
す
か
ら
、
サ
ク
ラ
マ
ス
は
サ
ケ
よ
り
も
ず
っ

と
上
流
、
ヤ
マ
メ
が
棲す

む
山
あ
い
ま
で
川
を
遡
る

の
で
す
。

　

サ
ク
ラ
マ
ス
の
身
は
サ
ケ
よ
り
も
美
味
と
さ
れ
、

駅
弁
と
し
て
も
知
ら
れ
る
富
山
県
の
「
ま
す
寿
し
」

は
サ
ク
ラ
マ
ス
を
原
料
と
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。

明
治
時
代
に
は
全
国
で
一
六
〇
ト
ン
を
超
え
る
漁

獲
高
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
近
年
で
は
河
川
環

境
の
悪
化
に
よ
り
、
一
ト
ン
程
度
し
か
獲と

れ
な
い

そ
う
で
す
。

政
宗
と
鱒

　

宮
城
県
で
も
漁
獲
量
が
少
な
く
、
漁
業
の
対
象

と
い
う
よ
り
は
、
釣
り
人
の
あ
こ
が
れ
の
的
と
な
っ

て
い
る
サ
ク
ラ
マ
ス
も
、
か
つ
て
は
多
く
の
川
で
、

そ
れ
な
り
に
獲
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。

　

例
え
ば
、
伊
達
政
宗
。
政
宗
は
「
川か
わ
が
り狩

」
と
呼

ば
れ
た
魚
取
り
が
大
好
き
で
し
た
。「
気
分
の
悪
い

時
で
も
川
狩
を
す
る
と
気
が
晴
れ
る
」
と
政
宗
が

言
っ
た
の
を
、
側
近
が
記
録
に
書
き
残
し
て
い
ま

す
。
実
際
、
現
在
の
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
国

許
に
い
る
時
は
、根ね
の
し
ろ
い
し

白
石（
仙
台
市
泉
区
）、秋あ
き
う保（
仙

台
市
太
白
区
）、
砂い
さ
ご金

（
川
崎
町
）
や
白
石
川
上
流

で
し
ば
し
ば
川
狩
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

　

そ
の
獲
物
の
多
く
は
鮎
で
し
た
が
、
鮎
と
一
緒

に
「
鱒
」
す
な
わ
ち
サ
ク
ラ
マ
ス
も
ず
い
ぶ
ん
獲
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。
川
狩
の
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
、

川
に
簗や
な
ば場

を
設
け
る
獲
り
方
や
投と
あ
み網

が
主
だ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
鮎
を
獲
る
時
は
鵜
飼
を
行
っ

た
と
い
う
こ
と
も
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
獲
ら
れ
た
鮎
や
鱒
は
、
新
鮮
な
状
態

で
焼
い
て
食
べ
た
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
す

ぐ
に
食
べ
き
れ
な
い
ほ
ど
大
量
に
獲
っ
た
場
合
は

「
鮨
」、
塩
や
麹こ
う
じ

に
付
け
込
ん
で
発
酵
さ
せ
た
保
存

食
と
し
て
い
た
こ
と
が
、
政
宗
の
手
紙
か
ら
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
。「
川
狩
で
獲
っ
た
鮎
や
鱒
の
鮨
を

送
っ
た
が
、
何
日
こ
ろ
が
食
べ
こ
ろ
だ
」
と
書
い

た
政
宗
の
手
紙
が
何
通
も
現
存
し
て
い
る
の
で
す
。

　

政
宗
は
秋
保
近
辺
で
も
川
狩
を
催
し
ま
し
た
が
、

そ
の
秋
保
で
鱒
の
珍
し
い
獲
り
方
が
あ
っ
た
こ
と

が
、
江
戸
時
代
後
期
に
作
ら
れ
た
『
奥お

う
し
ゅ
う
め
い
し
ょ

州
名
所

図ず

え会
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
名
取
川
を
遡
っ

て
秋
保
大
滝
に
至
っ
た
鱒
が
滝
を
登
り
切
れ
ず
に

落
ち
て
く
る
と
こ
ろ
を
網
で
す
く
い
取
る
、
と
い

う
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
信
じ
が
た
い
方
法
で
す
が
、

そ
れ
だ
け
多
く
の
鱒
が
名
取
川
で
獲
れ
た
と
い
う

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

名
取
川
の
鱒
は
、
そ
の
後
も
全
国
的
に
知
ら
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年

八
月
に
明
治
天
皇
が
東
北
地
方
を
巡
幸
し
た
際
に
、

仙
台
に
向
か
う
道
す
が
ら
、
名
取
川
付
近
で
、
大

野
田
村
（
仙
台
市
太
白
区
）
の
村
人
た
ち
が
鱒
漁

を
実
演
し
た
の
で
す
。
投
網
や
ヤ
ス
を
用

い
て
鱒
を
獲
る
村
人
た
ち
の
様
子
を
、
明

治
天
皇
は
興
味
深
げ
に
三
時
間
も
見
て
い

た
と
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

今
で
は
、
名
取
川
や
広
瀬
川
の
サ
ク
ラ

マ
ス
は
、
ご
く
一
部
の
釣
り
人
た
ち
の
獲

物
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
は
選

ば
れ
て
明
治
天
皇
に
も
紹
介
さ
れ
る
ほ
ど

の
、
こ
の
地
域
の
名
産
品
だ
っ
た
の
で
す
。
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最新刊『特別編９ 地域誌』好評発売中！

　明治以降、合併や編入によって仙台市域に
加わった14の地域の多様な歴史と文化を、
豊富な図版とわかりやすい解説で紹介。

仙
台
市
史

『奥州名所図会』（宮城県図書館所蔵）
に描かれた、秋保大滝における鱒漁

域
地

品
逸
の

自
ら

た
か

の

慢

「
名
取
川
の
鱒
」 ● 
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名
取
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の
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