
16

87

極
上
の
味
わ
い
と
至
福
が
詰
ま
っ
た

大
分
県
日
田
市
の
原
木
椎
茸
　

原げ
ん

木ぼ
く

栽
培
の
干
し
椎し

い

茸た
け

の
素
晴
ら
し
さ
を
教
え
て
い

た
だ
い
た
の
は
、
大
分
県
日ひ

田た

市
天あ

ま
が
せ瀬

町ま
ち

本ほ
ん

城じ
ょ
うの

梅
木
昌

一
さ
ん
（
84
歳
）
と
須
美
子
さ
ん
（
78
歳
）
ご
夫
妻
。
知

り
合
っ
て
20
年
以
上
に
な
る
が
、
毎
年
、
干
し
椎
茸
が
届

く
。
水
に
入
れ
戻
し
毎
日
の
味
噌
汁
に
使
う
。
煮
物
も
最

上
。
香
り
が
い
い
。
樹
の
滋
養
を
し
っ
か
り
蓄
え
た
の
だ

ろ
う
、
ま
る
で
森
に
い
る
よ
う
な
、
い
い
匂
い
立
ち
上
が

る
。
味
わ
い
も
深
い
。
触
感
が
し
っ
か
り
し
て
噛
む
と
う

ま
味
が
あ
ふ
れ
出
し
て
く
る
。
椎
茸
に
こ
れ
ほ
ど
豊
か
で

格
別
な
美
味
し
さ
が
あ
る
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。

須
美
子
さ
ん
お
勧
め
の
レ
シ
ピ
に
「
干
シ
イ
タ
ケ
の

南
蛮
漬
け
」
が
あ
っ
た
。
早
速
作
っ
て
み
る
。
ニ
ン
ジ

ン
、
玉
ね
ぎ
、
ピ
ー
マ
ン
を
千
切
り
に
し
、
ボ
ウ
ル
に
入

れ
て
酢
・
砂
糖

（
我
が
家
で
は
味み

醂り
ん

）・
薄
口
醤

油
（
我
が
家
で

は
濃
口
の
醤
油
）

の
三
杯
酢
に
付

け
込
む
。
干
椎

茸
を
水
で
戻
し

た
も
の
を
よ
く

絞
り
、
片
栗
粉

を
ま
ぶ
し
、
サ

ラ
ダ
油
で
き
つ

ね
色
に
な
る
ま
で
か
ら
り
と
揚
げ
る
。
そ
れ
を
三
杯
酢
の

野
菜
と
あ
え
る
。
椎
茸
の
触
感
が
抜
群
で
、酸
味
、う
ま
味
、

香
り
、
食
感
の
よ
さ
、
そ
の
調
和
の
見
事
な
こ
と
。
す
っ

か
り
の
お
気
に
入
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

梅
木
さ
ん
の
椎
茸
栽
培
は
標
高
4
8
0
メ
ー
ト
ル
の
森

林
で
行
わ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
炭
焼
き
を
し
て
い
た

お
父
さ
ん
が
戦
後
ま
も
な
く
始
め
ら
れ
た
と
の
こ
と
。
梅

木
さ
ん
も
20
代
で
お
父
さ
ん
の
も
と
椎
茸
の
原
木
栽
培
を

始
め
た
と
い
う
か
ら
、
も
う
60
年
以
上
に
な
る
わ
け
だ
。

椚ク
ヌ
ギ、

小コ

楢ナ
ラ

を
、
ど
ん
ぐ
り
か
ら
育
て
る
。
育
つ
ま
で
15

年
か
か
る
。
木
を
伐
採
し
1
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
椎
茸
の
菌

を
植
え
る
榾ほ

た

木ぎ

に
す
る
。

「
秋
の
11
月
頃
に
伐
採
し
て
冬
に
山
に
置
い
て
乾
燥
さ
せ

て
、
翌
年
の
3
月
に
榾
木
に
椎
茸
菌
の
コ
マ
を
打
つ
ん
で

す
。
育
ち
や
す
い
よ
う
に
原
木
を
交
互
に
組
み
1
年
半
を

置
い
て
次
の
年
の
2
年
目
の
秋
に
椎
茸
が
で
き
る
。
も
の

す
ご
く
手
間
が
か
か
る
。
夏
は
草
が
周
り
に
伸
び
る
の
で

草
刈
り
を
し
ま
す
」
と
梅
木
さ
ん
。

初
め
て
梅
木
さ
ん
を
訪
ね
て
、
森
の
様
子
と
、
原
木
栽

培
の
椎
茸
が
で
き
る
ま
で
の
、
長
い
時
間
と
行
程
の
あ
る

こ
と
を
知
り
、
美
味
し
さ
の
背
景
に
あ
る
、
山
々
の
姿
と

梅
木
さ
ん
の
営
み
に
感
銘
を
し
た
も
の
だ
。

榾
木
は
1
千
本
ほ
ど
切
り
出
し
、
そ
れ
に
椎
茸
の
菌
の

入
っ
た
駒
を
1
0
0
か
ら
2
0
0
個
打
つ
。
1
度
打
つ
と

3
年
か
ら
4
年
椎
茸
が
採
れ
る
。
椎
茸
が
で
き
る
と
傷
ま

干
し
シ
イ
タ
ケ
の
南
蛮
漬
け
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な
い
う
ち
に
乾
燥
に
か
け
る
。
高
さ
2
メ
ー
ト
ル
、
横
1

メ
ー
ト
ル
、
長
さ
4
メ
ー
ト
ル
の
乾
燥
機
に
椎
茸
を
並
べ
、

最
初
は
40
度
、
徐
々
に
温
度
を
あ
げ
て
60
度
に
し
、
24
時

間
か
け
て
原
木
干
し
椎
茸
が
で
き
る
。
梅
木
さ
ん
の
全
盛

の
と
き
は
5
基
を
使
っ
て
い
た
そ
う
だ
が
、
今
は
2
基
を

使
っ
て
い
る
。
お
父
さ
ん
の
頃
は
最
初
は
炭
で
、
そ
の
後
、

薪
に
な
り
、
昭
和
30
年
頃
か
ら
重
油
に
な
っ
た
と
い
う
。

椎
茸
は
早
く
か
ら
食
べ
ら
れ
て
い
た
。
栽
培
は
江
戸
時

代
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う
。
当
時
は
、
木
に
切
り
こ

み
を
入
れ
て
自
然
に
椎
茸
の
胞
子
が
付
く
の
を
待
っ
て
育

て
る
と
い
う
ま
っ
た
く
の
自
然
ま
か
せ
だ
っ
た
と
い
う
。

昭
和
に
入
り
、
群
馬
県
桐き

り
ゅ
う生

市
生
ま
れ
の
農
学
者
・
森も

り

喜き

作さ
く

氏
が
椎
茸
の
菌
の
人
工
培
養
の
種
駒
を
発
明
し
特
許
を

取
得
。
そ
の
あ
と
１
９
４
３
年
に
森
産
業
を
興
し
種
駒
が

販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
椎
茸
栽
培
に
飛
躍
的
な
発
展
を

も
た
ら
す
。
森
氏
が
調
査
・
研
究
に
何
度
も
訪
れ
て
い
た

の
が
大
分
県
日
田
市
だ
っ
た
と
い
う
。
ク
ヌ
ギ
、
コ
ナ
ラ

が
多
く
、
椎
茸
栽
培
に
向
い
て
い
た
か
ら
だ
。
現
在
で
も

干
し
シ
イ
タ
ケ
の
生
産
で
も
っ
と
も
多
い
の
が
大
分
県
だ
。

梅
木
さ
ん
の
菌
の
駒
は
大
分
県
椎
茸
農
業
協
同
組
合
か

ら
購
入
し
て
い
る
。
組
合
は
森
産
業
か
ら
入
手
し
て
い
る
。

梅
木
さ
ん
に
原
木
栽
培
を
教
わ
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
を

取
り
入
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
、
椎
茸
栽
培
を
し
て
い

た
2
つ
の
地
域
で
開
い
た
こ
と
が
あ
る
。
1
つ
は
佐
賀
県

唐か
ら

津つ

市
相お

う

知ち

町ち
ょ
うの

山
間
地
。
こ
こ
も
原
木
栽
培
が
さ
れ
て

い
る
。
実
際
の
現
場
に
人
を
呼
び
、
そ
こ
で
原
木
と
菌
床

（
オ
ガ
ク
ズ
、
米
糠
な
ど
を
混
ぜ
た
人
工
の
培
地
）
を
紹
介
し
、

Bバー
ベ
キ
ュ
ー

B
Q
で
実
際
に
食
べ
比
べ
て
も
ら
う
。
そ
の
横
で
は
、

漁
師
さ
ん
た
ち
も
呼
ん
で
紹
介
す
る
。
漁
師
さ
ん
は
、
海

を
守
る
た
め
に
植
林
を
し
て
い
る
。
森
の
豊
か
な
養
分
が

海
に
来
て
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
育
て
、
魚
を
育
て
る
か
ら
だ
。

「
ど
ち
ら
が
美
味
し
か
っ
た
」
と
尋
ね
る
と
参
加
し
た
親

子
か
ら
原
木
椎
茸
に
手
が
あ
が
り
購
入
に
も
繋
が
っ
た
。

実
際
、
原
木
栽
培
と
菌
床
で
は
、
味
わ
い
が
別
格
と
い

っ
て
い
い
ほ
ど
異
な
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
新
潟
県
佐さ

ど
が
し
ま

渡
島
で
開
い
た
蕎そ

ば麦
の
体
験
。

そ
こ
で
椎
茸
の
天て

ん

婦ぷ

羅ら

を
出
す
と
い
う
。
ツ
ア
ー
に
組
み

込
ん
だ
も
の
だ
が
、
よ
く
よ
く
尋
ね
る
と
椎
茸
は
原
木
で

栽
培
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
原
木
栽
培
を
し
て
い

る
農
家
の
方
に
来
て
も
ら
い
、
木
の
育
ち
か
ら
栽
培
ま
で

の
工
程
を
紹
介
し
て
椎
茸
の
天
婦
羅
蕎
麦
を
食
べ
る
と
い

う
形
に
し
た
。
農
家
の
方
が
高
齢
で
、
あ
ま
り
喋
り
が
得

意
で
な
い
と
い
う
の
で
、
私
が
梅
木
さ
ん
に
習
っ
た
ま
ま

に
「
木
を
育
て
る
の
に
15
年
。
そ
れ
か
ら
木
を
乾
か
し
駒

を
打
っ
て
2
年
。
で
す
ね
、お
父
さ
ん
」
と
い
う
と
、「
う

ん
だ
」と
応こ

た

え
が
返
り
、こ
の
蕎
麦
の
会
は
大
好
評
だ
っ
た
。

梅
木
さ
ん
に
教
わ
っ
た
原
木
栽
培
椎
茸
の
お
か
げ
で
食

卓
も
だ
が
、
食
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
も
豊
か
な
取
り
組

み
に
繋
が
っ
た
。
な
に
よ
り
参
加
の
方
の
目
の
輝
き
に
、

ど
ん
な
に
嬉
し
く
感
じ
た
こ
と
か
。

梅
木
さ
ん
は
、「
あ
と
や
れ
て
も
4
、
5
年
か
な
」
と

お
っ
し
ゃ
る
。
現
在
、
息
子
さ
ん
家
族
と
お
孫
さ
ん
の
5

人
暮
ら
し
。
3
人
の
息
子
さ
ん
は
、
別
の
仕
事
だ
と
い
う
。

梅
木
さ
ん
に
、
ず
っ
と
続
け
て
欲
し
い
。
い
い
椎
茸
を
多

く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
思
い
の
毎
日
だ
。

地食がおもしろい

金丸弘美さんの新刊『地域の食をブランドにする！ 食のテキストを作ろう』（岩波ブックレット）［岩波書店］＊全国書店等にてお求めください

梅木さんの椎茸。はちきれそうに袋いっぱいに届く


