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耶
馬
溪
を
訪
れ
た
の
は
四

月
の
終
わ
り
、小
雨
が
降
り
止

ま
ぬ
午
後
だ
っ
た
。深
耶
馬
溪

の
辺
り
は「
一
目
八
景
」と
呼

ば
れ
る
名
勝
地
で
、新
緑
の
深

山
は
神
々
し
さ
を
漂
わ
せ
て
い

た
。耶
馬
溪
と
言
え
ば
思
い
出

す「
青
の
洞
門
」は
こ
こ
か
ら

車
で
二
十
分
の
処
だ
。

　
時
は
江
戸
時
代
中
期
、豊
前

中
津
藩
の
山
間
部
、山
国
川
に

沿
っ
て
青
と
い
う
集
落
が
あ
っ

た
。そ
し
て
青
と
下
流
側
の
樋

田
の
間
に
は
、険
し
い
奇
岩
群

が
約
一
キ
ロ
屹
立
し
て
お
り
、

両
村
の
往
来
に
は
こ
の
難
所
を

越
え
ね
ば
な
ら
な
かっ
た
。そ
の

た
め
途
中
で
足
を
滑
ら
せ
山

国
川
に
転
落
す
る
者
が
後
を

絶
た
な
かっ
た
と
い
う
。

　
あ
る
時
旅
の
僧
が
樋
田
村

に
現
れ
、二
つ
の
村
を
つ
な
ぐ

ト
ン
ネ
ル
を
掘
る
と
申
し
出

た
。そ
し
て
毎
日
、鑿
と
槌

を
手
に
し
て
奇
岩
群
に
挑
み

始
め
た
。か
つ
て
犯
し
た
人

殺
し
の
贖
罪
と
、危
険
な
道

で
命
を
落
と
す
人
々
の
救
済

を
志
し
た
ら
し
い
。

　
後
年
、こ
の
史
実
を
も
と

に
菊
池
寛
が
書
い
た
小
説

『
恩
讐
の
彼
方
に
』か
ら
引

用
す
る
。「
今
目
前
に
行
人

が
艱
難
し
、一
年
に
十
に
近

い
人
の
命
を
奪
う
難
所
を
見

た
時
、彼
は
、自
分
の
身
命
を

〝
あ
ち
こ
ち
de
寺
子
屋 〝

の
ご
案
内
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青の洞門

山
と
も
の
が
た
り
1

捨
て
て
こ
の
難
所
を
除
こ
う

と
い
う
思
い
つ
き
が
旺
然
と

し
て
起
っ
た
の
も
無
理
で
は

な
か
っ
た
」。

　
了
海
和
尚（
史
実
に
よ
れ
ば

「
禅
海
和
尚
」）は
、若
い
頃
に
奉

公
先
の
主
人
を
誤
って
殺
し
、そ

の
後
身
を
持
ち
崩
し
て
い
た
が
、

諸
国
を
行
脚
す
る
う
ち
に
こ
の

よ
う
な
心
境
に
なった
。

　
村
人
は
当
初
了
海
の
言
葉

を
真
に
受
け
ず
、馬
鹿
に
し
て

嘘
つ
き
呼
ば
わ
り
の
罵
声
を

浴
び
せ
た
。し
か
し
年
月
を
重

ね
る
う
ち
に
、洞
窟
は
少
し
ず

つ
掘
り
進
ま
れ
、人
々
の
見
る

目
が
変
わ
っ
て
き
た
。手
伝
い

を
申
し
出
る
者
も
出
始
め
た
。

　
そ
の
頃
に
、了
海
が
か
つ
て

殺
め
た
武
士
の
子
息
中
川
実

之
助
が
登
場
す
る
が
、村
人

も
皆
了
海
の
偉
業
達
成
ま

で
仇
討
ち
を
猶
予
す
る
よ

う
に
と
説
得
し
た
。そ
し
て

洞
門
は
つ
い
に
開
か
れ
た
。

「『
実
之
助
ど
の
。御
覧
な
さ

れ
い
。二
十
一
年
の
大
誓
願
、

端
な
く
も
今
宵
成
就
い
た
し

た
』こ
う
い
い
な
が
ら
、了
海

は
実
之
助
の
手
を
取
っ
て
、

小
さ
い
穴
か
ら
山
国
川
の
流

れ
を
見
せ
た
。そ
の
穴
の
真

下
に
黒
ず
ん
だ
土
の
見
え
る

の
は
、岸
に
添
う
街
道
に
紛

れ
も
な
か
っ
た
。敵
と
敵
と

は
、そ
こ
に
手
を
執
り
合
う

て
、大
歓
喜
の
涙
に
む
せ
ん

だ
の
で
あ
る
」（
誠
）

）（

余

録

余

録

の

　　　
昭
和
天
皇
は
御
治
世
四
十
五
年
目
に

「
七
十
歳
に
な
り
て
」と
い
う
詞
書
で
歌
を

詠
ま
れ
た
。四
首
あ
る
が
二
首
を
引
く
。

　
な
な
そ
ぢ
を
迎
へ
た
り
け
る
こ
の
朝
も

　
祈
る
は
た
だ
に
国
の
た
ひ
ら
ぎ

　
よ
ろ
こ
び
も
か
な
し
み
も
民
と
共
に
し
て

　
年
は
す
ぎ
ゆ
き
い
ま
は
な
な
そ
ぢ

　
ト
ラ
ン
プ
関
税
が
世
界
を
席
巻
し
て
い

る
。ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
、ア
メ
リ
カ
フ
ァ
ー
ス

ト
ど
こ
ろ
か
、ア
メ
リ
カ
し
か
考
慮
せ
ぬ
姿
勢

に
世
界
の
国
々
は
自
国
の
国
益
を
い
か
に
護

る
か
に
苦
慮
し
て
い
る
。石
破
茂
首
相
も
例

外
で
は
な
い
。ほ
か
に
、世
界
に
は
ロ
シ
ヤ
に
よ

る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
が
あ
り
、イ
ス
ラ
エ
ル
の

ガ
ザ
侵
攻
が
あ
り
、カ
シ
ミ
ー
ル
紛
争
が
あ

り
、習
近
平
の
中
共
が
台
湾
に
侵
攻
す
る
と

疑
わ
れ
て
い
る
。そ
れ
ぞ
れ
に
国
益
が
か
ら

ん
で
い
る
か
ら
、一
朝
一
夕
に
は
片
付
か
な
い

だ
ろ
う
。一
国
を
与
る
人
の
重
責
を
思
う
。

　
だ
が
、い
ず
こ
の
国
の
、い
ず
こ
の
為
政
者

が
、「
祈
る
は
た
だ
に
国
の
た
ひ
ら
ぎ
」、「
よ

ろ
こ
び
も
か
な
し
み
も
民
と
共
に
し
て
年
は

す
ぎ
ゆ
き
」と
い
う
生
を
営
ん
で
い
る
の
だ

ろ
う
。一
市
井
の
民
と
し
て
、右
に
あ
げ
た

御
歌
は
お
そ
れ
多
い
と
い
う
し
か
な
い
。　

　
わ
た
し
が
一
入
の
感
慨
を
も
よ
お
し
て

拜
読
す
る
の
は
、二
首
目
の
下
の
句
で
あ
る
。

―「
年
は
す
ぎ
ゆ
き
い
ま
は
な
な
そ
ぢ
」、六

十
で
も
八
十
で
も
い
け
な
い
。年
齢
が
足
り

ぬ
か
、多
す
ぎ
る
。や
は
り「
七
十
」で
あ
る
。

〝
壮
〞の
風
に
い
く
ぶ
ん
か
影
が
差
し
は
じ
め

る「
七
十
」で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。艱
難
が

や
や
遠
く
に
な
が
め
ら
れ
る
年
齢
で
あ
る
。

わ
た
し
は
い
ま「
七
十
」で
あ
る
。こ
と
し
三

月
に『
歴
史
と
記
憶
』を
上
梓
し
た
の
は
、幾

分
か
は
、そ
の
記
念
で
あ
る
。（
廣
木
寧
）

や
　
ば
　
け
い

ひ

だ
お
ん
し
ゅ
う

か
　
な
た

編

輯

余

録

　
前
月
号
で
、寺
子
屋
モ
デ
ル
の
山
口
秀
範

社
長
、「
寺
子
屋
だ
よ
り
」編
集
長
の
元
木

哲
三
氏
が
ふ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、今
号

よ
り
わ
た
く
し
廣
木
が
編
輯
に
携
わ
り
ま

す
。特
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

「
こ
の一
冊
」の
欄
を
設
け
、ま
ず
山
口
に
書

い
て
も
ら
い
ま
し
た
。こ
の
場
所
は
、日
本
人

に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
書
物
を
読
者

の
み
な
さ
ま
に
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

　
産
経
新
聞
に
月
に
ほ
ぼ一
度
掲
載
さ
れ

る
エ
ド
ワ
ー
ド・ル
ト
ワ
ッ
ク
氏
の「
世
界
を

解
く
」を
愛
読
し
て
い
る
。ル
ト
ワ
ッ
ク
氏

は
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
で
、米
国
家
安

全
保
障
会
議
で
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
務
め
て

い
る
。こ
と
し
八
十
三
歳
で
あ
る
。最
新
は

六
月
七
日
に「
ト
ラ
ン
プ
氏
歴
訪
　
語
ら
れ

ぬ
成
果
」と
題
し
て
、ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、カ
タ
ー
ル
歴
訪
の
意
義

に
ふ
れ
て
い
た
が
、三
月
、四
月
は
、ト
ラ
ン

プ
大
統
領
と
ロ
シ
ヤ
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
に

ふ
れ
て
い
た
。そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
の

は
、ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
安
全
保
障
戦
略

の
最
優
先
事
項
は
中
国
で
あ
る
、と
い
う

こ
と
で
あ
る
。ル
ト
ワ
ッ
ク
氏
は
、米
国
と

中
国
と
の
対
立
は
地
球
規
模
だ
と
言
っ
て

い
る
。ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
プ
ー
チ
ン
大
統

領
に
望
む
の
は
将
来
的
な
中
国
と
の
戦
い

で
ロ
シ
ヤ
に
中
立
的
立
場
を
取
ら
せ
た
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
い
つ
の
世
も
多
事
多
難
で
あ
る
。そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、松
陰
は
、「
事
を
論
ず

る
に
は
、当
に
己
れ
の
地
、己
れ
の
身
よ
り

見
を
起
す
べ
し
、乃
ち
着
実
と
為
す
」と

いっ
た
の
だ
。（
廣
木
寧
）

ま
さ

け
ん

す
な
わ

な

（　）

こ
と
ば
が
き

あ
ず
か

ひ
と
し
お

し
も

や  

そ
ぢ

な
な
そ
ぢ

か
ん
な
ん

む
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ぢ
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巻頭言

吉
田
松
陰
の
本
質

　
八
年
前
か
ら
毎
月
の
寺
子
屋
勉
強
会
で
読

み
続
け
て
い
る
吉
田
松
陰
の
『
講
孟
箚
記
』
は

よ
う
や
く
最
終
章
「
尽
心
下
篇
」
に
入
っ
て
い

ま
す
。
第
十
八
・
十
九
章
で
は
孟
子
が
「
孔
子
の
よ
う
な
聖
人

で
も
誹
謗
中
傷
や
災
難
に
遭
う
こ
と
が
あ
る
」
と
説
い
た
こ
と

に
つい
て
松
陰
は
、聖
人
君
子
を
理
解
す
る
器
量
の
な
い
「
小
人
」

を
三
種
類
に
分
類
し
ま
し
た
。
即
ち
①
愚
夫
（
全
く
も
の
を
考

え
ぬ
人
）②
俗
人
（
志
も
気
概
も
な
く
世
間
に
流
さ
れ
る
輩
）③

俗
儒
（
自
分
の
見
識
の
な
さ
を
隠
す
た
め
に
学
問
を
利
用
す
る

似
非
教
養
人
）
で
す
。

　
こ
れ
ら
小
人
は
実
は
自
ら
の
欠
点
に
気
づ
い
て
い
る
か
ら
、
殊

更
に
君
子
を
見
て
は
恐
れ
憚
る
の
だ
と
松
陰
は
観
察
し
て
い
ま

す
。
続
い
て
松
陰
は
「
自
分
の
言
動
は
篤
敬
で
も
忠
信
で
も
な

い
が
、
人
の
あ
ら
捜
し
を
せ
ず
善
の
み
見
て
い
る
の
で
、
世
間
か

ら
嫌
わ
れ
て
い
な
い
」
と
自
己
分
析
を
し
つつ
、
し
か
し一方
で
は

兵
学
を
家
業
と
し
武
士
道
の
実
践
を
心
が
け
そ
れ
に
命
を
賭
け

て
い
る
か
ら
、「
心
が
激
す
る
と
危
難
に
飛
び
込
み
狂
人
ぶ
り
を

発
揮
し
て
し
ま
う
の
で
、
三
種
の
小
人
た
ち
は
私
を
恐
れ
憎
む

が
、
私
自
身
は
そ
れ
に
些
か
も
動
じ
ず
、
却
っ
て
古
人
を
自
ら

に
比
べ
て
我
が
身
を
励
ま
し
て
い
る
」
と
、
信
念
を
吐
露
す
る
の

で
す
。

　
森
の
言
う
よ
う
に
「
生
徒
に
対
し
て
は
実
に
穏
や
か
」
な
松

陰
は
、己
の
武
士
道
が
試
さ
れ
る
事
柄
に
遭
え
ば
命
が
け
の「
狂
」

を
発
揮
し
て
し
ま
う
。
そ
の
二
面
性
が
吉
田
松
陰
の
魅
力
を
際

立
た
せ
る
の
で
し
ょ
う
。

和
歌
に
親
し
む

　
志
明
館
の
特
徴
あ
る
教
育
の一つ
は
「
発
憤
」
学
習
で
す
。
自

ら
課
題
を
見
つ
け
て
自
ら
解
決
に
取
り
組
む
習
慣
を
身
に
つ
け

る
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
ま
す
。
そ
の一環
で
三
年
生
は
「
和
歌
創

作
」
に
取
り
組
み
ま
す
。
千
数
百
年
前
か
ら
祖
先
た
ち
が
読
み

続
け
た
和
歌
、
五
七
五
七
七
の
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て
表
現
し
て
き
た

の
は
自
然
の一コマ
、
自
己
の
鍛
錬
や
人
々
と
の
心
の
ふ
れ
あ
い
を

通
じ
て
の
「
感
動
」
で
し
た
。
そ
う
解
説
し
た
上
で
、

忘
ら
む
て
野
行
き
山
行
き
我
来
れ
ど
我
が
父
母
は
忘
れ
せ
ぬ
か

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
防
人
の
若
者
）

父
母
も
そ
の
父
母
も
わ
が
身
な
り
わ
れ
を
愛
せ
よ
わ
れ
を
敬
せ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
宮
尊
徳
）

親
思
ふ
こ
こ
ろ
に
ま
さ
る
親
心
け
ふ
の
お
と
づ
れ
何
と
聞
く
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吉
田
松
陰
）

　
こ
の
三
首
を
お
手
本
と
し
て
示
し
、
左
の
よ
う
な
用
紙
を
配

り
、
初
め
て
の
「
歌
作
り
」
に
挑
戦
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
成
果
は

以
下
の
通
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

し
お
ひ
が
り
　
し
お
を
ま
い
た
ら
　
待
っ
と
い
て
　
ピ
ュ
ン
で
て

く
る
　
マ
テ
貝
さ
ん
だ

万
博
は
　
お
お
や
ね
リ
ン
グ
　
す
ご
か
っ
た
　
せ
か
い
の
国
に
　

い
き
た
く
な
っ
た

お
お
な
わ
で
　
た
の
し
く
と
ん
だ
　
チ
ー
ム
戦
　
か
っ
て
も
ま
け

て
も
　
え
が
お
いっ
ぱ
い

動
物
園
　
あ
る
き
つ
か
れ
て
　
す
わ
っ
た
ら
　
ま
わ
り
に
き
こ

え
る
　
い
ろ
ん
な
な
き
ご
え

大
人
の
人
格
が
問
わ
れ
る

　
生
徒
た
ち
の
素
直
な
目
、
柔
ら
か
な
感
性
が
、
飾
り
気
の
な

い
表
現
に
溢
れ
て
い
ま
す
。「
大
人
が
子
供
の
能
力
・
成
長
力
を

見
く
び
っ
て
い
る
の
が
日
本
の
初
等
教
育
の
停
滞
の
主
因
だ
」
と

日
頃
か
ら
声
を
大
に
し
て
訴
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
も

そ
の
証
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

　
生
徒
た
ち
は
い
つ
で
も
「
悦
服
」
出
来
る
機
会
を
待
って
い
る
。

接
す
る
大
人
―
教
師
も
保
護
者
も
―
こ
そ
自
ら
の
人
格
を
磨
か

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

𠮟
り
方

　
毎
月
一度
教
師
た
ち
の
全
体
研
修
で
、
森
信
三
の
『
修
身
教
授

録
』
を
読
ん
で
い
ま
す
。
前
回
は
「
松
陰
先
生
の
片
鱗
」
と
題

す
る一文
で
し
た
。

　「
先
生
は
今
日
、
と
も
す
れ
ば
い
わ
ゆ
る
志
士
と
い
う
概
念
に

よ
って
、
非
常
に
厳
し
い
方
で
、
う
っ
か
り
す
れ
ば
怒
鳴
り
つ
け
ら

れ
そ
う
な
き
び
し
い
方
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

す
が
、
事
実
は
ま
る
で
違
う
よ
う
で
す
。
・
・
と
く
に
生
徒
に

対
し
て
は
実
に
穏
や
か
で
あ
って
、
か
つ
て
先
生
に
大
声
で
叱
ら
れ

た
者
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
直
接
当
時
の
門
弟
の
人
々
か
ら
、

語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。」

　
日
々
生
徒
た
ち
に
向
き
合
い
指
導
し
て
い
る
教
師
た
ち
は
、
と

も
す
れ
ば
声
を
荒
げ
て
叱
正
し
が
ち
に
な
り
ま
す
。
私
も
偉
人

伝
の
授
業
で
、
私
語
の
止
ま
な
い
、
或
い
は
集
中
力
の
途
切
れ
る

子
ら
に
、
声
を
上
げ
て
注
意
を
促
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
森
の

次
の
指
摘
は
こ
の
点
に
関
わ
って
い
ま
す
。

　「
大
声
で
生
徒
を
叱
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自

身
、
そ
の
人
の
貫
禄
の
足
り
な
い
何
よ
り
の
証
拠
で
す
。
つ
ま
り

そ
の
先
生
が
、
真
に
偉
大
な
人
格
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
何
ら
叱
ら

ず
と
も
門
弟
た
ち
は
心
か
ら
悦
服
す
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。」

　「
悦
服
」
と
い
う
言
葉
は
『
報
徳
記
』
に
も
見
ら
れ
、
二
宮
尊

徳
が
相
馬
藩
の
復
興
を
指
導
す
る
く
だ
り
で
「
凡
そ
天
下
の
生

物
無
量
な
り
と
いへ
ど
も
血
気
あ
る
も
の
施
与
の
道
を
厚
く
し
て

悦
服
せ
ざ
る
も
の
あ
ら
ざ
る
也
」
―
命
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、
自

分
に
必
要
な
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
相
手
に
「
悦
服
（
喜
ん
で

懐
く
）」
す
る
ー
と
確
信
を
持
って
諭
し
て
い
ま
す
。

　
教
師
た
る
も
の
、
生
徒
が
悦
服
す
る
段
階
ま
で
自
ら
を
高
め

る
努
力
を
続
け
た
い
も
の
で
す
。

志
明
館
の
日
々

代
表
世
話
役

山
口 

秀
範

沢
庵
を
い
ぶ
す

　

　
沢
庵
も
家
に
無
い
と
き
近
所
の
人
か
ら

貰
っ
て
食
べ
れ
ば
、や
は
り
美
味
い
の
は
間

違
い
な
い
。大
根
も
今
年
の
は
な
か
な
か

に
立
派
な
出
来
だ
し
、ヒ
ヨ
ド
リ
に
つ
つ
か

れ
た
と
こ
ろ
を
切
り
捨
て
て
使
え
ば
良
い

と
、２
年
ぶ
り
に
思
い
切
っ
て
例
年
の
半
分

の
５
本
に
減
ら
し
て
作
っ
て
み
た
。や
は
り

美
味
い
！
　
あ
ま
り
日
に
ち
を
か
け
ず
に

妻
と
二
人
で
食
べ
て
し
ま
っ
た
。こ
の
時
点

で
漸
く
子
供
時
代
か
ら
の
心
理
的
束
縛

を
解
か
れ
、２
回
目
も
ま
た
５
本
程
度
作

り
、こ
れ
ま
た
美
味
し
く
食
べ
て
し
ま
っ

た
。３
回
目
に
な
り
、さ
す
が
に
飽
き
て

き
た
の
で
、よ
し
、い
ぶ
り
が
っ
こ
に
挑
戦

し
よ
う
と
決
め
た
。

　
実
は
、燻
製
に
つ
い
て
は
、数
年
前
少
し

試
し
て
い
た
。チ
ー
ズ
や
ウ
イ
ン
ナ
ー
な
ど

は
市
販
品
の
よ
う
に
美
味
し
く
出
来
た

が
、猪
肉
・
鹿
肉
や
沢
庵
に
つ
い
て
は
納
得

で
き
る
も
の
は
作
れ
ず
、す
ぐ
に
諦
め
て

興
味
関
心
を
失
っ
て
い
た
。
燻
製
機
は

D
I
Y
の
店
で
買
っ
た
物
で
は
勿
論
な

く
、ド
ラ
ム
缶
を
切
っ
て
自
作
し
た
の
だ

が
、桜
の
木
を
燃
や
せ
ば
熱
を
持
ち
過
ぎ

る
し
、煙
だ
け
を
継
続
し
て
出
す
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。と
こ
ろ
が
、今
年
に
な
っ

て
乾
燥
し
た
桜
の
木
を
一
度
焚
き
火
に
入

れ
て
暫
く
燃
や
し
た
後
取
り
出
し
、炎
を

出
さ
ず
煙
を
出
し
続
け
る
こ
と
に
成
功

し
た
の
だ
。
去
年
も
木
の
乾
燥
は
十
分

だ
っ
た
の
だ
が
、焚
き
火
に
入
れ
る
時
間

や
容
器
に
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
。ド
ラ
ム

缶
の
中
で
炎
を
出
さ
ず
灰
に
な
っ
て
し
ま

う
ま
で
く
す
ぶ
り
続
け
る
状
態
を
維
持

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、い
つ
で
も

燻
製
が
出
来
る
様
に
な
っ
た
の
だ
。試
食

し
て
み
る
と
、こ
れ
が
ま
あ
美
味
い
の
だ
！

　
い
ぶ
り
が
っ
こ
だ
ぁ
！
　
煙
の
匂
い
が

し
っ
か
り
と
し
み
込
ん
で
い
る
、東
北
の
名

産
品
を
自
作
で
き
る
な
ん
て
、こ
れ
は
嬉

し
い
、近
所
の
人
達
に
も
味
見
さ
せ
て
あ

げ
た
い
と
思
う
ほ
ど
の
出
来
栄
え
で
、大

満
足
だ
っ
た
。
自
慢
の
食
べ
物
を
近
所
に

配
る
の
は
、自
己
満
足
も
あ
る
け
れ
ど
、

そ
の
う
ち
何
ら
か
の
お
返
し
が
あ
る
こ
と

も
大
き
な
魅
力
だ
。早
く
言
え
ば
、物
々

交
換
だ
。４０
年
ほ
ど
前
か
ら
猪
が
出
没
す

る
よ
う
に
な
っ
て
殆
ど
の
家
で
採
れ
な
く

な
っ
た
筍
も
我
が
家
に
は
３
種
類
あ
る

（
４
月
孟
宗
竹
、５
月
淡
竹
、６
月
真
竹
）

し
、鹿
が
大
繁
殖
し
て
採
れ
な
く
な
っ
た

蕗（
の
薹
）も
、猪
鹿
と
も
に
大
好
き
な
栗

も
あ
る（
去
年
の
８
月
の
台
風
水
害
ま
で

は
わ
さ
び
も
あ
っ
た
）。

　
隔
週
で
開
催
す
る
拙
宅
で
の
学
習
会

の
仲
間
に
こ
の
い
ぶ
り
が
っ
こ
を
出
し
た
と

こ
ろ
、大
好
評
だ
っ
た
。残
念
な
が
ら
少
量

で
、畑
の
大
根
も
無
く
な
っ
た
の
で
、来
年

は
沢
山
作
ろ
う
と
今
か
ら
楽
し
み
に
し
て

い
る
。

動
物
の
食
害
に
悩
む

　
人
口
の
激
減
は
、田
舎
の
住
民
に
と
っ
て

様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
。そ
の
一つ
が

動
物
に
よ
る
食
害
で
あ
る
。ヒ
ヨ
ド
リ
や

猪
、鹿
だ
け
で
は
な
い
。空
か
ら
人
間
様
の

動
き
を
見
張
り
、隙
あ
ら
ば
何
で
も
盗
む

カ
ラ
ス
も
年
々
ず
る
が
し
こ
く
な
り
、や
っ

か
い
で
あ
る
。し
か
し
、な
ん
と
言
っ
て
も

防
御
が
一
番
難
し
い
の
が
穴
熊
で
あ
る
。

何
せ
鋭
い
爪
が
あ
る
。地
面
を
掘
っ
て
侵

入
す
る
わ
、防
獣
柵
を
乗
り
越
え
て
侵
入

す
る
わ
で
手
が
付
け
ら
れ
な
い
。地
域
の

D
I
Y
の
店
の
人
が
言
う
に
は
、マ
ク
ワ

作
り
を
止
め
る
農
家
が
続
出
し
て
い
る
と

の
こ
と
、さ
も
あ
り
な
ん
。こ
の
穴
熊
の

被
害
は
我
が
家
で
は
去
年
が
初
め
て
で

あ
る
。去
年
の
夏
は
近
年
に
無
い
晴
天
続

き
で
、マ
ク
ワ
作
り
に
は
最
高
だ
っ
た
。今

年
は
久
し
ぶ
り
に
甘
い
マ
ク
ワ
が
食
べ
ら

れ
る
と
、黄
色
く
な
り
始
め
た
マ
ク
ワ
を

見
、あ
と
１
〜
２
日
で
収
穫
で
き
る
わ
い
、

と
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
だ
が
、何
と
次

の
朝
、一
番
熟
れ
て
い
る
見
事
な
も
の
か
ら

食
い
荒
ら
さ
れ
て
い
る
。
く
っ
そ
う
、や
ら

れ
た
！
　
で
も
、ま
だ
ま
だ
次
か
ら
次

猪
部 

敬
彦

に
大
き
く
な
っ
て
い
る
、侵
入
経
路
を
よ

く
調
べ
、防
獣
柵
を
よ
く
点
検
し
直
し
、

地
面
に
掘
ら
れ
た
穴
か
ら
判
断
し
て
、こ

れ
な
ら
入
れ
な
い
だ
ろ
う
と
孟
宗
竹
を
埋

め
た
。し
か
し
、す
べ
て
無
駄
だ
っ
た
。ど

ん
な
に
対
策
し
て
も
や
ら
れ
て
し
ま
う
。

結
局
、口
に
入
っ
た
の
は
、早
く
に
で
き
た

２
個
だ
け
と
い
う
無
念
な
結
果
だ
っ
た
。

ど
ん
な
に
罠
を
仕
掛
け
て
捕
獲
し
て
も

敵
は
次
々
に
新
手
が
来
る
。最
終
的
な
対

策
案
は
あ
る
に
は
あ
る
が
、金
が
か
か

る
。思
案
中
で
あ
る
。

　
動
物
の
食
害
に
悩
ま
さ
れ
る
田
舎
人

と
し
て
、今
で
も
残
念
に
思
う
こ
ん
な
体

験
が
あ
る
。福
岡
市
内
を
歩
い
て
い
た
あ

る
時
、田
舎
で
は
あ
り
得
な
い
、人
を
恐

れ
ぬ
カ
ラ
ス
が
手
の
届
く
所
に
来
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
危
う
く
手
が
伸
び
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
。
羽
を
む
し
っ
て
吊
す
と
、カ
ラ
ス

が
近
寄
ら
な
い
の
で
あ
る
。し
か
し
、私
が

カ
ラ
ス
を
街
中
で
捕
ま
え
て
絞
め
た
り
す

れ
ば
、警
察
に
通
報
さ
れ
た
り
、誰
か
が

動
画
に
撮
っ
て
、〝
野
蛮
な
ジ
ジ
イ
が
カ
ラ

ス
を
捕
っ
た
！
〞と
S
N
S
に
ア
ッ
プ
さ
れ

た
り
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
に
思
い
至

り
、か
ろ
う
じ
て
思
い
と
ど
ま
っ
た
の
だ
。

鄙 

爺 

日 

記

そ
の
②

く
ん
せ
い

執
筆
者
紹
介
　■
猪
部 

敬
彦（
し
し
べ 

た
か
ひ
こ
）

昭
和
二
十
六
年
大
分
県
国
東
市
生
ま
れ
。昭
和
四
十
九
年
大
分
大
学

教
育
学
部
卒
業
後
、大
分
県
内
の
公
立
小
学
校
に
勤
務
し
、平
成
二

十
四
年
三
月
玖
珠
町
立
塚
脇
小
学
校
長
を
最
後
に
退
職
。以
来
国
東

市
に
居
住
し
、野
菜
作
り
の
傍
ら
福
岡
県
、熊
本
県
の
保
育
園
で
偉

人
伝
を
語
っ
て
い
る
。
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