
-
金
丸
弘
美

か
な
ま
る

・
ひ
ろ
み
/
食
環
境
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
。

1
9
5
2年
生
ま
れ
。
執
筆
活
動
の
ほ
か

食
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
事
業
を
手
が
け
る
。
著
書
に

『美
味
し
い
田
舎
の
っ
く
り
か
た
|

|
地
域
の
昧

が
人
を
つ
な
ぎ
、
小
さ
な
経
済
を
耕
す
』
(
学
芸

出
版
)
『実
践
1

田
舎
カ
小
さ
く
て
も
経
済
が
回

る
5
つ
の
法
則
』
(N
H
K出
版
新
番
)
な
ど
多
数
。

でコイ'3;:

~孟邑

せ
い
わ
の
里

会
董
県
多
気
町
〉

ま
め
や

-
二

重
県
中
央
部
の
山
間
地
・

多
気
町

:

-
勢
和
地
域
の
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
・

直
売
所

「
せ
い
わ
の
里

ま
め
や
」
は
、

農
業
を
中
心
に
暮
ら
し
と
生
産
と
生
活
が

一
体
化
し
た
運
営
を
し
て
い
る
。

働
く
の
は
初
代
か
ら
初
代
ま
で
刊
人
。

シ
フ
ト
体
制
で
、
通
常
庖
に
出
て
い
る
の

は
約
半
分
だ
。
豆
腐
の
加
工
販
売
、

レ
ス

ト
ラ
ン
の
料
理
、
直
売
な
ど
の
仕
事
を
分

担
し
て
手
掛
け
る
。

「
み
ん
な
責
任
を
持
っ
て
シ
フ
ト
し
て
い

る
。
子
ど
も
が
熱
を
出
し
た
り
、
お
葬
式

が
あ
る
と
い

っ
た
時
も
、
お
互
い
が
助
け

合
っ
て
う
ま
く
調
整
す
る
。
農
繁
期
の

4

月
下
旬

(
4
月
初
日
か
ら
初
日
)
は
休

み
。
田
起
こ
し
、
田
植
え
が
あ
り
ま
す
か

ら
」
と
代
表
の
北
川
静
子
さ
ん
。

ス
タ

ッ
フ
の
時
給
は

7
6
0
円
か
ら
9

0
0
円
。
売
上
は
年
間
約
8
5
0
0万
円

に
の
ぼ
る
。
直
売
所
の
営
業
は
9
時
か
ら

口
時
、
レ
ス
ト
ラ
ン
は
日
時
か
ら
日
時
ま

で
だ
。

レ
ス
ト
ラ
ン
で
使
う
食
材
は
、
村
で
栽

培
し
た
も
の
。
延
べ

4
0
0人
の
地
域
の

人
か
ら
、
地
元
の
食
材
を
年
間
1
0
3品

目
、
約
侃

t
買
い
入
れ
て
い
る
。
春
に
は

子
ど
も
た
ち
の
摘
ん
だ
土
筆
、
フ
キ
ノ
ト

ウ
を
買
い
上
げ
、

学
校
と
連
携
し
て
体
験

と
お
小
遣
い
に
つ
な
げ
る
取
組
み
も
。
村

の
自
然
が
豊
か
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と

だ
。食

材
の
メ
イ
ン
は
、
お
庖
の
名
前
に
も

な
っ
て
い
る
豆
。
豆
腐
、
お
か
ら
、
田

楽
、
お
あ
げ
、
厚
揚
げ
、
ひ
ょ
う
ず

(が

ん
も
ど
き
)
、

豆
乳
、
豆
味
噌
、
茄
で
大

豆
、
き
な
こ
を
使
っ
た
お
菓
子
、
お
か
ら

の
ド
ー
ナ
ツ
な
ど
豆
類
の
商
品
の
数
々
。

ど
れ
も
が
好
評
だ
。
豆
腐
は
、
一
般
の
ス

ー
パ
ー
に
並
ぶ
も
の
よ
り
倍
以
上
大
き

い
。
お
揚
げ
も
は
ち
き
れ
そ
う
な
ふ
く
ら

み
と
、
つ
や
や
か
さ
を
た
た
え
て
い
る
。

ま
た
、

豆
腐
や
味
噌
な
ど
の
加
工
品
を
学

校
給
食
に
も
納
入
し
て
い
る
。

レ
ス
ト
ラ
ン
の
裏
に
加
工
所
が
あ
り
、

で
き
た
て
が
並
ぶ
。
で
き
た
て
は
お
目
当

て
の
常
連
客
に
次
々
と
売
れ
て
い
く
。
豆

の
豊
か
な
味
わ
い
と
触
感
、

や
さ
し
い
う

ま
み
が
口
の
中
で
ふ
く
ら
む
。
こ
ん
な
に

も
豆
腐
が
、
包
容
力
の
あ
る
滋
味
に
満
ち

て
い
る
の
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
だ
。

「集
落
営
農
組
織
の
丹
生
営
農
組
合

(
2

0
0
4年
設
立
、
構
成
1
7
3人、

1
2

0
M
)
に
、
転
作
の
農
地
で
大
豆
栽
培
を

し
て
も
ら
い
、
そ
の
う
ち
却
凶
の
大
豆
を

1
同
1
9
6
円
で
M
t買
い
上
げ
て
、
そ

れ
を
加
工
し
て
販
売
し
て
い
ま
す
」
と
北

川
さ
ん
。

レ
ス
ト
ラ
ン
は
河
席
。
季
節
の
料
理
が

大
き
な
木
の
テ
ー
ブ
ル
に
並
ぶ
。
好
き
な

も
の
を
チ
ヨ
イ
ス
す
る
バ
イ
キ
ン
グ
方
式

が
メ
イ
ン
だ
。
比
時
か
ら
同
時
ま
で
は
、

お
菓
子
や
お
ま
か
せ
定
食
を
出
し
て
い

る
。
料
理
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
器
が
バ
ラ

エ
テ
ィ
豊
か
だ
。
よ
く
み
る
と
い
ろ
ん
な

も
の
が
あ
り
、
庖
を
開
く
と
き
、
み
ん
な

が
家
庭
に
あ
っ
た
も
の
を
持
ち
寄
っ
て
揃

え
た
の
だ
と
い
う
。

代
表
の
北
川
さ
ん
は
旧
勢
和
村
の
職
員

だ
っ
た
。
当
時
の
村
長
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
に
熱
心
で
、
花
を
植
え
て
イ
ベ
ン
ト

を
し
よ
う
と
み
ん
な
が
集
ま
っ
た
の
が
庖

づ
く
り
の
き
っ
か
け
。
1
口
5
万
円
で
お

人
が
1
0
5
0
万
円
を
出
資
。
村
の
農
産

物
・
暮
ら
し
・
四
季
の
作
物
、
風
景
を
う

ま
く
つ
な
ぎ
、

農
業
と
物
づ
く
り
の
技
術

を
存
続
さ
せ
よ
う
と
「
ま
め
や
」
が
誕
生

し
た
。
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