
-
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

「幸
福
な
田
舎
の
つ
く
り
か
た

1
地
域
の
誇
り
が

人
を
つ
な
ぎ
、
小
さ
な
経
済
を
動
か
す
』
(
学
芸

出
版
)
「実
践
1

田
舎
力
小
さ
く
て
も
経
済
が
回

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

加
高
知
県
高
岡
郡
四
万
十
町

「
桐
島
畑
」

-28
知
県
・
四
万
十
川
流
域
の
山
間
地

-EF
l
・
5
凶
の
畑
で
、
無
農
薬
・
無

化
学
肥
料
で
野
菜
万
種
類
を
栽
培
。
日
1

日
種
類
の
季
節
の
野
菜
を
詰
め
合
わ
せ
、

初

1
判
軒
の
個
人
や
レ
ス
ト
ラ
ン
に
宅
配

で
販
売
し
て
い
る
の
は
、
「
桐
島
畑
」
の

桐
島
正
一
さ
ん
、
美
郷
さ
ん
ご
夫
妻
だ
。

「
送
ら
れ
た
野
菜
で
創
作
料
理
を
作
る
と

い
う
個
人
の
方
が
多
い
。
顔
が
見
え
、
食

べ
方
に
あ
っ
た
形
の
売
り
方
で
す
」
と
美

郷
さ
ん
。

3
年
前
か
ら
は
、
加
工
場
を
作
り
、
生

萎
を
使
っ
た
ジ
ン
ジ
ャ
ー
シ
ロ

ッ
プ
も
売

り
出
し
、
こ
ち
ら
も
好
評
だ
。

野
菜
は
大
根
、
菜
花
、
ニ
ン
ジ
ン
、
ゴ

ボ
ウ
、
ヵ
ブ
、
レ
タ
ス
、
ほ
う
れ
ん
草
、

つ
る
む
ら
さ
き
、
か
ら
し
菜
、

空
心
菜
、

モ
ロ
ヘ
イ
ヤ
、
な
が
な
す
、
み
ず
な
す
な

ど
、
様
々
な
種
類
を
栽
培
し
て
い
る
。

同
じ
野
菜
を
同
じ
畑
に
大
量
に
作
る
の

で
は
な
く
、
畝
ご
と
に
畑
の
条
件
や
季
節

や
時
期
を
見
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
野
菜

を
作
付
し
て
い
く
。

種
は
叩
%
が
自
家
採
取
。
昔
な
が
ら
の

手
法
で
自
分
で
栽
培
を
し
た
野
菜
か
ら
種

を
採
取
し
、
実
り
や
形
の
い
い
も
の
を
選

抜
し
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
り
「
桐
島
畑」

に
合
っ
た
独
自
の
個
性
的
な
野
菜
が
生
ま

れ
る
。

県
内
外
の
消
費
者
に
好
評
で
、
毎
年
、

順
調
に
売
り
上
げ
を
伸
ば
し
て
い
る
。

も
と
も
と
、
桐
島
さ
ん
は
、
ナ
ス
を
中

心
に
栽
培
を
し
て
い
た
。
多
く
の
農
家
と

同
じ
よ
う
に
一
つ
の
野
菜
を
大
量
に
収
穫

す
る
や
り
方
で
、
そ
れ
を
市
場
に
出
荷
し

て
い
た
。

「
自
分
の
思
い
の
あ
る
も
の
を
作
り
た

い
。
そ
れ
で
凶
年
前
か
ら
有
機
農
業
を
始

め
ま
し
た
。
最
初
は
収
量
が
採
れ
ず
、
う

ま
く
作
れ
な
か

っ
た
。
や
っ
と
自
分
の
野

菜
を
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
凶
年
前

か
ら
。
昔
の
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
や
り
方
を
そ
の
ま
ま
や
れ
ば
い
い
と
わ

か
っ
た
。
野
菜
を
ょ
う
作
れ
ん
と
思
っ
て
、

放
っ
て
お
い
た
も
の
が
畑
の
隅
で
育
っ
て

い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
野
菜
の
力
を
借
り

て
、
水
や
肥
料
を
や
れ
ば
い
い
。
野
菜
を

見
て
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
作
れ
ば
い
い
。

土
壌
の
悪
い
と
こ
ろ
に
は
稲
や
豆
を
植
え

る
。
畑
を
見
て
判
断
し
て
種
を
ま
く
ん
で

す」
最
初
は
、
こ
だ
わ
り
の
野
菜
を
扱
う
業

者
へ
の
販
売
が
主
だ
っ
た
。
今
の
よ
う
に

多
彩
な
野
菜
を
個
人
に
直
接
販
売
す
る
と

い
う
形
は
、
美
郷
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
か
ら

だ
っ
た
。

美
郷
さ
ん
は
高
知
出
身
。
若
い
時
に
東

京
に
出
て
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
を
し
、
そ
の

後
、
世
田
谷
で
小
さ
な
料
理
庖
を
し
て
い

た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
桐
島
さ
ん
の
畑
の

野
菜
が
販
売
さ
れ
て
い
る
の
を
他
の
庖
で

見
つ
け
、
そ
の
野
菜
の
力
強
さ
に
感
銘
し

て
、
現
地
ま
で
出
か
け
た
。
そ
し
て
お
互

い
に
一
目
ほ
れ
で
結
婚
。
栽
培
か
ら
販
売

を
つ
な
ぐ
共
同
作
業
が
始
ま
っ
た
。

有
機
農
業
で
栽
培
し
て
も
、
業
者
に
卸

す
だ
け
で
は
、
市
場
と
同
じ
よ
う
に
同
一

の
野
菜
を
で
き
る
だ
け
多
く
求
め
ら
れ
る
。

美
郷
さ
ん
は
、
季
節
ご
と
の
野
菜
を
農

家
か
ら
直
接
買
う
消
費
者
が
東
京
に
は
い

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
結
婚
か
ら
し
ば

ら
く
、
東
京
の
庖
を
残
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ま
で
の
常
連
客
や
マ
ス
コ
ミ
関

係
者
に
声
を
か
け
、
桐
島
さ
ん
の
野
菜
を

料
理
し
て

P
R
し
た
。
そ
こ
か
ら
個
人
の

購
入
者
が
増
え
、
現
在
の
販
売
の
形
が
生

ま
れ
た
。


