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日本文明研究所の第4回シンポジウムが、2016年5月24日、東京渋谷の日本経済大学で行われました。登壇者は、海外
でも人気の日本酒ブランド「獺祭」の蔵元・旭酒造（株）代表取締役社長の桜井博志氏と、皇學館大学非常勤講師の竹
田恒泰氏、国税庁醸造試験所の鑑定官を経て現在日本薬科大学特任教授、東京大学名誉教授の北本勝ひこ氏。開会を前
に、会場に冷えた「獺祭」が振る舞われ、心地よい空気の中、北本氏が「日本酒と私の麴菌人生」を講演。その後、猪
瀬所長の司会で「日本酒はなぜうまいのか？～和食が世界をリードする」をテーマに、『古事記』から日本酒の世界進出
まで、幅広く語られました。その一部を載録します。

第４回シンポジウム報告　特別講演

日本薬科大学特任教授　北本勝ひこ氏

写真提供：旭酒造

日本酒と私の麹菌人生
ごあいさつ

理事長 都築仁子
わが国は瑞穂の国とも申しまし
て、稲穂から生まれた日本酒は、
神事においても重要な役割を果
たし、今日まで発展して参りま
した。日本食は、世界文化遺産
にも選ばれておりますが、日本
文明研究所にとりましては、日
本酒を語るということは、大変
長い歴史と伝統に裏打ちされた
文化について考えるということ
でもあります。今回のニューズ
レターでは、日本酒をテーマに
した第４回シンポジウムについ
てまとめております。どうぞお
楽しみくださいませ。

　

今
日
は
、
麹
菌
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
さ
ん
は
日
本
酒
に

つ
い
て
は
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
麹

菌
に
つ
い
て
詳
し
い
方
は
さ
ほ
ど
多
く
な

い
で
し
ょ
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
料
理
、
中
華
料
理
に
比
べ
て

何
が
和
食
の
特
徴
か
と
言
え
ば
、「
う
ま

味
」
で
す
。
そ
の
味
の
ベ
ー
ス
と
な
る
の

は
、
味
噌
や
し
ょ
う
ゆ
、
み
り
ん
な
ど
の

う
ま
味
を
含
ん
だ
調
味
料
で
す
。
こ
れ
ら

に
共
通
す
る
の
は
麹
で
あ
り
、
麹
菌
で
す
。

す
な
わ
ち
、
和
食
の
う
ま
味
の
キ
ー
プ
レ

イ
ヤ
ー
は
麹
菌
な
の
で
す
。

　

私
は
そ
の
麹
菌
ひ
と
筋
で
長
年
、
研
究

を
続
け
て
参
り
ま
し
た
。
二
十
数
年
間
、

東
京
・
北
区
滝
野
川
に
あ
っ
た
醸
造
試
験

所
に
勤
務
し
、
そ
の
間
、
福
岡
、
仙
台
の
国

税
局
で
、
お
酒
の
鑑
定
官
も
務
め
ま
し
た
。

　

九
五
年
か
ら
東
京
大
学
に
助
教
授
と
し

て
移
り
、
基
礎
的
な
生
物
学
的
研
究
に
軸

足
を
移
し
て
現
在
に
至
り
ま
す
。
醸
造
試

験
所
で
は
、
日
本
酒
造
り
に
必
要
な
清
酒

酵
母
と
麹
菌
と
い
う
二
つ
の
微
生
物
を
研

究
し
ま
し
た
。
清
酒
酵
母
の
開
発
（
育

種
）
に
も
携
わ
り
、
そ
の
成
果
の
一
つ
に
、

一
昨
年
よ
り
醸
造
協
会
か
ら
頒
布
さ
れ
て

い
る
協
会
酵
母
一
九
〇
一
号
が
あ
り
ま
す
。

尿
素
非
生
産
性
高
エ
ス
テ
ル
生
成
酵
母
と

い
う
、
尿
素
を
つ
く
ら
な
い
酵
母
で
す
。
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酒
造
り
に
は

麹
が
欠
か
せ
な
い

　

麹
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
酒
造
り

に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。
麹
菌
を
掻
き

と
っ
て
寒
天
培
地
に
置
い
て
顕
微
鏡
で
見

る
と
糸
状
の
細
長
い
細
胞
が
つ
な
が
っ
て
、

も
や
し
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
て
き
ま
す
。

そ
れ
が
理
由
で
は
な
い
の
で
す
が
、
麹
の

種
麹
の
こ
と
を
「
も
や
し
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
近
年
、
和
食
が
健
康
に
よ
い
と
世

界
的
に
注
目
さ
れ
て
お
り
、
和
食
に
含
ま

れ
る
麹
菌
自
体
も
健
康
に
よ
い
機
能
を
持

つ
こ
と
が
少
し
ず
つ
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
本
題

に
戻
り
、
日
本
酒
の
造
り
方
か
ら
お
話
し

し
ま
し
ょ
う
。
酒
造
り
の
教
科
書
に
書
か

れ
て
い
る
、
有
名
な
こ
と
わ
ざ
に
「
一
麹
、

二
酛も
と

、
三
造
り
」
が
あ
り
ま
す
。
酒
造
り

で
は
麹
が
い
ち
ば
ん
大
事
と
い
う
わ
け
で

す
。

　

お
酒
の
原
料
は
お
米
で
す
。
精
米
し
て

米
を
洗
っ
て
水
に
漬
け
て
、
そ
れ
を
蒸
す

と
蒸
米
が
で
き
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
二

〇
％
が
麹
造
り
に
使
わ
れ
、
残
り
の
八

〇
％
は
酒
母
や
も
ろ
み
の
仕
込
み
に
使
わ

れ
ま
す
。
酒
母
は
ス
タ
ー
タ
ー
で
す
。
例

え
ば
一
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
仕
込
み
を

す
る
場
合
、
七
％
、
つ
ま
り
七
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
相
当
の
米
を
小
さ
い
タ
ン
ク
に
入
れ

て
、
清
酒
酵
母
を
純
粋
培
養
し
て
酒
母
と

し
ま
す
。
酒
母
は
二
週
間
ほ
ど
か
か
っ
て

で
き
上
が
り
ま
す
。
そ
れ
を
使
っ
て
も
ろ

み
の
本
仕
込
を
三
回
に
わ
け
て
や
る
。
も

ろ
み
仕
込
み
が
終
わ
る
と
一
カ
月
ほ
ど
で

ア
ル
コ
ー
ル
分
一
八
％
位
の
お
酒
が
で
き

上
が
り
、
そ
れ
を
圧
搾
・
ろ
過
し
て
透
明

な
日
本
酒
が
完
成
し
ま
す
。

　

発
酵
だ
け
で
で
き
る
主
な
醸
造
酒
と
し

て
は
、
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
、
日
本
酒
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
日
本
酒
は
、
並

行
複
発
酵
と
い
う
一
番
複
雑
な
製
造
方
法

を
取
り
ま
す
。
ワ
イ
ン
は
単
行
発
酵
と
い

っ
て
原
料
の
ぶ
ど
う
中
の
グ
ル
コ
ー
ス
や

果
糖
と
い
っ
た
糖
を
そ
の
ま
ま
酵
母
が
発

酵
し
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
に
な
り
、
で
き
上

が
り
ま
す
。

　

ビ
ー
ル
は
、
大
麦
の
で
ん
ぷ
ん
を
糖
化

す
る
の
で
す
が
、
麦
芽
を
使
っ
て
麦
芽
中

の
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
に
よ
り
、
で
ん
ぷ
ん
を
グ

ル
コ
ー
ス
に
す
る
糖
化
工
程
を
前
段
階
で

行
い
ま
す
。
で
き
た
甘
い
汁
（
麦
汁
）
を

ろ
過
し
、
透
明
に
な
っ
た
液
体
を
ビ
ー
ル

酵
母
で
発
酵
し
ま
す
。
糖
化
と
発
酵
の
工

程
が
分
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
単
行
複
発

酵
と
言
い
ま
す
。

世
界
的
に
も
複
雑
な
発
酵

技
術
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
酒

　

対
す
る
日
本
酒
は
も
っ
と
複
雑
で
す
。

も
ろ
み
の
タ
ン
ク
内
で
お
米
か
ら
グ
ル
コ

ー
ス
を
作
る
の
で
す
が
、
で
き
た
グ
ル
コ

ー
ス
を
清
酒
酵
母
が
で
き
た
そ
ば
か
ら
発

酵
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
に
し
て
い
く
並
行
複

発
酵
と
い
う
形
を
取
り
ま
す
。

　

ビ
ー
ル
の
五
％
、
ワ
イ
ン
の
一
〇
％
に

対
し
て
、
日
本
酒
は
二
〇
％
と
い
う
非
常

に
濃
度
の
高
い
ア
ル
コ
ー
ル
が
で
き
る
の

で
す
が
、
そ
れ
は
巧
み
な
発
酵
技
術
ゆ
え

で
す
。
使
わ
れ
て
い
る
お
米
に
は
二
種
類

あ
り
、
酒
米
（
酒
造
好
適
米
）
と
食
用
米
の

両
方
が
使
わ
れ
ま
す
。

　

酒
米
と
い
う
の
は
酒
造
り
専
用
の
米
で

す
。
我
々
が
食
べ
て
い
る
食
用
米
は
、
千

粒
で
二
二
グ
ラ
ム
ぐ
ら
い
な
の
に
対
し
て
、

酒
米
の
山
田
錦
は
二
六
・
五
グ
ラ
ム
と
ふ

た
回
り
ほ
ど
大
き
い
。

　

よ
く
見
る
と
、
真
ん
中
に
白
く
乳
白
色

に
見
え
る
心
白
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
が
あ
る
と
麹
菌
が
繁
殖
し
や

す
く
、
よ
い
麹
が
で
き
ま
す
。
酒
米
で
は

山
田
錦
が
一
番
有
名
で
、
吟
醸
酒
な
ど
に

よ
く
使
わ
れ
ま
す
。「
山
田
錦
三
五
％
」

と
表
示
さ
れ
て
い
る
吟
醸
酒
で
は
、
玄
米

を
精
米
機
で
外
側
か
ら
六
五
％
削
っ
た
、

三
五
％
精
米
の
白
米
が
使
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
時
に
ぬ
か
が
大
量
に
発
生
し
ま

す
か
ら
、
せ
ん
べ
い
に
使
わ
れ
た
り
、
米

ぬ
か
の
化
粧
品
な
ど
に
し
ま
す
。
獺
祭
さ

ん
で
は
、
神
戸
屋
パ
ン
と
共
同
で
大
吟
醸

の
ぬ
か
で
米
粉
パ
ン
を
作
っ
て
い
て
、
米

の
も
ち
も
ち
し
た
食
感
が
あ
る
お
い
し
い

パ
ン
が
焼
き
あ
が
る
そ
う
で
す
。

　

な
ぜ
精
米
す
る
か
と
い
う
と
、
味
が
悪

く
な
る
か
ら
で
す
。
我
々
が
食
べ
て
い
る

飯
米
は
玄
米
か
ら
一
割
ほ
ど
削
っ
た
も
の

で
す
。

　

玄
米
食
は
ミ
ネ
ラ
ル
、
た
ん
ぱ
く
質
、

脂
質
な
ど
栄
養
が
豊
富
で
す
が
、
そ
の
栄

養
の
部
分
が
、
酒
の
味
に
と
っ
て
は
マ
イ

ナ
ス
と
な
る
の
で
削
る
の
で
す
。
日
本
酒

全
体
の
平
均
で
は
三
割
ほ
ど
削
っ
た
も
の

に
な
り
ま
す
が
、
最
近
ブ
ー
ム
の
吟
醸
酒

で
は
半
分
く
ら
い
削
り
ま
す
。

　

吟
醸
酒
に
は
表
示
基
準
が
あ
り
四
割
以

上
削
ら
な
い
と
吟
醸
酒
と
は
呼
べ
ま
せ
ん
。

精
米
を
す
る
ほ
ど
で
ん
ぷ
ん
の
純
度
が
あ

が
り
、
い
い
酒
が
で
き
ま
す
。
脂
質
、
た

ん
ぱ
く
質
が
少
な
く
な
り
、
吟
醸
香
が
出

や
す
く
味
わ
い
も
繊
細
に
な
る
と
い
う
こ

と
が
経
験
的
に
実
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
大
吟
醸
は
五
割
以
上
削
り
ま

す
。
麹
に
は
糖
化
力
が
高
く
、
た
ん
ぱ
く
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分
解
能
力
が
低
く
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
味
と

な
る
よ
う
吟
醸
専
用
の
麹
菌
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
も
ろ
み
も
低
温
で
長
期
間
発
酵

す
る
な
ど
、
仕
込
み
に
工
夫
を
す
る
こ
と

で
フ
ル
ー
テ
ィ
ー
な
香
り
と
繊
細
な
味
わ

い
の
吟
醸
酒
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

麹
の
用
途
は
、
医
薬
、

洗
剤
ま
で
に
わ
た
る

　

種
麹
の
こ
と
を
「
も
や
し
」
と
呼
び
ま

す
が
、
も
や
し
に
も
様
々
な
種
類
が
あ
り

ま
す
。
八
百
屋
さ
ん
で
売
ら
れ
て
い
る
も

の
だ
と
一
〇
〇
円
く
ら
い
で
す
が
、
酒
造

り
の
大
吟
醸
用
で
あ
れ
ば
桐
箱
に
入
っ
て

一
万
円
く
ら
い
し
ま
す
。
中
を
開
け
る
と

種
麹
が
入
っ
て
い
て
、
緑
色
の
麹
菌
の
胞

子
が
い
っ
ぱ
い
付
い
て
い
る
も
の
が
見
え

ま
す
。
こ
の
も
や
し
を
蒸
米
に
ふ
り
か
け
、

二
日
ぐ
ら
い
か
け
て
白
い
色
の
麹
を
作
っ

て
仕
込
み
に
使
う
の
で
す
。

　

麹
菌
は
日
本
酒
、
み
り
ん
、
し
ょ
う
ゆ
、

味
噌
、
甘
酒
な
ど
日
本
で
は
日
常
で
使
わ

れ
る
和
食
の
立
役
者
で
す
。
実
際
に
は
食

品
以
外
で
も
古
く
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
タ
カ
ジ
ア
ス
タ
ー

ゼ
と
い
う
胃
腸
薬
が
そ
う
で
す
。
夏
目
漱

石
の
『
我
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
も
出
て
き

ま
す
が
、
高
峰
譲
吉
博
士
が
一
〇
〇
年
以

上
前
に
発
明
し
、
消
化
剤
と
し
て
今
で
も

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
洗

剤
の
中
に
は
油
汚
れ
を
落
と
す
リ
パ
ー
ゼ

と
い
う
酵
素
剤
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
、
麹
菌
を
使
っ
て
遺
伝
子
組
換
え
に

よ
り
作
ら
れ
た
も
の
が
、
世
界
中
で
使
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

麹
菌
に
は
健
康
や
美
容
な
ど
に
も
良
い

機
能
が
あ
る
こ
と
が
、
研
究
が
少
な
い
な

が
ら
も
、
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
も

っ
と
日
本
国
民
に
知
っ
て
も
ら
い
た
く
、

日
本
薬
科
大
学
で
「
あ
ま
ざ
け
プ
ロ
ジ
ェ

北
本
勝
ひ
こ

（
き
た
も
と
か
つ
ひ
こ
）

一
九
五
〇
年
、
神
奈
川
県
生
ま
れ
。

東
京
大
学
農
学
部
を
卒
業
後
、
国
税

庁
醸
造
試
験
所
の
研
究
員
と
な
る
。

福
岡
国
税
局
お
よ
び
仙
台
国
税
局
で

鑑
定
官
、
醸
造
試
験
所
主
任
研
究
員

を
経
て
、
九
六
年
よ
り
東
京
大
学
農

学
生
命
科
学
研
究
科
教
授
。
現
在
、

東
京
大
学
名
誉
教
授
。
日
本
薬
科
大

学
特
任
教
授
。
日
本
農
芸
化
学
会
功

績
賞
を
は
じ
め
受
賞
歴
多
数
。

ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
て
い
ま
す
。
甘
酒
は
、

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
や
花
粉
症
に
も
効
果

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
一
般
の

日
本
人
の
評
価
や
認
知
度
は
極
め
て
低
い

の
が
現
状
で
す
。
最
近
は
ヨ
ー
グ
ル
ト
が

人
気
で
、
乳
酸
菌
の
研
究
は
非
常
に
多
い

の
で
す
が
、
麹
菌
は
そ
の
一
〇
〇
〇
分
の

一
く
ら
い
し
か
な
く
残
念
に
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
二
〇
二
五
年
に
は
甘
酒
の

生
産
消
費
量
が
ヨ
ー
グ
ル
ト
の
一
〇
％
以

上
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
実

際
、
甘
酒
に
は
ヨ
ー
グ
ル
ト
と
同
じ
か
そ

れ
以
上
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
麹
菌
人
生
は
、
そ

の
研
究
と
普
及
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
に
費

や
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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日
本
酒
─

そ
の
お
い
し
さ
の
変
遷

猪
瀬
　
会
場
の
皆
さ
ん
に
も
試
飲
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
い
か
が
で
し
た
か
？　

「
獺
祭
」
に
は
辛
味
と
甘
味
と
渋
味
が
同

時
に
広
が
る
よ
う
な
、
味
の
幅
が
あ
り
ま

す
よ
ね
。

竹
田
　
味
が
あ
り
香
り
も
華
や
か
な
純
米

大
吟
醸
で
す
ね
。

桜
井
　「
獺
祭
」
の
前
は
、
爽
や
か
で
す

ら
っ
と
し
た
、
香
り
が
立
つ
味
の
な
い
酒

が
持
て
囃
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
社
会
情

勢
と
と
も
に
、
味
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。
お
い
し
さ
は
時
代
に
そ
っ
て
変
わ
っ

て
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

猪
瀬
　
新
潟
の
「
越
乃
寒
梅
」
の
ブ
ー
ム

ぐ
ら
い
か
ら
、
お
酒
の
飲
み
方
が
変
わ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
今
は
い
い
お
酒

を
「
冷
酒
」
で
飲
み
ま
す
が
、
そ
れ
以
前

は
、
燗
を
つ
け
ず
瓶
か
ら
茶
碗
に
つ
ぐ
の

は
「
ひ
や
ざ
け
」
と
、
割
と
蔑
ん
で
呼
ば

れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
日
本
酒
の
特
級
、

一
級
、
二
級
と
い
う
級
別
制
度
が
、
一
九

八
九
年
の
酒
税
法
改
正
で
廃
止
さ
れ
、
大

吟
醸
、
吟
醸
、
純
米
酒
と
い
っ
た
表
示
基

準
が
で
き
た
。
精
米
歩
合
七
〇
％
以
下
は

本
醸
造
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
さ
ら

に
精
米
歩
合
六
〇
％
以
下
、
つ
ま
り
米
を

四
〇
％
も
削
る
の
が
吟
醸
、
五
〇
％
削
る

と
大
吟
醸
に
な
り
ま
す
。
昔
は
醸
造
用
ア

ル
コ
ー
ル
が
混
ぜ
ら
れ
た
質
の
悪
い
酒
も

あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
酒
税
法
改
正
が
、
日

本
酒
の
品
質
低
下
を
食
い
止
め
た
と
言
え

る
の
で
し
ょ
う
か
。

北
本　

級
別
制
度
は
作
り
手
の
申
告
制
で

し
た
が
、
改
正
後
の
表
示
基
準
に
は
明
確

な
規
定
が
あ
り
、
そ
の
点
で
は
品
質
の
向

上
に
一
役
買
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
醸
造
用
ア
ル
コ
ー
ル
を
添
加
す

る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
酒
の
品
質
を
下
げ

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
。
猪
瀬

さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
醸

造
ア
ル
コ
ー
ル
を
も
ろ
み
の
二
倍
加
え
た
、

三
倍
増
醸
清
酒

─
三
増
で
は
な
い
か
と 桜井博志　旭酒造社長

第4回シンポジウム　パネルディスカッション

日本酒は
なぜうまいのか？
和食が世界をリードする

モデレーター

猪瀬直樹

桜井博志氏 北本勝ひこ氏 竹田恒泰氏× ×
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思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
悪
酒
は
、
ほ
と
ん

ど
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。
た
だ
、
醸
造
用

ア
ル
コ
ー
ル
は
、
今
で
も
本
醸
造
に
は
少

量
入
っ
て
い
ま
す
。
本
醸
造
と
は
昔
な
が

ら
の
酒
で
、
江
戸
時
代
に
「
柱
焼
酎
」
と

い
う
、
米
焼
酎
等
を
添
加
し
ア
ル
コ
ー
ル

度
数
を
上
げ
る
こ
と
で
火
落
ち
し
に
く
く

し
た
製
法
の
流
れ
を
く
み
ま
す
。
ブ
レ
ン

デ
ィ
ッ
ド
ウ
イ
ス
キ
ー
の
カ
テ
ィ
ー
サ
ー

ク
も
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
す
。

猪
瀬
　
な
る
ほ
ど
、
伝
統
的
な
醸
造
ア
ル

コ
ー
ル
の
使
い
方
が
生
き
て
い
る
わ
け
で

す
ね
。
と
こ
ろ
で
「
獺
祭
」
は
二
三
％
ま

で
米
を
削
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
だ
か
も
っ

た
い
な
い
気
も
し
ま
す
が
、
お
い
し
さ
を

突
き
詰
め
る
と
、
そ
う
い
う
作
り
方
に
な

っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

桜
井
　
理
論
的
に
は
、
大
吟
醸
は
米
の
外

側
五
〇
％
を
取
り
除
け
ば
い
い
の
で
す
が
、

米
は
自
然
の
も
の
で
す
か
ら
、
ど
こ
に
真

中
が
あ
る
か
分
り
ま
せ
ん
。
五
〇
％
削
っ

て
も
、
糠
や
タ
ン
パ
ク
質
な
ど
、
除
き
た

い
も
の
が
残
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る

ん
で
す
。
山
田
錦
は
高
精
米
し
て
も
崩
れ

に
く
い
米
で
、
実
は
「
獺
祭　

磨
き　

そ

の
先
へ
」
と
い
う
、
二
三
％
以
上
削
っ
た

酒
も
作
っ
て
い
ま
す
。

猪
瀬
　
酒
造
り
に
は
様
々
な
工
程
が
あ
り

ま
す
が
、
究
極
の
お
い
し
さ
は
、
精
米
歩

合
の
シ
ビ
ア
な
数
字
に
比
例
す
る
と
考
え

て
い
い
わ
け
で
す
か
。

桜
井
　
そ
れ
だ
け
と
は
い
い
き
れ
な
い
で

す
が
、
結
果
と
し
て
磨
い
た
方
が
お
い
し

い
お
酒
が
生
ま
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
最
初
は
た
だ
た
だ
日
本
一
の
精
米
歩

合
を
目
指
し
て
磨
い
て
み
た
だ
け
で
し
た
。

酒
造
り
の
専
門
家
に
は
、
一
定
以
上
米
を

磨
く
こ
と
に
意
味
は
な
い
と
言
う
方
も
い

ま
し
た
。
で
も
実
際
作
っ
て
み
る
と
、
精

米
歩
合
が
低
い
酒
の
方
が
お
い
し
か
っ
た

し
、
料
理
に
も
合
い
ま
し
た
。

北
本　

数
十
年
前
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
制
御

の
精
米
機
が
で
き
て
、
五
〇
％
で
も
三

五
％
で
も
機
械
で
精
米
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
以
前
は
五
〇
％
ま
で
米
を
搗

く
の
に
、
約
三
日
間
精
米
杜
氏
が
搗
き
続

け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。
物
理
的
に

七
〇
〇
キ
ロ
ぐ
ら
い
の
小
さ
な
仕
込
み
が

限
界
で
し
た
。
今
日
の
「
獺
祭
」
の
お
い

し
さ
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
制
御
の
精
米

機
も
貢
献
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

桜
井
　
そ
う
し
た
技
術
革
新
に
加
え
て
、

日
本
人
が
日
本
酒
に
お
い
し
さ
を
求
め
出

し
た
こ
と
が
、
日
本
酒
を
変
え
て
き
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
酒
と
海
外
進
出
、

伝
統
と
技
術
革
新

猪
瀬
　
海
外
文
化
の
流
入
で
比
較
対
象
が

で
き
、
和
食
や
日
本
酒
に
新
た
に
お
い
し

さ
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。
和
食
は
二
〇
一
三
年
末
、
ユ

ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
な
り
ま
し
た
。

今
後
は
、
例
え
ば
ワ
イ
ン
と
日
本
酒
を
比

較
す
る
物
差
し
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
ね
。

桜
井
　
蔵
元
と
し
て
は
、
異
業
種
格
闘
戦

で
勝
っ
て
い
け
る
、「
絶
対
的
な
お
い
し

さ
」
を
目
指
し
て
い
く
し
か
な
い
で
す
ね
。

日
本
の
伝
統
的
な
文
化
だ
、
と
言
っ
た
と

こ
ろ
で
、
海
外
で
は
通
用
し
な
い
。
抵
抗

も
あ
り
ま
す
が
、
最
近
、
例
え
ば
フ
レ
ン

チ
の
帝
王
と
言
わ
れ
る
ロ
ブ
シ
ョ
ン
が

「
獺
祭
」
を
飲
ん
で
、「
一
瞬
で
恋
に
落
ち

た
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

猪
瀬
　「
獺
祭
」
を
輸
出
し
て
い
る
国
は

ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
で
す
か
。

桜
井
　
マ
ス
コ
ミ
的
に
は
二
〇
カ
国
と
言

っ
て
い
ま
す
が
、
一
、
二
ケ
ー
ス
か
ら
大

使
館
に
送
っ
て
い
る
所
も
含
め
れ
ば
一
〇

〇
カ
国
を
越
え
て
い
ま
す
。

竹
田
　
二
年
程
前
、
パ
リ
で
レ
ス
ト
ラ
ン

に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
日
本
酒
が
置
い
て
あ

り
ま
し
た
。
随
分
変
わ
っ
た
な
、
と
日
本

酒
を
オ
ー
ダ
ー
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
価

格
に
驚
き
ま
し
た
。
な
ん
と
ワ
ン
シ
ョ
ッ

ト
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
、
当
時
の
七
万
円
で
す
。

ボ
ト
ル
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
日
本
な
ら
一

升
瓶
で
数
千
円
の
お
酒
で
す
。
ど
の
よ
う

に
値
付
け
さ
れ
て
い
る
の
か
聞
い
た
と
こ

ろ
、
仕
入
れ
価
格
は
関
係
な
い
、
こ
の
酒

は
こ
の
値
段
で
出
す
に
値
す
る
味
な
の
だ

と
。
今
後
、
欧
米
の
金
持
ち
が
日
本
酒
の

魅
力
に
気
づ
き
、
国
際
価
格
が
ど
ん
ど
ん

上
っ
て
、
ロ
マ
ネ
・
コ
ン
テ
ィ
の
よ
う
に

一
本
数
十
万
み
た
い
な
こ
と
に
な
っ
た
ら
、

多
く
の
日
本
人
が
日
本
酒
を
飲
め
な
く
な

る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
ま
す

（
笑
）。
海
外
に
日
本
酒
の
魅
力
が
伝
わ
る

こ
と
が
う
れ
し
い
反
面
、
酒
蔵
の
仕
込
み

量
は
決
ま
っ
て
い
て
、
急
に
二
倍
、
三
倍

と
は
造
れ
ま
せ
ん
か
ら
。

猪
瀬
　「
獺
祭
」
は
海
外
で
い
く
ら
ぐ
ら

い
で
飲
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
か
。

桜
井
　
ア
メ
リ
カ
で
二
倍
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
四
倍
近
い
金
額
で
す
。
仕
入
れ
価
格
は

関
係
な
い
と
の
話
で
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス

の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
大
抵
、
仕
入
れ
価
格

の
三
倍
を
か
け
ま
す
か
ら
、
単
純
計
算
で

「
獺
祭
」
も
日
本
で
買
う
十
二
倍
の
価
格

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

竹
田
　
逆
に
言
え
ば
、
日
本
酒
は
、
ロ
マ
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身
は
、
機
械
で
切
る
よ
り
人
の
方
が
お
い

し
く
切
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
微
妙

な
作
業
は
、
人
の
方
が
う
ま
い
ん
で
す
よ
。

『
古
事
記
』
で

神
事
だ
っ
た
酒
造
り

猪
瀬
　
北
本
さ
ん
、
そ
も
そ
も
鑑
定
官
は

国
税
庁
の
管
轄
で
す
ね
。
最
近
、
第
三
の

ビ
ー
ル
の
影
響
で
酒
税
は
少
し
減
り
一
・

四
兆
円
、
煙
草
は
小
売
価
格
が
上
っ
た
た

め
二
・
二
兆
円
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
消
費

税
の
一
％
近
い
大
き
な
税
源
で
す
。

北
本　

ド
イ
ツ
に
は
ビ
ー
ル
の
醸
造
法
が

あ
り
ま
す
が
、
日
本
は
酒
税
法
で
、
酒
造

法
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
八
九
年
の
酒

税
法
改
正
は
、
大
変
革
で
し
た
。
し
か
し

そ
も
そ
も
が
酒
税
法
で
す
か
ら
、
質
の
い

い
酒
を
造
ろ
う
と
い
う
発
想
よ
り
、
い
か

に
税
金
を
負
担
さ
せ
る
か
に
主
眼
が
置
か

れ
ま
す
。
日
本
酒
業
界
は
ひ
と
え
に
、
旭

酒
造
を
は
じ
め
、
全
国
の
蔵
元
が
一
生
懸

命
に
い
い
お
酒
を
造
り
続
け
る
こ
と
で
、

品
質
が
上
っ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

猪
瀬
　
二
〇
一
五
年
に
は
規
格
が
厳
格
化

さ
れ
、
日
本
産
の
米
を
使
っ
た
、
国
内
生

産
の
も
の
の
み
、
日
本
酒
と
表
示
で
き
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ネ
・
コ
ン
テ
ィ
と
並
ぶ
価
格
で
取
引
さ
れ

る
だ
け
の
価
値
が
あ
る
。
し
か
し
、
お
い

し
い
お
酒
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日

本
酒
ブ
ー
ム
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
国
内

で
は
毎
年
数
％
ず
つ
消
費
量
が
下
っ
て
い

る
状
況
で
す
よ
ね
。

桜
井
　
今
ま
で
日
本
酒
の
お
客
さ
ん
と
思

っ
て
い
た
団
塊
の
世
代
以
上
が
、
焼
酎
に

行
っ
た
き
り
帰
っ
て
こ
な
い
状
況
で
す
。

日
本
酒
の
一
人
当
た
り
の
消
費
量
が
多
い

秋
田
、
新
潟
、
島
根
で
、
売
り
上
げ
が
落

ち
て
い
ま
す
。
一
方
東
京
は
、
微
増
な
が

ら
伸
び
て
い
る
。
若
い
世
代
が
日
本
酒
を

発
見
し
て
い
る
、
と
い
う
状
況
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

竹
田
　
私
は
、「
取
り
あ
え
ず
ビ
ー
ル
」

が
良
く
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
日
本
中
で

日
々
行
わ
れ
て
い
る
乾
杯
の
一
割
が
日
本

酒
に
な
る
だ
け
で
、
毎
年
数
％
ず
つ
の
減

少
は
下
げ
止
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
少
し

意
識
的
に
日
本
酒
を
飲
む
よ
う
に
す
る
、

「
と
り
あ
え
ず
ビ
ー
ル
」
を
や
め
る
と
い
う

こ
と
で
、
皆
様
い
か
が
で
し
ょ
う
か
（
笑
）。

猪
瀬
　
確
か
に
、
い
つ
か
ら
「
と
り
あ
え

ず
ビ
ー
ル
」
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

一
方
「
獺
祭
」
は
最
近
、
一
般
的
な
居
酒

屋
に
も
置
い
て
あ
り
ま
す
ね
。

桜
井
　
私
は
、「
幻
の
銘
酒
」
と
い
う
よ

う
な
希
少
性
に
よ
る
ブ
ラ
ン
ド
の
価
値
付

け
は
、
あ
く
ど
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で

き
る
限
り
「
獺
祭
」
を
飲
ん
で
も
ら
え
る

場
を
広
げ
、
徹
底
的
に
お
い
し
さ
で
勝
負

し
て
、
次
も
「
獺
祭
」
を
選
ん
で
も
ら
え

れ
ば
と
。
な
に
も
、
日
本
酒
業
界
が
エ
ル

メ
ス
の
マ
ネ
を
し
な
く
て
い
い
。

猪
瀬
　
山
口
県
の
一
酒
造
が
全
国
ブ
ラ
ン

ド
に
な
っ
た
ら
、
普
通
は
生
産
量
が
追
い

付
か
な
い
。
で
も
旭
酒
造
は
い
い
も
の
を

普
及
さ
せ
る
た
め
の
、
大
量
生
産
シ
ス
テ

ム
を
作
り
上
げ
、
高
級
店
だ
け
で
な
く
、

居
酒
屋
に
も
高
品
質
の
も
の
を
供
給
で
き

る
体
制
を
作
っ
て
き
た
。
ど
ん
な
伝
統
産

業
も
直
面
し
て
い
る
の
が
、
職
人
の
高
齢

化
と
後
継
者
問
題
で
す
。
杜
氏
も
例
外
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
旭
酒
造
に
は
若
い
人

た
ち
が
勤
め
て
い
ま
す
よ
ね
。
ま
た
伝
統

的
な
冬
仕
込
み
だ
け
で
な
く
、
夏
仕
込
み

の
酒
も
造
り
、
一
年
中
工
場
を
稼
働
さ
せ

る
シ
ス
テ
ム
が
整
っ
て
い
ま
す
。

桜
井
　
旭
酒
造
の
社
員
の
平
均
年
齢
は
、

二
六
・
九
歳
で
す
。
以
前
は
、
夏
は
田
ん

ぼ
仕
事
を
し
、
閑
散
期
の
冬
場
は
杜
氏
に

出
る
と
い
う
よ
う
に
、
農
村
と
酒
蔵
が
リ

ン
ク
し
て
い
ま
し
た
。
で
も
杜
氏
制
度
は
、

日
本
経
済
の
発
展
で
、
農
村
と
と
も
に
崩

壊
し
ま
し
た
。
伝
統
を
守
り
新
規
参
入
を

排
除
す
れ
ば
、
産
業
は
細
り
ゆ
く
ば
か
り
。

日
本
酒
産
業
を
残
す
た
め
に
は
、
若
い
人

た
ち
に
酒
造
り
を
教
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
今
は
稲
作
中
心
の
生

活
で
は
な
く
、
日
本
が
持
つ
空
調
技
術
を

使
え
ば
、
夏
場
の
冷
蔵
管
理
も
容
易
で
す

か
ら
、
一
年
中
酒
造
り
を
す
る
の
が
合
理

的
な
選
択
で
す
。
技
術
を
追
い
、
品
質
を

高
め
て
い
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
世
界

と
い
う
壁
に
対
し
て
、
正
面
突
破
を
は
か

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
ま
で
日
本
酒
業
界
で
、
米
に
対
す
る

水
分
量
や
、
発
酵
過
程
、
麹
の
成
育
過
程

の
処
置
判
断
な
ど
、
杜
氏
の
勘
と
経
験
が

担
っ
て
き
た
と
こ
ろ
を
、「
獺
祭
」
は
デ
ジ

タ
ル
の
力
で
、
綿
密
に
数
値
化
し
て
い
ま

す
。
発
酵
の
度
合
い
を
日
々
数
値
で
叩
き

出
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
〇
・
一
度
単
位
の
微

妙
な
温
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
人
が
や
る
。
そ

こ
は
機
械
化
し
な
い
ん
で
す
。
例
え
ば
刺

北本勝ひこ　日本薬科大学特任教授
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値
段
も
高
い
山
田
錦
を
作
れ
ば
い
い
、
と

い
う
前
向
き
な
発
想
で
す
よ
ね
。

桜
井
　
そ
う
な
れ
ば
農
家
は
収
益
が
上
が

り
、
次
世
代
の
跡
継
ぎ
問
題
も
解
決
し
ま

す
。

猪
瀬
　
と
こ
ろ
で
竹
田
さ
ん
も
お
酒
を
造

っ
て
い
る
と
か
。

竹
田
　
は
い
。『
古
事
記
』
を
軸
に
日
本

を
学
ぶ
勉
強
会
の
一
環
で
、
酒
造
り
を
し

て
い
ま
す
。
非
売
品
で
す
が
、
純
米
吟
醸

酒
「
國
酒
禊
」
と
言
い
ま
す
。
日
本
は
稲

作
文
化
で
す
が
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
の
人

が
田
植
え
を
し
た
こ
と
も
、
お
酒
を
造
っ

た
こ
と
も
な
い
で
す
よ
ね
。
実
際
に
酒
造

り
を
体
験
す
る
こ
と
で
、
何
か
日
本
と
い

う
も
の
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、

種
も
み
を
撒
く
と
こ
ろ
か
ら
田
植
え
、
稲

刈
り
ま
で
完
全
無
農
薬
で
酒
米
を
育
て
、

酒
蔵
の
協
力
を
得
て
、
仕
込
み
か
ら
絞
り
、

瓶
詰
ま
で
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。『
古
事
記
』
は
日
本
最
古
の
歴
史
書

で
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
起
源

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
酒
造
り
は

神
事
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
二
〇
一
六
年
は
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
の
開

催
年
で
す
が
、
伊
勢
神
宮
で
は
毎
秋
、
今

年
の
五
穀
豊
穣
を
感
謝
し
来
年
の
豊
作
を

願
う
、
神
嘗
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

稲
は
「
命
の
根
」。
神
嘗
祭
は
来
年
、
日
本

人
が
命
を
長
ら
え
ら
れ
る
よ
う
、
神
に
祈

る
重
要
な
祭
で
す
。
神
様
の
怒
り
に
触
れ

る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
来
年
の
実
り

を
約
束
し
て
い
た
だ
け
な
い
。
神
前
に
は
間

違
い
の
な
い
お
米
、
お
酒
を
差
し
上
げ
な
く

て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
神
宮
で
は

神
主
自
ら
が
、
田
植
え
か
ら
お
酒
を
造
る

と
こ
ろ
ま
で
行
い
ま
す
。
白
酒
・
黒
酒
・
醴

酒
・
清
酒
と
い
う
、
四
種
類
の
お
酒
が
神

前
に
上
る
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
清
酒
以
外

は
、
神
宮
で
醸
し
ま
す
。
ま
た
醴
酒
は
、

神
主
が
自
ら
育
て
た
米
で
造
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
ぐ
ら
い
酒
は
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
酒

が
な
け
れ
ば
祭
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。

猪
瀬
　
北
本
さ
ん
、
ワ
イ
ン
は
一
度
発
酵
さ

せ
る
だ
け
で
で
き
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
比
べ

て
日
本
酒
の
工
程
は
、
麹
を
成
育
し
、
酒

母
、
も
ろ
み
の
仕
込
み
等
、
複
雑
で
す
ね
。

北
本　

ワ
イ
ン
は
工
程
が
シ
ン
プ
ル
な
分
、

原
料
の
ぶ
ど
う
の　

が
品
質
に
直
接
影
響

し
ま
す
。
一
方
の
日
本
酒
は
、
確
か
に
酒

造
り
の
技
術
が
重
要
で
す
ね
。
そ
の
た
め
、

私
が
醸
造
試
験
所
に
い
た
頃
、
極
端
な
話
、

米
は
山
田
錦
に
拘
ら
ず
と
も
日
本
晴
で
も

充
分
い
い
お
酒
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま

し
た
。
科
学
的
な
成
分
と
し
て
は
、
山
田

錦
も
日
本
晴
も
差
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で

す
。
た
だ
何
十
年
も
経
て
見
る
と
、
山
田

錦
で
作
っ
た
酒
の
方
が
お
い
し
い
。
科
学

北
本　

こ
れ
は
は
じ
め
て
の
酒
造
法
的
な

概
念
と
言
え
ま
す
ね
。
日
本
酒
は
外
国
で

も
た
く
さ
ん
作
ら
れ
て
い
て
、
中
で
も
韓

国
に
は
最
も
規
模
の
大
き
な
工
場
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
造
ら
れ
た
も
の
は
、
二
〇

一
五
年
以
降
は
日
本
に
入
っ
て
き
て
も

「
清
酒
」
と
し
か
表
示
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

猪
瀬
　
こ
の
方
針
は
、
国
内
生
産
者
を
保

護
す
る
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
よ
ね
。
酒

米
の
生
産
農
家
を
増
や
さ
な
い
限
り
は
、

い
い
日
本
酒
も
造
れ
な
い
。

桜
井
　
山
田
錦
は
「
酒
米
の
帝
王
」
と
言

わ
れ
る
優
れ
た
米
で
す
が
、
生
産
量
を
増

や
す
こ
と
を
考
え
ず
に
、
現
状
の
枠
内
で

い
く
ら
新
た
な
方
針
を
立
て
て
も
、
新
規

参
入
が
阻
害
さ
れ
る
だ
け
。
発
展
性
が
な

い
で
す
よ
ね
。
山
田
錦
を
旭
酒
造
が
買
い

過
ぎ
て
い
る
、
と
非
難
さ
れ
る
の
で
す
が
、

そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
な
い
で
山
田
錦
の
生
産

量
を
増
や
し
て
欲
し
い
。
日
本
の
農
業
は

毎
年
八
万
ｔ
ず
つ
米
の
生
産
が
落
ち
て
い

る
状
況
で
す
か
ら
、
増
や
せ
ば
い
い
だ
け
の

話
で
す
。
山
田
錦
は
普
通
の
飯
米
よ
り
は

る
か
に
高
い
米
で
す
し
。
山
田
錦
は
兵
庫

県
で
は
三
農
協
だ
け
が
推
奨
農
協
と
な
っ

て
い
ま
す
。
が
、
ど
う
し
て
も
足
り
な
い
の

で
、
そ
れ
以
外
の
農
協
に
、
山
田
錦
を
作

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
頼
ん
だ
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
夕
方
、
全
農
の
部
長
か
ら
携

帯
に
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
、
勝
手
に
米
の

作
付
を
頼
む
の
は
や
め
て
ほ
し
い
と
。

猪
瀬
　
農
協
の
作
付
規
制
は
、
つ
ま
り
国

に
よ
る
規
制
で
す
よ
ね
。
こ
れ
か
ら
二
〇

二
〇
年
に
む
け
て
、
外
国
人
の
来
日
が
増

え
、
日
本
文
化
が
知
ら
れ
る
機
会
で
す
か

ら
、
阻
害
や
規
制
で
は
な
く
、
国
の
観
光

政
策
や
、
側
面
援
助
が
あ
る
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
ね
。　

桜
井
　
そ
う
し
た
攻
防
は
あ
り
つ
つ
も
、

今
は
新
潟
と
栃
木
で
も
山
田
錦
を
作
っ
て

も
ら
っ
て
い
て
、
昨
年
度
農
水
省
の
推
計

で
は
、
山
田
錦
が
六
二
万
六
〇
〇
〇
俵

（
三
万
七
〇
〇
〇
ｔ
）
に
な
り
ま
し
た
。
つ

い
先
頃
ま
で
三
〇
万
俵
台
前
半
だ
っ
た
の

で
、
倍
に
増
え
て
い
ま
す
。
国
内
の
米
の

生
産
量
は
、
八
〇
〇
万
ｔ
弱
で
す
か
ら
、

山
田
錦
は
〇
・
五
％
強
に
あ
た
り
ま
す
。

猪
瀬
　
耕
作
放
棄
地
な
ん
か
な
く
し
て
、

竹田恒泰氏
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的
な
数
値
の
差
が
微
小
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

結
果
に
差
が
で
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

猪
瀬
　
ゲ
ノ
ム
解
析
を
用
い
た
研
究
で
は
、

日
本
の
酒
造
り
で
使
わ
れ
て
い
る
麹
菌
が
、

日
本
独
自
の
黴か
び

だ
と
分
か
っ
た
と
か
。

北
本　

は
い
。
ゲ
ノ
ム
解
析
の
遺
伝
子
情

報
で
、
中
国
で
昔
か
ら
紹
興
酒
等
に
使
っ

て
い
る
麹
と
、
日
本
の
麹
は
、
黴
の
種
類

が
全
く
違
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

古
く
は
「
口
噛
み
の
酒
」
と
い
っ
て
、

神
事
で
は
若
い
女
性
に
米
を
噛
ま
せ
る
な

ど
し
て
、
唾
液
中
の
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
で
デ
ン

プ
ン
を
糖
化
さ
せ
、
酒
を
造
っ
て
い
た
の

で
す
。
し
か
し
そ
れ
で
は
効
率
が
悪
く
、

大
量
生
産
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
に
糖

化
す
る
材
料
と
し
て
麹
黴
を
発
見
し
た
。

そ
れ
が
麹
菌
で
す
が
、
十
年
程
前
ま
で
は
、

他
の
様
々
な
文
化
と
共
に
中
国
大
陸
か
ら

や
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

漢
字
の
伝
来
で
、
固
有
語
の
大
和
言
葉

は
訓
読
み
と
し
て
残
り
、
例
え
ば
「
茶
」

が
「
チ
ャ
」
と
音
読
み
し
か
持
た
な
い
の
は
、

漢
字
伝
来
以
前
に
、
お
茶
が
日
本
に
な
か

っ
た
た
め
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
麹
」

と
い
う
漢
字
は
、
中
国
で
は
「
キ
ョ
ク
」
と

か
「
キ
ク
」
と
読
み
ま
す
が
、
日
本
で
は

「
こ
う
じ
」
と
訓
読
み
し
ま
す
。
こ
れ
は
つ

ま
り
、
漢
字
が
入
っ
て
き
た
と
き
に
は
既
に
、

日
本
に
「
こ
う
じ
」
と
い
う
黴
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

仮
説
で
す
が
、
中
国
文
化
が
伝
わ
っ
て

き
た
と
き
、
既
に
日
本
は
優
れ
た
麹
文
化

を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
中
国
の
麹
菌
を
取

り
入
れ
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
日
本
の
麹
は
野
生
の
も
の
が
う
ま
く

飼
い
な
ら
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
く
ら
い
か
ら
、

専
門
の
種
麹
屋
さ
え
あ
り
ま
し
た
。
比
べ

て
中
国
の
麹
造
り
は
ア
バ
ウ
ト
で
、
家
畜

化
で
き
な
い
。
当
時
か
ら
酒
に
は
担
税
の

義
務
が
あ
り
ま
し
た
が
、
種
麹
が
悪
け
れ

ば
酒
が
腐
り
ま
す
。
当
然
い
い
種
麹
屋
が

あ
っ
た
地
域
は
栄
え
ま
し
た
。

猪
瀬
　
種
麹
屋
と
は
、
つ
ま
り
日
本
独
自

の
バ
イ
オ
ビ
ジ
ネ
ス
が
成
立
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

麹
文
化
と
出
汁
文
化
、

和
食
文
化
の
展
望

猪
瀬
　
甘
味
、
酸
味
、
塩
味
、
苦
味
と
い

う
四
つ
の
味
に
加
え
て
、
五
つ
目
の
味
、
う

ま
味
が
発
見
さ
れ
た
の
が
二
〇
世
紀
。
こ

の
う
ま
味
を
発
見
し
た
の
も
、
日
本
人
で

す
ね
。

北
本　

洋
食
は
、
ミ
ル
ク
や
バ
タ
ー
の
よ

う
な
油
脂
分
を
含
み
ま
す
が
、
和
食
は
そ

れ
を
使
わ
な
い
。
淡
泊
な
中
に
味
わ
い
を

も
た
ら
す
役
割
を
、
醤
油
や
味
醂
、
味
噌
、

日
本
酒
な
ど
の
麹
文
化
と
鰹
や
昆
布
な
ど

の
出
汁
文
化
が
担
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

猪
瀬
　
そ
う
し
た
和
食
文
化
を
前
提
に
し

つ
つ
、
日
本
酒
は
こ
の
先
、
普
遍
的
な
市

場
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
世

界
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
ワ
イ
ン
と
並
ん
で
、

日
本
酒
を
チ
ョ
イ
ス
で
き
る
コ
ー
ス
が
、

基
本
設
定
に
な
る
の
か
ど
う
か
。

桜
井
　
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
ま
す
。
た

だ
現
在
は
、
フ
ラ
ン
ス
ワ
イ
ン
の
海
外
輸

出
八
〇
〇
〇
億
円
に
比
べ
、
日
本
酒
は
一

四
〇
億
円
程
で
す
。
異
文
化
と
の
初
め
て

の
遭
遇
で
す
か
ら
、
最
初
は
う
ま
く
い
か

な
く
て
当
た
り
前
で
す
。
直
接
失
敗
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
世
界
で
勝
ち
抜
け
る
日

本
酒
と
し
て
磨
き
上
げ
て
い
く
他
な
い
。

こ
こ
が
、
日
本
酒
業
界
が
再
生
で
き
る
か

ど
う
か
の
分
か
れ
目
だ
と
思
い
ま
す
。

猪
瀬
　
僕
は
、
竹
田
さ
ん
を
中
心
に
若
い

人
た
ち
が
、
酒
造
メ
ー
カ
ー
と
組
ん
で
自

分
た
ち
で
酒
造
り
を
始
め
た
こ
と
や
、「
獺

祭
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
が
急
速
に
普
及
し

た
こ
と
な
ど
、
割
と
日
本
酒
に
明
る
い
展

望
を
持
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
二
〇
年
の
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
向
け
て
、
日
本
酒
は

さ
ら
に
海
外
で
評
価
さ
れ
、
無
形
文
化
遺

産
に
な
っ
た
和
食
も
、
ま
す
ま
す
見
直
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
人
は
自
国
の

猪瀬直樹所長

会場では「獺祭」の試飲も
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文
化
に
も
っ
と
自
信
を
持
つ
べ
き
で
す
。

北
本　

外
国
人
に
対
し
て
、
和
食
の
健
康

力
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が
ま
だ
不
足
し
て
い
ま

す
ね
。
麹
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
で
、
和

食
の
健
康
性
が
も
っ
と
具
体
的
に
な
り
、

日
本
酒
や
和
食
が
世
界
的
に
広
ま
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。 　

桜
井
　「
獺
祭
」
は
、「
お
い
し
い
か
ら
食

べ
て
」
と
お
ば
ち
ゃ
ん
が
裏
の
畑
か
ら
大

根
を
引
っ
こ
抜
い
て
く
れ
る
よ
う
な
、
そ

ん
な
シ
ン
プ
ル
な
考
え
方
で
海
外
に
出
て

行
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
よ
り
、
と
に
か
く
お
い
し
い
か
ら
飲

ん
で
、
と
。
そ
う
言
え
る
も
の
を
造
っ
て

行
こ
う
と
。

竹
田
　
ワ
イ
ン
に
は
「
当
た
り
年
」
が
あ

り
ま
す
が
、
逆
に
言
う
と
、
ぶ
ど
う
の
出

来
が
悪
い
年
は
、
作
り
手
が
諦
め
て
し
ま

う
わ
け
で
す
ね
。
日
本
酒
に
は
、「
当
た

り
年
」
も
「
外
れ
年
」
も
な
い
。
職
人
さ

ん
は
、
出
来
の
悪
い
米
だ
っ
た
ら
、
努
力

す
る
と
言
う
ん
で
す
。
い
い
米
と
は
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
や
す
い
米
。
で
も
出
来
の
悪

い
米
だ
か
ら
い
い
酒
が
で
き
な
い
か
と
い

っ
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
ハ
ラ
ハ

ラ
す
る
け
れ
ど
、
手
を
か
け
て
い
い
お
酒

に
な
っ
た
と
き
の
感
動
は
ひ
と
し
お
だ
と
。

日
本
人
の
物
作
り
の
真
髄
は
、
そ
う
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

猪
瀬
　
大
阪
の
醤
油
が
薄
口
な
の
は
、
礼

文
や
利
尻
の
昆
布
が
北
前
船
で
入
っ
て
き

て
い
た
た
め
。
一
方
の
江
戸
は
鰹
出
汁
な

の
で
、
濃
口
の
醤
油
に
な
る
。
日
本
各
地

に
味
の
違
い
が
あ
り
、
和
食
も
一
色
で
は

な
い
で
す
よ
ね
。
一
つ
の
伝
統
の
中
で
多

様
な
文
化
が
花
開
い
て
い
る
。
和
食
の
魅

力
を
日
本
人
が
再
発
見
し
て
、
自
信
を
も

っ
て
情
報
を
発
信
し
、
海
外
の
方
に
も
、

も
っ
と
日
本
酒
と
和
食
を
味
わ
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

『
週
刊
読
書
人
』（
二
〇
一
六
年
七
月
一
日
第
三

一
四
六
号
）
よ
り
転
載

桜
井
博
志
（
さ
く
ら
い
　
ひ
ろ
し
）

一
九
五
〇
年
、
山
口
県
周
東
町
（
現
岩

国
市
）
生
ま
れ
。
七
三
年
松
山
商
科
大

学
（
現
松
山
大
学
）
卒
業
後
、
西
宮
酒

造
（
現
日
本
盛
）
を
経
て
、
七
六
年
に

家
業
で
あ
る
旭
酒
造
に
入
社
す
る
も
、

酒
造
り
の
方
向
性
や
経
営
を
め
ぐ
っ
て
、

先
代
で
あ
る
父
と
対
立
し
て
退
社
。
七

九
年
に
石
材
卸
業
の
櫻
井
商
事
を
設
立
。

父
の
急
逝
を
受
け
て
八
四
年
に
家
業
に

戻
り
、
純
米
大
吟
醸
「
獺
祭
」
の
開
発

を
軸
に
経
営
再
建
を
は
か
る
。「
獺

祭
」
は
、
日
本
を
代
表
す
る
ブ
ラ
ン
ド

に
成
長
し
、
世
界
に
進
出
し
て
い
る
。

竹
田
恒
泰
（
た
け
だ
　
つ
ね
や
す
）

一
九
七
五
年
、
旧
皇
族
・
竹
田
家
に
生

ま
れ
る
。
明
治
天
皇
の
玄
孫
に
あ
た
る
。

慶
応
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業
。

専
門
は
憲
法
学
・
史
学
。
皇
學
館
大
学

非
常
勤
講
師
。
二
〇
〇
六
年
『
語
ら
れ

な
か
っ
た
皇
族
た
ち
の
真
実
』（
小
学

舘
）
で
第
一
五
回
山
本
七
平
賞
を
受
賞
。

『
日
本
は
な
ぜ
世
界
で
い
ち
ば
ん
人
気

が
あ
る
の
か
』『
現
代
語
古
事
記
』
な

ど
多
数
の
著
書
を
上
梓
。
全
国
一
七
カ

所
で
開
催
し
て
い
る
「
竹
田
研
究
会
」

を
含
め
、
年
間
二
〇
〇
本
以
上
の
講
演

を
行
う
。

猪
瀬
直
樹
（
い
の
せ
・
な
お
き
）

作
家
。
一
九
四
七
年
生
ま
れ
。 

八
七
年

『
ミ
カ
ド
の
肖
像
』
で
第
十
八
回
大
宅
壮

一
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
を
受
賞
。『
日

本
国
の
研
究
』
で
九
六
年
度
文
藝
春
秋

読
者
賞
受
賞
。
以
降
、
特
殊
法
人
等
の

廃
止
・
民
営
化
に
取
り
組
み
、
二
〇
〇

二
年
六
月
末
、
小
泉
首
相
よ
り
道
路
関

係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会
委
員
に

任
命
さ
れ
る
。
そ
の
戦
い
を
描
い
た

『
道
路
の
権
力
』(

文
春
文
庫)

に
続
き

『
道
路
の
決
着
』(

文
春
文
庫)

が
刊
行
さ

れ
た
。
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
、
東
京
工

業
大
学
特
任
教
授
、
二
〇
〇
七
年
六
月
、

東
京
都
副
知
事
に
任
命
さ
れ
る
。
二
〇

一
二
年
一
二
月
か
ら
二
〇
一
三
年
一
二

月
ま
で
東
京
都
知
事
に
就
任
。
二
〇
一

五
年
一
二
月
よ
り
大
阪
府
市
特
別
顧
問
。

（
敬
称
略
）

パ
ネ
リ
ス
ト
紹
介



日本文明研究所  2016  第５回  シンポジウム

日本は、古来より外部の環境の変化や圧力に対し、柔軟かつ堅実に国を存続させ発展を遂げて
きました。本シンポジウムでは、英国のEU離脱を契機として、11月の米大統領選挙への影響を
踏まえ、今後、我が国がどのように進むべきかを様々な切り口で議論します。

「グローバル化と国家」
英国のＥＵ離脱と米大統領選挙を踏まえた今後、日本が進むべき道

　　　日時：�2016年8月24日（水）�
19時〜21時（18時30分開場予定）

　　　会場：�日本経済大学東京渋谷キャンパスホール
（約100人収容）�
150-0031�東京都渋谷区桜丘町25-17

基調講演

小谷賢氏
日本大学危機管理学部教授

三浦瑠麗氏
東京大学政策ビジョン研究センター講師、

国際政治学者

ケント・ギルバート氏
米カリフォルニア州弁護士、

タレント

モデレーター

猪瀬直樹氏
作家、日本文明研究所所長

参加費：�2,000円（当日、受付にてお支払いいただきます）
参加申込先：�以下のサイトよりお申し込みください。�

�http://www.japancivilization.org/
　　　　　　�お問い合わせ先�

日本文明研究所　03-5456-8082

10


