
シ
リ
ー
ズ
　
変
革
は
人
に
あ
り

　
「
正
し
い
産
地
」で「
一
定
の
基
準
」を
満

た
し
て
生
産
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
が
、

お
酒
の
地
理
的
表
示（
Ｇ
Ｉ
）保
護
制
度
。

製
造
者
と
消
費
者
の
利
益
を
守
る
の
が
狙

い
で
、国
が
お
墨
付
き
を
与
え
、不
正
使
用

を
取
り
締
ま
る
。ワ
イ
ン
や
焼
酎
、日
本
酒

と
と
も
に
、リ
キ
ュ
ー
ル
類
と
し
て
初
め

て
指
定
さ
れ
た
の
が「
和
歌
山
梅
酒
」だ
。

日
本
一
の
梅
産
地
を
背
景
に
、世
界
に
市

場
を
広
げ
つ
つ
あ
る
。

焼
酎
が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た

―
―
中
野
さ
ん
が
家
業
で
あ
る
中
野
Ｂ
Ｃ

株
式
会
社
へ
１
９
６
３
年
に
入
社
し
た
と

き
、会
社
は
日
本
酒
に
取
り
か
か
っ
た
ば

か
り
で
し
た
ね
。

中
野　

大
学
を
卒
業
し
た
こ
ろ
は
、焼
酎

が
よ
く
売
れ
た
時
代
で
す
。金
融
業
界
に

就
職
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、先

代
の
社
長
で
あ
る
父
か
ら「
手
伝
っ
て
ほ

し
い
」と
頼
ま
れ
、家
業
に
加
わ
り
ま
し
た
。

当
時
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、勤
務
が
終
わ

る
と
み
ん
な
で
焼
酎
を
飲
む
の
が
当
た
り

前
で
し
た
。焼
酎
は
安
く
て
労
働
者
に
人

気
が
あ
り
、生
産
が
需
要
に
追
い
つ
か
な

い
ほ
ど
の
忙
し
さ
で
し
た
。

　

し
か
し
、日
本
経
済
が
成
長
す
る
な
か
、

安
い
焼
酎
か
ら
高
級
な
日
本
酒
に
需
要
が

シ
フ
ト
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
た
。父

は
、需
要
が
拡
大
す
る
日
本
酒
に
進
出
す

る
こ
と
を
決
断
。私
は
そ
の
対
応
に
追
わ

れ
ま
し
た
。

　

日
本
酒
の
酒
造
免
許
取
得
に
は
厳
し
い

規
制
が
あ
り
、参
入
に
は
既
存
の
造
り
酒

屋
か
ら
免
許
を
譲
り
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
し
た
。父
は
九
州
で
廃
業
す
る
造
り
酒

屋
を
見
つ
け
、酒
造
権
を
買
い
取
る
な
ど

し
て
１
９
５
７
年
に
日
本
酒
製
造
の
免
許

を
取
得
。「
長
久
」と
い
う
日
本
酒
の
銘
柄

を
登
録
申
請
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
造
り
酒
屋
の
買
収
を
繰
り
返

し
て
酒
造
権
を
増
や
し
、積
極
的
に
規
模

を
拡
大
し
ま
し
た
。

社
員
中
心
の
酒
造
り
へ
転
換

―
―
杜
氏
の
仕
事
の
一
部
を
社
員
が
担
っ

た
り
、女
性
を
蔵
人
に
し
た
り
、他
に
先
駆

け
て
改
革
を
進
め
た
そ
う
で
す
ね
。

中
野　

日
本
酒
造
り
と
い
え
ば
、杜
氏
や

作
業
を
担
う
蔵
人
を
地
方
か
ら
呼
ぶ
の
が

普
通
で
し
た
。彼
ら
は
夏
に
農
業
を
し
、寒

く
な
る
と
杜
氏
と
し
て
出
稼
ぎ
に
来
て
、

酒
蔵
に
寝
泊
ま
り
し
な
が
ら
仕
込
む
の
で

す
。私
た
ち
が
酒
造
り
の
仕
組
み
を
知
ら

な
く
て
も
、杜
氏
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て

い
れ
ば
、き
ち
ん
と
し
た
日
本
酒
は
で
き

る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
高
齢
化
で
、募
集
し
て
も
杜

氏
や
蔵
人
を
見
つ
け
る
の
が
難
し
く
な
り

ま
し
た
。そ
の
う
え
２
０
０
１
年
に
出
稼

ぎ
で
来
て
い
た
杜
氏
の
一
人
が
倒
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
、社
員
が
も
っ
と
深
く
酒
造

り
に
か
か
わ
る
必
要
に
迫
ら
れ
ま
し
た
。

い
っ
ぺ
ん
に
社
員
だ
け
で
と
い
う
の
は
無

理
で
す
か
ら
、時
間
を
か
け
て
技
術
を
教

え
て
も
ら
い
な
が
ら
、蔵
人
・
杜
氏
と
も

社
員
中
心
の
体
制
に
移
行
し
ま
し
た
。

―
―
今
で
こ
そ
社
員
蔵
人
と
い
う
の
は
ふ

つ
う
で
す
が
、当
時
は
掟お

き
て

破
り
だ
っ
た
の

で
す
ね
。日
本
酒
業
界
の
人
た
ち
は
ど
の

よ
う
に
見
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

中
野　
「
あ
い
つ
ら
何
や
っ
て
ん
だ
」と
い

う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。女
性
社

員
を
蔵
人
に
し
た
と
き
、い
ろ
ん
な
方
か

ら
怒
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、私
と
し
て
は
社
員
が
積
極
的

Ｇ
Ｉ
発
足
に
向
け
業
界
内
で
合
意
形
成

市
場
の
求
め
に
応
じ
て
改
革
を
続
け
る

和
歌
山
県
和
歌
山
市

Ｇ
Ｉ
和
歌
山
梅
酒
管
理
委
員
会 

会
長

中
野 

幸
生
さ
ん
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GI和歌山梅酒管理委員会の中野幸生会長＝中野BC本社で

中
野
Ｂ
Ｃ
株
式
会
社

１
９
３
２
年
創
業
、61
年
中
野
酒
造
株
式
会
社

設
立（
２
０
０
２
年
に
現
社
名
へ
変
更
）。Ｂ
Ｃ

はBiochem
ical C

reation

の
略
。し
ょ
う
ゆ

に
始
ま
り
、焼
酎
、清
酒
、み
り
ん
な
ど
の
酒
類

を
順
次
製
造
し
、１
９
７
１
年
に
梅
果
汁
の
製

造
を
開
始
。現
在
、梅
果
汁
の
生
産
量
で
は
全
国

一
を
誇
り
、梅
エ
キ
ス
を
使
っ
た
機
能
性
食
品

や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
、化
粧
品
の
製
造
販
売
な
ど

も
手
掛
け
る
。現
社
長
は
中
野
幸
生
氏
の
長
男

に
当
た
る
中
野
幸
治
氏
。

な
か
の 

ゆ
き
お

１
９
４
０
年
生
ま
れ
、和
歌
山
県
出
身
。し
ょ
う

ゆ
や
焼
酎
製
造
業
の
創
業
者
の
長
男
と
し
て
育

ち
、63
年
に
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
を
卒
業
。家

業
に
入
社
し
、日
本
酒
分
野
へ
の
進
出
や
梅
酒
を

柱
に
据
え
る
な
ど
業
績
拡
大
に
努
め
た
。現
在
、

中
野
Ｂ
Ｃ
株
式
会
社
会
長
。和
歌
山
県
経
営
者
協

会
会
長
な
ど
を
歴
任
。

の
あ
る
日
本
酒
を
め
ざ
し
ま
し
た
。高
品

質
の
製
品
を
世
に
送
り
出
し
、さ
ま
ざ
ま

な
賞
を
受
け
ま
し
た
。

　

隆
盛
を
極
め
た
日
本
酒
も
停
滞
や
衰
退

に
転
じ
て
い
ま
し
た
。低
価
格
商
品
で
は

な
く
、特
色
の
あ
る
製
品
で
勝
負
す
る
こ

と
が
時
代
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

地
域
資
源
で
あ
る
梅
を
活
用

―
―
し
ょ
う
ゆ
、焼
酎
、日
本
酒
と
ビ
ジ
ネ

ス
を
拡
大
し
て
き
ま
し
た
。梅
酒
に
進
出

し
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

中
野　
当
社
と
梅
と
の
か
か
わ
り
は
長
い

で
す
。１
９
７
１
年
に
梅
果
汁
の
製
造
を

始
め
、梅
酒
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は
79

年
。社
是
は「
衆
智
を
持
っ
て
常
に
創
造
せ

よ
」。知
恵
を
絞
り
地
域
資
源
を
役
立
て
る

と
い
う
気
持
ち
を
込
め
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
梅
の
６
割
以
上
が
和
歌
山
県
で

収
穫
さ
れ
ま
す
。温
暖
な
気
候
と
水
は
け

の
よ
い
斜
面
の
適
地
で
栽
培
さ
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
初
期
の
紀
州
藩
・
田
辺
領
主
が

年
貢
に
苦
し
む
農
民
を
助
け
よ
う
と
、梅

栽
培
を
支
援
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
５
年
、み
な
べ
・
田
辺
地
域
の

梅
シ
ス
テ
ム
が
世
界
農
業
遺
産
に
選
ば
れ

ま
し
た
。養
分
の
乏
し
い
山
の
斜
面
に
、紀

州
備
長
炭
の
薪
炭
林
を
残
し
な
が
ら
梅
林

を
配
置
し
て
土
砂
崩
れ
を
防
ぎ
、梅
を
収

穫
す
る
と
い
う
持
続
的
な
仕
組
み
が
評
価

さ
れ
た
の
で
す
。

　

梅
が
健
康
に
良
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
。当
社
で
も
梅
酒
に
次
ぐ
売
り

上
げ
は
梅
を
中
心
と
し
た
健
康
食
品
。梅

は
当
社
に
と
っ
て
大
切
な
資
源
で
す
。

―
―
梅
酒
市
場
が
有
望
だ
と
考
え
て
参
入

し
た
の
で
す
か
。

中
野　
梅
酒
が
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
市
場
に

な
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。和

歌
山
で
は
、梅
酒
は
家
庭
で
造
る
酒
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。江
戸
時
代
に
始
ま

り
、１
８
９
９
年
か
ら
自
家
醸
造
が
禁
じ

ら
れ
た
の
で
す
が
、実
際
に
は
家
庭
で
梅

酒
造
り
が
続
き
ま
し
た
。１
９
６
２
年
に

は
酒
税
法
改
正
で
家
庭
の
梅
酒
造
り
が
正

式
に
認
め
ら
れ
、普
通
の
家
庭
で
梅
を

買
っ
て
ア
ル
コ
ー
ル
に
漬
け
る
果
実
酒

ブ
ー
ム
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
な
か
な
か
梅
酒
市
場
は
広
が

ら
ず
、赤
字
が
続
き
ま
し
た
。そ
の
後
発
想

を
変
え
て
、赤
じ
そ
や
緑
茶
な
ど
を
加
え

た
多
様
な
商
品
を
発
売
し
、人
気
が
出
始

め
た
の
で
す
。２
０
０
０
年
ご
ろ
か
ら
は

健
康
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
も
追
い

風
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
頃
に
現
社
長
で

あ
る
息
子（
中
野
幸
治
氏
）が
会
社
に
入
っ

て
一
層
の
多
様
化
や
輸
出
に
挑
戦
し
始
め
、

に
酒
造
り
に
か
か
わ
る
こ
と
は
、新
し
い

チ
ャ
レ
ン
ジ
だ
と
割
り
切
っ
て
い
ま
し
た
。

杜
氏
に
酒
造
り
を
任
せ
る
の
は
安
心
で
す

が
、彼
ら
は
技
術
を
抱
え
込
む
傾
向
が
あ

り
ま
す
。「
こ
ん
な
お
酒
が
ほ
し
い
」と
要

望
は
で
き
て
も
、細
か
い
作
業
を
決
め
る

の
は
技
を
持
つ
杜
氏
だ
け
。求
め
る
酒
造

り
を
、杜
氏
と
い
う
社
外
の
人
た
ち
に
依

存
し
続
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
と
い

う
気
持
ち
も
あ
り
ま
し
た
。

　

社
員
が
中
心
の
酒
造
り
は
消
費
者
に
も

受
け
入
れ
ら
れ
、社
員
の
士
気
も
高
ま
り

ま
し
た
。手
作
業
の
割
合
を
増
や
し
、特
色

Ｇ
Ｉ
和
歌
山
梅
酒
管
理
委
員
会

２
０
１
８
年
に
中
野
氏
ら
が「
和
歌
山
の
梅
酒

で
地
理
的
表
示
を
実
現
し
よ
う
」と
活
動
を
始

め
、20
年
８
月
に
設
立
さ
れ
た
。現
在
、31
社
が

加
盟
し
て
い
る
。Ｇ
Ｉ
和
歌
山
梅
酒
の
生
産
基

準
を
基
に
製
品
の
認
定
な
ど
の
実
務
を
担
う
。

変革は人にあり
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売
り
上
げ
が
さ
ら
に
伸
び
ま
し
た
。

　

時
代
は
速
い
テ
ン
ポ
で
変
化
し
て
い
ま

す
。同
じ
こ
と
を
し
て
い
て
は
成
長
で
き

ま
せ
ん
。必
死
に
探
し
た
ら
、地
元
の
薬
用

資
源
で
あ
る
梅
に
た
ど
り
着
い
た
の
で
す
。

み
な
べ
町
の
梅
酒
の
会
が
最
初

―
―
業
界
が
共
に
梅
酒
を
世
界
に
売
り
出

し
て
い
こ
う
と
し
た
の
は
い
つ
で
す
か
。

中
野　
企
業
の
規
模
や
考
え
方
が
そ
れ
ぞ

れ
違
う
か
ら
、最
初
は
な
か
な
か
足
並
み

が
そ
ろ
わ
な
か
っ
た
で
す
ね
。

　

し
か
し
、和
歌
山
の
梅
酒
の
素
晴
ら
し

さ
を
世
界
に
伝
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
は

一
緒
で
す
。み
ん
な
で
や
ろ
う
と
な
っ
た

の
は
、２
０
１
６
年
の
紀
州
み
な
べ
梅
酒

の
会
の
発
足
が
き
っ
か
け
で
す
。地
元
の

製
造
13
業
者
が
集
ま
り
、消
費
宣
伝
な
ど

を
始
め
ま
し
た
。

　

み
な
べ
町
は
県
内
で
も
い
ち
ば
ん
の
梅

産
地
。昔
か
ら
梅
に
対
す
る
熱
意
が
あ
り

ま
し
た
。内
閣
府
か
ら
紀
州
み
な
べ
梅
酒

特
区
を
08
年
に
認
定
さ
れ
、小
規
模
業
者

も
酒
造
免
許
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。そ
こ
で
み
な
べ
の
梅
酒
を
Ｐ
Ｒ

し
よ
う
と
話
が
ま
と
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

し
ば
ら
く
し
て
私
た
ち
町
外
の
業
者
も

加
わ
っ
て
、和
歌
山
県
全
体
で
梅
酒
を
盛

り
上
げ
て
い
こ
う
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、大
阪
国
税
局
に
も
助
け
ら
れ
ま

し
た
。以
前
の
国
税
局
は
徴
税
の
た
め
の

現
場
調
査
が
中
心
と
い
う
印
象
が
あ
っ
た

の
で
す
が
、最
近
は
和
歌
山
県
庁
や
業
界

と
一
緒
に
な
っ
て
梅
酒
の
販
売
や
輸
出
な

ど
の
背
中
を
押
し
て
く
れ
ま
す
。私
た
ち

か
ら
す
る
と
１
８
０
度
の
転
換
で
す
よ
。

本
当
に
あ
り
が
た
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
そ
れ
で
梅
酒
を
地
理
的
表
示
の
対
象

に
し
よ
う
と
動
き
始
め
た
の
で
す
ね
。

中
野　
18
年
４
月
に
初
め
て
地
理
的
表
示

の
研
修
会
を
開
き
、６
月
の
県
酒
造
組
合

連
合
会
で
正
式
に
取
得
す
る
方
向
が
承
認

さ
れ
ま
し
た
。業
界
最
大
手
の
チ
ョ
ー
ヤ

梅
酒
株
式
会
社
も「
和
歌
山
の
梅
酒
を
盛

り
上
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
」と
快
諾
し
て

く
れ
ま
し
た
。19
年
２
月
に
は
地
理
的
表

示
取
得
の
検
討
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
、

認
定
に
向
け
て
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

　
「
和
歌
山
梅
酒
」が
国
税
庁
か
ら
正
式
に

地
理
的
表
示
保
護
の
指
定
を
受
け
た
の
は

20
年
９
月
で
す
。メ
ー
カ
ー
か
ら
申
請
の

あ
っ
た
69
銘
柄
の
梅
酒
を
認
定
し
て
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。現
在
は
更
新
を
含
め

99
銘
柄
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

―
―
ど
の
よ
う
な
梅
酒
が
地
理
的
表
示
の

対
象
と
な
る
の
で
す
か
。

中
野　
生
産
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

県
内
で
収
穫
し
た
梅
を
使
っ
て
い
る
こ
と
、

一
定
量
以
上
の
原
料
を
使
用
す
る
こ
と
、

添
加
で
き
る
の
は
糖
類
や
炭
酸
で
あ
る
こ

と
な
ど
の
ほ
か
、ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
の
規

制
も
あ
り
ま
す
。ま
た
、梅
の
浸
漬
、貯
蔵
、

容
器
へ
の
詰
め
込
み
を
県
内
で
実
施
す
る

こ
と
が
条
件
で
す
。

　

和
歌
山
梅
酒
の
味
わ
い
は
、県
産
梅
を

ふ
ん
だ
ん
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出

せ
る
も
の
で
す
。梅
生
産
者
に
よ
っ
て
Ｇ

Ｉ
和
歌
山
梅
酒
が
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　

生
産
基
準
を
順
守
す
る
た
め
に
Ｇ
Ｉ
和

歌
山
梅
酒
管
理
委
員
会
が
で
き
て
、自
主

的
に
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。き
ち
ん
と

し
た
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
る
の
で
、消
費

者
の
方
々
が
安
心
し
て
和
歌
山
の
梅
酒
を

楽
し
め
る
仕
組
み
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
や
ア
ジ
ア
に
市
場
拡
大

―
―
梅
酒
に
地
理
的
表
示
制
度
を
導
入
す

る
こ
と
の
目
的
は
何
で
す
か
。

中
野　
や
っ
ぱ
り
世
界
に
向
け
て
和
歌
山

の
梅
酒
を
売
り
込
ん
で
い
き
た
い
。す
で

に
地
理
的
表
示
マ
ー
ク
を
付
け
た
製
品
の

３
割
は
輸
出
に
回
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
各
社
が
独
自
に
海
外
市
場

を
切
り
開
き
ま
し
た
。当
社
も
フ
ラ
ン
ス

や
ア
ジ
ア
へ
の
輸
出
拡
大
に
力
を
入
れ
て

い
ま
す
。現
地
で
は
非
常
に
評
価
が
高
い
。

強
い
手
応
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

輸
出
先
で
本
物
の
和
歌
山
梅
酒
を
浸
透

さ
せ
、保
護
し
て
い
く
に
は
地
理
的
表
示

が
強
い
武
器
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
は
、ワ
イ
ン
の
不
正

な
産
地
名
の
使
用
を
防
ぐ
た
め
に
、厳
し

い
基
準
を
定
め
、製
造
者
と
消
費
者
双
方

の
利
益
を
確
保
し
て
き
ま
し
た
。和
歌
山

梅
酒
の
地
理
的
表
示
マ
ー
ク
は
、現
地
で

受
け
入
れ
ら
れ
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

―
―
中
野
さ
ん
は「
も
っ
と
面
白
い
梅
酒

を
造
ろ
う
」と
常
々
話
し
て
い
ま
す
ね
。産

地
と
し
て
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く

お
考
え
で
す
か
。

中
野　
製
法
が
き
っ
ち
り
決
ま
っ
て
い
る

日
本
酒
と
異
な
り
、梅
酒
は
多
様
性
が
特

徴
で
す
。和
歌
山
で
も
各
事
業
者
が
工
夫

を
凝
ら
し
、果
汁
を
入
れ
る
な
ど
し
て
多

様
な
梅
酒
を
展
開
し
て
い
ま
す
。地
理
的

表
示
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、当
社

で
も
ミ
カ
ン
や
ユ
ズ
を
入
れ
た
梅
酒
が
人

気
を
集
め
て
い
ま
す
。

　

原
料
の
梅
そ
の
も
の
の
多
様
性
を
、

も
っ
と
突
き
詰
め
て
い
く
こ
と
も
面
白
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
ワ
イ
ン
産
地
で
は
ブ
ド
ウ
畑

が
細
か
く
分
類
さ
れ
、畑
ご
と
の
原
料
ブ

ド
ウ
に
よ
っ
て
ワ
イ
ン
の
ブ
ラ
ン
ド
が
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。品
種
の
違
い
も
ワ
イ

ン
の
多
様
性
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

　

和
歌
山
の
梅
の
大
半
は「
南
高
梅
」で
、

大
粒
で
高
品
質
。こ
れ
が
和
歌
山
の
梅
産

業
の
強
さ
で
す
。同
時
に
特
徴
の
あ
る
多

様
な
梅
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で

す
。農
家
や
行
政
な
ど
と
協
力
し
て
、和
歌

山
の
梅
を
も
っ
と
振
興
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。�

 

（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

山
田 

優
）

変革は人にあり
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