
　

桜
の
聖
母
短
期
大
学
食
物
栄
養
専

攻
の
1
年
生
が
1
月
14
日
、
貝
田
地

区
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
ま

し
た
。

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
、
学
生

が
貝
田
地
区
を
歩
き
な
が
ら
、
養
蚕

住
宅
や
あ
ん
ぽ
柿
加
工
の
見
学
、
畑

で
雪
に
埋
ま
っ
た
野
菜
の
収
穫
な
ど

地
元
の
声
を
直
接
聞
き
な
が
ら
歴
史

や
食
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
ま

た
、
貝
田
地
区
の
お
母
さ
ん
指
導
の

も
と
、
国
見
石
の
か
ま
ど
を
使
っ
た

貝
田
地
区
の
歴
史
と
食
文
化
を
知
る

　
桜
の
聖
母
短
大
生
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

炊
飯
も
体
験
し
ま
し
た
。

　

昼
食
に
は
、
か
ま
ど
で
炊
い
た
ご

は
ん
や
貝
田
の
お
母
さ
ん
手
作
り
の

い
か
に
ん
じ
ん
、
ひ
き
な
も
ち
、
い

も
が
ら
の
み
そ
汁
、
あ
ん
ぽ
柿
な
ど

郷
土
料
理
を
食
べ
な
が
ら
地
区
の
み

な
さ
ん
と
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

　

学
生
た
ち
は
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
で
の
体
験
を
活
か
し
、
今
後

は
町
の
特
産
品
を
使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー

の
考
案
や
食
育
教
材
の
開
発
な
ど
に

取
り
組
み
ま
す
。

かまどでの炊飯を初体験

福
島
大
学
博
物
館
実
習
生
が
小
坂
宿
を
ご
案
内

　
小
坂
宿
ま
る
ご
と
博
物
館

雪に埋もれた畑から大根を収穫

　

福
島
大
学
行
政
政
策
学
類
博
物
館

実
習
生
（
指
導
教
員
：
阿
部
浩
一
教

授
）
は
、
か
つ
て
宿
場
町
で
あ
っ
た

小
坂
地
区
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て

1
年
間
調
査
し
、
1
月
29
日
、
こ
さ

か
ふ
る
さ
と
館
で
調
査
成
果
の
報
告

会
を
開
き
ま
し
た
。

　

学
生
は
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
「
伊
達

成し
げ
む
ね宗
と
小
屋
舘
」「
宿
と
街
道
」「
小

坂
地
区
に
伝
わ
る
歴
史
資
料
」「
寺

社
と
信
仰
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
フ
ィ
ー
ル
ド報告会には約 100 人が参加しました

学生の解説を聞きながら子守地蔵尊を見学

ワ
ー
ク
や
文
献
な
ど
で
調
べ
た
成
果

を
報
告
し
ま
し
た
。

　

報
告
会
の
後
に
は
、
小
坂
宿
見
学

ツ
ア
ー
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ツ
ア
ー

で
は
、
案
内
役
の
学
生
か
ら
町
並
み

や
寺
社
の
歴
史
、
新
た
に
発
見
さ
れ

た
古
文
書
に
つ
い
て
の
解
説
を
聞
き

な
が
ら
、
小
坂
宿
の
面
影
が
残
る
様

子
を
見
学
し
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
学
生
か
ら
の
報
告
を
聞

き
、
小
坂
の
歴
史
や
文
化
の
魅
力
を

再
認
識
す
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

貝田地区フィールドワークであんぽ柿製造を学び、
あんぽ柿を味わう桜の聖母短大生のみなさん

あ
ん
ぽ
柿
の
可
能
性

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
東
京
電
力
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
影
響
で
、

姿
を
消
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
あ
ん
ぽ
柿
。
長
年
か
け
て
こ
の
地
で
培

わ
れ
て
き
た
あ
ん
ぽ
柿
製
造
の
「
わ
ざ
」

が
一
度
失
わ
れ
か
け
ま
し
た
。

　
「
冬
に
な
る
と
あ
ん
ぽ
柿
を
作
る
こ
と

が
当
た
り
前
だ
っ
た
」。
そ
の
当
た
り
前

が
消
え
て
し
ま
い
そ
う
に
な
っ
た
時
、
多

く
の
生
産
者
は
こ
こ
で
絶
や
し
て
は
い
け

な
い
と
の
思
い
か
ら
、
樹
体
除
染
な
ど
に

積
極
的
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
努
力
の
結

果
、
徐
々
に
生
産
量
は
回
復
し
て
き
て
い

ま
す
。

　

こ
の
状
況
を
目
に
し
た
多
く
の
人
々

が
、
生
産
者
の
「
わ
ざ
」
や
思
い
を
次
世

代
へ
つ
な
ご
う
と
、
あ
ん
ぽ
柿
を
使
っ
た

商
品
開
発
や
加
工
技
術
の
継
承
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
取
り
組
み
が
広
が
り
、
国
見
の
あ
ん

ぽ
柿
フ
ァ
ン
は
確
実
に
増
加
し
て
い
ま

す
。
あ
ん
ぽ
柿
は
今
、
新
た
な
ス
テ
ー
ジ

に
突
入
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

国
見
町
の
特
産
品
で
あ
る
あ
ん
ぽ
柿

は
、
寒
さ
が
厳
し
い
季
節
に
昔
な
が
ら
の

製
法
で
丁
寧
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

一
粒
一
粒
に
は
、
た
く
さ
ん
の
思
い
、
そ

し
て
無
限
に
広
が
る
可
能
性
が
凝
縮
さ
れ

て
い
ま
す
。　

お
わ
り
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