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と
き
ど
き
食
事
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
こ

と
を
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。
私
た
ち
は
、

一
日
三
食
摂
れ
る
こ
と
に
感
謝
す
る
の
は

勿
論
で
あ
る
が
、
怒
涛
の
よ
う
な
安
土
桃

山
、
江
戸
時
代
に
生
き
た
徳
川
家
康
よ
り
、

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
お
い
し
い
も
の

を
食
べ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

日
本
で
は
、
あ
る
程
度
お
金
を
出
せ
ば
、

懐
石
も
刺
身
も
寿
司
も
、
ま
た
世
界
中
の

あ
ら
ゆ
る
料
理
を
日
常
に
食
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、
し
か
も
日
本
酒
、
焼
酎
を

は
じ
め
ウ
イ
ス
キ
ー
、
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル

と
い
っ
た
多
様
な
酒
も
飲
め
る
か
ら
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
家
康
の
時
代
で
は
、
世
界

の
料
理
は
お
ろ
か
、
こ
ん
な
ご
馳
走
を
食

べ
て
は
い
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
は
、
家
康

時
代
と
そ
の
４
０
０
年
後
の
現
代
に
お
け

る
食
事
文
化
の
差
で
あ
ろ
う
。

石
毛
直
道
編
『
世
界
の
食
事
文
化
』

（
ド
メ
ス
出
版
１
９
７
３
）
に
は
、
人
は

食
べ
る
こ
と
の
手
順
と
し
て
、
ま
ず
狩
猟
、

採
集
、
漁
労
、
栽
培
、
養
殖
な
ど
の
手
段

で
食
料
資
源
を
得
て
、
こ
の
食
料
の
原
料

に
さ
ま
ざ
ま
な
加
工
を
施
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
食
べ
や
す
く
し
、
さ
ら
に
で
き

上
が
っ
た
食
べ
物
を
口
に
す
る
と
き
に
食
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事
作
法
の
行
動
が
生
ま
れ
、
あ
と
は
人
体

の
生
理
と
な
る
、
と
あ
る
。
そ
し
て
「
人

間
の
食
事
は
生
理
的
欲
求
の
充
足
と
い
う

だ
け
で
は
な
し
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観

に
も
と
づ
く
選
択
原
理
を
も
つ
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
個
人
の
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
嗜

好
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
特
定
の

社
会
の
レ
ベ
ル
に
な
ら
し
た
ら
、
そ
の
社

会
の
食
事
文
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
生

理
的
現
象
の
ほ
か
に
、
食
事
を
き
わ
め
て

文
化
的
な
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
視
角
が

あ
る
の
だ
」
と
、
即
ち
、
個
人
的
な
食
事

の
嗜
好
が
時
を
経
て
、
そ
れ
が
一
定
の
地

域
に
定
着
し
た
と
き
伝
統
的
な
食
事
文
化

が
誕
生
す
る
と
、
論
じ
る
。

既
に
、
三
十
数
年
前
の
こ
と
だ
が
、
同

僚
た
ち
と
東
京
の
居
酒
屋
で
八
丈
島
特
産

ト
ビ
ウ
オ
の
く
さ
や
を
注
文
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
あ
の
強
い
に
お
い
に
は
驚
き
、

食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
一
つ
の
個

人
的
な
嗜
好
の
問
題
で
あ
る
。
藤
井
建
夫

著
『
塩
辛
・
く
さ
や
・
か
つ
お
節
—
水
産

発
酵
食
品
の
製
法
と
旨
味
—
』（
恒
星
社

厚
生
閣
２
０
０
１
）
に
、
く
さ
や
の
由
来

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
伊
豆
諸
島
で
は
上
納
塩
を
製

し
て
い
た
が
、
取
立
て
が
厳
し
く
、
島
で

は
塩
は
極
度
に
不
足
し
、
貴
重
品
で
あ
っ

た
。
伊
豆
諸
島
の
近
海
は
ム
ロ
ア
ジ
、
ア

ジ
、
サ
バ
、
イ
ワ
シ
な
ど
の
好
漁
場
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
を
塩
干
品
に
す
る
際
に
も
、

塩
を
節
約
す
る
た
め
に
、
や
む
な
く
同
じ

塩
水
を
繰
り
返
し
使
っ
て
い
た
。
そ
の
う

ち
、
塩
水
は
独
特
の
異
臭
を
持
つ
よ
う
に

な
り
、
こ
れ
に
漬
け
て
つ
く
ら
れ
る
製
品

も
強
い
に
お
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、

食
べ
れ
ば
結
構
お
い
し
く
、
ま
た
日
持
ち

も
よ
い
た
め
、
島
の
人
々
の
間
に
定
着
し

て
い
っ
た
と
い
う
。
ま
さ
し
く
、
く
さ
や

は
水
産
発
酵
食
品
の
う
ま
味
と
し
て
四
百

年
余
り
も
続
い
て
お
り
、
塩
辛
や
な
れ
ず

し
や
琵
琶
湖
の
ふ
な
ず
し
に
通
じ
る
日
本

の
食
文
化
で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
味
と
匂
学
会
編
『
味
の
な

ん
で
も
小
事
典
』（
講
談
社

２
０
０
４
）

に
は
、
食
事
の
５
つ
の
基
本
味
は
、
甘
味
、

塩
味
、
酸
味
、
苦
味
に
、
近
年
で
は
そ
れ

に
う
ま
味
が
加
わ
っ
た
と
あ
る
が
、
子
供

の
こ
ろ
は
ど
う
し
て
も
甘
味
の
も
の
が
お

い
し
く
感
じ
た
も
の
だ
。
母
が
よ
く
ゴ
ー

ヤ
を
料
理
し
て
く
れ
た
が
、
こ
ん
な
に
苦

い
も
の
を
お
い
し
い
と
は
思
え
な
か
っ
た
。

今
で
は
自
然
と
お
腹
の
中
に
入
っ
て
い
く
。

好
み
は
年
齢
を
重
ね
る
ご
と
に
変
わ
っ
て

い
く
よ
う
だ
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

味
は
人
を
支
配
す
る
と
い
え
る
。
日
本
調

理
科
学
会
編
『
料
理
の
な
ん
で
も
小
事
典
』

（
講
談
社

２
０
０
８
）
で
、
調
味
料
の

「
さ
し
す
せ
そ
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
砂
糖
、

塩
、
酢
、
醤
油
、
味
噌
を
指
す
と
同
時
に
、

調
味
料
を
入
れ
る
順
番
を
表
し
て
い
る
。

河
野
友
美
著
『
味
の
文
化
史
』（
世
界

書
院
１
９
９
７
）
の
中
で
、
権
力
者
に
よ

る
さ
ま
ざ
ま
な
味
の
支
配
に
つ
い
て
、
例

え
ば
植
民
地
時
代
に
お
け
る
塩
や
砂
糖
や

コ
ー
ヒ
ー
の
生
産
の
歴
史
か
ら
論
じ
ら
れ

て
お
り
興
味
を
引
く
。
ま
た
、
こ
の
書
で

は
人
間
の
味
覚
細
胞
は
一
つ
の
細
胞
で
す

べ
て
の
味
を
判
別
す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
指
摘
す
る
。
味
覚
の
分
布
は
舌
の
先
端

で
甘
味
、
中
央
で
塩
味
、
両
端
で
酸
味
、

奥
の
ほ
う
で
苦
味
を
感
じ
、
う
ま
味
は
甘

味
に
近
い
所
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
し
て
「
人
間
が
感
じ
る
味
に
は
、
本
能

的
な
味
と
情
緒
的
な
味
が
あ
り
、
そ
れ
を

基
本
に
し
て
文
化
が
成
立
し
て
い
く
。
こ
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オ
レ
ン
ジ
、
レ
モ
ン
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

日
本
料
理
に
関
す
る
柴
田
書
店
編
・
発

行
『
だ
し
の
基
本
と
日
本
料
理
—
う
ま
味

の
も
と
を
解
き
あ
か
す
』
（
２
０
０
７
）

を
読
む
と
、
料
理
が
楽
し
く
な
る
。
高
橋

英
一
は
日
本
料
理
に
お
け
る
だ
し
を
絶
賛

し
て
い
る
。「
日
本
の
だ
し
ほ
ど
素
晴
ら

し
い
だ
し
は
無
い
と
思
い
ま
す
。
昆
布
の

持
つ
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
の
う
ま
味
と
鰹
節
の

持
つ
イ
ノ
シ
ン
酸
の
う
ま
味
は
、
一
プ
ラ

ス
一
は
二
で
な
し
に
、
そ
の
お
い
し
さ
は

七
に
も
八
に
も
な
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
単

に
二
種
類
の
も
の
を
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ほ

ど
深
い
う
ま
味
の
あ
る
だ
し
は
他
国
に
は

存
在
し
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
し
と
い
う
も

の
は
、
全
て
の
料
理
の
基
本
に
な
る
と
言

え
る
く
ら
い
た
い
せ
つ
な
も
の
、
と
私
は

若
い
頃
か
ら
位
置
づ
け
て
お
り
ま
す
」。

だ
し
に
つ
い
て
は
、
藤
村
和
夫
著
『
だ

し
の
本
』(

ハ
ー
ト
出
版
１
９
８
８
）、
太

田
静
行
著
『
う
ま
味
調
味
料
の
知
識
』

（
幸
書
房
２
０
０
８
）、
伏
木
亨
著
『
お
い

し
さ
を
科
学
す
る
—
だ
か
ら
ダ
シ
は
お
い

し
い
』（
筑
摩
書
房
２
０
０
６
）
が
あ
る
。

斎
藤
浩
・
太
田
静
行
編
著
『
隠
し
味
の
科

学
』（
幸
書
房
２
０
０
２
）
は
、
主
の
味

を
引
き
立
て
る
た
め
に
、
目
立
た
な
い
よ

う
に
調
味
料
や
香
辛
料
を
使
う
隠
し
味
を

追
求
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
書
で
あ
る
。
隠
し

味
と
し
て
、
酢
や
醤
油
や
香
辛
料
な
ど
が

用
い
ら
れ
る
。
多
く
の
料
理
は
、
酸
味
が

そ
れ
と
感
じ
な
い
程
度
の
わ
ず
か
の
酢
を

加
え
る
こ
と
で
味
に
深
み
が
で
き
、
全
体

と
し
て
、
味
が
引
き
締
ま
る
。
醤
油
や
魚

醤
油
も
少
量
添
加
す
る
と
、
複
雑
な
味
が

加
わ
る
。
苦
味
を
持
つ
香
辛
料
な
ど
も
苦

さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
程
度
に
使
用
す
る
と

料
理
の
味
が
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
、

と
い
う
。
さ
ら
に
、
料
理
素
材
の
お
い
し

さ
を
引
き
出
す
た
め
の
調
理
技
術
、
使
用

調
味
料
や
香
辛
料
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

料
理
の
お
い
し
さ
の
本
質
で
あ
る
「
香
り
」

+

「
味
」+

「
う
ま
さ
」+

「
彩
り
」+

「
配
列
」+

「
食
器
」+

「
雰
囲
気
」=

「
風
味
」
が
醸
し
出
す
料
理
素
材
と
飲
食

す
る
人
と
の
調
和
、
こ
れ
が
お
い
し
さ
の

真
の
「
隠
し
味
」
で
あ
る
、
と
も
い
う
。

越
智
宏
倫
著
『
天
然
調
味
料
』（
光
琳

１
９
９
３
）
も
ま
た
昆
布
な
ど
各
種
の
調

味
料
に
つ
い
て
論
じ
、
天
然
調
味
料
の
展

望
に
つ
い
て
「
食
品
は
、
本
物
志
向
、
美

味
し
さ
志
向
、
経
済
的
志
向
、
簡
便
性
志

向
、
健
康
志
向
へ
と
シ
フ
ト
し
て
お
り
、

天
然
調
味
料
に
対
す
る
機
能
性
・
特
質
も

高
度
な
も
の
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
今
後
の
天
然
調
味
料
に
求
め
ら

れ
る
特
質
は
、（
１
）
お
い
し
く
嫌
味
の

な
い
味
、（
２
）
お
い
し
く
飽
き
の
こ
な

い
味
の
二
つ
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
、
う
ま
味
の
文
化
に
つ
い
て
、
紹

介
し
て
き
た
が
、
そ
の
素
と
な
る
の
は
水

で
あ
り
、
水
と
料
理
に
関
し
て
、
松
元
文

子
著
『
食
べ
物
と
水
』（
家
政
教
育
社
１

９
８
８
）、
野
口
駿
著
『
食
品
と
水
の
科

学
』（
幸
書
房

１
９
９
２
）、
早
川
光
著

『
お
い
し
い
水
で
料
理
が
変
わ
る
』（
農
文

協
１
９
９
３
）
を
挙
げ
る
。

終
わ
り
に
、
ア
ジ
ア
の
食
文
化
と
水
の

文
化
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
つ
な
が
り
が
あ

る
。
ど
ち
ら
も
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い

も
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
見
失
い
が
ち

な
私
た
ち
は
、
も
っ
と
食
と
水
に
気
を
配

ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

の
２
つ
の
味
の
種
類
は
、
文
化
の
形
態
に

と
っ
て
も
大
き
く
２
つ
に
分
け
ら
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
生
理
的
な
味
は
、
人
間
の

生
命
を
握
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
的

に
権
力
と
結
び
つ
い
た
文
化
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
情
緒
的
な
味
は
直
接
生
命
と
関
係

し
な
い
味
で
あ
る
か
ら
、
権
力
と
は
関
係

な
い
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
文
化
を
動
か
す
も
の
は
、
こ
の
情
緒
的

な
味
の
ほ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
、

主
張
す
る
。
こ
の
説
は
面
白
い
。
快
、
不

快
と
苦
味
の
テ
ー
マ
で
、
苦
味
は
味
の
中

で
生
理
的
に
左
右
さ
れ
な
い
味
で
、
情
緒

的
な
味
に
分
類
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
ビ
ー

ル
に
は
材
料
の
ホ
ッ
プ
の
苦
味
成
分
が
含

ま
れ
て
お
り
、
気
分
が
す
ぐ
れ
な
い
と
き

は
、
そ
の
味
は
大
変
嫌
な
味
と
し
て
感
じ

ら
れ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
も
同
様
で
あ
る
。

伏
木
亨
著
『
味
覚
と
嗜
好
の
サ
イ
エ
ン

ス
』(

丸
善
２
０
０
８
）
に
よ
れ
ば
、
味

覚
は
視
覚
や
臭
覚
と
同
様
に
人
間
の
感
覚

を
表
わ
す
生
理
学
的
な
用
語
で
、
舌
か
ら

脳
へ
信
号
を
淡
々
と
伝
え
る
の
が
味
覚
で
、

不
変
。
一
方
嗜
好
は
、
過
去
か
ら
の
食
体

験
に
基
づ
い
て
善
し
悪
し
が
判
断
さ
れ
、

好
き
嫌
い
を
指
し
、
食
体
験
を
重
ね
る
こ

と
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
。
前
述
し
た

が
、
子
供
の
こ
ろ
嫌
い
だ
っ
た
ゴ
ー
ヤ
が

年
を
と
れ
ば
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
同
著
『
人
間
は
脳
で
食
べ
て
い
る
』

（
筑
摩
書
房
２
０
０
５
）
に
は
、
テ
レ
ビ

な
ど
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
情
報
は
、

そ
の
食
べ
も
の
の
お
い
し
さ
を
い
つ
の
間

に
か
人
の
脳
に
イ
ン
プ
ッ
ト
し
、
食
す
る

よ
う
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ

は
人
が
食
物
を
脳
で
食
べ
て
い
る
こ
と
を

実
証
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
味
が
人
を

支
配
す
る
例
だ
。
し
か
し
そ
の
情
報
が
、

い
っ
た
ん
テ
レ
ビ
か
ら
消
え
て
し
ま
う
と
、

そ
の
嗜
好
は
無
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。

味
覚
に
つ
い
て
は
、
阿
部
啓
子
他
著

『
食
と
味
覚
』（
建
帛
社
２
０
０
８
）、
都

甲
潔
著
『
味
覚
を
科
学
す
る
』（
角
川
書

店
２
０
０
２
）
の
書
が
あ
る
。

や
は
り
、
料
理
は
４
つ
の
基
本
味
に
う

ま
味
を
伴
っ
た
も
の
が
お
い
し
く
感
じ
る

も
の
だ
。
う
ま
味
は
だ
し
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
る
。
だ
し
と
は
出
し
汁
の
こ
と
で
、

鰹
節
や
昆
布
な
ど
を
煮
出
し
て
、
料
理
の

う
ま
さ
を
増
す
の
に
使
う
汁
で
あ
る
。
太

田
静
行
著
『
だ
し
・
エ
キ
ス
の
知
識
』

（
幸
書
房
２
０
０
６
）
に
は
、
昆
布
の
う

ま
味
の
本
体
は
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
で
あ
る
こ

と
を
発
見
し
た
の
は
、
当
時
、
東
京
帝
国

大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
池
田
菊
苗
で
、
グ

ル
タ
ミ
ン
酸
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
を
調
味
料

と
し
て
、
特
許
出
願
し
た
。
鈴
木
製
薬
所

（
味
の
素
株
式
会
社
の
前
身
）
の
鈴
木
三
郎
助

が
こ
の
特
許
に
つ
い
て
、
企
業
化
す
る
こ

と
に
な
り
、
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

は
１
９
０
９
年
（
明
治
42
）
５
月
「
味
の
素
」

の
名
で
発
売
さ
れ
た
。
一
方
鰹
節
の
う
ま

味
の
本
体
は`

５
—
イ
ノ
シ
ン
酸
で
、
１
８

４
７
年
（
弘
化
４
）
に
ド
イ
ツ
の
リ
ー
ビ
ッ

ヒ
が
牛
肉
の
抽
出
液
か
ら
発
見
。
日
本
で

は
、
１
９
１
３
年
（
大
正
２
）
小
玉
新
太
郎

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
小
玉
は
さ
ら
に
鰹

節
の
う
ま
味
に
つ
い
て
研
究
し
、
そ
れ
が`

５
—
イ
ノ
シ
ン
酸
に
由
来
す
る
こ
と
を
見

出
し
た
、
と
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
書
で
は

天
然
エ
キ
ス
系
調
味
料
と
し
て
、
畜
産
物

の
チ
キ
ン
、
ポ
ー
ク
、
ビ
ー
フ
、
水
産
物

と
し
て
鰹
、
煮
干
、
グ
チ
、
ハ
モ
、
タ
ラ
、

イ
カ
、
牡
蠣
、
鮑
、
カ
ニ
、
エ
ビ
、
農
産

物
と
し
て
オ
ニ
オ
ン
、
ガ
ー
リ
ッ
ク
、
ハ

ク
サ
イ
、
ネ
ギ
、
ニ
ン
ジ
ン
、
シ
イ
タ
ケ
、




