
る
食
品
は
軟
ら
か
い
も
の
が
多

い
こ
と
か
ら
噛
む
力
が
衰
え
て

い
る
こ
と
に
な
か
な
か
気
が
つ

き
ま
せ
ん
。
ま
た
噛
め
な
い
こ

と
は
知
ら
な
い
う
ち
に
栄
養
の

偏
り
に
つ
な
が
り
、
そ
の
結
果
、

低
栄
養
か
ら
心
身
の
機
能
低
下

へ
と
進
ん
で
し
ま
い
ま
す
。（
左

図
）

　

ま
た
、ふ
だ
ん
何
気
な
く
行
っ

て
い
る
飲
み
込
む
動
作
（
嚥
下
）

と
い
う
の
は
、
口
と
の
ど
と
の

絶
妙
な
連
係
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
飲

み
込
む
際
に
働
く
筋
肉
が
衰
え
、

そ
の
連
係
に
ず
れ
が
生
じ
る
と
、

飲
食
物
が
気
管
に
入
り
そ
う
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

と
き
、
気
管
に
入
ら
な
い
よ
う

に
反
射
的
に
出
る
の
が
「
む
せ
」

や
「
せ
き
込
み
」
で
す
。
こ
れ

ら
は
体
の
防
御
反
応
な
の
で
す

が
、
頻
繁
に
起
こ
る
場
合
は
注

意
が
必
要
で
、
飲
食
物
が
気
管

へ
と
入
る
事
故
（
誤
嚥
）
の
リ

ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
気
を
つ
け
た

い
の
が
、「
話
す
力
」
の

衰
え
で
す
。
口
腔
の
筋
肉

が
衰
え
て
唾
液
の
分
泌

が
減
る
と
、
言
葉
が
う

ま
く
発
音
で
き
ず
滑
舌

が
悪
く
な
る
た
め
、
人

と
会
っ
て
話
を
す
る
こ

と
が
億
劫
に
な
り
が
ち

で
す
。
そ
の
結
果
、
外

出
機
会
が
減
り
、
社
会
へ
の
関

心
も
薄
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

す
る
と
脳
の
働
き
も
衰
え
て
、

認
知
症
や
う
つ
病
を
発
症
す
る

リ
ス
ク
が
高
ま
る
の
で
す
。

　

唾
液
分
泌
量
の
減
少
に
よ
る

口
の
乾
き
に
も
注
意
が
必
要
で

す
。
口
が
乾
く
と
、
食
べ
物
が

飲
み
込
み
に
く
く
な
る
ば
か
り

か
、
歯
周
病
や
虫
歯
の
原
因

菌
な
ど
が
増
え
や
す
い
環
境

に
な
り
、
口
臭
の
原
因
に

な
っ
た
り
、
歯
周
病
な
ど
が

進
み
や
す
く
な
っ
た
り
し
ま

す
。
な
お
、
薬
の
副
作
用
で

唾
液
が
出
に
く
く
な
っ
た
り

唾
液
は
十
分
出
て
い
る
の
に

う
つ
う
つ
と
し
た
気
持
ち
が

原
因
で
出
て
い
な
い
よ
う
に

感
じ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、

医
師
に
相
談
す
る
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
。　

　

東
京
大
学
と
東
京
都
健
康

長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
が
地
域
の

高
齢
者
２
０
０
０
人
を
対
象
に

行
っ
た
追
跡
調
査
で
は
、
オ
ー

ラ
ル
フ
レ
イ
ル
の
人
は
そ
う
で

な
い
人
に
比
べ
て
全
身
が
衰
え

や
す
く
、
４
年
後
の
要
介
護
リ

ス
ク
が
２
・
４
倍
、
死
亡
リ
ス
ク

が
２
・
１
倍
に
な
っ
た
と
報
告
さ

れ
て
い
ま
す
（
左
図
）

（ 7 ）
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オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
に
は
、

①
口
の
健
康
意
識
の
低
下

②
口
の
さ
さ
い
な
ト
ラ
ブ
ル

③
口
腔
機
能
の
低
下

④
食
べ
る
機
能
の
障
害

と
い
う
４
つ
の
段
階
が
あ
り
ま

す
。（
下
図
）。
②
、
③
の
う
ち

に
適
切
な
対
処
を
す
れ
ば
、
正

常
な
状
態
ま
で
戻
す
こ
と
も
で

き
ま
す
が
、
④
の
段
階
に
な
る

と
改
善
す
る
の
は
難
し
く
な

り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
で
き
る
だ
け

早
く
対
処
を
し
て
、
口
腔
機

能
の
回
復
や
維
持
に
努
め
る

必
要
が
あ
る
の
で
す
。
オ
ー

ラ
ル
フ
レ
イ
ル
は
徐
々
に
進

行
す
る
た
め
、
本
人
は
な
か

な
か
気
づ
か
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。
周
り
の
人
や
家
族

が
口
の
健
康
に
関
心
を
寄
せ

て
、
気
づ
い
て
あ
げ
る
こ
と
も

大
切
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
、
口
の
健
康
状
態
に

意
識
を
向
け
る
た
め
に
も
、
口

の
衰
え
を
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
し

て
み
ま
し
ょ
う
（
上
図
）。

　

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
が
疑
わ

れ
た
ら
、
歯
科
で
口
腔
機
能
の

状
態
を
検
査
し
て
も
ら
う
の
も

よ
い
で
し
ょ
う
。
新
し
い
検
査

の
た
め
、
口
腔
機
能
検
査
を
行
っ

て
い
る
か
、
受
診
前
に
歯
科
医

院
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

50
歳
以
上
は
保
険
適
用
で

す
。

　

口
腔
機
能
の
検
査
で
は
、

①
口
腔
衛
生
状
態
、
②
口
腔

乾
燥
、
③
咬
合
力
（
ま
た
は

残
存
歯
数
）、
④
舌
や
唇
の

動
き
、
⑤
舌
圧
、
⑥
噛
む
力

（
咀
嚼
機
能
）、
⑦
飲
み
込
む

力
（
嚥
下
機
能
）
の
７
項
目

を
調
べ
、
３
項
目
以
上
が
基

準
値
以
下
の
場
合
は
口
腔
機

能
低
下
症
と
診
断
さ
れ
ま
す
。

　

口
腔
機
能
低
下
症
は
、

２
０
１
８
年
に
正
式
に
導
入
さ

れ
た
歯
科
領
域
の
新
し
い
病
名

で
す
。
口
腔
機
能
低
下
症
と
診

断
さ
れ
た
ら
、
専
門
的
な
援
助

が
必
要
と
さ
れ
、
個
人
の
状
態

に
合
わ
せ
た
管
理
計
画
の
立
案

や
、
歯
周
病
、
虫
歯
、
義
歯
な

ど
の
治
療
、
ま
た
栄
養
指
導
、

生
活
指
導
、
口
腔
機
能
を
改
善

機
能
低
下
の
４
段
階

保
険
適
用
の
検
査
も

（ 8 ）
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す
る
訓
練
指
導
な
ど
を
受
け
な

が
ら
定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
し
ま

す
。

　

自
宅
で
で
き
る
オ
ー
ラ
ル
フ

レ
イ
ル
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
う

ち
、
簡
単
に
で
き
て
継
続
し
や

す
い
の
は
、「
う
が
い
」
で
す
。

実
は
う
が
い
は
、
口
の
中
と
の

ど
と
の
連
係
が
必
要
な
動
き
で
、

意
識
的
に
行
え
ば
複
雑
な
口
腔

機
能
を
鍛
え
る
の
に
と
て
も
効

果
的
で
す
。
頬
の
内
側
や
舌
な

ど
口
内
の
筋
肉
だ
け
で
な
く
、

の
ど
の
奥
の
筋
肉
ま
で
ま
ん
べ

ん
な
く
刺
激
し
、
優
れ
た
効
果

を
発
揮
し
ま
す
。

　

ブ
ク
ブ
ク
う
が
い
は
、
口
か

ら
水
を
漏
ら
さ
ず
、
鼻
に
水
が

回
ら
な
い
よ
う
に
口
の
機
能
を

フ
ル
活
動
さ
せ
る
動
き
で
す
。

食
べ
物
が
口
か
ら
こ
ぼ
れ
な
い

よ
う
に
働
く
口
輪
筋
と
頬
の
頬

筋
、
大
頬
骨
筋
な
ど
を
鍛
え
る

と
と
も
に
、
飲
み
込
み
動
作
を

担
う
筋
肉
や
舌
の
奥
の
筋
肉
を

鍛
え
る
の
に
有
効
で
す
。

　

ガ
ラ
ガ
ラ
う
が
い
は
、
の
ど

を
震
わ
せ
て
ガ
ラ
ガ
ラ
音
を
立

て
る
こ
と
に
よ
っ
て
声
帯
筋
や

咽
頭
筋
を
鍛
え
ま
す
。
こ
れ
は
、

水
を
含
ん
で
上
を
向
い
て
も
水

が
こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
調
整
す

る
、
非
常
に
複
雑
な
口
の
動
き

で
す
。
ま
た
、
食
べ
物
の
気
管

へ
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
、
咽

頭
蓋
と
声
帯
な
ど
を
ス
ム
ー
ズ

に
動
か
す
こ
と
に
役
立
ち
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
ブ
ク
ブ
ク
う
が

い
も
ガ
ラ
ガ
ラ
う
が
い
も
、
口

腔
機
能
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な

筋
肉
を
使
い
ま
す
。
う
が
い
の

重
要
性
を
意
識
し
て
、
少
し
長

め
（
５
～
10
秒
）
に
し
っ
か
り

行
う
長
生
き
う
が
い
（
左
図
）

に
よ
っ
て
、
口
腔
機
能
や
嚥
下

機
能
の
強
化
が
期
待
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
長
生
き
う
が
い
に
は
、

の
ど
の
神
経
を
刺
激
し
活
性
化

す
る
効
果
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
人
の
平
均
寿
命
は
延
び

ま
し
た
が
、
現
在
の
課
題
は
、

長
く
な
っ
た
人
生
を
健
康
に
過

ご
せ
る
か
ど
う
か
で
す
。
オ
ー

ラ
ル
フ
レ
イ
ル
が
進
む
と
、
好

き
な
も
の
が
食
べ
ら
れ
な
く
な

る
だ
け
で
な
く
、
誤
嚥
防
止
の

た
め
に
禁
食
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
な
ど
、
つ
ら
い
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

人
生
を
最
後
ま
で
豊
か
に
過

ご
す
た
め
に
も
、
自
分
や
家
族

の
口
の
健
康
に
関
心
を

寄
せ
、
今
日
か
ら
で
き

る
こ
と
を
始
め
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

情
報
誌
「
こ
ま
ど
」
よ
り

毎
日
の
「
長
生
き
う
が
い
」
で

口
腔
機
能
を
改
善

（ 9 ）
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時

 

10
時

別
院

本
山

別
院
本
山

　
八
十
八
夜

　
立
夏

　
端
午
の
節
句

　 （
こ
ど
も
の
日
）

　
小
満

り
っ
か

春
ご
よ
み

５ 月 （皐月） ４ 月 （卯月） ３ 月 （弥生）

当

　山

　行

　事

歳

　時

　記

●
動
物
健
康
祈
願

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
春
彼
岸

●
春
彼
岸
法
要

●
月
例
法
要（
　
　
　
）

●
動
物
健
康
祈
願

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
降
誕
会
法
要（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
月
例
法
要（
　
　
　
）

●
動
物
健
康
祈
願

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
月
例
法
要（
　
　
　
）

　
上
巳
の
節
句

　 （
ひ
な
祭
り
）

　
啓
蟄

　
春
彼
岸
入
り

　
春
分

　 （
春
彼
岸
中
日
）

　
春
彼
岸
明
け

　
清
明

　
釈
尊
降
誕
会

　
穀
雨

け
い
ち
つ

せ
い
め
い

た
ん
ご

せ
っ
く

じ
ょ
う
し
せ
っ
く

し
ょ
う
ま
ん

こ
く 

う

さつき うづき やよい

　

彼
岸
と
い
う
の
は
向
こ
う
側
の
岸
と
い
う
意
味
で
す
が
、
仏
教

的
に
は
大
安
心
を
得
た
境
地
と
例
え
ら
れ
ま
す
。

ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
動
じ
な
い
心
を
養
う
た
め
に
は
修
行

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
為
に
古
人
は
六
波
羅
蜜
と
い
う
六
つ
の
行
を
設
け
て
、
そ

れ
を
修
め
る
こ
と
で
大
安
心
の
境
地
に
到
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

工
夫
さ
れ
ま
し
た
。

　

布ふ

せ施
、
持じ
か
い戒
、
忍に
ん
に
く辱
、
精
し
ょ
う
じ
ん進
、
禅
ぜ
ん
じ
ょ
う定
、
智ち

え慧
。

ど
れ
も
修
め
る
と
な
る
と
至
難
で
す
が
、
比
較
的
わ
か
り
や
す
い

の
は
“
布
施
”
で
し
ょ
う
か
。

　

布
施
と
は
“
施
し
（
ほ
ど
こ
し
）
を
す
る
”
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
お
金
や
物
品
を
施
す
の
も
布
施
に
な
り
ま
す
が
、
例
え

ば
悲
し
ん
で
い
る
人
が
い
た
ら
一
緒
に
寄
り
添
っ
て
な
ぐ
さ
め
て

あ
げ
た
り
、
朝
近
所
の
人
に
出
会
っ
た
ら
元
気
に
“
お
は
よ
う
ご

ざ
い
ま
す
”
と
挨
拶
を
す
る
こ
と
も
立
派
な
布
施
で
す
。

　

要
す
る
に
修
行
と
言
っ
て
も
自
分
の
日
常
生
活
の
中
で
で
き
る

こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
私
た
ち
は
常
に
意
識
し

て
実
践
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

『
春
彼
岸
が
近
づ
き
ま
し
た
』
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立
川
市
動
物
慰
霊
碑
の
地
鎮
祭

　
去
る
、
一
月
二
十
四
日
と
二
月
七
日
に

立
川
清
掃
局
の
移
転
に
伴
い
敷
地
に
あ
る

動
物
慰
霊
碑
の
場
所
移
動
の
た
め
に
、
こ

の
た
び
地
鎮
祭
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。

　
多
摩
地
区
の
役
所
の
多
く
は
路
上
死
な

ど
で
亡
く
な
っ
た
動
物
は
当
寺
に
て
お
受

け
し
て
お
り
ま
す
が
、
立
川
市
の
場
合
は

市
の
清
掃
局
が
対
応
し
て
お
り
、
手
を
合

わ
せ
る
た
め
に
慰
霊
碑
を
設
け
て
い
た
こ

と
に
あ
ら
た
め
て
感
銘
を
う
け
ま
し
た
。

　
当
日
、
役
所

の
方
、
清
掃
局

職
員
の
方
が
神

妙
な
面
持
ち
で

参
列
さ
れ
厳
粛

に
執
り
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

年
が
改あ
ら
た
ま
る
午
前
０
時
に
本
堂
に
お
い
て
住
職
を
導ど
う
し師
に
10
名
程
の
僧
侶

が
厳げ
ん

粛し
ゅ
くに
読
経
に
入
る
。
法
要
半
ば
で
は
大だ
い
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う

般
若
経
六
百
巻
を
僧
侶
が
そ
れ

ぞ
れ
大
声
で
転
読
を
始
め
る
。
こ
れ
ぞ
祈き
と
う祷
の
醍だ
い
ご
み

醐
味
と
言
え
よ
う
。
読
経

の
ス
ピ
ー
ド
も
次
第
に
早
さ
を
増
し
堂
内
に
響
き
わ
た
り
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

を
む
か
え
る
。
あ
っ
と
言
う
間
の
45
分
間
。
参
加
者
に
は
祈
祷
さ
れ
た
御
札

が
授
与
さ
れ
た
。

―
修し

ゅ

正し
ょ
う

会え

報
告
―
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こ
の
度
の
能
登
半
島
地
震
で
犠
牲
と
な
ら
れ
た
方
々
に
お
悔
み
申
し

上
げ
ま
す
。

ま
た
、
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
は
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

一
日
も
早
く
復
旧
復
興
さ
れ
ま
す
こ
と
を
祈
念
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

山
主
　
合 

掌
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