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食
費
（
読
む
こ
と
）
に
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
や
り
く
り
の

い
く
つ
か
を
、「
読
む
こ
と
」
の
再
生
の
願
い
を
込
め
て
書
い
て

み
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の
間
に
「
写
文
」
が
あ
る

わ
た
し
は
、
自
分
に
と
っ
て
は
、
学
校
の
仕
事
の
中
で
、
言
葉

に
よ
っ
て
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
が
な
に
よ
り
大
事
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
国
語
（
日
本
語
）
の
授
業
を
大
切
に
扱
っ

て
い
る
の
で
す
が
、「
今
年
の
一
年
は
、
聞
く
力
が
つ
い
て
い
な

い
。」「
こ
ち
ら
の
言
葉
が
入
っ
て
い
か
な
い
。」
な
ど
、
厳
し
い

指
摘
が
な
さ
れ
、
生
徒
指
導
上
の
問
題
も
、
例
年
よ
り
質
量
と
も

に
深
刻
で
し
た
。
し
か
も
、
言
葉
を
育
て
る
国
語
は
時
間
減
で
す
。

そ
こ
で
、
十
月
中
ご
ろ
か
ら
、
朝
学
活
の
五
分
を
も
ら
い
、
学

年
一
斉
で
「
五
分
間
写
文
」
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
写
文
」

と
は
（
こ
れ
は
わ
た
し
の
作
っ
た
言
葉
で
す
が
）、
文
字
通
り

「
文
を
写
す
」
こ
と
で
す
。
百
字
か
ら
百
五
十
字
程
度
で
書
き
写

し
て
味
わ
え
る
優
れ
た
文
章
を
教
師
側
が
用
意
し
、
そ
れ
を
ノ
ー

ト
に
「
写
文
」
す
る
の
で
す
。

そ
の
う
え
、
授
業
の
中
で
も
意
識
し
て
「
写
文
」
を
取
り
入
れ

ま
し
た
。
例
え
ば
、
巧
み
な
比ひ

喩ゆ

が
使
わ
れ
て
い
る
文
章
は
、
以

前
な
ら
読
み
な
が
ら
傍
線
を
引
い
て
終
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、

「
写
文
」
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
詩
集
を
読
ん
だ
と
き
も
、
気
に

週
三
時
間
、
こ
れ
が
わ
た
し
に
与
え
ら
れ
た
国
語
の
時
間
で
す
。

持
ち
時
間
数
の
関
係
で
、
一
年
を
国
語
三
、
書
写
一
と
分
け
た
か

ら
で
す
。
絶
対
的
に
時
間
数
が
足
り
ま
せ
ん
。（
母
語
の
学
習
に

関
わ
る
時
間
数
の
削
減
は
、
亡
国
的
と
い
う
か
、
民
族
が
滅
び
る

ほ
ど
の
暴
挙
で
あ
る
と
、
嘆
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。）

時
間
数
が
四
分
の
三
に
カ
ッ
ト
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、「
読
む

こ
と
」
に
も
変
質
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
不
況
の
あ
お

り
で
、
給
与
（
国
語
の
時
間
数
）
が
削
ら
れ
、
食
費
（
読
む
こ
と
）

の
切
り
詰
め
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
我
が
家
の
現
状
に
似
て
い

ま
す
。
住
宅
費
（
書
く
こ
と
）、
教
育
費
（
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
）
の
出
費
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
健
康
・
安
全
を
考
え
る
と
、

食
費
は
安
易
に
縮
少
で
き
ま
せ
ん
。
今
ま
で
に
な
い
工
夫
が
、

入
っ
た
も
の
を
選
び
、
読
ん
だ
後
、
全
文
を
「
写
文
」
し
て
か
ら
、

選
ん
だ
理
由
を
書
い
て
も
ら
い
ま
す
。
古
典
で
も
、
故
事
成
語
の

「
矛
盾
」
は
「
楚
人
に
」
か
ら
の
全
文
を
、
平
家
物
語
で
は
「
扇

の
的
」
の
一
部
分
を
原
文
で
「
写
文
」
で
す
。
今
ま
で
ど
お
り
、

音
読
し
た
り
暗
唱
し
た
り
す
る
の
で
す
が
、
な
に
げ
な
く
読
ん
で

い
た
こ
と
に
、「
写
文
」
で
気
が
つ
い
た
と
、
学
習
者
か
ら
の
反

応
も
上
々
で
す
。

と
同
時
に
、
言
葉
一
つ
一
つ
に
敏
感
に
な
り
、
い
つ
の
ま
に
か
、

「
先
生
の
話
を
注
意
深
く
聞
け
る
。」「
先
生
の
話
の
意
味
が
今
ま

で
よ
り
よ
く
わ
か
る
。」
と
、
国
語
以
外
の
場
面
に
も
、
そ
の
効

果
は
上
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。。

書
物
以
外
の
読
み
物
を
読
む

一
年
生
の
十
一
月
ご
ろ
に
な
る
と
、
す
っ
か
り
中
学
校
生
活
に

慣
れ
、
人
間
関
係
も
一
応
落
ち
着
き
ま
す
。
そ
の
反
面
、
入
学
当

初
に
あ
っ
た
志
が
ぼ
ん
や
り
し
て
き
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
時
機
に
初
心
に
戻
り
、
自
分
を
見
つ
め
、
固
定

化
さ
れ
た
人
間
関
係
を
作
り
直
す
ね
ら
い
か
ら
、「
自
分
の
取
り

扱
い
説
明
書
」
と
称
し
、
自
分
は
実
は
こ
ん
な
人
だ
、
こ
う
な
り

た
い
と
い
う
自
己
紹
介
を
試
み
ま
し
た
。
こ
の
活
動
は
、「
話
す

こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
収
束
さ
れ
る
の
で
す
が
、
途
中
に
、
ス

ピ
ー
チ
す
る
材
料
を
集
め
て
ま
と
め
る
、
構
成
を
考
え
る
、
メ
モ

を
作
る
、
と
い
う
「
書
く
こ
と
」
の
活
動
を
入
れ
ま
す
。
そ
の
導

入
と
し
て
、「
薬
の
取
り
扱
い
説
明
書
」
を
読
み
解
い
て
み
ま
し

た
。
使
用
目
的
が
違
う
四
つ
の
薬
の
取
り
扱
い
説
明
書
を
、
読
み

比
べ
た
り
、
共
通
し
て
い
る
項
目
を
見
つ
け
た
り
し
ま
し
た
。
必

要
な
情
報
を
い
か
に
収
集
で
き
る
か
が
ね
ら
い
で
す
。
そ
こ
で
学

ん
だ
情
報
発
信
の
仕
方
と
、
一
年
の
教
科
書
の
四
十
二
ペ
ー
ジ
に

出
て
い
る
よ
う
な
マ
ッ
ピ
ン
グ
（
ウ
エ
ビ
ン
グ
）
を
使
い
、
ス
ピ

ー
チ
に
仕
上
げ
、
個
性
豊
か
な
発
表
を
楽
し
く
聞
き
合
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
ど
ん
な
ふ
う
に
考
え
た
り
、
ま
と
め
た

り
、
発
表
し
た
り
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
、
学
習
の
方
法
が
し
っ

か
り
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
積
極
的
に
で
き
た
と
考
え
ま
す
。「
薬

の
取
り
扱
い
説
明
書
」
を
読
む
こ
と
で
、
そ
の
方
法
を
実
際
に
試

す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
薬
の
取
り
扱
い
説
明
書
」
と
い
う
身
近
な
も
の
が
、
情
報
の

発
信
物
と
し
て
、
い
か
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
か
、
学
習
者
は
か
な

り
驚
い
て
い
ま
し
た
。
書
物
だ
け
が
読
む
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

得
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。
し
か
し
、
違
う
か
ら
こ
そ
、

読
む
力
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
育
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

強
弱
の
変
化
を
つ
け
た
読
み

走
る
と
き
は
、
漫
然
と
走
る
の
で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を

入
れ
る
と
効
果
的
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
の
再
生

横
浜
市
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確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
二
つ
違
っ
た
読
み
を
、
ど
の
教
材
で
、
ど
の
よ
う
に
メ
リ

ハ
リ
を
つ
け
て
や
る
か
。
国
語
教
師
と
し
て
の
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ポ
ッ
キ
リ
教
材
を
使
っ
た
ポ
ッ
キ
リ
授
業

週
一
時
間
減
っ
た
だ
け
な
の
に
、
や
り
に
く
い
こ
と
が
い
く
つ

も
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
、
翌
週
に
ま
た
が
る
読
み
の
難

し
さ
で
す
。
今
日
火
曜
日
で
、
前
回
が
先
週
金
曜
日
と
な
る
と
小

説
教
材
は
お
手
上
げ
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
一
回

の
授
業
で
「
読
む
こ
と
」
が
完
結
す
る
教
材
を
用
意
し
て
、
読
む

力
を
育
て
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

難
易
度
も
あ
り
ま
す
が
、
字
数
が
千
二
百
〜
千
八
百
程
度
の
読

み
物
を
用
意
し
ま
す
。（
Ｂ
五
判
一
枚
に
納
め
ら
れ
る
く
ら
い
を

目
安
に
し
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。）
そ
し
て
、
読
む
前
に
知
っ

て
い
た
こ
と
、
本
文
の
要
約
、
読
ん
だ
後
に
わ
か
っ
た
こ
と
の
三

つ
の
視
点
か
ら
、
思
っ
た
こ
と
を
書
い
て
、
時
間
内
に
提
出
し
て

も
ら
い
ま
す
。
次
の
授
業
ま
で
に
教
師
が
目
を
通
し
、
赤
線
や
ひ

と
言
コ
メ
ン
ト
を
入
れ
て
返
却
し
ま
す
。
コ
メ
ン
ト
は
書
い
た
本

人
を
意
識
し
、
一
箇
所
は
ほ
め
る
つ
も
り
で
書
き
添
え
ま
す
。
こ

の
や
り
方
は
、「
読
む
力
」
が
わ
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
子

ど
も
と
の
人
間
関
係
を
作
る
の
に
は
効
果
満
点
で
す
。
医
者
が
行

そ
の
「
間
」
を
入
れ
る
と
か
「
強
弱
」
の
変
化
を
つ
け
る
こ
と
を

「
読
む
こ
と
」
に
も
取
り
入
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

通
読
を
意
識
し
た
読
み
と
、
あ
る
部
分
を
ほ
ぐ
す
よ
う
な
読

み
を
意
識
的
に
使
い
分
け
た
ら
ど
う
か
と
、
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

例
え
ば
、
通
読
を
意
識
し
た
読
み
で
は
、
少
し
速
め
に
、
さ
っ

さ
と
読
み
進
め
て
も
ら
う
。
そ
の
際
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
に
傍
線

を
引
い
た
り
、
付
せ
ん
を
入
れ
た
り
し
て
も
よ
い
が
、
意
味
や
漢

字
が
わ
か
ら
な
く
て
も
と
ば
し
て
、
全
体
が
何
に
つ
い
て
書
い
て

あ
る
か
お
お
ま
か
に
つ
か
み
な
さ
い
、
と
言
う
。
ど
う
し
て
も
そ

の
言
葉
や
漢
字
が
わ
か
ら
な
い
と
読
み
進
め
な
い
な
ら
、
先
生
に

き
き
な
さ
い
、
と
言
う
。（
教
師
の
介
入
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
ま

す
。）
読
み
終
え
て
、
つ
か
ん
だ
こ
と
を
お
お
ま
か
に
書
い
て
も

よ
い
し
、
大
事
な
部
分
を
書
き
写
し
て
も
よ
い
と
し
て
、
活
動
を

重
ね
ま
す
。

反
対
に
、
ほ
ぐ
す
よ
う
な
読
み
で
は
「
写
文
」
を
入
れ
、
話
し

合
い
を
入
れ
、
自
分
の
言
葉
で
ま
と
め
る
ま
で
が
「
読
む
こ
と
」

と
し
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
詳
細
な
読
解
も
必
要
で
す
し
、
教
師

の
説
明
も
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
こ
れ
は
、
時
間
の
制
約
も
あ
り
、
い
つ
も
で
き
る
や
り
方

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
が
、「
読
む
こ
と
」
が
想
像
す
る
こ
と
で

あ
り
、
考
え
る
こ
と
だ
と
す
る
と
、
意
図
的
に
こ
う
い
う
場
面
を

う
問
診
の
つ
も
り
で
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と

い
っ
て
も
、
子
ど
も
の
書
い
た
も
の
を
読
む
の
は
、
時
間
・
労
力

と
も
に
大
変
で
す
。
そ
こ
で
、
ひ
と
工
夫
。
子
ど
も
が
読
ん
で
、

書
い
て
い
る
間
に
、
前
の
ク
ラ
ス
を
処
理
す
る
の
で
す
。
必
ず
、

次
の
時
間
に
返
却
す
る
こ
と
。
溜
め
た
ら
、
こ
の
ポ
ッ
キ
リ
授
業

は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
作
品
が
色
あ
せ
て
、
や
が
て

発
酵
し
て
い
き
ま
す
。

「
朝
の
写
文
」
は
、
生
活
指
導
の
必
要
性
か
ら
生
ま
れ
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
ね
ら
い
の
一
つ
は
、「
落
ち
着
い
た
雰
囲
気

の
中
で
、
一
日
を
始
め
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

も
う
一
つ
重
要
な
国
語
的
ね
ら
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
言
葉
の
獲
得
」
で
す
。
生
徒
た
ち
に
、
良
質
な
日
本
語
と
出

会
い
、
感
じ
る
力
・
考
え
る
力
・
表
す
力
を
向
上
さ
せ
て
ほ

し
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
実
施
に
向
け
て
は
、
次
の
よ
う
に
し
ま
し
た
。

・
写
す
文
章
は
教
師
が
用
意
し
、
拡
大
コ
ピ
ー
し
た
も
の

を
黒
板
に
は
る
。

・
専
用
の
ノ
ー
ト
を
用
意
し
、
折
り
を
み
て
、
担
任
が

チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
、
ひ
と
言
書
い
た
り
す
る
。

・
朝
の
始
業
の
チ
ャ
イ
ム
と
と
も
に
す
ぐ
始
め
る
。

そ
し
て
、
手
順
を
説
明
し
た
生
徒
へ
の
文
章
の
中
で
、

「『
写
文
』
の
と
き
大
事
な
こ
と
…
…
文
字
に
は
意
味
が
隠
さ

れ
て
い
ま
す
。
書
き
な
が
ら
、
そ
の
隠
さ
れ
た
意
味
を
見
つ

け
出
す
つ
も
り
で
写
し
て
く
だ
さ
い
。」と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

（
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
我
が
校
で
は
今
年
度
か
ら
「
朝
の

十
分
間
写
文
」
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。「
写
文
」
に
つ
い
て

ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
六
角
橋
中
学
校

０
４
５
‐

４
８
１
‐
３
５
２
１
・
飯
田
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。）
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