
　

今
号
か
ら
数
回
に
わ
た
り
、
お
肉
の

話
を
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
は
食

肉
の
歴
史
か
ら
で
す
。

　

旧
石
器
時
代
に
人
は
す
で
に
焼
肉
を

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

縄
文
時
代
、
生
活
の
中
心
は
狩
猟
で
し

た
。
地
球
の
温
暖
化
に
よ
り
森
林
が
増

え
、
こ
れ
ら
樹
木
の
果
実
で
あ
る
栗
や

ド
ン
グ
リ
を
好
ん
で
食
べ
る
鹿
や
猪
が

増
え
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
狩
猟
だ

け
で
生
活
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

海
辺
の
人
々
は
積
極
的
に
漁
労
を
し
て

魚
介
類
を
食
べ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、

ク
ル
ミ
、
ド
ン
グ
リ
、
栗
等
の
堅
果
類

を
採
取
し
て
主
食
と
す
る
食
生
活
が
確

立
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

弥
生
時
代
の
特
徴
は
水
稲
農
業
が
導

入
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
水
稲
だ
け
で
な

く
畑
作
も
盛
ん
で
、
ヒ
エ
、
ア
ワ
、
野

菜
類
も
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
元
来
、

日
本
人
は
穀
類
や
野
菜
中
心
の
食
生
活

だ
か
ら
、
肉
食
が
体
に
合
わ
な
い
、
と

い
う
言
い
方
は
人
類
史
の
矮
小
化
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。
弥
生
人
は
農
業
だ
け
を

や
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
農
業
で

確
保
で
き
な
い
食
糧
は
狩
猟
や
漁
労
で

自
然
界
か
ら
調
達
し
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
の
食
文
化
史
に
は
、
外
国
に
は

な
い
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
仏

教
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
も
の
で
、

飛
鳥
時
代
後
期
に
天
武
天
皇
が
出
し
た

「
殺
生
禁
止
令
」、
俗
に
い
う
肉
食
禁
止

令
で
、
そ
の
後
12
世
紀
頃
ま
で
歴
代
の

天
皇
か
ら
繰
り
返
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
こ
れ
は
表
向
き
で
、
大
衆
の

間
で
は
密
か
に
鳥
や
ウ
サ
ギ
を
食
し
て

い
ま
し
た
。

　

奈
良
時
代
に
は
鹿
と
猪
が
食
べ
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
国
民
全

体
の
栄
養
状
態
に
影
響
す
る
ほ
ど
の
量

は
な
く
、
我
が
国
の
慢
性
的
な
低
栄
養

の
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

室
町
末
期
か
ら
安
土
桃
山
、
そ
し
て

江
戸
時
代
初
期
ま
で
の
日
本
の
政
治
、

経
済
、
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

の
は
南
蛮
文
化
で
す
。
西
洋
人
が
肉
食

の
生
活
を
持
ち
込
み
、
織
田
信
長
の
時

代
に
肉
食
が
日
本
で
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
と
と
も

に
、
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
た
ち
は
盛
ん
に

牛
肉
料
理
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
こ
れ
も
長
続
き
せ
ず
、
１
５

８
７
年
、
秀
吉
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た

「
伴
天
連
追
放
令
」
の
中
に
「
牛
馬
を
と●

畜
（
と
殺
）
し
て
食
用
に
供
す
る
こ
と

の
禁
止
」
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
後
キ
リ

ス
ト
教
禁
止
令
や
鎖
国
政
策
に
よ
り
肉

食
が
定
着
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

ま
た
、
元
禄
・
文
化
文
政
の
時
代
に

は
ボ
タ
ン
肉
（
猪
・
山
鯨
）、
も
み
じ
肉

（
鹿
）、
さ
く
ら
肉
（
馬
）
の
鍋
料
理
が

町
人
の
間
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

１
８
５
３
年
に
鎖
国
が
終
わ
り
、
外

国
人
を
中
心
に
牛
肉
食
が
普
及
、
確
立

し
て
い
き
ま
し
た
。

　

明
治
期
に
入
る
と
、
牛
肉
食
は
文
明

開
化
の
象
徴
の
よ
う
に
も
て
は
や
さ
れ
、

新
政
府
は
種
々
の
肉
食
奨
励
策
を
出
し

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
１
８
７
７
年

（
明
治
10
年
）
頃
に
は
東
京
で
牛
鍋
屋
が

５
５
８
軒
に
も
な
り
ま
し
た
。
当
初
は

老
廃
牛
を
食
べ
て
い
ま
し
た
が
、
肥
育

さ
れ
た
牛
肉
が
上
質
牛
肉
と
し
て
好
評

を
得
、
鉄
道
輸
送
の
開
始
と
と
も
に
需

要
が
拡
大
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治

後
半
に
は
、
牛
肉
は
不
足
状
態
に
な
り

つ
つ
あ
り
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
豚
肉

が
登
場
し
て
き
ま
す
。

　

大
正
時
代
に
入
り
、
食
肉
需
要
構
造

が
大
き
く
変
化
し
、
豚
肉
の
需
要
が
急

速
に
増
大
し
ま
し
た
。
日
露
戦
争
な
ど

の
軍
需
増
大
で
牛
肉
が
不
足
し
た
た
め
、

こ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
意
味
で
庶
民
の
間

に
豚
肉
の
う
ま
み
が
認
識
さ
れ
、
脚
光

を
浴
び
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

統
計
を
見
て
も
、
１
９
１
２
年
（
大

正
元
年
）
に
21
万
３
千
頭
余
り
で
あ
っ

た
豚
の
と●

畜
頭
数
は
１
９
１
８
年
（
大

正
７
年
）
に
は
牛
の
と●

畜
頭
数
を
上
回

り
ま
し
た
。
１
９
２
５
年
（
大
正
14
年
）

に
は
な
ん
と
３
・
６
倍
の
76
万
６
千
頭

が
と●

畜
さ
れ
、
豚
肉
の
需
要
の
急
速
な

拡
大
を
裏
付
け
て
い
ま
す
。

　

１
９
４
５
年
（
昭
和
20
年
）
の
終
戦

の
頃
ま
で
は
、
軍
事
優
先
の
食
糧
政
策

の
た
め
、
定
着
し
始
め
て
い
た
肉
食
の

習
慣
も
中
断
し
ま
し
た
。
１
９
４
９
年

（
昭
和
24
年
）
に
な
っ
て
小
売
店
で
食
肉

が
買
え
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
30
年
代

か
ら
米
の
増
産
と
と
も
に
急
速
に
肉
食

が
一
般
化
し
て
、
消
費
量
も
戦
前
を
超

え
ま
し
た
。

　

食
肉
、
油
脂
、
乳
製
品
を
積
極
的
に

摂
る
よ
う
に
な
っ
た
昭
和
40
年
代
中
頃
、

日
本
人
の
平
均
寿
命
は
男
69
歳
、
女
75

歳
と
な
り
、
現
在
で
は
人
生
は
80
年
時

代
を
迎
え
て
い
ま
す
。
食
生
活
に
食
肉

を
上
手
に
取
り
入
れ
て
い
る
結
果
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
（
食
肉
の
知
識
第
３
版
よ
り
）

食
肉
の
歴
史

古
代
人
は
何
を
食
べ
て
い
た

仏
教
の
肉
食
禁
止

牛
肉
食
の
は
じ
ま
り

牛
肉
食
禁
止
の
崩
壊

豚
肉
需
要
の
拡
大

近
代
か
ら
現
代


