
大
阪
町
民
常
食
が
低
蛋
白
、
低
脂
肪
の
明
治
六
年
に
、
エ
ル
メ
レ

ン
ス
指
導
に
よ
る
日
本
最
初
の
栄
養
豊
か
な
病
院
給
食
が
直
営
で
始

め
ら
れ
、
こ
の
調
理
配
膳
は
栄
養
的
衛
生
的
に
管
理
指
導
さ
れ
、
毎

回
医
師
に
よ
っ
て
検
査
す
る
と
い
う
、
完
全
に
近
代
的
な
日
本
最
初

の
病
院
給
食
が
直
営
で
明
治
六
年
府
立
大
阪
病
院
（
後
の
阪
大
病
院
）

に
お
い
て
始
ま
っ
た
。

（
奈
良
佐
保
女
学
院
短
期
大
学
）

「
君
、
医
を
業
と
す
る
と
雌
も
、
素
顔
に
あ
ら
ず
。
そ
の
祖
業
に

背
か
ざ
る
の
み
」
Ｉ
三
浦
黄
鶴
は
、
父
・
梅
園
の
医
業
に
対
す
る

真
情
を
こ
う
伝
え
て
い
る
（
『
先
府
君
錘
山
先
生
行
状
』
）
。
豊
後
国
東
の

僻
村
に
生
ま
れ
、
生
涯
の
ほ
と
ん
ど
を
こ
の
地
で
送
っ
た
梅
園
に
と

っ
て
、
祖
父
以
来
の
医
業
を
継
承
し
て
は
い
た
も
の
の
、
自
ら
本
業

と
任
じ
て
い
た
の
は
「
条
理
学
」
を
完
成
し
て
旧
学
の
弊
を
革
新
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
。

医
師
と
し
て
、
梅
園
の
医
術
が
名
声
を
博
し
た
と
い
う
記
録
は
な

い
。
だ
が
た
と
え
医
術
は
凡
庸
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
彼
が
形
成
し

た
と
こ
ろ
の
斬
新
な
医
学
論
は
、
江
戸
時
代
医
学
史
に
お
い
て
特
筆

す
べ
き
業
績
で
あ
っ
た
。
主
著
『
玄
語
』
に
展
開
さ
れ
た
彼
の
条
理

学
が
、
ほ
と
ん
ど
孤
高
と
い
う
べ
き
独
創
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
そ

れ
に
裏
付
け
ら
れ
た
医
学
論
を
日
本
医
学
史
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と

は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
試
桑
を
果
た
す
た
め
に
必
要
な
い
く
つ

梅
園
医
学
論
の
立
場

九

山

敏

秋
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か
の
視
点
を
指
摘
し
て
み
る
。

梅
園
の
医
学
論
は
『
贄
語
』
身
生
畉
を
は
じ
め
『
造
物
余
謹
』
「
身

生
余
謹
』
『
養
生
訓
』
、
あ
る
い
は
残
さ
れ
た
書
簡
の
う
ち
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
彼
は
享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
に
生
ま
れ
、
寛
政
元

（
一
七
七
三
）
年
に
卒
し
た
が
、
こ
の
時
期
ほ
ど
江
戸
時
代
の
文
化
史

を
論
ず
る
上
で
重
要
か
つ
興
味
深
い
時
は
な
い
。
同
時
代
人
の
医
家

に
は
、
漢
方
に
山
脇
東
洋
、
永
富
独
輔
庵
、
吉
益
東
洞
、
望
月
三

英
、
内
藤
希
哲
、
香
月
牛
山
な
ど
の
英
逼
が
存
し
、
藺
方
で
は
前
野

良
沢
、
杉
田
玄
白
ら
が
い
る
。
ま
た
自
然
科
学
に
新
生
面
を
拓
い
た

平
賀
源
内
、
麻
田
剛
立
、
伊
能
忠
敬
が
、
さ
ら
に
富
永
仲
基
、
本
居

宣
長
、
山
片
蟠
桃
ら
特
異
な
思
想
家
が
活
躍
し
た
の
も
、
ほ
ぼ
同
時

代
で
あ
る
。
蘭
学
が
勃
興
し
て
西
洋
近
代
科
学
が
浸
透
し
は
じ
め
、

「
復
古
」
思
潮
と
経
験
主
義
の
波
が
押
し
よ
せ
る
こ
の
時
代
に
、
梅

園
は
生
き
た
。
そ
れ
は
ま
た
〃
独
創
″
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

歴
史
的
背
景
を
見
透
す
こ
と
が
、
第
一
の
視
点
で
あ
る
。

次
な
る
視
点
は
、
条
理
学
と
医
学
論
と
の
関
わ
り
に
あ
る
。
「
天

、
、
、

地
は
一
気
物
な
り
。
気
外
に
物
な
く
、
物
外
に
気
な
し
。
一
条
の
妙

理
、
宇
宙
を
貫
徹
す
」
と
言
い
、
「
天
地
の
道
は
陰
陽
に
し
て
、
陰

陽
の
体
は
対
し
て
相
反
す
。
反
す
る
に
因
り
て
一
に
合
す
」
と
梅
園

は
説
く
。
中
国
古
来
の
気
の
哲
学
と
陰
陽
論
を
ベ
ー
ス
に
、
〃
反
観

合
一
〃
と
呼
ば
れ
る
徹
底
し
た
二
分
法
的
思
惟
に
基
づ
い
て
、
そ
の

条
理
学
は
形
成
さ
れ
た
。
相
対
し
相
待
す
る
二
元
に
よ
っ
て
剖
析
さ

れ
る
事
象
の
う
ち
に
は
、
も
ち
ろ
ん
生
命
現
象
や
人
体
の
構
造
・
機

能
も
含
ま
れ
て
い
る
。

「
玄
語
』
の
執
筆
が
一
段
落
し
て
『
贄
語
』
に
む
か
っ
た
頃
、
梅

園
は
集
中
的
に
医
書
を
読
破
し
て
い
る
。
発
見
し
た
「
条
理
」
で

『
内
経
』
以
下
歴
代
の
医
書
を
照
ら
し
て
み
た
と
き
、
採
る
べ
き
も

の
と
棄
て
去
る
べ
き
も
の
、
新
た
に
補
う
必
要
の
あ
る
も
の
が
明
白

と
な
っ
た
。
詳
細
は
略
す
が
、
八
本
気
ｌ
神
気
Ｖ
八
資
始
ｌ
資
継
Ｖ

な
る
独
特
な
概
念
を
用
い
て
生
理
・
病
理
を
論
じ
、
人
体
解
剖
の
成

果
に
基
づ
い
て
独
自
の
臓
脈
観
を
唱
え
る
な
ど
、
梅
園
流
の
医
学
論

が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

梅
園
の
立
場
を
閨
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
蘭
学
（
特
に
解
剖
学
）

お
よ
び
古
方
派
と
の
関
係
も
主
要
な
視
点
と
な
る
。
青
年
期
に
長
崎

へ
遊
学
し
て
蘭
学
に
目
を
開
い
た
彼
は
、
和
洋
の
解
剖
書
に
親
し

み
、
そ
の
重
要
性
を
認
識
し
た
。
と
り
わ
け
麻
田
剛
立
を
友
と
し
て

深
く
交
わ
り
、
広
汎
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
自
ら
魚
亀
鳥
獣

を
解
剖
し
た
こ
と
も
幾
度
と
な
く
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
点
か
ら
見
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て
、
梅
園
は
確
か
に
当
時
と
し
て
は
卓
越
し
た
経
験
主
義
の
精
神
を

備
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
徹
底
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
解
剖
書
の
正
確
な
記
載
で
も
「
条
理
」
に
そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
は
誤

り
と
決
め
つ
け
た
事
実
が
そ
れ
を
証
す
る
。
彼
が
自
然
科
学
者
で
は

、
、
、
、
、

な
く
、
自
然
哲
学
者
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

梅
園
医
学
論
の
足
場
は
あ
く
ま
で
漢
方
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
伝
統

医
学
が
尚
ぶ
古
典
医
書
に
対
し
て
も
、
彼
は
容
赦
な
き
批
判
的
吟
味

を
加
え
て
い
る
。
特
に
五
行
論
を
妄
誕
と
退
け
る
彼
に
と
っ
て
、

八
内
経
系
医
学
Ｖ
は
信
頼
す
る
に
足
り
な
か
っ
た
９
「
五
行
生
剋
」

と
「
神
仙
服
食
」
を
医
の
二
惑
と
見
て
排
し
、
医
学
は
「
条
理
」
に

求
め
「
感
応
（
効
能
）
」
に
験
す
る
こ
と
だ
と
説
く
梅
園
の
立
場
は
、

古
方
派
の
そ
れ
に
近
い
。
事
実
、
香
川
修
庵
に
親
し
ん
だ
こ
と
は
著

書
の
う
ち
に
見
え
る
し
、
吉
益
東
洞
の
名
も
好
意
的
に
現
れ
て
い

る
。
臨
床
で
は
腹
診
を
重
視
し
た
ら
し
い
。
ま
た
医
道
に
お
い
て
は

永
田
徳
本
を
「
本
邦
医
流
の
第
一
品
」
と
讃
え
、
後
藤
艮
山
・
永
富

し
か
し
な
が
ら
、
梅
園
は
古
方
派
の
尊
ぶ
張
仲
景
を
必
ず
し
も
推

賞
し
な
い
。
そ
の
処
方
は
見
事
だ
が
理
論
は
誤
り
と
言
い
、
「
医
家

に
正
経
な
し
」
と
断
じ
た
。
『
傷
寒
論
』
中
の
五
行
六
経
を
排
し
、

永
田
徳
本
を
「
本
邦
医
流
（

独
嚥
庵
を
評
価
し
て
い
る
。

「
医
薬
の
方
は
他
な
し
、
感
応
を
病
情
薬
性
に
審
か
に
す
る
に
あ
り
」

と
説
く
彼
の
立
場
は
、
古
方
派
の
中
で
も
東
洞
に
通
ず
る
。
し
か
し

東
洞
が
臨
床
家
と
し
て
『
傷
寒
論
』
を
ベ
ー
ス
に
「
方
証
相
対
」
の

実
証
を
体
系
づ
け
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
梅
園
は
自
然
哲
学
者
と

し
て
求
心
的
に
「
条
理
」
を
探
究
し
、
そ
れ
よ
り
敷
桁
し
て
医
学
論

理
の
体
系
化
を
企
っ
た
。
梅
園
は
古
方
派
と
親
近
し
な
が
ら
も
、
決

定
的
な
一
線
を
画
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
・
医
史
学
研
究
室
）

（101）245


