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一
口
メ
モ

　

小
麦
を
は
じ
め
生
活
に
直
結

し
た
物
価
の
高
騰
が
報
道
さ
れ

て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
の
影
響
に
よ
る
も
の

だ
と
い
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
と

自
然
災
害
に
対
し
て
人
類
が
団

結
し
て
立
ち
向
か
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
今
こ
の
時
に
、
私
た

ち
人
間
が
直
接
に
引
き
起
こ
し

た
災
難
で
す
。
世
界
中
の
人
々

の
平
和
と
幸
福
を
祈
っ
た
宗
祖

の
願
い
を
、
必
ず
や
成
就
さ
せ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

感
応
道
交

相
川 

大
輔

　

最
近
、
ア
メ
リ
カ
出
身
の
青

年
に
仏
事
を
教
え
る
機
会
が

あ
っ
た
。

　

彼
の
母
親
は
日
本
人
だ
が
彼

自
身
は
幼
少
期
よ
り
ア
メ
リ
カ

で
育
ち
、
当
然
ア
メ
リ
カ
人
と

し
て
生
き
て
き
た
の
で
、
日
本

語
は
カ
タ
コ
ト
し
か
話
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
私
自
身
も
長
い

間
英
語
を
聞
い
た
り
話
し
た
り

す
る
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
、

英
語
は
カ
タ
コ
ト
し
か
分
か
ら

な
い
。

　

こ
の
言
葉
の
壁
を
前
に
し
て

初
め
は
仏
事
を
彼
に
伝
え
る
こ

と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
一
日

ま
た
一
日
と
彼
と
接
す
る
う
ち

に
、
そ
れ
は
杞
憂
で
あ
っ
た
と

気
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

例
え
ば
読
経
な
ど
の
発
声
法

を
教
え
る
際
、
な
か
な
か
彼
に

私
の
意
図
が
伝
わ
ら
ず
、
彼
が

う
ま
く
実
践
で
き
な
い
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
の
時
、
私
は
思
わ

ず
彼
に
向
か
っ
て

「Your breath

（
あ
な
た
の
息

を
）
をinto yourself

（
あ
な

た
自
身
の
中
に
）
だ
！
」
と
伝

え
る
と

「
Ｏ
Ｋ
、
Ｏ
Ｋ
！
（
わ
か
っ
た
）」

と
彼
。
そ
の
直
後
に
再
び
彼
に

発
声
し
て
も
ら
う
と
、
今
度
は

う
ま
く
発
声
で
き
た
。

　
「
以
心
伝
心
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
こ
う
い

う
こ
と
か
と
得
心
し
た
瞬
間
で

あ
っ
た
。
何
で
も
貪
欲
に
学
び

吸
収
し
た
い
と
い
う
彼
の
真
剣

な
姿
勢
と
、
こ
れ
を
彼
に
何
と

か
し
て
伝
え
た
い
と
い
う
私
の

気
持
ち
が
重
な
っ
た
時
、
心
は

障
礙
な
く
通
じ
る
の
だ
。

　

お
釈
迦
様
と
私
た
ち
の
関
係

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え

ま
い
か
。「
感
応
道
交
（
か
ん
の

う
ど
う
き
ょ
う
）」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
。
感
と
は
、
私
た
ち
が

仏
菩
薩
の
力
を
発
動
さ
せ
る
た

め
に
仏
菩
薩
に
向
き
合
う
姿
勢

を
い
い
、
応
と
は
仏
菩
薩
が
そ

れ
に
応
じ
る
こ
と
。

　

自
我
偈
の
中
に
も
、
私
た
ち

が
お
釈
迦
様
の
慈
悲
を
信
じ
て

素
直
な
姿
勢
で
お
釈
迦
様
に
お

会
い
し
た
い
と
一
身
に
願
え
ば

必
ず
霊
鷲
山
で
お
会
い
で
き
る
、

と
説
か
れ
て
い
る
。

　

冒
頭
の
青
年
の
よ
う
に
、
お

釈
迦
様
に
お
会
い
し
た
い
と
素

直
で
が
む
し
ゃ
ら
に
願
い
な
が

ら
こ
の
日
常
を
生
き
る
の
な
ら

ば
、
そ
の
思
い
は
必
ず
届
く
。

な
ぜ
な
ら
、
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
お
釈
迦
様
の
大
き
な
慈
悲
は

私
た
ち
に
対
し
て
開
か
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
。

盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

会え

　

一
般
に
は
お
盆
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
供
養

さ
れ
な
い
死
者
の
霊
は

餓
鬼
道
に
堕
ち
て
、
飢

渇
の
苦
し
み
を
受
け
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

盂
蘭
盆
経
と
い
う
経
典
に
は
、
仏

弟
子
の
目
連
尊
者
が
餓
鬼
道
に
堕

ち
た
母
を
、
仏
の
教
え
に
従
っ
て

救
っ
た
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
か
ら
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
霊
に

飯
食
を
供
養
す
る
、
ま
た
広
く
ご

先
祖
供
養
を
す
る
行
事
が
盂
蘭
盆

会
と
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
盂

蘭
盆
と
は
、
逆
さ
吊
り
の
苦
し
み

を
意
味
す
る
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
と
い

う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
も
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
推
古

天
皇
十
四
年
（
六
〇
六
）
七
月

十
五
日
に
斎
を
設
け
た
の
が
始
ま

り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
盆
は
七
月
十
三
日
か
ら
十
五

日
、
ま
た
地
方
に
よ
っ
て
は
八
月

に
行
わ
れ
、
家
々
に
精
霊
棚
を
設

け
ご
先
祖
を
お
迎
え
し
て
御
馳
走

を
供
え
、
ま
た
お
寺
で
は
塔
婆
を

立
て
て
施
餓
鬼
法
要
を
営
ん
で
ご

先
祖
の
供
養
が
行
わ
れ
ま
す
。

『
授
学
無
学
人
記
品
第
九
』

梅つ

ゆ雨
が
明あ

け
れ
ば
甲こ
う
し
え
ん

子
園

　
　
　
　

目め

ざ指
す
球き
ゅ
う
じ児
の
歓か
ん
せ
い声
が

　
　
　
　

日に
ほ
ん本
全ぜ
ん
こ
く国　

響ひ
び
き
ま
す

　

勝か

つ
も
良よ

け
れ
ば

　
　
　
　
　

負よ

け
る
も
よ
し

　
　

互た
が
い
に
ぶ
つ
か
る
意い

き気
と
熱ね
つ

　
　

ベ
ス
ト
を
尽つ

く
す
満ま
ん
ぞ
く
か
ん

足
感

汗あ
せ
と
涙な
み
だは
青
せ
い
し
ゅ
ん春の

　
　
　

 
心こ
こ
ろを
潤う
る
おす　

甘か
ん
ろ露
で
す

心こ
こ
ろ

に
歓か

ん

喜き

　

充じ
ゅ
う

満ま
ん

せ
る
こ
と

甘か
ん

露ろ

を
も
っ
て

　

灌そ
そ

が
る
る
が

　
　
　
　

如ご
と

し


