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今週の 
 

倫理 

「いただきます」の 

心を次世代につなぐ 

 

え・城谷俊也 

5月のテーマ ｜ 食は命の恵み 

日
本
に
は
、
先
人
達
が
汗
水
流
し
て
生
み
出
し

て
き
た
食
文
化
が
あ
り
ま
す
。
食
材
を
無
駄
な
く

大
切
に
使
う
心
「
も
っ
た
い
な
い
」
の
精
神
か
ら

辿
り
つ
い
た
調
理
法
も
あ
り
、
口
に
入
れ
る
い
の

ち
を
余
す
こ
と
な
く
活
か
し
て
き
た
こ
と
も
食
文

化
の
一
例
と
言
え
ま
し
ょ
う
。 

あ
ら
ゆ
る
食
文
化
を
織
り
な
し
て
き
た
料
理
人

た
ち
は
、
食
材
の
持
つ
旨
味
を
最
大
限
に
引
き
出

し
、
食
す
人
が
舌
の
み
な
ら
ず
、
視
覚
で
も
楽
し

め
る
技
術
を
生
み
、
継
承
し
て
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
沖
縄
県
で
は
、
で
き
る
限
り
捨
て
る
部

位
を
出
さ
ず
に
、
豚
を
大
切
に
い
た
だ
く
工
夫
を

し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
ミ
ミ
ガ
ー
や
チ
ラ
ガ
ー

と
い
っ
た
料
理
で
す
。 

和
歌
山
県
や
鹿
児
島
県
で
は
、
通
常
は
人
か
ら

厄
介
者
と
さ
れ
る
火
山
灰
を
活
か
し
、
魚
の
臭
み

を
消
す
だ
け
で
な
く
、
旨
味
を
引
き
出
す
灰
干
し

と
い
う
加
工
技
術
が
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

現
代
の
家
庭
で
は
、
普
通
は
捨
て
ら
れ
る
大
根

や
カ
ボ
チ
ャ
の
皮
を
利
用
し
た
き
ん
ぴ
ら
や
、
野

菜
く
ず
か
ら
出
汁
を
取
る
ベ
ジ
ブ
ロ
ス
、
他
に
も

残
り
物
を
ま
っ
た
く
別
の
料
理
に
し
て
食
べ
る
リ

メ
イ
ク
料
理
な
ど
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
調
理
法
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
こ
れ
か
ら
迎
え
る
近
未
来
の
食
事
は
ど

う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
す
で
に
「
完
全
食
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
人
工
的
に

作
ら
れ
た
ビ
タ
ミ
ン
剤
や
酵
素
、
化
学
調
味
料
を

使
用
し
、
生
き
て
い
く
上
で
必
要
な
栄
養
素
が
す

べ
て
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
ま
た
専
用
の
カ

プ
セ
ル
を
入
れ
て
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
だ
け
で
料
理

が
出
て
く
る
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
も
開
発
さ
れ
、
実

用
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
科
学
の
進
歩
は
料
理
の
手

間
を
省
き
、
食
事
の
時
間
も
短
縮
さ
れ
、
効
率
よ

く
栄
養
を
摂
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

い
つ
の
時
代
も
私
た
ち
は
多
く
の
い
の
ち
を
い

た
だ
い
て
生
活
し
て
き
ま
し
た
。
海
に
泳
ぐ
カ
タ

ク
チ
イ
ワ
シ
を
鯖
は
食
べ
、
そ
の
鯖
を
鮪
が
食
べ
、

最
後
に
そ
の
鮪
を
人
間
が
食
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

い
の
ち
は
連
鎖
し
て
き
た
の
で
す
。
食
卓
に
並
ぶ

料
理
は
、
食
材
そ
の
物
が
紡
い
で
き
た
い
の
ち
と
、

料
理
を
し
た
人
の
手
間
暇
の
恩
恵
な
の
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

▼ 

 

食
の
分
野
に
お
い
て
も
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、

選
択
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
料
理
人
が
時
間

と
手
間
を
か
け
、
食
す
人
が
、
食
べ
る
こ
と
と
そ

の
時
間
・
空
間
の
両
方
を
楽
し
む
形
態
で
す
。 

も
う
一
つ
は
、
食
を
作
る
側
と
食
べ
る
側
双
方

の
時
間
も
労
力
も
短
縮
す
る
形
態
で
す
。
両
者
の

選
択
を
す
る
時
に
、
私
た
ち
は
何
を
基
準
に
す
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
の
際
、
「
次
世
代
の
た
め
の
食
と
は
何
か
？
」

と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
現
在
の
自
分
を
基

準
に
導
き
出
し
た
選
択
と
、
未
来
を
想
定
し
た
選

択
と
で
は
異
な
っ
た
結
果
が
生
じ
る
は
ず
で
す
。

歴
史
的
な
観
点
か
ら
見
て
も
、
人
類
は
次
の
世
代

の
こ
と
を
思
い
、
明
る
く
美
し
い
国
に
な
る
こ
と

を
願
っ
て
導
き
出
し
た
選
択
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ

い
社
会
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。 

科
学
が
発
展
し
て
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ

は
、「
人
は
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ

と
で
す
。
多
く
の
い
の
ち
を
「
い
た
だ
き
ま
す
」

と
感
謝
し
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う
時
と
場
を
次
世

代
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 


