
食
べ
て
が
ん
を
防
ぐ

デ
ザ
イ
ナ
ー
フ
ー
ズ
・

プ
ロ
グ
ラ
ム

日
本
で
の
死
亡
率
ト
ッ
プ
の
座
を
「
が

ん
」
が
占
め
て
以
来
、
増
加
の
一
途
を
た

ど
り
、
そ
の
傾
向
は
２
０
１
５
年
ま
で
変

わ
ら
な
い
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
第
１

図
）。こ

の
よ
う
に
「
が
ん
」
の
発
症
が
増
加

し
た
原
因
と
し
て
、「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」、

な
か
で
も
「
食
生
活
」
が
大
き
く
影
響
し
、

そ
の
原
因
と
し
て
食
事
の
欧
風
化
に
伴
う

カ
ロ
リ
ー
の
摂せ
っ

取し
ゅ

過
剰
が
あ
げ
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
事
実
、
疫
学
研
究
に
よ
り
、
脂

肪
、
特
に
動
物
性
脂
肪
の
摂
取
量
と
、
乳

が
ん
や
前
立
腺
が
ん
、
大
腸
が
ん
な
ど
の

発
症
と
の
間
に
相
関
が
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
人
の

カ
ロ
リ
ー
や
脂
肪
の
摂
取
過
剰
を
改
め
、

塩
分
摂
取
過
剰
を
除
け
ば
「
日
本
型
食
生

活
」
は
理
想
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
て
、
ア
メ
リ

カ
で
は
１
９
９
０
年
に
「
デ
ザ
イ
ナ
ー
フ

ー
ズ
」
計
画
、
す
な
わ
ち
「
植
物
性
食
品

に
よ
る
が
ん
予
防
」
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し

た
の
で
す
。

が
ん
予
防
の

「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」

こ
の
「
デ
ザ
イ
ナ
ー
フ
ー
ズ
」
計
画
の

特
長
は
、
「
が
ん
予
防
」
に
対
す
る
重
要

度
を
指
標
に
、
野
菜
や
果
物
、
香
辛
料
な

ど
を
第
２
図
の
よ
う
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に

並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
野
菜
や
果
物
に
「
が
ん
予

防
」
の
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
背
景
に

は
、
ア
メ
リ
カ
で
長
年
に
わ
た
り
行
わ
れ

て
き
た
ば
く
大
な
疫
学
を
基
礎
と
し
た
研

究
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
宗
教
上

の
理
由
か
ら
、
酒
や
タ
バ
コ
な
ど
の
嗜し

好こ
う

品
は
と
ら
ず
に
菜
食
主
義
を
貫
い
て
い
る

一
派
が
多
く
存
在
し
、
彼
ら
は
平
均
的
な

ア
メ
リ
カ
人
に
比
べ
て
が
ん
発
生
率
が
非

常
に
低
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
食
習

慣
に
が
ん
予
防
の
秘
密
が
隠
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
大
き
く
注

目
さ
れ
ま
し
た
。

で
は
実
際
、
ど
の
よ
う
な
成
分
に

「
が
ん
予
防
」
の
効
果
が
期
待
さ
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
？

「
が
ん
予
防
」
の
機
能
が
期
待
さ

れ
る
野
菜
や
果
物
中
の
成
分
の
多
く

は
、
今
ま
で
「
非
栄
養
素
」
と
呼
ば

れ
、
そ
の
機
能
や
生
理
作
用
に
は
あ

ま
り
目
が
向
け
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
糖
質
、
脂
質
、
タ
ン
パ
ク
質
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の
３
大
栄
養
素
に
加
え
、
ビ
タ
ミ
ン
、
ミ

ネ
ラ
ル
の
微
量
栄
養
素
を
加
え
た
５
大
栄

養
素
が
健
康
に
必
須
だ
と
考
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
今
ま
で
の
多
く
の
研
究
か
ら
、

「
食
物
繊
維
」
に
つ
い
て
は
「
第
６
の
栄

養
素
」
と
呼
ば
れ
、
既
に
注
目
を
集
め
て

い
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
成
分
は
「
非

栄
養
素
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。

「
非
栄
養
素
」
に

は
、
ニ
ン
ニ
ク
や
タ

マ
ネ
ギ
な
ど
に
特
有

の
「
ア
リ
ル
イ
オ
ウ

化
合
物
」
や
、
柑か
ん

橘き
つ

類
に
多
く
含
ま
れ
る

「
テ
ル
ペ
ン
類
」、
ニ

ン
ジ
ン
や
ト
マ
ト
な

ど
に
多
く
含
ま
れ
る

「
カ
ロ
テ
ン
類
」
と

い
っ
た
成
分
を
は
じ

め
、
最
近
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
お
茶

や
赤
ワ
イ
ン
、
コ
コ
ア
の
中
の
「
ポ
リ
フ

ェ
ノ
ー
ル
」
な
ど
、
注
目
を
集
め
て
き
た

成
分
が
含
ま
れ
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
注

目
さ
れ
て
き
た
の
が
、
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
野

菜
、
例
え
ば
、
キ
ャ
ベ
ツ
や
ブ
ロ
ッ
コ
リ
、

カ
ブ
や
ダ
イ
コ
ン
、
ワ
サ
ビ
な
ど
に
多
く

含
ま
れ
て
い
る
「
イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ネ
ー
ト
」

と
い
う
辛か
ら

み
物
質
な
ど
で
す
。

「
が
ん
予
防
」
と

食
生
活

「
が
ん
予
防
」
の
た
め
に
は
、
ど
の
よ

う
な
組
み
合
わ
せ
の
食
べ
物
を
、
ど
の
よ

う
に
食
べ
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
何
年
か
前
に
「
が
ん
を
防
ぐ
５２

の
野
菜
」（
廃
刊
）
と
い
う
一
般
書
を
刊
行

し
ま
し
た
が
、
こ
の
中
で
強
調
し
た
か
っ

た
の
は
、
が
ん
の
予
防
に
は
毎
日
の
食
生

活
、
し
か
も
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
野
菜
や

果
物
、
香
辛
料
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
が
重

要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う

な
成
分
は
、
毎
日
少
量
ず
つ
バ
ラ
ン
ス
よ

く
食
べ
る
こ
と
が
肝
心
で
す
の
で
、
野
菜

や
果
物
は
も
ち
ろ
ん
、
穀
類
や
豆
類
と
と

も
に
根
菜
類
な
ど
も
、
積
極
的
に
メ
ニ
ュ

ー
に
取
り
入
れ
る
重
要
性
を
提
言
し
て
き

ま
し
た
。

１
９
８
０
年
に
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
が

「
が
ん
を
防
ぐ
12
か
条
」
を
提
唱
し
、
ま

た
、
１
９
９
７
年
に
は
「
が
ん
を
防
ぐ
食

生
活
　
か
条
」
が
、
米
国

が
ん
研
究
財
団
か
ら
発
表

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
が

ん
を
防
ぐ
１２
か
条
」
に
、

「
１４
か
条
」
の
要
素
を
加

え
て
、
ま
と
め
た
の
が
下

表
で
す
。
こ
れ
ら
の
提
言

は
、
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た

内
容
で
す
が
、
が
ん
の
原

因
の
７
割
近
く
を
食
生
活

の
タ
バ
コ
が
占
め
て
い
る
、

と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
推
奨

さ
れ
た
内
容
に
反
す
る
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
す
れ
ば
、

が
ん
を
促
進
す
る
こ
と
に

な
り
、
逆
に
い
う
と
、
食

生
活
に
気
を
付
け
、
タ
バ

コ
を
吸
わ
な
け
れ
ば
、
が

ん
が
で
き
る
要
因
の
７
割

近
く
は
防
げ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

テ
レ
ビ
や
雑
誌
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
「
食
と
健
康
」
の
基
本
と
な
る
正

し
い
「
食
の
機
能
性
」
に
関
す
る
情
報
が

必
要
で
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
、

「
が
ん
予
防
」
に
お
け
る
食
の
役
割
に
関

す
る
情
報
を
、
正
確
か
つ
科
学
的
に
、
一

般
消
費
者
に
伝
達
す
る
こ
と
が
大
切
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
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