
 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

令
和
六
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
五
日
】 

問
題
（
国
語
） 

注
意
① 

解
答
は
す
べ
て
別
紙
の
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。 

注
意
② 

字
数
が
指
定
さ
れ
て
い
る
設
問
で
は
、「
、」
や
「
。」
も
一
ま
す
使
い
な
さ
い
。 

朝
ち
ょ
う

鮮せ
ん

貴
族
の
娘
で
十
三
歳
の
「
お
た
あ
」
は
、
三
歳
で
日
本
に
連
れ
て
来
ら
れ
、
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

の
伏ふ

し

見み

城
じ
ょ
う

に
暮
ら
し
て
い
る
。
次

は
、
家
康
が
、
朝
鮮
の
使
い
で
あ
る
惟い

政せ
い

と
会
談
し
、「
お
た
あ
」
と
阿あ

茶
ち
ゃ
の

局
つ
ぼ
ね

（
家
康
に
仕
え
る
女
性
）
を
同
席
さ
せ
て
い
る
場

面
で
あ
る
。
「
お
た
あ
」
は
惟
政
の
話
す
朝
鮮
の
言
葉
が
分
か
ら
ず
困
惑
し
て
い
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。 

 

す
る
と
家
康
が
聞
い
た
。 

「
お
た
あ
、
そ
な
た
が
望
む
な
ら
、
故
国
に
帰
っ
て
も
よ
い
が
、
ど
う
す
る
？
」 

予
期
し
て
い
た
質
問
だ
っ
た
が
、
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
言
葉
が
わ
か
ら
ず
、

と
う
て
い
帰
れ
る
状
況
で
は
な
い
。 

な
お
も
黙
っ
て
い
る
と
、
一
同
が
気
の
毒
そ
う
な
顔
に
な
っ
た
。
阿
茶
局
が

代
わ
っ
て
答
え
た
。 

「
せ
っ
か
く
の
仰お

お

せ
で
す
が
、
急
な
こ
と
な
の
で
、
戸
惑
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
後
で
、
も
う
い
ち
ど
私
か
ら
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
」 

 

だ
が
家
康
も
首
を
横
に
振
っ
た
。 

「
い
や
、
無
理
は
申
さ
ぬ
。
そ
れ
よ
り
も
、
ⓐ

あ
れ
を
見
せ
て
や
ろ
う
」 

 

小こ

姓
し
ょ
う

に
命
じ
て
、
床
の
間
に
置
い
て
あ
っ
た
木
箱
の
ひ
と
つ
を
、
近
く
に

持
っ
て
こ
さ
せ
た
。
ⓑ

重
厚
な
塗ぬ

り

箱ば
こ

だ
っ
た
。 

「
お
た
あ
、
見
よ
。
こ
れ
は
惟
政
ど
の
が
、
朝
鮮
土
産
と
し
て
く
れ
た
品
じ
ゃ
」 

 

塗
箱
の
中
か
ら
は
、
何
段
に
も
重
な
っ
た
平
箱
が
出
て
き
た
。
中
は
細
か
く

仕
切
ら
れ
て
お
り
、
四
角
い
小
さ
な
金
属
片
が
整
然
と
並
ん
で
い
る
。 

 

家
康
が
数
本
を
取
り
出
し
て
、
お
た
あ
と
阿
茶
局
に
手
渡
し
た
。 

「
こ
れ
は
活
字
と
申
し
て
な
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
漢
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
必

要
な
文
字
を
組
み
合
わ
せ
て
、
紙
に
刷
る
の
じ
ゃ
。
こ
れ
が
活
字
を
用
い
た
儒

教
の
本
だ
」 

 

家
康
は
一
冊
の
本
を
開
い
て
み
せ
た
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
書
き
文
字
と

は
異
な
る
漢
字
が
並
ん
で
い
た
。 

「
こ
れ
を
使
っ
て
刷
れ
ば
、
一
枚
ず
つ
版
木
を
彫
る
よ
り
も
手
間
が
か
か
ら

ぬ
。
日
本
に
は
な
い
優
れ
た
技
じ
ゃ
」 

 

お
た
あ
は
手
の
中
の
小
さ
な
金
属
片
を
見
つ
め
た
。
阿
茶
局
も
、
ま
じ
ま
じ

と
活
字
を
見
て
言
う
。 

「
こ
れ
は
面
白
う
ご
ざ
い
ま
す
な
。
の
う
、
お
た
あ
」 

 

お
た
あ
は
か
ろ
う
じ
て
う
な
ず
い
た
が
、
母
の
こ
と
か
ら
頭
を
転
じ
た
く

も
あ
り
、
ふ
と
思
い
出
し
た
こ
と
を
話
し
た
。 

「
そ
う
い
え
ば
、
似
た
よ
う
な
本
を
見
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
文
字
は
、
ま

る
で
ち
が
い
ま
す
が
、
小
さ
な
判は

ん

子こ

の
よ
う
な
南
蛮
文
字
を
、
組
み
合
わ
せ
て

刷
る
と
か
で
」 

 

そ
れ
は
子
供
の
こ
ろ
、
小こ

西に
し

行ゆ
き

長な
が

の
宇う

土と

城
じ
ょ
う

で
教
え
の
手
引
き
に
し
て
い

た
ド
チ
リ
ナ
・
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
本
だ
っ
た
。
内
容
は
平
易
な
日
本
文
だ
が
、

ロ
ー
マ
字
表
記
に
な
っ
て
い
た
。 

 

い
ろ
は
四
十
八
文
字
を
覚
え
る
よ
り
も
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
二
十
六
文
字
を
覚
え
る

方
が
容
易
で
、
い
っ
た
ん
覚
え
て
し
ま
え
ば
、
だ
れ
に
で
も
読
め
る
。 

 

Ａ
Ｂ
Ｃ
二
十
六
文
字
の
活
字
と
印
刷
機
は
、
今
か
ら
二
十
年
以
上
前
の
天て

ん

正
し
ょ
う

年
間
に
、
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
、
お
た
あ
は
聞
い
て
い
る
。
た
だ
小
西

の
思
い
出
は
、
家
康
の
前
で
は
話
し
づ
ら
く
、
詳
し
い
こ
と
は
黙
っ
て
い
た
。 

 

通
詞
が
朝
鮮
語
で
伝
え
る
と
、
惟
政
が
何
か
答
え
、
ま
た
通
詞
が
訳
し
た
。 

「
南
蛮
の
文
字
は
数
が
少
な
い
の
で
、
活
字
印
刷
が
広
く
行お

こ

な
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
活
字
を
最
初
に
作
っ
た
の
は
朝
鮮
で
す
。
今
回
、
持
っ
て
き
た
の
は
、

主
だ
っ
た
漢
字
だ
け
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
膨
大
な
数
の
活
字
が
あ
り
ま
す
。
大

き
い
文
字
や
小
さ
い
文
字
も
」 

 

朝
鮮
の
活
字
文
化
は
、
明み

ん

国こ
く

よ
り
も
先
ん
じ
て
い
る
と
い
う
。 

 

お
た
あ
は
活
字
を
家
康
に
返
し
な
が
ら
、
珍
し
く
素
直
な
気
持
ち
を
口
に
し
た
。 

「
私
の
生
ま
れ
た
国
で
、
こ
ん
な
技
が
あ
る
と
は
、
な
ん
だ
か
誇
ら
し
い
よ
う

な
心
持
ち
に
な
り
ま
す
」 

 

漢
字
は
数
限
り
な
く
存
在
す
る
。
そ
れ
を
活
字
に
し
よ
う
と
い
う
熱
意
に

頭
が
下
が
っ
た
。
お
た
あ
の
言
葉
を
、
通
詞
が
惟
政
た
ち
に
伝
え
る
と
、
一
同

が
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た
。 

（
中
略
） 

「
薬
や
ら
活
字
や
ら
、
日
本
が
及
ば
ぬ
も
の
が
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
朝
鮮
か
ら

連
れ
て
こ
ら
れ
た
捕
虜
た
ち
は
、
気
の
毒
で
は
あ
っ
た
が
、
日
本
に
な
い
文
化

や
技
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
」 

 

家
康
は
、
し
み
じ
み
と
語
っ
た
。 

「
朝
鮮
の
兵
は
弱
い
と
ⓒ

侮
る
者
が
い
る
が
、
何
も
か
も
日
本
が
優
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
双
方
の
よ
さ
を
認
め
合
お
う
と
、
さ
っ
き
話
し
た
と
こ
ろ
じ
ゃ
」 

 

一
同
が
う
な
ず
き
、
い
っ
そ
う 

ⓓ 

と
し
た
雰
囲
気
が
広
が
っ
た
。 

 

お
た
あ
は
日
本
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
以
来
、
幼
心
に
も
敗
北
の
悔
し
さ
を
、

ず
っ
と
引
き
ず
っ
て
き
た
。
負
け
た
と
い
う
こ
と
は
劣
っ
て
い
た
の
だ
と
、
思

い
込
ん
で
い
た
。 

 

だ
が
家
康
が
優
れ
た
国
だ
と
認
め
て
い
る
。
ま
し
て
、
そ
れ
を
懸
命
に
、
お

た
あ
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
ん
な
態
度
が
好
ま
し
く
、
自
分
の
故
国
へ

の
思
い
が
、
こ
れ
ほ
ど
強
い
の
も
意
外
だ
っ
た
。 

 

奥
に
戻
っ
て
か
ら
、
阿
茶
局
が
言
っ
た
。 

「
よ
き
方
々
と
出
会
え
て
、
よ
き
物
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
た
い
こ
と

で
し
た
ね
」 

 

お
た
あ
は
黙
っ
て
い
た
が
、
ⓔ

少
し
だ
け
家
康
に
心
を
開
け
た
気
が
し
た
。 

出
典 

植う
え

松ま
つ

三み

十ど

里り

『
家
康
の
海
』 

 

（
注
）
そ
な
た
が
望
む
な
ら…

「
お
た
あ
」
は
、
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

が
朝
鮮
に
侵
攻
し
た
際
、
母
親
か

ら
引
き
離
さ
れ
、
日
本
に
連
れ
去
ら
れ
た
。 

小
姓…

身
分
の
高
い
人
の
そ
ば
に
仕
え
て
雑
用
を
担
う
者
。 

版
木…

印
刷
の
た
め
に
文
字
な
ど
を
反
対
向
き
に
彫
っ
た
板
。 

小
西
行
長…

「
お
た
あ
」
は
日
本
に
来
て
か
ら
大
名
の
小
西
行
長
に
育
て
ら
れ
て
い
た
が
、

行
長
が
関せ

き

ヶが

原は
ら

の
戦
い
で
敗
れ
、「
お
た
あ
」
は
家
康
に
引
き
取
ら
れ
た
。 

明
国…

こ
の
こ
ろ
の
中
国
の
王
朝
名
。 

① 
―
―

の
部
分
ⓑ
・
ⓒ
の
漢
字
の
読
み
を
書
き
な
さ
い
。 

② 

「
ⓐ

あ
れ
を
見
せ
て
や
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
家
康
が
木
箱
の
中
の
も
の
を
見
せ
た

目
的
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の 

 
 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば

を
、
「
活
字
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
、
二
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

朝
鮮
に
は
、 

 
 

こ
と
を
「
お
た
あ
」
に
教
え
る
た
め
。 

③ 

「
お
た
あ
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う

ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

故
国
の
朝
鮮
に
は
、
日
本
に
敗
北
し
た
ふ
が
い
な
い
国
と
い
う
思
い

は
あ
る
も
の
の
、
懐な

つ

か
し
さ
を
抑
え
ら
れ
ず
帰
国
を
願
っ
て
い
る
。 

イ 

聡そ
う

明め
い

で
、
自
分
の
お
か
れ
た
環
境
を
理
解
し
て
い
る
た
め
、
周
囲
を
観

察
し
、
普
段
は
本
心
を
表
に
出
さ
な
い
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
。 

ウ 

連
れ
去
ら
れ
て
き
た
身
で
あ
り
な
が
ら
大
事
に
育
て
ら
れ
た
こ
と
で
、

気
さ
く
な
人
間
に
成
長
し
た
が
、
強
い
疎
外
感
を
内
に
秘
め
て
い
る
。 

エ 

生
い
立
ち
の
複
雑
さ
か
ら
、
忍
耐
強
く
冷
静
だ
が
、
育
て
の
親
で
あ
る

行
長
の
こ
と
に
触
れ
ら
れ
る
と
感
情
的
な
行
動
に
出
て
し
ま
う
。 

④ 
 

ⓓ 

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う

ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

威
風
堂
々 

 

イ 

虎こ

視し

眈た
ん

々た
ん 

ウ 

清
廉
潔
白 

 

エ 

和わ

気き

藹あ
い

々あ
い 

⑤ 

「
ⓔ

少
し
だ
け
家
康
に
心
を
開
け
た
気
が
し
た
」
と
あ
る
が
、「
お
た
あ
」

が
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
理
由
を
説
明
し
た
次
の
文
の 

 
 

に
入
れ

る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
三
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

劣
っ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
自
分
の
故
国
を
、 

 
 

感
じ
た

か
ら
。 

⑥ 

こ
の
文
章
の
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当

な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

「
せ
っ
か
く
の
仰
せ
で
す
が
」
と
い
う
表
現
は
、「
お
た
あ
」
へ
の
配
慮

を
示
す
家
康
へ
の
感
謝
を
示
し
つ
つ
、
混
乱
す
る
「
お
た
あ
」
へ
の
思
い

や
り
も
込
め
ら
れ
、
機
転
の
利き

く
阿
茶
局
の
有
能
ぶ
り
が
示
さ
れ
る
。 

イ 

「
そ
う
い
え
ば
」
と
い
う
表
現
は
、
沈
黙
し
て
い
た
「
お
た
あ
」
が
、

阿
茶
局
の
自
然
な
誘
導
で
楽
し
い
気
分
に
変
わ
り
、
周
囲
の
人
々
の
た

め
に
も
何
か
発
言
し
よ
う
と
気
遣
っ
た
様
子
を
印
象
づ
け
て
い
る
。 

ウ 

「
朝
鮮
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
た
捕
虜
た
ち
は
、
気
の
毒
で
は
あ
っ
た
」

と
い
う
表
現
は
、
本
音
で
は
な
く
、
目
の
前
に
い
る
朝
鮮
の
使
者
た
ち
に

配
慮
し
た
発
言
で
あ
り
、
家
康
の
し
た
た
か
さ
が
読
み
取
れ
る
。 

エ 

「
お
た
あ
」
の
言
葉
に
「
一
同
が
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た
」
と
い
う
表
現

は
、
使
者
た
ち
が
喜
ん
で
い
る
様
子
を
表
す
と
と
も
に
、「
お
た
あ
」
が

今
後
の
日
本
と
朝
鮮
の
外
交
に
貢
献
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。 

1 

算用数字 

受 験 番 号 



 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

令
和
六
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
五
日
】 

問
題
（
国
語
） 

 

次
の
文
章
は
、
人
類
学
者
の
石い

し

毛げ

直な
お

道み
ち

が
書
い
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。 

 

礼
法
や
茶
室
で
の
作
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
伝
統
的
な
立た

ち

居い

振ふ
る

舞ま
い

は
「
ⓐ
型
」
を
重
視
す
る
。
型
を
完
全
に
マ
ス
タ
ー
し
た
の
ち
、
非
常
に
才

能
の
あ
る
者
だ
け
が
、「
ⓑ
型
や
ぶ
り
」
を
し
て
自
由
な
自
己
表
現
を
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
が
、
型
や
ぶ
り
は
非
難
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
お
お
い
。
そ
の
か

わ
り
に
、「
型
ど
お
り
」
に
す
れ
ば
、
誰
で
も
が
恥
を
か
か
ず
に
一
人
前
に
ふ

る
ま
う
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
き
ま
り
き
っ
た
型
の
枠
内
で
ふ
る
ま
う

か
ぎ
り
、
皆
が
平
等
に
あ
つ
か
わ
れ
た
の
だ
。 

規
範
と
し
て
の
約
束
事
が
型
で
あ
る
。
あ
い
さ
つ
、
手
紙
の
書
き
方
、
身
の

こ
な
し
方
な
ど
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
で
型
が
機
能
す
る

だ
け
で
は
な
い
。
型
に
の
っ
と
っ
て
ふ
る
ま
う
こ
と
は
、
日
本
文
化
を
特
徴
づ

け
る
表
現
様
式
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
伝
統
的
な
芸
術
に
も
、
型
の
観
念

が
か
か
わ
っ
て
く
る
。 

伝
統
芸
能
や
、
武
道
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
、
型
を
覚
え
る
こ
と
で
あ
る
。
生

け
花
の
稽
古
も
型
を
習
う
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
天
、
地
、
人
と
い
う
三
本
の

高
さ
の
ち
が
う
枝
を
花
型
の
骨
組
と
し
て
、
生
け
花
は
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
三

本
の
役や

く

枝え
だ

の
は
た
ら
く
位
置
に
よ
っ
て
、
漢
字
の
楷
書
、
行
書
、
草
書
の
字
体

に
な
ぞ
ら
え
た
真
、
行
、
草
の
三
態
に
「
花
型
」
が
区
別
さ
れ
る
。 

伝
統
的
な
日
本
料
理
は
「
目
で
楽
し
む
料
理
」
と
し
て
の
性
格
が
つ
よ
い
。

盛
り
つ
け
の
美
学
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
左
右
対
称
形
に
料
理
を
盛
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
に
対
し
て
、
日
本
料
理
で
は
奇
数
を
重
ん
じ
る
盛
り
つ

け
を
し
て
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
美
を
追
究
す
る
、
料
理
に
季
節
感
を
表
現
す
る

な
ど
、
日
本
文
化
独
自
の
美
学
を
懐
石
料
理
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
を
見
た
外
国
人
が
「
こ
れ
は
芸
術
家
の
作
品
だ
」
と
感
嘆
し
た
り
す
る
が
、

板
前
に
し
た
ら
、
伝
承
さ
れ
た
型
に
し
た
が
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。
型
を
ま
も
っ
て
き
ち
ん
と
修
業
し
た
ら
、
職
人
芸
と
し
て
の
芸

術
性
は
、
誰
で
も
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。 

能
、
狂
言
、
人
形
浄

じ
ょ
う

瑠る

璃り

、
歌
舞
伎
、
舞
踊
な
ど
、
古
典
芸
能
と
い
わ
れ

る
も
の
は
、
型
の
芸
術
で
あ
る
。
舞
台
芸
術
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
と
き
の
一

瞬
静
止
し
た
ポ
ー
ズ
、
す
な
わ
ち
大
見
得
を
き
っ
た
と
き
の
ⓒ
ス
ガ
タ
が
型
で

あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
型
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。

舞
台
で
の
劇
的
な
見
せ
場
を
つ
く
る
た
め
の
、
一
連
の
様
式
化
さ
れ
た
し
ぐ

さ
や
、
せ
り
ふ
の
口
調
な
ど
に
よ
る
人
体
表
現
が
型
で
あ
る
。
別
の
い
い
方
を

し
た
ら
、
役
者
の
見
せ
場
で
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
演
出
の
し
か
た
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
役
者
に
と
っ
て
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
ⓓ
そ
の
様
式
を
心
得
た
観

客
に
と
っ
て
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
の
古
典
芸
能
は
様
式
の
美
学
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
る
。 

演
技
者
は
、
は
じ
め
は
先
輩
に
教
え
ら
れ
た
型
に
し
た
が
っ
て
演
技
を
学

ぶ
。
そ
の
う
ち
、
才
能
の
あ
る
者
は
伝
承
さ
れ
た
型
を
さ
ら
に
洗
練
さ
せ
、
あ

た
ら
し
い
型
を
創
出
す
る
。
そ
の
「
型
や
ぶ
り
」
が
好
評
で
あ
る
と
、
誰
々
の

型
と
い
う
名
で
次
代
に
継
承
さ
れ
る
の
だ
。
天
才
的
な
演
技
者
に
と
っ
て
、
型

は
「
型
や
ぶ
り
」
を
す
る
た
め
に
存
在
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

欧
米
を
モ
デ
ル
と
し
た
ⓔ
世
界
の
近
代
化
と
い
う
現
象
は
、個
人
の
ふ
る
ま

い
の
自
由
度
を
た
か
め
る
か
わ
り
に
、
形
式
主
義
を
排
除
す
る
方
向
を
た
ど

っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
旧
秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
化
が
達
成
で

き
る
と
い
う
理
念
が
世
界
的
潮
流
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
。 

日
本
に
お
け
る
型
の
文
化
も
、
前
近
代
的
な
形
式
主
義
と
し
て
非
難
さ
れ

た
。
個
性
の
表
現
や
独
創
性
に
欠
け
た
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
様
式
の
美
学
が
健
在
な
の
は
古
典
芸
能
や
武
道
、
神
事
の
儀

式
な
ど
の
分
野
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ら
は
伝
統
文
化
な
の
で
、
保
存

す
る
必
要
が
あ
る
と
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
保
存
の
対
象
に
な
る
と
、
文
化
財

と
お
な
じ
く
現
状
変
更
が
困
難
と
な
り
、「
型
や
ぶ
り
」
を
す
る
こ
と
が
む
ず

か
し
い
。
ま
た
、
型
を
知
ら
な
い
観
客
が
お
お
く
な
っ
た
の
で
、「
型
や
ぶ
り
」

を
し
て
も
評
価
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

深
刻
な
の
は
、日
常
生
活
に
お
け
る
型
の
文
化
が
ⓕ
ソ
ウ
シ
ツ
し
た
こ
と
で

あ
る
。
た
と
え
ば
手
紙
。
心
に
も
な
い
文
字
の
羅
列
で
も
、
時
候
の
あ
い
さ
つ

か
ら
は
じ
ま
る
「
型
ど
お
り
」
の
文
例
に
の
っ
と
れ
ば
、
誰
で
も
手
紙
を
書
く

こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
第
二
次
大
戦
後
の
自
由
作
文
運
動
あ
た
り
で
、
形

式
的
な
文
章
は
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
個
性
を
発
揮
す
る
必
要
の
な

い
商
業
用
の
書
簡
な
ど
を
の
ぞ
く
と
、
形
式
に
こ
だ
わ
ら
ず
自
分
の
心
情
を

文
章
に
つ
づ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
表
現
力
の
ゆ
た
か
な
人
で
な
い
と

手
紙
を
書
く
の
が
め
ん
ど
う
に
な
り
、
電
話
や
メ
ー
ル
で
す
ま
す
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。 

伝
統
的
な
食
事
作
法
は
、
正
座
を
し
て
、
銘め

い

々め
い

膳ぜ
ん

に
む
か
っ
て
、
箸
だ
け
を

使
っ
て
食
べ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
イ
ス
に
腰
か
け
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
・

テ
ー
ブ
ル
で
、
箸
と
ナ
イ
フ
や
フ
ォ
ー
ク
も
併
用
し
、
和
洋
中
の
料
理
が
な
ら

ぶ
、
現
代
の
家
庭
に
お
け
る
食
事
作
法
は
誰
も
教
え
て
く
れ
な
い
。
現
代
生
活

に
お
け
る
型
は
、
い
ま
だ
創
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

出
典 

石
毛
直
道
『
道
草
を
食
い
な
が
ら―

―

出
会
っ
た
人
び
と
、
食
文
化
』 

（
注
） 

懐
石
料
理…

茶
の
湯
の
席
で
、
茶
を
す
す
め
る
前
に
出
す
簡
単
な
料
理
。 

マ
ン
ネ
リ
ズ
ム…

一
定
の
形
式
や
技
法
が
繰
り
返
さ
れ
、
新
鮮
味
が
な
い
こ
と
。 

自
由
作
文
運
動…

諸
説
あ
る
が
、
作
文
の
教
育
に
お
い
て
、
素
直
に
あ
り
の
ま
ま
に
文
章

を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
を
発
見
す
る
と
い
う
大
正
期
以
来
の
理

念
が
戦
後
も
基
調
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。 

銘
々
膳…

一
人
一
人
に
出
す
食
膳
（
料
理
を
乗
せ
た
台
）。 

 

① 
―
―

の
部
分
ⓒ
・
ⓕ
を
漢
字
に
直
し
て
楷
書
で
書
き
な
さ
い
。 

 

② 

「
ⓐ

型
」
と
あ
る
が
、
型
の
説
明
や
型
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
方
と
し
て

最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

武
道
や
生
け
花
、
料
理
な
ど
の
場
面
で
生
ま
れ
、
選
ば
れ
た
人
間
に
伝

承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
型
を
習
っ
た
り
型
を
守
っ
て
仕
事
を
し
た
り

す
る
こ
と
で
日
本
文
化
独
自
の
美
学
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ 

日
本
で
伝
統
的
に
重
視
さ
れ
る
き
ま
り
き
っ
た
枠
の
こ
と
を
指
し
、

そ
の
枠
の
中
で
ふ
る
ま
う
限
り
、
非
難
を
さ
れ
た
り
恥
を
か
い
た
り
す

る
こ
と
が
な
く
、
枠
外
に
い
る
者
か
ら
は
敬
意
を
払
わ
れ
る
。 

ウ 

伝
統
的
な
芸
術
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
日
常
生
活
な
ど
、
日
本
人
の

社
会
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
で
必
要
と
さ
れ
た
枠
組
み
で

あ
り
、
日
本
文
化
を
特
徴
づ
け
て
き
た
表
現
様
式
と
言
え
る
。 

エ 

型
の
芸
術
に
含
ま
れ
る
古
典
芸
能
は
、
舞
台
芸
術
に
お
け
る
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
の
と
き
の
、
一
瞬
静
止
し
た
ポ
ー
ズ
で
表
現
さ
れ
る
様
式
の

美
学
と
そ
れ
を
心
得
た
観
客
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。 

 ③ 

「
ⓑ

型
や
ぶ
り
」
と
は
、
ど
う
す
る
こ
と
で
す
か
。
次
の
文
の 

 
 

に

入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、「
自
己
表
現
」「
創
出
」
と
い
う
こ
と
ば
を

使
っ
て
、
三
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 

天
才
的
な
人
が
、 

 
 

す
る
こ
と
。 

 

④ 

「
ⓓ

そ
の
」
と
品
詞
が
同
じ
も
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。

一
つ
答
え
な
さ
い
。 

 
 

庭
に
ア

小
さ
な
花
が
咲
い
た
。
イ

寒
さ
に
耐
え
、
花
は
ウ

白
く
、
エ

た
お

や
か
に
ゆ
れ
て
い
た
。 

 
 ⑤ 

「
ⓔ
世
界
の
近
代
化
と
い
う
現
象
」
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
こ
と
を
説
明
し

た
次
の
文
の 

Ｘ 

、 

Ｙ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
文
章
中

か
ら 

Ｘ 

は
十
九
字
で
抜
き
出
し
て
最
初
の
五
字
を
、 

Ｙ 

は
五
字
で

抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 
 
 

世
界
の
近
代
化
現
象
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
も
、
形
式
主
義
は 

 

Ｘ 

だ
と
非
難
さ
れ
る
風
潮
が
生
ま
れ
た
結
果
、 

Ｙ 

と
さ
れ
た

伝
統
文
化
以
外
は
排
除
さ
れ
、
日
常
の
型
の
文
化
が
衰
退
し
た
。 

 

⑥ 

本
文
の
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の

う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

「
型
や
ぶ
り
」
は
一
般
に
は
批
判
さ
れ
る
が
、
優
れ
た
芸
術
家
や
評
論

家
に
評
価
さ
れ
る
と
名
前
が
付
け
ら
れ
、
次
代
に
継
承
さ
れ
る
。 

イ 

日
本
料
理
の
盛
り
つ
け
は
、
そ
の
美
が
外
国
人
に
賛
美
さ
れ
る
が
、
日

本
で
は
芸
術
性
を
そ
ぎ
お
と
し
た
技
術
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。 

ウ 

手
紙
の
「
型
ど
お
り
」
の
文
例
は
、
メ
ー
ル
の
発
達
に
よ
っ
て
覚
え
な

く
て
も
書
け
る
よ
う
に
な
り
、
文
例
を
覚
え
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
。 

エ 

伝
統
的
な
日
常
の
型
が
消
え
た
結
果
、
手
紙
文
化
は
表
現
力
の
あ
る

人
を
除
い
て
廃
れ
、
家
庭
の
新
し
い
食
事
作
法
も
定
ま
っ
て
い
な
い
。 
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選
抜
一
期
①
・
国
語 

令
和
六
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
五
日
】 

問
題
（
国
語
） 

 
 

次
の
文
章
は
、
日
本
に
お
け
る
鰹

か
つ
お

の
文
化
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
④
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

山や
ま

口ぐ
ち

素そ

堂ど
う

の
有
名
な
句
、 

ⓐ
目
に
は
青
葉 
山 や

ま

郭

公

ほ
と
と
ぎ
す 

初 は
つ

鰹
が
つ
お 

は
、
初
夏
の
爽
や
か
さ
や
躍
動
感
が
見
事
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
生
き
の
良
い

初
鰹
は
、
夏
を
迎
え
る
季
節
と
ピ
タ
リ
一
致
す
る
感
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
鰹
は
、

黒
潮
に
乗
っ
て
北
上
す
る
魚
で
、
二
月
か
ら
三
月
頃
に
八や

重え

山や
ま

・
宮み

や

古こ

海
域
を
出

発
し
、
土と

佐さ

沖
を
経
て
四
月
か
ら
五
月
頃
に
相
模

さ

が

み

湾わ
ん

付
近
を
通
過
し
て
、
七
月
か

ら
八
月
頃
に
三さ

ん

陸り
く

沖
に
達
す
る
。
五
月
の
鰹
は
、
鰯

い
わ
し

を
た
っ
ぷ
り
食
べ
て
四
キ

ロ
く
ら
い
ま
で
太
っ
て
お
り
、
脂
質
が
三
パ
ー
セ
ン
ト
程
含
ま
れ
て
い
て
旨う

ま

い
の

で
、
江
戸
っ
子
の
人
気
を
呼
ん
だ
の
だ
。
も
っ
と
も
、
脂
っ
こ
い
物
を
好
む
よ
う

に
な
っ
た
現
代
人
に
は
、
初
鰹
よ
り
も
、
九
月
頃
に
三
陸
沖
か
ら
南
に
向
か
っ
て

回
遊
す
る
「
下
り
鰹
」
の
方
が
人
気
ら
し
い
。
下
り
鰹
に
は
脂
質
が
一
〇
パ
ー
セ

ン
ト
も
含
ま
れ
て
お
り
、
脂
身
は
初
鰹
よ
り
多
い
た
め
だ
。 

と
こ
ろ
で
、
江
戸
の
川
柳
に
は
、 

つ
れ
づ
れ
に 

鰹
は
食
ふ
な 

鯉こ
ひ

を
食
へ 

初
鰹 

な
に
兼け

ん

好こ
う

が 

知
る
も
の
か 

と
、『
徒
然

つ
れ
づ
れ

草ぐ
さ

』
を
書
い
た
吉よ

し

田だ

兼
好
に
当
て
つ
け
た
句
が
あ
る
。
ⓑ

な
ぜ
、

江
戸
っ
子
た
ち
は
、
兼
好
を
目
の
敵
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。 

そ
れ
は
、
兼
好
が
『
徒
然
草
』
第
一
一
九
段
で
、
鎌
倉

か
ま
く
ら

の
海
か
ら
揚
が
る
鰹

の
こ
と
を
地
元
の
漁
師
に
、 

こ
の
魚
、
お
の
れ
ら
若
か
り
し
世
ま
で
は
、
は
か
ば
か
し
き
人
の
前
へ

出い

づ
る
こ
と
侍は

べ

ら
ざ
り
き
。
頭
は
、
下し

も

部べ

も
食
は
ず
、
切
り
て
捨
て
侍
り

し
も
の
な
り 

と
言
わ
せ
、
自
分
の
意
見
と
し
て
、 

か
や
う
の
物
も
、
世
も
末
に
な
れ
ば
、
上
ざ
ま
ま
で
も
入
り
た
つ
わ
ざ

に
こ
そ
侍
れ 

 

と
書
き
付
け
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
兼
好
に
と
っ
て
は
鰹
は
下げ

賤せ
ん

の
魚
で

あ
り
、
そ
れ
が
高
貴
の
者
の
食
事
に
ま
で
入
り
込
ん
で
き
た
の
を
「
世
も
末
」

と
嘆
い
た
の
だ
。
そ
の
前
の
第
一
一
八
段
で
、 

鯉
ば
か
り
こ
そ
、
御
前
に
て
も
切
ら
る
る
も
の
な
れ
ば
、
や
ん
ご
と
な
き

魚
な
り 

 

と
、
鰹
よ
り
鯉
に
軍
配
を
上
げ
て
い
る
。
兼
好
に
と
っ
て
は
、
鰹
で
象
徴
さ

れ
る
鎌
倉
（
東
）
文
化
よ
り
も
、
鯉
で
象
徴
さ
れ
る
京
文
化
の
ほ
う
が
好
ま
し

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
江
戸
っ
子
か
ら
見
れ
ば
、
兼
好
は
初
鰹
の
味
が
わ
か
ら
な

い
唐と

う

変へ
ん

木ぼ
く

、
と
い
う
わ
け
だ
。
芭ば

蕉
し
ょ
う

の
先
の
句
も
、
江
戸
っ
子
の
肩
を
持
つ

と
い
う
態
度
表
明
、
と
解
釈
で
き
な
い
で
も
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
江
戸
の

川
柳
作
家
は
『
徒
然
草
』
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
、
江
戸
川
柳
を
侮
る
べ
か
ら

ず
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
（『「
徒
然
草
」
の
歴
史
学
』）。 

 

歴
史
を
調
べ
て
み
れ
ば
、
兼
好
は
間
違
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鰹
は
、
古

代
か
ら
食
用
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
万
葉
時
代
か
ら
貴
族
階
級
に
供
さ
れ
て
い

た
か
ら
だ
。
事
実
、「
藤
原
京
木
簡
」
や
「
平
城
京
木
簡
」
そ
し
て
「
養よ

う

老ろ
う

令
り
ょ
う

」

に
、
鰹
や
そ
の
加
工
品
が
「
調
（
律
令
制
下
の
税
）」
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
堅
魚
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、「
堅
く
乾
燥

さ
せ
た
魚
」
で
カ
ツ
オ
と
読
ん
だ
ら
し
い
。
後
に
、
堅
と
魚
を
合
体
さ
せ
て
鰹
と

書
く
よ
う
に
な
っ
た
。『
万
葉
集
』
の
高た

か

橋は
し

虫む
し

麻ま

呂ろ

の
長
歌
の
冒
頭
は
、 

 

春
の
日
の 

霞か
す

め
る
時
に 

墨す
み

吉の
え

の 

岸
に
出
て
居
て 

釣つ
り

舟ぶ
ね

の 

と
を
ら
ふ
見
れ
ば 

古
い
に
し
へ

の 

こ
と
そ
思
ほ
ゆ
る 

水
江

み
ず
の
え

の 

浦う
ら

島し
ま

子こ

が 

鰹
釣
り 

鯛た
い

釣
り
誇
り 

七
日
ま
で 

家
に
来
ず
て 

海う
な

界さ
か

を 

過
ぎ
て
漕こ

ぎ
行
く
に 

海
神

わ
た
つ
み

の 

神
の
娘
子

を

と

め

に 

た
ま
さ
か
に 

い
漕

ぎ
向む

か

ひ 

相
と
ぶ
ら
ひ…

…

（
巻
九
・
一
七
四
〇
） 

 

で
、
有
名
な
浦
島
伝
説
を
詠よ

ん
だ
も
の
で
あ
る
（『
私
の
万
葉
集
』
３
）。
こ

こ
に
あ
る
よ
う
に
、
浦
島
は
漁
に
出
て
鰹
や
鯛
を
釣
り
上
げ
て
い
る
う
ち
に

海
の
境
を
越
え
て
し
ま
い
、
そ
こ
で
海
神
の
娘
と
出
会
っ
た
と
い
う
物
語
で

あ
る
。
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
、
浦
島
が
亀
を
助
け
て
竜
宮
城
へ
招
か
れ
る
話

は
、
少
な
く
と
も
万
葉
時
代
に
は
な
か
っ
た
の
だ
。
仏
教
的
な
動ど

う

物ぶ
つ

報ほ
う

恩お
ん

譚た
ん

が

付
け
加
わ
っ
た
の
は
、
室
町
時
代
の
御お

伽と
ぎ

草ぞ
う

子し

あ
た
り
ら
し
い
。 

 

こ
の
歌
に
鰹
釣
り
が
あ
る
。
鰹
は
釣
れ
始
め
る
と
ど
ん
ど
ん
釣
れ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
お
り
、
夢
中
に
な
っ
て
釣
っ
て
い
る
う
ち
に
海
に
迷
っ
て
し
ま

っ
た
と
す
る
物
語
の
発
端
は
極
め
て
合
理
的
で
あ
る
。
大
量
に
と
れ
る
と
、
そ

れ
を
干
し
て

鰹
か
つ
お

節ぶ
し

に
す
る
こ
と
は
万
葉
時
代
に
は
始
ま
っ
て
い
た
と
想
像

で
き
る
。
さ
ら
に
、
鰹

か
つ
お

鮨す
し

・
煮
鰹
・
鰹
煎せ

ん

汁
じ
ゅ
う

・
荒
鰹
な
ど
に
し
て
、
平
安
時

代
の
貴
族
階
級
は
鰹
料
理
を
楽
し
ん
で
い
た
ら
し
い
。
鰹
煎
汁
と
は
鰹
を
煮
立

て
て
と
っ
た
出
し
汁
の
こ
と
で
、
鰹
は
既
に
調
味
料
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た

の
だ
。
で
あ
れ
ば
、
兼
好
は
厨

ち
ゅ
う

房ぼ
う

で
ど
ん
な
ふ
う
に
料
理
を
作
っ
て
い
る
か
知

ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
刺さ

し

身み

や
タ
タ
キ
と
し
て
生
の
鰹
を
食
べ

る
習
慣
が
鎌
倉
に
あ
っ
て
、
兼
好
は
そ
れ
を
嫌
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず

れ
に
し
ろ
、
鰹
は
日
本
古
来
か
ら
重
要
な
海
の
幸
で
あ
り
、
江
戸
っ
子
が
抗
議

し
て
い
る
よ
う
に
、
兼
好
が
文
句
を
言
う
筋
合
い
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。 

出
典 

池い
け

内う
ち

了
さ
と
る

『
清せ

い

少
し
ょ
う

納な

言ご
ん

が
み
て
い
た
宇
宙
と
、
わ
た
し
た
ち
の
み

て
い
る
宇
宙
は
同
じ
な
の
か
？―

―

新
し
い
博
物
学
へ
の
招
待
』 

（
注
）
山
口
素
堂…

江
戸
期
の
俳
人
。 

八
重
山
・
宮
古
海
域…

沖
縄
本
島
か
ら
南
西
に
位
置
す
る
海
域
。 

土
佐
沖…

高
知
県
の
南
の
海
域
。 

相
模
湾…

神
奈
川
県
西
部
の
太
平
洋
に
開
け
た
湾
。 

は
か
ば
か
し
き
人…

し
っ
か
り
し
た
身
分
の
人
。 

下
部…

召め
し

使つ
か

い
。
唐
変
木…

分
か
ら
ず
屋
。 

 
 
 

芭
蕉
の
先
の
句…

初
鰹
の
活い

き
の
良
さ
を
め
で
た
、「
鎌
倉
を 

生い
き

て
出い

で

け
む 

初
鰹
」
の

句
を
指
す
。 

と
を
ら
ふ…

揺
れ
動
く
。 

動
物
報
恩
譚…

動
物
が
人
間
に
恩
返
し
を
す
る
話
。 

 

① 

「
ⓐ

目
に
は
青
葉 

山
郭
公 

初
鰹
」
の
句
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な

の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

「
青
葉
」
と
「
郭
公
」
は
「
初
鰹
」
の
味
覚
を
引
き
立
て
る
役
割
で
あ
る
。 

イ 

季
語
は
「
青
葉
」
「
郭
公
」
の
二
つ
が
あ
り
、
初
夏
を
表
し
て
い
る
。 

ウ 

倒
置
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
畳
み
か
け
る
中
に
も
爽
や
か
さ
が
あ
る
。 

エ 

体
言
で
三
回
切
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
印
象
を
強
め
て
い
る
。 

 ② 

「
ⓑ

な
ぜ
、
江
戸
っ
子
た
ち
は
、
兼
好
を
目
の
敵
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
」

と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の 

Ⅹ 

、 

Ｙ 

に

入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
文
章
中
か
ら 
Ｘ 

は
十
七
字
、 

Ｙ 

は
十
三
字
で
抜
き
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
最
初
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。 

『
徒
然
草
』
の
中
で
、
鰹
を
下
賤
の
魚
と
し
て
、 

Ｘ 

こ
と
を
憂

い
、
他
の
魚
の
ほ
う
が
貴
い
と
す
る
兼
好
の
こ
と
を
、 
Ｙ 

で
あ
る

と
感
じ
た
か
ら
。 

 

③ 

本
文
の
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の

う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

五
月
頃
に
相
模
湾
付
近
に
到
着
す
る
鰹
は
、
一
年
の
う
ち
で
最
も
脂

質
が
多
く
旨
い
の
で
、
江
戸
っ
子
の
人
気
を
呼
ん
だ
。 

イ 

木
簡
や
「
養
老
令
」
に
「
堅
魚
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
代
、
鰹

は
乾
燥
さ
せ
た
鰹
節
の
状
態
で
の
み
使
わ
れ
て
い
た
と
わ
か
る
。 

ウ 

『
万
葉
集
』
の
長
歌
に
見
ら
れ
る
浦
島
伝
説
は
、
鰹
釣
り
の
特
性
を
踏

ま
え
た
極
め
て
合
理
的
な
物
語
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
。 

エ 

貴
族
の
邸
宅
で
は
、
鰹
を
使
っ
て
ど
ん
な
ふ
う
に
料
理
す
る
か
は
秘

密
に
さ
れ
て
い
た
た
め
、
兼
好
は
鰹
の
調
理
法
を
知
ら
な
か
っ
た
。 

 

④ 

中
学
三
年
生
の
夏
美
さ
ん
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
次
の
よ
う
な
感

想
文
を
書
い
た
。 

Ⅰ 

、 

Ⅱ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、

 

Ⅰ 

は
文
章
中
か
ら
十
字
で
抜
き
出
し
、 

Ⅱ 

は
十
字
以
上
、
十

五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

日
本
で
は
鰹
は 

Ⅰ 

で
あ
り
、
刺
身
だ
け
で
な
く
鰹
節
な
ど
、
加

工
品
や
調
味
料
な
ど
の
形
で
広
く
食
生
活
を
支
え
て
き
た
こ
と
を
改

め
て
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
俳
句
や
川
柳
な
ど
の
形
で

伝
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
文
章
中
に
、
鯉
が

京
文
化
を
象
徴
し
、 

Ⅱ 

と
あ
る
よ
う
に
、
特
に
江
戸
の
人
に
は
、

鰹
は
思
い
入
れ
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。 

 

3 

受 験 番 号 

算用数字 



 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

令
和
六
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
五
日
】 

問
題
（
国
語
） 

 

 

四
人
の
中
学
生
が
、
水
産
物
の
消
費
を
テ
ー
マ
と
す
る
グ
ル
ー
プ
学
習
で
、【
資
料
Ⅰ
】
～
【
資
料
Ⅲ
】
を
も
と
に
話
し
合
い
を
し
た
。
次
の
【
四
人

の
中
学
生
の
話
し
合
い
】
を
読
ん
で
、
①
～
④
に
答
え
な
さ
い
。 

 

【
四
人
の
中
学
生
の
話
し
合
い
】 

由
奈 

 

今
日
は
水
産
物
の
消
費
に
つ
い
て
話
し
合
う
よ
。
日
本
は
昔
か
ら

魚
介
類
を
食
べ
て
来
た
け
ど
、
消
費
量
は
ど
う
変
化
し
て
る
の
か
な
。 

礼
央 

 

【
資
料
Ⅰ
】
は
、
農
林
水
産
省
の
調
査
で
、
食
用
魚
介
類
と
肉
類
の

消
費
量
の
変
化
を
示
し
て
い
る
よ
。
こ
れ
を
見
る
と
、 

Ｘ 

こ
と
が

わ
か
る
よ
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
日
本
人
の
食
生
活
が
変
わ
っ
て
き

た
と
言
え
そ
う
だ
ね
。 

翔
太 

 

う
ん
。
食
の
好
み
が
変
化
し
て
い
る
と
は
聞
く
ね
。
魚
が
苦
手
な
人

が
増
え
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
。 

晴
香 

 

【
資
料
Ⅱ
】
を
見
て
。
私
た
ち
の
中
学
校
の
保
護
者
を
対
象
に
食
生

活
に
つ
い
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
一
部
だ
よ
。
こ
れ
を
見
る

と
、
約
９
割
の
家
庭
は
、
魚
料
理
が
週
１
～
２
回
以
下
だ
ね
。 

由
奈 

 

想
像
以
上
に
少
な
い
ね
。
魚
は
健
康
に
も
よ
い
の
に
家
庭
で
魚
料

理
が
少
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。 

礼
央 

 

い
ち
ば
ん
の
理
由
は
家
族
が
肉
を
求
め
る
か
ら
だ
ね
。
わ
か
る
よ
。

ぼ
く
の
場
合
、
魚
料
理
は
肉
料
理
よ
り
量
が
少
な
く
思
う
ん
だ
よ
ね
。 

晴
香 

 

な
る
ほ
ど
。
二
番
目
の
理
由
の
値
段
が
高
い
か
ら
に
も
関
係
す
る
け

ど
、
魚
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
同
じ
金
額
な
ら
肉
の
方
が
た
く
さ
ん
の

量
を
買
え
る
か
ら
、
そ
れ
な
ら
肉
料
理
に
し
よ
う
っ
て
思
う
の
か
も
。 

翔
太 

 

さ
ん
ま
の
価
格
高
騰
を
ニ
ュ
ー
ス
で
見
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
。
他

に
、
魚
は
骨
が
あ
っ
て
食
べ
に
く
い
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
い
る
人
が
四

割
ほ
ど
い
る
よ
。
み
ん
な
、
骨
の
あ
る
魚
を
き
れ
い
に
食
べ
ら
れ
る
？ 

礼
央 

 

僕
は
苦
手
だ
な
。
お
寿
司
は
骨
が
な
い
か
ら
好
き
だ
け
ど
。 

晴
香 

 

私
も
あ
ま
り
骨
を
上
手
に
取
れ
な
い
。
あ
と
は
調
理
方
法
が
わ
か

ら
な
い
と
い
う
理
由
が
あ
る
ね
。
た
し
か
に
魚
を
さ
ば
く
の
は
難
し

い
よ
ね
。
祖
母
は
魚
を
さ
ば
け
る
け
れ
ど
、
祖
父
が
魚
を
釣
っ
て
来
る

と
少
し
困
っ
て
い
る
み
た
い
。
う
ろ
こ
が
台
所
に
と
び
ち
る
か
ら
。 

由
奈 

 

魚
料
理
は
調
理
や
後
片
付
け
が
大
変
だ
よ
ね
。
忙
し
か
っ
た
り
、
単

身
世
帯
だ
っ
た
り
し
た
ら
、
お
刺さ

し

身み

を
買
っ
て
く
る
く
ら
い
し
か
で

き
な
い
か
も
し
れ
な
い
ね
。 

翔
太 

 

魚
介
類
の
消
費
が
減
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
暮
ら
し
の
変
化

に
応
じ
き
れ
て
い
な
い
面
が
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
ね
。 

礼
央 

 

つ
ま
り
、
現
代
の
暮
ら
し
に
対
応
し
た
取
り
組
み
を
行
え
ば
、
魚
介

類
の
消
費
が
増
え
る
の
か
な
。 

晴
香 

 

【
資
料
Ⅲ
】
を
見
て
。
魚
の
消
費
量
を
増
や
す
取
り
組
み
を
行
う
場

面
が
書
か
れ
て
い
る
よ
。
ど
の
場
面
で
ど
ん
な
取
り
組
み
を
行
え
ば

魚
の
消
費
量
が
増
え
る
か
、
考
え
て
み
よ
う
よ
。【
資
料
Ⅲ
】
の
中
で
、

私
は 

Ｙ 

で
の
場
合
を
考
え
て
み
る
よ
。
例
え
ば
、 

 

Ｚ 
 

 
                       

① 

「
台
所
」
と
あ
る
が
、
こ
の
熟
語
の
読
み
方
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど

れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

音
読
み+

音
読
み 

 

イ 

訓
読
み+

訓
読
み 

ウ 

音
読
み+

訓
読
み 

 

エ 

訓
読
み+

音
読
み 

 

② 

礼
央
さ
ん
の
意
見
が
論
理
的
な
も
の
と
な
る
た
め
に
、 

Ｘ 

に
入
れ

る
の
に
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え

な
さ
い
。 

ア 

国
民
１
人
１
年
当
た
り
の
魚
介
類
の
消
費
量
は
２
０
０
１
年
度
を
ピ

ー
ク
に
年
々
減
少
し
、
２
０
２
０
年
度
は
ピ
ー
ク
時
の
半
量
以
下
で
あ
る 

イ 

国
民
１
人
１
年
当
た
り
の
消
費
量
は
２
０
１
１
年
度
を
境
に
肉
類
と
魚

介
類
で
数
値
が
逆
転
し
、
２
０
２
０
年
度
は
１
０
㎏
以
上
の
開
き
が
あ
る 

ウ 

国
民
１
人
１
年
当
た
り
の
肉
類
の
消
費
量
は
、
１
９
８
９
年
度
以
来
増

加
の
一
途
を
た
ど
り
、
２
０
２
０
年
度
は
魚
介
類
よ
り
１
０
㎏
以
上
多
い 

エ 

国
民
１
人
１
年
当
た
り
の
肉
類
と
魚
介
類
の
消
費
量
合
計
は
、１
９
８
９

年
度
と
２
０
２
０
年
度
の
約
三
十
年
間
で
１
０
㎏
以
上
減
少
し
て
い
る 

 ③ 

話
し
合
い
に
お
け
る
四
人
の
発
言
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と

し
て
適
当
な
の
は
、
ア
～
オ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
当．
て
は
ま
る
も
の

．
．
．
．
．
．

を
す
べ
て

．
．
．
．
答
え
な
さ
い
。 

ア 
由
奈
は
、
晴
香
の
示
し
た
具
体
例
を
資
料
の
言
葉
を
用
い
て
簡
潔
に

言
い
換
え
た
う
え
で
、
自
身
の
考
察
を
加
え
て
い
る
。 

イ 

礼
央
は
、
調
査
結
果
に
つ
い
て
自
分
自
身
の
感
覚
を
根
拠
に
共
感
す

る
意
見
を
述
べ
、
他
の
人
に
同
意
を
求
め
て
い
る
。 

ウ 

翔
太
は
、
他
の
人
の
発
言
に
同
意
を
示
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
導
か

れ
る
こ
と
を
み
ん
な
に
問
い
か
け
、
話
し
合
い
を
広
げ
て
い
る
。 

エ 

晴
香
は
、
翔
太
の
意
見
に
対
し
て
新
た
な
資
料
を
提
示
し
、
資
料
か
ら

読
み
取
れ
る
こ
と
を
自
分
の
考
え
を
交
え
て
説
明
し
て
い
る
。 

オ 

礼
央
と
翔
太
は
、
こ
こ
ま
で
の
み
ん
な
の
意
見
を
要
約
し
て
言
い
換

え
、
問
題
を
解
決
す
る
具
体
策
を
提
案
し
て
い
る
。 

 ④ 

晴
香
さ
ん
の
発
言
の 

Ｙ 

、 

Ｚ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
内
容
を
、
Ｙ

は
あ
な
た
が
関
心
の
あ
る
項
目
を
【
資
料
Ⅲ
】
ア
～
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん

で
答
え
、
Ｚ
は
条
件
に
従
っ
て
六
十
字
以
上
八
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

  
 
 
 
 

１ 

二
文
に
分
け
て
書
き
、
一
文
目
に
、
Ｙ
で
選
ん
だ
場
面
で
ど

の
よ
う
な
取
り
組
み
や
工
夫
を
行
う
と
よ
い
か
を
具
体
的
に

書
く
こ
と
。 

 
 
 
 
 

２ 

二
文
目
に
、
な
ぜ
そ
の
取
り
組
み
（
工
夫
）
が
有
効
で
あ
る

の
か
、
そ
の
理
由
を
「
な
ぜ
な
ら
、
」
に
続
け
て
書
く
こ
と
。 
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【資料Ⅲ】 

条
件 

魚の消費量を増やす取り組みを行う場面 

ア 水産加工会社 
イ スーパー 
ウ 給食 
エ 外食産業 

令和3年度 農林水産省「食料自給表」より作成。 

農林水産省が算出する「食用魚介類の 1人 1年当たり供給純食料」は、「食用魚介類の 1人 1

年当たり消費量」とほぼ同等と考えられるため、ここでは「供給純食料」に代えて「消費量」

を用いる。 

概算値…精密ではないが利用可能な数値 

【資料Ⅱ】 

【資料Ⅰ】 

保護者を対象にしたアンケート（2023 年） 

 


