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」
に
つ
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、
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。

　日本の「食」に関しては，「低い食料自給率」の陰に隠れがちであるが，「食品ロス」という問題も存在す
る。食品ロスとは，食事に使用される食品の重量（以下，食品使用量とする）のうち，本来食べられるに
もかかわらず廃棄されるものをいい，その量は事業者（小売店や飲食店等）と一般家庭とをあわせて年間
500万～ 800万トンに及ぶ。食料の多くを輸入に頼りながら，その少なからぬ部分が廃棄されているのだ。
事業者の食品ロスは近年減少の兆

きざ

しが見られるが，一般家庭では横ばいの状態にある。
図１は，一人１日当たりの家庭における食事について，食品使用量に占める主な食品種類別の割合と，

食品ロス量に占める主な食品種類別の割合とを比較したものである。これを見ると，食品使用量割合では「野
菜類」とインスタント食品や冷凍食品，レトルト食品などの「調理加工食品」が他の食品に比べて高い割合
を示している。一方，食品ロス量割合は「野菜類」が 49.1％と最も高く，２位以下と（　ア　）。
　食品ロスが生じる（　イ　）は，３つに大別される。それは「食べ残し」「過剰除去」「直接廃棄」である。
このうち「過剰除去」は，調理時に大根の皮を厚くむくなど，本来食べられる部分まで調理せずに捨てて
しまうことをいう。また「直接廃棄」は，賞味期限切れなどによって使用せずにそのまま廃棄されることをいう。
図２は，食品種類別の食品ロス率を調査した結果であり，（　ウ　），本来食べられる部分がどれだけ廃棄

されたかを示したものである。これを見ると，「果実類」「野菜類」「魚介類」などの生鮮食品が上位を占めて
いる。生鮮食品は，調理の際に捨ててしまう部分が多いことは，これらの食品の食品ロス率の内訳を見たと
きに，「過剰除去」が 3分の 2 以上を占めていることからも明らかである。また，これらの食品の状態は
（　エ　）や保存方法に左右されるため，「過剰除去」に加えて「直接廃棄」の割合も高くなるわけである。
このように，家庭における食品ロスは，生鮮食品の「過剰除去」「直接廃棄」の影響が最も大きいといえる。

したがって，各家庭で食品ロスを減らすためには，生鮮食品の調理・保存方法に留意することが重要にな
る。なお，生鮮食品に比べて「調理加工食品」は食品ロス率が低いが，ではその使用量を増やせばよい
かというと，そう単純ではない。たとえ家庭において食品ロスが減ったとしても，（　オ　）からである。家
庭だけでなく事業者における食品ロスも考慮した取り組みが求められるわけである。
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図1　主な食品種類別の食品使用量割合と食品ロス量割合（世帯食一人１日当たり）

図2　主な食品種類別の食品ロス率
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＊資料：農林水産省「平成21年度食品ロス統計調査（世帯調査）結果の概要」
＊世帯食とは，家庭において調理・食事したもので, 外で買ってきて家で食べた惣菜や家で作って外で食べた弁当を含み,
　外食や学校給食は除く。
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　外食や学校給食は除く。
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次
の
文
章
は
、
家
庭
に
お
け
る
「
食
品
ロ
ス
」
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
見
て
、
Ａ
さ
ん
が
書
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
文
章
に
つ
い
て
、

後
の
質
問
に
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　日本の「食」に関しては，「低い食料自給率」の陰に隠れがちであるが，「食品ロス」という問題も存在す
る。食品ロスとは，食事に使用される食品の重量（以下，食品使用量とする）のうち，本来食べられるに
もかかわらず廃棄されるものをいい，その量は事業者（小売店や飲食店等）と一般家庭とをあわせて年間
500万～ 800万トンに及ぶ。食料の多くを輸入に頼りながら，その少なからぬ部分が廃棄されているのだ。
事業者の食品ロスは近年減少の兆

きざ

しが見られるが，一般家庭では横ばいの状態にある。
　図１は，一人１日当たりの家庭における食事について，食品使用量に占める主な食品種類別の割合と，
食品ロス量に占める主な食品種類別の割合とを比較したものである。これを見ると，食品使用量割合では「野
菜類」とインスタント食品や冷凍食品，レトルト食品などの「調理加工食品」が他の食品に比べて高い割合
を示している。一方，食品ロス量割合は「野菜類」が 49.1％と最も高く，２位以下と（　ア　）。
　食品ロスが生じる（　イ　）は，３つに大別される。それは「食べ残し」「過剰除去」「直接廃棄」である。
このうち「過剰除去」は，調理時に大根の皮を厚くむくなど，本来食べられる部分まで調理せずに捨てて
しまうことをいう。また「直接廃棄」は，賞味期限切れなどによって使用せずにそのまま廃棄されることをいう。
　図２は，食品種類別の食品ロス率を調査した結果であり，（　ウ　），本来食べられる部分がどれだけ廃棄
されたかを示したものである。これを見ると，「果実類」「野菜類」「魚介類」などの生鮮食品が上位を占めて
いる。生鮮食品は，調理の際に捨ててしまう部分が多いことは，これらの食品の食品ロス率の内訳を見たと
きに，「過剰除去」が 3分の 2 以上を占めていることからも明らかである。また，これらの食品の状態は
（　エ　）や保存方法に左右されるため，「過剰除去」に加えて「直接廃棄」の割合も高くなるわけである。
　このように，家庭における食品ロスは，生鮮食品の「過剰除去」「直接廃棄」の影響が最も大きいといえる。
したがって，各家庭で食品ロスを減らすためには，生鮮食品の調理・保存方法に留意することが重要にな
る。なお，生鮮食品に比べて「調理加工食品」は食品ロス率が低いが，ではその使用量を増やせばよい
かというと，そう単純ではない。たとえ家庭において食品ロスが減ったとしても，（　オ　）からである。家
庭だけでなく事業者における食品ロスも考慮した取り組みが求められるわけである。

一　

ア　
に
入
る
言
い
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
で
し
ょ

う
か
。

　
　
　
　

１　
溝
が
で
き
て
い
る　
　
　
　

2　
格
差
が
生
じ
て
い
る

　
　
　
　

3　
団
子
状
に
な
っ
て
い
る　
　

4　
大
差
が
つ
い
て
い
る

二　

イ　
に
入
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
で
し
ょ
う
か
。

　
　[

１　
結
果　
　

2　
条
件　
　

3　
原
因　
　

4　
特
徴　]

三　

ウ　
に
入
る
言
い
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
で
し
ょ

う
か
。

　
　
　
　

１　
家
族
構
成
人
数
に
対
し
て　

2　
家
庭
ご
み
の
排
出
量
に
対
し
て

　
　
　
　

3　
食
品
使
用
量
に
対
し
て　
　
4　
食
品
ロ
ス
量
に
対
し
て

四　

エ　
に
入
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
で
し
ょ
う

か
。

　
　[

１　
購
入
量　
　

2　
販
売
価
格　
　

3　
産
地　
　

4　
鮮
度　]

五　

オ　
に
入
る
言
い
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
で
し
ょ

う
か
。

　
　
　
　

１　
「
食
べ
残
し
」
に
よ
り
食
品
ロ
ス
量
が
増
大
す
る
可
能
性
が
あ
る

　
　
　
　

2　
そ
れ
を
加
工
す
る
小
売
店
や
工
場
で
の
食
品
ロ
ス
量
が
増
大
す
る
可

能
性
が
あ
る

　
　
　
　

3　
食
品
の
包
装
紙
等
に
よ
り
家
庭
ご
み
が
増
え
る
可
能
性
が
あ
る

　
　
　
　

4　
偏
っ
た
食
事
に
よ
っ
て
栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
可
能
性
が
あ
る

図1　主な食品種類別の食品使用量割合と食品ロス量割合（世帯食一人１日当たり）

図2　主な食品種類別の食品ロス率
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＊資料：農林水産省「平成21年度食品ロス統計調査（世帯調査）結果の概要」
＊世帯食とは，家庭において調理・食事したもので, 外で買ってきて家で食べた惣菜や家で作って外で食べた弁当を含み,
　外食や学校給食は除く。
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後

問1

問2の正答：一　…　4，二　…　掲載，三　…　3，四　…　1，五　…　3
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一　

ア　
に
入
る
言
い
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

１　
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
た　
　

2　
不
可
解
な
事
態
が
出
現
し
て
い
る

　
　
　
　

3　
生
活
の
質
が
低
下
し
た　
　
　

4　
弊
害
が
生
じ
て
い
る

二　

イ　「
ケ
イ
サ
イ
」
を
楷か

い

書し
ょ

の
漢
字
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。

三　

ウ　
に
入
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　[

１　
社
会
性　
　

2　
主
体
性　
　

3　
整
合
性　
　

4　
自
主
性　]

四　

エ　
に
入
る
言
い
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　[

１　
手
取
り
足
取
り　
　

2　
至
れ
り
尽
く
せ
り　
　

3　
持
ち
つ
持
た
れ
つ　
　

4　
お
ん
ぶ
に
だ
っ
こ
で　]

五　

次
の　
１　
〜　
４　
の
う
ち
、
こ
の
文
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
筆
者
の
考
え
と
一
致
す
る
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
番

号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

１　
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
際
は
、
ま
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
結
論
を
探
し
出
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
情
報
を
収
集
し
、
結
論
を
補

強
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

2　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
簡
単
に
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」

を
生
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　

3　
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
際
は
、
情
報
の
収
集
か
ら
そ
れ
を
整
理
し
て
結
論
に
至
る
ま
で
、
作
成
者
自
身
が
十
分
に
思
案
を
巡
ら
す
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。

　
　
　
　

4　
レ
ポ
ー
ト
作
成
に
際
し
、
情
報
収
集
の
手
段
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
と
き
は
、
信
頼
性
が
低
い
の
で
参
考
程
度
に
す
る

べ
き
で
あ
る
。

　

次
の
文
章
は
、
大
学
講
師
の
Ｋ
さ
ん
が
「
最
近
の
大
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
作
成
│
そ
の
問
題
点
」
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
で
す
。
こ
の
文
章
に
つ
い

て
、
後
の
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
社
会
に
普
及
し
て
久
し
い
。
ど
の
よ
う
な
情
報
も
素
早
く
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
得
ら
れ
る
情
報
も
以
前
と
比
べ
て
充
実

し
て
き
た
。
分
か
ら
な
い
こ
と
を
調
べ
る
、
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
、
息
抜
き
に
音
楽
を
聴
く
、
夕
飯
の
買
い
物
を
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
手
軽
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
こ
の
「
便
利
さ
」
に
よ
っ
て
（　

ア　

）
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
た
ち
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
頼
り
す
ぎ
て
、
本
来

考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
考
え
ず
に
済
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
最
近
の
大
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
で
よ
く

話
題
に
上
る
「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　

課
題
を
出
さ
れ
る
と
、一
部
の
学
生
た
ち
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
見
つ
け
た
課
題
に
関
す
る
複
数
の
情
報
を
「
コ
ピ
ー
」
し
、そ
れ
を
「
ペ
ー
ス
ト
（
貼

り
付
け
）」
し
て
レ
ポ
ー
ト
を
作
る
。
そ
の
よ
う
な
レ
ポ
ー
ト
を
「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
文
章
を
読
ん
で
、

そ
れ
に
多
少
な
り
と
も
手
を
加
え
て
い
れ
ば
ま
だ
ま
し
な
ほ
う
で
、
ひ
ど
い
時
に
は
、
イ
ケ
イ
サ
イ　
さ
れ
て
い
る
内
容
を
結
論
ま
で
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
前
後
の
文
脈
を
考
え
ず
に
コ
ピ
ー
し
て
、
文
体
や
論
理
が
（　

ウ　

）
を
欠
い
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

　

そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
を
知
識
と
し
て
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
考
え
て
、
教
員
が
レ
ポ
ー
ト
を
課
し
て
い
る
の
に
、
学
生
た
ち
は
ど
こ

吹
く
風
で
あ
る
。

　

少
な
か
ら
ぬ
数
の
学
生
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
簡
単
に
得
ら
れ
る
情
報
を
安
直
に
信
じ
て
、
そ
れ
に
拠よ

っ
て
し
ま
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

情
報
に
は
、
公
的
な
団
体
や
機
関
な
ど
が
発
信
す
る
比
較
的
信
頼
性
の
高
い
情
報
が
あ
る
一
方
、
個
人
や
私
的
な
団
体
な
ど
が
発
信
す
る
そ
う
で
な
い

情
報
も
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
知
っ
た
上
で
、
自
分
で
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
収
集
し
た
情
報
を
自
分
の
頭
を
使
っ
て
整
理
す
る
。
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
、

課
題
に
つ
い
て
思
考
を
巡
ら
し
た
り
、
十
分
に
分
析
し
た
り
し
て
結
論
を
導
く
。

　

ひ
と
昔
前
ま
で
は
当
た
り
前
だ
っ
た
、こ
う
し
た
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
手
順
を
、今
や
（　

エ　

）
学
生
に
教
え
な
い
と
い
け
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
だ
け
が
こ
う
し
た
事
態
を
招
い
た
原
因
で
は
な
い
が
、技
術
の
進
歩
が
も
た
ら
す
「
便
利
さ
」
と
引
き
換
え
に
、

失
っ
て
い
く
も
の
も
あ
る
の
だ
と
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。
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一　

ア　
に
入
る
言
い
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

１　
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
た　
　

2　
不
可
解
な
事
態
が
出
現
し
て
い
る

　
　
　
　

3　
生
活
の
質
が
低
下
し
た　
　
　

4　
弊
害
が
生
じ
て
い
る

二　

イ　「
ケ
イ
サ
イ
」
を
楷か

い

書し
ょ

の
漢
字
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。

三　

ウ　
に
入
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　[

１　
社
会
性　
　

2　
主
体
性　
　

3　
整
合
性　
　

4　
自
主
性　]

四　

エ　
に
入
る
言
い
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　[

１　
手
取
り
足
取
り　
　

2　
至
れ
り
尽
く
せ
り　
　

3　
持
ち
つ
持
た
れ
つ　
　

4　
お
ん
ぶ
に
だ
っ
こ
で　]

五　

次
の　
１　
〜　
４　
の
う
ち
、
こ
の
文
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
筆
者
の
考
え
と
一
致
す
る
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
番

号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

１　
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
際
は
、
ま
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
結
論
を
探
し
出
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
情
報
を
収
集
し
、
結
論
を
補

強
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

2　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
簡
単
に
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」

を
生
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　

3　
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
際
は
、
情
報
の
収
集
か
ら
そ
れ
を
整
理
し
て
結
論
に
至
る
ま
で
、
作
成
者
自
身
が
十
分
に
思
案
を
巡
ら
す
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。

　
　
　
　

4　
レ
ポ
ー
ト
作
成
に
際
し
、
情
報
収
集
の
手
段
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
と
き
は
、
信
頼
性
が
低
い
の
で
参
考
程
度
に
す
る

べ
き
で
あ
る
。

　

次
の
文
章
は
、
大
学
講
師
の
Ｋ
さ
ん
が
「
最
近
の
大
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
作
成
│
そ
の
問
題
点
」
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
で
す
。
こ
の
文
章
に
つ
い

て
、
後
の
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
社
会
に
普
及
し
て
久
し
い
。
ど
の
よ
う
な
情
報
も
素
早
く
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
得
ら
れ
る
情
報
も
以
前
と
比
べ
て
充
実

し
て
き
た
。
分
か
ら
な
い
こ
と
を
調
べ
る
、
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
、
息
抜
き
に
音
楽
を
聴
く
、
夕
飯
の
買
い
物
を
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
手
軽
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
こ
の
「
便
利
さ
」
に
よ
っ
て
（　

ア　

）
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
た
ち
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
頼
り
す
ぎ
て
、
本
来

考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
考
え
ず
に
済
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
最
近
の
大
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
で
よ
く

話
題
に
上
る
「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　

課
題
を
出
さ
れ
る
と
、一
部
の
学
生
た
ち
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
見
つ
け
た
課
題
に
関
す
る
複
数
の
情
報
を
「
コ
ピ
ー
」
し
、そ
れ
を
「
ペ
ー
ス
ト
（
貼

り
付
け
）」
し
て
レ
ポ
ー
ト
を
作
る
。
そ
の
よ
う
な
レ
ポ
ー
ト
を
「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
文
章
を
読
ん
で
、

そ
れ
に
多
少
な
り
と
も
手
を
加
え
て
い
れ
ば
ま
だ
ま
し
な
ほ
う
で
、
ひ
ど
い
時
に
は
、
イ
ケ
イ
サ
イ　
さ
れ
て
い
る
内
容
を
結
論
ま
で
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
前
後
の
文
脈
を
考
え
ず
に
コ
ピ
ー
し
て
、
文
体
や
論
理
が
（　

ウ　

）
を
欠
い
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

　

そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
を
知
識
と
し
て
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
考
え
て
、
教
員
が
レ
ポ
ー
ト
を
課
し
て
い
る
の
に
、
学
生
た
ち
は
ど
こ

吹
く
風
で
あ
る
。

　

少
な
か
ら
ぬ
数
の
学
生
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
簡
単
に
得
ら
れ
る
情
報
を
安
直
に
信
じ
て
、
そ
れ
に
拠よ

っ
て
し
ま
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

情
報
に
は
、
公
的
な
団
体
や
機
関
な
ど
が
発
信
す
る
比
較
的
信
頼
性
の
高
い
情
報
が
あ
る
一
方
、
個
人
や
私
的
な
団
体
な
ど
が
発
信
す
る
そ
う
で
な
い

情
報
も
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
知
っ
た
上
で
、
自
分
で
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
収
集
し
た
情
報
を
自
分
の
頭
を
使
っ
て
整
理
す
る
。
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
、

課
題
に
つ
い
て
思
考
を
巡
ら
し
た
り
、
十
分
に
分
析
し
た
り
し
て
結
論
を
導
く
。

　

ひ
と
昔
前
ま
で
は
当
た
り
前
だ
っ
た
、こ
う
し
た
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
手
順
を
、今
や
（　

エ　

）
学
生
に
教
え
な
い
と
い
け
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
だ
け
が
こ
う
し
た
事
態
を
招
い
た
原
因
で
は
な
い
が
、技
術
の
進
歩
が
も
た
ら
す
「
便
利
さ
」
と
引
き
換
え
に
、

失
っ
て
い
く
も
の
も
あ
る
の
だ
と
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。
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問2

問1の正答：一　…　4，二　…　3，三　…　3，四　…　4，五　…　2
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一　

ア　
に
入
る
言
い
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

１　
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
た　
　

2　
不
可
解
な
事
態
が
出
現
し
て
い
る

　
　
　
　

3　
生
活
の
質
が
低
下
し
た　
　
　

4　
弊
害
が
生
じ
て
い
る

二　

イ　「
ケ
イ
サ
イ
」
を
楷か

い

書し
ょ

の
漢
字
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。

三　

ウ　
に
入
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　[

１　
社
会
性　
　

2　
主
体
性　
　

3　
整
合
性　
　

4　
自
主
性　]

四　

エ　
に
入
る
言
い
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　[

１　
手
取
り
足
取
り　
　

2　
至
れ
り
尽
く
せ
り　
　

3　
持
ち
つ
持
た
れ
つ　
　

4　
お
ん
ぶ
に
だ
っ
こ
で　]

五　

次
の　
１　
〜　
４　
の
う
ち
、
こ
の
文
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
筆
者
の
考
え
と
一
致
す
る
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
番

号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

１　
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
際
は
、
ま
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
結
論
を
探
し
出
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
情
報
を
収
集
し
、
結
論
を
補

強
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

2　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
簡
単
に
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」

を
生
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　

3　
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
際
は
、
情
報
の
収
集
か
ら
そ
れ
を
整
理
し
て
結
論
に
至
る
ま
で
、
作
成
者
自
身
が
十
分
に
思
案
を
巡
ら
す
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。

　
　
　
　

4　
レ
ポ
ー
ト
作
成
に
際
し
、
情
報
収
集
の
手
段
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
と
き
は
、
信
頼
性
が
低
い
の
で
参
考
程
度
に
す
る

べ
き
で
あ
る
。

　

次
の
文
章
は
、
大
学
講
師
の
Ｋ
さ
ん
が
「
最
近
の
大
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
作
成
│
そ
の
問
題
点
」
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
で
す
。
こ
の
文
章
に
つ
い

て
、
後
の
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
社
会
に
普
及
し
て
久
し
い
。
ど
の
よ
う
な
情
報
も
素
早
く
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
得
ら
れ
る
情
報
も
以
前
と
比
べ
て
充
実

し
て
き
た
。
分
か
ら
な
い
こ
と
を
調
べ
る
、
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
、
息
抜
き
に
音
楽
を
聴
く
、
夕
飯
の
買
い
物
を
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
手
軽
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
こ
の
「
便
利
さ
」
に
よ
っ
て
（　

ア　

）
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
た
ち
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
頼
り
す
ぎ
て
、
本
来

考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
考
え
ず
に
済
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
最
近
の
大
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
で
よ
く

話
題
に
上
る
「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　

課
題
を
出
さ
れ
る
と
、一
部
の
学
生
た
ち
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
見
つ
け
た
課
題
に
関
す
る
複
数
の
情
報
を
「
コ
ピ
ー
」
し
、そ
れ
を
「
ペ
ー
ス
ト
（
貼

り
付
け
）」
し
て
レ
ポ
ー
ト
を
作
る
。
そ
の
よ
う
な
レ
ポ
ー
ト
を
「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
文
章
を
読
ん
で
、

そ
れ
に
多
少
な
り
と
も
手
を
加
え
て
い
れ
ば
ま
だ
ま
し
な
ほ
う
で
、
ひ
ど
い
時
に
は
、
イ
ケ
イ
サ
イ　
さ
れ
て
い
る
内
容
を
結
論
ま
で
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
前
後
の
文
脈
を
考
え
ず
に
コ
ピ
ー
し
て
、
文
体
や
論
理
が
（　

ウ　

）
を
欠
い
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

　

そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
を
知
識
と
し
て
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
考
え
て
、
教
員
が
レ
ポ
ー
ト
を
課
し
て
い
る
の
に
、
学
生
た
ち
は
ど
こ

吹
く
風
で
あ
る
。

　

少
な
か
ら
ぬ
数
の
学
生
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
簡
単
に
得
ら
れ
る
情
報
を
安
直
に
信
じ
て
、
そ
れ
に
拠よ

っ
て
し
ま
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

情
報
に
は
、
公
的
な
団
体
や
機
関
な
ど
が
発
信
す
る
比
較
的
信
頼
性
の
高
い
情
報
が
あ
る
一
方
、
個
人
や
私
的
な
団
体
な
ど
が
発
信
す
る
そ
う
で
な
い

情
報
も
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
知
っ
た
上
で
、
自
分
で
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
収
集
し
た
情
報
を
自
分
の
頭
を
使
っ
て
整
理
す
る
。
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
、

課
題
に
つ
い
て
思
考
を
巡
ら
し
た
り
、
十
分
に
分
析
し
た
り
し
て
結
論
を
導
く
。

　

ひ
と
昔
前
ま
で
は
当
た
り
前
だ
っ
た
、こ
う
し
た
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
手
順
を
、今
や
（　

エ　

）
学
生
に
教
え
な
い
と
い
け
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
だ
け
が
こ
う
し
た
事
態
を
招
い
た
原
因
で
は
な
い
が
、技
術
の
進
歩
が
も
た
ら
す
「
便
利
さ
」
と
引
き
換
え
に
、

失
っ
て
い
く
も
の
も
あ
る
の
だ
と
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。
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一　

ア　
に
入
る
言
い
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

１　
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
た　
　

2　
不
可
解
な
事
態
が
出
現
し
て
い
る

　
　
　
　

3　
生
活
の
質
が
低
下
し
た　
　
　

4　
弊
害
が
生
じ
て
い
る

二　

イ　「
ケ
イ
サ
イ
」
を
楷か

い

書し
ょ

の
漢
字
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。

三　

ウ　
に
入
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　[
１　
社
会
性　
　

2　
主
体
性　
　

3　
整
合
性　
　

4　
自
主
性　]

四　

エ　
に
入
る
言
い
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　[

１　
手
取
り
足
取
り　
　

2　
至
れ
り
尽
く
せ
り　
　

3　
持
ち
つ
持
た
れ
つ　
　

4　
お
ん
ぶ
に
だ
っ
こ
で　]

五　

次
の　
１　
〜　
４　
の
う
ち
、
こ
の
文
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
筆
者
の
考
え
と
一
致
す
る
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
番

号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

１　
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
際
は
、
ま
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
結
論
を
探
し
出
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
情
報
を
収
集
し
、
結
論
を
補

強
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

2　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
簡
単
に
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」

を
生
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　

3　
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
際
は
、
情
報
の
収
集
か
ら
そ
れ
を
整
理
し
て
結
論
に
至
る
ま
で
、
作
成
者
自
身
が
十
分
に
思
案
を
巡
ら
す
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。

　
　
　
　

4　
レ
ポ
ー
ト
作
成
に
際
し
、
情
報
収
集
の
手
段
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
と
き
は
、
信
頼
性
が
低
い
の
で
参
考
程
度
に
す
る

べ
き
で
あ
る
。

　

次
の
文
章
は
、
大
学
講
師
の
Ｋ
さ
ん
が
「
最
近
の
大
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
作
成
│
そ
の
問
題
点
」
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
で
す
。
こ
の
文
章
に
つ
い

て
、
後
の
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
社
会
に
普
及
し
て
久
し
い
。
ど
の
よ
う
な
情
報
も
素
早
く
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
得
ら
れ
る
情
報
も
以
前
と
比
べ
て
充
実

し
て
き
た
。
分
か
ら
な
い
こ
と
を
調
べ
る
、
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
、
息
抜
き
に
音
楽
を
聴
く
、
夕
飯
の
買
い
物
を
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
手
軽
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
こ
の
「
便
利
さ
」
に
よ
っ
て
（　

ア　

）
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
た
ち
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
頼
り
す
ぎ
て
、
本
来

考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
考
え
ず
に
済
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
最
近
の
大
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
で
よ
く

話
題
に
上
る
「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　

課
題
を
出
さ
れ
る
と
、一
部
の
学
生
た
ち
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
見
つ
け
た
課
題
に
関
す
る
複
数
の
情
報
を
「
コ
ピ
ー
」
し
、そ
れ
を
「
ペ
ー
ス
ト
（
貼

り
付
け
）」
し
て
レ
ポ
ー
ト
を
作
る
。
そ
の
よ
う
な
レ
ポ
ー
ト
を
「
コ
ピ
ペ
・
レ
ポ
ー
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
文
章
を
読
ん
で
、

そ
れ
に
多
少
な
り
と
も
手
を
加
え
て
い
れ
ば
ま
だ
ま
し
な
ほ
う
で
、
ひ
ど
い
時
に
は
、
イ
ケ
イ
サ
イ　
さ
れ
て
い
る
内
容
を
結
論
ま
で
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
前
後
の
文
脈
を
考
え
ず
に
コ
ピ
ー
し
て
、
文
体
や
論
理
が
（　

ウ　

）
を
欠
い
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

　

そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
を
知
識
と
し
て
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
考
え
て
、
教
員
が
レ
ポ
ー
ト
を
課
し
て
い
る
の
に
、
学
生
た
ち
は
ど
こ

吹
く
風
で
あ
る
。

　

少
な
か
ら
ぬ
数
の
学
生
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
簡
単
に
得
ら
れ
る
情
報
を
安
直
に
信
じ
て
、
そ
れ
に
拠よ

っ
て
し
ま
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

情
報
に
は
、
公
的
な
団
体
や
機
関
な
ど
が
発
信
す
る
比
較
的
信
頼
性
の
高
い
情
報
が
あ
る
一
方
、
個
人
や
私
的
な
団
体
な
ど
が
発
信
す
る
そ
う
で
な
い

情
報
も
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
知
っ
た
上
で
、
自
分
で
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
収
集
し
た
情
報
を
自
分
の
頭
を
使
っ
て
整
理
す
る
。
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
、

課
題
に
つ
い
て
思
考
を
巡
ら
し
た
り
、
十
分
に
分
析
し
た
り
し
て
結
論
を
導
く
。

　

ひ
と
昔
前
ま
で
は
当
た
り
前
だ
っ
た
、こ
う
し
た
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
手
順
を
、今
や
（　

エ　

）
学
生
に
教
え
な
い
と
い
け
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
だ
け
が
こ
う
し
た
事
態
を
招
い
た
原
因
で
は
な
い
が
、技
術
の
進
歩
が
も
た
ら
す
「
便
利
さ
」
と
引
き
換
え
に
、

失
っ
て
い
く
も
の
も
あ
る
の
だ
と
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。

17
て

問2

問1の正答：一　…　4，二　…　3，三　…　3，四　…　4，五　…　2


