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次
の
古
文
と
そ
の
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（
古
文
）

　

今
は
昔
、
震し
ん

旦だ
ん

に
荘さ

う

子し

と
い
ふ
人
あ
り
け
り
、
心
賢か

し
こ

く
し
て
悟さ

と

り
広
し
。

　

こ
の
人
、
道
を
行
く
間
、
沢さ
は

の
中
に
一
の
鷺さ

ぎ

あ
り
て
、
も
の
を
う
か
が
ひ

て
立
て
り
。
荘
子
、
こ
れ
を
見
て
ひ
そ
か
に
鷺
を
打
た
む
と
思
ひ
て
杖つ
ゑ

を
取

り
て
近
く
寄
る
に
、
鷺
に
げ
ず
。
荘
子
、
こ
れ
を
あ
や
し
む
で
、
い
よ
い
よ

近
く
寄
り
て
見
れ
ば
、
鷺
、
一
の
蝦え
び

を
食く

ら

は
む
と
し
て
立
て
る
な
り
け
り
。

し
か
れ
ば
人
の
打
た
む
と
す
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
と
知
り
ぬ
。
ま
た
、
そ
の

鷺
の
食
は
む
と
す
る
蝦
を
見
れ
ば
、
に
げ
ず
し
て
あ
り
。
こ
れ
ま
た
、
一
の

小
虫
を
食
は
む
と
し
て
鷺
の
う
か
が
ふ
を
知
ら
ず
。

　

そ
の
時
に
荘
子
、
杖
を
捨
て
て
に
げ
て
心
の
内
に
思
は
く
、「
鷺
・
蝦
、

皆み
な

、
我
を
害
せ
ん
と
す
る
事
を
知
ら
ず
し
て
お
の
お
の
、
他
を
害
せ
ん
事
を

の
み
思
ふ
。
我
ま
た
、
鷺
を
打
た
む
と
す
る
に
、
ま
さ
る
者
あ
り
て
我
を
害

せ
ん
と
す
る
を
知
ら
じ
。
し
か
れ
ば
し
か
じ
、
我
、
に
げ
な
ん
」
と
思
ひ
て 

1

※
1

※
2

①

※
3

ａ

②
③

④

⑤

ｂ

⑥

問
一　
〈
か
な
づ
か
い
〉　

線
ａ
「
う
か
が
ひ
て
」、
ｂ
「
思
は
く
」を
現

代
か
な
づ
か
い
に
直
し
、
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

 

ａ

　

ｂ

問
二　
〈
指
示
語
〉　　
　

線
①
「
こ
の
人
」、
④
「
こ
れ
」
は
何
（
だ
れ
）
を

指
し
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
古
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

①
　

　

④
　

問
三　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
②
「
打
た
む
と
思
ひ
て
」、
③
「
知
り
ぬ
」の

現
代
語
訳
に
あ
た
る
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

②
　

 
③

　

☆
歴
史
的
か
な
づ
か
い
の
読
み
方

　

古
文
は
歴
史
的
か
な
づ
か
い
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
現
代
か
な
づ
か

い
に
直
し
て
読
む
。

①　

原
則
と
し
て
、
語
頭
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
、「
わ
・

い
・
う
・
え
・
お
」
と
読
む
。

例　

あ
は
れ

あ
わ
れ　
　

な
ほ

な
お

②　
「
ゐ
」「
ゑ
」
は
「
い
」「
え
」
と
読
む
。 

例　

ゐ
る

い
る

③　
「
ぢ
」「
づ
」
は
「
じ
」「
ず
」
と
読
む
。 

例　

も
み
ぢ

も
み
じ

④　

助
詞
以
外
の
「
を
」
は
「
お
」
と
読
む
。　

例　

を
と
こ

お
と
こ

⑤　

au
・
iu
・
eu
・
ou
と
母
音
が
連
続
す
る
と
き
は
、
ô
・
yû
・
yô
・
ô

と
読
む
。

例　

や
う
や
う

よ
う
よ
う　
　

け
ふ

き
ょ
う

510
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走
り
去
り
ぬ
。
こ
れ
、
賢
き
事
な
り
。
人
、
か
く
の
ご
と
き
思
ふ
べ
し
。

 

（『
今こ
ん

昔じ
ゃ
く

物
語
集
』）

（
現
代
語
訳
）

　

今
で
は
も
う
昔
の
こ
と
だ
が
、
震
旦
に
荘
子
と
い
う
人
が
い
た
。
聡そ
う

明め
い

で

学
問
や
知
識
が
広
か
っ
た
。

　

こ
の
人
が
、
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
沼ぬ
ま

地ち

に
一
羽
の
鷺
が
い
て
、
何
か
を

ね
ら
っ
て
立
っ
て
い
た
。
荘
子
は
、
こ
れ
を
見
て
、
ひ
そ
か
に
こ
の
鷺
を
打

っ
て
や
ろ
う
と
思
い
、
杖
を
取
っ
て
近
づ
い
て
行
っ
た
が
、
鷺
は
に
げ
よ
う

と
し
な
い
。
荘
子
は
、
こ
れ
を
不
思
議
に
思
っ
て
、
い
っ
そ
う
近
寄
っ
て
見

る
と
、
鷺
は
、
一い
っ

匹ぴ
き

の
蝦
を
食
お
う
と
し
て（
じ
っ
と
）立
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
人
が
打
と
う
と
し
て
い
る
の
に
気
づ
か
な
い
の
だ
と
わ
か

っ
た
。
ま
た
、
そ
の
鷺
が
食
お
う
と
し
て
い
る
蝦
を
見
る
と
、
こ
れ
も
に
げ

ず
に
（
そ
こ
に
）
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
一
匹
の
小
虫
を
食
お
う
と
し
て
鷺

が
ね
ら
っ
て
い
る
の
に
気
づ
か
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
を
見
た
荘
子
は
、
杖
を
投
げ
捨
て
て
に
げ
出
し
心
の
中
で
思
う
こ
と

に
は
、「
鷺
も
蝦
も
皆
、（
何
者
か
が
）
自
分
を
害
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
気

が
つ
か
ず
、
お
の
お
の
他ほ
か

の
も
の
を
害
し
よ
う
と
の
み
思
っ
て
い
る
。
私
も

ま
た
、
鷺
を
打
と
う
と
し
て
、（
私
に
）ま
さ
る
者
が
い
て
私
を
害
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
に
気
が
つ
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
い
っ
そ
の
こ
と
、

私
は
、
に
げ
て
し
ま
お
う
」と
思
い
、（
そ
こ
か
ら
）
走
り
去
っ
た
。
こ
れ
は
、

賢け
ん

明め
い

な
こ
と
で
あ
る
。
人
は
皆
、
こ
の
よ
う
に
思
う
べ
き
で
あ
る
。

※
1
震
旦
＝
中
国
の
こ
と
。

※
2
荘
子
＝
中
国
の
戦
国
時
代
の
思
想
家
。

※
3
鷺
＝
サ
ギ
科
の
鳥
の
総そ
う

称し
ょ
う

。く
ち
ば
し
・
首
・
足
が
長
く
、水
辺
に
す
む
。

⑦

⑧

問
四　
〈
動
作
主
〉　　
　

線
⑤
「
知
ら
ず
」、
⑦
「
走
り
去
り
ぬ
」の
動
作
主

（
主
語
）を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な

さ
い
。

ア　

荘
子　
　

イ　

鷺

ウ　

蝦　
　
　

エ　

小
虫 

⑤
　

　

⑦
　

問
五　
〈
内
容
吟ぎ

ん

味み

〉　　
　

線
⑥
「
鷺
・
蝦
、
皆
、
我
を
害
せ
ん
と
す
る
事

を
知
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
た
次
の

文
の

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
古
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
書
き
抜
き
な

さ
い
。

　

鷺
は⑴

を
食
べ
よ
う
と
し
て
人
に
打
た
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
に
気
づ
か
ず
、
蝦
は⑵

を
食
べ
よ
う
と
し
て⑶

に

ね
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。

問
六　
〈
文
脈
把は

握あ
く

〉　　
　

線
⑧
「
人
は
皆
、
こ
の
よ
う
に
思
う
べ
き
で
あ

る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
思
う
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
か
。
最
も

適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

だ
れ
か
と
争
う
と
き
、
相
手
が
弱
い
と
思
っ
て
油
断
を
す
る
と
、

敗
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ　

他
の
だ
れ
か
に
勝
と
う
と
思
う
な
ら
、
そ
の
人
が
他
の
も
の
に
心

を
奪う
ば

わ
れ
て
い
る
す
き
を
ね
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ウ　

だ
れ
か
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
自
分
も
ま
た
、
他
か

ら
害
を
加
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

エ　

だ
れ
か
に
危
害
を
加
え
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
抵て
い

抗こ
う

せ
ず
、

じ
っ
と
し
て
い
る
ほ
う
が
よ
い
。 

51015
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次
の
古
文
と
そ
の
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（
古
文
）

　

田い
な
か舎

か
ら
と
ま
り
客
が
あ
る
に
、
居す

ゑ

風ふ

呂ろ

を
た
て
ゝ（

て
）い

れ
ら
れ
し
に
、
此こ

の

客
風
呂
に
入
り
て
半
時
ば
か
り
音
も
沙さ

汰た

も
な
し
。
亭て

い

主し
ゅ

き
づ
か
ひ
に
思
へ 

ど
、「
は
や
く
上
が
ら
れ
よ
」と
も
い
ひ
に
く
ゝ（

く
）、

湯ゆ

殿ど
の

の
口
に
た
ゝ（

た
）ず

み
て
、

「
ゆ
る
り
と
お
入
り
な
さ
れ
」と
い
へ
ば
返
事
す
る
を
き
ゝ（
き
）、

ま
づ
落
ち
着
き

て
居
る
に
、
待
て
ど
暮
ら
せ
ど
音
も
な
し
。
又ま
た

も
不ふ

審し
ん

に
思
ひ
、
又
々
、「
ゆ

る
り
と
お
入
り
な
さ
れ
」
と
い
へ
ば
返
事
の
こ
ゑ
あ
り
。
や
ゝ（
や
）久

し
く
し
て
、

海え

老び

の
ご
と
く
赤
く
な
り
て
風
呂
よ
り
上
が
る
。
つ
れ
の
客
が
見
て
、「
い
か

う
長
湯
を
召め

さ
せ
ら
れ
た
」と
い
へ
ば
、「
ハ
テ
御ご

馳ち

走そ
う

で
は
あ
ら
う
が
、
湯

を
強し

い
ら
れ
る
も
せ
つ
な
い
も
ん
だ
」。

 
（
大お
お

田た

南な
ん

畝ぽ

『
鯛た
い

の
味み

噌そ

津づ

』）

（
現
代
語
訳
）

　

田
舎
か
ら
の
泊と

ま
り
客
が
あ
る
の
で
、
す
え
風
呂
を
わ
か
し
て
お
入
れ
に

な
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
客
は
風
呂
に
入
っ
て
一
時
間
ほ
ど
反
応
が
な
い
。
亭

主
は
心
配
に
思
っ
た
け
れ
ど
、「
早
く
お
上
が
り
な
さ
い
」と
も
言
い
に
く
く
、

浴
室
の
入
り
口
に
た
た
ず
ん
で
、「
ゆ
っ
く
り
と
お
入
り
な
さ
い
」と
言
う
と

（
客
が
）返
事
を
す
る
の
を
聞
い
て
、
一
応
安
心
し
て
い
る
と
、
い
つ
ま
で
待

っ
て
も
反
応
が
な
い
。（
亭
主
は
）
ま
た
も
疑
わ
し
く
思
っ
て
、
ま
た
「
ゆ
っ

く
り
と
お
入
り
な
さ
い
」
と
言
う
と
返
事
の
声
が
し
た
。
だ
い
ぶ
時
間
が
た

っ
て
、（
客
は
ゆ
で
た
）え
び
の
よ
う
に
赤
く
な
っ
て
風
呂
か
ら
上
が
る
。
連

れ
の
客
が
見
て
、「
大
変
長
湯
を
な
さ
れ
ま
し
た
」
と
言
う
と
、「
は
て
、
も

て
な
し
で
あ
ろ
う
が
、
風
呂
を
強
制
さ
れ
る
の
も
つ
ら
い
も
の
で
す
」。

※
居
風
呂
＝
大
き
な
お
け
に
か
ま
ど
を
取
り
付
け
た
自
家
風
呂
。

2

※

ａ

ｂ

問
一　
〈
か
な
づ
か
い
〉　

線
ａ
「
き
づ
か
ひ
」、
ｂ
「
思
へ
ど
」を
現
代

か
な
づ
か
い
に
直
し
、
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

 

ａ

　

ｂ

問
二　
〈
文
脈
把は

握あ
く

〉　

亭
主
が
客
に
対
し
て
思
っ
て
い
て
も
言
え
な
か
っ
た

言
葉
を
古
文
中
か
ら
八
字
で
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

問
三　
〈
内
容
吟ぎ

ん

味み

〉　　
　

線
部
「
返
事
の
こ
ゑ
あ
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
と
き
、
風
呂
に
入
っ
て
い
た
客
は
、
本
当
は
ど
う
し
た
か
っ
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
現
代
語
で
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

問
四　
〈
内
容
吟
味
〉　

こ
の
文
章
の
内
容
に
合
っ
て
い
る
も
の
を
次
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

田
舎
か
ら
の
客
は
、
繰く

り
返
し
す
す
め
て
く
れ
る
亭
主
の
お
か
げ

で
、
遠え
ん

慮り
ょ

せ
ず
に
長
湯
を
楽
し
め
た
。

イ　

田
舎
か
ら
の
客
は
、
亭
主
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
り
、
我が

慢ま
ん

し
て
長
湯
を
し
て
い
た
。

ウ　

田
舎
か
ら
の
客
は
、
入
浴
中
に
気
分
が
悪
く
な
り
、
し
ば
ら
く
風

呂
か
ら
出
ら
れ
な
か
っ
た
。

エ　

田
舎
か
ら
の
客
は
、
風
呂
の
湯
が
ぬ
る
か
っ
た
の
で
、
ほ
ど
よ
い

温
度
に
な
る
ま
で
入
っ
て
い
た
。 

5510
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⑴　

海
を
埋
め
立
て
る
。 

⑾　

カ
イ
ギ
で
発
言
す
る
。

⑵　

任
務
を
放
棄
す
る
。 

⑿　

葉
が
は
ら
は
ら
と
チ
る
。

⑶　

が
け
が
崩
れ
る
。 

⒀　

お
こ
づ
か
い
を
チ
ョ
キ
ン
す
る
。

⑷　

来
た
道
を
戻
る
。 

⒁　

ケ
ン
リ
を
主
張
す
る
。

⑸　

冷
房
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
。 

⒂　

山
田
さ
ん
フ
サ
イ
と
食
事
す
る
。

⑹　

本
を
返
却
す
る
。 

⒃　

ヒ
ン
ケ
ツ
で
た
お
れ
る
。

⑺　

廃
品
を
回
収
す
る
。 

⒄　

テ
キ
リ
ョ
ウ
の
塩
を
入
れ
る
。

⑻　

け
が
の
治
療
を
す
る
。 

⒅　

ホ
ウ
セ
キ
を
身
に
付
け
る
。

⑼　

循
環
バ
ス
に
乗
る
。 

⒆　

遅ち

刻こ
く

し
た
ワ
ケ
を
話
す
。

⑽　

特
殊
な
ペ
ン
キ
で
ぬ
る
。 

⒇　

い
ろ
い
ろ
な
シ
ュ
ダ
ン
を
試た

め

す
。

　

古
語
の
中
に
は
、
現
代
語
に
な
い
古
文
特
有
の
語
や
、
現
代
語
と
意
味
の
異

な
る
語
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
。

◆
現
代
語
に
な
い
古
文
特
有
の
語

◆
現
代
語
と
意
味
の
異
な
る
語

古　

語

意　

味

い
と

た
い
そ
う
。
と
て
も
。

げ
に

ま
っ
た
く
。
本
当
に
。

や
う
や
う

だ
ん
だ
ん
。
次し

第だ
い

に
。

い
み
じ

は
な
は
だ
し
い
。
立
派
だ
。

う
し

つ
ら
い
。
ゆ
う
う
つ
だ
。

ゆ
か
し

見
た
い
。
聞
き
た
い
。
知
り
た
い
。

さ
ら
な
り

言
う
ま
で
も
な
い
。

つ
れ
づ
れ
な
り

す
る
こ
と
が
な
く
て
手
も
ち
ぶ
さ
た
だ
。

古　

語

意　

味

お
ど
ろ
く

は
っ
と
気
が
つ
く
。
は
っ
と
目
が
覚
め
る
。

に
ほ
ふ

美
し
く
染
ま
る
。

あ
さ
ま
し

驚お
ど
ろ

き
、
あ
き
れ
る
ば
か
り
だ
。
が
っ
か
り
だ
。

を
か
し

趣お
も
む
き

が
あ
る
。
風ふ

情ぜ
い

が
あ
る
。

か
な
し

か
わ
い
い
。
い
と
し
い
。

う
つ
く
し

か
わ
い
ら
し
い
。

め
で
た
し

す
ば
ら
し
い
。
す
ぐ
れ
て
い
る
。

は
づ
か
し

こ
ち
ら
が
恥は

ず
か
し
く
な
る
ほ
ど
立
派
だ
。

あ
は
れ
な
り

し
み
じ
み
と
し
た
趣
が
あ
る
。

言
語
・
文
法

重
要
な
古
語

漢
　
字
　
の
　
学
　
習
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あ
る
中
学
校
の
給
食
委
員
会
で
は
、
最
近
学
校
で
給
食
を
残
す
人
が
増
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、
給
食
を
残
さ
ず
食
べ
る
こ
と
を
全
校
生
徒
に
促う
な
が

す
た
め

に
【
給
食
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ
】
と
題
し
、
ち
ら
し
を
作
り
ま
し
た
。

こ
の
お
知
ら
せ
と
、
こ
の
お
知
ら
せ
を
見
た
井い
の

上う
え

さ
ん
と
山や

ま

本も
と

さ
ん
の
【
会

話
】
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
給
食
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ
】

1

思
考
と

表
現
⑶⑶

　

食
品
ロ
ス
の
中
で
、
学
校
給
食
に
お
け
る
も
の
の
統
計
は
次
の
と
お
り

で
す
。
環か
ん

境き
ょ
う

省
に
よ
る
と
、
給
食
に
よ
る
食
品
ロ
ス
は
年
間
約
五
万
ト
ン

に
も
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

学
校
で
は
来
月
、
栄
養
士
の
方
を
お
招
き
し
て
食
育
指
導
を
行
う
予
定

で
す
。
皆み
な

さ
ん
も
こ
れ
を
機
に
、
食
に
つ
い
て
見
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

その他

20.0

4.5

17.2

7.1

5.6

16.0

12.0

8.0

4.0

0.0

（kg ／人・年）

食べ残し
調理残さ

ざん

【資料Ⅰ】児童・生徒１人あたりの年間の食品廃棄物発生量
（平成25年度推計）

肥料化　40％

飼料化　18％

炭化　0％

メタン化　1％

直接埋立　1％
うめたて その他　2％

油脂化　0％
ゆ し

焼却　38％
しょうきゃく

【資料Ⅱ】食品ロスの処理・リサイクル方法の割合

【資料Ⅰ・資料Ⅱ】環境省「平成26年度学校給食センターからの 
食品廃棄物の発生量・処理状

じょう

況
きょう

調査結果」より

　

最
近
、
校
内
で
は
給
食
を
残
す
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
食
べ
残
さ
れ
た

給
食
は
、
た
と
え
ま
だ
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
廃は
い

棄き

処
分

と
な
り
ま
す
。
好
き
嫌き
ら

い
な
ど
の
理
由
か
ら
給
食
を
残
す
こ
と
は
、
食
品

ロ
ス
と
い
う
深
刻
な
問
題
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

　

食
品
ロ
ス
と
は
、
食
べ
残
し
や
売
れ
残
り
、

期
限
切
れ
な
ど
の
理
由
か
ら
、
食
べ
ら
れ
る

状
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
廃
棄
さ
れ
て

し
ま
う
食
品
の
こ
と
で
す
。
日
本
で
出
る
食

品
廃
棄
物
等
は
、
年
間
二
千
八
百
四
十
二
万
ト
ン
に
も
な
り
ま
す
が
、
そ

の
う
ち
約
六
百
四
十
六
万
ト
ン
が
食
品
ロ
ス
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。（
消
費
者
庁
「
食
品
ロ
ス
削さ
く

減げ
ん

関
係
参
考
資
料
（
平
成
30
年
６
月
21
日

版
）」
よ
り
）

給
食
を
残
さ
ず
食
べ
よ
う
！

給
食
を
残
さ
ず
食
べ
よ
う
！

食
品
ロ
ス
と
は
？

食
品
ロ
ス
と
は
？
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問
一　

会
話
文
中
の

Ａ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の

を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

児
童
・
生
徒
一
人
あ
た
り
に
つ
き
、
年
間
の
「
食
べ
残
し
」
の
量

は
「
調
理
残
さ
」
の
量
の
二
倍
以
上
で
あ
る

イ　

児
童
・
生
徒
一
人
あ
た
り
の
年
間
の「
調
理
残
さ
」の
量
は
、
全
体

の
5.6
％
を
占し

め
る
約
１
㎏
で
あ
る

ウ　

児
童
・
生
徒
一
人
あ
た
り
に
つ
き
、
年
間
の
「
調
理
残
さ
」
の
量

は
「
食
べ
残
し
」
の
量
の
約
80
％
と
な
っ
て
い
る

エ　

児
童
・
生
徒
一
人
あ
た
り
に
つ
き
、
年
間
約
17
㎏
も
の
「
調
理
残

さ
」
に
よ
る
廃
棄
が
な
さ
れ
て
い
る

 

問
二　

会
話
文
中
の

Ｂ

に
入
れ
る
の
に
適
切
な
内
容
を
、
次
の〈
条
件
〉

に
従
っ
て
十
五
字
以
上
二
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

〈
条
件
〉

１
、「
リ
サ
イ
ク
ル
」「
ご
み
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
を
使
う
こ
と
。

２ 

、「
飼
料
化
」
や
「
肥
料
化
」
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
得
ら
れ

る
の
か
に
つ
い
て
書
く
こ
と
。

【
会
話
】

井
上 　
【
資
料
Ⅰ
】を
見
る
と
、
給
食
を
作
る
う
え
で
出
る
食
品
廃
棄
物
で
あ

る
「
調
理
残
さ
」
と
給
食
を
食
べ
る
と
き
に
出
る
「
食
べ
残
し
」
が
学

校
給
食
で
出
る
食
品
廃
棄
物
の
主
な
項こ
う

目も
く

と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
ね
。

山
本 　

こ
の
二
つ
の
項
目
を
見
比
べ
る
と
、

Ａ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

ね
。

井
上 　
【
資
料
Ⅱ
】
か
ら
は
、
残
さ
れ
た
給
食
は
処
分
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
用よ
う

途と

に
も
使
わ
れ
、
で
き
る
だ
け
無む

駄だ

が
少
な
く
な
る
よ

う
に
工く

夫ふ
う

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
よ
。

山
本 　

学
校
給
食
に
よ
っ
て
食
品
ロ
ス
と
な
っ
た
食
材
は
、「
飼
料
化
」や「
肥

料
化
」
の
よ
う
に

Ｂ

ん
だ
ね
。
一
方
、「
焼
却
」な
ど
、
ご
み
と
し

て
そ
の
ま
ま
処
分
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
も
多
く
あ
る
ん
だ
ね
。

井
上 　

ご
み
を
少
し
で
も
減
ら
す
た
め
に
も
、
給
食
は
好
き
嫌
い
な
く
食
べ

て
、
な
る
べ
く
残
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
た
よ
。

山
本 　

こ
の
お
知
ら
せ
や
来
月
の
食
育
指
導
の
効
果
に
よ
っ
て
、
給
食
を
残

さ
ず
食
べ
る
人
が
増
え
て
い
く
と
い
い
よ
ね
。




