
令和6年度鳥取大学入学者選抜試験問題

(総合型選抜)

課題論文

(地域学部地域学科国際地域文化コース)

(注意)

1.問題冊子は,指示があるまで開かないこと。

2.問題は3ページ,解答用紙は2枚,下書用紙は2枚である。

指示があってから確認、することし,乱丁,落丁,印刷不鮮明の箇所等がある場合は,

ただちに試験監督者に申し出るとと。

解答は解答用紙(横書き)に記入すること。

下書,メモ等を試みる場合は,下書用紙を利用してよい。

5.解答用紙を持ち帰ってはならないが,・問題冊子及び下書用紙は必ず持ち帰ること。
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次
の
資
料
は
、
熊
倉
功
夫
『
日
本
料
理
の
歴
史
』
の
中
の
「
日
本
料
理
と
は
ー
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
で

あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

傍
線
「
日
本
料
理
と
は
何
か
0
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
筆
者
自
身
の
考
え
を
、
二
0
0
字
以
内

で
説
明
し
な
さ
い
。

C

あ
な
た
は
「
日
本
料
理
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ま
す
か
。
筆
者
の
考
え
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、
八
0
0
字
以
内
で
、
器
し
な
さ
い
。

【
資
料
】

日
ま
す
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
、
と
い
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

ト
ン
カ
ツ
や
ス
キ
ヤ
キ
は
、
立
派
な
日
本
料
理
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
人
に
ょ
っ
て
は
首
を
か
し
げ

る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
ラ
ー
メ
ン
や
焼
肉
は
中
国
や
韓
国
と
も
違
う
日
本
独
特
の
味
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
日
本
料
理
に
入
れ
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
ロ
ー
ル
も
す
し
の
専
門
家
は

す
し
と
し
て
腎
な
い
が
、
若
者
た
ち
に
と
つ
て
は
お
い
し
い
す
し
の
一
つ
に
違
い
な
い
。
こ
ん
な
議

論
を
く
り
か
え
し
て
も
キ
リ
が
な
い
。
だ
か
ら
日
本
人
が
作
れ
ぱ
ず
べ
て
日
本
料
理
で
あ
る
、
と
い
う

極
端
な
意
見
も
あ
ら
わ
れ
る
。

あ
え
て
日
本
料
理
を
定
義
す
る
必
要
な
ど
な
い
、
と
い
ぇ
ば
、
そ
れ
も
一
つ
の
意
見
と
し
て
腎
ざ

る
を
得
な
い
。
料
理
は
時
々
刻
々
変
化
し
て
い
く
も
の
で
、
い
わ
ば
「
な
ま
も
の
」
で
あ
る
。
何
で
も

あ
り
の
世
界
で
あ
る
。
無
理
矢
理
一
つ
の
枠
に
押
し
込
め
る
必
要
が
な
い
、
と
考
え
る
人
は
多
い
。

し
か
し
、
そ
れ
で
ょ
い
の
か
。

現
今
の
世
界
各
地
で
日
本
料
理
ブ
ー
ム
が
進
ん
で
い
る
。
世
界
中
で
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
が
何
店
舗
く

ら
い
あ
る
も
の
か
、
正
確
な
数
は
わ
か
ら
な
い
。
二
万
か
ら
二
万
四
0
0
0
店
く
ら
い
あ
る
だ
ろ
う
と

も
い
う
。
そ
の
う
ち
の
大
半
は
、
日
本
人
の
料
理
人
も
オ
ー
ナ
ー
も
フ
ロ
ア
係
も
い
な
い
。
日
本
以
外

の
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
系
の
人
び
と
が
、
す
べ
て
を
ま
か
な
っ
て
い
る
店
は
多
い
。
そ
の
結
果

日
本
料
理
を
看
板
に
あ
げ
な
が
ら
、
実
は
各
国
の
得
土
斡
理
も
メ
ニ
ユ
ー
に
載
せ
て
い
る
。
日
本
の
農

1

自
明
の
こ
と
の
よ
う
で
い
て
、
実
は
一
向
に
明
確
で
は
な
い
。
今
や
、
ま
す

と
1
和
力
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林
水
産
大
臣
が
外
国
の
す
し
屋
へ
行
っ
て
す
し
を
食
べ
た
ら
、
そ
の
後
で
キ
ム
チ
鍋
が
出
て
き
て
驚
い

た
。
こ
れ
で
は
い
け
な
い
か
ら
、
も
っ
と
純
化
さ
れ
た
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
を
推
奨
す
る
制
度
を
作
る
べ

き
だ
と
い
う
議
築
生
ま
れ
、
そ
の
検
討
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
な

い
が
、
選
定
さ
れ
る
側
か
ら
い
う
と
、
基
準
と
な
る
日
本
料
理
と
は
何
か
、
と
反
論
し
た
く
な
る
だ
ろ

う
。
日
本
料
理
の
基
準
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。

料
理
店
ぱ
か
り
で
な
く
利
用
者
た
る
日
本
料
理
を
愛
好
す
る
人
び
と
か
ら
も
、
本
当
の
日
本
料
理
と

フ
ユ
ー
ジ
ヨ
ン

は
何
か
と
問
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
各
国
で
さ
ま
ざ
ま
の
料
理
が
融
合
を
し
て
何
料
理
と
い

え
な
い
新
し
い
料
理
が
人
気
を
博
し
て
い
る
と
い
う
現
状
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
モ
ダ

え
の
き
だ
け

ン
・
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
料
理
に
分
類
さ
れ
る
店
で
は
、
ス
テ
ー
キ
の
上
に
榎
茸
を
醤
油
味
で
い
た
め
て

乗
せ
、
ワ
サ
ビ
を
添
え
て
サ
]
ビ
ス
し
て
い
た
。
日
本
料
理
の
良
い
所
を
取
り
込
ん
だ
と
い
う
が
、
考

え
よ
う
に
ょ
つ
て
は
和
風
ス
テ
ー
キ
で
あ
る
。
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
で
も
フ
ユ
ー
ジ
ヨ
ン
は
盛
ん
で
あ

る
。
こ
う
し
た
現
象
の
背
景
に
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
人
び
と
が
各
地
を
旅
行
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
食
の
体
験
を
し
、
そ
の
情
報
が
食
文
化
を
変
え
た
。
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
料
理
は
国
家
と
か

民
族
の
枠
を
こ
え
て
普
及
す
る
可
能
性
を
も
つ
。
私
は
二
0
0
七
年
三
月
に
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ユ
ー
ヨ
ー

ク
で
日
本
料
理
店
の
調
査
を
行
な
っ
た
が
、
現
地
の
人
び
と
の
好
み
に
合
せ
た
工
夫
が
重
ね
ら
れ
て
い

て
、
と
て
も
お
い
じ
い
の
に
驚
い
た
。
た
と
え
ば
白
身
の
す
し
の
上
に
タ
バ
ス
コ
を
加
え
て
い
ろ
ど
り

の
野
菜
を
の
せ
る
な
ど
イ
ン
パ
ク
ト
を
強
め
た
t
夫
が
ア
メ
リ
カ
人
好
み
か
と
田
心
え
た
。
し
か
し
、
そ

の
店
の
オ
ー
ナ
ー
と
話
し
て
.
み
る
と
、
そ
の
店
の
支
店
が
東
京
に
あ
っ
て
、
同
じ
味
わ
い
が
、
日
本
の

若
者
に
^
気
が
あ
る
ど
い
、
つ
。
融
合
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
は
一
体
で
^
る
。
と
ぅ
し
た
融
合
が

進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
そ
の
基
礎
と
な
る
本
物
の
日
本
料
理
と
は
何
か
が
、
客
の
側
か
ら
も
問
わ
れ
る
だ

し
こ
、
つ

ろ
う
。国

内
で
も
和
食
と
よ
ば
れ
る
日
本
獣
の
性
格
は
実
に
あ
い
ま
い
だ
。
学
校
讐
の
献
立
は
和
洋
中

混
交
と
も
和
洋
中
折
衷
と
も
い
い
が
た
い
不
思
議
な
混
乱
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
家
庭
で
も
似
た
よ
う
な

状
況
で
あ
ろ
う
。
食
育
が
^
く
求
め
ら
れ
て
い
る
今
日
、
そ
の
な
か
で
と
り
も
ど
そ
う
と
し
て
い
る
和

食
の
基
準
、
さ
ら
に
い
ぇ
ば
、
日
本
食
文
化
の
特
質
が
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
放
置
し
て
お
く
わ
け
に

は
い
く
ま
い
。

日
本
料
理
の
基
準
を
ど
と
に
置
く
か
、
味
と
噛
好
、
調
理
器
具
と
器
、
サ
ー
ビ
ス
と
環
境
、
食
材
と
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栄
養
な
ど
の
要
素
か
ら
日
本
ら
し
さ
を
求
め
て
線
引
き
す
る
こ
と
も
一
案
で
あ
る
。
た
と
え
ば
う
ま
味

に
対
す
る
強
い
噛
好
や
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
に
象
徴
さ
れ
る
ネ
バ
つ
こ
い
食
感
は
日
本
人
の
好

む
と
と
ろ
で
あ
る
。
片
刃
の
庖
丁
の
技
術
、
食
の
作
法
や
飾
り
つ
け
な
ど
、
"
日
本
ら
し
さ
が
指
摘
で
き

る
0
 
し
か
し
、
そ
れ
と
て
、
ど
,
と
ま
で
日
本
独
自
か
と
い
う
と
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
と
共
通
す
る

点
も
少
な
く
な
い
。
あ
る
い
は
、
個
々
の
人
の
好
み
で
は
同
意
で
き
な
い
点
も
多
い
。
つ
ま
り
こ
う
し

た
要
素
を
議
論
し
て
も
、
こ
れ
が
日
本
料
理
だ
と
、
大
方
の
日
本
人
を
納
得
さ
せ
る
基
準
は
で
き
な

、
0

し

そ
こ
で
、
非
常
に
明
快
な
線
引
き
と
し
て
歴
史
で
区
切
る
の
が
よ
い
と
思
う
。
江
戸
時
代
末
ま
で
に

成
立
し
た
日
本
料
理
を
狭
義
の
意
味
で
の
日
本
料
理
の
枠
組
み
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
、
 
a
本

と
い
う
系
の
内
に
な
か
っ
た
沖
縄
文
化
と
ア
イ
ヌ
文
化
の
食
も
枠
の
外
に
置
い
て
ょ
い
広
義
の
日

本
料
理
は
文
明
開
化
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
a
常
化
さ
れ
た
和
洋
折
衷
料
理
も
含
め
た
日
本
独
自

の
料
理
文
化
を
そ
の
枠
組
み
と
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
沖
縄
も
北
海
道
も
加
わ
る
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
っ
の
基
準
で
あ
る
。
こ
れ
を
守
れ
と
か
、
は
ず
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た

意
味
は
ま
っ
た
く
な
い
。
今
、
食
べ
て
い
る
料
理
と
基
準
と
の
距
雛
感
が
つ
か
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ

る
0
 
そ
の
上
で
さ
き
に
あ
げ
た
、
「
味
と
嘴
好
」
か
ら
「
食
材
と
栄
養
」
ま
、
で
、
狭
義
で
あ
れ
ぱ
こ
こ

ま
で
、
広
義
で
あ
れ
ぱ
こ
と
ま
で
、
と
一
応
の
線
引
き
し
た
う
え
で
、
ど
こ
に
新
し
い
創
造
性
が
あ

0

り
、
ど
こ
に
改
善
が
あ
る
か
衡
識
し
て
い
け
ぱ
よ
い

こ
の
基
準
の
な
か
で
守
る
べ
き
も
の
は
守
り
、
新
し
い
創
作
が
加
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
加
え
、
三

世
紀
の
日
本
食
文
化
を
創
造
す
る
力
が
、
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
。

r

【
出
典
】
熊
倉
功
夫
『
日
本
料
理
の
歴
史
』
(
吉
川
弘
文
館
、
二
0
0
七
年
)

※
適
宜
、
文
章
の
一
部
と
、
文
章
に
付
さ
れ
た
小
見
出
し
を
省
略
し
た
。
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