
令
和
五
年
度

　

岡
山
県
立
中
学
校
及
び
岡
山
県
立
中
等
教
育
学
校　
　

適
性
検
査
Ⅱ

【
注
意
】

・　

こ
の
検
査
は
、
文
章
や
資
料
を
読
ん
で
、
太
字
で
書
か
れ
た
課
題
に
対
し
て
、
答
え
や
あ
な
た
の
考
え
な
ど
を
か
く
検
査
で
す
。 

課
題
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
た
場
所
に
か
き
ま
し
ょ
う
。

・　

検
査
用
紙
は
、
表
紙
（
こ
の
用
紙
）
を
の
ぞ
い
て
三
枚ま

い

あ
り
ま
す
。
指
示
が
あ
る
ま
で
、
下
の
検
査
用
紙
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

・　

「
始
め
」
の
合
図
が
あ
っ
て
か
ら
、
検
査
用
紙
の
枚
数
を
確
か
め
、
三
枚
と
も
指
定
さ
れ
た
場
所
に
受
検
番
号
を
記
入
し
ま
し
ょ
う
。

・　

検
査
用
紙
の
枚
数
が
足
り
な
か
っ
た
り
、
や
ぶ
れ
て
い
た
り
、
印
刷
の
わ
る
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
手
を
あ
げ
て 

先
生
に
知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

・　

検
査
用
紙
の

※

に
は
、
何
も
か
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

・　

こ
の
検
査
の
時
間
は
、
四
十
五
分
間
で
す
。

・　

表
紙
（
こ
の
用
紙
）
と
検
査
用
紙
は
、
持
ち
帰
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。



課
題
１ 

次
の
文
章
は
、
文
学
作
品
（
詩
・
物
語
）
を
読
む
意
味
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
『
国
語
を
め
ぐ
る
冒
険
』
の
一
部
で
す
。
こ
の
文

章
を
読
ん
で
、

（１）
か
ら

（３）
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

コ
ン
フ
ォ
ー
ト
・
ゾ
ー
ン（comfort zone

）と
い
う
概が
い

念ね
ん

が
あ
り
ま
す
。
心
理
学
の
用
語
で
、
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
は
快
適
、
ゾ
ー
ン
は
領
り
ょ
う

域い
き

。

自
分
に
と
っ
て
快
適
で
慣
れ
た
環か

ん

境
き
ょ
う

を
い
い
ま
す
。
そ
こ
に
い
る
と
ス
ト
レ
ス
が
な
く
て
楽
。
で
も
成
長
も
な
い
。
そ
ん
な
状
じ
ょ
う

況
き
ょ
う

で
す
。

人
が
成
長
す
る
た
め
に
は
、
少
し
だ
け
背せ

伸の

び
が
必
要
で
す
。
そ
の
領
域
は
ス
ト
レ
ッ
チ
・
ゾ
ー
ン
と
呼
ば
れ
ま
す
。
自
分
を
拡か
く

張
ち
ょ
う

さ
せ

る
経
験
を
繰く

り
返
し
て
、
少
し
ず
つ
成
長
し
て
い
く
の
で
す
。

こ
れ
は
言
葉
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
使
い
慣
れ
た
言
い
か
た
で
満
足
し
て
い
る
と
、
伝
え
る
力
は
伸
び
な
い
し
、
言
葉
の
奥お

く

に
あ
る
感

情
や
思
考
に
も
気
づ
け
な
い
。
は
じ
め
て
の
表
現
の
手
触ざ

わ

り
を
確
か
め
た
り
、
あ
た
り
ま
え
の
言
葉
の
底
を
の
ぞ
い
た
り
し
な
け
れ
ば
、
隠か

く

さ

れ
た
宝

た
か
ら

物も
の

に
は
出
会
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
ふ
う
に
言
葉
と
四
つ
に
組
ん
で
格か

く

闘と
う

す
る
う
ち
、
し
っ
く
り
し
な
か
っ
た
も
の
が
思
い
が
け
ず
腑ふ

に
落
ち
た
り
、
も
っ
と
ふ
さ
わ

し
い
言
い
か
た
を
見
つ
け
た
り
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
瞬

し
ゅ
ん

間か
ん

か
ら
、
言
葉
が
い
き
い
き
と
動
き
出
し
、
あ
な
た
の
一
部
に
な
る
の
で
す
。

最
後
に
、
も
う
一
つ
だ
け
大
切
な
こ
と
を
お
伝
え
し
ま
す
。
言
葉
を
通
し
て
出
会
う
の
は
、
自
分
の
心
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
の
う
つ

わ
を
、
よ
り
大
き
く
、
よ
り
深
く
、
よ
り
豊
か
に
す
る
た
め
に
は
、
他
者
の
心
を
体
験
す
る
こ
と
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
つ
い
て
、
詩
人
の
荒あ

ら

川か
わ

洋よ
う

治じ

さ
ん
の『
読
む
の
で
思
う
』の
一
節
を
紹
し
ょ
う

介か
い

さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

本
を
読
む
と
、
何
か
を
思
う
。
本
な
ど
読
ま
な
く
て
も
、
思
え
る
こ
と
は
い
く
つ
か
あ
る
。
だ
が
本
を
読
ま
な
か
っ
た
ら
思
わ
な
い
こ

と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
人
が
書
い
た
作
品
の
こ
と
が
ら
や
で
き
ご
と
は
こ
ち
ら
に
は
知
ら
な
い
色
や
か
た
ち
、
空
気
、
波
長
を
も
つ
。
い

つ
も
の
自
分
に
は
な
い
思
い
を
さ
そ
う
。
読
ま
な
い
と
、
思
い
は
な
い
。
思
い
の
種
類
の
少
な
い
人
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
に
。

（
荒
川
洋
治『
読
む
の
で
思
う
』）

ほ
か
の
人
が
書
い
た
も
の
を
読
む
と
、
自
分
に
な
か
っ
た
思
い
が
誘ゆ

う

発は
つ

さ
れ
る
と
い
う
の
で
す
。

荒
川
さ
ん
は「
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
は
、
想
像
と
思
考
の
力
を
授
け
て
く
れ
る
。
人
の
心
を
つ
く
る
。
人
間
の
現
実
に
は
た
ら
き
か
け
る
。

「
文
学
は
実
学
で
あ
る
」と
ぼ
く
は
思
う
」（
同
書「
文
学
談
義
」）と
も
言
っ
て
い
ま
す
。（
中
略
）

文
学
作
品
の
登
場
人
物
は
、
時
に
驚

お
ど
ろ

く
べ
き
体
験
を
し
ま
す
。
自
分
の
殻か
ら

を
や
ぶ
る
冒ぼ
う

険け
ん

で
す
。
東
国
へ
と
旅
を
す
る『
伊い

勢せ

物も
の

語
が
た
り

』の

男
、
メ
ロ
ス
の
行
動
に
心
打
た
れ
て
改
心
す
る
王
、
虎と

ら

に
な
っ
て
苦く

悩の
う

す
る
李り

徴
ち
ょ
う

な
ど
、
そ
の
よ
う
な
主
人
公
に
自
分
の
ど
こ
か
が
重
な
り

ま
す
。
ほ
か
の
人
は
こ
う
考
え
る
の
か
と
目
を
開
か
さ
れ
ま
す
。
文
学
を
読
む
と
、
現
実
で
は
遭そ

う

遇ぐ
う

で
き
な
い
こ
と
を
深
く
体
験
で
き
る
の

で
す
。

「
文
学
は
実
学
で
あ
る
」、
た
し
か
に
、
そ
う
思
い
ま
す
。
長
く
読
み
つ
が
れ
て
き
た
名
作
は
、
表
か
ら
も
裏う

ら

か
ら
も
、
広
く
も
深
く
も
読
み

こ
め
る
。
読
む
た
び
に
新
し
い
発
見
が
あ
る
。

冒
険
の
勇
者
が
旅
を
す
る
の
は
、
変
化
し
続
け
る
先
の
見
え
な
い
世
界
。
正
解
が
一
つ
で
は
な
い
場
所
で
、
自
分
を
知
り
、
そ
の
時
々
の
状

況
に
ふ
さ
わ
し
い
答
え
を
探
し
な
が
ら
進
ん
で
い
き
ま
す
。

そ
こ
で
味
方
に
な
る
の
は
、
身
を
守
っ
た
り
、
謎な

ぞ

を
解
い
た
り
、
壁か
べ

を
壊こ
わ

し
た
り
、
情
報
を
得
た
り
、
現
実
を
変
え
た
り
、
七
変
化
す
る
言

葉
で
す
。
そ
の
武
器
を
し
っ
か
り
携

た
ず
さ

え
て
、
自
分
を
鍛き
た

え
あ
げ
て
い
く
。
そ
う
す
れ
ば
、
目
の
前
に
広
が
る
世
界
が
ど
ん
な
も
の
で
も
乗
り

越こ

え
て
い
け
る
で
し
ょ
う
。

（
渡わ

た

部な
べ

泰や
す

明あ
き

、
平ひ
ら

野の

多た

恵え

、
出で

口ぐ
ち

智と
も

之ゆ
き

、
田た

中な
か

洋ひ
ろ

美み

、
仲な
か

島じ
ま

ひ
と
み
著ち
ょ　
『
国
語
を
め
ぐ
る
冒
険
』か
ら
）

＊
１ 

概
念
・・・
考
え
方 

＊
２ 

四
つ
に
組
ん
で
・・・
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て

＊
３ 

腑
に
落
ち
た
り
・・・
納
得
で
き
た
り 

＊
４ 

誘
発
・・・
あ
る
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
ほ
か
の
こ
と
を
引
き
起
こ
す
こ
と

＊
５ 

『
伊
勢
物
語
』の
男
・・・
平
安
時
代
の
古
典『
伊
勢
物
語
』の
主
人
公 

＊
６ 

メ
ロ
ス
・・・
太だ

宰ざ
い

治
お
さ
む

の
小
説『
走
れ
メ
ロ
ス
』の
主
人
公　
　

＊
７ 

李
徴
・・・
中な
か

島じ
ま

敦
あ
つ
し

の
小
説『
山さ
ん

月げ
つ

記き

』の
主
人
公 

＊
８ 

遭
遇
・・・
思
い
が
け
ず
出
会
う
こ
と

（１） 

「
七
変
化
」
は
二
字
熟
語
の
上
に
一
字
の
語
を
加
え
た
漢
字
三
字
の
熟
語
で
す
。
こ
れ
と
同
じ
構
成
の
熟
語
の
う
ち
、
一
字
の
語
に

漢
数
字
を
使
わ
な
い
漢
字
三
字
の
熟
語
を
二
つ
書
き
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
「
小
学
校
」
と
「
小
道
具
」
や
、
「
小
学
校
」
と
「
中
学
校
」
の

よ
う
に
、
同
じ
語
を
二
回
使
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
「
漢
」
「
数
字
」
「
小
」
「
学
校
」
「
道
具
」
「
中
」
も
使
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

（２） 

線
部
ア
「
で
も
成
長
も
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
・
ゾ
ー
ン
」
で
人
が
成
長
し
な
い
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
書
き
出
し

の
言
葉
に
続
け
て
、
十
五
字
以
内
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
（　

、
や　

。
や
「　

」
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。
）

快
適
で
慣
れ
た
環
境
で
は
、

＊
１

ア

イ

＊
２

＊
３

＊
４

ウ

＊
５

＊
６

＊
７

＊
８

※※

15 字

１※ ２※ ３※ ※
（Ⅱ－１）

受検
番号



（３） 

こ
の
文
章
を
読
ん
だ
太た

郎ろ
う

さ
ん
た
ち
は
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。
次
は
、
そ
の
と
き
の
【
話
し
合
い
の
様
子
の
一
部
】
で
す
。

こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
な
た
が
花は

な

子こ

さ
ん
な
ら
ど
の
よ
う
に
話
し
ま
す
か
。
空
ら
ん
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
に
そ
の
内
容
を
書
き
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、

空
ら
ん
Ａ
は
二
十
字
以
内
、
空
ら
ん
Ｂ
は
二
十
五
字
以
内
、
空
ら
ん
Ｃ
は
四
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
（　

、
や　

。
や
「　

」
な
ど
も

一
字
に
数
え
ま
す
。
）

【
話
し
合
い
の
様
子
の
一
部
】

太
郎　

線
部
イ
「
隠
さ
れ
た
宝
物
に
は
出
会
え
な
い
」
と
あ
る
け
れ
ど
、
実
際
に
は
ど
う
す
れ
ば
、
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
。

次じ

郎ろ
う　

�「
は
じ
め
て
の
表
現
の
手
触
り
を
確
か
め
た
り
」
や
、「
あ
た
り
ま
え
の
言
葉
の
底
を
の
ぞ
い
た
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
な
。

花
子　
今
ま
で
使
っ
た
こ
と
の
な
い
言
葉
を
使
っ
て
み
た
り
す
る
こ
と
や
、

Ａ
　

こ
と
だ
と
思
う
よ
。

太
郎　
そ
う
だ
ね
。
さ
ら
に
、

線
部
ウ
「
文
学
は
実
学
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
、「
実
学
」
っ
て
ど
う
い
う
意
味
か
な
。

次
郎　
辞
書
を
引
い
て
み
る
と
、
実
学
と
は
「
社
会
生
活
で
実
際
に
役
立
つ
学
問
」
と
書
い
て
あ
る
よ
。

太
郎　
な
ぜ
、
文
学
は
社
会
生
活
の
中
で
役
に
立
つ
の
か
な
。

花
子　

�

そ
の
理
由
は
、
文
章
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
。
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
で
、

Ｂ
　

に
気
づ
か
さ
れ
て
、
現
実
で
は
出
会
え
な
い
こ
と
を
深
く
体

験
で
き
る
よ
。
そ
し
て
、

Ｃ
　

こ
と
で
、
先
の
見
え
な
い
世
界
を
乗
り
越
え
て
い
け
る
の
だ
と
思
う
よ
。

太
郎　
そ
う
い
う
こ
と
か
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
色
々
な
文
学
作
品
を
読
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
ね
。

Ａ　

二
十
字

Ｂ　

二
十
五
字

Ｃ　

四
十
字

課
題
２ 

あ
な
た
が
こ
れ
ま
で
に
受
け
た
教
科
の
授
業
の
中
で
、
実
際
の
生
活
場
面
で
役
立
っ
た
学
習
内
容
は
何
で
す
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
に
役
立
ち
ま
し
た
か
。
生
活
場
面
を
一
つ
取
り
上
げ
、
次
の
条
件
に
合
わ
せ
て
具
体
的
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

〇 　

こ
こ
で
い
う
教
科
と
は
、
国
語
・
社
会
・
算
数
・
理
科
・
音
楽
・
図
画
工
作
・
家
庭
・
体
育
・
外
国
語
・
道
徳
を
指
し
ま
す
。
全
て
の

教
科
を
取
り
上
げ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〇　

二
百
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
（　

、
や　

。
や
「　

」
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。
）

〇　

一
マ
ス
目
か
ら
書
き
、
と
ち
ゅ
う
で
行
を
変
え
な
い
で
、
続
け
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

※

20 字

※

25 字

※

40 字

※

100 字200 字

２※ （Ⅱ－２）

受検
番号



課題３	 太郎さんたちは，食料生産や工業生産について学んだことから，国内における貨物の輸送について調べ学習を行っています。

あとの会話文を読んで，（１）～（３）に答えましょう。

太郎：�貨物の輸送手
しゅ

段
だん

別の割
わり

合
あい

を示している資料１を見つけたよ。輸送トン数は，

輸送した貨物の重量を表しているよ。でも，輸送トンキロとは何だろう。

花子：�調べてみると，輸送トンキロは，貨物の輸送の規
き

模
ぼ

を表す目安として使わ

れていて，資料２に示した式で計算したものだよ。

次郎：�輸送トン数と輸送トンキロの割合を比かくすると，ちがいがあるね。

（１）		 輸送トン数と輸送トンキロの割合を比かくすると，トラックと船の割合

が大きくちがうのはなぜですか。その理由として考えられることを船によ

る輸送に注目して書きましょう。

次郎：�日本の１年間の平均気温が 100 年前より１℃以上高くなっているというニュースを見たよ。未来のために，地球温
おん

暖
だん

化対
たい

策
さく

の１

つとして貨物の輸送を工夫できないかな。

太郎：�貨物の輸送手段別の二酸化炭素はい出量を示した資料３から，二酸化炭素のはい出量を減らすことが考えられそうだね。

花子：�資料３に加えて，トラックのハイブリッド車の台数の変化がわかる資料４も使って考えてみようよ。

（２）		 二酸化炭素のはい出量を減らすためには，貨物の輸送についてどのような工夫が考えられますか。資料３，４のそれぞれから

読み取ったことを取り上げながら，あなたの考えを書きましょう。

太郎：�身近な宅
たく

配
はい

便
びん

には，トラックが多く使われているね。

花子：�宅配便は，家まで届
とど

けてもらえるから便利だけれど，ト

ラックの走行きょりは長くなるね。

次郎：�過そ化が進むＥ地区では，利用者が減少した路線バスの座

席の一部を荷台にして，宅配便の荷物を輸送する計画があ

ると聞いたよ。

太郎：�トラックの走行きょりを減らすには，よい考えだね。

（３）		 資料５は，Ｅ地区一帯の宅配便にかかわる情報をまとめ

たものです。現在，トラックは配送センターとＥ地区の間

を１日に２往復して配達を行っていますが，午後便の荷物

の輸送に路線バスを活用してトラックの走行きょりを減ら

すには，どうしたらよいと考えますか。資料５をもとに，

次の条件をふまえて，具体的な配達方法を書きましょう。

〈条件〉○　	路線バスは，バス停Ａを始発，バス停Ｅを終着とし，バス停の位置とバスの出発時
じ

刻
こく

は変えられないものとします。

○	　トラックが荷物を届ける時間帯は，午前便（9:00 ～ 12:00），または午後便（2:00 ～ 5:00）のどちらかに指定されて

いるものとします。

○	　配送センターからバス停Ａの間は，Ｅ地区一帯の配達に使うトラックとは別のトラックで運ぶことができます。

※

資料３　貨物の輸送手段別の二酸化炭素はい出量（令和２年度）

（国土交通省資料から作成）

鉄道 21

0 100 200 300

（g-ＣＯ2/トンキロ）

船 43

トラック 216
※ g-ＣＯ2/トンキロは，貨物１tを

　１km 輸送するときにはい出する

　二酸化炭素の量。

（自動車検査登録情報協会資料から作成）

※ H：平成　R：令和

※トラックのハイブリッド車は，主に

　軽油で動くエンジンと電力で動く

　モーターを組み合わせて走行する。

資料４　トラックのハイブリッド車の台数
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30000
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※

資料５　Ｅ地区一帯の宅配便にかかわる情報をまとめたもの

【現在の配達方法など】

午前 9：00　配送センターを出発し，午前便の配達を開始する

午後 12：30　	午前便の配達を終えて，配送センターにもどる	

※午後便の荷物が，正午に配送センターに届くため

午後 2：00　荷物をのせて，午後便の配達を開始する

午後 5：10　午後便の配達を終えて，配送センターにもどる

〇配達地
ち

域
いき

　Ｅ地区までの道中にある家やＥ地区の家

〇配達に使うトラックの台数　１台

バス停Ｅ行き

路線バス時刻表

バス停Ａ発 バス停Ｅ着

午前 10：30 午前 11：00

午後 1：20 午後 1：50

午後 6：10 午後 6：40

配送センター
バス停Ａ バス停Ｅ

Ｅ地区

家

※

資料１　貨物の輸送手段別の割合（令和元年度）

輸送トン数
トラック 鉄道 船 飛行機
91.8％ 0.9％ 7.2％ 0.0％

輸送トンキロ
トラック 鉄道 船 飛行機
52.9％ 4.9％ 42.0％ 0.2％

（国土交通省資料から作成）

資料２　輸送トンキロの計算式

輸送した貨物の重量（t）× 輸送したきょり（km）

３※
（Ⅱ－３）

受検
番号
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