
令
和
六
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�　
太た

郎ろ
う
さ
ん
の
学
級
で
は
、
自
分
の
好
き
な
本
を
し
ょ
う
か
い
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
次
の
文
章
は
、
太
郎
さ
ん
の
【
し
ょ
う
か

い
し
た
い
本
の
一
部
】
で
す
。
太
郎
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
こ
の
本
の
【
し
ょ
う
か
い
カ
ー
ド
】
を
作
成
し
て
、
学
級
の
他
の
友
だ
ち
に
伝
え
た

い
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
（１）
か
ら
（３）
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

【
し
ょ
う
か
い
し
た
い
本
の
一
部
】

コ
オ
ロ
ギ
と
ム
カ
デ
が
こ
ん
な
会
話
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

「
ム
カ
デ
さ
ん
は
個
性
的
で
す
よ
ね
」

コ
オ
ロ
ギ
に
そ
う
言
わ
れ
、
ム
カ
デ
は
ビ
ッ
ク
リ
し
て
聞
き
返
し
ま
す
。

「
え
っ
、
僕ぼ

く

が
個
性
的
で
す
っ
て
？
」

「
だ
っ
て
、
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
る
脚あ

し

を
全
部
使
っ
て
歩
い
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
、
そ
れ
こ
そ
が
ム
カ
デ
さ
ん
ら
し
さ
で
す
よ
。
そ
れ

に
し
て
も
、
た
く
さ
ん
の
脚
を
ど
ん
な
順
番
で
ど
の
よ
う
に
動
か
し
て
歩
く
ん
で
す
か
？
」

そ
う
聞
か
れ
た
ム
カ
デ
は
、
は
て
、
僕
は
自
分
の
脚
を
ど
の
よ
う
に
動
か
し
て
い
る
ん
だ
っ
け
、
と
考
え
こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し

て
考
え
す
ぎ
て
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

若
い
人
を
見
て
い
る
と
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
分
ら
し
さ
っ
て
何
だ
ろ
う
、
自
分
の
個
性
っ
て
何
だ
ろ
う

と
考
え
す
ぎ
て
し
ま
う
の
で
す
。

自
分
の
個
性
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

い
ま
の
世
の
中
に
は「
自
分
ら
し
く
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
自
分
の
個
性
を
発は

っ

揮き

で
き
る
よ
う
な
仕
事
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
っ
た
妙

み
ょ
う

な
圧
力
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
を「
自
分
ら
し
さ
の
呪じ
ゅ

縛ば
く

」と
呼よ

ん
で
い
ま
す
。

仕
事
を
選
ぶ
と
き
に
も「
こ
れ
が
本
当
に
自
分
ら
し
い
仕
事
な
の
か
」と
い
う
考
え
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、
何
を
し
て
い
い
か
わ
か
ら

な
い
。
そ
ん
な
悩な

や

み
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
自
分
の
個
性
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
に
合
っ
た
仕
事
に
就つ

く
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
仕
事
と
い
う

の
は
、
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
１
年
、
２
年
と
続
け
て
い
く
う
ち
に
、
こ
の
仕
事
は
好
き
か
も
し
れ
な
い

な
、
こ
れ
が
天
職
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
始
め
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
人
間
は
一
生
成
長
し
て
い
く
生
き
物
で
す
。
あ
る
時
点
の
自
分
ら
し
さ
に
基
づ
い
て
仕
事
を
決
め
よ
う
と
し
て
も
、
仕
事
に
磨み

が

か

れ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
出
会
う
こ
と
で
自
分
ら
し
さ
は
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

私
が
皆
さ
ん
に
お
伝
え
し
た
い
こ
と
は
、
自
分
ら
し
さ
と
い
う
こ
と
を
焦あ

せ

っ
て
探
し
求
め
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
人
と
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
て
も
自
然
と
に
じ
み
出
て
く
る
も
の
、
そ
れ
が
個
性
で
あ
り
、
自
分
ら
し
さ
で
す
。

あ
な
た
が
ど
ん
な
生
き
方
を
し
よ
う
が
、
ど
ん
な
仕
事
を
選
ぼ
う
が
、
自
然
に
立
ち
表
れ
て
く
る
も
の
、
そ
れ
が
あ
な
た
ら
し
さ
で
あ
り
、

あ
な
た
の
個
性
な
の
で
す
。�

（
野の

口ぐ
ち

嘉よ
し

則の
り

著　
『
自
分
を
好
き
に
な
れ
な
い
君
へ
』か
ら
）

＊
１�

妙
な
・・・
不
思
議
な
、
変
な
。　
　
　

＊
２�

呪
縛
・・・
心
理
的
に
人
の
心
の
自
由
を
失
わ
せ
る
こ
と
。

＊
１

＊
２

（１）　
読
書
好
き
な
人
の
こ
と
を
「
本
の
虫
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
虫
」
の
字
を
使
っ
た
人
の
様
子
や
感
情
を
た
と
え
て
い
る
表
現
や

こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
の
う
ち
、「
虫
」
で
終
わ
る
も
の
と
「
虫
」
か
ら
始
ま
る
も
の
を
一
つ
ず
つ
書
き
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、「
本
の
虫
」
は
の
ぞ
き
ま
す
。

※

【
話
し
合
い
の
様
子
の
一
部
】

花は
な
子こ　

�

し
ょ
う
か
い
カ
ー
ド
の　

　

線
部
（ア）「
ム
カ
デ
の
た
と
え
」っ
て
何
の
こ
と
か
わ
か
る
か
な
。

何
を
た
と
え
て
い
る
か
説
明
し
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
ね
。

次じ

郎ろ
う　

�「　

Ａ
　

の
姿す
が
た

が
、
動
け
な
く
な
っ
て
い
る
ム
カ
デ
の
姿
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
」を
伝

え
た
ら
、
こ
の
本
を
読
み
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。

太
郎　

�

タ
イ
ト
ル
を「『
自
分
ら
し
さ
』と
は
？
」と
し
た
け
れ
ど
ど
う
か
な
。
私
は
、
こ
れ
か
ら
天
職
を

見
つ
け
る
に
は
自
分
ら
し
さ
が
カ
ギ
と
な
る
と
思
っ
た
か
ら
そ
う
し
た
ん
だ
。

花
子　

�

な
る
ほ
ど
。
天
職
っ
て
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
職
・
仕
事
の
こ
と
だ
よ
ね
。「
仕
事
を
選
ぶ
と
き
、

自
分
ら
し
い
仕
事
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
く
て
も
、

Ｂ
　

に
よ
っ
て
、
自
分
ら
し
さ
が
見
つ
か

る
こ
と
も
あ
る
」と
い
う
筆
者
の
考
え
を
伝
え
て
み
て
は
ど
う
か
な
。

次
郎　

�

そ
う
だ
ね
。
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て　

　

線
部
（イ）「『
自
分
ら
し
さ
』に
つ
い
て
な
や
ん
で
い
る

人
へ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
」と
思
っ
た
の
か
な
。

太
郎　

�

個
性
に
つ
い
て
、「
い
ま
の
世
の
中
の
考
え
方
」と「
筆
者
が
伝
え
た
い
こ
と
」と
で
は
、
対
照
的

に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
な
や
み
を
解
決
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
っ
た
ん
だ
。

花
子　

�

い
ま
の
世
の
中
で
は
、
個
性
は　

Ｃ
　

と
考
え
て
い
る
の
に
、
筆
者
は
、
個
性
を　

Ｄ
　

も

の
と
表
し
て
い
る
よ
ね
。

太
郎　

�

そ
う
か
。
花
子
さ
ん
の
意
見
を
本
を
し
ょ
う
か
い
す
る
と
き
に
必
ず
伝
え
よ
う
。

【しょうかいカード】

「自分らしさ」とは？
野口嘉則　「自分を好きになれない君へ」

●おすすめポイント
①�コオロギと（ア）ムカデのたとえがあってわかりや
すい。
②�（イ）「自分らしさ」についてなやんでいる人へのヒ
ントになる。

１※ ２※ ３※ ※ （Ⅱ－１）

受検
番号



（２）　
【
話
し
合
い
の
様
子
の
一
部
】
を
読
ん
で
、
あ
な
た
が
次
郎
さ
ん
な
ら
ど
の
よ
う
に
話
し
ま
す
か
。
空
ら
ん
Ａ
に
入
る
内
容
を
十
五
字
以
内
で
書
き
ま

し
ょ
う
。（　
、
や　
。
や
「　
」
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。）

Ａ

（３）　
【
話
し
合
い
の
様
子
の
一
部
】
を
読
ん
で
、
あ
な
た
が
花
子
さ
ん
な
ら
ど
の
よ
う
に
話
し
ま
す
か
。
空
ら
ん
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
に
入
る
内
容
を
書
き
ま
し
ょ

う
。
た
だ
し
、
空
ら
ん
Ｂ
は
二
十
字
以
内
、
空
ら
ん
Ｃ
は
三
十
字
以
内
、
空
ら
ん
Ｄ
は
三
十
五
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。（　
、
や　
。
や
「　
」
な

ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。）

ＢＣＤ

課
題
２�　
次
の
資
料
は
【
言
葉
や
言
葉
の
使
い
方
に
関
す
る
自
分
自
身
の
課
題
】
を
調
査
し
た
項こ
う
目も
く
の
一
部
で
す
。
こ
の
資
料
に
あ
る
項
目
の
中
で
、
あ
な

た
自
身
は
言
葉
や
言
葉
の
使
い
方
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ
け
た
い
で
す
か
。
項
目
Ａ
～
Ｇ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を　

　

に
書
き
、
選
ん
だ
理
由
と
、
今
後
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ
け
た
い
か
に
つ
い
て
、
次
の
条
件
に
合
わ
せ
て
具

体
的
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

〇�　
書
き
出
し
の
言
葉
に
続
け
て
二
百
字
以
内
で
書
く
こ
と
。（　
、
や　
。
や
「　
」
な
ど
も
一
字
に
数
え
る
。）

〇�　
一
マ
ス
目
か
ら
書
く
こ
と
。
ま
た
、
と
ち
ゅ
う
で
行
を
変
え
な
い
こ
と
。

※

15 字

※

20 字

※

30 字

※

35 字

私
は
　

　

を
選
び
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

140 字

200 字

※

問い「あなたは言葉や言葉の使い方について、自分自身にどのような課題があると思いますか」

文化庁「令和３年度『国語に関する世論
ろん
調査』から作成」

資料【言葉や言葉の使い方に関する自分自身の課題】

（％）
Ａ　改まった場で、ふさわしい言葉づかいができないことが多い 63.5

46.4

27.1

20.8

15.7

8.2

2.2

Ｂ　敬
けい
語
ご
を適切に使えない

Ｃ　漢字で書くべきか仮名で書くべきか、適切に判断できない
Ｄ　�自分とちがう意見や考え方を見聞きすると、つい感情的に反応�
してしまう

Ｅ　年れいがはなれた人に意味が通じるか気にせず発言してしまう

Ｆ　流行語や新しい言葉を使い過ぎてしまう

Ｇ　インターネットで、つい感情的な発言・反応をしてしまう

２※ （Ⅱ－２）

受検
番号



課題３　太郎さんたちは、地
ち
域
いき
の産業について、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：�市役所のホームページには、漁業がこの地域を代表する産業だとしょうかい
されていたけれど、ほかに情報を集めるよい方法はないかな。

花子：�漁師さんに直接、話を聞いてみてはどうかな。
次郎：�漁師さんに話を聞く前に、図書館で情報を集めて、漁師さんに質問すること

を考えようよ。私が地図を使って図書館まで案内するよ。

（１）�　あなたが次郎さんなら、どのように道案内しますか。次の条件をふまえて、
右の地図中のアから図書館まで歩くコースを文章の書き出しの言葉に続けて
書きましょう。
〈条件〉〇��進む方向は、方位を使って示すこと。また、進む方向が変わると

きは、目印になる地図記号の建物の名前と進む方位を示すこと。
〇��進むきょりは、地図中の縮

しゅく
尺
しゃく
を使って、百の位までのがい数で

示すこと。

地図中のアから��

太郎：�集めた情報をもとに、漁師さんに質問したから、たくさん話を聞くことができたね。
花子：�漁師さんの「海と森林は深い関係がある」という言葉が印象に残ったよ。
次郎：�図書館で見つけた資料１と資料２は、漁師さんの言葉とつながっているようだね。

（２）�　海と森林の関係について、資料１と資料２から読み取ったことをそれぞれ書きましょう。
また、資料１と資料２のそれぞれから読み取ったことをふまえて、森林が漁業にあたえる
えいきょうについて、あなたの考えを書きましょう。

資料１から読み取ったこと

資料２から読み取ったこと

森林が漁業にあたえるえいきょう

太郎：�新聞記事（資料３）に、森林を守るための森林環
かん

境
きょう

税のことがのっ
ていたね。

花子：�森林を守るには、教科書で学習した資料４の状きょうも考えておく
必要があるね。

次郎：�森林環境税で集めたお金をどのように使うと森林を守ることにつな
がるかな。

（３）�　資料３の森林環境税で集めたお金をどのようなことに使い、その使い方によって何ができるよう
になると考えますか。資料４をふまえながら、具体的にあなたの考えを書きましょう。

※

※

※

※

※

（海洋政策研究所資料をもとに作成）

資料２

森林の多い山

海

森林の少ない山

資料４　�日本国内の林業で働く人
の数とそのうち 65 才以上
がしめる割合
林業で働く人の数 65才以上の割合

1985 年 126, 343 人 10 %
1995 年 81, 564 人 23 %
2005 年 52, 173 人 27 %

（林野庁資料をもとに作成）

（国土地理院地図をもとに一部改変して作成）

�小学校
�図書館
�神社
�寺院
�病院
�交番
�郵
ゆう
便
びん
局
きょく

ア

500m0

資料３　新聞記事

森
林
を
守
る
た
め
の
新
し
い

税
が
２
０
２
４
年
度
か
ら
導
入

さ
れ
る
。
一
定
の
収し

ゅ
う

入に
ゅ
う

が
あ

る
人
を
対
象
に
、
１
人
当
た
り

年
間
千
円
を
そ
の
他
の
税
と
あ

わ
せ
て
集
め
る「
森
林
環
境
税
」

で
あ
る
。
導
入
の
背は

い

景け
い

の
一
つ

に
は
、
森
林
の
手
入
れ
が
行
き

届と
ど

い
て
い
な
い
こ
と
を
原
因
と

し
た
土ど

砂し
ゃ

災
害
が
相あ

い

次つ

い
で
い

る
こ
と
が
あ
る
。
各
市
町
村
の

森
林
整
備
に
あ
て
る
※
財ざ

い

源げ
ん

を

安
定
的
に
確
保
し
、
対た

い

策さ
く

を
急

ぐ
べ
き
だ
と
判
断
し
た
。

森
林
を
守
る
た
め
に
有
効
な

解
決
策
は
何
か
、
長
期
的
な
視し

野や

に
立
っ
て
知ち

恵え

を
し
ぼ
り
た

い
。※

財
源
…
お
金
の
で
ど
こ
ろ

森
林
環
境
税

使
い
道
が
問
わ
れ
る

（国立環境研究所資料をもとに作成）
※１�河口域…川が海につながっている地域
※２��絶めつ危ぐ魚種の数…地球上からいなくなる�

危険性が高い魚の種類の数
※３�流域…川に水が流れこむはん囲

資料１　�川ごとの河
か
口
こう
域
いき

※１に生
せい
息
そく
している

絶めつ危
き
ぐ魚種の数※２と 流

りゅう
域
いき

※３

が森林におおわれている割
わり
合
あい

森林におおわれている割合　 絶めつ危ぐ魚種の数
Ａ川 Ｂ川 Ｃ川 Ｄ川 Ｅ川
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）
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受検
番号


