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令
和
七
年
度
採
用

　
特
別
支
援

教
科
（
科
目
）

特
別
支
援

受
験
番
号

一
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
⑴
～
⑵
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
私
た
ち
が
言
葉
を
使
う
目
的
の
一
つ
は
情
報
伝
達
で
あ
る
。
体
験
を
言
葉
に
し
て
伝
え
る
こ
と
で
、
そ

れ
を
体
験
し
て
い
な
い
人
に
も
「
そ
の
体
験
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
」
が
伝
わ
る
の
だ
。

　

ア

、
他
人
か
ら
「
あ
そ
こ
に
新
し
く
で
き
た
ラ
ー
メ
ン
屋
は
味
噌
ラ
ー
メ
ン
専
門
店
だ
っ
た
よ
」

と
聞
け
ば
、
実
際
に
行
か
な
く
て
も
、
そ
の
店
に
行
け
ば
味
噌
ラ
ー
メ
ン
が
食
べ
ら
れ
る
、
豚
骨
ラ
ー
メ

ン
や
醬
油
ラ
ー
メ
ン
は
食
べ
ら
れ
な
い
、
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
情
報
は
自
分
が
何
を
食
べ

る
か
を
判
断
す
る
た
め
の
材
料
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
ラ
ー
メ
ン
が
食
べ
た
い

と
き
に
「
あ
の
店
に
行
っ
て
み
よ
う
」
と
思
え
る
し
、
ラ
ー
メ
ン
は
食
べ
た
い
け
ど
味
噌
ラ
ー
メ
ン
の
気

分
で
は
な
い
と
き
に
は
「
あ
の
店
で
は
な
い
」
と
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

　
さ
ら
に
、
も
し
ラ
ー
メ
ン
店
に
つ
い
て
伝
え
て
き
た
人
が
味
に
関
し
て
信
頼
で
き
る
人
だ
っ
た
ら
、「
お

い
し
か
っ
た
」
「
他
で
は
味
わ
え
な
い
濃
厚
さ
」（
あ
る
い
は
、「
お
い
し
く
な
か
っ
た
」
「
ど
こ
に
で
も
あ

る
よ
う
な
味
だ
っ
た
」）
と
い
っ
た
評
価
も
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
お

い
し
い
ラ
ー
メ
ン
が
食
べ
た
い
な
ら
そ
こ
に
行
こ
う
（
ま
た
は
、
あ
の
店
は
お
い
し
く
な
い
か
ら
避
け
よ

う
）
と
判
断
で
き
る
の
だ
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
言
語
化
さ
れ
た
他
人
の
体
験
に
つ
い
て
知
る
こ
と
で
、
自
分
で
は
体
験
し
て
い
な
い

物
事
に
つ
い
て
の
情
報
が
得
ら
れ
、
そ
の
情
報
に
基
づ
い
て
自
分
の
行
動
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
た
ち
が
言
葉
を
使
う
目
的
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
情
報
を
共
有
し
、
行
動
の
た
め
の
材
料
を
増

や
す
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
目
的
は
「
赤
」
な
ど
幅
の
あ
る
言
葉
で
も
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
新
し
く

発
表
さ
れ
た
パ
ソ
コ
ン
の
色
は
赤
だ
っ
た
」
と
聞
い
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
だ
け
で
は
、
ど
う
い
っ

た
色
合
い
の
赤
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
「
緑
だ
っ
た
ら
買
お
う
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、

赤
な
ら
や
め
と
く
か
」
と
判
断
で
き
る
。
同
様
に
、
「
あ
の
店
の
ラ
ー
メ
ン
の
ス
ー
プ
は
さ
っ
ぱ
り
し
て

い
る
」
と
聞
い
た
ら
、
具
体
的
に
ど
ん
な
「
さ
っ
ぱ
り
」
な
の
か
わ
か
ら
な
く
て
も
、
「
今
日
は
こ
っ
て

り
し
た
も
の
を
食
べ
た
い
か
ら
別
の
店
に
行
こ
う
」
と
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
に
よ
る
粗
い
区
別

の
情
報
も
判
断
材
料
に
な
る
の
だ
。

　
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
言
葉
の
目
的
は
体
験
の
代
わ
り
と
な
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い

う
点
で
あ
る
（S

ib
le

y

［200
1

］p
.21

9

）
。
た
と
え
ば
、
「
濃
厚
で
、
コ
ク
が
あ
っ
て
、
口
に
入
れ
て
す
ぐ

コ
シ
ョ
ウ
の
に
お
い
が
鼻
を
抜
け
、
後
味
の
風
味
は
す
ぐ
に
消
え
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
言
葉
を
重
ね
、

特
定
の
料
理
の
味
に
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い
表
現
が
で
き
た
と
し
よ
う
。
そ
の
表
現
を
耳
に
し
た
か
ら
と

著
作
権
保
護
の
観
点
に
よ
り
、
掲
載
い
た
し
ま
せ
ん
。
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い
っ
て
、
実
際
に
味
が
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

イ

、
言
葉
が
体
験
の
代
わ
り
に
な
ら
な
い
こ

と
は
、
言
葉
の
欠
点
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
言
葉
の
役
割
は
、
そ
の
味
を
体
験
し
に
店
に
行
く
か
ど
う

か
を
決
め
る
う
え
で
の
判
断
材
料
を
与
え
る
こ
と
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
役
割
は
先
ほ
ど
の
長
い
表

現
で
十
分
果
た
せ
る
だ
ろ
う
。
体
験
の
代
わ
り
を
言
葉
に
求
め
る
の
は
、
言
葉
の
目
的
を
理
解
し
て
い
な

い
筋
違
い
な
願
望
な
の
で
あ
る
。

　
言
語
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
は
、
他
人
か
ら
判
断
材
料
を
も
ら
え
る
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
と
は

別
に
、
言
語
化
し
た
当
人
に
と
っ
て
も
利
益
と
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
体
験
を
明
確
に
す

る
助
け
と
な
る
と
い
う
も
の
だ
。

　
例
と
し
て
、い
ま
食
べ
て
い
る
カ
レ
ー
と
先
週
食
べ
た
カ
レ
ー
の
違
い
を
比
べ
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。

ウ

、
言
葉
を
使
わ
ず
に
比
較
し
て
み
る
と
す
る
。
い
ま
食
べ
て
い
る
カ
レ
ー
は
ま
さ
に
味
が
し
て
い

る
が
、
先
週
食
べ
た
カ
レ
ー
の
味
は
い
ま
は
し
な
い
。
先
週
の
カ
レ
ー
は
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

を
思
い
出
そ
う
と
す
る
と
き
に
、
再
び
口
の
な
か
に
味
が
広
が
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
か
ぼ
ん
や

り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
浮
か
ん
で
く
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
非
常
に
頼
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ま

の
カ
レ
ー
と
何
か
違
う
と
は
わ
か
っ
て
も
、
ど
う
違
う
の
か
ま
で
は
う
ま
く
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
先
週
食
べ
た
カ
レ
ー
と
先
々
週
ま
た
別
の
店
で
食
べ
た
カ
レ
ー
の
違
い
と
な
る
と
、
違
い
は
よ
り

曖
昧
に
な
っ
て
く
る
。

　
だ
が
、
言
葉
を
使
え
ば
区
別
を
つ
け
る
の
は
簡
単
だ
。
「
い
ま
食
べ
て
い
る
カ
レ
ー
は
、
ル
ー
は
サ
ラ

サ
ラ
し
て
、
し
び
れ
る
よ
う
な
辛
さ
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
の
酸
味
、
玉
ね
ぎ
の
甘
味
が
感
じ
ら
れ
る
」
「
先
週

の
カ
レ
ー
は
、
ル
ー
は
ド
ロ
ド
ロ
で
、
ト
マ
ト
の
酸
味
が
感
じ
ら
れ
、
最
初
は
そ
こ
ま
で
辛
く
な
い
の
だ

が
後
を
引
く
辛
さ
が
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
言
葉
に
す
れ
ば
違
い
が
明
確
に
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

言
葉
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
分
だ
け
多
く
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
（
福
島

［
二
〇
一
八
］
第
１
章
を
参
照
。
ま
た
本
書
で
は
、
カ
レ
ー
、
コ
ー
ヒ
ー
、
ラ
ー
メ
ン
、
ワ
イ
ン
、
チ
ョ

コ
レ
ー
ト
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
食
べ
物
の
表
現
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
る
）
。

　
感
じ
た
味
や
香
り
を
言
葉
に
す
る
作
業
は
、
ソ
ム
リ
エ
を
目
指
す
人
が
読
む
本
で
は
よ
く
推
奨
さ
れ
て

い
る
（
鹿
取
［
二
〇
一
三
］
二
七
六
～
二
七
七
頁
、
久
保
［
二
〇
一
四
］
二
八
頁
）
。
ソ
ム
リ
エ
は
さ
ま

ざ
ま
な
ワ
イ
ン
の
味
や
香
り
を
記
憶
し
て
区
別
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
能
力
を
養
う
た
め
に
は
、
ワ
イ

ン
を
飲
ん
だ
と
き
に
感
じ
た
香
り
や
味
を
メ
モ
す
る
の
が
良
い
そ
う
だ
。
言
葉
に
す
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま

な
ワ
イ
ン
の
違
い
を
整
理
で
き
、
ま
た
、
メ
モ
を
見
返
す
こ
と
で
「
あ
の
ワ
イ
ン
と
こ
の
ワ
イ
ン
が
似
て

い
る
と
感
じ
た
の
は
こ
う
い
う
共
通
点
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
」
と
い
っ
た
こ
と
も
発
見
で
き
る
。
自
分

が
感
じ
た
味
の
共
通
点
や
相
違
点
を
、
よ
り
明
確
な
根
拠
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
体
験
を
言
語
化
す
る
こ
と
で
体
験
が
明
確
に
な
る
。
現
在
体
験
し
て
い
る
味
と
過
去

に
体
験
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
味
の
違
い
は
、
言
葉
に
よ
る
区
別
を
利
用
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
の
だ
。

エ

、
体
験
を
言
語
化
し
な
い
と
、
そ
の
体
験
が
他
の
体
験
と
ど
う
違
う
の
か
も
う
ま
く
理
解
で
き
な

い
。
言
語
化
は
体
験
の
特
別
さ
を
奪
う
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
体
験
の
特
別
さ
を
際
立
た
せ
て
く
れ
る

著
作
権
保
護
の
観
点
に
よ
り
、
掲
載
い
た
し
ま
せ
ん
。
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も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
出
典

　
源
河
亨

　
著
「
『
美お

味い

し
い
﹄
と
は
何
か
」）

（ １ ）
　
本
文
中
の

ア

～

エ

に
当
て
は
ま
る
語
句
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の

①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は
11
。

①
　
ア

　
つ
ま
り

　
　
　
　
イ

　
だ
が

　
　
　
　
ウ

　
そ
し
て

　
　
　
エ

　
逆
に

②
　
ア

　
た
と
え
ば

　
　
　
イ

　
だ
が

　
　
　
　
ウ

　
し
か
も

　
　
　
エ

　
逆
に

③
　
ア

　
た
と
え
ば

　
　
　
イ

　
そ
し
て

　
　
　
ウ

　
し
か
も

　
　
　
エ

　
つ
ま
り

④
　
ア

　
そ
し
て

　
　
　
　
イ

　
ま
た

　
　
　
　
ウ

　
つ
ま
り

　
　
　
エ

　
た
と
え
ば

⑤
　
ア

　
た
と
え
ば

　
　
　
イ

　
ま
た

　
　
　
　
ウ

　
つ
ま
り

　
　
　
エ

　
し
か
し

（ ２ ）
　
次
の
ア
～
オ
に
つ
い
て
、
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
組
合
せ
を
、
次
の

①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は
12
。

ア
　
体
験
は
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
か
ら
判
断
材
料
を
も
ら
え
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
。
一
方
で
、
言
語
化
し
た
当
人
は
、
他
者
か
ら
の
言
語
化
を
通
し
て
で
し
か
、
メ
リ
ッ
ト

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

イ
　
体
験
し
た
こ
と
は
、
言
語
化
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
確
な
も
の
と
な
る
。
言
語
化
は
特
定
の
特

別
さ
を
際
立
た
せ
て
く
れ
る
も
の
で
、
体
験
の
特
別
さ
を
奪
う
も
の
で
は
な
い
。

ウ
　
言
葉
に
は
、
判
断
材
料
を
与
え
る
と
い
う
役
割
が
あ
る
と
と
も
に
、
体
験
の
代
わ
り
に
ま
で
な

り
得
る
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
持
つ
目
的
が
あ
る
。

エ
　
自
分
で
は
体
験
し
て
い
な
い
物
事
で
も
、
言
語
化
さ
れ
た
他
人
の
体
験
に
つ
い
て
知
る
こ
と
で
、

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
自
分
の
行
動
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

オ
　
体
験
を
言
葉
に
し
て
伝
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
体
験
し
て
い
な
い
人
に
も
情
報
を
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
体
験
の
代
わ
り
を
言
葉
に
求
め
る
こ
と
は
、
言
葉
の
目
的
そ
の
も
の
を

理
解
し
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

①
　
ア
・
イ

　
　
　
②

　
ア
・
ウ

　
　
　
③

　
イ
・
エ

　
　
　
④

　
ウ
・
オ

　
　
　
⑤

　
エ
・
オ

著
作
権
保
護
の
観
点
に
よ
り
、
掲
載
い
た
し
ま
せ
ん
。
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２ 　 次の（ １ ） 〜（ １ ３ ） の問いに答えよ 。

（ １ ）　 次の資料ａ 〜ｃ にある （ ア） は， 島根県・ 山口県・ 岡山県・ 香川県・ 高知県のい

ずれかである 。（ ア） に当てはま る 県と し て最も 適切なも のを， 下記の①〜⑤の中か

ら 一つ選べ。 解答番号は１ ３ 。

ａ 　 雨温図（ 　 ア　 ）

（「 総務省統計局資料」よ り 作成）
（「 東京都中央市場HP」よ り 作成）（「 理科年表2020」よ り 作成）

0

50

100

150

200

250

300

0

500

1000

1500

2000

250050

40

30

20

10

0

－10

℃

気
温

400

350

300

250

200

150

100

m m

降
水
量0

1 4 7 10 月

年平均気温17.0℃
年降水量2548m m

（ ア）

栃木

ｂ 　 なすの収穫量 ｃ 　 東京市場でのなすの入荷量

（ ア）

茨城 17.9

群馬

その他

熊本

福岡 17.5

（ 2022～23年）（ 2022年）

2022年
4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023年
1 2 3 月

（ ト ン）

28.5
33.4

40.6

156.7

（ 千ト ン）

①　 島根県　 　 　 ②　 山口県　 　 　 ③　 岡山県　 　 　 ④　 香川県　 　 　 ⑤　 高知県

著作権保護の観点により、掲載いたしません。
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（ ２ ）　 次の中世の東アジアの様子についての説明ア 〜エについて， その説明が， 適切で

ある も のを「 ○」， 適切でないも のを「 ×」 と し たと き ， その組合せと し て最も 適切

なも のを ， 下記の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は１ ４ 。

ア　 鎌倉時代には， 民衆や武士の心のよ り ど こ ろ と し て， 新し い仏教が起こ っ た。

栄西や道元は， 座禅によ っ て自分の力でさ と り を 開こ う と する 禅宗を 宋から 伝え

た。

イ 　 15 世紀に，琉球では尚氏が沖縄島を統一し ，首里を都と する 琉球王国を建国し た。

中国の元や日本の鎌倉幕府，東南アジアに船を 送って交易を し ，中継貿易で栄えた。

ウ 　 1543 年にポルト ガル人を 乗せた中国人倭冦船が， 種子島に漂着し たこ と で， 日

本に鉄砲が伝えら れた。 1549 年には， イ エズス 会の宣教師ザビ エルが， キリ ス ト

教を 伝える ために来日し た。 かれら は， 各地に教会のほか学校・ 病院・ 孤児院な

ど を 建設し ， 布教だけでなく 慈善事業も 行っ た。

エ　 豊臣秀吉が天下統一を果たすと ， 蝦夷地や樺太の測量調査を行って支配を進めた。

蝦夷地では中国北部と 交易を し たり ， ロ シア使節が蝦夷地に来航し たり と 交流が盛

んで， 各地の産品の中継地と し て栄えた。

ア イ ウ エ

① ○ ○ ○ ×

② × ○ × ○

③ ○ × × ×

④ × × × ○

⑤ ○ × ○ ×
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（ ３ ）　 90°＜θ＜ 180°，sin θ＝ 1
5

のと き ，tan θの値を，下記の①〜⑤の中から 一つ選べ。

解答番号は１ ５ 。

①　 －2 6　 　 　 ②　 －
6

12
　 　 　 ③　 ±

6
12

　 　 　 ④　
6

12
　 　 　 ⑤　 2 6

（ ４ ）　 x2－9 ＜ 0 を 満たす全ての xが， x2－2kx＋k2－16 ＜ 0 を 満たすと き ， k の値の範囲

を ， 下記の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は１ ６ 。

①　 －1 ＜ k ＜ 1

②　 k ＜－1， 1 ＜ k

③　 k ≦－1， 1 ≦ k

④　 －1 ≦ k ≦ 1

⑤　 －1 ≦ k ＜ 1

（ ５ ）　 下図のよ う に， △Ａ Ｂ Ｃ の辺Ａ Ｂ 上に点Ｄ ， 辺Ａ Ｃ 上に点Ｅ を と り ， 直線Ｄ Ｅ と

辺Ｂ Ｃ の延長線と の交点を Ｆ と する 。 Ａ Ｄ ： Ｄ Ｂ ＝２ ： ３ ， Ｂ Ｃ ： Ｃ Ｆ ＝２ ： １ の

と き ， △Ａ Ｄ Ｅ ： △Ａ Ｂ Ｃ を， 下記の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は１ ７ 。

Ｄ

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｅ

Ｆ

①　 ２ ： 11　 　 　 ②　 ２ ： 15　 　 　 ③　 ４ ： 15　 　 　 ④　 ８ ： 15　 　 　 ⑤　 ８ ： 35

著作権保護の観点により、
掲載いたしません。
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（ ６ ）　 物質Ａ ， Ｂ ， Ｃ について， 以下のよ う な方法で， 質量と 体積を測っ た。

（ ア） Ａ の物質の質量を電子てんびんで測った。

（ イ ） メ ス シリ ン ダーに汲み置き の水を 入れ， 目盛り を 読んだ。

（ ウ ） メ ス シリ ンダーの中に， 物質Ａ を入れて， 目盛り を 読みと り ， 増えた体積を 求

めた。

　 物質Ｂ ， Ｃ も 同様に行っ た。

　 室温 20℃の環境下でこ の実験を 行っ た結果， 下の表１ のよ う なデータ が得ら れた 。

こ れら のこ と から 物質Ａ ， Ｂ ， Ｃ の組合せと し て最も 適切なも のを ， 表２ を 参照し ，

下記の①〜⑥の中から 一つ選べ。 解答番号は１ ８ 。

電子てんびん

メ ス シリ ンダー

物質Ａ

表１ 　 実験結果

物質 質量［ g］ 増えた体積［ cm 3］

Ａ 6 2 .9 6 8 . 0

Ｂ  5 . 4 1 2 . 0

Ｃ 3 5 .8 4 4 . 0

表２ 　 いろ いろ な物質の密度（ 20℃時）

物質 密度［ g/cm 3］

金 1 9 . 3 2

水銀 1 3 . 5 5

鉛 1 1 . 3 5

銀 1 0 . 5 0

銅  8 . 9 6

鉄  7 . 8 7

アルミ ニウ ム  2 . 7 0

①　 Ａ 　 鉄　 　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 アルミ ニウ ム 　 　 　 Ｃ 　 銅

②　 Ａ 　 鉄　 　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 銅　 　 　 　 　 　 　 　 Ｃ 　 アルミ ニウ ム

③　 Ａ 　 銅　 　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 アルミ ニウ ム 　 　 　 Ｃ 　 鉄

④　 Ａ 　 銅　 　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 鉄　 　 　 　 　 　 　 　 Ｃ 　 アルミ ニウ ム

⑤　 Ａ 　 アルミ ニウ ム 　 　 　 Ｂ 　 鉄　 　 　 　 　 　 　 　 Ｃ 　 銅

⑥　 Ａ 　 アルミ ニウ ム 　 　 　 Ｂ 　 銅　 　 　 　 　 　 　 　 Ｃ 　 鉄

著作権保護の観点により、
掲載いたしません。
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（ ７ ）　 次の図は， 体循環と 肺循環のモデルを 示し たも のであ る 。 図中のア 〜エに当ては

ま る 血管の組合せと し て最も 適切なも のを ， 下記の①〜⑧の中から 一つ選べ。 解答

番号は１ ９ 。

ア

ウ

エ

イ

上半身

下半身

肺

心臓

①　 ア　 大静脈　 　 　 イ 　 大動脈　 　 　 ウ 　 肺静脈　 　 　 エ　 肺動脈

②　 ア　 大静脈　 　 　 イ 　 大動脈　 　 　 ウ 　 肺動脈　 　 　 エ　 肺静脈

③　 ア　 大動脈　 　 　 イ 　 大静脈　 　 　 ウ 　 肺静脈　 　 　 エ　 肺動脈

④　 ア　 大動脈　 　 　 イ 　 大静脈　 　 　 ウ 　 肺動脈　 　 　 エ　 肺静脈

⑤　 ア　 肺動脈　 　 　 イ 　 肺静脈　 　 　 ウ 　 大動脈　 　 　 エ　 大静脈

⑥　 ア　 肺動脈　 　 　 イ 　 肺静脈　 　 　 ウ 　 大静脈　 　 　 エ　 大動脈

⑦　 ア　 肺静脈　 　 　 イ 　 肺動脈　 　 　 ウ 　 大動脈　 　 　 エ　 大静脈

⑧　 ア　 肺静脈　 　 　 イ 　 肺動脈　 　 　 ウ 　 大静脈　 　 　 エ　 大動脈

著作権保護の観点により、
掲載いたしません。
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（ ８ ）　 次の楽譜は， 芙龍明子　 作詞／橋本祥路　 作曲「 夢の世界を 」 の一部である 。 楽

譜のと おり に演奏する と ， 何小節分の長さ になる か。 下記の①〜⑤の中から 一つ選

べ。 解答番号は２ ０ 。

①　 28 小節

②　 24 小節

③　 20 小節

④　 16 小節

⑤　 12 小節

著作権保護の観点により、掲載いたしません。
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（ ９ ）　 次の文章は，「 小学校学習指導要領（ 平成 29 年３ 月告示　 文部科学省） 第２ 章　

各教科　 第７ 節　 図画工作　 第２ 　 各学年の目標及び内容〔 第１ 学年及び第２ 学年〕

２ 　 内容　 Ａ 　 表現」 の一部であ る 。（ 　 Ａ 　 ） 〜（ 　 Ｄ 　 ） に当てはま る 語句の

組合せと し て正し いも のを ， 下記の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は２ １ 。

（ 2） 表現の活動を 通し て， 技能に関する 次の事項を 身に付ける こ と ができ る よ

う 指導する 。

ア　 造形遊びを する 活動を 通し て， 身近で扱いやすい材料や用具に十分に慣

れる と と も に，（ 　 Ａ 　 ），（ 　 Ｂ 　 ），（ 　 Ｃ 　 ） する など 手や体全体の感覚

など を 働かせ， 活動を 工夫し てつく る こ と 。

イ 　 絵や立体， 工作に表す活動を 通し て， 身近で扱いやすい材料や用具に十

分に慣れる と と も に， 手や体全体の感覚など を 働かせ，（ 　 Ｄ 　 ） を 基に表

し 方を 工夫し て表すこ と 。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

① 並べたり つないだり 積んだり 表し たいこ と

② 並べたり つないだり 組み合わせたり 想像し たこ と

③ 並べたり 切ってつないだり 組み合わせたり 表し たいこ と

④ 形を 変えたり つないだり 組み合わせたり 想像し たこ と

⑤ 形を 変えたり 切ってつないだり 積んだり 表し たいこ と
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（ １ ０ ）　 次の図は「 小学校学習指導要領（ 平成 29 年告示） 解説　 体育編（ 平成 29 年７

月　 文部科学省）　 第２ 章　 体育科の目標及び内容　 第２ 節　 各学年の目標及び内

容　〔 第５ 学年及び第６ 学年〕　 ２ 　 内容　 G　 保健　（ ３ ）　 病気の予防」 の一部で

ある 。（ ア ） 〜（ オ） に当てはま る 語句の組合せと し て正し いも のを ， 下記の①〜

⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は２ ２ 。

・ 病原体の発生源を なく す， 移る

　 道筋を 断ち切る こ と で体に入る

　 のを 防ぐ

・（ 　 イ 　 ）

・ 適切な運動

・ 偏り のない食事

・（ 　 ウ 　 ）

・ 病原体，（ 　 ア　 ）， 生活行動，

　 環境など
病気の起こ り 方

病原体が主な要因と

なっ て起こ る 病気の

予防

知識

病
気
の
予
防

生活行動が主な要因

と なっ て起こ る 病気

の予防

喫煙， 飲酒， 薬物乱用

と 健康

地域の様々な保健活

動の取組

思考力， 判断力， 表現力等

・ 喫煙， 飲酒， 薬物乱用など の行

　 為は（ 　 エ　 ） こ と

・ 健康な生活習慣に係る 情報提供

　 や（ 　 オ　 ） など の活動

・ 病気を 予防する ために， 課題を

　 見付け， その解決に向けて思考

　 し 判断する と と も に， それら を

　 表現する こ と

ア イ ウ エ オ

① 体の抵抗力
体の抵抗力を

高める こ と

口腔
く う

の衛生を

保つこ と

健康を 損なう

原因と なる
予防接種

② 体の清潔
適切な診療を

受ける こ と
がんの予防

依存症に

なり やすい

医薬品の正し い

使用の指導

③ 体の清潔
体の抵抗力を

高める こ と

口腔
く う

の衛生を

保つこ と

健康を 損なう

原因と なる

医薬品の正し い

使用の指導

④ 体の抵抗力
適切な診療を

受ける こ と
がんの予防

依存症に

なり やすい
予防接種

⑤ 体の抵抗力
体の抵抗力を

高める こ と
がんの予防

健康を 損なう

原因と なる
予防接種
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（ １ １ ）　 次の文章は， 調理の基礎について示し たも のであ る 。 適切でないものを ， 下記

の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は２ ３ 。

①　 じ ゃがいも の芽や緑化し た部分には， 食中毒を 起こ す成分が含ま れている ので

取り 除く 必要がある 。

②　 野菜を 弱い火力でいためる と 調理時間も 長く なり 水っ ぽく なる ので， 強火にし

て短時間でいためる 方がよ い。

③　 あく を除き ， 色よ く し あげる ために， 青菜は水から ゆでる 。

④　 みそ汁の実は， 火の通り にく い物から 順に加熱する 。

⑤　 野菜はゆでる と かさ が減り ， 多く の量を 食べる こ と ができ る 。
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（ １ ２ ）　 次の日本語文の意味を 表すよ う に，（ 　 　 　 ） に当てはま る 最も 適切な語を， 下

記の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は２ ４ 。

It w as careless of you（ 　 　 　 ） your cam era in the train.

電車の中にカメ ラ を 忘れてく る なんて， 君も う かつだったね。

①　 leave

②　 left

③　 leaving

④　 to leave

⑤　 have left
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（ １ ３ ）　 次の英文は，音楽についての話である 。 こ れに続く の中の英文（ A ）〜（ D）

を 文章の意味がと おる よ う に並び替えたと き ， 第２ 文と 第３ 文の組合せと し て最も

適切なも のを ， 下記の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は２ ５ 。

　 Music is an aspect of hum an culture that w e f ind all over the w orld. Its orig ins

m ay have been artistic or relig ious: or perhaps people m ade m usic sim ply for

pleasure. That is how m ost of us regard it today— w e listen to it because w e enjoy

it.

　 How ever, som e people are interested in m usic for a dif ferent reason— its ef fect

on health. T his idea is not a new one. Tw o thousand years ago, the ancient Greeks

w rote about treating sick people w ith flute m usic. Now , though, scientists and

doctors are using m odern technology to study the ef fect of m usic on our bodies.

　 Evidence has show n that m usic has a positive ef fect in tw o m ain w ays.

（ A ） T his approach to helping patients has been adopted, for exam ple, at

M ount Sinai Brooklyn, a hospital in New York.

（ B） There, doctors use m usic therapy for people anxious about their cancer.

（ C） One is that m usic can im prove our m ood and fram e of m ind, m aking us

m ore positive and less anxious.

（ D） T he doctors f ind it w orks so w ell that a patient’s level of stress and

anxiety can drop by as m uch as 20% .

第２ 文 第３ 文

① （ Ａ ） （ Ｂ ）

② （ Ａ ） （ Ｄ ）

③ （ Ｂ ） （ Ａ ）

④ （ Ｂ ） （ Ｄ ）

⑤ （ Ｃ ） （ Ｂ ）

著作権保護の観点により、掲載いたしません。

著作権保護の観点により、掲載いたしません。
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３ 　 次の文は， 学校教育法施行規則（ 昭和 22 年文部省令第 11 号） 第五十一条関係

の別表第一の一部を 抜粋し たも のであり ， 小学校（ 第五十二条の二第二項に規定

する 中学校連携型小学校及び第七十九条の九第二項に規定する 中学校併設型小学

校を 除く 。） の各学年における 各教科， 特別の教科である 道徳， 外国語活動， 総合

的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における こ れら

の総授業時数の標準について示し たも のである 。（ 　 ア　 ） 〜（ 　 オ　 ） に当ては

ま る 語句の組合せと し て正し いも のを ， 下記の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番

号は２ ６ 。

区分 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 第五学年 第六学年

各教科の

授業時数

国語 三〇六 （ 　 ア　 ） 二四五 二四五 一七五 一七五

社会 七〇 九〇 一〇〇 一〇五

算数 （ 　 イ 　 ） 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五

理科 （ 　 ウ 　 ） 一〇五 一〇五 一〇五

生活 一〇二 一〇五

音楽 六八 七〇 六〇 六〇 五〇 五〇

図画工作 六八 七〇 六〇 六〇 五〇 五〇

家庭 六〇 五五

体育 一〇二 一〇五 一〇五 一〇五 九〇 九〇

（ 　 エ　 ） 七〇 七〇

（ 　 オ　 ） 三四 三五 三五 三五 三五 三五

①　 ア　 三〇五　 　 　 イ 　 一〇五　 　 　 ウ 　 九〇　 　 　 エ　 外国語

　 　 オ　 総合的な学習の時間の授業時数

②　 ア　 三一五　 　 　 イ 　 一三六　 　 　 ウ 　 九〇　 　 　 エ　 外国語活動

　 　 オ　 特別の教科である 道徳の授業時数

③　 ア　 三〇五　 　 　 イ 　 一〇五　 　 　 ウ 　 七〇　 　 　 エ　 外国語活動

　 　 オ　 総合的な学習の時間の授業時数

④　 ア　 三一五　 　 　 イ 　 一三六　 　 　 ウ 　 九〇　 　 　 エ　 外国語

　 　 オ　 特別の教科である 道徳の授業時数

⑤　 ア　 三〇五　 　 　 イ 　 一三六　 　 　 ウ 　 七〇　 　 　 エ　 外国語活動

　 　 オ　 特別の教科である 道徳の授業時数
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４ 　 次の文は， 特別支援学校　 幼稚部教育要領　 小学部・ 中学部学習指導要領（ 平

成 29 年４ 月告示　 文部科学省） に示さ れた， 第７ 章　 自立活動　 第３ 　 個別の指

導計画の作成と 内容の取扱いから ， 具体的な指導内容を 設定する 際の配慮事項の

一部を 抜粋し たも のである 。 内容に該当し ないものを ， 下記の①〜⑤の中から 一

つ選べ。 解答番号は２ ７ 。

①　 児童又は生徒が， 興味を も っ て主体的に取り 組み， 成就感を 味わう と と も に自己

を 肯定的に捉える こ と ができ る よ う な指導内容を取り 上げる こ と 。

②　 児童又は生徒の経験を 広めて積極的な態度を 養い， 社会性や豊かな人間性を 育む

ために， 集団活動を 通し て小学校の児童又は中学校の生徒など と 交流及び共同学習

を 行っ たり ， 地域の人々など と 活動を 共にし たり する よ う な指導内容を 取り 上げる

こ と 。

③　 個々の児童又は生徒が， 発達の遅れている 側面を 補う ために， 発達の進んでいる

側面を 更に伸ばすよ う な指導内容を取り 上げる こ と 。

④　 個々の児童又は生徒が， 活動し やすいよ う に自ら 環境を 整えたり ， 必要に応じ て

周囲の人に支援を 求めたり する こ と ができ る よ う な指導内容を 計画的に取り 上げる

こ と 。

⑤　 個々の児童又は生徒に対し ， 自己選択・ 自己決定する 機会を設ける こ と によ っ て，

思考・ 判断・ 表現する 力を 高める こ と ができ る よ う な指導内容を 取り 上げる こ と 。
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５ 　 次の文は， 特別支援学校　 幼稚部教育要領　 小学部・ 中学部学習指導要領（ 平

成 29 年４ 月告示） に示さ れた， 第２ 章　 各教科　 第２ 節　 中学部　 第２ 款　 知的

障害者である 生徒に対する 教育を 行う 特別支援学校　 第１ 　 各教科の目標及び内

容〔 数学〕の１ 段階の目標の一部を抜粋し たも のである 。 内容に該当しないものを，

下記の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は２ ８ 。

①　 整数の概念や性質について理解を 深め， 数に対する 感覚を 豊かにする と と も に，

加法， 減法， 乗法及び除法の意味や性質について理解し ， それら の計算ができ る よ

う にする 。

②　 数と その表現や数の関係に着目し ， 具体物や図など を 用いて， 数の表し 方や計算

の仕方など を 筋道立てて考えたり ， 関連付けて考えたり する 力を 養う 。

③　 三角形や四角形， 箱の形など の基本的な図形について理解し ， 図形についての感

覚を 豊かにする と と も に， 図形を 作図し たり ， 構成し たり する こ と など についての

技能を 身に付ける よ う にする 。

④　 身の回り にある 長さ ， 体積， 重さ 及び時間の単位と 測定の意味について理解し ，

量の大き さ についての感覚を 豊かにする と と も に， それら を 測定する こ と について

の技能を 身に付ける よ う にする 。

⑤　 身の回り の事象を， データ の特徴に着目し て捉え， 簡潔に表現し たり ， 考察し た

り する 力を養う 。
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６ 　 次の文は，特別支援学校学習指導要領解説　 知的障害者教科等編（ 上）（ 高等部）

（ 平成 31 年２ 月告示） に示さ れた， 第２ 編　 高等部学習指導要領解説　 第５ 章　

知的障害者である 生徒に対する 教育を 行う 特別支援学校　 第２ 節　 指導の特徴に

ついて　 ３ 　 指導の形態について（ ３ ） 各教科等を 合わせて指導を 行う 場合から ，

産業現場等に おけ る 実習について の内容を 抜粋し た も の であ る。（ 　 ア　 ） 〜

（ 　 オ　 ） に当てはま る 語句の組合せと し て正し いも のを， 下記の①〜⑤の中から

一つ選べ。 解答番号は２ ９ 。

　 高等部の 職業科に 示す「 産業現場等に おけ る 実習」（ 一般に「 現場実習」 や

「（ 　 ア　 ）」 と も 呼 ばれ て い る 。） を， 他の 教 科等 と 合わ せて 実 施す る 場合 は，

（ 　 イ 　 ） と し て位置付けら れる 。 その場合，「 産業現場等における 実習」 については，

現実的な条件下で， 生徒の職業適性等を 明ら かにし ， 職業生活ないし は社会生活への

（ 　 ウ 　 ） を 養う こ と を 意図する と と も に， 働く こ と に関心を も つこ と や， 働く こ と

の良さ に気付く こ と など， 将来の職業生活を 見据えて基盤と なる 力を 伸長でき る よ う

に実施し ていく こ と に留意し たい。 さ ら に，（ 　 エ　 ） の目標や広範な内容が包含さ

れている こ と に留意する 必要がある 。

　「 産業現場等における 実習」 は， こ れま でも 企業等の協力によ り 実施さ れ， 大き な

成果が見ら れる が，実施に当たっ ては，（ 　 オ　 ），事業所及び公共職業安定所（ ハロ ー

ワ ーク ） など の関係機関等と の密接な連携を図り ， 綿密な計画を 立て， 評価・ 改善す

る こ と が大切である 。 ま た， 実習中の巡回指導についても 適切に計画し ， 生徒の状況

を 把握する など 柔軟に対応する 必要がある 。

①　 ア　 作業活動　 　 イ 　 生活単元学習　 　 ウ 　 適応性　 　 　 エ　 日常生活の指導

　 　 オ　 保護者

②　 ア　 作業活動　 　 イ 　 作業学習　 　 　 　 ウ 　 目標意識　 　 エ　 日常生活の指導

　 　 オ　 幼稚部・ 小学部・ 中学部

③　 ア　 職場実習　 　 イ 　 作業学習　 　 　 　 ウ 　 適応性　 　 　 エ　 日常生活の指導

　 　 オ　 幼稚部・ 小学部・ 中学部

④　 ア　 職場実習　 　 イ 　 作業学習　 　 　 　 ウ 　 適応性　 　 　 エ　 各教科等

　 　 オ　 保護者

⑤　 ア　 職場実習　 　 イ 　 生活単元学習　 　 ウ 　 目標意識　 　 エ　 各教科等

　 　 オ　 保護者
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７ 　 次の文は， 障害のある 子供の教育支援の手引〜子供たち一人一人の教育的ニー

ズを 踏ま えた学びの充実に向けて 〜（ 令和３ 年６ 月　 文部科学省初等中等教育局

特別支援教育課） に示さ れた， 第３ 編　 障害の状態等に応じ た 教育的対応　 Ⅱ　

聴覚障害　 ２ 聴覚障害のあ る 子供の学校や学びの場と 提供可能な教育機能から ，

特別支援学校（ 聴覚障害） の概要の一部を 抜粋し たも のである 。 内容に該当し な

いものを， 下記の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は３ ０ 。

①　「 自立活動」 の指導では， 個別の指導計画に基づいて指導が行われる が， 聴覚障

害のある 子供への指導内容は， 幼稚部， 小学部では聴覚活用や言語発達に重点を 置

き ， それ以降は， 自立と 社会参加を 見据えた言語指導や情報の活用（ 読書の習慣，

コ ミ ュ ニケ ーショ ン の態度・ 技能など ）， 障害の特性についての自己理解や心理的

な諸問題に関する も のなど へと 次第に移っ ていく こ と が多い。

②　 各教科等の指導は， 子供一人一人の実態等に応じ て指導内容や指導方法を 工夫す

る こ と になっ ており ， 正確かつ円滑な意思疎通がなさ れる よ う 個別の指導計画に基

づいて指導がなさ れている 。

③　 教科書について， 特別支援学校（ 聴覚障害） 小学部・ 中学部用の教科書と し て，

文部科学省の著作によ る 国語， 算数・ 数学， 音楽の教科書が作成さ れており ， 基本

的には， それら の教科書の使用義務がある 。

④　 特別支援学校（ 聴覚障害）は，聴覚障害が比較的重い者が集団を 形成し ている ため，

自分だけが聞こ えないと いう 孤立感を 味わう こ と はなく ， 障害の理解， 自己理解が

し やすい環境である 。

⑤　 施設設備の面では，聴覚活用のための機器（ オージオメ ータ ，補聴器特性検査装置，

補聴援助機器等） や， 発音・ 発語指導のための鏡など， さ ら に， 教科等の指導にお

いて， その理解を助ける ための視聴覚機器（ 大型モニタ ー等） が用意さ れている 。


