
 

 

― 
注 

 
意 

― 

１ 

「
は
じ
め
」
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
用
紙
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

２ 

問
題
は
全
部
で
２
つ
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
開
く
と
問
題
１(

全
４
ペ
ー
ジ)

に
な
り
ま
す
。
問
題
２(

全
４
ペ
ー
ジ)

は
反
対
面
か
ら

始
ま
り
ま
す
。 

３ 

問
題
を
よ
く
読
ん
で
、
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
ら
ん
に
、
わ
か
り
や
す
く
て
い
ね
い
な
文
字
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

解
答
ら
ん
の
外
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
採
点
し
ま
せ
ん
。 

４ 

解
答
用
紙
は
全
部
で
３
枚
あ
り
ま
す
。 

５ 

計
算
や
メ
モ
が
必
要
な
と
き
は
、
解
答
用
紙
に
は
書
か
ず
に
、
こ
の
問
題
用
紙
の
余
白
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。 

６ 

字
数
の
指
定
の
あ
る
問
題
は
、
指
定
さ
れ
た
条
件
を
守
り
、
問
題
１
は
た
て
書
き
で
、
問
題
２
は
横
書
き
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
最
初
の

マ
ス
か
ら
書
き
始
め
、
文
字
や
数
字
は
一
マ
ス
に
一
字
ず
つ
書
き
、
文
の
終
わ
り
に
は
句
点
〔
。
〕
を
書
き
ま
す
。
句
読
点
〔
。
、
〕
や

か
っ
こ
な
ど
も
一
字
に
数
え
、
一
マ
ス
に
一
字
ず
つ
書
き
ま
す
。
た
だ
し
、
問
題
１
の
⑺
は
、
そ
の
問
題
の
［
注
意
事じ

項こ
う

］
の
指
示
に

し
た
が
い
ま
し
ょ
う
。 

７ 

「
や
め
」
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
と
中
で
も
書
く
の
を
や
め
、
筆
記
用
具
を
机
の
上
に
置
き
ま
し
ょ
う
。 
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問題１－ 1  
 

問
題
１ 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
⑴
～
⑺
の
各
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

な
お
、
Ａ
か
ら
Ｈ
は
段
落
の
記
号
を
表
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
問
題
作
成 

の
た
め
、
一
部
文
章
を
変へ

ん

更 こ
う

し
て
い
ま
す
。 

 

Ａ
中
学
生
と
も
な
れ
ば
、
毎
日
の
授
業
で
の
勉
強
も
だ
い
ぶ
本
格
的
に
な
っ
て
く
る
。 

Ｂ
で
も
、
勉
強
っ
て
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
何
を
す
る
こ
と
な
の
か
な
。

―
―
勉
強
と
は
、
「
学
ぶ
こ
と
」
じ
ゃ
な
い
か
？ 

な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
そ
う
だ
。

で
は
、
学
ぶ
と
は
何
を
す
る
こ
と
か
な
。
そ
れ
が
わ
か
れ
ば
、
な
ぜ
勉
強
し
な
き
ゃ

い
け
な
い
か
も
わ
か
る
に
ち
が
い
な
い
。
―
―
学
ぶ
と
は
、
何
か
を
「
覚
え
る
こ
と
」

じ
ゃ
な
い
か
？ 

た
と
え
ば
、
足た

し
算
の
仕し

方か
た

を
覚
え
る
こ
と
、
江
戸

え

ど

時
代
の
始
ま

り
を
覚
え
る
こ
と
、
逆さ

か

上あ

が
り
の
コ
ツ
を
覚
え
る
こ
と
…
…
。
た
し
か
に
、
そ
れ
ら

は
み
ん
な
、
覚
え
る
こ
と
だ
。
で
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
覚
え
る
こ
と

が
学
ぶ
こ
と
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
覚
え

る
こ
と
は
学
ぶ
こ
と
の
結
果
で
は
あ
っ
て
も
、
つ
ま
り
、
学
ん
だ
ら
そ
の
あ
と
に
つ

い
て
く
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
学
ぶ
こ
と
そ
の
こ
と
は
、
そ
う
し
た
あ
と
か
ら
く

っ
つ
い
て
く
る
も
の
と
は
別
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。 

 

Ｃ
君
が
、
そ
の
結
果
の
ほ
う
が
欲ほ

し
く
て
、
そ
の
た
め
に
学
び
た
い
と
い
う
の
な
ら
、

ど
う
ぞ
ご
自
由
に
。
誰だ

れ

も
と
め
な
い
。
で
も
、
そ
の
場
合
に
は
、
結
果
が
た
い
し
て

欲
し
く
な
い
も
の
な
ら
学
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
ね
。
つ
ま
り
、
勉
強
し

な
き
ゃ
い
け
な
い
か
ど
う
か
は
、
結
果
次し

第だ
い

っ
て
わ
け
だ
。
そ
う
い
う
目
で
学
校
の

勉
強
を
眺な

が

め
れ
ば
、
将
来
役
に
立
ち
そ
う
な
も
の
は
学
べ
ば
い
い
し
、
自
分
に
は
用

が
な
い
と
思
え
ば
（
あ
）
を
抜ぬ

け
ば
い
い
。
も
っ
と
言
え
ば
、
学
ぶ
こ
と
の
目
的
が

そ
の
結
果
と
し
て
の
学
校
の
入
学
や
卒
業
の
資
格
な
ら
、
テ
ス
ト
で
そ
れ
な
り
の
点

を
取
る
よ
う
工く

夫ふ
う

す
れ
ば
い
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
工
夫
は
そ
れ
な
り
に
た
い
へ
ん

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
上う

手ま

く
工
夫
で
き
れ
ば
問
題
解
決
、
上
手
く
い
か
な
け

れ
ば
失
敗
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
さ
。
な
ぜ
勉
強
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
か
、
な
ん
て
悩な

や

む
ま
で
も
な
い
。
学
ぶ
こ
と
が
、
技
術
で
も
資
格
で
も
何
か
を
「
身
に
つ
け
る
」
と

い
う
意
味
で
の
覚
え
る
こ
と
な
ら
、
話
は
簡
単
だ
。 

Ｄ
で
も
、
そ
う
し
た
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
と
は
、
本
来
な
ん
の
関
係
も
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
結
果
が
ど
う
だ
ろ
う
と
そ
ん
な
こ
と
は
お
構か

ま

い
な
し
に
、

学
ぶ
こ
と
は
起
こ
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
す
で
に
身
に
つ
い
て
い
る
も
の
や
知
っ
て

い
る
こ
と
を
、
い
ま
さ
ら
学
ぶ
人
は
い
な
い
よ
ね
。
つ
ま
り
、
学
ぶ
た
め
に
は
、
ま

だ
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
、
見
た
り
聞
い
た
り
は
し
た

け
れ
ど
も
な
ん
だ
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
も
の
、
に
出
合
わ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
は

ず
だ
。
ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
ず
、
途と

方ほ
う

に
く
れ
る
、
っ
て
こ
と
が
な
く
ち
ゃ

な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
も
の
は
、
ど
こ
と
も
知
れ
ぬ
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
。
ど

こ
か
ら
来
る
か
あ
ら
か
じ
め
見
当
が
つ
い
て
い
る
な
ら
、
も
う
、
そ
れ
に
つ
い
て
君

は
何
か
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
も
う
学
ん
だ
こ
と
の
結
果
さ
。

と
す
れ
ば
、
学
ぶ
こ
と
自
体
は
、
そ
の
手
前
で
起
き
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

① 

＊
注
１ 

         

著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
省
略
し
ま
す
。 

          

著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
省
略
し
ま
す
。 



問題１－ 2  
 

Ｅ
こ
の
よ
う
に
、
学
ぶ
こ
と
は
何
か
未
知

み

ち

の
も
の
、
得え

体た
い

の
知
れ
な
い
も
の
に
君
が

接
し
て
し
ま
う
こ
と
、
い
や
、
正
確
に
は
、
そ
れ
に
触ふ

れ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
ん

だ
。
い
ま
「
そ
れ
」
っ
て
言
い
換か

え
た
の
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
が
わ
か
ら
な
い

以
上
、
そ
れ
に
名
前
を
つ
け
よ
う
が
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
か
ら
、「
触
れ
ら
れ
て
し
ま

う
」
と
受
け
身
の
表
現
に
言
い
換
え
た
の
は
、
さ
っ
き
も
確
認

か
く
に
ん

し
た
よ
う
に
、「
そ
れ
」

は
ど
こ
か
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
「
向
こ
う
の
ほ
う
か
ら
」
、
い
わ
ば
勝
手
に
や
っ
て

く
る
か
ら
だ
。
そ
れ
が
や
っ
て
く
る
こ
と
は
、
君
が
ど
う
こ
う
で
き
る
も
の
で
は
な

い
ん
だ
。
君
が
生
ま
れ
て
こ
の
か
た
、
こ
う
し
た
こ
と
が
何
度
も
起
こ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

Ｆ
そ
も
そ
も
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
っ
て
こ
と
自
体
が
、
何
か
ま
っ
た
く
新
し
く
、

突と
つ

然ぜ
ん

君
の
上
に
降
っ
て
き
た
こ
と
だ
よ
ね
。
い
や
、
君
の
上
に
と
い
う
よ
り
、
君
自

体
が
降
っ
て
き
た
と
い
う
べ
き
だ
。
何
か
と
て
つ
も
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
、
そ
れ

以
来
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
こ
と
が
、
い
ま
も
君
の
も
と
で
起
こ
り
つ
づ

け
て
い
る
ん
だ
。 

Ｇ
こ
れ
が
学
ぶ
こ
と
な
ら
、
そ
れ
は
「
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
な
ん
て
ケ
チ
な
話
じ

ゃ
な
く
て
、
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
始
ま
る
よ
う
な
地
点
に
つ
ね
に
君
が
身
を
置
い
て

い
る
こ
と
に
等
し
い
。 

Ｈ
こ
う
し
た
目
で
、
君
の
日
々
の
勉
強
を
見
直
し
て
み
よ
う
。
何
か
ま
っ
た
く
新
し

い
こ
と
が
、
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
も
の
が
、
一
回
か
ぎ
り
の
も
の
が
、

君
の
か
た
わ
ら
を
通
り
す
ぎ
よ
う
と
し
て
い
な
い
か
な
。 

【
斎
藤
慶
典
『
中
学
生
の
君
に
お
く
る
哲
学
』〈
講
談
社
〉】 

【
注
】 

＊
１ 

途
方
に
く
れ
る
…
…
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
で
、
困
り
き
る
。 

＊
２ 

か
た
わ
ら
…
…
物
や
人
の
わ
き
の
ほ
う
。
そ
ば
。 

   

⑴ 
 

 
 

線
①
「
結
」
と
い
う
漢
字
は
、
左
の
図
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
空
ら
ん
を
う
め
て
別
の
漢
字
を
三
つ
完
成
さ
せ
ま
し
ょ

う
。
た
だ
し
、「
糸
」、「
士
」、「
口
」
は
こ
れ
以
上
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

          

士 
口 

 
 

士 
 

 
口 

＊
注
２ 

図 

② 

          

著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
省
略
し
ま
す
。 



問題１－ 3  
 

⑵ 

（
あ
）
に
、
あ
る
言
葉
を
入
れ
る
と
慣
用
句
に
な
り
ま
す
。（
あ
）
に
入
る
言

葉
を
書
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
左
の
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
も
、
（
あ
）
と
同

じ
言
葉
が
入
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
を
（
あ
）
と
同
じ
意
味
で
使
っ
て
い
る
も

の
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
選
び
、
数
字
で
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 

     

⑶ 

は
な
こ
さ
ん
は
、 

 
 

 

で
囲
ま
れ
た
文
章
の
特
徴

と
く
ち
ょ
う

に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
た
。（
い
） 

（
う
） 

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を 

 
 
 
 

で
囲
ま
れ

た
文
章
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
て
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

は
な
こ
さ
ん
の
考
え 

     

⑷ 

た
ろ
う
さ
ん
は
、 

 
 

 

で
囲
わ
れ
た
文
章
の
段
落
ど
う
し
の
つ
な
が
り

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
。（
え
）
に
あ
て
は
ま
る
段
落
記
号
を
Ａ
～
Ｈ
か

ら
選
び
、（
お
）
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を 

 
 
 
 

で
囲
ま
れ
た
文
章
の
中

か
ら
抜
き
出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

た
ろ
う
さ
ん
の
考
え 

              

 
 
 
 
 

 

で
囲
ま
れ
た
各
段
落
で
は
、
呼
び
か
け
る
相
手
を
意
識
し
て
、 

必
ず
（
い
）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、 

 
 
 

で
囲
ま
れ
た
文
章
で
は

（
い
）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら
、 

 
 
 

で
囲
ま
れ

た
文
章
は
、
筆
者
が
（
う
）
に
問
い
か
け
て
考
え
を
整
理
し
て
い
る
の
で
は
、
と
考
え

ま
し
た
。 

で
囲
ま
れ
た
文
章
で
は
、
「
学
ぶ
こ
と
」
に
関
す
る
二
つ
の
考
え
方
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
私
は
（
え
）
の
段
落
か
ら
二
つ
目
の
考
え
方
が
書
か
れ
て
い
る
と
思

い
ま
し
た
。
理
由
は
、「
つ
な
ぎ
言
葉
」
に
注
目
し
た
か
ら
で
す
。（
お
）
と
い
う
「
つ

な
ぎ
言
葉
」
が
、
前
の
段
落
と
は
反
対
の
こ
と
が
こ
こ
か
ら
述
べ
ら
れ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
か
ら
で
す
。 

（ 

１ 

）
に
あ
ま
る 

 

（ 

２ 

）
を
組
む 

（ 

３ 

）
を
あ
げ
る 

 

（ 

４ 

）
が
焼
け
る 

 



問題１－ 4  
 

⑸ 

次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
、
本
文
の
内
容
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 

ア 

結
果
が
欲
し
く
て
学
ぶ
の
な
ら
ば
、
テ
ス
ト
な
ど
で
そ
れ
な
り
の
点
を
取
る

よ
う
工
夫
す
る
よ
り
も
、
技
術
や
資
格
な
ど
何
か
を
「
身
に
つ
け
る
」
と
い
う

意
味
で
の
覚
え
る
こ
と
に
集
中
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

イ 

知
っ
て
い
る
こ
と
や
身
に
つ
い
て
い
る
こ
と
を
も
う
一
度
改
め
て
「
学
ぶ
こ

と
」
が
本
来
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
、
そ
う
し
た
こ
と
を
ど
こ
で
行
う
の
か
、
あ

ら
か
じ
め
見
当
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

ウ 

こ
の
世
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
「
向
こ
う
の
ほ
う
か
ら
」
何
か
が
降
っ

て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
何
か
ま
っ
た
く
新
し
く
、
と
て
つ
も
な
い
こ
と
と
出
合

う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

エ 

学
ぶ
こ
と
を
「
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
と
考
え
る
よ
り
も
、
ま
っ
た
く
新
し

い
、
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
一
回
か
ぎ
り
の
も
の
に
出
合
う
こ
と
だ

と
考
え
て
日
々
の
勉
強
を
見
直
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

  

⑹ 
 

 
 

線
②
「
こ
う
し
た
こ
と
」
と
は
何
か
、
Ｅ
の
段
落
の
中
の
言
葉
を
使
っ

て
二
十
字
以
上
三
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

 

⑺ 

こ
の
文
章
は
、
筆
者
が
「
学
ぶ
こ
と
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

で
囲
ま
れ
た
文
章
の
中
の
筆
者
の
主
張
に
対
し
て
、
あ
な
た
の
考

え
を
述
べ
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
の
考
え
に
も
と
づ
い
て
、
あ
な
た
に
と
っ
て

「
学
ぶ
こ
と
」
と
は
何
か
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
後
ろ
の
［
注
意

事じ

項こ
う

］
に
合
う
よ
う
に
書
き
ま
し
ょ
う
。 

  

［
注
意
事
項
］ 

○ 

解
答
用
紙
２
に
三
百
字
以
上
四
百
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

○ 

原げ
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ま
た
漢
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切
に
使
い
ま
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ょ
う
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○ 

題
名
や
自
分
の
名
前
は
書
か
ず
に
、
一
行
目
、
一
マ
ス
下
げ
た
と
こ
ろ
か
ら
書 

き
ま
し
ょ
う
。 

○ 
三
段
落
以
上
の
構
成
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

○ 

句
読
点
〔
。、〕
や
か
っ
こ
な
ど
も
一
字
に
数
え
、
一
マ
ス
に
一
字
ず
つ
書
き
ま 

し
ょ
う
。
ま
た
、
段
落
を
変
え
た
と
き
の
残
り
の
マ
ス
目
も
字
数
と
し
て
数
え 

ま
す
。 



問題２－1 

 

問題２ 防災の日に、たろうさんとはなこさんがひろし先生と話をしていた時の様子です。下の会話

文を読んで、あとの（１）～（４）の各問いに答えましょう。 

 

ひろし先生：たろうさん、「トリアージ」って言葉を聞いたことがありますか。 

たろうさん：トリアージ。なんですか、それは。 

ひろし先生：トリアージとは、緊
きん

急
きゅう

災害でケガ人やたくさんの病人が出た時に、災害現場で傷の程度

などを判定して、どの人から手当てをするのか優先順位を決めることです。このような

トリアージ用のタグ（【図１】）があるのです。災害時には一度に多くのケガ人や病人

をみることはできませんから、はじめに優先順位を決めてから手当てをします。このタ

グをケガ人や病人につけて、ひと目でケガや病気の状態がわかるようにするのです

（【図２】）。タグの下のほうに４つの色がついた部分がありますよね。 

【図１】トリアージタグの例                     【図２】 

表       裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省ホームページ等により作成）           

はなこさん：はい。上から順に、１黒、２赤、３黄、４緑の色がついています。 

ひろし先生：この色のところは切りはなすことができるようになっていて（【図２】）、ケガ人や病人

の状態を色で示します（【図３】）。 

【図３】 

               （厚生労働省ホームページ等により作成） 

はなこさん：もしケガ人が２赤の状態の人だとしたら、３黄、４緑を切りはなせばよいのね。 

ひろし先生：その通りです。大勢の人たちの中から優先して手当ての必要がある方はどなたか、わか

りやすくする工
く

夫
ふう

がされていますよね。 
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ただちに 

処置が必要 
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えい

響
きょう

なし 

軽度の外傷 
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じ っ し
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特記事項・けがの場所 
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（赤城印刷ホームページより） 

（大阪府岸和田市ホームページより） 

    



問題２－2 

たろうさん：ところで、色の順番は上から１黒、２赤、３黄、４緑、の順番じゃないとダメですか。

逆の順番、つまり、１が緑で、２が黄、３赤、４黒、であっても同じような気がします

けど。 

はなこさん：え、①でもその順番だと困らないかしら。手当てが必要な人の状態に合わせて切りはな

すことを考えると…。 

たろうさん: そうか、なるほどね。トリアージタグって、よく考えられているんだね。 

 

（１）下線部①について、はなこさんは、たろうさんの言う色の順番だと、どのような困ることがあ

ると考えたでしょうか。解答らんに合うように書きましょう。 

 

ひろし先生: では、災害時にどのような心がけが必要になるのか、もう少し考えてみましょう。例え

ば、災害の時には大勢の人がひなん所である学校や公民館に向かうでしょう。 

はなこさん：一度に大勢の人がひなん所に集まると、混乱が生じるかもしれませんね。 

たろうさん：さっき優先順位のことを話題にしたけれど、こうした混乱をさけるためには誰
だれ

から受け

入れたらいいか、順番を決める必要があるのかもしれないなあ。 

はなこさん：自宅がこわれて住めなくなった人や、ケガや病気などが重い状態の人、障がいがある人

も優先されるべきだと思うわ。 

たろうさん：②ほかにも…。 

 

（２）下線部②について、たろうさんはほかにも、どのような人の受け入れがひなん所で優先される

べきだと考えたのでしょうか。２つ書きましょう。 

 

ひろし先生：最近では、ひなん所の運営について広く紹介
しょうかい

されていることがあるんですよ。 

たろうさん：たくさんの方がひなんして来るのだから、来た人がどのような状態か、様子などをよく

見ることは必要だと思う。そのうえで、だれをどんな場所にひなんさせたらよいのか、そ

のことを考えることも大切だよね。 

はなこさん：大勢がひなんしてくるから混乱しないように気をつけるのですね。難しそう。 

ひろし先生：災害時にどのような心がけが必要かを考えるには、ひなん所運営の大変さを知ることも

大切です。ではここで、ちょっと練習問題を出してみましょうか。それでは、たろうさん

はひなん所を運営する役割を担当してください。ある小学校の建物の一部（【図４】）を

ひなん場所に見立てて考えてみましょう。 

 

 

 

  



問題２－3 

 

 

 

 

 

 

 

たろうさん：はい。お願いします。 

ひろし先生：災害が起きてどんな人がひなんしてくるのか、これから電話で伝えられますから、よく

聞いて、誰
だれ

をどこにひなんさせるべきか考えてみましょう。では、始めますよ。 

 

      「もしもし、小学校ですか。そちらに向かう人たちの情報をお伝えします。はじめに、ひ

かるさんとかおるさんです。かおるさんの意識ははっきりしています。２人ともケガをし

ています。男性と女性、ひとりずつです。それから、ふた組の親子が向かいます。友子さ

ん、まきさん、健太さん、陽子さん。そのうち健太さんだけが男性です。まきさんは、生

後２か月です。小学５年生の友子さんと友子さんのお父さんは元気です。友子さんのお母

さんは後からひなんしてくるそうです。まきさんのお母さんの話によると、まきさんの夜
よ

泣
な

きがひどいそうなので、２人には他の人たちが夜泣きで困らないような部屋
へ や

をあたえて

ください。そうだ、最初に意識がはっきりとしているとお伝えした男性ですが、ケガの応

急処置は済んでいますが、歩行が困難でトイレもままなりません。サポートの方を向かわ

せます。いっしょの女性のケガは軽いようです。彼女はひなんしてきましたが、連絡員
れんらくいん

と

いう役割をお願いしました。いつでも建物の外の人と電話ができる所に待
たい

機
き

させてくださ

い。大ケガを負った方がいらっしゃいます。さとるさんです。この方は、ひなんした後、

すぐに救急車で病院に運ぶ必要がありますので、応急処置ができて、清潔な場所をお願い

します。それから、運ばれてきた食料などを仮に置く場所を１階に２教室分、空けておい

てください。あと、ケガ人のサポートをするボランティアの方が決まりました。山田さん

です。しばらく、つきっきりで同じ部屋にいてもらいましょう。あ、後から来ると伝えた

お母さんのみち子さんは、ここにもうすぐ着くそうです。元気です。待っている先ほどの

親子と同じ所にひなんさせてください。」 

 

たろうさん：わあ、たくさん来ましたね…全部で９人か。しかも、ややこしい。 

ひろし先生：今回はひなん場所に何人ひなんさせるかは、あらかじめ決めておきますね。 

たろうさん：③それぞれの人の状態や必要なことを考えて、最適な場所にひなんさせないといけない

な。さて、どうしよう。 

 

 

1年4組

昇降口

体育館
校　庭

階段

職員室

保健室 ト
イ
レ

1年1組 1年2組 1年3組

【図４】 
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問題２－4 

（３）下線部③について、たろうさんは問題の指示に従い、小学校にやってきたア～ケの人を条件が

かなう場所に案内しました。たろうさんは①～⑤のうち、どの場所に案内したでしょうか。そ

れぞれ下の①～⑤の中から記号を選び、答えましょう。 

 

●ひなん場所にやってきた人  ア・ひかるさん  イ・かおるさん  ウ・友子さん    

エ・まきさん   オ・健太さん   カ・陽子さん     

キ・さとるさん  ク・山田さん   ケ・みち子さん 
 

 

●案内した場所                               

① 職員室 （１名） ② 保健室（１名） ③ １年１組（２名） 

④ １年４組（２名）  ⑤ 体育館（３名）  
※（  ）は、その場所に案内する人数です。 

 

ひろし先生：最近では川崎市でも、子どもたちのひなん訓練の一つとして、ひなん所の運営を体験す

る取り組みがされている地域があるみたいですよ。 

はなこさん：ところで、ひなん生活が始まってからも大変ですよねえ。 

ひろし先生：もちろんです。大勢の人が集まって共に過ごすのですから、難しい点もあるでしょう。 

はなこさん：そうですよね。旅行などで海外から日本に来ている人が一緒にひなん生活をすることも

あるでしょう。一層の助け合いが必要になりますよね。④海外から来た方が言葉のやりと

りで困らずにひなん生活ができるためには、ひなん所ではどのような工夫がされるとよい

のでしょうか。 

 

（４）下線部④について、ひなん所ではどのような工夫がされるとよいでしょうか。「言葉を用いな

い方法」でできることを考え、書きましょう。 

 

たろうさん：日本で暮らしている外国人だって、ひなんしてきますよね。日本語が多少わかっていて

も、難しい表現で指示されたり書かれていたりすれば、困ってしまうことがあるんじゃ

ないかな。そんな時はいったい何ができるだろう。 

はなこさん：災害時に使われる難しい言葉をわかりやすい日本語を用いて言いかえることってどうか

しら。たとえば、〈消防車〉は「火を消す車」、〈汚れを落とす〉は「きれいにする」 

そういう言いかえだったら、私たちでもできるわ。 

たろうさん：普段から⑤難しい言葉をわかりやすく言いかえる練習をしてみようかなあ。 

 

（５）下線部⑤について、次の文をわかりやすい日本語の文に書きかえましょう。 

  

 

 

『地
じ

しんの発生時には、すぐに火の始末をし、再度、火元を確認せよ。』 



え い 言
葉

お

う 同
じ
意
味
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っ
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の
解
答
は
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答
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に
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う
。

⑶

⑹

下のらんには記入しない

⑶

⑸

氏　名

受検番号

適
性
検
査
Ⅰ
　
解
答
用
紙
１

問
題
１

⑷

口

⑴

⑸ ⑷

⑵

合　計

士

⑴⑵



20

下のらんには記入しない

100200400 360 300

氏　名
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⑺

問
題
１
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性
検
査
Ⅰ
　
解
答
用
紙
２



下のらんには

記入しない

（１）

この順番にしないと

から困る。

（４）

（５）

受検番号 氏　　　名 合　計

（４）

（５）

カ．陽子さん キ．さとるさん ク．山田さん ケ．みち子さん

ア．ひかるさん イ．かおるさん ウ．友子さん エ．まきさん オ．健太さん

（３） （３）

（２） （２）

適性検査I　解答用紙　３

問題２

（１）


