
令和３年度大阪府公立学校教員採用選考テスト 

第１次選考筆答テスト問題集（択一式） 

受 験 中 の 心 得 

１ 試験時間中は、すべて係員の指示に従ってください。

  話をしたり、席を立ったり、そのほか人の迷惑になるような

ことをしてはいけません。

２ 解答用紙が配付されたら、まず氏名を記入し、受験番号を右

の記入例に従って、鉛筆で黒くぬりつぶしてください。

  ※0 が一番下です。間違えないようにしてください。

３ 答えは解答用紙に記入してください。

４ 問題はいずれも五つの答えがでていますが、そのうち最も適

切と思われる答えを一つ選んで、解答用紙の問題番号の下に

ある五つの数字のうち一つを次の〔解答例〕のように黒くぬ

りつぶしてください。間違ってぬりつぶしたときは、消しゴ

ムできれいに消してください。二つ以上ぬりつぶされている

場合は、その解答は無効となります。

５ 問題は、 ～  まで 30問あります。

６ 試験時間は 90分です。

７ 試験開始から試験終了まで、退室できません。

８ 解答用紙は持ち帰ってはいけません。

９ その他、係員が注意したことをよく守ってください。

指示があるまで中をあけてはいけません。

1 30

〔解答例〕 大阪府庁の所在地はどこか。1～5から一つ選べ。

1 堺市　　2 東大阪市　　3 大阪市　　4 枚方市　　5 高槻市  

この場合、正しい答えは「3 大阪市」ですから解答用紙の問題番号 の下に並んで

いる① ② ③ ④ ⑤ の中の ③ を黒くぬりつぶしてください。
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　　 　次の各文のうち、「いじめの防止等のための基本的な方針」（平成25年10月11日　文部科学大臣決定 

（最終改定　平成29年３月14日））の中の、いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項に 

ついての記述の内容として誤っているものはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　 １ �　いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではなく、

学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。

　 ２ �　学校の教育活動全体を通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、児童

生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度 

など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要である。

　 ３ �　嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、「暴力を伴ういじめ」と異なり、生命又は身体

に重大な危険を生じさせることはないが、その一方でどの子供にも起こりうるものであることから、児童

生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。

　 ４ �　いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造上の問題（例えば 

無秩序性や閉塞性）、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えて

いる「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにする 

ことが必要である。

　 ５ �　全ての児童生徒を、いじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へ

と育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取組が必要である。

１
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　　 　次の各文のうち、「第２次学校安全の推進に関する計画」（平成29年３月24日　閣議決定）の学校安全を

推進するための方策に関する記述の内容として誤っているものはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　 １ �　学校安全計画及び危機管理マニュアルを未策定の学校は、早急に策定することが必要である。また、 

学校や児童生徒等を取り巻く環境が年々変化し、新たな危機事象や各地域でこれまで想定されていなかった

自然災害等が発生していることに鑑みれば、既に学校安全計画や危機管理マニュアルを策定している学校

においても、不断の検証・改善が必要である。

　 ２ �　児童生徒等が安全や危機管理についての深い学びを得るためには、各教科等に固有の観点から安全や 

危機管理を学ぶのではなく、特別活動や総合的な学習の時間を通じて、専門的な観点からこれらについて

学ぶ取組が重要である。

　 ３ �　学校安全に係る取組を中心となって推進するのは教職員であることから、全ての教職員が、学校管理下

における児童生徒等の安全に万全を期すという強い意識を持つとともに、児童生徒等の健康と安全を守る

上で必要なことや、児童生徒等に対する指導内容・方法等に係る基礎的な知識・技能を身に付けておかな

ければならない。

　 ４ �　学校教育活動全体において児童生徒等の安全を確保することは大前提であるが、児童生徒等の保護と 

いう観点のみならず、児童生徒等自身の危険予測・危険回避などの安全に関する資質・能力の育成も重要

であることから、基本的な安全管理とバランスの取れた安全教育が求められている。

　 ５ �　近年、学校が抱える課題が複雑化・多様化しているが、学校や教職員がそれら全てを担うことは困難で

あることから、家庭や地域と連携・協働した教育活動の推進が不可欠である。特に、平素からの学校と 

家庭・地域との関係づくりが非常時に児童生徒等の命や安全を守ることにつながることからも、児童生徒

等の安全に関する課題について家庭・地域と連携・協働した取組の推進が求められている。

２
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　　 　次の各文のうち、「外国人児童生徒受入れの手引（改訂版）」（2019年３月　文部科学省総合教育政策局

男女共同参画共生社会学習・安全課）の在籍学級担任の役割に関する記述の内容として正しいものを○、

誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　Ａ 　グローバル化が進展する中、世界中で多くの人々が国境を越えて移動しており、日本の児童生徒を含め、 

子供たちはすべていずれの国においても、地域や学校にしっかりと受け入れられることが重要です。 

これは、世界の動向をしっかりと把握し、国籍にかかわりなくすべての児童生徒を大切にする視点です。

　Ｂ 　異文化の中で育っていく児童生徒は、言葉の問題や異文化間での価値観、習慣の違いなどについて、 

一人一人が課題を抱えていますが、きめ細やかな指導を個に応じて行うよりも、児童生徒が自然に学級に

溶け込む中で、徐々に解決していけるように見守る視点が必要です。

　Ｃ 　在籍学級の児童生徒にとって、その国籍にかかわらず、学級に新しい仲間が増えることは、大きな喜び

ですが、「どんな子かな」、「仲良くなれるかな」など多少の不安も抱えているものです。しかし、編入し

てくる児童生徒やその家族の不安はそれよりも大きいものです。学級担任の温かな姿勢としっかりと配慮

した受入れ体制づくりが求められます。

　Ｄ 　外国人児童生徒等の受入れでは、言葉の問題がでてきます。来日したばかりの子供が、まず初めに直面

する問題は、日本語が分からない、ということです。日本語指導については国語の指導と大きくは変わら

ないことから、学級担任や教科担任が国語の指導の中で適宜行うことが大切です。

　Ｅ 　受け入れる側の児童生徒の視点をプラスに変革するためには、児童生徒自身が自己を成長させること 

（自己概念の拡大）と他者を認める態度を育むこと（受容的な態度の育成）、また、それらによって、学級の

雰囲気をお互いの個性を認め合うものに高めていくことが求められます。学級担任として、総合的な学習

の時間などを中心に、多文化共生に関する単元を組むなど、共生を軸にした取組を計画的に進めることも

必要です。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ　　　Ｅ

　 １　　○　　　○　　　○　　　○　　　×

　 ２　　○　　　×　　　×　　　○　　　○

　 ３　　○　　　×　　　○　　　×　　　○

　 ４　　×　　　○　　　×　　　×　　　○

　 ５　　×　　　×　　　○　　　○　　　×

３
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　　 　次の各文のうち、〔　　　〕内に示されている法規名と、条文または条文の一部の組合せとして誤って

いるものはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　 １　〔教育基本法〕

　　 　義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる 

基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として 

行われるものとする。

　 ２　〔学校教育法〕

　　 　この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援

学校、大学及び高等専門学校とする。

　 ３　〔児童福祉法〕

　　 　一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭 

環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。

　 ４　〔人権教育及び人権啓発の推進に関する法律〕

　　 　この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵
かん

養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、

国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その

他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。

　 ５　〔地方公務員法〕

　　 　すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を

挙げてこれに専念しなければならない。

４
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　　 　次の各文は、食育基本法の条文である。空欄Ａ～Ｄに、あとのア～クのいずれかの語句を入れてこれら

の条文を完成させる場合、正しい組合せはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　第 一条　この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な

心身を培い、 A をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、

食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策 

の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在 

及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

　第 二条　食育は、食に関する B を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民

の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。

　第 三条　食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、 C

に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。

　第 五条　食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識

するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における Ｄ 、積極的に

子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。

　　ア　生きる力　　　　　　　　　　イ　豊かな人間性

　　ウ　確かな実践力　　　　　　　　エ　適切な判断力

　　オ　農業従事者の不断の努力　　　カ　食に関わる人々の様々な活動　　

　　キ　食の安全性を確認し　　　　　ク　食育の重要性を十分自覚し

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　 １　　イ　　　ウ　　　オ　　　キ

　 ２　　ア　　　ウ　　　オ　　　ク

　 ３　　ア　　　エ　　　カ　　　キ

　 ４　　イ　　　エ　　　カ　　　ク

　 ５　　イ　　　エ　　　オ　　　キ

５
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　　 　次の各文は、平成29年３月に文部科学省から示された中学校学習指導要領「総則」の教育課程の実施と

学習評価に関する記述の一部である。空欄Ａ～Ｄに、あとのア～クのいずれかの語句を入れてこれらの 

文を完成させる場合、正しい組合せはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　・ 　特に、各教科等において身に付けた知識及び技能を活用したり、思考力、判断力、表現力等や学びに 

向かう力、人間性等を発揮させたりして、学習の対象となる物事を捉え思考することにより、各教科等の

特質に応じた物事を捉える視点や考え方（以下「見方・考え方」という。）が鍛えられていくことに留意し、 

生徒が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解 

したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造

したりすることに向かう A 学習の充実を図ること。

　・ 　生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを Ｂ する活動を、計画的に取り入れるように工夫

すること。

　・ 　生徒が生命の有限性や自然の大切さ、主体的に挑戦してみることや Ｃ ことの重要性などを実感

しながら理解することができるよう、各教科等の特質に応じた体験活動を重視し、家庭や地域社会と連携

しつつ体系的・継続的に実施できるよう工夫すること。

　・ 　 Ｄ を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた

授業改善に生かすとともに、生徒の自主的、自発的な学習活動や読書活動を充実すること。

　　ア　体験を具体的に伴う　　　　イ　過程を重視した

　　ウ　振り返ったり　　　　　　　エ　日常生活と関連付けたり　　

　　オ　多様な他者と協働する　　　カ　自然環境を保全する

　　キ　学校図書館　　　　　　　　ク　情報通信ネットワーク

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　 １　　ア　　　ウ　　　カ　　　キ

　 ２　　ア　　　エ　　　オ　　　ク

　 ３　　イ　　　ウ　　　オ　　　キ

　 ４　　イ　　　ウ　　　オ　　　ク

　 ５　　イ　　　エ　　　カ　　　ク

6
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　　 　次の各文は、平成29年３月に文部科学省から示された中学校学習指導要領「総則」の中学校教育の基本と 

教育課程の役割に関する記述の一部である。空欄Ａ～Ｄに、あとのア～クのいずれかの語句を入れてこれら 

の文を完成させる場合、正しい組合せはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　・ 　道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間としての生き方を

考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として A ための基盤となる道徳性を養うことを

目標とすること。

　・ 　道徳教育を進めるに当たっては、 Ｂ と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における 

具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土

を愛し、 Ｃ を図るとともに、平和で民主的な国家及び社会の形成者として、公共の精神を尊び、 

社会及び国家の発展に努め、他国を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓
ひら

く主体性 

のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意すること。

　・ 　各学校においては、生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の

内容等を Ｄ な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていく 

こと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなど

を通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下 

「カリキュラム・マネジメント」という。）に努めるものとする。

　　ア　他者と共によりよく生きる　　　イ　国際社会で主体的に生きる　　

　　ウ　社会奉仕の精神　　　　　　　　エ　人間尊重の精神

　　オ　持続可能な社会の創造　　　　　カ　個性豊かな文化の創造

　　キ　教科等横断的　　　　　　　　　ク　多面的・多角的

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　 １　　ア　　　エ　　　カ　　　キ

　 ２　　ア　　　ウ　　　オ　　　キ

　 ３　　イ　　　ウ　　　カ　　　キ

　 ４　　イ　　　エ　　　カ　　　ク

　 ５　　ア　　　ウ　　　オ　　　ク

7
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　　 　次の各文は、日本の教育に関係のある人物に関する記述である。Ａ～Ｄで述べられている人名を、 

それぞれあとのア～クから選ぶ場合、正しい組合せはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　Ａ 　江戸時代の社会教育家で、心学をおこし、儒教道徳に仏教や神道の教えを加味して、町人を中心とする

庶民の生活倫理を説いた。商業活動の正当性を強く訴えた『都
と ひ

鄙問答』を著した。

　Ｂ 　江戸時代の儒学者で、教育の目的、順序、範囲などを考察し、女子教育の重要性を唱えた。教育書 

である『和俗童子訓』を著した。 

　Ｃ 　江戸時代に大坂で開業した蘭医で、蘭学塾である適々斎塾（適塾）を開き、福沢諭吉や橋本左内らを 

輩出した。

　Ｄ 　江戸時代の儒学者で、上野忍ヶ岡の地に家塾を経営し、後継者の育成を期した。やがてその家塾は昌平坂 

学問所へと発展し、幕府直轄の学校として、各地の藩校のモデルとなっていった。著作として、『春鑑抄』

がある。

　　ア　広瀬淡窓　　　イ　石田梅岩　　　ウ　貝原益軒　　　エ　伊藤仁斎　　

　　オ　塙保己一　　　カ　緒方洪庵　　　キ　林羅山　　　　ク　荻生徂徠

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　 １　　ア　　　ウ　　　オ　　　キ

　 ２　　ア　　　エ　　　カ　　　ク

　 ３　　ア　　　エ　　　カ　　　キ

　 ４　　イ　　　ウ　　　カ　　　キ

　 ５　　イ　　　ウ　　　オ　　　ク

8



―  9 ―

　　 　次の各文は、防衛機制に関する記述である。Ａ～Ｄの内容と最も関連が強い語句を、それぞれあとの 

ア～クから選ぶ場合、正しい組合せはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　Ａ 　自己の攻撃的感情を抑圧して、相手が自分を攻撃していると思い込むなど、自分にとって認めたくない

内的な感情や欲求、考えを無意識的に他者がもっているかのように反応する心のはたらき。

　Ｂ 　学芸会の主役になれなかった生徒が、劇の主役になると、勉強する時間がなくなると言いふらすなど、

自分の行動や態度の本当の動機を隠して、もっともらしい理由を意識的に考えて、自らを正当化しようと

すること。

　Ｃ 　自分が劣っていると思い込んでいる機能や弱点をカバーしたり、他の望ましい特性を強調したりする 

ことによって、特定の領域の欲求不満を補おうとする心のはたらき。

　Ｄ 　もう幼児ではない子どもが駄々をこねるなど、適応困難な事態で、より幼い発達段階に退却して、その

段階で満足を得ようとすること。

　　ア　昇華　　　　イ　投射（投影）　　

　　ウ　合理化　　　エ　反動形成

　　オ　補償　　　　カ　同一化

　　キ　逃避　　　　ク　退行

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　 １　　ア　　　ウ　　　オ　　　ク

　 ２　　ア　　　ウ　　　カ　　　ク

　 ３　　ア　　　エ　　　オ　　　キ

　 ４　　イ　　　ウ　　　オ　　　ク

　 ５　　イ　　　エ　　　カ　　　キ

9
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　　 　次の各文のうち、「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」（令和元年10月25日　文部科学省）

の中の、学校等の取組の充実に関する記述の内容として正しいものを○、誤っているものを×とした場合、

正しい組合せはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　Ａ 　児童生徒が将来の社会的自立に向けて、主体的に生活をコントロールする力を身に付けることができる

よう、学校や地域における取組を推進することが重要であること。

　Ｂ 　児童生徒にとって学業の不振が不登校のきっかけとはなりえないため、不登校児童生徒に対する支援に

おいては、学習の支援と切り離した取組が必要であること。

　Ｃ 　児童生徒の不登校を未然に防止する取組ではなく、不登校の理由に応じた適切な支援などの事後的な 

取組が重要であること。

　Ｄ 　不登校児童生徒への効果的な支援については、学校及び教育支援センターなどの関係機関を中心として

組織的・計画的に実施することが重要であり、また、個々の児童生徒ごとに不登校になったきっかけや 

継続理由を的確に把握し、その児童生徒に合った支援策を策定することが重要であること。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　 １　　○　　　×　　　×　　　○

　 ２　　○　　　×　　　○　　　×

　 ３　　○　　　○　　　×　　　×

　 ４　　×　　　○　　　○　　　×

　 ５　　×　　　×　　　×　　　○
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　　 　次の各文のうち、「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（令和元年５月９日　文部科学省）に 

関する記述の内容として誤っているものはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　 １ �　虐待は、子供の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれる 

おそれもあり、子供に対する最も重大な権利侵害です。

　 ２ �　保護者による虐待は、家庭内におけるしつけとは明確に異なり、懲戒権などの親権によって正当化 

されるものではありません。

　 ３ �　学校、教職員においては、虐待の早期発見・早期対応に努めるとともに、市町村（虐待対応担当課）や

児童相談所等への通告や情報提供を速やかに行うことが求められます。

　 ４ �　学校、教職員においては、虐待が疑われる子供の保護者から情報元（虐待を認知するに至った端緒や経緯）

に関する開示の求めがあった場合は、関係機関に正確な内容を確認の上、情報元を保護者に伝える必要が

あります。

　 ５ �　学校が保護者から威圧的な要求や暴力の行使等を受ける可能性がある場合は、即座に設置者に連絡する

と同時に、設置者と連携して速やかに児童相談所、警察等の関係機関、弁護士等の専門家と情報共有し、

対応を検討すること等が重要です。

１１
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　　 　次の各文は、〔　　　〕内に示されている条約及び法律の条文または条文の一部であるが、下線部に 

ついては誤りが含まれているものがある。条文または条文の一部として下線部が誤っているものはどれか。

１～ ５から一つ選べ。

　 １　〔障害者の権利に関する条約〕

　　 　この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、

及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。

　 ２　〔障害者基本法〕

　　 　何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしては 

ならない。

　 ３　〔障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〕

　　 　行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている

旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を 

侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、特別な配慮をしなければ 

ならない。

　 ４　〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〕

　　 　すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営める 

ような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。

　 ５　〔発達障害者支援法〕

　　 　発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するか

についての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨と

して、行われなければならない。
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　　 　次の各文のうち、「交流及び共同学習ガイド」（平成31年３月　文部科学省）の交流及び共同学習の 

展開に関する記述の内容として正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。 

１～ ５から一つ選べ。

　Ａ 　教職員によって交流及び共同学習に関する取組状況が異なることから、学校全体で取り組むのではなく、

個々の教職員の取組に任せ、個別に活動する体制を整えることが大切です。

　Ｂ 　子供が主体的に活動に取り組むことができるようにするためには、活動に見通しをもたせておくことが

有効です。そうすることで、障害のある子供も障害のない子供も、互いに自分から活動することができる

ようになります。

　Ｃ 　交流及び共同学習を、スポーツや文化芸術活動に関するイベントのような形で行う場合は、時間や費用

の制約を最優先に考え、単発の交流や一回限りのイベントとして行えるものを計画することが大切です。

　Ｄ 　交流及び共同学習に関する時間だけではなく、その後の日常の学校生活においても、機会をとらえて 

障害者理解に係る指導を丁寧に継続することが、教育の効果を高めることにつながります。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　 １　　○　　　○　　　×　　　×

　 ２　　×　　　○　　　×　　　○

　 ３　　○　　　×　　　○　　　×

　 ４　　×　　　○　　　×　　　×

　 ５　　×　　　×　　　○　　　○
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　　 　学校は、児童生徒、保護者等から様々な個人情報を収集・保管しており、教員はこれらの個人情報を 

適正に取り扱う必要がある。個人情報の管理を誤ると、個人のプライバシーを侵害し、大きな被害の発生

につながるだけでなく、学校の信用も失墜させることから、教員は関係法令や校内のルールを遵守しなけ

ればならない。

　　 　次の各文のうち、Ａ～Ｄの各教諭の行為について、不適切なもののみをすべて挙げているものはどれか。

１～ ５から一つ選べ。

　ア 　小学校で勤務するＡ教諭は、担任をしている学級の算数科の授業で、片面使用済みの用紙を再利用して

印刷した模範解答を児童へ配付し、持ち帰らせた。そのうち数枚の裏面には、Ａ教諭が数日前の学年会議

時に使用した、食物アレルギーを有する児童や食べ物の名前等が記載された一覧表が印刷されていた。

　イ 　小学校で勤務するＢ教諭は、放課後に教室で、担任をしている学級の児童の保護者との個人懇談を行って

いた。終了後に、Ｂ教諭は、懇談で得た個人情報を記録したノートを教室内の事務机の上に置いたまま 

帰宅した。そのノートには、児童の名前や家庭環境、健康・病歴情報等が複数人分記載されていた。勤務校 

では、個人情報を含む資料等を保管する場合、職員室内の鍵のかかる所定の場所に保管する校内のルール

が定められていた。

　ウ 　中学校で勤務するＣ教諭は、文化祭で活動している生徒一人ひとりの様子を、表情が分かる状態で 

デジタルカメラを用いて撮影した。その後、撮影された生徒本人やその保護者の許可を得ないまま、撮影

した画像を加工せずにＳＮＳに掲載し、不特定多数の人が閲覧できる状態にした。

　エ 　中学校のバスケットボール部の顧問であるＤ教諭は、翌朝に他校で実施する公式試合のために、 

バスケットボール部に所属している生徒の連絡先を勤務校の校長の許可を得ずに持ち帰り、飲食店に立ち

寄ってから帰宅した。その際に、Ｄ教諭はカバンを飲食店に置き忘れ、紛失してしまった。そのカバンには、

生徒の名前や住所、緊急連絡先等の一覧表が入っていた。

　 １　　ア　　　イ　　　ウ

　 ２　　ア　　　イ　　　エ

　 ３　　ア　　　ウ　　　エ

　 ４　　イ　　　ウ　　　エ

　 ５　　ア　　　イ　　　ウ　　　エ
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　　 　地方公務員法第三十八条では、一般職に属する地方公務員の営利企業への従事等の制限が規定されて 

いる。次の各文のうち、Ａ～Ｄの各教諭の行為について、営利企業への従事等の制限に抵触するもののみ 

をすべて挙げているものはどれか。 １～ ５から一つ選べ。ただし、ア～エのいずれの事例も任命権者 

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条により読み替える場合は市町村教育委員会）の 

許可は受けていないものとする。

　ア 　Ａ教諭は、飲食店を経営する友人から、休日は来客が多く忙しいので店を手伝って欲しいと依頼を受けた。

Ａ教諭は、友人がかなり困っている様子だったので、勤務を要しない休日の午前11時から午後５時まで 

友人の店で接客や配達を定期的に行った。経営者である友人は、報酬として１日につき１万円を支払い、

Ａ教諭はそれを毎回受け取っていた。

　イ 　Ｂ教諭は、ガラス工芸を趣味としており、自身の作品をインターネット上のフリーマーケットに継続的

に出品している。Ｂ教諭が作成したガラス工芸品は細かな装飾が施されているため、人気が高く、毎月 

10万円程度の収入がある。

　ウ 　Ｃ教諭は、兄が経営する工務店が数年前に株式会社になった際に、兄からその会社の役員になってほしい 

と依頼を受けたので、無報酬であることを条件に役員として登記されることを了承した。役員になって 

からこれまでの間、Ｃ教諭は報酬を受け取っていない。

　エ 　Ｄ教諭は、長年サッカー部の顧問として指導をしており、審判員の資格を持っている。勤務を要しない

ある休日、Ｄ教諭は地域の団体の依頼により、サッカーの試合の審判を引き受けた。Ｄ教諭は審判を引き

受けるにあたって、主催者からの報酬は受け取らなかったが実費相当の交通費は受け取った。

　 １　　ア　　　ウ

　 ２　　ア　　　エ

　 ３　　ア　　　イ　　　ウ

　 ４　　ア　　　イ　　　エ

　 ５　　イ　　　ウ　　　エ
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　　 　図１は正六面体のさいころである。このさいころの各面には、１～６までの異なる自然数がそれぞれ 

一つずつ書かれており、３組の対面に書かれている数の和はいずれも７である。図１のさいころと同じ 

さいころを四つ準備し、それぞれをＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとする。この四つのさいころを左からＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ

の順に一列に隙間なく並べ、さいころの各面に書かれている数が図２のようになる状態で置いた。ＡとＢ

とが接している面において、Ａの面に書かれている数とＢの面に書かれている数との和をＸ、ＢとＣとが 

接している面において、Ｂの面に書かれている数とＣの面に書かれている数との和をＹ、ＣとＤとが接して 

いる面において、Ｃの面に書かれている数とＤの面に書かれている数との和をＺとするとき、Ｘ、Ｙ、Ｚ

のうち最も大きい数の値として正しいものはどれか。 １～ ５から一つ選べ。ただし、図１、図２において

書かれている数字の向きは考えないものとする｡

　 １　　９

　 ２　　10

　 ３　　11

　 ４　　12

　 ５　　20
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　　 　次の表は、わが国におけるごみの排出量の推移を示したものである。あとのア～エのうち、この表から

いえることとして正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。 １～ ５から

一つ選べ。

（単位：千トン）
生活系ごみ 事業系ごみ 排出量合計

平成21年度 32,974 13,278 46,252

平成22年度 32,385 12,974 45,359

平成23年度 32,385 13,045 45,430

平成24年度 32,137 13,097 45,234

平成25年度 31,757 13,117 44,874

平成26年度 31,242 13,075 44,317
（環境省「環境統計集（平成29年版）」により作成）

　ア　平成22年度から平成26年度において、ごみの排出量合計は、前年度と比較して毎年度減少している。

　イ 　平成21年度から平成26年度において、ごみの排出量合計に占める事業系ごみの割合は、毎年度30％未満

である。

　ウ　平成26年度の生活系ごみの対前年度減少率は、1.5％より大きい。

　エ　平成22年度から平成26年度において、事業系ごみの対前年度増加量が最も多いのは平成23年度である。

　　　　ア　　　イ　　　ウ　　　エ

　 １　　×　　　○　　　○　　　○

　 ２　　○　　　○　　　×　　　×

　 ３　　×　　　×　　　×　　　○

　 ４　　○　　　×　　　○　　　×

　 ５　　×　　　×　　　○　　　×
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　　 　次の案内文に書かれている内容について、正しいものを １～ ５から一つ選べ。

Mozuyan Sky Observatory

Open every day all year round.

Mozuyan Sky Observatory is located on the top floor of Mozuyan Tower, the fifth tallest building in 

the world. The views from the 125th floor observatory are unmissable. You can enjoy the cafe and 

buy exclusive souvenirs there.

<General Information>

Operating Hours

Summer season（April - September） 9:00 - 23:00

Winter season（October - March） 10:00 - 22:00

*Last entry is possible 30 minutes prior to the above closing times.

Ticketing Hours

The on-site ticket office opens 10 minutes prior to opening hours, and tickets can be purchased up to 

one hour prior to closing time. 

Operating Policy

To ensure the safety of our visitors, the observatory may be closed depending on certain conditions, 

such as if weather warnings have been issued or are scheduled （heavy rain, storm, etc.）, or if 

electrical maintenance or an inspection is being performed.

<Ticket Information>

Ticket Type and Price

Regular: Adult 2,700 JPY　Child（6 - 12） 2,000 JPY　Senior（65+） 2,400 JPY

Express: 3,200 JPY

- Regular tickets have a designated date and time of admission and can be purchased online, or at the 

on-site ticket office.

- Express tickets can be used for immediate admission without prior reservation and can only be 

purchased at the on-site ticket office on the day of visit.

- Children aged 5 years or under are free with a paid accompanying guardian.

　 １　展望台は世界で４番目に高い建物の125階にある。

　 ２　展望台は年中無休だが、気象警報発令時にのみ閉鎖されることがある。

　 ３　11月の最終入場可能時刻は午後10時30分である。

　 ４　エクスプレスチケットは、インターネットを通じていつでも購入可能である。

　 ５　レギュラーチケットは、入場する日時が指定されている。

１8
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　　 　平面上で６本の平行線と５本の平行線が図のように交わっている。このとき、図の中に平行四辺形Ａ 

全体を含む平行四辺形は全部で何個あるか。 １～ ５から一つ選べ。ただし、平行四辺形Ａも答えの個数に

含めるものとする。

　 １　　30個

　 ２　　35個

　 ３　　42個

　 ４　　48個

　 ５　　54個

１9
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　　 　６人の小学生Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆが図書館に到着した順番について、次のア～カのことが分かっている。

　ア　ＡはＢより早く到着した。

　イ　ＤはＢより遅く到着した。

　ウ　ＤはＣより早く到着した。

　エ　ＣはＦより遅く到着した。

　オ　ＥはＦより遅く到着した。

　カ　６人のうち、同時に到着した者はいなかった。

　 　このとき、図書館への６人の到着の順番が確定するには、次のうちどのことが分かればよいか。 １～ ５ �

から一つ選べ。

　 １　ＡはＣより早く到着した。

　 ２　ＣはＥより早く到着した。

　 ３　ＤはＦより遅く到着した。

　 ４　ＥはＡより早く到着した。

　 ５　ＦはＢより遅く到着した。

２0
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　　 　次のグラフは、大阪府における、平成19年度から平成28年度までの府民所得と府民所得の対前年度 

増加率とを示したものである。ここでいう府民所得とは、府民雇用者報酬、財産所得（非企業部門）、 

企業所得の三つの合計である。あとのア～エのうち、このグラフからいえることとして正しいものを○、

誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　ア　府民所得が最も多かったのは平成19年度であり、府民所得が最も少なかったのは平成21年度である。

　イ　府民所得が３年度連続で増加したことはない。

　ウ　平成23年度の府民所得は平成21年度の府民所得と比べて６％以上増加している。

　エ 　平成27年度と平成28年度とを比べると、平成28年度は府民所得が減少しているが、府民雇用者報酬は 

増加している。

　　　　ア　　　イ　　　ウ　　　エ

　 １　　〇　　　×　　　〇　　　〇

　 ２　　×　　　×　　　〇　　　×

　 ３　　〇　　　〇　　　×　　　〇

　 ４　　×　　　〇　　　〇　　　×

　 ５　　〇　　　×　　　×　　　〇

２１

府民雇用者報酬 財産所得（非企業部門） 企業所得
府民所得の対前年度増加率

（年度）19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
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（大阪府「平成28年度 大阪府民経済計算」により作成）
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　　 　次の文章の内容として最も適切なものはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　 　文章を書く際に、文末をどのように結ぶか、というのは常に大きな悩みの種である。誰でも一度は、書いた 

文章を少し醒めた目で読み返し、「～である」がやたらに乱発されているのに気がついて、「何を偉そうに

……」という違和感を覚え、気恥ずかしさにいたたまれない思いをした経験があるのではないだろうか。

　 　おそらく原因は文章が未熟だから、ということだけにあるのではないだろう。そこには書き手の判断を 

どのように、あるいはどこまで打ち出していくかをめぐる、現代日本語の宿命的な困難が潜んでいるように

思われるのである。

　 　たとえば「～なのである」「～なのだ」という断定を「～と思われる」「～と考えられる」などに置き換え

てみると〝気恥ずかしさ〟が多少とも減じるような気がするのはなぜなのだろう。自分の見解が一般的な 

妥当性を持っているかのようによそおうことができて、ひとまず安心するからなのだろうか。あるいはその

背後では、主観的な判断と客観的な妥当性との間にいかに折り合いをつけるかをめぐる、ギリギリの駆け 

引きが展開されているのではあるまいか。おそらくそこで問われているのは、たしかにあるはずの「私」の

判断を、あたかもない〝かのように〟よそおってみせるしたたかな技術なのである。

　 　古文ならば「なり」「たり」あるいは「候」という定型表現で解決していたはずのこの問題は、近代になって 

なまじ「言（話し言葉）」と「文（書き言葉）」とを一致させようという改革が始まってしまったために、 

あたかもパンドラの箱を開けたように、一気に表に吹き出してきてしまった観がある。「～である」を段落 

の最後の文章だけに使ってみたり、動詞の終止形を織り交ぜてみたり、体言止めを取り入れてみたり、 

おそらくわれわれは「偉そうに」見えてしまう突出――「私」の判断の露骨な表出――を避けるために、 

今後もさまざまな試行錯誤を繰り返していくにちがいない。この問題に関してはいまだ大方の合意があるわけ

ではなく、長い歴史で見れば、「言文一致体」はまだ形成過程にある、はなはだ不安定な文体なのである。

（安藤　宏『「私」をつくる　近代小説の試み』より）

　 １ �　「～である」を乱発しているのは、自分の見解が一般的な妥当性を持っていることを示し、安心するため

であると考えられるが、かえって「～である」という表現の多用は、主観的な判断の露骨な表出という 

結果を招いてしまっている。

　 ２ �　文章を書くことにおいては、近代に言文一致の改革が始まったことによって、書き手の判断をどのよう

に、あるいはどこまで打ち出していくかをめぐる問題が表に出てきたことにより、古文の定型表現にも 

その問題があるのではないかと、再考しなくてはならなくなった。

　 ３ �　文章を書く際に文末をどのように結ぶかという悩みは、文章が未熟なことによって起こるのではなく、

主観的な判断をどのように、また、どこまで表出するのかという現代日本語の宿命的な問題によるもので

ある。この問題は、近代以前からの長い歴史の中で起こったものであり、まだまだ解決しない問題である。

　 ４ �　文末表現は、「私」がどのような判断をしているかという主観的な判断を示すための表現であり、文末

に動詞の終止形を織り交ぜたり、体言止めを取り入れてみたりすることによって、一般的な妥当性のある 

表現を「私」の判断が突出した表現に変えることができる。しかし、「言文一致体」はまだ形成過程に 

あるといえ、「言文一致体」における試行錯誤は今後も続くにちがいない。

　 ５ �　文章を書く際に文末の表現として「～である」が多用されていると「偉そうに」感じてしまうのは、 

文章の未熟さ以外に、たしかにあるはずの「私」の主観的判断を客観的な妥当性のあるもののようにみせる、

したたかな技術が問われている現代日本語の宿命的困難が原因と思われる。「私」の主観的判断の露骨な

表出を避けるための試行錯誤が今後も続くにちがいない。

２２

著作権保護の観点により、本文を掲載いたしません。

出典：『「私」をつくる　近代小説の試み』
安藤　宏著　株式会社岩波書店

26ページ２行目から27ページ10行目まで
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　　 　小学生50人に、リンゴ、ミカン、バナナのそれぞれについて、好きかと尋ねたところ、次のア～エの 

ことが分かった。

　ア　リンゴを好きだと答えた人は20人であり、そのうちミカンを好きだと答えた人は８人である。

　イ　ミカンを好きだと答えた人は15人であり、そのうちバナナを好きだと答えた人は６人である。

　ウ　バナナを好きだと答えた人は12人であり、そのうちリンゴを好きだと答えた人は５人である。

　エ　リンゴを好きだと答えた人のうち、ミカンも好きだと答え、かつバナナも好きだと答えた人は２人である。

　 　このとき、確実にいえるものはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　 １　好きだと答えたものがリンゴのみであった人は、７人である。

　 ２　好きだと答えたものがミカンのみであった人は、４人である。

　 ３ �　好きだと答えたものがバナナのみであった人の数は、好きだと答えたものがミカンのみであった人の数

よりも多い。

　 ４ �　リンゴを好きだと答えなかった人のうち、ミカンも好きだと答えず、かつバナナも好きだと答えなかった

人は23人である。

　 ５ �　リンゴを好きだと答えなかった人のうち、ミカンを好きだと答え、かつバナナも好きだと答えた人は 

４人である。

２３
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　　 　図のように、長さが18の線分ＡＢを３等分する点をそれぞれＣ、Ｄとし、線分ＡＤを直径とする半円と

線分ＣＢを直径とする半円との交点をＥとする。線分ＡＣ、弧ＣＥ、弧ＥＡで囲まれた部分の面積をS1 、

三角形ＥＣＢの面積をS2 とするとき、 S1－S2 はいくらか。 １～ ５から一つ選べ。ただし、円周率はπと

する。

　 １　　6π

　 ２　　6π－ 9 3
2

　 ３　　6π－9 3

　 ４　　12π－9 3

　 ５　　12π－18 3

２４

E

A C D B

S1
S 2
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　　 　次の表はわが国における国民医療費とその国民所得に対する割合の推移を示し、図はわが国における 

平成29年度の国民医療費の年齢階級別の割合を示したものである。あとのア～エのうち、この表、図から

いえることとして正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。 １～ ５から

一つ選べ。

表　国民医療費とその国民所得に対する割合の推移
平成14年度 平成19年度 平成24年度 平成29年度

国民医療費（億円） 309,507 341,360 392,117 430,710

国民所得に対する割合（％） 8.31 8.70 10.90 10.66

図　国民医療費の年齢階級別の割合（平成29年度）

　ア　平成24年度の国民医療費は、平成14年度の国民医療費と比べて30％以上増加している。

　イ 　平成29年度の国民医療費において、45～64歳の国民医療費は、15～44歳の国民医療費より、４兆円以上

多い。

　ウ 　平成29年度の国民医療費において、65歳以上の国民医療費に占める75歳以上の国民医療費の割合は60％

以上である。

　エ 　国民医療費と国民所得について、平成19年度と平成24年度とを比較すると、どちらも平成24年度の方が

多い。

　　　　ア　　　イ　　　ウ　　　エ

　 １　　×　　　×　　　×　　　×

　 ２　　○　　　○　　　×　　　×

　 ３　　×　　　○　　　○　　　×

　 ４　　○　　　×　　　×　　　○

　 ５　　×　　　○　　　○　　　○

２５

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％

０～14歳

15～44歳5.9％ 12.2 21.6 60.3 37.4

45～64歳 65歳以上
うち 75歳以上

（表、図ともに厚生労働省「平成29年度 国民医療費の概況」により作成）
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　　 　次の英文は、あるホテルに７月第１週に宿泊した利用者から、ホテルに寄せられた意見・感想等である。

書かれている内容からいえることとして最も適切なものはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

Guest Reviews

Andrew（From New Zealand）

Overall ★★★★☆ （4 out of 5 stars）

Location The location is good and convenient.

Service & facilities The room we got was perfect for our two-week stay. It was equipped with a 

kitchenette and a washing machine.

Comments If only the swimming pool was open 24 hours or at least until midnight.

Ayako（From Japan）

Overall ★★★★★ （5 out of 5 stars）

Location Location is near to the bus stop for the airport limousine.

Service & facilities The receptionist was multilingual and was very helpful.

Comments The corridor was quiet and there were no disturbances throughout our stay.

Takao（From Japan）

Overall ★★☆☆☆ （2 out of 5 stars）

Location Easy access to airport.

Service & facilities The air conditioner was out of order.

Comments There was only one window in our room and it was impossible to open it. 

David（From Ireland）

Overall ★★★☆☆ （3 out of 5 stars）

Location This hotel is close to the bus stop used by the airport limousine, but it was 

difficult for English speakers to find the hotel because there is no sign in English 

in front of the hotel. They only have one on the back of the building.

Service & facilities Room was kept really clean and neat. 

Comments Noise from the street was noticeable.

　 １　このホテルのプールは、24時間いつでも営業していた。

　 ２　このホテルは、空港へ行き来する際のバスの利用が不便な立地にあった。

　 ３　このホテルの空調設備は、どの部屋においても正常に稼働していた。

　 ４　このホテルには、簡易台所と洗濯機が備え付けられている部屋もあった。

　 ５　このホテルの正面には英語で書かれた看板があり、利用者はホテルを見つけやすかった。

２6
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　　 　ある中学校において、400 ｍリレー、800 ｍリレー、100 ｍ走、走り高跳び、ハードル走の５種目の競技

が行われた。Ａ～Ｄの４人が参加した競技について、次のア～オのことが分かっている。ただし、各種目

は同時に行われることはなく、それぞれ１回ずつ行われたものとする。

　ア　Ａは 400 ｍリレー、800 ｍリレー、100 ｍ走の３種目の競技にのみ参加した。

　イ　Ｂは 100 ｍ走、走り高跳びの２種目の競技にのみ参加した。

　ウ　Ｃは走り高跳び、ハードル走の２種目の競技にのみ参加した。

　エ　Ｄは 400 ｍリレー、ハードル走の２種目の競技にのみ参加した。

　オ　Ａ～Ｄの４人の中で、連続して競技に参加した人はいなかった。

　 　このとき、確実にいえるものはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

　 １　400 ｍリレーは１番目に行われた。

　 ２　800 ｍリレーは３番目に行われた。

　 ３　100 ｍ走は５番目に行われた。

　 ４　走り高跳びは４番目に行われた。

　 ５　ハードル走は２番目に行われた。

２7
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　　 　次のＡ～Ｆの各文を並べ替えて筋の通った文章にする場合、その並べ方として最も適切なものはどれか。

１～ ５から一つ選べ。

　Ａ 　これからは人類が地球上で平和に生き抜くためには、文明と気候との関係を再認識することが非常に 

大切なのである。

　Ｂ 　しかし、これは実は気候にさからうために、それだけ多くのエネルギーを使用しているだけのことで、

人間が自然を克服したと思うのはまちがいで、やはり根本的には気候が関係しているのである。

　Ｃ 　たとえば、暖冷房が完備しているから気候が寒くても暑くても痛痒
よう

を感じないようになった。

　Ｄ 　このへんのことをわれわれはよく理解していないと、将来人類に貢献するであろう真の文明の進歩の 

方向をあやまる結果ともなろう。

　Ｅ 　こうしたゆきかたの文明の進歩は、地球上の資源の枯渇を早め、人類の破滅を早めるだけのことである。

　Ｆ 　文明の発達により、近代人は気候の影響を無視するようになった。

（大後　美保『気候と文明』より）

　 １　　Ａ → Ｃ → Ｂ → Ｆ → Ｅ → Ｄ

　 ２　　Ａ → Ｅ → Ｆ → Ｃ → Ｂ → Ｄ

　 ３　　Ｆ → Ａ → Ｃ → Ｅ → Ｄ → Ｂ

　 ４　　Ｆ → Ｃ → Ｂ → Ｅ → Ｄ → Ａ

　 ５　　Ｆ → Ｅ → Ｃ → Ｂ → Ｄ → Ａ

２8

著作権保護の観点により、本文を掲載いたしません。

出典：『気候と文明』
大後　美保著　日本放送出版協会

12ページ18行目から13ページ７行目まで
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　　 　図１はわが国における2008年から2018年までの労働力人口の対前年増減を示したものであり、図２は 

わが国における2018年の労働力人口と完全失業者についての年齢階級別の構成を示したものである。 

労働力人口とは、15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口である。これらの図に基づく

内容として正しいものはどれか。 １～ ５から一つ選べ。

図１　労働力人口の対前年増減

図２　労働力人口と完全失業者についての年齢階級別の構成（2018年）

　　※ 年齢階級別の割合を算出する際に、小数点以下第２位を四捨五入している等のため、合計しても必ずしも100と

はならない。

（総務省統計局「労働力調査（基本集計）　平成30年（2018年）平均」により作成）

　 １　2014年の労働力人口は、2011年の労働力人口より減少している。

　 ２　2008年の労働力人口は、6,976万人である。

　 ３　2018年の労働力人口に占める完全失業者の割合は３％を超えている。

　 ４ �　2018年の年齢階級別の労働力人口について、25～34歳の労働力人口は、35～44歳の労働力人口より 

300万人以上少ない。

　 ５ �　2018年の労働力人口に占める完全失業者の割合を年齢階級別にみた場合、最も低い年齢階級は、15～24

歳である。

２9
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　　 　ある中学校の生徒Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５人が、バドミントンのシングルスの総当たりの試合を行った。

試合は、ある週の月曜日から金曜日までの５日間、１日につき２試合ずつ行われた。５日間のどの日も、

４人が試合に出場し、１人は試合に出場しなかった。また、どの生徒も、５日間で他の４人と１回ずつ 

対戦し、５日間のうち試合に出場しなかったのは１日のみである。

　　 　次のア～エのことが分かっているとき、水曜日の試合について、確実にいえるものはどれか。 

１～ ５から一つ選べ。

　ア　Ｂは月曜日に試合に出場せず、木曜日にＣと対戦した｡

　イ　Ｃは金曜日にＥと対戦した｡

　ウ　Ｄは月曜日にＥと対戦し、金曜日に試合に出場しなかった。

　エ　Ｅは火曜日にＢと対戦した｡

　 １　ＡはＢと対戦した。

　 ２　ＡはＣと対戦した。

　 ３　ＡはＤと対戦した。

　 ４　ＡはＥと対戦した。

　 ５　Ａは試合に出場しなかった。

３0





問題
番号

正答
番号

問題
番号

正答
番号

問題
番号

正答
番号

1 3 11 4 21 5

2 2 12 3 22 5

3 3 13 2 23 5

4 3 14 5 24 3

5 4 15 3 25 3

6 3 16 2 26 4

7 1 17 1 27 2

8 4 18 5 28 4

9 4 19 4 29 4

10 1 20 4 30 4

令和３年度大阪府公立学校教員採用選考テスト

択一式テスト問題の正答について


