
令和５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。

〔解答例〕 大阪府庁の所在地はどこか。１～５から一つ選べ。

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。

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。

１　堺市　　２　東大阪市　　３　大阪市　　４　枚方市　　５　高槻市

指示があるまで中をあけてはいけません。
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　　 　次の各文のうち、〔　　　〕内に示される法規名と、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〕
　　 　教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われる

べきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正
かつ適正に行われなければならない。

　２　〔学校教育法〕
　　 　学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、

義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育
については、これを徴収することができない。

　３　〔学校保健安全法〕
　　 　学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図ると

ともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、
地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者
との連携を図るよう努めるものとする。

　４　〔障害者基本法〕
　　 　国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、

教育上必要な支援を講じなければならない。

　５　〔児童福祉法〕
　　 　全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を

保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が
図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
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　　 　次の文は、平成29年３月に文部科学省から示された小学校学習指導要領「総則」の小学校教育
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。

　 　学校における体育・健康に関する指導を、児童の発達の段階を考慮して、学校の Ａ を 
通じて適切に行うことにより、健康で安全な生活と B を目指した教育の充実に努めること。
特に、学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導、安全に関する指導及び心身の健康の
保持増進に関する指導については、体育科、家庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科、
外国語活動及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの C に応じて適切に行うよう
努めること。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活に 
おいて適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、 D を通じて健康・安全で活力ある生活
を送るための基礎が培われるよう配慮すること。

　　ア　教育活動全体　　　　　　　　　　イ　健康安全・体育的行事　　
　　ウ　豊かなスポーツライフの実現　　　エ　運動習慣の獲得
　　オ　特質　　　　　　　　　　　　　　カ　ねらい
　　キ　学校生活　　　　　　　　　　　　ク　生涯

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　ア　　ウ　　オ　　ク
　２　　ア　　ウ　　カ　　キ
　３　　ア　　エ　　オ　　キ
　４　　イ　　ウ　　オ　　キ
　５　　イ　　エ　　カ　　ク

２
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　　 　次の各文のうち、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き
出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」（令和３年１月26日　中央教育審議会）
の中の、2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿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 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による臨時休業の長期化により、多様な子供一人一人が
自立した学習者として学び続けていけるようになっているか、という点が改めて焦点化された 
ところであり、これからの学校教育においては、子供が ICT も活用しながら自ら学習を調整しながら
学んでいくことができるよう、「個に応じた指導」を充実することが必要である。

　２ 　全ての子供に基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、思考力・判断力・表現力等や、
自ら学習を調整しながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するためには、教師が支援の必要な
子供により重点的な指導を行うことなどで効果的な指導を実現することや、子供一人一人の特性
や学習進度、学習到達度等に応じ、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うこと 
などの「指導の個別化」が必要である。

　３ 　「協働的な学び」においては、集団の中で個が埋没してしまうことがないよう、「主体的・対話
的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげ、子供一人一人のよい点や可能性を生かすことで、
異なる考え方が組み合わさり、よりよい学びを生み出していくようにすることが大切である。

　４ 　「協働的な学び」においては、学校行事や児童会（生徒会）活動等を含め学校における様々な
活動の中で学級内や同学年内の交流の機会を充実させることに重点を置き、子供が自らのこれまで
の成長を振り返り、将来への展望を培うとともに、自己肯定感を育むなどの取組が大切である。

　５ 　各学校においては、教科等の特質に応じ、地域・学校や児童生徒の実情を踏まえながら、授業の
中で「個別最適な学び」の成果を「協働的な学び」に生かし、更にその成果を「個別最適な学び」
に還元するなど、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し、「主体的・対話的で
深い学び」の実現に向けた授業改善につなげていくことが必要である。
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　　 　次の各文のうち、「生徒指導リーフ増刊号 いじめのない学校づくり３ －基本方針を実効化する 
対策組織の構成と運用－」（令和３年７月　文部科学省国立教育政策研究所生徒指導・進路指導 
研究センター）の中の、「対策組織」（いじめ防止対策推進法第22条に規定する学校における 
いじめの防止等の対策のための組織をいう。）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 　「暴力を伴わないいじめ」の場合、状況等で行為（例えば、笑うこと）が悪か否かの評価は 
変わるし、人間関係（力関係等）も考慮すべきである。さらに、不特定多数が関わるなど、その場
での禁止や指導が困難な場合もある。だからこそ、「対策組織」で判断して対応することが不可欠
である。

　２ 　「暴力を伴わないいじめ」の場合、半年以内に終息していく被害や加害がある一方で、新たに
始まる被害や加害もあるなど、多くの児童生徒が被害にも加害にも次々と巻き込まれていく実態が
分かっている。それを考慮すれば、未然防止の取組は年に複数回、計画的に実施されていく必要が
あり、それを確実に実行に移す役割を担うのが、「対策組織」である。

　３ 　いじめが疑われるようなトラブル等を見聞きした場合はもちろん、ささいな変化や異常に気づ
いた場合にも、いじめに当たるか否かの判断を下すとともに、いじめか否かにかかわらず、適切な
ケアや指導を確実に実行に移す役割を担うのも、「対策組織」である。

　４ 　迅速かつ確実に対応するため、「対策組織」のメンバーには、心理、福祉等に関する専門的な
知識を有する者等は含めず、校長をはじめとする管理職、生徒指導に関わりの深い生徒指導主事、
生徒指導主任や養護教諭など、一部の学校関係者のみで構成することが合理的で望ましい。

　５ 　個々の教職員が個人的な経験や思いに基づきいじめか否かを判断する従来の形では、発見者が
「これは、いじめに当たらない」と判断した場合、そのまま放置されるといったことも起き得る。
それを防ぐために、いじめか否かの判断は全て「対策組織」が責任を持って行う。

４
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　　 　次の各文のうち、「児童生徒の自殺予防に係る取組について（通知）」（令和３年６月　文部科学省）
の中の、学校が長期休業の開始前から長期休業明けの時期にかけて実施する取組に関する記述の
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 　長期休業明けの前後において、学校として、保護者、地域住民の参画や、関係機関等と連携の上、
学校における児童生徒への見守り活動を強化する。

　Ｂ 　学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細やかな健康観察や健康相談の実施等により、児童生徒
の状況を的確に把握し、スクールカウンセラー等による支援を行うなど、心の健康問題に適切に
対応する。

　Ｃ 　児童生徒によるインターネット上の自殺をほのめかす等の書き込みを発見した場合は、当該児童
生徒に刺激を与える恐れがあるため、即時に警察に連絡・相談することはせず、学校内での情報
共有にとどめ、見守り活動を継続的に実施する。

　Ｄ 　学校が把握した悩みや困難を抱える児童生徒や、いじめを受けた又は不登校となっている児童
生徒等については、長期休業期間中においても、全校（学年）登校日、部活動等の機会を捉え、
又は保護者への連絡、家庭訪問等により、継続的に様子を確認する。

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　〇　　〇　　〇　　〇
　２　　〇　　〇　　〇　　×
　３　　〇　　〇　　×　　〇
　４　　〇　　×　　〇　　〇
　５　　×　　〇　　〇　　〇

５
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　　 　次の各文のうち、「人権の擁護」（令和３年８月　法務省人権擁護局）の中の、主な人権課題に
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 　女性に対する暴力等への取組については、毎年11月12日から25日までの２週間を「女性に 
対する暴力をなくす運動」期間とし、社会の意識啓発等を行うほか、都道府県に設置された配偶者
暴力相談支援センターや性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等において、
相談や支援を行っています。さらに、令和２年６月に策定された「性犯罪・性暴力対策の強化の
方針」に基づき、被害者支援の充実や教育・啓発の強化など、性犯罪・性暴力を撲滅するための
総合的な対策に取り組んでいます。

　Ｂ 　平成26年７月に施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の
保護等に関する法律」において、ひそかに児童の姿態を描写することにより児童ポルノを製造する
行為を処罰する罰則が設けられました。さらに、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノ又は
その電磁的記録を所持・保管する行為についても、罰則の新設に向けた検討が進められています。

　Ｃ 　インターネットの普及に伴い、その匿名性、情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、
名誉やプライバシーの侵害、差別を助長する表現の掲載など、人権に関わる様々な問題が発生して
います。こうした行為は人を傷つけるものであり、場合によっては罪に問われることもあります。
インターネット上の人権侵害の問題は、近年深刻化しており、一般のインターネット利用者等に
対して、人権に関する正しい理解を深めるための啓発活動を推進していくことが必要です。

　Ｄ 　性的指向や性自認（性同一性）を理由とする偏見や差別を解消するため、労働施策総合推進法の
改正（令和２年６月施行）に基づいて定められた、パワーハラスメント防止のための指針において、
相手の性的指向・性自認（性同一性）に関する侮辱的な言動を行うこと等をパワーハラスメントに
該当すると考えられる例として明記するなど、職場における性的指向・性自認（性同一性）に関する
正しい理解を促進するための取組が進められています。

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　○　　○　　○　　○
　２　　○　　○　　○　　×
　３　　○　　○　　×　　○
　４　　○　　×　　○　　○
　５　　×　　○　　○　　○

６
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　　 　次の文は、令和３年に文部科学省の学校教育における人権教育調査研究協力者会議から示された 
「人権教育を取り巻く諸情勢について～人権教育の指導方法等の在り方について〔第三次とり 
まとめ〕策定以降の補足資料～」の記述の一部である。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。

　 　平成27（2015）年には、国連サミットで「持続可能な開発のための Ａ アジェンダ」が
採択されている。これは、「 B 」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すもの
であり、その前文では、「すべての人々の人権を実現」するとされているほか、本文でも「我々は、
人権、人の尊厳、法の支配、正義、平等及び差別のないことに対して C な尊重がなされる
世界を思い描く」、「我々は、世界人権宣言及びその他人権に関する国際文書並びに国際法の重要性を
確認する。我々は、すべての国が国連憲章に則り、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治若しくは
信条、国籍若しくは社会的出自、貧富、出生、障害等の違いに関係なく、すべての人の人権と基本的
な自由の尊重、保護及び促進責任を有することを強調する」など、人権に関する様々な内容が盛り
込まれている。この中で、 Ａ 年を年限とする17の持続可能な開発のための目標が掲げられて
いるが、これが D である。

　　ア　2030 イ　2050
　　ウ　全ての人とモノがつながる エ　誰一人取り残さない　　
　　オ　全面的 カ　普遍的
　　キ　SDGs ク　Society5.0

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　ア　　ウ　　カ　　ク
　２　　ア　　エ　　カ　　キ
　３　　イ　　ウ　　オ　　キ
　４　　イ　　エ　　オ　　ク
　５　　イ　　エ　　カ　　キ

７



―  8 ―

　　 　次の各文のうち、「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
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 　就学時に、小学校段階６年間、中学校段階３年間の学校や学びの場が固定されてしまうわけでは 
ない。就学後の学びの場をスタートにして、可能な範囲で学校卒業までの子供の育ちを見通しながら、
小学校段階６年間、中学校段階３年間の就学先となる学校や学びの場の柔軟な見直しができる 
ようにしていくことが必要である。

　２ 　障害のある子供一人一人に応じた適切な指導を充実させるためには、各学校や学びの場で編成
されている教育課程を踏まえ、個別の指導計画を作成し、各教科等の指導目標、指導内容及び指導
方法を明確にして、適切かつきめ細やかに指導することが必要である。

　３ 　特別支援教育は、子供一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導や必要な支援を行うもので
ある。このため、子供の障害の状態等の変化に伴う子供一人一人の教育的ニーズの変化を的確に
把握するとともに、その変化にも継続的かつ適切に対応するため、特別支援学校や小中学校等に
おいて個別の教育支援計画や個別の指導計画のＰ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクルの充実に努める必要がある。

　４ 　子供の教育的ニーズの変化に応じた適切な教育を行うためには、就学時のみならず就学後も 
引き続き、保護者との教育相談を行う必要がある。ただし、継続的に教育相談を行うことが、 
保護者によっては精神的あるいは生活上の負担と受け止められる場合もあることから、これらの
相談は、保護者を説得するためのものではなく、子供の成長を確認し、喜び合うものであるという
認識が共有されるように努める必要がある。

　５ 　障害のある子供は、学校に加え、放課後等デイサービス等で過ごす時間も長い場合があるが、
学校や教育委員会関係者が、放課後等デイサービスの事業者等と日常的に子供の成長や課題等に
ついて情報を共有することは、保護者からの依頼があったとしても個人情報保護の観点から避ける
ことが望ましい。

８
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　　 　次の各文のうち、「心のバリアフリーノート」（令和元年11月　文部科学省）の中の、４つの 
「バリア」に関する記述の内容として正しいものを〇、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 　物理的なバリア：電車やバスなどの公共交通機関、道路や建物などで、利用する人に不便さを
感じさせる物理的なバリアのこと。

　Ｂ 　制度的なバリア：社会のルールや制度によって、その人が持っている力を出すことができる 
機会をうばわれているバリアのこと。

　Ｃ 　文化・情報面でのバリア：情報の伝え方が十分でないために、必要な情報が平等に得られない
バリアのこと。

　Ｄ 　意識上のバリア：心ない言葉、偏見や差別、無関心など、困難さがある人を受け入れないバリア
のこと。

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　○　　○　　○　　○
　２　　○　　○　　○　　×
　３　　○　　○　　×　　○
　４　　○　　×　　○　　○
　５　　×　　○　　○　　○

９
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　　 　次の各文は、記憶に関係のある用語についての記述である。空欄Ａ～Ｃに、あとのア～カの 
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。

　・ 　 Ａ とは、自分自身が経験した出来事に関する記憶のことで、それを経験した時間や場所、
自身の心理的状態などについての情報も含まれている。

　・ 　 B とは、自己および他者の記憶に関する認識や知識、理解、思考などをいい、自分が 
何らかの事柄を記憶しているという認識や、ある事柄が自らの記憶のなかにあるという知識など
を含む「記憶についての記憶」のことである。

　・ 　 C とは、記銘直後よりも、記銘から一定時間が経過した方が、記憶が想起しやすいという
現象である。

　　ア　エピソード記憶　　　イ　意味記憶
　　ウ　記憶表象　　　　　　エ　メタ記憶
　　オ　リハーサル　　　　　カ　レミニセンス　　

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ
　１　　ア　　ウ　　カ
　２　　ア　　エ　　カ
　３　　ア　　エ　　オ
　４　　イ　　ウ　　オ
　５　　イ　　エ　　カ

10
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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～Ｃで述べられている人名を、
それぞれあとのア～カから選ぶ場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

　Ａ 　明治初期の教育行政家であり、岩倉使節団に随行して欧米の教育制度を調査し、その報告を 
『理事功程』にまとめた。女子教育の振興にも力を入れ、東京女子師範学校の創設に貢献した。

　Ｂ 　1921（大正10）年に、夫とともに「自由学園」を設立した。徹底的な生活中心の教育を主張し、
すべての生活を生徒にまかせ、勉学の材料とした。

　Ｃ 　日本で最初の女子留学生の１人であり、1900（明治33）年に「女子英学塾」を設立した。 
女性の視野を広め、豊かな教育を得させること、英語その他の学力を養うことを通して、職業を
もつ自立した女性の育成に努めた。

　　ア　田中　不二麿（不二麻呂）　　イ　森　有礼
　　ウ　羽仁　もと子　　　　　　　　エ　新島　八重　　
　　オ　下田　歌子　　　　　　　　　カ　津田　梅子

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ
　１　　ア　　ウ　　オ
　２　　ア　　ウ　　カ
　３　　ア　　エ　　カ
　４　　イ　　ウ　　カ
　５　　イ　　エ　　オ

11
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　　 　次の各文は、「学校教育の情報化の推進に関する法律」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。法律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 　学校教育の情報化の推進は、デジタル教科書その他のデジタル教材を活用した学習その他の 
情報通信技術を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、体験学習等とを適切に
組み合わせること等により、多様な方法による学習が推進されるよう行われなければならない。

　２ 　学校教育の情報化の推進は、全ての児童生徒が、その家庭の経済的な状況、居住する地域、 
障害の有無等にかかわらず、等しく、学校教育の情報化の恵沢を享受し、もって教育の機会均等が
図られるよう行われなければならない。

　３ 　学校教育の情報化の推進は、情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、学校の教職員の
負担が軽減され、ワーク・ライフ・バランスの実現が図られるよう行われなければならない。

　４ 　学校教育の情報化の推進は、児童生徒等の個人情報の適正な取扱い及びサイバーセキュリティ
（サイバーセキュリティ基本法（平成二十六年法律第百四号）第二条に規定するサイバーセキュリ
ティをいう。第十七条において同じ。）の確保を図りつつ行われなければならない。

　５ 　学校教育の情報化の推進は、児童生徒による情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に
及ぼす影響に十分配慮して行われなければならない。

12
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　　 　次の各文のうち、「学校安全資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（平成31年３月 
文部科学省）の中の、学校における安全教育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 　安全教育の目標は、日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、 
自他の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うとともに、進んで安全で
安心な社会づくりに参加し貢献できるよう、安全に関する資質・能力を育成することである。

　２ 　各学校においては、児童生徒等や学校、地域の実態及び児童生徒等の発達の段階を考慮して学校
の特色を生かした目標や指導の重点を計画し、教育課程を編成・実施していくことが重要である。

　３ 　学校における安全教育は、児童生徒等が日常生活において、危険な状況を適切に判断し、回避
する資質・能力を確実に育むことができるよう、自助にしぼってその視点を適切に取り入れながら、
各教科等の安全に関する内容のつながりを整理し教育課程を編成することが重要である。

　４ 　安全教育を評価するための方法には様々な手法が考えられるが、評価方法には短所・長所がある
ことを理解し、いくつかの方法を併用して、評価を進めていくことが必要である。また、児童生徒
等だけではなく、保護者への質問などから得られた情報も貴重である。

　５ 　安全教育の効果を高めるためには、危険予測の演習、視聴覚教材や資料の活用、地域や校内の
安全マップづくり、学外の専門家による指導、避難訓練や応急手当のような実習、ロールプレイング
等、様々な手法を適宜取り入れ、児童生徒等が安全上の課題について自ら考え、主体的な行動に
つながるような工夫が必要である。

13
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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。

　　 　次のア～エで述べられている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 　Ａ教諭は、緊急時にいつでも保護者に連絡ができるよう、担任する学級の生徒40人分の緊急 
連絡先を自らの判断で、自身のスマートフォンに登録し持ち歩いていた。ある日の休日、Ａ教諭は
電車内にそのスマートフォンを置き忘れ、紛失してしまった。

　イ 　Ｂ教諭が勤務する小学校では、新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、運動会の保護者
観覧について、オンラインによるリモート観覧とした。後日、児童の保護者Ｅから「運動会当日、
仕事でリモート観覧ができなかったので、運動会の動画を公開してほしい。」との要望があった
ため、Ｂ教諭は不特定多数の者が閲覧できる無料の動画共有サイトを利用し、他の児童や保護者の
了解を得ないまま、個人を特定できる状態で運動会の動画を公開した。

　ウ 　Ｃ教諭は、担任する学級の生徒Ｆが、最近遅刻をする回数が増え、気になったため生徒Ｆに声を
かけ、放課後に事情を尋ねた。生徒Ｆの話によると「母親が入院したため、気持ちが落ち着かず、
夜なかなか眠ることができない。」とのことであった。生徒Ｆのプライバシーに関わる内容では
あったが、Ｃ教諭は聞き取った内容を報告書にまとめ、管理職や学年主任と情報共有を行った。

　エ 　Ｄ教諭は、担任する学級の児童に健康診断の結果を記載した「けんこうカード」を配付する際、
職員室から緊急の呼び出しがあったため、「けんこうカード」を教卓に置き、「各自、自分のものを
取るように。」と指示を出し、一旦、職員室に戻った。翌日、児童の保護者Ｇから「子どもが誤って
Ｈさんの「けんこうカード」を持ち帰ってきている。」との連絡があった。

　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38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。次のア～エで述べられている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47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、コンビニエンスストアを経営している姉から、「土日の昼間だけでも手伝ってもらえ
ないか」と依頼を受けた。Ａ教諭は、勤務を要しない土日の午前11時から午後２時までの３時間、
接客などの手伝いを定期的に行った。Ａ教諭は、手伝いを引き受けるにあたって、１日につき
５千円ほどの報酬を受け取っていた。

　イ 　Ｂ教諭は、ピアノ演奏を趣味としており、自分がピアノを弾いている様子を自ら撮影し、動画
サイトに投稿していた。動画を見た視聴者からの評価は高く、たちまち評判になり、多くの視聴者が
Ｂ教諭の動画を閲覧した。Ｂ教諭は、友人から「視聴者数が多ければ広告収益を得ることができる」
との情報を聞き、広告収益を受け取るための設定を行い、毎月５万円程度を得ていた。

　ウ 　Ｃ教諭は、地域のバスケットボールチームの監督から指導を手伝ってほしいと依頼を受けた。
そこで、週１回勤務を要しない休日だけ手伝うこととした。Ｃ教諭は報酬については受け取って
いないが、毎回、水分補給のために500ml のペットボトルのスポーツドリンクを一本もらっていた。

　エ 　Ｄ教諭は、兄が経営する飲食店が株式会社になるにあたり、兄から会社役員への就任を依頼された。
Ｄ教諭は報酬を受け取らないことや経営にも関わらないことを条件に承諾し、会社役員として 
登記された。その後、約束どおり経営にも関わることなく、報酬も一切受け取っていない。

　１　　ア　　イ
　２　　ウ　　エ
　３　　ア　　イ　　エ
　４　　イ　　ウ　　エ
　５　　ア　　イ　　ウ　　エ
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　　 　ある日の放課後、５人の生徒Ａ～Ｅが、１人ずつ教室を出て帰宅した。Ａ～Ｅのどの生徒も 
自分と自分より先に教室を出た生徒については、何番目に教室を出たのかが分かっている。次の
ア～ウが分かっているとき、確実にいえるものはどれか。１～５から一つ選べ。ただし、教室に
いたのは５人の生徒Ａ～Ｅのみであるものとする。

　ア　Ｅの直前に教室を出たのはＣである。
　イ　ＣとＤは、自分以外の少なくとも１人について何番目に教室を出たのかが分かっている。
　ウ　ＡとＥは、自分と自分以外の全員について何番目に教室を出たのかが分かっている。

　１　Ａが教室を出たのは４番目である。
　２　Ｂが教室を出たのは２番目である。
　３　Ｃが教室を出たのは２番目である。
　４　Ｄが教室を出たのは２番目である。
　５　Ｅが教室を出たのは５番目である。

16



―  17 ―

　　 　次の一文を、あとの文中の空欄に入れて文章を完成させる場合、最も適切な位置はどこか。 
１～５から一つ選べ。

　 　再という言葉は、このように自発的で積極的な意味をもった言葉として、自覚的にも無意識のうち
にも使われてきました。

　再読。再訪。再考。再という言葉を使った日本語を、わたしたちは多く使います。 １ そう 
いうときの再という言葉には、独特の意味合いがこもっています。レクリエーションのレ、リサイ
クルのリ、あるいはリフレッシュのリ。それは、再び、もう一度という意味の再です。 ２
　しかし、再考、再生、再読というときには、もっと積極的な意味がこめられています。再読とは、
読んでもう一度確かめる、あるいは確かにすることであり、再考というのは、考えて確かめる、
考えて確かにしていくという意味合いをこめて使います。 ３
　再というときは、前からあったものをもう一度繰り返すというふうにとらえられがちですが、
そうではなくて、新しい始まり、新たな意味というものを、いま現在のなかにもう一度みちびき
いれようという、積極的な意味合いをつよく含めて使ってきたように思います。再生というときは、
生の確かめなおしであり、昔話や伝承、古い民話などをもう一度現在によみがえらせることを再話
といいます。 ４
　今日のわたしたちに必要なものとして求められている視点は、この再ということではないか。
自覚的に再という視点を自分たちの生き方、考え方のなかに、いま取り戻すことが必要なのでは
ないかと思うのです。 ５

（長田　弘「なつかしい時間」より）
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出典：『長田　弘「なつかしい時間」より』
長田　弘著　株式会社岩波書店
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　　 　次の図１は大阪府における農家戸数と基幹的農業従事者数の推移を示し、図２は2020年の
　　 大阪府における基幹的農業従事者の年齢別割合を示している。あとのア～エのうち、図１、図２

からいえることとして正しいものを〇、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 　1990年から2020年まで５年ごとにみると、販売農家と自給的農家とを合わせた農家戸数も 
基幹的農業従事者数も減り続けている。

　イ 　2020年の自給的農家の戸数は1990年よりも減少しているが、2020年の農家戸数に占める自給的
農家の戸数の割合は1990年の農家戸数に占める自給的農家の戸数の割合よりも増加している。

　ウ 　2020年の50歳未満の基幹的農業従事者数は、同年の80歳以上の基幹的農業従事者数の半分 
よりも少ない。

　エ 　2020年の60歳以上の基幹的農業従事者数は、同年の基幹的農業従事者数の８割以上を占めて
いて10000人よりも多い。

　　　　ア　　イ　　ウ　　エ
　１　　〇　　〇　　×　　×
　２　　〇　　×　　〇　　×
　３　　×　　〇　　〇　　×
　４　　×　　〇　　×　　〇
　５　　×　　×　　〇　　〇
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図１　農家戸数と基幹的農業従事者数の推移
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図２　基幹的農業従事者の
　　　年齢別割合（2020年）

※図2では、年齢別割合を算出する際に四捨五入をしているため合計は100にならない。
（農林水産省「農林業センサス累年統計」「農林業センサス2020」により作成）
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　　 　下図のような O を頂点とする円すいにおいて、線分 AB は底面の円の直径であり、OA ＝ 4、
AB ＝ ２である。点 A から側面を通り、線分 OB と１回交わり、再び点 A まで戻る線のうち、 
最短の長さを１～５から一つ選べ。

　１　　2 2

　２　　2 3

　３　　4

　４　　4 2

　５　　4 3
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　　 　次のクロスワードを完成させた場合、二重線部 の位置に入るアルファベットを組み合
わせてできる単語はどれか。１～５から一つ選べ。

S E

R N

N E I O N

A

I N C

E H

L

　Across（→）
　①　a large place that sells many different types of goods
　④　a formal discussion between people who are trying to reach an agreement
　⑥　a flat green part of a plant

　Down（↓）
　①　when the sun first appears in the morning
　②　using gardening methods without artificial chemicals
　③　a door, a gate that you go through
　⑤　not made or caused by humans
　⑦　a possibility of something happening, especially something that you want
　⑧　a sound, especially a loud or unpleasant one

　１　EUROPE　　　２　FAMOUS　　　３　FUTURE　　　４　OUTPUT　　　５　UPDATE
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　　 　日本における「国民の祝日」は、「国民の祝日に関する法律」の第２条で定められており、９月
の「国民の祝日」には、敬老の日（９月の第３月曜日）と、秋分の日（太陽が秋分点を通過する
瞬間を含む日）の２日がある。

　　　また、休日については、「国民の祝日に関する法律」の第３条で次のように定められている。

・ 　「国民の祝日」は、休日とする。
・ 　「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の

祝日」でない日を休日とする。
・ 　その前日及び翌日が「国民の祝日」である日（「国民の祝日」でない日に限る。）は、 

休日とする。

　　 　このとき、日本における９月の休日について確実にいえるものはどれか。１～５から一つ選べ。
ただし、秋分の日は９月22日と９月23日のいずれかであるものとする。

　１　敬老の日と秋分の日が１週間以上空くことはない。
　２　敬老の日と秋分の日が連続することはない。
　３　秋分の日が金曜日だった場合、敬老の日は必ず９月18日となる。
　４　秋分の日が土曜日だった場合、２週連続で月曜日が休日となることがある。
　５　ある週の月曜日、火曜日、水曜日が３日連続で休日となることがある。

21
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　　 　次の表は、わが国の16歳以上を対象とした調査において、「外国人とどのように意思の疎通を
図っているか」に対して該当する項目を選択した人数の割合（%）について、項目別および年齢層
別に示したものである。この表からいえることとして正しいものはどれか。１～５から一つ選べ。

年齢層
項　目

16～
19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70歳

以上
身振り手振りを交えて話すよう
にしている 63.9 59.0 50.0 56.0 52.3 48.0 35.2

英語などの外国語を使って話す
ようにしている 61.1 57.4 50.0 45.7 43.9 37.3 29.6

やさしい日本語で分かりやすく
話すようにしている 33.3 36.1 40.5 47.4 45.8 46.1 46.5

特に気を使うことなく日本語で
話している 2.8 11.5 22.6 24.1 24.3 31.4 31.0

スマートフォンなどの翻訳ツール
を使っている 30.6 26.2 22.6 23.3 23.4 14.7 5.6

紙やボードに書くなど、筆談を
している 11.1 6.6 3.6 12.1 9.3 4.9 7.0

接することはあるが、話すことは
ない 5.6 1.6 1.2 2.6 2.8 2.9 8.5

※ 表内の数値は、外国人と接する機会が「ある」「時々ある」と回答した人のうち、「外国人とどのように
意思の疎通を図っているか」に対して該当する項目を選択した人数の割合（%）。回答者は、該当する
項目を幾つでも選択した。（文化庁「令和元年度「国語に関する世論調査」の結果について」により作成）

　１ 　すべての年齢層において、割合が最も高くなっている項目は、「身振り手振りを交えて話す 
ようにしている」の項目である。

　２ 　すべての年齢層において、割合の高い上位３つの項目は同じ項目であり、その割合はいずれも
30% を超えている。

　３ 　項目の中には、「40代の年齢層の割合」が最も高くなっている項目があり、また、「50代の 
年齢層の割合」が最も高くなっている項目もある。

　４ 　項目の中には、年齢層が高くなるほど割合が低くなっている項目があり、また、年齢層が高く
なるほど割合が高くなっている項目もある。

　５ 　「16～19歳の年齢層の割合」が最も高くなっている各項目において、いずれも「70歳以上の
年齢層の割合」が最も低くなっている。
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　　 　５つのチームＡ～Ｅが、それぞれ自チーム以外の全チームと１回ずつサッカーの試合を行った
ところ、すべての試合の中で引き分けは３回あった。次のア～オが分かっているとき、確実に 
いえるものはどれか。１～５から一つ選べ。

　ア　ＡチームはＣチームにだけ負けた。
　イ　Ｂチームは２回引き分けたが、１回も負けなかった。
　ウ　ＣチームはＥチームとだけ引き分けた。
　エ　ＤチームはＢチームに負けた。
　オ　Ｅチームは１回も勝つことができなかった。

　１　ＡチームはＤチームとＥチームの両方に勝った。
　２　ＢチームはＤチームとＥチームの両方に勝った。
　３　ＣチームはＢチームとＤチームの両方に負けた。
　４　ＤチームはＣチームとＥチームの両方に勝った。
　５　ＥチームはＡチームとＢチームの両方に負けた。

23
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　　 　次の英文の空欄Ａ～Ｄにそれぞれ下のア～エのいずれかの英文を入れてこの文章を完成させる
場合、最も適切な組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

　A Closer Look at Superfoods

　 　The Internet is full of articles about superfoods.  Ａ   Some think they are 
better than most foods. Maybe we can live a lot longer by eating these foods. Where did the 
word "superfood" come from? And are these foods really so healthy?

　 　The word started to be used in the 1990s.  B   He wanted people to eat 
healthy food. He believed that there are special foods that help our bodies. Some of these 
foods are fruits and vegetables, grains, and nuts. Even brown rice, berries, and dark 
chocolate are super!

　 　Food companies also use the word "superfood." They want to sell new products to people  
who want to eat healthy food.  C   But are these foods better than others? It is 
true that superfoods are good for you. But just eating a lot of fruits, vegetables, and grains 
is good for your health.  D   Eating a balanced diet is the key to good health.

Paul Nation・Casey Malarcher, “Power Reading 1”

　ア　A man wrote a book about cooking.
　イ　So they put this word on their labels.
　ウ　We do not need to look for the word "superfood" on labels.
　エ　These are foods that some people think are very good for you.

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　ア　　イ　　エ　　ウ
　２　　ア　　ウ　　エ　　イ
　３　　ウ　　ア　　イ　　エ
　４　　エ　　ア　　イ　　ウ
　５　　エ　　イ　　ウ　　ア
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著作権保護の観点により、本文を掲載いたしません。

出典：『Power Reading 1』
Paul Nation・Casey Malarcher著　Compass Publishing

34ページ



―  25 ―

　　 　ある中学校の１年１組の生徒に、コーヒー、ココア、サイダー、牛乳、紅茶の５種類の飲み物に
ついて、それぞれ好きか好きでないかどちらかを答えるアンケートを行ったところ、次のア～ウの
ことが分かった。

　ア　サイダーが好きであると答えた生徒は、牛乳が好きであると答えた。
　イ　ココアが好きであると答えた生徒は、紅茶が好きでないと答えた。
　ウ　コーヒーが好きでないまたは紅茶が好きでないと答えた生徒は、牛乳が好きでないと答えた。

　　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　牛乳が好きであると答えた生徒は、サイダーが好きであると答えた。
　２　コーヒーが好きであると答えた生徒は、サイダーが好きでないと答えた。
　３　ココアが好きであると答えた生徒は、コーヒーが好きであると答えた。
　４　サイダーが好きであると答えた生徒は、ココアが好きでないと答えた。
　５　紅茶が好きであると答えた生徒は、牛乳とコーヒーの両方が好きであると答えた。
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　　 　次の文章の内容に合うものとして、最も適切なものを１～５から一つ選べ。

　

今
は
昔
、
高
光
の
少
将
と
申
し
た
る
人
、
出
家
し
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、 

あ
は
れ
に
も
、
や
さ
し
く
も
、
様
々
な
る
事
ど
も
侍
り
け
り
。
な
か
に
も
御
門

の
御
消
息
つ
か
は
し
た
り
け
む
こ
そ
、

「
か
た
じ
け
な
く
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず
は
、
御
心
も
乱
れ
け
ん
か
し
。」

と
、
人
申
し
け
る
。

　
　
都
よ
り
雲
の
上
ま
で
山
の
井
の
横
川
の
水
は
す
み
よ
か
る
ら
む

　
御
返
り
、

　
　

九
重
の
う
ち
の
み
つ
ね
に
恋
し
く
て
雲
の
八
重
た
つ
山
は
す
み
う
し 

　
多
武
峯
に
後
に
は
住
み
給
ひ
し
也
。

（『
古
本
説
話
集
』
よ
り
）

　１ 　高光の少将が出家したとき、御門から「並一通りではないお気持ちで出家したのだろう」と 
心にしみる手紙をもらった。

　２ 　高光の少将が出家したとき、御門から「横川は都よりも住むのによいことだろう」という内容の
和歌が送られた。

　３ 　高光の少将が出家したとき、ある人から「御門からのお手紙で出家の決意が固まっただろう」と
いう手紙が届いた。

　４ 　高光の少将が出家したとき、御門に「横川は住みづらく、幾重にも警戒された都が恋しい」と
和歌で訴えた。

　５ 　高光の少将が出家したとき、ある人と御門とに「横川から多武峯に住まいを移す」という報告の
和歌を送った。
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　　 　図１はわが国における2020年の都道府県別の外国人留学生数を、図２はわが国における2020年 
の都道府県別の外国人留学生数の対前年増加率を、それぞれ階級区分図で示したものである。 
また図３は、図２において対前年増加率の高い上位８都道府県の外国人留学生数（2020年） 
およびその対前年増加率を示したグラフである。

　　　図３のＡ～Ｃに当てはまる県名として正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。
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図１　外国人留学生数

図２　対前年増加率
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　　　　　Ａ　　　　　Ｂ　　　　　Ｃ
　１　　島根県　　　静岡県　　　三重県
　２　　島根県　　　三重県　　　静岡県
　３　　福島県　　　島根県　　　宮崎県
　４　　福島県　　　宮崎県　　　島根県
　５　　三重県　　　静岡県　　　福島県

図３　対前年増加率の高い上位8都道府県

（日本学生支援機構「2020（令和2）年度外国人留学生在籍状況調査結果」により作成）
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　　 　硝酸カリウムの溶解度を、20℃で32、30℃で46とするとき、20℃の硝酸カリウム飽和水溶液
198ｇを30℃まで加熱すると、最大であと何ｇの硝酸カリウムを溶かすことができるか。最も適切
なものを１～５から一つ選べ。ただし、溶解度とは、水100g に溶ける溶質の質量 [ g ] を表す
ものとし、水溶液の水の蒸発は考えないものとする。

　１　　15ｇ
　２　　17ｇ
　３　　19ｇ
　４　　21ｇ
　５　　23ｇ
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　　 　次の文章の空欄Ａ～Ｃに当てはまる語句を入れてこの文章を完成させる場合、最も適切な組合せは
どれか。１～５から一つ選べ。

　 　クラシック音楽の「地元の人」の間には、どうやら「音楽をする」ということについてのはっきり
したイメージがあり、同じようにピアノを弾いていても、ちょっとしたことで彼らにとっては、それが 
「音楽」になったりならなかったりするらしいということ（例えばジャズではそれが「スイングを
している／していない」といった表現になるのだろう）。そしてこの基準はある種の身体感覚のよう 
なもの―音を慈しみながら、語るように音楽を奏でることを心得ているか、それともモノのように
音を処理しようとするかの違い―らしいということ。「あれは音楽だった／音楽ではなかった」と
いう表現を知ってから、随分と私の音楽の聴き方は変わった。しばしば音楽の体験に対して言葉は、
魔法のような作用を及ぼす。言葉一つ知るだけで、それまで知らなかった聴き方をするようになる。
微細な区別がつくようになる。想像力が広がる。そして「地元の人」たちは、「おいしい食べ方」
ならぬ「おいしい語り方」を、いろいろと知っている。逆に輸入音楽の場合、私たちはそれをあまり
知らないのである。

　 　言うまでもないが、何でもかんでも「本場」が一番だと、私は主張したいわけではない。本場 
かぶれくらい滑稽なものはない。しかしながら、音楽の営為が「すること」（作曲と演奏）／「聴く
こと」（享受）／「語ること」（批評）のトライアングルから成ると考えるなら、輸入音楽の場合、 
異文化理解という点で最もハンディが生じやすいのが「 Ａ こと」であるのは、否定出来まい。 
「 B こと」を生業とする人たちにとっては、効率的な技術習得／移入が第一であって、
「 Ａ こと」の勉強は後回しになりがちだろう。「 C こと」に専念したい人もまた、 
あまり面倒なことはしたくない。「よりよく C 」ために知的努力を惜しまないという聴衆は、
そう多くはあるまい。つまり輸入音楽の場合、「 Ａ 」が抜け落ちて、どうしても「 B 」
と「 C 」だけの二極構造になってしまいがちなのである。

（岡田　暁生『音楽の聴き方』より）

　　　　　Ａ　　　　Ｂ　　　　Ｃ
　１　　語る　　　聴く　　　する
　２　　語る　　　する　　　聴く
　３　　する　　　聴く　　　語る
　４　　する　　　語る　　　聴く
　５　　聴く　　　する　　　語る
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出典：『岡田　暁生「音楽の聴き方」より』
岡田　暁生著　中央公論新社

72ページ８行目から73ページ12行目まで



―  31 ―

　　 　正六角形 ABCDEF において、辺 AB、辺 BC、辺 CD、辺 DE、辺 EF、辺 FA の中点をそれぞれ 
G、H、I、J、K、L とする。このとき、六角形 GHIJKL は正六角形である。正六角形 ABCDEF の 
面積を S1、正六角形 GHIJKL 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。

　１　　 2
1

　２　　 3
2

　３　　 4
3

　４　　 5
4

　５　　 6
5

30

A F L

G K

B E

H J

C DI











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 4 11 2 21 5

2 1 12 3 22 5

3 4 13 3 23 1

4 4 14 2 24 4

5 3 15 3 25 4

6 4 16 4 26 2

7 2 17 4 27 2

8 5 18 3 28 4

9 1 19 4 29 2

10 2 20 3 30 3

令和５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


