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二
〇
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度
大
東
文
化
大
学
大
学
院
【
秋
季
】
入
学
試
験 

 

文
学
研
究
科 
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攻
（
修
士
課
程
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次
の
問
題
文
を
読
み
、
問
１
〜
３
に
答
え
な
さ
い 

  

思
う
に
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
人
間
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
極
め
て
無
意
味
な
こ
と
を
し
ま
す
。
あ
る
定
め
ら
れ
た
距
離
を
走
る
。
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
空
間

に
ボ
ー
ル
を
投
げ
（
蹴
り
）
入
れ
る
。
ボ
ー
ル
を
打
ち
合
つ
た
り
し
て
相
手
に
ミ
ス
を
さ
せ
る
…
…
。
つ
ま
り
は
本
質
に
お
い
て
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
す
る
の

で
あ
り
、
こ
れ
は
た
と
え
ば
子
ど
も
が
浜
辺
の
砂
を
右
か
ら
左
へ
移
す
行
為
と
同
様
、
そ
れ
自
体
の
な
か
に
生
産
性
と
か
道
徳
性
と
か
の
価
値
を
云
々
で
き
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
一
〇
秒
で
走
ろ
う
が
九
秒
で
走
ろ
う
が
、
ま
た
球
技
で
い
く
ら
得
点
を
重
ね
よ
う
が
、
そ
の
も
つ
社
会
的
も
し
く
は

経
済
的
な
価
値
、
つ
ま
り
は
二
次
的
な
付
加
価
値
を
こ
と
ご
と
く
剥
ぎ
取
つ
て
し
ま
え
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
よ
う
に
書
け
ば
、
そ
れ
は
身
も
蓋
も
な
い
話
だ
と
の
批
判
を
招
く
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
煎
じ
つ
め
れ
ば
身
も
蓋
も
な
い
こ
と
を
す
る
の
が
ス
ポ
ー
ツ

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
カ
ー
ル
・
デ
ィ
ー
ム
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
ス
ポ
ー
ツ
哲
学
者
が
か
つ
て
熱
心
に
説
い
た
ス
ポ
ー
ツ
の
理
念
、
す
な
わ
ち
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
こ

と
以
外
に
ど
の
よ
う
な
利
益
も
求
め
な
い
と
す
る
考
え
方
と
、
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
性
格
の
ス
ポ
ー
ツ
に
関
し
て
ル
ー
ル

は
、
競
技
の
場
で
選
手
が
ど
の
よ
う
に
走
れ
ば
走
っ
た
と
み
な
す
か
、
ど
の
よ
う
に
シ
ユ
ー
ト
を
決
め
れ
ば
決
め
た
と
み
な
す
か
、
と
い
っ
た
内
容
の
宣
言
を
明
示
し

て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

ス
ポ
ー
ツ
ル
ー
ル
が
行
う
こ
の
宣
言
の
、
選
手
の
行
為
に
直
接
言
及
し
た
部
分
を
行
為
規
範
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
行
為
規
範
は
ま
た
す
ベ
て
、
裁
判
規
範
（
も
し

く
は
制
裁
規
範
）
と
し
て
の
性
格
を
も
併
せ
持
っ
て
い
ま
す
。
行
為
規
範
と
は
、
何
を
せ
よ
、
何
を
す
る
な
と
選
手
に
指
示
す
る
命
令
の
こ
と
で
す
が
、
裁
判
規
範
の

場
合
、
そ
れ
が
命
じ
る
相
手
は
選
手
で
な
く
、
審
判
（
そ
し
て
必
要
な
場
合
、
ス
ポ
ー
ツ
連
盟
の
懲
罰
委
員
会
）
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
何
を
せ
よ
と
い
う
行
為
規
範

に
背
い
た
選
手
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
処
罰
せ
よ
と
審
判
に
命
じ
て
い
る
の
が
裁
判
規
範
で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
後
者
は
、
審
判
が
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
行
為
規
範
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
い
う
行
為
規
範
と
裁
判
規
範
は
コ
イ
ン
の
表
裏
と
同
じ
関
係
に
あ
り
、
一
つ
の
同
じ
実
体
を
、

二
つ
の
方
向
か
ら
眺
め
た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
あ
る
行
為
を
し
た
（
し
な
か
っ
た
）
者
に
は
処
罰
が
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
ル
ー
ル
の
一
般
的
な
表
現
形
式
を
考
え

れ
ば
、
ル
ー
ル
が
こ
の
よ
う
な
二
重
構
造
を
備
え
る
こ
と
は
容
易
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

右
の
よ
う
な
認
識
を
得
る
こ
と
か
ら
、
行
為
規
範
と
し
て
の
ル
ー
ル
は
主
と
し
て
「
法
的
安
定
性
の
確
保
」
に
貢
献
す
る
の
に
対
し
、
裁
判
規
範
と
し
て
の
そ
れ
は

専
ら
「
正
義
の
実
現
」
に
寄
与
す
る
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
ル
ー
ル
機
能
の
認
識
へ
と
私
た
ち
は
導
か
れ
ま
す
。
こ
こ
に
ス
ポ
ー
ツ
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
も
う
一
つ
の

理
由
、
ル
ー
ル
が
担
う
べ
き
い
ま
一
つ
の
機
能
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

（
中
略
） 

 

ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
も
ル
ー
ル
は
明
文
化
さ
れ
た
規
定
を
も
っ
て
、
選
手
に
あ
れ
こ
れ
の
行
動
の
取
り
方
を
指
示
し
ま
す
。
ボ
ー
ル
を
手
に
持
っ
て
何
歩
以
上
歩
く

な
と
か
、
こ
れ
こ
れ
の
危
険
と
み
な
さ
れ
る
行
為
は
す
る
な
と
い
っ
た
命
令
を
下
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
ス
ポ
ー
ツ
の
場
に
お
い
て
法
的
安
定
性
は
確
保
さ
れ
、
違
反

の
あ
っ
た
選
手
に
は
制
裁
が
加
え
ら
れ
て
正
義
の
実
現
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
認
識
だ
け
に
留
ま
る
の
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
経

済
学
史
家
の
内
田
義
彦
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

「
（
た
と
え
ば
民
法
に
あ
る
挙
証
責
任
の
よ
う
な
）
細
か
い
ル
ー
ル
が
歴
史
的
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
が
、
そ
う
し
た
ル
ー
ル
を
な
ぜ
、
ど
う
決
め

た
か
と
い
う
、
も
う
一
つ
奥
に
、
ル
ー
ル
そ
の
も
の
が
な
ぜ
、
な
ん
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
ル
ー
ル
の
意
味
も
わ
か
ら
な
い

し
、
ル
ー
ル
を
直
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
な
い
」。 

 

私
た
ち
も
内
田
義
彦
氏
に
な
ら
っ
て
、
「
ル
ー
ル
そ
の
も
の
が
な
ぜ
、
な
ん
の
た
め
に
あ
る
の
か
」
に
つ
い
て
、「
も
う
一
つ
奥
」
の
と
こ
ろ
を
追
求
す
る
の
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ス
ポ
ー
ツ
ル
ー
ル
が
行
う
各
種
の
具
体
的
な
宣
言
の
奥
に
潜
む
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
特
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
具
体

的
な
言
葉
で
表
現
し
た
の
が
こ
こ
で
い
う
ル
ー
ル
の
第
三
の
機
能
、
す
な
わ
ち
《
面
白
さ
の
保
障
》
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

（
守
能
信
次
『
ス
ポ
ー
ツ
ル
ー
ル
の
論
理
』
（
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
４
１
〜
４
４
、
５
５
〜
５
６
頁
）  
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2023年 10月 14日 

こ
の
部
分
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文
章
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
上
の
問
題
か
ら
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。 



問
１ 

ス
ポ
ー
ツ
の
本
質
に
つ
い
て
一
〇
〇
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。 

  

問
２ 

ス
ポ
ー
ツ
ル
ー
ル
の
性
格
に
つ
い
て
、
一
〇
〇
字
程
度
で
ま
と
め
な
さ
い
。 

  

問
３ 

ス
ポ
ー
ツ
ル
ー
ル
の
変
更
は
珍
し
く
な
い
が
、
問
題
文
に
即
し
て
考
え
る
と
、
な
ぜ
変
更
す
る
の
か
、
一
〇
〇
字
程
度
で
ま
と
め
な
さ
い
。 
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問題 2024年度大東文化大学大学院【秋季】入学試験 

 文学研究科 教育学専攻（修士課程） 

 

 

科  目  名 受験番号： 採 点 欄 

英語（一般方式） 
 

氏  名： 

 

 

 

    問題 以下の英文を読んで、（１）〜（３）について日本語で解答してください。 

 

(1) Teachers do not regard themselves as free agents in the classroom. They experience a number of constraints on their activity which 

influence their aims and ambitions, and, as Leacock (1969, p. 202) has observed:  

 

Teachers cannot simply interact with the children in their classrooms according to their desires and personal style.  

Instead their behaviour often takes on characteristics beyond their immediate aims or intents. They must adapt  

their style, not only to the children but to the institution, to the principal's requirements, to the other teachers'  

attitudes, and to the standards according to which they will be evaluated. 

 

Research in two London comprehensive schools served to affirm the point. （2） The staff clearly distinguished between those things they 

would like to do and those which the real situation permitted, and regularly juxtaposed the 'real' with the 'ideal' circumstances of the 

classroom. They argued that the circumstances in which they operated were far from ideal and that, since the chances of changing the 

situation were remote, they were obliged to adopt approaches which, though not regarded as desirable under ideal circumstances, 

reflected what was possible in 'reality'. As the head of music at one of the schools put it: 

 

Perhaps if I found myself in ideal conditions - which one never expects - I mean, you'd be living in cuckoo-land ... 

you'd never get anything done. So, I tend to get round to doing what I can do with what I've got, as it were. 

 

The notion of ideal circumstances had little relevance for the practice of teaching because teachers neither expected it nor used it as a 

cornerstone for their approach to teaching. More significant for teaching were the uncherished realities of classroom life which guided and 

limited what they regarded as the appropriate forms of activity. （3） Noise was one such limitation. It constituted a practical constraint 

on teacher activity which, whilst acknowledged by teachers, has remained largely neglected by sociologists.  

 

 

 

（１） 下線部(1)について、なぜそのように言えるのでしょうか。本文の主旨を踏まえて説明してください。 

（２） 下線部(2)は、具体的にどのようなことを意味しているでしょうか。事例を挙げつつ、説明してください。 

（３） 下線部(3)は、本文が執筆された当時の教育社会学研究を批判する内容になっています。批判の主旨を説明してください。 

2023年 10月 14日 

この部分に掲載されている文章については、著作権法上の問題から掲載することができませんので、ご了承願います。 
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問題 2024年度大東文化大学大学院【秋季】入学試験 

 文学研究科 教育学専攻（修士課程） 

 

 

科  目  名 受験番号： 採 点 欄 

専門科目 
 

氏  名： 

 

 

 

   【問 1】下記の国立青少年教育振興機構による 4 カ国高校生比較調査の結果（「自分自身について」の項）を踏まえ、下記の問いに答え

よ。解答用紙には（1）（2）のように問題番号を付けて記述すること。 

(1)日本の高校生の自己肯定感の相対的な低さが指摘されているが、それはどのような要因によると推測されるか。 

(2)その他の点で、グラフを見て各国の特徴について気づいた点を記せ。 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     

本調査の「自分自身について」の問いで「とても思う」「まあそう思う」と回答した割合を４か 国で比較すると（図 4-1）、日本は８割

弱の「自分はダメな人間だと思うことがある」が最上位、６割弱の「自分にはどのような適性・能力があるか知っている」と５割強の「今

の自分が好きだ」 が最下位となっており、肯定的自己理解に課題がみられる。(中略)こうした主観的ウェルビーイングの低さはかねてから

指摘されており、国による文化差も要因の１つとされる。 

 

※引用：国立青少年教育振興機構（2023）「高校生の進路と職業意識に関する調査報告書 －日本・米国・中国・韓国の比較－」 

2023年 10月 14日 



2 

 

 

【問 2】子どもの自尊感情(Self Esteem) に関する 3～5 ページの文章を読み、以下の問いに答えなさい。解答用紙には（1）

（2）のように問題番号を付けて記述すること。 

 

(1) ウィリアム・ジェームズの公式から考えると、Self-esteem を高めるためにはどのようなことが必要であると考えられる

か？また、著者はその発想はなぜ問題であると筆者はとらえているだろうか？ 

 

(2) 著者が規定する SB, sB, sb, Sb（図 1）の 4 つの自尊感情のタイプに当てはまるのはどのような子どもだろうか？それぞ

れの子どもの姿・特徴を想像して具体的に描き出してみよう。自分自身や学校で出会った友だちなどを例にあげながら説明し

ても良い。 

 

(3) SB を除く 3 つの自尊感情タイプの子どもがいた場合、それぞれが抱えている課題を改善するためには、学校や家庭におい

て、教師や養育者は子どもにどのような体験をさせる実践や取り組みが有効だろうか？3 つのタイプそれぞれについて具体的

な例をあげて記述すること。 



3 

 

  

この部分に掲載されている文章については、著作権法上の問題から掲載することができませんので、ご了承願います。 
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この部分に掲載されている文章については、著作権法上の問題から掲載することができませんので、ご了承願います。 



5 

 

 

※引用：近藤卓（2013）『子どもの自尊感情をどう育てるか―そばセット(SOBA-SET)で自尊感情を図る―』ほんの森出版 

この部分に掲載されている文章については、著作権法上の問題から掲載することができませんので、ご了承願います。 



問題・解答 

二
〇
二
四
年
度
大
東
文
化
大
学
大
学
院
【
春
季
】
入
学
試
験 

 

文
学
研
究
科 

教
育
学
専
攻
（
修
士
課
程
） 

  

 

次
の
問
題
文
を
読
み
、
問
１
〜
３
に
答
え
な
さ
い 

  

人
格
の
骨
格
を
、
個
人
を
と
り
ま
く
人
間
関
係
・
社
会
関
係
の
反
映
の
総
体
と
し
て
と
ら
え
、
学
力
な
ど
の
達
成
諸
能
力
を
こ
の
骨
格
に
寄
り
そ
い
、
骨
格

の
論
理
に
含
み
こ
ま
れ
な
が
ら
も
相
対
的
に
独
立
し
た
人
格
の
肉
と
な
る
要
素
で
あ
る
と
み
る
こ
と
は
、
人
格
の
形
成
と
そ
の
指
導
に
と
っ
て
、
有
効
な
指
針

を
与
え
る
。 

 

例
え
ば
、
非
行
少
年
を
立
ち
な
お
ら
せ
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
そ
の
少
年
の
考
え
方
を
変
更
さ
せ
よ
う
と
お
お
い
に
努
め
て
き
た
が
、
ほ
と
ん
ど
成
功
し
な

か
っ
た
。
深
い
反
省
と
決
意
と
を
教
師
の
前
で
見
せ
な
が
ら
も
、
教
師
の
も
と
を
去
っ
た
と
き
に
は
、
た
ち
ま
ち
非
行
集
団
の
一
員
と
し
て
、
再
び
非
行
を
繰

り
返
す
の
で
あ
る
。
非
行
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
人
間
関
係
・
社
会
関
係
か
ら
足
を
洗
う
か
、
そ
の
よ
う
な
関
係
と
み
ず
か
ら
闘
う
か
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
決

し
て
立
ち
な
お
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
人
格
の
形
成
は
、
人
間
を
望
ま
し
い
人
間
関
係
・
社
会
関
係
に
お
い
て
お
け
ば
、
ひ
と
り
で
に
う
ま
く
い
く
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
望
ま
し
い

関
係
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
そ
の
関
係
が
人
間
に
反
映
す
る
こ
と
と
は
、
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
格
の
形
成
を
め
ざ
す
教
育
学
は
、
そ
の
反

映
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

こ
の
道
筋
の
解
明
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、「
は
た
ら
き
か
け
る
者
が
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
る
」
と
い
う
原
則
を
堅
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
た

ち
は
子
ど
も
に
お
説
教
を
す
る
。
し
か
し
、
お
説
教
を
す
る
こ
と
で
、
い
ち
ば
ん
教
育
さ
れ
て
い
る
の
は
教
師
自
身
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
必
要
が
あ
る
。 

 

人
間
は
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
を
変
更
す
る
。
対
象
が
も
っ
て
い
る
諸
性
質
を
、
知
ら
な
か
っ
た
状
態
か
ら
知
っ
て
い
る
状

態
に
変
更
す
る
と
い
う
認
識
の
上
で
の
変
更
も
あ
る
し
、
対
象
の
性
質
に
合
致
し
た
行
動
の
し
方
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
更
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

対
象
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
対
象
か
ら
規
定
さ
れ
て
自
己
を
変
更
す
る
こ
と
を
、
反
映
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
い
う

反
映
と
は
、
鏡
の
よ
う
な
も
の
の
反
映
を
ィ
メ
ー
ジ
す
る
と
誤
解
を
招
く
。
ま
た
、
認
識
の
問
題
に
の
み
限
定
し
て
反
映
を
と
ら
え
る
こ
と
も
適
切
で
は
な
い
。

水
道
の
蛇
口
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
水
が
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
ひ
ね
り
方
と
い
う
行
動
の
し
方
の
問
題
で
あ
る
。
反
映
は
認

識
と
行
動
の
両
面
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
面
に
お
い
て
対
象
に
つ
い
て
の
認
識
と
行
動
能
力
と
を
よ
り
豊
か
な
方
向
に
自
己

を
変
更
す
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
学
習
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 

 

人
間
の
行
動
は
、
通
常
は
、
対
象
に
つ
い
て
の
何
ら
の
認
識
を
も
た
ず
、
何
ら
の
行
動
能
力
を
も
用
意
せ
ず
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
す

で
に
何
ら
か
の
認
識
と
行
動
能
力
を
も
ち
、
そ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
一
定
の
目
的
と
方
法
上
の
見
通
し
と
を
も
っ
て
は
た
ら
き
か
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
成
立
す
る
学
習
は
再
学
習
・
再
確
認
・
修
正
・
追
加
と
い
う
形
を
と
る
。
ま
た
こ
の
場
合
、
す
で
に
も
っ
て
い
る
認
識
と
行
動
能
力
と
は
、
み
ず

か
ら
の
直
接
的
経
験
の
産
物
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
て
、
ほ
か
か
ら
の
伝
達
・
継
承
で
あ
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
人
間
の
行
動
が
目
的
と
方
法
的
見
通
し
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、「
は
た
ら
き
か
け
る
者
が
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
る
」
と
い
う
原
則
に
、
鋭
い
特

質
を
与
え
る
。
た
だ
単
に
は
た
ら
き
か
け
た
結
果
と
し
て
反
映
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
は
た
ら
き
か
け
よ
う
と
す
る
目
的
意
志
と
方
法

的
な
見
通
し
を
も
つ
こ
と
自
体
が
、
す
で
に
は
た
ら
き
か
け
よ
う
と
す
る
当
人
の
自
己
変
更
を
う
な
が
し
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
試
合
出

場
を
決
心
し
た
運
動
選
手
は
、
決
心
と
同
時
に
心
と
体
と
を
そ
の
た
め
に
準
備
し
は
じ
め
る
。
そ
し
て
、
準
備
す
る
こ
と
の
な
か
に
自
己
の
生
き
が
い
を
感
じ

て
い
る
。
洋
服
の
購
入
を
決
心
し
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、
洋
服
の
色
や
柄
に
関
心
を
も
ち
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
身
だ
し
な
み
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
大

切
な
の
だ
と
み
ず
か
ら
確
信
す
る
。
人
間
は
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
行
動
が
現
実
的
に
行
わ
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
自
己
の
行
動
や
考
え
を
目
的
の
方
向
に
統

制
し
は
じ
め
、
目
的
が
も
つ
で
あ
ろ
う
価
値
を
、
す
で
に
わ
が
も
の
と
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
と
き
に
は
、
あ
る
決
心
を
す
る
こ
と
で
、
ガ
ラ
リ
と
人
が
変

わ
っ
た
よ
う
に
な
る
ほ
ど
の
大
自
己
変
革
を
お
こ
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
目
的
的
行
動
を
行
う
人
間
と
い
う
動
物
の
、
ま
こ
と
に
人
間
ら
し
い
特
質
で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

（
城
丸
章
夫
「
子
ど
も
の
人
格
形
成
と
教
科
外
教
育
」（『
講
座
日
本
の
学
力
１
０ 

教
科
外
教
育
』
日
本
標
準
、
１
９
７
９
年 

所
収
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こ
の
部
分
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文
章
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
上
の
問
題
か
ら
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。 



 
問
１ 
人
格
形
成
に
と
っ
て
、
人
間
関
係
・
社
会
関
係
の
反
映
の
総
体
を
骨
格
と
捉
え
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
一
〇
〇
字
程
度
で
述
べ
な
さ
い
。 

   

問
２ 

人
格
形
成
の
指
導
に
お
け
る
学
習
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
一
〇
〇
字
程
度
で
ま
と
め
な
さ
い
。 

  

問
３ 

傍
線
部
「
人
間
の
行
動
が
目
的
と
方
法
的
見
通
し
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
が
、
人
格
形
成
の
指
導
に
ど
の
よ
う
な
特
質
を
あ
た
え
る
か
、
文
章
全
体
の
趣
旨
を

ふ
ま
え
て
、
一
〇
〇
字
程
度
で
ま
と
め
な
さ
い
。 

    
 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
 

100字   

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
 

100字   

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
 

100字   

 

 

 



問題・解答 2024年度大東文化大学大学院【春季】入学試験 

 文学研究科 教育学専攻（修士課程） 
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問題 以下の英文を読んで、（１）〜（３）について日本語で解答してください。 

 

We live in an age when there is （1）great optimism about the power of education to influence the well-being of individuals and nations. 

Parents and caregivers see education as a way for their children to improve on their own lives by building an understanding of their place 

in the world. It is also the principle means by which young people, by passing exams and gaining credentials, can gain an advantage in the 

labour market. Teachers, as they always have, hope to pass on the wisdom of generations in equipping students for the future. 

Yet, while it can appear as if little has changed in education ---students still walk through the school gates, university lecturers still speak 

to massed ranks of under-graduates--- economic, political, and social changes over the past thirty years have fundamentally altered the 

nature and prospects for education.  

Education holds a unique position in modern societies because many people believe that it benefits society at the same time as meeting 

the aspirations of students and their parents. (2) This faith in formal education has been strengthened in recent times as advances in 

knowledge and scientific understanding have been seen to play a decisive role in maintaining material and social progress both within 

developed and developing countries. 

It is through science that we develop the technologies intended to improve our material well-being, while through the humanities it is 

hoped that moral and social progress can also be achieved. But what strengthens this faith is the idea that it is a source of social justice and 

national efficiency: that education offers students the promise of equality of opportunity irrespective of social background, gender, or 

ethnicity, while providing the economy with an educated workforce. 

In this link between education and progress we see one of the key assumptions that many have held, that educational institutions are in 

some senses separate or removed from the rest of society. And, because of this relative autonomy individuals are able to develop their 

potential irrespective of the contrasting worlds that students inhabit beyond the school gates. It is thought that through disciplined study, 

students can learn to develop the foresight to transcend narrow self-interests or world-views. In part, such ideas reflect a tradition of thought 

that goes back to the Enlightenment in which reason, imparted through education, was seen as fundamental to the project of the 

'perfectibility of man' (Passmore 2000). 

(3) But we need to ask whether this faith in education can be repaid.  
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（１） 下線部(1)は、具体的にどのようなことを意味しているでしょうか。説明してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 下線部(2)は、具体的にどのようなことを意味しているでしょうか。説明してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（下線部(3)に示された筆者の問題提起について、あなたはどのように考えますか。具体例を挙げつつ、論じてください。 

 



 

 

問題・解答 

 

2024年度大東文化大学大学院【春季】入学試験 

 文学研究科 教育学専攻（修士課程） 

 

 

科  目  名 受験番号： 採 点 欄 

専門科目 
 

氏  名： 

 

 

 

  【問題】＜資料１＞において例示されている小学校 4 年生男児 A の問題について、担任教師の相談を受けたスクールソーシャルワーカー

（SSWer）は、エコロジカルな観点から①児童個人の問題、②家庭内で生じている事柄からの影響、③親と社会との関係、④社

会・経済の状況、⑤制度・政策の不備という視点からアセスメント（見立て）を行い、教員らとともに A と A の家族への支援を

展開したといいます。 

   （問１）①～⑤の各層には、それぞれどのような問題があると分析されているでしょうか？  

（問２）①～⑤の各層の問題を改善・解消するためには、さまざまな役割を担う人々が存在します。誰が（人や組織・機関）どのような

支援・改善を行うことが考えられるでしょうか？個別の役割だけでなく、人や組織の間の連携・協力の仕方も含めて考えてくだ

さい。 

（問３）あなた自身が児童 A の担任であったとしたら、教師の専門性とスクールソーシャルワーク（SSW）の視点を踏まえて、どのよ

うな事をすべきか、できるかを考察してください。 

   

 ※解答は、以下に（問１）①、②のように番号を付して記述すること。 
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資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

今、学校で起こっていること 

いじめ、不登校、暴力行為、学力不振や授業参加困難など、学校内で課題となっている事柄は様々

あり、教員による指導や学校内での取り組みだけでは対応しきれない事案も多い。それは、子どもが

抱える困難や学校内で “現象として生じている” 問題行動等は、子ども個人の特性や心情等のみに起

因するわけではなく、家庭や地域社会、学校制度や法律、社会情勢、テクノロジーの発達など様々な

事柄から影響を受けて生じているからである。そして、課題や問題の解決にあたっては、生じている

事象の全体像を、人々を取り巻く「環境」も含めて考えなければならないからでる。ここでいう「環

境」とは主に社会環境のことで、多くの人々にとって一番身近な環境は家族であろう。そして、友達

や教師、学校、病院、地域社会、制度、文化など様々なものを、個人と影響し合っている環境ととら

える。 

 

ソーシャルワークの視点 

人々が生活するうえで経験する事柄を、その人を取り巻く環境も含めてとらえる視点は、生態学的

視点（エコロジカル視点）といわれ、ソーシャルワークの基本となるものの見方である。この生態学

的視点を使って、1 つの短い事例を説明してみたい。 

小学 4 年生の男児 A は、授業中落ち着きがなく、周囲の子にちょっかいをかけたり、勝手に席を立

って教室から出ていったりする。成績は芳しくなく、小学校 2 年生程度の学力である。気に入らない

ことがあると、大声で叫んだり、暴力をふるったりする。にらみつけるかと思うと、極端に人を避け

たりもする。 

対応に苦慮した担任は、スクールソーシャルワーカー(SSWer)に支援の要請を行った。SSWer が学

校を訪れ事情を訊くと、担任は「A は、発達障害だと思うんです。正直、普通学級でやっていくのは

難しいと思うので、SSWer さんから特別支援学級への転籍を勧めてもらいたいのです。」と述べた。 

A の個人特性として発達障害の可能性は無視できないものの、学校での A の行動や学力不振には

ほかにも要因があるのではないかと SSWer は考えた。そこで SSWer は、A が発達障害かどうか、ま

た特別支援学級へ転籍すべきかの判断はひとまず置いておいて、先に、今 A がどのような状況 （環

境）にいるのかを調べることにした。その結果、次のようなことが分かった。 

A は家庭で両親から身体的・精神的な虐待を受けていた。家庭でのストレスが、問題行動や、授業

に集中できないことにつながっていると思われた。父親は、酒を飲んでは A や妻（A の母親）に怒鳴

り散らし、時には暴力をふるうこともあった。一方母親も、A が母親の言うことを聞かないと、感情

的に A を叱りつけていた。 

しかし、もともと 父親はそれほど酒を飲むたちではなかったし、どちらかといえば子煩悩だった

ようである。A が 1 年生の時には学校行事にも来ていたとのことである。失業して以来、再就職 先

が見つからない日々が続き、イライラと不安が募っていた。父親は自らの落ち度で仕事をクビになっ

たわけではない。会社の経営が悪く、リストラ対象になってしまったのである。A の住んでいる町は、

人口減少により新たな雇用はない。そもそも社会全体が不況に陥っている。失業者への補償も十分で

はない。 

母親は、A が幼いころから A のことを A の兄に比べて 「育てにくい子だ」と感じていたが、2 年

前に夫(A の父親）が失業するまでは A につらく当たるようなことはなかった。パートタイムで働く

自分に一家の家計すべてがのしかかり、夫とのいざこざが増えるにしたがって、A を感情的に叱りつ

けることが増えた。学校から電話があった日には特にひどくなった。 

この事例からわかることは、A がとても苦しい家庭環境で生活しているということである。そして、

経済的に困窮した生活で、両親もまた苦しんでいるということである。そのような中、学校からの連

絡は母親のストレスを増長させる要因にしかなっていないと思われる。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

※出典：馬場幸子（2023）「スクールソーシャルワークとは」 山本理絵・望月彰（責任編集）『教育と福

祉が出会う支援―子ども・教師・専門職がつながる学校・地域をめざして―』p.29-31. 

※本文レイアウトの変更、見出し番号、脚注の省略がある。 

この部分に掲載されている文章については、著作権法上の問題から掲載することができませんので、ご

了承願います。 


