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１

．
は
じ
め
に

本
論
文
は
、
学
童
保
育
実
践
者
は
子
ど
も
の
声
を
拾
え
て
い
る
の
か
、
学
童
保
育
が

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
安
心
で
き
る
場
に
な
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
筆
者
の
経
験
に
も

と
づ
い
た
問
題
意
識
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
学
童
保
育
実
践
者
が
専

門
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
た
め
の
１

つ
の
視
点
と
し
て
身
体
的
対
話
に
注
目
す
る
。

そ
し
て
学
童
保
育
実
践
に
お
け
る
身
体
的
対
話
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
そ
の
視
点
か
ら

学
童
保
育
実
践
者
の
専
門
性
を
捉
え
直
し
、
新
た
な
専
門
性
と
そ
の
形
成
方
法
を
提
示

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

．
学
童
保
育
実
践
者
の
課
題

先
行
研
究
や
実
践
者
の
実
践
記
録
そ
し
て
筆
者
自
身
の
実
践
経
験
を
踏
ま
え
る
と
、

実
践
者
が
抱
え
る
課
題
と
し
て
「
実
践
者
と
し
て
の
縛
り
」
に
み
る
課
題
、
専
門
性
形

成
方
法
に
み
る
課
題
、「
子
ど
も
理
解
」
に
み
る
課
題
の
３

つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
で

も
「
子
ど
も
理
解
」
に
み
る
課
題
に
焦
点
を
当
て
る
。
子
ど
も
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
欠
か
せ
な
い
が
、
実
践
者
は
時
に
言
葉
に
頼
り
す
ぎ
て

し
ま
う
こ
と
や
子
ど
も
の
言
動
を
表
面
的
に
判
断
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
実
践
者

ら
の
実
践
記
録
）
1
（

か
ら
子
ど
も
を
理
解
す
る
に
は
子
ど
も
の
言
動
に
含
ま
れ
る
身
体
を
通

し
た
語
り
や
言
動
の
背
景
と
向
き
合
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

３

．
視
点
と
し
て
の
身
体
的
対
話

こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
１

つ
の
視
点
と
し
て
身
体
的
対
話
に
注
目
す
る
。
本
論

に
お
け
る
「
身
体
」
は
存
在
そ
の
も
の
で
あ
り
、
常
に
「
人
間
的
志
向
性
」
と
し
て
の

身
体
の
語
り
を
表
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
。
ま
た
「
対
話
」
は
身
体
と
言

語
を
相
互
に
関
連
さ
せ
て
、
相
手
の
意
図
を
く
み
取
り
な
が
ら
自
ら
も
表
出
・
表
現
す

る
と
い
う
理
解
に
向
け
た
相
互
行
為
で
あ
る
と
捉
え
る
）
2
（

。
そ
し
て
身
体
的
対
話
）
3
（

を
、
人

と
人
が
身
体
の
語
り
を
受
け
と
め
同
調
し
共
有
し
合
い
な
が
ら
、
自
分
と
他
者
が
共
に

変
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
こ
う
し
た
身
体
的
対
話
は
学
童
保
育
実
践

で
も
生
じ
て
い
る
）
4
（

。
子
ど
も
の
身
体
の
語
り
に
気
づ
く
た
め
に
も
、
実
践
者
は
他
者
と

の
関
わ
り
の
な
か
で
自
分
の
身
体
性
を
見
つ
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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要

身
体
的
対
話
か
ら
み
る
学
童
保
育
実
践
者
の

専
門
性
と
そ
の
形
成
方
法
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（
１

）
橋
本
晶
子
（2018

）「
言
葉
で
通
じ
あ
え
な
く
て
も
…
」（
日
本
学
童
保
育
学
会
編
『
学
童
保
育
』
第
８

巻
）、
35-

41
頁
、
石
田
か
づ
子
・
増
山
均
編
（2019

）『
静
か
だ
っ
た
ら
学
校
と
同
じ
じ
ゃ

ん
』
新
日
本
出
版
社
、
17-

20
頁
。

（
２

）
角
野
幸
代
（1993

）「『
わ
れ
│
な
ん
じ
』
関
係
と
し
て
の
子
ど
も
│
子
ど
も
を
捉
え
る
視
座
の
研
究
」
日
本
教
育
方
法
学
会
紀
要
『
教
育
方
法
学
研
究
』
第
19
巻
、
15-

16
頁
、
榎
沢
良
彦
（2018

）

『
幼
児
教
育
と
対
話
│
子
ど
も
と
と
も
に
生
き
る
遊
び
の
世
界
』
岩
波
書
店
、
192
頁
、
竹
内
敏
晴
（2001

）『
思
想
す
る
か
ら
だ
』
晶
文
社
、
206
頁
。

（
３

）
榎
沢
（2018

）
は
身
体
的
対
話
を
「
身
体
的
受
容
」「
身
体
空
間
の
生
成
」「
身
体
的
同
調
」「
行
動
の
誘
発
」「
志
向
性
の
相
乗
り
と
共
有
」
の
５

つ
に
分
類
し
て
い
る
（
196
頁
）。
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４

．
身
体
的
対
話
か
ら
み
る
学
童
保
育
実
践
者
の
専
門
性

本
論
で
は
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
て
き
た
子
ど
も
、
実
践
者
及
び
地
域
が
共
に
創
っ
て

い
く
学
童
保
育
の
共
同
性
）
5
（

に
加
え
、
実
践
者
と
子
ど
も
が
実
践
の
中
で
出
会
い
、
受
け

と
め
合
い
、
応
答
し
合
う
こ
と
で
生
ま
れ
る
生
の
共
同
性
）
6
（

を
新
た
に
学
童
保
育
の
共
同

性
と
し
て
提
示
し
、
こ
れ
ら
の
視
点
や
身
体
的
対
話
を
含
む
専
門
性
と
し
て
「
共
同
理

解
」
と
い
う
概
念
を
提
示
す
る
。「
共
同
理
解
」
と
は
他
者
と
の
応
答
の
中
で
他
者
の

生
を
自
ら
の
生
に
取
り
入
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
を
変
容
さ
せ
共
に
創
造
し
て

い
く
中
で
形
成
さ
れ
る
理
解
で
あ
り
、
共
同
で
学
童
保
育
と
い
う
生
活
を
創
っ
て
い
く

上
で
生
み
だ
さ
れ
る
理
解
で
も
あ
る
。

そ
し
て
「
共
同
理
解
」
は
開
在
性
、
対
話
、
理
解
と
い
う
３

つ
の
要
素
か
ら
成
る
。

学
童
保
育
に
お
け
る
開
在
性
に
は
、
他
者
と
共
に
自
ら
の
身
体
感
覚
を
開
い
て
い
く
身

体
的
開
在
性
と
、
学
童
保
育
が
保
護
者
や
地
域
な
ど
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
く
社
会
的

開
在
性
が
あ
る
。
対
話
に
は
身
体
を
通
し
て
行
う
身
体
的
対
話
と
言
語
を
主
と
し
て
用

い
る
言
語
的
対
話
が
あ
る
。
理
解
に
は
相
手
を
評
価
し
、
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相

手
を
「
し
る
」
理
性
的
理
解
と
、
相
手
の
目
に
見
え
な
い
気
持
ち
や
思
い
が
自
分
自
身

の
身
体
を
通
じ
て
「
わ
か
る
」
感
性
的
理
解
が
あ
る
）
7
（

。
こ
れ
ら
は
両
者
を
連
動
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
以
上
か
ら
図
１

で
示
す
よ
う
に
、「
共
同
理
解
」
は
開
在
性
、

対
話
、
理
解
と
い
う
３

つ
の
要
素
が
循
環
す
る
中
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
と

相
手
が
両
者
の
生
を
取
り
入
れ
な
が
ら
自
分
の
生
を
創
造
す
る
過
程
の
中
で
、
共
に
変

容
し
生
み
だ
さ
れ
て
い
く
理
解
で
あ
る
。

日
本
学
童
保
育
士
協
会
（2018

）
は
、「
子
ど
も
を
理
解
し
、
関
わ
る
力
」、「
学
童

保
育
を
運
営
す
る
力
」、「
保
護
者
や
地
域
を
つ
な
げ
る
力
」、「
実
践
を
省
察
し
、
創
造

す
る
力
」
を
学
童
保
育
実
践
者
の
専
門
性
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
）
8
（

。
本
論
で
は
「
共

同
理
解
」
を
「
子
ど
も
を
理
解
し
、
関
わ
る
力
」
を
発
展
さ
せ
た
概
念
と
し
て
提
示
し
、

他
の
３

つ
の
専
門
性
を
「
共
同
理
解
」
の
視
点
か
ら
捉
え
直
す
。
そ
れ
は
実
践
者
が
学

童
保
育
の
理
念
な
ど
で
開
在
性
を
踏
ま
え
た
対
話
を
行
い
、
そ
の
過
程
の
中
で
「
共
同

理
解
」
を
子
ど
も
た
ち
と
形
成
し
、
保
護
者
や
地
域
の
人
も
含
め
て
学
童
保
育
づ
く
り

を
行
っ
て
い
く
「
学
童
保
育
を
運
営
す
る
力
」、
子
ど
も
を
理
性
的
に
も
感
性
的
に
も

理
解
し
た
実
践
者
が
保
護
者
に
対
し
て
代
弁
的
役
割
を
果
た
し
、
学
習
の
組
織
者
と
し

て
変
容
を
期
待
し
な
が
ら
、
子
ど
も
や
保
護
者
及
び
地
域
の
人
を
つ
な
げ
て
い
く
「
保

護
者
や
地
域
を
つ
な
げ
る
力
」、
実
践
の
記
録
を
蓄
積
し
自
己
省
察
や
共
同
省
察
と
関

連
さ
せ
て
、
実
践
中
の
無
意
識
の
言
動
を
意
識
化
さ
せ
、
他
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
実

践
の
幅
を
広
げ
て
い
く
「
実
践
を
省
察
し
創
造
す
る
力
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
学
童
保

育
実
践
者
の
専
門
性
と
は
「
共
同
理
解
」
を
通
し
て
他
者
と
共
に
自
分
と
他
者
、
さ
ら

に
は
学
童
保
育
自
体
を
変
容
さ
せ
創
り
上
げ
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
共
同
理
解
」
の
形
成
に
は
、
実
践
者
が
身
体
的
・
精
神
的
に
子
ど
も
を
受
容

す
る
こ
と
で
子
ど
も
に
と
っ
て
安
心
・
安
全
の
場
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
養
護
・

ケ
ア
機
能
」、
学
童
保
育
に
関
わ
る
全
て
の
人
が
働
き
か
け
、
働
き
か
け
ら
れ
な
が
ら

共
に
変
容
し
て
い
く
「
教
育
機
能
」、
楽
し
ん
で
い
る
・
ワ
ク
ワ
ク
す
る
と
い
っ
た
動

的
な
遊
び
を
生
み
出
し
、
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
の
生
成
を
保
障
し
て
い
く
「
遊
び
機
能
」
と

い
う
３

つ
の
機
能
）
9
（

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
図
２

に
示
す
よ
う
に
、
実

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

（
４

）
本
論
文
第
３

章
第
３

項
の
事
例
１

、
２

参
照
。

（
５

）
増
山
均
（2015

）『
学
童
保
育
と
子
ど
も
の
放
課
後
』
新
日
本
出
版
社
、
28-

31
頁
。

（
６

）
実
践
者
と
子
ど
も
の
間
で
は
相
手
の
生
を
自
ら
の
中
に
取
り
込
み
包
摂
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
で
子
ど
も
の
生
あ
る
い
は
実
践
者
の
生
が
変
容
し
、
創
造
さ
れ
る
（
榎
沢
、
前
掲
、
27
頁
）。

（
７

）
室
田
一
樹
（2016

）『
保
育
の
場
で
子
ど
も
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
〜
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
述
か
ら
〝
し
る
〞
と
〝
わ
か
る
〞
を
考
え
る
〜
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
６-

10
頁
。

（
８

）
日
本
学
童
保
育
士
協
会
編
（2018

）『
テ
キ
ス
ト
「
学
童
保
育
士
・
基
礎
」
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
日
本
機
関
紙
出
版
セ
ン
タ
ー
、
56
頁
。
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践
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
沿
っ
た
働
き
か
け
を
行
い
、
実
践
を
省
察
し
検
討
し
て
い

く
こ
と
で
「
共
同
理
解
」「
運
営
力
」「
つ
な
げ
る
力
」「
実
践
を
省
察
し
創
造
す
る
力
」

と
い
う
専
門
性
を
形
成
し
て
い
く
。
実
践
を
省
察
す
る
こ
と
は
専
門
性
を
形
成
し
て
い

く
た
め
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
学
童
保
育
の
３

つ
の
機
能
と
専
門

性
を
つ
な
ぐ
か
け
橋
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

５

．「
共
同
理
解
」
に
向
け
た
専
門
性
形
成
の
方
法

最
後
に
「
共
同
理
解
」
と
い
う
専
門
性
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
３

つ
の
方
法
を
提

示
す
る
。
１

つ
目
は
「
遊
ぶ
」
こ
と
で
あ
る
。
遊
び
は
実
践
者
を
縛
り
か
ら
解
放
し
、

そ
れ
に
伴
い
実
践
者
は
相
手
と
の
相
互
応
答
に
身
を
任
せ
る
よ
う
に
な
る
。
実
践
者
の

身
体
感
覚
が
開
か
れ
る
た
め
子
ど
も
も
実
践
者
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
く
。
そ
こ
か
ら

開
在
性
や
身
体
的
対
話
も
生
ま
れ
、
言
語
的
対
話
や
感
性
的
理
解
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

く
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
的
特
性
は
既
存
の
専
門
性
の
枠
及
び
専
門
性
形
成
の
枠

を
広
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

２

つ
目
は
「
記
録
し
、
省
察
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
継
続
的
に
記
録
を
残
す
こ
と
で

実
践
中
に
気
づ
か
な
か
っ
た
子
ど
も
の
身
体
的
な
語
り
を
言
語
化
し
、
実
践
を
自
己
省

察
す
る
こ
と
で
実
践
者
が
実
践
中
に
生
じ
て
い
る
開
在
性
、
対
話
、
理
解
を
意
識
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
実
践
者
同
士
で
共
同
省
察
す
る
こ
と
で
多
様
な
価
値
観
が

交
叉
し
、
子
ど
も
を
理
性
的
に
理
解
す
る
こ
と
や
自
ら
の
視
点
を
意
識
化
す
る
こ
と
に

も
つ
な
が
る
。
こ
の
記
録
、
自
己
省
察
及
び
共
同
省
察
を
関
連
さ
せ
る
こ
と
で
、
開
在

性
、
対
話
、
理
解
の
循
環
を
生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
方
法
的
特
性
は
自
分

の
価
値
観
を
意
識
化
し
、
他
者
の
価
値
観
を
交
叉
さ
せ
る
こ
と
で
実
践
を
よ
り
深
め
て

い
く
こ
と
で
あ
る
。

３

つ
目
は
「
場
を
つ
く
る
」
こ
と
で
あ
る
。
実
践
者
同
士
で
交
流
の
場
を
作
り
、
そ

こ
で
得
た
学
び
や
気
づ
き
を
各
自
の
現
場
な
ど
に
還
元
さ
せ
て
い
く
サ
イ
ク
ル
を
生
み

だ
す
。
ま
た
遊
び
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
身
体
感
覚
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
実
践
者
の

開
在
性
が
形
成
さ
れ
、
対
話
が
生
ま
れ
、
そ
こ
に
参
加
す
る
実
践
者
の
こ
と
ば
で
は
拾

い
き
れ
な
い
思
い
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
り
実
践
者
同
士
の
「
共

同
理
解
」
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
法
的
特
性
は
、
実
践
者
同
士
や
実
践

者
と
子
ど
も
な
ど
の
多
様
な
人
及
び
「
遊
ぶ
」「
記
録
し
、
省
察
す
る
」
な
ど
の
多
様

な
方
法
を
つ
な
ぐ
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
遊
ぶ
」「
記
録
し
、
省
察
す
る
」「
場
を
つ
く
る
」
と
い
う
３

つ
の

方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
も
開
在
性
、
対
話
、
理
解
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
こ
れ
ら
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
３

つ
の
要
素
の
循
環
を
起
こ
し
、「
共

同
理
解
」
の
形
成
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
践
者
は
こ
れ
ら
の
方
法
を
連
動
さ

せ
て
い
く
こ
と
で
既
存
の
専
門
性
の
形
成
方
法
の
枠
を
広
げ
、
実
践
を
よ
り
深
め
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

６

．
お
わ
り
に

本
論
で
は
主
に
実
践
者
と
子
ど
も
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
身
体
的
対
話
か
ら
み
る

専
門
性
と
し
て
の
「
共
同
理
解
」
を
論
じ
て
き
た
が
、「
共
同
理
解
」
は
実
践
者
と
子
ど

も
の
関
係
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
保
護
者
や
地
域
と
の
関
係
に
お
い
て
も
生
み
だ
さ
れ

て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
今
後
の
研
究
で
は
、
保
護
者
や
地
域
が
学
童
保
育
づ
く
り
に

参
加
し
て
い
く
中
で
実
践
者
は
ど
の
よ
う
に
保
護
者
や
地
域
と
開
在
性
、
対
話
、
理
解

を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
が
保
護
者
や
地
域
、
さ
ら
に
は
子
ど
も

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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（
９

）
増
山
が
示
す
学
童
保
育
の
機
能
を
本
論
で
は
用
い
る
。（
増
山
、
前
掲
、
16-

17
頁
）
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開在性

身体的開在性×社会的開在性 

対話

身体的対話×言語的対話

理解

感性的理解×理性的理解 

図１ 「共同理解」の構造（筆者作図）

共同理解

学童保育を

運営する力

保護者や地域をつ

なげる力

学童保育の機能

教育

実践を省察し

創造する力

遊び

養護・ケア

専門性

図２ 「共同理解」を組み込んだ学童保育実践者の専門性（日本学童保育士協会の図を引用し筆者作図）




