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太宰治「一つの約束」雑感　～「雪の夜の話」「惜別」との関連から～

　
　
　
　

一
、

　

太
宰
治
の
「
一
つ
の
約
束
」
と
い
う
小
品
に
私
が
出
会
っ
た
の
は
だ
い
ぶ
前
の
こ

と
で
、
あ
る
大
学
の
一
般
教
養
科
目
「
文
学
」
の
講
義
で
太
宰
治
を
紹
介
す
る
に
あ

た
っ
て
、
紙
面
の
関
係
か
ら
非
常
短
い
作
品
を
探
し
て
い
た
時
だ
っ
た
。
印
象
に
残

る
話
で
、
太
宰
ら
し
さ
を
私
な
り
に
強
く
感
じ
た
た
め
、
以
来
講
義
の
プ
リ
ン
ト
の

中
で
こ
の
作
品
を
使
っ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
作
品
の
冒
頭
の
遭
難
者
と
燈
台
守
一
家
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
戦
争

末
の
同
時
期
に
書
か
れ
た
他
の
二
作
品
「
雪
の
夜
の
話
」（「
少
女
ノ
友
」
昭
19
年
5

月
）
と
「
惜
別
」（
朝
日
新
聞
社
、
昭
20
年
9
月
刊
）
に
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
で
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
太
宰
治
に
つ
い
て
門
外
漢
の
自
分
で
は
あ
る
が
、
な

ぜ
太
宰
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
同
時
期
に
何
度
も
繰
り
返
し
語
っ
た
の
か
、
こ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
各
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
か
な
ど
に

興
味
を
持
ち
、
今
回
少
し
調
べ
て
み
た
い
と
考
え
た
。

　

そ
の
「
一
つ
の
約
束
」
と
い
う
作
品
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
引
用
は
現
代

仮
名
遣
い
に
直
し
た
。

　

 　

難
破
し
て
、
わ
が
身
は
怒
濤
に
巻
き
込
ま
れ
、
海
岸
に
た
た
き
つ
け
ら
れ
、
必

死
に
し
が
み
つ
い
た
所
は
、
燈
台
の
窓
縁
で
あ
る
。
や
れ
、
嬉
し
や
、
た
す
け
を

求
め
て
叫
ぼ
う
と
し
て
、
窓
の
内
を
見
る
と
、
今
し
も
燈
台
守
の
夫
婦
と
そ
の
幼

き
女
児
と
が
、
つ
つ
ま
し
く
も
仕
合
せ
な
夕
食
の
最
中
で
あ
る
。
あ
あ
、
い
け
ね

え
、
と
思
っ
た
。
お
れ
の
凄
惨
な
一
声
で
、
こ
の
団
欒
が
滅
茶
々
々
に
な
る
の
だ
、

と
思
っ
た
ら
喉
ま
で
出
か
か
っ
た
「
助
け
て
！
」
の
声
が
ほ
ん
の
一
瞬
戸
惑
っ
た
。

ほ
ん
の
一
瞬
で
あ
る
。
た
ち
ま
ち
、
ざ
ぶ
り
と
大
波
が
押
し
寄
せ
、
そ
の
内
気
な

遭
難
者
の
か
ら
だ
を
一
呑
み
に
し
て
、
沖
遠
く
拉
し
去
っ
た
。

　
　

も
は
や
、
た
す
か
る
道
理
は
無
い
。

　

 　

こ
の
遭
難
者
の
美
し
い
行
為
を
、
一
体
、
誰
が
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
誰
も
見

て
や
し
な
い
。
燈
台
守
は
何
も
知
ら
ず
に
一
家
団
欒
の
食
事
を
続
け
て
い
た
に
違

い
な
い
し
、
遭
難
者
は
怒
濤
に
も
ま
れ
て
（
或
い
は
吹
雪
の
夜
で
あ
っ
た
か
も
知

れ
ぬ
）
ひ
と
り
で
死
ん
で
い
っ
た
の
だ
。
月
も
星
も
、そ
れ
を
見
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
も
、
そ
の
美
し
い
行
為
は
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
、
語
ら
れ
て
い
る
。

　

 　

言
い
か
え
れ
ば
、こ
れ
は
作
者
の
一
夜
の
幻
想
に
端
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

 　

け
れ
ど
も
、
そ
の
美
談
は
決
し
て
嘘
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
事

実
が
、
こ
の
世
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。

　

 　

こ
こ
に
作
者
の
幻
想
の
不
思
議
が
存
在
す
る
。
事
実
は
、小
説
よ
り
も
奇
な
り
、

研

究

ノ

ー

ト

　
　

太
宰
治
「
一
つ
の
約
束
」
雑
感

　
　
　

〜
「
雪
の
夜
の
話
」「
惜
別
」
と
の
関
連
か
ら
〜

小　

林　

和　

子
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と
言
う
。
し
か
し
誰
も
見
て
い
な
い
事
実
だ
っ
て
世
の
中
に
は
、
あ
る
の
だ
。
そ

う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
実
に
こ
そ
、
高
貴
な
宝
玉
が
光
っ
て
い
る
場
合
が
多
い

の
だ
。
そ
れ
を
こ
そ
書
き
た
い
と
い
う
の
が
、
作
者
の
生
甲
斐
に
な
っ
て
い
る
。

　

 　

第
一
線
に
於
い
て
、
戦
っ
て
居
ら
れ
る
諸
君
。
意
を
安
ん
じ
給
え
。
誰
に
も
知

ら
れ
ぬ
或
る
日
、
或
る
一
隅
に
於
け
る
諸
君
の
美
し
い
行
為
は
、
か
な
ら
ず
一
群

の
作
者
た
ち
に
依
っ
て
、
あ
や
ま
た
ず
、
の
こ
り
く
ま
な
く
、
子
々
孫
々
に
語
り

伝
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
文
学
の
歴
史
は
、
三
千
年
来
そ
れ
を
行
い
、
今

後
も
ま
た
、
変
る
事
な
く
、
そ
の
伝
統
を
継
承
す
る
。

　

こ
の
「
一
つ
の
約
束
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
太
宰
治
全
集
第
十
巻
』（
筑
摩
書
房
、

1
9
9
0
年
）
の
解
題
に
は
次
の
よ
う
に
出
典
に
関
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

 　
「
一
つ
の
約
束
」
は
昭
和
十
九
年
頃
の
発
表
と
推
測
さ
れ
る
が
初
出
誌
未
確
認

で
あ
る
。
歿
後
『
如
是
我
聞
』
に
収
録
さ
れ
た
。『
如
是
我
聞
』
所
掲
こ
の
作
品

の
初
出
に
関
し
て
は
全
集
に「
一
つ
の
約
束
」末
尾
に
は
、「
│『
青
森
県
某
誌
』（
昭

和
十
九
年
頃
、
誌
名
未
詳
）
│
」
と
あ
る
。（
中
略
）「
一
つ
の
約
束
」
の
初
出
雑

誌
切
り
抜
き
が
残
さ
れ
て
い
て
、
初
出
本
文
は
確
認
し
う
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

初
出
誌
は
Ｂ
5
判
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
青
森
県
内
で
の
文
芸
雑
誌
の
発
行
状
況
に

つ
い
て
、
も
っ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
小
山
内
時
雄
に
教
示
を
乞
う

た
と
こ
ろ
、「
昭
和
十
九
年
で
は
、
青
森
県
の
俳
誌
も
統
合
さ
れ
て
刊
行
に
な
っ

て
お
り
、
し
か
も
、
Ｂ
5
版
（
マ
マ
）
と
す
れ
ば
『
月
刊
東
奥
』
ぐ
ら
い
し
か
考

え
ら
れ
ず
、
そ
れ
に
所
載
が
な
い
と
す
れ
ば
一
寸
見
当
も
つ
き
ま
せ
ん
」（
昭
和

六
十
三
年
十
月
十
九
日
付
山
内
祥
史
宛
手
紙
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。（
中
略
）

全
号
調
査
し
た
が
、「
一
つ
の
約
束
」
の
所
載
誌
は
な
か
っ
た
。
今
後
の
調
査
に

期
待
し
た
い
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
も
所
載
誌
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
よ
う
で
、
山
内
祥
史
『
太
宰

治
の
年
譜
』（
大
修
館
書
店
、
2
0
1
2
年
12
月
）
に
も
昭
和
十
九
年
の
項
に
□
の

枠
組
み
で
「『
一
つ
の
約
束
』
昭
和
19
年
頃
脱
稿
」
と
あ
る
の
み
で
、
初
出
は
確
認

で
き
て
い
な
い
。

　

切
り
抜
き
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ど
こ
か
に
所
載
さ
れ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
戦
争
末
期
で
紙
の
無
い
時
代
に
ど
の
よ
う
な
雑
誌
に

載
っ
た
の
か
は
重
要
で
あ
る
。特
に
、こ
の
作
品
の
最
後
の「
第
一
線
に
於
い
て
、戦
っ

て
居
ら
れ
る
諸
君
」
以
下
の
部
分
を
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
っ
て
書
か
れ

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
も
、
つ
ま
り
、
戦
争
中
の
太
宰
の
文
芸
銃
後
運
動

な
ど
と
の
関
連
や
、
戦
後
の
太
宰
の
リ
ベ
ル
タ
ン
宣
言
（
注
1
）
な
ど
と
の
問
題
な

ど
か
ら
知
り
た
い
の
で
は
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
太
宰
治
大
事
典
』（
志
村
有
弘
編
、勉
誠
出
版
、2
0
0
5
年
1
月
）
や
『
太

宰
治
全
作
品
研
究
事
典
』（
安
藤
宏
編
、勉
誠
社
、1
9
9
5
年
11
月
）『
太
宰
治
事
典
』

（
東
郷
克
美
編
、
学
燈
社
、
1
9
9
5
年
5
月
）
な
ど
に
も
項
目
と
し
て
も
入
っ
て

い
ず
、
今
ま
で
全
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
小
品
で
あ
る
。

　

こ
の
「
一
つ
の
約
束
」
と
い
う
作
品
は
出
典
未
詳
と
い
う
そ
の
よ
う
な
事
情
も

あ
っ
て
か
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
を
論
じ
た
も
の
は
竹
内
栄
美
子
「
語
り
手

は
ど
こ
に
い
る
の
か
│
太
宰
治
『
一
つ
の
約
束
』」（『
太
宰
治
研
究
21
』
和
泉
書
院
、

2
0
1
3
年
6
月
）
の
み
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
論
は
、「
第
一
線
で
戦
っ
て
お
ら
れ
る
諸
君
」
以
下
の
最
後
の
パ
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太宰治「一つの約束」雑感　～「雪の夜の話」「惜別」との関連から～

ラ
グ
ラ
フ
に
焦
点
を
当
て
、「
文
学
の
た
め
で
あ
れ
、
戦
争
の
た
め
で
あ
れ
、
一
家

団
欒
を
壊
さ
な
い
た
め
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
彼
ら
は
死
な
な
い
ほ
う
が
よ
か
っ
た
と

私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
」
と
書
か
れ
、「『
死
』
は
称
揚
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は

な
い
」「
そ
ん
な
資
格
は
誰
に
も
な
い
」
と
続
け
ら
れ
、
論
の
最
後
に
「
稀
代
の
語

り
手
太
宰
治
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
を
踏
み
越
え
て
し
ま
っ
た
振
る
舞
い
が
惜
し
ま

れ
て
な
ら
な
い
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
小
品
を
国
策
的
と
断
罪
す
る
、
こ
の
主

観
的
な
論
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
戦
争
協
力
者
的
な
太
宰
に
否
定
的
な
太
宰
論
者

は
こ
の
水
夫
と
燈
台
守
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
何
度
も
戦
争
末
期
の
昭
和
十
九
年
に
繰
り

返
さ
れ
て
る
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
、
敢
え
て
論
じ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
て
き
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

戦
争
中
の
太
宰
治
に
関
し
て
は
、
日
本
浪
漫
派
と
の
関
係
か
ら
国
粋
主
義
的
な
面

と
抵
抗
主
義
的
な
面
の
ど
ち
ら
に
い
た
の
か
と
い
う
の
は
評
価
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
私
は
こ
こ
で
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

　

竹
内
氏
が
残
念
が
る
よ
う
に
、
最
後
の
部
分
に
注
目
し
て
昭
和
十
九
年
に
発
表
さ

れ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
太
宰
の
文
芸
銃
後
的
な
宣
言
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。

　

し
か
し
、
太
宰
は
、
遭
難
者
が
一
家
団
欒
を
壊
す
こ
と
を
一
瞬
躊
躇
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
ら
が
死
ん
で
い
く
物
語
。そ
れ
は「
幻
想
」に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
美
し
い
行
為
」
と
呼
び
、「
誰
も
見
て
い
な
い
事
実
」
に
こ
そ
、「
高
貴
な
宝
玉
が
光
っ

て
」
お
り
、「
そ
れ
を
こ
そ
書
き
た
い
と
い
う
の
が
、作
者
の
生
甲
斐
に
な
っ
て
い
る
」

と
書
く
。

　

そ
し
て
、
荒
れ
狂
う
暗
い
海
か
ら
這
い
上
が
っ
て
き
た
悲
惨
な
遭
難
者
の
姿
と
、

明
る
く
暖
か
な
室
内
で
幼
子
と
若
夫
婦
の
夕
餉
を
囲
む
幸
福
な
一
家
団
欒
の
情
景
を

対
照
さ
せ
る
こ
と
自
体
が
太
宰
の
意
図
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
炉
辺
の
幸
福
」（
注

２
）
へ
の
憧
れ
を
強
く
抱
き
な
が
ら
も
、
誰
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
怒
涛
に
の
ま

れ
て
い
く
自
ら
の
宿
命
を
、
そ
れ
こ
そ
が
文
学
者
の
宿
命
と
の
予
感
を
太
宰
は
こ
の

時
す
で
に
感
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
ま
さ
に
太
宰
の
ロ
マ
ン
主
義
宣
言
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
文
学
と

は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
強
い
思
い
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は

込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

二
、

　

同
じ
昭
和
十
九
年
に
書
か
れ
た
短
編
「
雪
の
夜
の
話
」
に
も
よ
く
似
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
出
て
く
る
。

　

戦
争
中
の
こ
の
時
期
に
多
く
な
る
、
女
性
の
語
り
の
文
体
を
と
っ
た
小
品
で
、
次

の
よ
う
な
一
文
か
ら
始
ま
る
。

　

 　

あ
の
日
、
朝
か
ら
、
雪
が
降
っ
て
い
た
わ
ね
。
も
う
せ
ん
か
ら
、
と
り
か
か
っ

て
い
た
お
ツ
ル
ち
ゃ
ん
（
姪
）
の
モ
ン
ペ
が
出
来
あ
が
っ
た
の
で
、
あ
の
日
、
学

校
の
帰
り
、
そ
れ
を
と
ど
け
に
中
野
の
叔
母
さ
ん
の
う
ち
に
寄
っ
た
の
。
そ
う
し

て
、
ス
ル
メ
を
二
枚
お
土
産
に
も
ら
っ
て
、
吉
祥
寺
駅
に
着
い
た
時
に
は
、
も
う

暗
く
な
っ
て
い
て
、
雪
は
一
尺
以
上
も
積
り
、
な
お
そ
の
上
や
ま
ず
ひ
そ
ひ
そ
と

降
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
私
」
は
、
妊
娠
中
の
義
姉
に
食
べ
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
ス
ル
メ
を
無
く
し
、

そ
の
代
わ
り
に
綺
麗
な
雪
景
色
を
目
に
焼
き
付
け
て
、
そ
れ
を
義
姉
へ
の
お
土
産
に

し
よ
う
と
す
る
。
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人
間
の
眼
玉
は
、
風
景
を
た
く
わ
え
る
事
が
出
来
る
と
、
い
つ
か
兄
さ
ん
が
教

え
て
下
さ
っ
た
。電
球
を
ち
ょ
っ
と
の
あ
い
だ
見
つ
め
て
、そ
れ
か
ら
眼
を
つ
ぶ
っ

て
も
眼
蓋
の
裏
に
あ
り
あ
り
と
電
球
が
見
え
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
が
証
拠
だ
、
そ
れ

に
就
い
て
、
む
か
し
デ
ン
マ
ー
ク
に
、
こ
ん
な
話
が
あ
っ
た
、
と
兄
さ
ん
が
次
の

よ
う
な
短
い
ロ
マ
ン
ス
を
私
に
教
え
て
下
さ
っ
た
が
、
兄
さ
ん
の
お
話
は
い
つ
も

で
た
ら
め
ば
っ
か
り
で
、
少
し
も
あ
て
に
な
ら
な
い
け
れ
ど
、
で
も
あ
の
時
の
お

話
だ
け
は
、
た
と
い
兄
さ
ん
の
嘘
の
つ
く
り
話
で
あ
っ
て
も
、
ち
ょ
っ
と
い
い
お

話
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

 　

む
か
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
或
る
お
医
者
が
、
難
破
し
た
若
い
水
夫
の
死
体
を
解

剖
し
て
、
そ
の
眼
球
を
顕
微
鏡
で
も
っ
て
調
べ
そ
の
網
膜
に
美
し
い
一
家
団
欒
の

光
景
が
写
さ
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
、
友
人
の
小
説
家
に
そ
れ
を
報
告
し
た
と

こ
ろ
が
、
そ
の
小
説
家
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
の
不
思
議
の
現
象
に
対
し
て
次
の
よ

う
な
解
説
を
与
え
た
。
そ
の
若
い
水
夫
は
難
破
し
て
怒
涛
に
巻
き
込
ま
れ
、
岸
に

た
た
き
つ
け
ら
れ
、無
我
夢
中
で
し
が
み
つ
い
た
と
こ
ろ
は
、燈
台
の
窓
縁
で
あ
っ

た
、
や
れ
う
れ
し
や
、
た
す
け
を
求
め
て
叫
ぼ
う
と
し
て
、
ふ
と
窓
の
中
を
の
ぞ

く
と
、
い
ま
し
も
燈
台
守
の
一
家
が
つ
つ
ま
し
く
も
楽
し
い
夕
食
を
は
じ
め
よ
う

と
し
て
い
る
、
あ
あ
、
い
け
な
い
、
お
れ
が
い
ま
「
た
す
け
て
え
！
」
と
凄
い
声

を
出
し
て
叫
ぶ
と
こ
の
一
家
の
団
欒
が
滅
茶
苦
茶
に
な
る
と
思
っ
た
ら
、
窓
縁
に

し
が
み
つ
い
た
指
先
の
力
が
抜
け
た
と
た
ん
に
、
ざ
あ
っ
と
ま
た
大
浪
が
来
て
、

水
夫
の
か
ら
だ
を
沖
に
連
れ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
た
し
か
に
そ
う
だ
、
こ

の
水
夫
は
世
の
中
で
一
ば
ん
優
し
く
て
そ
う
し
て
気
高
い
人
な
の
だ
、
と
い
う
解

釈
を
下
し
、
お
医
者
も
そ
れ
に
賛
成
し
て
、
二
人
で
そ
の
水
夫
の
死
体
を
ね
ん
ご

ろ
に
葬
っ
た
と
い
う
お
話
。

　

 　

私
は
こ
の
お
話
を
信
じ
た
い
。
た
と
い
科
学
の
上
で
は
有
り
得
な
い
話
で
も
、

そ
れ
で
も
私
は
信
じ
た
い
。
私
は
あ
の
雪
の
夜
に
、ふ
と
こ
の
物
語
を
思
い
出
し
、

（
後
略
）

　
　

　

こ
の
あ
と
、
胎
教
の
た
め
に
「
綺
麗
な
ひ
と
の
絵
姿
を
私
の
部
屋
の
壁
に
張
つ
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
お
嫂
さ
ん
の
た
め
お
兄
さ
ん
は
「
孫
次
郎
と
い
う
あ
で
や
か
な

能
面
の
写
真
と
、
雪
の
小
面
と
い
う
可
憐
な
能
面
の
写
真
を
二
枚
張
り
付
け
」、
そ

の
真
ん
中
に
「
兄
さ
ん
の
し
か
め
つ
ら
の
写
真
」
を
張
っ
て
お
嫂
さ
ん
に
嫌
が
ら
れ

撤
回
す
る
。兄
は
妹
よ
り
沢
山
美
し
い
景
色
を
見
て
き
て
い
る
の
で
妹
の
目
よ
り「
俺

の
眼
を
見
た
ほ
う
が
百
倍
も
効
果
が
あ
ら
あ
」
と
い
う
が
、
お
嫂
さ
ん
は
「
で
も
、

と
う
さ
ん
の
眼
は
綺
麗
な
景
色
を
百
倍
も
千
倍
も
見
た
か
わ
り
に
、
き
た
な
い
も
の

も
百
倍
も
千
倍
も
見
て
こ
ら
れ
た
お
眼
で
す
も
の
ね
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
新
た

な
命
の
誕
生
を
楽
し
み
に
す
る
若
夫
婦
と
妹
と
の
日
常
的
な
た
わ
い
な
い
話
が
語
ら

れ
る
。こ
れ
も
今
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
太
宰
中
期
の
小
品
で
あ
る
。

　
「
遭
難
者
」
と
「
水
夫
」
と
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
例
え
話
と
し
て
語
ら
れ
る

水
夫
と
燈
台
守
の
一
家
団
欒
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
一
つ
の
約
束
」
と
殆
ど
同
じ
内

容
と
な
っ
て
い
る
。

　

デ
ン
マ
ー
ク
の
話
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
少
女
ノ
友
」
と
い
う
発
表
雑
誌
の
読

者
層
を
意
識
し
て
、
明
治
時
代
か
ら
「
人
魚
姫
」「
雪
の
女
王
」
な
ど
で
親
し
ま
れ

て
い
る
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
国
だ
か
ら
で
あ
り
、
童
話
的
要
素
を
強
く
す
る
意
図
か
ら

で
あ
ろ
う
。

　
「
雪
の
夜
の
話
」
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
た
数
少
な
い
論
文
の
一
つ
で
あ
る
大

塚
美
保
氏
（
注
３
）
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
プ
レ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
「
安
藤
宏
氏
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太宰治「一つの約束」雑感　～「雪の夜の話」「惜別」との関連から～

の
ご
教
示
に
よ
る
」
と
し
て
片
岡
鉄
兵
の
「
幽
霊
船
」（「
文
芸
時
代
」
大
13
年
11
月
）

と
い
う
短
編
を
挙
げ
て
い
る
。

　

片
岡
鉄
兵
の
「
幽
霊
船
」
は
三
段
組
五
枚
足
ら
ず
の
短
編
で
、
短
い
「
A
舵
手

が
死
ぬ
る
ま
で
」
と
舵
手
が
見
た
室
内
の
男
女
の
関
係
の
現
実
を
描
い
た
比
較
的
長

い
「
B
女
が
喪
心
す
る
ま
で
」
か
ら
な
る
、
戦
前
の
昭
和
十
一
年
に
編
ま
れ
た
全
八

巻
の「
鐵
兵
傑
作
全
集
」（
非
凡
閣
）に
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
無
名
の
短
編
で
あ
る
。

　

そ
の
「
幽
霊
船
」
の
「
A
舵
手
が
死
ぬ
る
ま
で
」
の
章
は
「
沈
ん
だ
の
は
幸
華
丸

と
い
ふ
大
き
な
帆
船
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
。

　
「
暗
礁
」し
た「
幸
華
丸
」の「
ほ
か
の
船
員
は
、み
な
恐
ら
く
溺
死
し
た
で
あ
ろ
う
」

が
「
舵
手
ひ
と
り
、
深
夜
、
岬
の
鼻
に
打
ち
上
げ
ら
れ
」、
瀕
死
の
彼
は
最
後
の
力

を
ふ
り
絞
っ
て
「
お
だ
や
か
な
灯
が
洩
れ
て
居
る
」
岬
の
「
小
舎
」
の
「
窓
ガ
ラ
ス

の
身
を
く
つ
つ
け
る
や
う
に
し
て
、
室
内
を
覗
い
た
」
が
、
彼
の
目
に
入
っ
た
「
一

対
の
男
女
が
作
る
室
内
の
光
景
」
は
「
色
彩
の
強
い
光
彩
を
以
て
彼
の
心
臓
に
迫
つ

た
」。「
救
い
を
叫
ん
で
、
室
内
の
男
女
の
恍
惚
の
力
を
せ
き
止
め
や
う
か
？
今
、
死

な
う
と
す
る
舵
手
は
彼
が
最
後
に
此
世
に
見
残
さ
う
と
す
る
夢
を
惜
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
つ
た
。
此
の
光
景
の
進
行
を
邪
魔
し
て
ま
で
、
彼
自
身
の
救
ひ
を
叫
ぶ
必
要

が
あ
る
の
を
漠
然
と
感
じ
る
こ
と
は
感
じ
た
。
け
れ
ど
も
、
臨
終
の
彼
に
は
そ
の
力

が
な
か
つ
た
。
彼
に
は
、
光
景
を
最
後
ま
で
見
届
け
て
、
室
内
の
見
知
ら
ぬ
男
女
を

祝
福
す
る
と
云
ふ
良
い
力
が
只
一
つ
残
さ
れ
て
居
る
ば
か
り
だ
つ
た
」。
そ
し
て「
彼

の
死
体
は
、
苦
も
な
く
元
の
海
へ
攫
は
れ
去
つ
た
の
で
あ
る
」
と
結
ば
れ
る
。

　

そ
れ
に
続
く
「
B
女
が
喪
心
す
る
ま
で
」
は
「
燈
台
守
の
官
舎
は
、
風
が
吹
く
度

に
ぐ
ら
ぐ
ら
ゆ
れ
た
」
と
始
ま
り
、「
憂
鬱
な
顔
を
し
て
い
る
」「
若
い
燈
台
守
夫
婦
」

は
些
細
な
こ
と
で
夫
婦
喧
嘩
を
し
て
い
る
。
嵐
の
中
酒
を
買
っ
て
こ
い
、
と
言
う
夫

に
対
し
て
女
は
「
去
年
病
気
で
死
ん
だ
許
婚
の
人
の
事
を
想
い
出
し
て
彼
に
反
抗
し

て
い
る
」。
女
は
仕
方
な
く
酒
を
買
い
に
行
く
が
夫
に
対
す
る
憎
し
み
は
募
り
、
夕

食
の
食
卓
を
囲
み
な
が
ら
優
し
か
っ
た
許
婚
を
思
い
泣
き
続
け
る
女
を
慰
め
よ
う
と

男
は
女
を
引
き
寄
せ
接
吻
す
る
。
先
に
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
男
を
よ
そ
に
女
は
涙
の

中
に
幽
霊
船
の
幻
影
を
見
る
。
嵐
も
収
ま
っ
た
深
夜
、「
あ
の
人
が
戻
っ
て
き
た
！
」

と
叫
び
、「
喪
心
し
た
」
彼
女
を
見
下
ろ
し
て
い
た
「
良
人
」
に
「『
妾
、
ご
め
ん
ね
。

済
ま
な
い
事
に
な
つ
ち
ゃ
つ
て
』
彼
女
は
空
に
向
つ
て
さ
う
云
ふ
と
、
さ
め
ざ
め
と

子
供
の
や
う
に
泣
き
出
し
た
」
と
結
ば
れ
る
。

　

片
岡
鉄
兵
「
幽
霊
船
」
と
い
う
こ
の
作
品
は
、「
A
舵
手
が
死
ぬ
る
ま
で
」
の
舵

手
が
目
に
焼
き
付
け
た
睦
ま
じ
い
燈
台
守
の
若
夫
婦
の
光
景
が
、「
B
女
が
喪
心
す

る
ま
で
」
で
実
際
の
す
れ
違
う
夫
婦
の
現
実
を
対
比
さ
せ
る
の
が
狙
い
な
の
で
あ
ろ

う
。
彼
女
の
見
た
幽
霊
船
や
死
ん
だ
許
婚
の
幻
は
実
際
に
遭
難
し
た
舵
手
の
姿
の
錯

覚
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

私
も
「
一
つ
の
約
束
」
に
描
か
れ
た
遭
難
者
と
燈
台
守
夫
婦
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は

太
宰
の
事
な
の
で
確
か
に
典
拠
が
あ
る
だ
ろ
う
と
は
初
め
か
ら
思
っ
て
い
た
が
、「
幽

霊
船
」
を
見
つ
け
た
と
い
う
安
藤
氏
の
慧
眼
に
脱
帽
す
る
。
こ
の
典
拠
と
の
違
い
を

探
る
こ
と
に
よ
っ
て
太
宰
の
意
図
も
明
確
に
な
っ
て
く
る
。

　

片
岡
鉄
兵
の
「
幽
霊
船
」
は
嵐
の
中
窓
外
か
ら
舵
手
が
見
た
「
恍
惚
と
し
た
」
男

女
の
姿
と
室
内
の
男
女
の
現
実
を
際
立
さ
せ
る
と
い
う
構
成
で
、
主
眼
は
後
半
の
男

女
の
す
れ
違
う
現
実
の
ほ
う
に
あ
る
。遭
難
し
た
瀕
死
の
舵
手
が
窓
外
か
ら
見
た「
祝

福
す
べ
き
」
若
い
カ
ッ
プ
ル
の
営
み
は
、
実
際
は
思
い
や
り
の
な
い
夫
と
死
ん
だ
許

婚
が
忘
れ
ら
れ
な
い
妻
と
の
険
悪
な
関
係
に
あ
る
夫
婦
の
姿
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

私
は
太
宰
の
繰
り
返
さ
れ
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
典
拠
を
求
め
て
ネ
ッ
ト
上
を
探
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索
し
て
い
た
時
に
、
テ
ニ
ス
ン
の
「
イ
ノ
ッ
ク
・
ア
ー
デ
ン
」
を
挙
げ
て
い
る
人
を

見
か
け
た
が
、今
回
初
め
て
片
岡
鉄
兵
の
「
幽
霊
船
」
を
読
ん
で
「
イ
ノ
ッ
ク
・
ア
ー

デ
ン
」
で
は
な
く
、
間
違
い
な
く
太
宰
が
典
拠
に
し
た
の
は
こ
の
作
品
の
ほ
う
で
あ

ろ
う
と
確
信
し
た
。

　
「
イ
ノ
ッ
ク
・
ア
ー
デ
ン
」
は
、
流
離
っ
て
帰
っ
て
き
た
水
夫
イ
ノ
ッ
ク
・
ア
ー

デ
ン
が
自
分
の
親
友
と
結
ば
れ
た
妻
の
幸
せ
そ
う
な
姿
を
窓
外
に
見
て
身
を
引
き
再

び
流
離
う
と
い
う
物
語
で
あ
り
、
昭
和
初
め
に
翻
訳
さ
れ
、
昭
和
十
一
年
に
岩
波
文

庫
に
も
収
め
ら
れ
た
の
で
、
多
分
太
宰
も
読
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
話
は
古
来
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
近
年
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
描
い
た
ア
メ
リ
カ

映
画
「
デ
ィ
ア
ハ
ン
タ
ー
」
も
似
た
よ
う
な
話
だ
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
ま
た
、
片
岡

鉄
兵
の
「
幽
霊
船
」
自
体
も
「
イ
ノ
ッ
ク
・
ア
ー
デ
ン
」
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
は

思
わ
れ
な
い
。
片
岡
の
「
幽
霊
船
」
は
夫
に
対
す
る
不
満
か
ら
死
ん
だ
許
婚
の
幻
影

を
見
る
女
に
主
眼
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
テ
ー
マ
と
し
て
も
違
っ
て
い
る
。

　

こ
の
片
岡
鉄
兵
の
「
幽
霊
船
」
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
て
作
ら
れ
た
と
思

わ
れ
る
太
宰
治
の
「
一
つ
の
約
束
」
や
「
雪
の
夜
の
話
」
に
な
ど
の
遭
難
者
が
窓
外

か
ら
み
る
光
景
が
若
い
男
女
の
睦
事
で
は
な
く
、「
燈
台
守
の
夫
婦
と
そ
の
幼
い
女

児
と
が
、
つ
つ
ま
し
く
も
仕
合
せ
な
夕
食
」
を
囲
む
一
家
団
欒
の
幸
福
な
光
景
に
変

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
大
事
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
こ
の
作
品
群
が
書
か
れ
た
太
宰

治
自
身
の
私
生
活
が
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

太
宰
に
は
開
戦
の
年
の
昭
和
十
六
年
六
月
に
長
女
・
園
子
が
誕
生
し
、
妻
子
を
連

れ
て
翌
年
十
月
に
病
気
の
母
を
見
舞
う
た
め
久
し
ぶ
り
に
郷
里
津
軽
に
帰
り
、『
新

風
土
記
叢
書
』
の
依
頼
を
受
け
十
九
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
津
軽
を
旅
し
て
、

十
一
月
に
名
作
「
津
軽
」
を
発
表
し
て
い
る
。
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

こ
の
時
期
は
太
宰
が
一
家
庭
人
と
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
時
期
と
重
な

る
。

　

昭
和
十
九
年
八
月
に
長
男
・
正
樹
が
誕
生
し
て
お
り
、「
雪
の
夜
の
話
」
の
妊
娠

し
て
い
る
「
お
嫂
さ
ん
」
は
そ
の
当
時
の
太
宰
の
妻
・
美
知
子
と
ち
ょ
う
ど
重
な
っ

て
く
る
。

　

大
宰
に
と
っ
て
、
生
活
者
と
し
て
の
幸
福
と
文
学
者
と
し
て
の
幸
福
の
両
立
の
可

能
性
を
夢
見
る
こ
と
の
で
き
る
最
後
の
時
期
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ

か
ら
こ
そ
、
戦
禍
が
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
た
こ
の
時
期
に
遭
難
者
と
燈
台
守
の
一

家
団
欒
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
戦
況
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
り
、
敗
戦
と
戦
後
の
混
乱
の
現
実
の
中
で

太
宰
は
二
度
と
こ
の
物
語
を
繰
り
返
す
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ほ
か
に
「
雪
の
夜
の
話
」
と
い
う
小
品
は
、
い
ろ
ん
な
物
語

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
上
手
に
太
宰
風
に
編
み
こ
ん
で
作
り
出
し
て
い
く
と
い
う
、
太
宰

作
品
の
創
作
方
法
の
一
端
を
見
せ
て
く
れ
る
と
い
う
点
で
も
興
味
深
い
。

　

眼
球
に
残
像
が
残
る
と
い
う
の
も
「
網
膜
残
像
」
と
し
て
江
戸
川
乱
歩
な
ど
も
ト

リ
ッ
ク
の
一
つ
と
し
て
利
用
し
て
い
る
し
、
後
半
に
出
て
く
る
胎
教
と
し
て
壁
に
貼

る
「
雪
の
小
面
」
と
「
孫
次
郎
」
の
写
真
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
大
塚
氏
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
太
宰
が
読
ん
だ
と
い
う
金
剛
巌
著
『
能
と
能
面
』
弘
文
堂
書
房
、
昭
15

年
5
月
）
の
序
文
に
続
く
巻
頭
「
孫
次
郎
」
と
い
う
文
章
の
冒
頭
「
妻
が
妊
娠
す
る

と
、
そ
の
座
右
に
一
つ
の
美
し
い
能
面
を
か
け
て
始
終
こ
れ
を
眺
め
る
や
う
に
す
る

こ
と
が
、
私
の
家
の
代
々
の
掟
と
な
つ
て
ゐ
」
て
、
そ
れ
は
「
大
抵
小
面
と
か
孫
次

郎
と
か
に
定
ま
つ
て
ゐ
る
や
う
で
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
太
宰
が
と
っ
て
き
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
小
面
」
の
中
で
も
特
に
「
雪
の
小
面
」
と
し
て
い
る
の
は
、
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こ
の
本
の
十
章
「
能
と
能
面
」
の
「
雪
の
小
面
」
の
話
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

大
宰
の
作
品
の
多
く
が
、
先
行
す
る
作
品
や
ほ
か
の
人
の
手
紙
や
手
記
を
典
拠
と

し
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
「
雪
の
夜
の
話
」
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

典
拠
で
あ
ろ
う
文
章
を
探
っ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
使
い
な
が
ら

少
女
の
語
り
の
手
法
を
使
っ
て
、
太
宰
ワ
ー
ル
ド
に
作
り
変
え
て
し
ま
う
手
法
の
見

事
さ
に
感
嘆
す
る
。

　
　
　
　

三
、

　

こ
の
水
夫
と
燈
台
守
の
一
家
の
団
欒
の
物
語
は
、
ふ
る
さ
と
の
「
人
と
人
と
の
心

の
ふ
れ
あ
い
」
で
あ
る
「
愛
」
を
「
専
門
科
目
」
と
す
る
自
ら
を
再
認
識
し
、
小
泊

に
ね
え
や
の
「
た
け
」
を
訪
ね
て
「
た
け
」
の
横
に
座
り
、「
生
ま
れ
て
は
じ
め
て

心
の
平
和
を
体
験
し
た
」
と
書
く
、名
作
「
津
軽
」（『
新
風
土
記
叢
書
』
小
山
書
店
、

昭
19
年
11
月
刊
）
に
続
い
て
執
筆
さ
れ
た
中
編
「
惜
別
」（
朝
日
新
聞
社
、
昭
20
年

9
月
刊
）
に
も
三
度
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
惜
別
」
の
成
立
事
情
を
説
明
し
て
お
こ
う
。

　

昭
和
十
八
年
十
一
月
五
日
六
日
に
行
わ
れ
た
大
東
亜
会
議
に
お
い
て
「
大
東
亜
共

同
宣
言
」
が
採
決
さ
れ
る
。
日
本
文
学
報
国
会
は
同
宣
言
の
五
原
則
を
主
題
と
す
る

文
学
作
品
化
を
図
り
、
内
閣
情
報
局
と
連
携
し
、
翌
十
九
年
の
一
月
、
太
宰
治
を
は

じ
め
川
端
康
成
や
白
井
喬
二
な
ど
執
筆
希
望
者
約
五
十
名
に
対
し
て
説
明
会
を
開
い

た
。
同
年
二
月
に
太
宰
は
大
東
亜
五
大
宣
言
の
中
の「
大
東
亜
の
独
立
親
和
の
確
立
」

に
テ
ー
マ
を
決
め
て
「『
惜
別
』
の
意
図
」
と
題
す
る
五
枚
半
の
文
章
を
執
筆
し
て

提
出
。
友
人
の
小
田
嶽
夫
の
『
魯
迅
伝
』
を
読
み
、『
大
魯
迅
全
集
』『
東
亜
文
化
圏
』

な
ど
を
入
手
し
『
惜
別
』
執
筆
の
準
備
を
進
め
て
い
っ
た
。
十
二
月
依
嘱
作
家
（
小

説
部
門
が
六
名
、
戯
曲
部
門
が
五
名
）
が
正
式
に
決
定
さ
れ
、
十
二
月
二
十
日
に
仙

台
医
専
在
学
当
時
の
魯
迅
に
つ
い
て
調
査
す
る
た
め
太
宰
は
仙
台
に
向
か
い
、
五
日

間
滞
在
し
て
取
材
し
た
。
翌
二
十
年
の
初
頭
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
、
二
月
末
に
は
ほ

ぼ
完
成
さ
れ
て
い
た
が
、
刊
行
は
終
戦
直
後
の
九
月
と
な
っ
た
。
な
お
、
実
際
に
こ

の
公
募
で
執
筆
さ
れ
発
表
さ
れ
た
の
は
、
小
説
部
門
の
太
宰
の
「
惜
別
」
と
戯
曲
部

門
の
森
本
薫
「
女
の
一
生
」
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
太
宰
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　

こ
の
「
惜
別
」
は
、
内
閣
情
報
局
と
文
学
報
国
会
と
の
委
嘱
で
書
き
す
す
め
た

小
説
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
両
者
か
ら
の
話
が
無
く
て
も
、
私
は
、

い
つ
か
は
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
、
そ
の
材
料
を
集
め
、
そ
の
構
想
を
久
し
く

案
じ
て
い
た
小
説
で
あ
る
。
材
料
を
集
め
る
に
当
っ
て
、
何
か
と
親
し
く
相
談
に

乗
っ
て
下
さ
っ
た
方
は
、
私
の
先
輩
に
当
る
小
説
家
、
小
田
嶽
夫
氏
で
あ
る
。

　

 　
（
中
略
）
小
田
氏
に
も
、「
魯
迅
伝
」
と
い
う
春
の
花
の
よ
う
に
甘
美
な
名
著
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
い
よ
い
よ
私
が
こ
の
小
説
を
書
き
は
じ
め
た
、
そ
の
直
前
に
、

竹
内
好
氏
か
ら
同
氏
の
最
近
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
、
こ
れ
は
ま
た
秋
の
霜
の
如

く
き
び
し
い
名
著
「
魯
迅
」
が
、
全
く
思
い
が
け
な
く
私
に
恵
送
せ
ら
れ
て
来
た

の
で
あ
る
。
私
は
竹
内
氏
と
は
、
未
だ
一
度
も
逢
っ
た
事
が
無
い
。
し
か
し
、
竹

内
氏
が
時
た
ま
雑
誌
に
発
表
せ
ら
れ
る
支
那
文
学
に
就
い
て
の
論
文
を
拝
読
し
、

こ
れ
は
よ
い
、
な
ど
と
生
意
気
に
も
同
氏
に
ひ
そ
か
に
見
込
を
附
け
て
い
た
の
で

あ
る
。
い
つ
か
小
田
氏
に
お
願
い
し
て
、
竹
内
氏
に
紹
介
し
て
も
ら
お
う
か
と
さ

え
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
に
竹
内
氏
は
出
征
な
さ
れ
た
と
か
。
そ

れ
で
、
こ
の
竹
内
氏
の
ご
苦
心
の
名
著
も
、
竹
内
氏
の
お
留
守
の
間
に
出
版
せ
ら
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れ
、
そ
う
し
て
、
竹
内
氏
が
出
征
の
際
に
、
あ
の
本
が
出
来
た
ら
、
太
宰
に
も
一

部
送
っ
て
や
れ
、
と
で
も
言
い
残
し
て
行
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
出
版
元
か
ら

「
著
者
の
言
い
つ
け
に
依
っ
て
貴
下
に
一
部
贈
呈
す
る
」
と
い
う
意
味
の
送
状
が

附
け
加
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
だ
け
で
も
既
に
不
思
議
な
恩
寵
な
の
に
、
さ
ら
に

ま
た
、
そ
の
本
の
跋
に
、
こ
の
支
那
文
学
の
俊
才
が
、
か
ね
て
か
ら
私
の
下
手
な

小
説
を
好
ん
で
読
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
意
外
の
事
実
が
記
さ
れ
て
あ
っ
て
、
私
は

狼
狽
し
赤
面
し
、
か
つ
は
こ
の
奇
縁
に
感
奮
し
、
少
年
の
如
く
大
い
に
勢
い
づ
い

て
こ
の
仕
事
を
は
じ
め
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。（
中
略
）

　

 　

な
お
、
最
後
に
、
ど
う
し
て
も
附
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
こ
の

仕
事
は
あ
く
ま
で
も
太
宰
と
い
う
日
本
の
一
作
家
の
責
任
に
於
い
て
、
自
由
に
書

き
し
た
た
め
ら
れ
た
も
の
で
、
情
報
局
も
報
国
会
も
、
私
の
執
筆
を
拘
束
す
る
よ

う
な
や
や
こ
し
い
注
意
な
ど
一
言
も
お
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
一
事
で
あ

る
。
し
か
も
、
私
が
こ
れ
を
書
き
上
げ
て
、
お
役
所
に
提
出
し
て
、
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
、
一
字
半
句
の
訂
正
も
無
く
通
過
し
た
。
朝
野
一
心
、
と
で
も
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
か
、
こ
れ
は
、
私
だ
け
の
幸
福
で
は
あ
る
ま
い
。

　

作
品
の
梗
概
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

周
樹
人
（
魯
迅
）
と
東
北
帝
大
医
学
部
の
前
身
・
仙
台
医
専
で
同
級
生
で
あ
っ
た

老
医
師
は
、
魯
迅
の
「
藤
野
先
生
」
と
い
う
文
章
を
持
っ
て
き
て
、
日
露
戦
争
の
頃

の
「
日
支
親
善
の
美
談
、
と
で
も
言
っ
た
よ
う
な
記
事
に
し
て
発
表
し
よ
う
と
思
っ

て
い
る
」
と
言
う
、
感
じ
の
よ
く
な
い
新
聞
記
者
に
取
材
さ
れ
る
。「
親
和
の
先
駆
」

と
題
さ
れ
た
そ
の
記
事
を
読
ん
で
違
和
感
を
覚
え
た
老
医
師
は
、「
恩
師
と
旧
友
の

面
影
を
正
す
」
目
的
で
手
記
を
書
く
こ
と
に
す
る
。

　

東
北
の
辺
境
か
ら
仙
台
に
来
た
老
医
師
（「
私
」）
は
周
囲
に
な
じ
め
な
い
で
い
た

が
、
松
島
へ
の
旅
で
偶
然
、
清
国
留
学
生
の
周
さ
ん
と
出
会
い
親
し
く
な
る
。
松
島

の
一
夜
で
周
さ
ん
は
仙
台
へ
来
た
い
き
さ
つ
と
西
洋
の
科
学
で
あ
る
医
学
を
学
ぶ
こ

と
で
中
国
民
衆
の
教
化
の
志
を
語
っ
た
。
周
さ
ん
の
講
義
ノ
ー
ト
に
毎
回
朱
筆
を
入

れ
て
熱
心
に
指
導
す
る
藤
野
先
生
や
周
さ
ん
に
お
節
介
を
や
く
津
田
も
交
え
て
親
し

く
な
っ
て
い
く
が
、周
さ
ん
は
東
京
で
夏
休
み
を
過
ご
し
た
後
何
か
に
悩
む
様
子
で
、

日
露
戦
争
中
で
、
ス
パ
イ
と
し
て
日
本
兵
に
殺
さ
れ
る
中
国
人
を
笑
っ
て
見
る
中
国

民
衆
の
姿
を
幻
燈
で
見
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
医
学
生
を
辞
め
て
本
国
で
文
学
を
志

す
こ
と
を
決
断
し
、
藤
野
先
生
か
ら
惜
別
と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
た
写
真
を
も
ら
っ

て
帰
国
す
る
。

　

教
科
書
に
も
採
ら
れ
て
い
る
非
常
に
有
名
な
魯
迅
の
「
藤
野
先
生
」
な
ど
多
く
の

資
料
や
現
地
取
材
を
も
と
に
、
太
宰
と
し
て
は
珍
し
い
評
伝
的
な
中
編
小
説
を
成
し

た
。
こ
の
遭
難
者
と
燈
台
守
の
一
家
団
欒
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
魯
迅
を
描
い
た
異
色

の
中
編
小
説
「
惜
別
」
の
中
に
も
終
わ
り
に
近
い
部
分
で
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

 　

ま
た
、
別
な
日
で
あ
っ
た
か
、
周
さ
ん
は
更
に
こ
ん
な
即
興
の
譬
え
話
で
も
っ

て
私
を
啓
発
し
て
く
れ
た
事
が
あ
っ
た
。

　
 　

「
難
破
し
て
、
自
分
の
身
が
怒
涛
に
巻
き
込
ま
れ
、
海
岸
に
た
た
き
つ
け
ら
れ
、

必
死
に
し
が
み
つ
い
た
所
は
、
燈
台
の
窓
縁
。
や
れ
、
嬉
し
や
、
と
助
け
を
求
め

て
叫
ぼ
う
と
し
て
、
窓
の
内
を
見
る
と
、
今
し
も
燈
台
守
の
夫
婦
と
そ
の
幼
い
女

児
と
が
、
つ
つ
ま
し
く
も
仕
合
せ
な
夕
食
の
最
中
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
あ
あ
、
い

け
な
い
、
と
男
は
一
瞬
戸
惑
っ
た
。
遠
慮
し
ち
ゃ
っ
た
の
で
す
ね
。
た
ち
ま
ち
、

ど
ぶ
ん
と
大
波
が
押
し
寄
せ
、そ
の
内
気
な
遭
難
者
の
か
ら
だ
を
一
呑
み
に
し
て
、
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沖
遠
く
拉
っ
し
去
っ
た
、
と
ま
あ
、
こ
ん
な
話
が
あ
る
と
し
ま
す
ね
。
遭
難
者
は
、

も
は
や
助
か
る
筈
は
な
い
。怒
濤
に
も
ま
れ
て
、ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
吹
雪
の
夜
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
し
、
ひ
と
り
で
、
誰
に
も
知
ら
れ
ず
死
ん
だ
の
で
す
。
も
ち
ろ

ん
、
燈
台
守
は
何
も
知
ら
ず
に
、
一
家
団
欒
の
食
事
を
続
け
て
い
た
に
違
い
な
い

し
、
も
し
吹
雪
の
夜
だ
と
し
た
ら
、
月
も
星
も
、
そ
れ
を
見
て
い
な
か
っ
た
わ
け

で
す
。
結
局
、
誰
も
知
ら
な
い
。
事
実
は
小
説
よ
り
も
奇
な
り
、
な
ん
て
言
う
人

も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
誰
も
知
ら
な
い
事
実
だ
っ
て
、
こ
の
世
の
中
に
あ
る
の
で

す
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
、
誰
に
も
目
撃
せ
ら
れ
て
い
な
い
人
生
の
片
隅
に
於

い
て
行
わ
れ
て
い
る
事
実
に
こ
そ
、
高
貴
な
宝
玉
が
光
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
の

で
す
。
そ
れ
を
天
賦
の
不
思
議
な
触
角
で
捜
し
出
す
の
が
文
芸
で
す
。
文
芸
の
創

造
は
、
だ
か
ら
、
世
の
中
に
表
彰
せ
ら
れ
て
い
る
事
実
よ
り
も
、
さ
ら
に
真
実
に

近
い
の
で
す
。
文
芸
が
無
け
れ
ば
、
こ
の
世
の
中
は
、
す
き
ま
だ
ら
け
で
す
。
文

芸
は
、
そ
の
不
公
平
な
空
洞
を
、
水
が
低
き
に
流
れ
る
よ
う
に
自
然
に
充
溢
さ
せ

て
行
く
の
で
す
。」

　

 　

そ
ん
な
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
と
、
私
の
よ
う
な
野
暮
な
山
猿
に
も
、
な
る
ほ

ど
、
そ
ん
な
も
の
か
、
や
は
り
こ
の
世
の
中
に
は
、
文
芸
と
い
う
も
の
が
無
け
れ

ば
、
油
の
注
入
の
少
い
車
輪
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
に
始
め
は
勢
い
よ
く
廻
転
し
て

も
、
す
ぐ
に
軋
っ
て
破
滅
し
て
し
ま
う
も
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
合
点
が
行
く
も

の
の
、
し
か
し
、
ま
た
一
方
、
あ
ん
な
に
熱
心
に
周
さ
ん
の
医
学
の
勉
強
を
指
導

し
て
下
さ
っ
て
い
る
藤
野
先
生
の
事
を
思
う
と
、
悲
し
く
な
っ
て
、
深
い
溜
息
の

出
る
事
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
中
国
民
衆
を
変
え
る
た
め
に
は
西
洋
の
科
学
で
あ
る
医
学
を

学
ぶ
こ
と
が
第
一
だ
と
考
え
て
い
た
周
さ
ん
が
、
幻
燈
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
医
学

で
は
な
く
文
学
の
力
の
ほ
う
を
信
じ
る
よ
う
に
な
る
「
譬
え
話
」
と
し
て
語
ら
れ
て

お
り
、
幻
燈
事
件
の
み
で
は
説
得
性
に
欠
け
る
と
感
じ
た
太
宰
は
、
周
さ
ん
に
「
誰

に
も
目
撃
せ
ら
れ
て
い
な
い
人
生
の
片
隅
に
於
い
て
行
わ
れ
て
い
る
事
実
に
こ
そ
、

高
貴
な
宝
玉
が
光
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
を
天
賦
の
不
思
議
な
触
角

で
捜
し
出
す
の
が
文
芸
で
す
」
と
語
ら
せ
る
た
め
に
こ
そ
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ま
た

ま
た
持
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
文
芸
と
言
う
も
の
の
意
義
を
強
調
す
る
た
め
に
お

気
に
入
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
っ
て
く
る
必
然
性
が
太
宰
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
惜
別
」
と
言
う
作
品
は
、
太
宰
の
作
品
の
中
で
は
異
色
の
も
の
で
あ
り
、

評
価
の
分
か
れ
る
問
題
作
な
の
で
あ
る
が
、
魯
迅
に
関
し
て
全
く
不
勉
強
な
私
は
、

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
関
し
て
以
外
の
事
に
は
今
回
は
触
れ
る
こ
と
を
避
け
た
い
。

　

創
作
の
参
考
に
さ
れ
た
「
魯
迅
」
の
竹
内
好
氏
（
注
4
）
の
不
満
に
始
ま
り
、
尾

崎
秀
樹
氏
（
注
5
）
に
よ
る
創
作
の
経
緯
に
関
す
る
綿
密
な
論
な
ど
、
太
宰
が
描
い

た
魯
迅
像
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
論
を
今
回
私
も
散
見
し
た
が
、
何
を
典
拠
に
使

お
う
と
、
そ
れ
が
戦
時
中
の
内
閣
情
報
局
か
ら
の
委
嘱
小
説
で
あ
ろ
う
と
、
太
宰
は

自
分
の
事
し
か
語
ら
な
い
作
家
で
あ
る
と
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
。
典
拠
の
使
い
方

の
巧
拙
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
惜
別
」
で
太
宰
は
自
分
の
文
芸
へ
の
思
い
を

語
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
こ
そ
、
三
度
遭
難
者
と
燈
台
守
の
一
家
団
欒
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
魯
迅
を
高
く
評
価
す
る
人
に
と
っ
て
は
物
足

ら
な
い
魯
迅
伝
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、も
と
も
と
そ
の
当
初
か
ら「
魯

迅
の
晩
年
の
文
學
論
に
は
、
作
者
は
興
味
を
持
て
ま
せ
ん
の
で
、
後
年
の
魯
迅
の
事

に
は
一
さ
い
觸
れ
ず
、た
だ
純
情
多
感
の
若
い
一
清
國
留
學
生
と
し
て
の
『
周
さ
ん
』

を
描
く
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
」
と
、「『
惜
別
』
の
意
図
」
に
太
宰
自
身
が
書
い
て
い
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て
、
魯
迅
に
寄
り
添
う
も
の
で
は
な
く
、
太
宰
の
魯
迅
、
つ
ま
り
は
、
い
つ
も
の
通

り
、
太
宰
自
身
を
描
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

太
宰
は
「
惜
別
」
の
直
前
に
書
か
れ
た
名
作
「
津
軽
」
の
中
で
、「
信
じ
る
と
こ

ろ
に
現
実
は
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
現
実
は
決
し
て
人
を
信
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
書
い
て
い
る
し
、「
雪
の
夜
の
話
」
で
も
「
兄
さ
ん
の
お
話
は
い
つ
も
で
た

ら
め
ば
っ
か
り
で
、
少
し
も
あ
て
に
な
ら
な
い
け
れ
ど
」「
私
は
こ
の
お
話
を
信
じ

た
い
。
た
と
い
科
学
の
上
で
は
有
り
得
な
い
話
で
も
、
そ
れ
で
も
私
は
信
じ
た
い
」

と
書
い
て
い
て
、
こ
れ
こ
そ
が
な
ん
ど
も
こ
の
時
期
に
太
宰
が
繰
り
返
し
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
語
る
理
由
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
時
期
の
太
宰
の
切
実
な
文
学
創
作
者
と
し
て
の
思
い
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
は
込
め
ら
れ
て
い
て
、「
作
者
の
一
夜
の
幻
想
」
は
事
実
を
超
え
た
「
高
貴
な
宝

玉
が
光
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
科
学
を
超
え
る
文
学
の
力
、
魔
法
が

あ
る
と
作
家
太
宰
は
訴
え
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
医
学
を
捨
て
て
文
学
者
と
し
て

生
き
る
道
を
選
ん
だ
魯
迅
に
太
宰
が
興
味
を
持
っ
た
の
も
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

　

文
学
者
太
宰
が
戦
争
中
に
自
分
の
在
処
を
見
つ
め
て
、「
誰
も
見
て
な
い
真
実
」

を
語
る
の
が
文
学
者
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
し
て
、
そ
れ
が
異
郷
の
地
で

玉
砕
し
て
い
く
兵
士
た
ち
に
対
し
て
呼
び
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を

戦
後
の
平
和
な
時
代
に
生
き
て
い
る
我
々
が
今
さ
ら
非
難
す
る
こ
と
は
意
味
の
な
い

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

大
宰
に
は
こ
の
時
期
に
ア
ッ
ツ
島
で
戦
死
し
た
友
人
を
悼
ん
だ
「
散
華
」（「
新
若

人
」
昭
19
年
3
月
）
と
い
う
作
品
も
あ
り
、戦
後
に
も
「
未
帰
還
の
友
に
」（「
潮
流
」

昭
21
年
5
月
）
と
い
う
小
品
も
書
い
て
い
る
。「
散
華
」
の
末
尾
の
「
純
粋
な
献
身
」

こ
そ
は
「
文
学
の
た
め
の
死
」
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
1
8
0
度
変
わ
っ

た
日
本
社
会
の
中
で
も
、
戦
中
も
戦
後
も
太
宰
の
ロ
マ
ン
的
心
情
は
変
わ
っ
て
い
な

い
と
言
え
る
。

　
　
　
　

四
、

　

評
論
家
の
平
野
謙
は
『
現
代
の
作
家
』（
青
木
書
店
、
昭
31
年
）
の
中
で
、
昭
和

十
六
年
か
ら
戦
争
末
期
ま
で
の
中
期
の
太
宰
治
を
評
し
て
、「
生
活
者
至
上
主
義
」

と
呼
び
、
中
期
の
作
品
を
高
く
評
価
し
た
。

　

し
か
し
、ロ
マ
ン
主
義
的
、芸
術
至
上
主
義
的
な
生
や
死
に
惹
か
れ
る
太
宰
の
「
生

活
者
至
上
主
義
」
に
は
や
は
り
限
界
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
昭
和

十
九
年
に
繰
り
返
さ
れ
た
遭
難
者
と
燈
台
守
一
家
の
団
欒
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
所
詮

暖
か
い
一
家
団
欒
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
壊
さ
ず
そ
の
光
景
を
目
に
焼

き
付
け
て
怒
涛
の
海
に
死
ん
で
い
く
者
と
し
て
の
宿
命
を
語
っ
て
い
る
と
も
い
え

る
。
そ
れ
は
、
ト
ー
マ
ス
マ
ン
の
有
名
な
芸
術
家
小
説
「
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
」

に
も
似
て
い
る
。
芸
術
家
は
決
し
て
平
凡
で
幸
福
な
生
活
者
と
し
て
の
輪
に
は
入
れ

な
い
。
そ
れ
こ
そ
ロ
マ
ン
主
義
者
の
宿
命
で
あ
る
。

　

昭
和
十
四
年
一
月
に
井
伏
鱒
二
夫
妻
の
媒
酌
で
見
合
い
結
婚
し
た
美
知
子
夫
人
と

の
間
に
十
六
年
六
月
に
長
女
園
子
を
授
か
る
が
、
妻
美
知
子
の
妊
娠
中
に
書
か
れ
た

「
東
京
八
景
」（「
文
学
界
」
昭
16
・
1
）
で
は
、
破
滅
的
な
青
春
時
代
を
清
算
す
る

こ
と
を
決
意
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

 　

私
は
、
夕
陽
の
見
え
る
三
畳
間
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
、
侘
し
い
食
事
を
し
な
が

ら
妻
に
言
っ
た
。「
僕
は
、
こ
ん
な
男
だ
か
ら
出
世
も
出
来
な
い
し
、
お
金
持
に
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も
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、こ
の
家
一
つ
は
何
と
か
し
て
守
っ
て
行
く
つ
も
り
だ
」

そ
の
時
に
、
ふ
と
東
京
八
景
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
。
過
去
が
、
走
馬
燈
の
よ

う
に
胸
の
中
で
廻
っ
た
。

　

終
戦
後
も
、「
薄
明
」（『
薄
明
』
新
紀
元
社
、
昭
21
年
11
月
）
で
は
、
三
鷹
、
甲

府
で
の
九
死
に
一
生
を
得
る
空
襲
体
験
を
書
い
て
「
と
に
か
く
妻
子
を
死
な
せ
て
は

い
け
な
い
」
と
書
く
太
宰
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
戦
中
の
回
想
で
あ
り
、
周
知
の
よ

う
に
太
田
静
子
や
山
崎
富
栄
と
の
不
倫
関
係
も
で
き
、そ
れ
ら
を
素
材
に
し
た「
ブ
ィ

ヨ
ン
の
妻
」（「
展
望
」
昭
22
年
3
月
）「
斜
陽
」（「
新
潮
」
昭
22
年
7
〜
10
月
）
な

ど
自
ら
の
火
宅
を
描
く
こ
と
で
一
躍
流
行
作
家
、
時
代
の
寵
児
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

翌
月
の
「
父
」（「
人
間
」
昭
22
年
4
月
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
「
炉
辺
の
幸
福
」

か
ら
逸
脱
せ
ざ
る
得
な
い
自
分
を
語
る
よ
う
に
な
る
。

　

 　

親
が
無
く
て
も
子
は
育
つ
、
と
い
う
。
私
の
場
合
、
親
が
有
る
か
ら
子
は
育
た

ぬ
の
だ
。
親
が
、
子
供
の
貯
金
を
さ
え
使
い
果
し
て
い
る
始
末
な
の
だ
。

　

 　

炉
辺
の
幸
福
。
ど
う
し
て
私
に
は
、
そ
れ
が
出
来
な
い
の
だ
ろ
う
。
と
て
も
、

い
た
た
ま
ら
な
い
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
炉
辺
が
、こ
わ
く
て
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
「
地
獄
の
痛
苦
の
ヤ
ケ
酒
と
、
い
や
な
お
そ
ろ
し
い
鬼
女
と
の
つ
か
み
合
い
の
形

に
似
た
る
浮
気
」
を
繰
り
返
し
、
寒
風
の
中
、
幼
い
長
女
と
赤
ん
坊
を
背
負
い
、
熱

が
あ
る
身
で
配
給
の
列
に
並
ぶ
妻
の
傍
ら
を
、
酔
っ
ぱ
ら
い
な
が
ら
年
増
の
愛
人
と

連
れ
だ
っ
て
す
れ
違
い
、「
義
」
の
た
め
に
「
意
地
に
な
っ
て
地
獄
に
は
ま
り
込
ま

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
主
人
公
を
描
く
。「
父
は
ど
こ
か
で
、

義
の
た
め
に
」「
地
獄
の
思
ひ
で
遊
ん
で
ゐ
る
」
と
書
く
が
、「
義
と
は
、
あ
あ
や
り

き
れ
な
い
男
性
の
、
哀
し
い
弱
点
に
似
て
ゐ
る
」
と
結
ぶ
。

　
「
家
庭
の
幸
福
」（「
中
央
公
論
」昭
23
年
8
月
、歿
後
）で
は
そ
の
末
尾
に
有
名
な「
家

庭
の
幸
福
は
諸
悪
の
下
」と
書
き
、「
如
是
我
聞
」（「
新
潮
」昭
23
年
5
〜
7
月
、中
絶
）

で
は
「
老
大
家
」
を
批
判
し
て
、「
彼
ら
の
神
」
は
「
家
庭
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
で
あ
り
、

「
所
詮
は
、家
庭
生
活
の
安
楽
だ
け
が
、最
後
の
念
願
だ
か
ら
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

と
糾
弾
す
る
。
家
庭
の
幸
福
を
象
徴
す
る
夕
餉
を
囲
む
燈
台
守
一
家
の
団
欒
か
ら
の

遁
走
を
繰
り
返
す
無
頼
派
と
し
て
戦
後
の
混
乱
期
に
流
行
作
家
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
昭
和
二
十
三
年
六
月
十
三
日
に
妻
子
を
残
し
て
愛
人
・
山
崎
富
栄
と
玉

川
上
水
で
心
中
し
、
遺
体
が
発
見
さ
れ
た
十
九
日
は
太
宰
の
三
十
九
歳
の
誕
生
日
で

あ
り
、
の
ち
に
桜
桃
忌
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
の
桜
桃
忌
の
由
来
と
な
っ
た
「
桜
桃
」（「
世
界
」
昭
23
年
5
月
）
は
次
の
よ
う

に
結
ば
れ
る
。

　

 　

私
の
家
で
は
、
子
供
た
ち
に
、
ぜ
い
た
く
な
も
の
を
食
べ
さ
せ
な
い
。
子
供
た

ち
は
、
桜
桃
な
ど
、
見
た
事
も
無
い
か
も
し
れ
な
い
。
食
べ
さ
せ
た
ら
、
よ
ろ
こ

ぶ
だ
ろ
う
。
父
が
持
っ
て
帰
っ
た
ら
、よ
ろ
こ
ぶ
だ
ろ
う
。
蔓
を
糸
で
つ
な
い
で
、

首
に
か
け
る
と
、
桜
桃
は
、
珊
瑚
の
首
飾
り
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
。

　
 　

し
か
し
、
父
は
、
大
皿
に
盛
ら
れ
た
桜
桃
を
、
極
め
て
ま
ず
そ
う
に
食
べ
て
は

種
を
吐
き
、
食
べ
て
は
種
を
吐
き
、
食
べ
て
は
種
を
吐
き
、
そ
う
し
て
心
の
中
で

虚
勢
み
た
い
に
呟
く
言
葉
は
、
子
供
よ
り
も
親
が
大
事
。

　

妻
や
幼
子
と
囲
む
さ
さ
や
か
な
一
家
団
欒
に
痛
切
に
ひ
か
れ
な
が
ら
も
飲
み
屋
で
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愛
人
と
極
め
て
ま
ず
そ
う
に
桜
桃
を
食
べ
て
、「
子
供
よ
り
も
親
が
大
事
」
と
自
分

に
言
い
聞
か
せ
る
し
か
な
か
っ
た
太
宰
の
最
期
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

所
詮
、
太
宰
治
と
い
う
作
家
は
、
燈
台
守
の
一
家
の
団
欒
を
眼
の
底
に
焼
き
付
け

て
怒
涛
の
海
に
消
え
て
い
く
べ
き
運
命
で
あ
る
こ
と
を
、
戦
争
末
期
の
こ
の
時
期
に

見
す
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
、
ロ
マ
ン
主
義
者
の
宿
命
な
の
で
あ
る
か

ら
。

　

ロ
マ
ン
主
義
者
の
系
譜
で
あ
る
三
島
由
紀
夫
に
も
太
宰
が
残
し
た「
一
つ
の
約
束
」

に
も
つ
な
が
る
最
後
の
「
約
束
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
私
は
偶
然
思
い
出
し
た
。
太
宰

の
「
一
つ
の
約
束
」
は
誰
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
戦
地
で
死
ん
で
い
く
兵
士
へ
の

約
束
で
あ
り
、
同
時
に
「
誰
も
見
て
な
い
事
実
」
の
中
か
ら
「
高
貴
な
宝
玉
」
を
掘

り
出
す
こ
と
を
自
ら
の
使
命
と
す
る
と
い
う
文
学
者
と
し
て
の
約
束
で
も
あ
る
。

　

三
島
由
紀
夫
の「
太
宰
嫌
い
」は
有
名
で
あ
る
が
、三
島
は「
私
の
遍
歴
時
代
」（「
東

京
新
聞
」
昭
38
年
1
月
10
日
〜
5
月
23
日
）
の
中
で
、
そ
の
嫌
悪
に
は
「
愛
憎
の
法

則
」
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

太
宰
治
と
三
島
由
紀
夫
は
世
代
も
違
う
し
、日
本
浪
漫
派
と
関
係
性
も
相
違
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
関
係
で
は
な
く
、
日
本
近
代
文
学
の
中
の
ロ
マ
ン

主
義
の
系
譜
と
し
て
み
る
と
き
に
、
隠
さ
れ
た
太
宰
治
の
「
一
つ
の
約
束
」
か
ら
時

を
経
て
、
三
島
の
「
果
た
し
得
て
ゐ
な
い
約
束
―
私
の
中
の
二
十
五
年
―
」（「
サ
ン

ケ
イ
新
聞
・
夕
刊
」
1
9
7
0
年
7
月
7
日
）
へ
と
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
三
島
由
紀
夫
が
太
宰
の
誰
も
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
小
品

「
一
つ
の
約
束
」
を
知
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
私
が
図
ら
ず
し
も
授
業
で

三
島
由
紀
夫
を
紹
介
す
る
プ
リ
ン
ト
に
、
こ
れ
も
太
宰
と
同
じ
理
由
、
短
く
端
的
に

そ
の
作
家
を
表
象
す
る
文
章
と
し
て
「
果
た
し
得
て
ゐ
な
い
約
束
」
を
ず
っ
と
使
っ

て
き
て
い
た
不
思
議
に
自
分
で
も
驚
い
て
い
る
。

　

三
島
由
紀
夫
の
遺
書
と
も
い
う
べ
き
「
果
た
し
得
て
ゐ
な
い
約
束
」
の
中
で
、「
戦

後
民
主
主
義
と
そ
こ
か
ら
生
ず
る
偽
善
と
い
ふ
お
そ
る
べ
き
バ
チ
ル
ス
」
に
苦
悩
し

な
が
ら
も
「
そ
こ
か
ら
利
得
を
得
、
の
う
の
う
と
暮
ら
し
て
き
た
」
自
ら
を
認
め
た

う
え
で
否
定
し
、
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

　

 　

二
十
五
年
間
に
希
望
を
一
つ
一
つ
失
つ
て
、
も
は
や
行
き
着
く
先
が
見
え
て
し

ま
つ
た
や
う
な
今
日
で
は
、
そ
の
幾
多
の
希
望
が
い
か
に
空
疎
で
、
い
か
に
俗
悪

で
、
し
か
も
希
望
に
要
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い
か
に
厖
大
で
あ
つ
た
か
に
唖
然
と

す
る
。
こ
れ
だ
け
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
絶
望
に
使
つ
て
ゐ
た
ら
、
も
う
少
し
ど
う
に

か
な
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
。
私
は
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
大
し
て
希
望
を
つ
な

ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
ま
ま
行
つ
た
ら
「
日
本
」
は
な
く
な
つ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
い
ふ
感
を
日
ま
し
に
深
く
す
る
。
日
本
は
な
く
な
つ
て
、
そ
の
代

は
り
に
、
無
機
的
な
、
か
ら
つ
ぽ
な
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
、
中
間
色
の
、
富
裕
な
、

抜
目
が
な
い
、
或
る
経
済
的
大
国
が
極
東
の
一
角
に
残
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で

も
い
い
と
思
つ
て
ゐ
る
人
た
ち
と
、
私
は
口
を
き
く
気
に
も
な
れ
な
く
な
つ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

五
、

　

今
回
、
私
が
初
め
て
門
外
漢
の
太
宰
治
に
つ
い
て
何
か
紀
要
に
書
い
て
み
よ
う
と

思
っ
た
き
っ
か
け
は
、
こ
の
春
卒
業
す
る
あ
る
学
生
の
卒
業
論
文
が
き
っ
か
け
だ
っ

た
。

　

私
が
か
れ
こ
れ
三
十
年
勤
務
し
た
茨
城
女
子
短
期
大
学
は
、
当
初
は
国
語
国
文
専
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太宰治「一つの約束」雑感　～「雪の夜の話」「惜別」との関連から～

攻
や
国
文
科
で
あ
っ
た
が
、
近
年
入
学
希
望
者
の
減
少
が
大
き
く
、
学
科
名
も
こ
と

ば
の
芸
術
学
科
、
そ
し
て
表
現
文
化
学
科
と
変
わ
り
、
卒
業
論
文
も
身
体
表
現
と
言

語
文
化
表
現
と
に
分
か
れ
、
日
本
文
学
を
卒
論
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
学
生
も
少

な
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
今
年
の
あ
る
学
生
が
、
太
宰
治
の
ほ
と
ん
ど
注

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
短
編
「
千
代
女
」
を
取
り
上
げ
て
、先
行
文
献
が
少
な
い
中
、

真
摯
に
作
品
に
向
き
合
っ
て
、
彼
女
な
り
の
結
論
を
導
き
出
し
た
。

　

そ
れ
を
読
ん
だ
私
は
、
初
心
に
立
ち
戻
り
、
私
が
思
春
期
に
出
会
い
、
日
本
文
学

に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
太
宰
治
に
つ
い
て
、
初
め
て
そ
の
作
品
と
真

摯
に
向
き
合
っ
て
何
か
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　

大
宰
が
「
惜
別
」
の
「
あ
と
が
き
」
に
「
春
の
花
の
よ
う
に
甘
美
な
名
著
」
と
書

い
て
い
た
小
田
巌
夫
氏
の
「
魯
迅
伝
」
と
「
秋
の
霜
の
如
く
き
び
し
い
名
著
」
と
書

い
て
い
る
竹
内
好
氏
の
「
魯
迅
」
を
読
み
比
べ
て
、
太
宰
が
ど
の
よ
う
に
イ
ン
ス
パ

イ
ア
さ
れ
て
い
る
の
か
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
は
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま

た
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
そ
も
そ
も
、
魯
迅
の
作
品
自
体
を
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
な

い
私
な
の
で
、
今
回
の
「
惜
別
」
を
き
っ
か
け
に
、
じ
っ
く
り
魯
迅
の
作
品
を
読
ん

で
み
よ
う
か
と
思
い
始
め
た
。

（
注
１
）　 

戦
争
中
の
国
粋
主
義
を
全
否
定
す
る
風
潮
に
対
し
て
「
私
は
無
頼
派
（
リ

ベ
ル
タ
ン
）
で
す
か
ら
、こ
の
気
風
に
反
抗
し
、保
守
党
に
加
盟
し
、ま
っ

さ
き
に
ギ
ロ
チ
ン
に
か
か
っ
て
や
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
」（
昭
21
年

1
月
15
日
付
、
井
伏
鱒
二
宛
書
簡
）
と
書
き
、
ま
た
、「
十
五
年
間
」（「
文

化
展
望
」
昭
21
年
4
月
）
の
中
で
も
「
日
本
に
於
い
て
今
さ
ら
昨
日
の
軍

閥
官
僚
を
罵
倒
し
て
み
た
っ
て
、
そ
れ
は
も
う
自
由
思
想
で
は
な
い
。
そ

れ
こ
そ
真
空
管
の
中
の
鳩
で
あ
る
。
真
の
勇
気
あ
る
自
由
思
想
家
な
ら
、

い
ま
こ
そ
何
を
措
い
て
も
叫
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
が
あ
る
。
天
皇
陛
下

万
歳
！
」
と
書
き
、「
苦
悩
の
年
鑑
」（「
新
文
芸
」
昭
21
年
6
月
）
で
は
「
天

皇
の
悪
口
を
言
う
も
の
が
激
増
し
て
来
た
。
し
か
し
、
そ
う
な
っ
て
見
る

と
私
は
、こ
れ
ま
で
ど
ん
な
に
深
く
天
皇
を
愛
し
て
来
た
の
か
を
知
っ
た
。

私
は
、
保
守
派
を
友
人
た
ち
に
宣
言
し
た
」
な
ど
と
書
い
て
い
る
。

（
注
２
）　
「
父
」（「
人
間
」
昭
22
年
4
月
）
よ
り

（
注
3
）　 

大
塚
美
保
「『
雪
の
夜
の
話
』
論
」（『
太
宰
治
研
究
12
』、
和
泉
書
院
、

2
0
0
4
年
6
月
）

（
注
4
）　 

竹
内
好
「
藤
野
先
生
」（「
近
代
文
学
」
昭
22
年
2
月
）、「
花
鳥
風
月
」（「
新

日
本
文
学
」
昭
31
年
10
月
）
な
ど

（
注
5
）　

尾
崎
秀
樹
「『
惜
別
』
前
後
」（「
文
芸
日
本
」
昭
34
年
6
〜
9
月
）
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　こうして振り返ると、「保育実践演習」は全教員協同型の授業として、教員の士気を高め、保育

の現場と各々がもつ知識や専門性を結び付ける非常に意義深い授業であると考えられる。

（2）今後の課題

　「いっしょに遊ぼう」の活動は、保育科の入学者数が減少し、附属園の各年齢の園児数と同数程

度であったことがあり、「少人数だからできること」として始まった。平成 22 年度から平成 28 年

までの 6年間は 80 人定員だったが、平成 29 年度からは 100 人定員に戻ることになったこともあり、

今後学生一人一人が十分に力を発揮できるような授業方法を新たに模索していく必要がある。また、

「保育実践演習」は、前述のように本来なら「自らの学びを振り返り、保育士としての必要な知識・

技能を修得したことを確認する」ことが教科の目標にあげられており、最終学年に履修した方が望

ましい科目である。あえて 1年次通年科目として開講し、その成果も上述のように捉えられるが、

時間割の過密で学生の自学時間の確保が難しくなっていることからも、初年度通年科目の必要があ

るかどうかの検討も必要である。指定保育士養成施設して基準の「5　教育課程」に「⑦　告示に

定める教科目のうち、2科目以上を合わせて 1科目とすることは、併合された科目の関連性が深い

と考えられる場合は差し支えないが、教科目と、必修科目又は選択必修科目とを併合することは不

適当であること」とあるように、関連性が深いと考えられる教科目を併合することも考えに入れな

がら、今後カリキュラムを考えていくことが必要である。

5．まとめ（カリキュラムマネジメントの視点から）

　「保育実践演習」を 1年時通年科目（2単位）として、「教職実践演習」を 2年次後期科目（2単位）

として開講してきた。

　「保育実践演習」では、前半を「いっしょに遊ぼう」の活動を中心として展開した。それは、入

学直後の学生が子どもの世界を知り保育の面白さを知るきっかけとなったり、保育を学ぼうとする

意欲を維持、高揚させるという初年次教育の役割も果たしていると考える。後半は各自の保育への

関心を深め、2年次の「ゼミナール」へ深化していけるようにと考え展開してきた。「ゼミナール」

は、「保育の内容と方法」系列の科目として 2年次の通年科目として開講している保育士必修科目

かつ卒業必修科目である。10 人前後の学生を保育科専任教員が担当し、子育て支援や社会的養護、

障害児保育、保育内容研究（造形、音楽、身体表現）等の現代的課題を明らかにし追究するという

ものである。ゼミナールごとにフィールドワークや視察見学、子育てひろばの運営、親子音楽ワー

クショップの開催等様々な角度から学びを深めている。「教職実践演習」については、毎年、授業

方法、内容を検討しながら実施しているところであるが、年度によって教員がオムニバス的に（履

修のカルテをもとに不足していると考えられる内容を織り込んで）行ったり、施設視察を取り入れ

たりしながら、これまでの学びのまとめとしている。

　この「保育実践演習」「ゼミナール」「教職実践演習」の授業が、保育という専門性を学んでいく

過程で有機的につながるとともに実習科目と共に保育科カリキュラムの核となるように構成してい

く必要がある。そして、教員同士が連携しながら科目横断的に関連させながら展開していくことで、

保育科カリキュラムがより一層充実したものになっていくものと考える。
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そのようなことから「いっしょに遊ぼう」の初年度は、「保育科学生のために子どもたちとの交流の

時間をとってほしい」と保育科からの強い要望で活動が始まった。回数を重ねる毎に、附属園の保育

者にも趣旨を理解していただくとともに様子がわかり見通しがもてるようになってきたようである。

すると、徐々に附属園の方からも育ちに応じている内容であることや日常の保育と関連があること、

経験したことがまた日常の保育に再現されるような活動をという要望も出されるようになってきた。

次第に、学生と一緒に作ったマラカスで表現遊びにつながったり、学生と共に行ったスイミーごっこ

が運動会のリズム表現へと発展したり、ダイナミックに制作した経験がきっかけとなり作品展へと発

展したりという保育の流れの中に、「いっしょに遊ぼう」が位置づけられるようになってきた。新たに、

附属園側から徒歩による園外保育の実施時に、安全確保のためにも学生とともに歩き、現地で自然に

触れ合う活動を組み込んでほしいとの要望もあり、園外保育（4，5歳児対象）の下見、計画、準備、

実施、振り返りを他の授業との科目横断的な取り組みとして行うようになった。子どもの育ちと学生

の育ちとを共に考えることで、互恵性のある活動へと成長してきていることを感じる。

　「いっしょに遊ぼう」の活動がきっかけとなり、附属園への自由参観（7時 30 分から 18 時 30 分

までの開所時間のいつでも参観したりボランティア活動を行える）や、実習前の相談会（実習に関

しての心配事を保育者に相談できる時間を設定）など、学生が附属園を身近に感じられるような試

みも行うようになってきた。附属園の保育者にとっても学生を身近に感じ、保育科教員と共に保育

者を目指す学生を育てていくという姿勢がさらに強まったように感じる。

〈教員にとって〉

　本授業では、保育科全教員が担当となり授業を展開している。様々な専門性をもつ教員たちが、

協同しながら意図を張り巡らせ授業を構成することは、そのこと自体が貴重な時間であると思われ

る。当然ながら普段の授業では、教員は各々の専門性を基に個人で授業を構成、展開している。し

かし本授業は決して一人で作り上げることは出来ないものであり、そこから教員間の繋がりが深ま

り積極的な対話が生まれた。指導計画を練ることと並行しながら、触れ合う前にはどのような活動

を通してどのようなことを学生に体感させ、準備へと繋げていけば良いのか、教員間での話し合い

が何度も行われた。子どもたちの育ちへや附属園での積み重ねられてきた体験については、どの授

業でどう解説していくかなども検討した。これは、まさに保育現場で保育者が子どもに対し保育を

することとほぼ同義と捉えることができる。教員の専門性に加え、保育者養成機関として、教員自

らが実際の保育の準備を一通り行うことは、教員が教員として成長するための一つの契機だったの

ではないかと思われる。

　また、指導計画を練り作成する過程で、改めて環境構成の意味や導線の在り方など、教員自身が

再認識できた。子どもたちの対象年齢を考慮しながら、入学後間もなく保育に関しての知識がほぼ

ない学生たちに保育について伝えるためには、より丁寧な説明が必要であると同時にモチベーショ

ンの維持についても考えるに至った。学生一人一人の発言や取り組み方を捉え、声かけや支援の仕

方を考えるようになってきたのである。準備時間が足りないと保育を想定できないままの活動と

なってしまう恐れもあったため、それぞれの教員が担当する授業のなかで関係する部分について説

明を補ったり、作業を進めたり、指導計画を考えたりする時間をとるようにもなっていった。それ

は、準備の補完ではあったものの、横断的な授業のきっかけとなった。
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4．「いっしょに遊ぼう」の成果と今後の課題

（1）成果

〈学生にとって〉

　「いっしょに遊ぼう」の取り組みは、実習に臨む前に実際の子どもたちと遊びを通して触れ合う

体験的活動としても位置づけられる。活動後の振り返りから、学生にとって「子どもの世界を知る」

第一歩として大きな意味を持つ活動となったことがわかる。年齢毎の活動を計画・準備、実践し、

振り返るというサイクルの中で、学生たちは各年齢の育ちの理解や主体的な活動を誘発する環境を

準備することの重要性、言葉かけやかかわり方について実践的に習得したと考えられる。また、グ

ループごとに話し合いを進め、準備をしていく過程で一人一人の学生が必ず分担を任されるという

ことにより、責任をもって担おうとする様子が見られ欠席者がいない回が多く見られた。

　振り返りシートに記された数々のエピソードからも、学生たちは子どもの表現世界の豊かさに感

嘆するとともに、驚きと発見に満ちた温かなまなざしをもって、子どもたちを仔細にとらえてい

ることがわかる。さらには、実体験をもとに、環境構成の改善点や、年齢に応じた新たな活動へ

のアイディアを記述している学生や、「人見知りへの対応」「けんかの仲裁」「泣いている子への対

応」といった困難な状況に直面し、「うまくいかなかった」といった戸惑いや不安を抱く学生がお

り、保育を学ぶことへの意欲を新たにしている様子もうかがえたことから、保育を学ぶことへのモ

チベーションが維持されていることも捉えられる。

　「いっしょに遊ぼう」の活動での子どもとの出会いが、その後の学びや就職に影響したという学

生もいる。その学生の振り返りの文章には、「その日は学生と園児が 2人 1 組のペアになって活動

する流れでした。私のペアになった Rちゃんは、私がいろいろ話しかけてもそれに反応すること

もなく、手をつなごうとしてもつなぐことなくいっしょに遊ぶということもしないことに心が折れ

る寸前でした。（中略）その数日後、この経験を誰かに聞いてほしくて保育科の先生にお話ししま

した。そして初めて発達に偏りがある子どもだということを知りました。そして話を聞いた後、私

の頭では『いっしょに遊ぼう』の活動中、自分がどんなかかわりをしていたかが鮮明に蘇ってきて、

『どうしてもっと工夫した声かけやかかわりができなかったのだろう』ととても後悔しました。そ

の日から発達障がいについての知識を徐々に学んでいくようになり、深く関心を持つようになりま

した。（中略）そして、運動会では Rちゃんが同じクラスの友達や先生、家族の声援を受けながら

リレーを力一杯走る姿に涙が出ました。『いっしょに遊ぼう』は短大に入って専門的な知識を学び

始めて最初に子どもたちとかかわる実践的な活動です。準備段階から自分たちが力を合わせて行う

ので、子どもたちは勿論、学生も楽しく活動できます。（中略）Rちゃんとの出会いは私の短大生

活を充実したものにしてくれたと思います。」と記されており、「いっしょに遊ぼう」での子どもと

の出会いが自分の将来を決定するターニングポイントだったと振り返っている。

　子どもたちとの双方向的なやりとりの中で得られた学びは、様々な保育に関する学習を応用する

という科目横断的な学習能力をも高め、保育者を目指す上での礎となっていくことと思われる。

〈附属園にとって〉

　「いっしょに遊ぼう」の取り組みを始めるまでは、同じキャンパス内にある附属園といっても、と

きどき授業で参観に訪れることがあるくらいで、実習まではほとんど交流がないという状態であった。
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〈5歳児〉　「段ボール板を組み合わせて大きなものを作ろう」

　○指導計画
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〈4歳児〉　「スイミーになって体を動かそう」

　○指導計画
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平成 28年度

〈3歳児〉　「コーナー遊びを楽しもう」

　○指導計画
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〈5歳児〉　「ザリガニの池をつくろう」

　○指導計画
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〈4歳児〉　「探検に出かけよう」

　○指導計画
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平成 27年度

〈3歳児〉　「幼稚園のいろいろな場所で遊ぼう」

　○指導計画
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〈5歳児〉　「カッパの絵を描こう」

　○指導計画

DVD
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〈4歳児〉　「しっぽをつけて遊ぼう」

　○指導計画
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平成 26年度

〈3歳児〉　「はらぺこあおむしになって遊ぼう」

　○指導計画
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〈5歳児〉　「ウォークラリーをして体を動かそう」

　○指導計画
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〈4歳児〉　「お散歩に出かけよう」

　○指導計画
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平成 25年度

〈3歳児〉　「カエルになって遊ぼう！」

　○指導計画
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〈5歳児〉　「海の生き物を描こう」

　○指導計画
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45

〈4歳児〉　「マラカスを作って遊ぼう」

　○指導計画
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47

平成 24年度

〈3歳児〉　「ジャングル探検しよう」

　○指導計画
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〈5歳児〉　「段ボールを組み立てて見立てて遊ぼう」
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〈4歳児〉　「自分で作ったマラカスで演奏しよう！」

　○指導計画
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平成 23年度

〈3歳児〉　「動物に変身して探検しよう！」

　○指導計画
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54

園の担任とも意見交換をしながらおおよその活動のイメージを固め、学生とともに具現化していっ

た。具現化していく過程では、できるだけ学生同士での話し合いで決めていく部分を大切にし、環

境の準備等学生が主体的にアイディアを出し合いながら活動できるように心がけた。その中で、教

員が作成した指導計画をもとに活動の全体的なイメージをつかんだうえで、具体的な援助を書きた

したり，環境図や準備物を記入したりして自分なりの指導計画を完成できるようにと指導計画を授

業内容としている教科でも指導していった。実施後の振り返りのときには指導計画の中の「評価の

観点」をもとに考察できるように繰り返し指導するようにした。また、同時に、各担当で相談し、

アンケート等も行った。なお、連続しての活動が必要な時（2コマ続けての活動等）には、教員間

で時間割を調整するなどの配慮をしてきた。

3．「いっしょに遊ぼう」の取り組み

　下に、平成 23 年度から平成 28 年度までの 6年間の取り組みの記録の一覧表を記載し、次ページ

から各回の指導計画並びに活動の様子と学生の振り返りを紹介する。

年度 対象年齢 実施日 活動内容 活動場所

平成 23 年度

３歳児クラス H23年6月3日 動物に変身して探検し
よう！

短大芝生運動場

４歳児クラス H23年6月8日 自分で作ったマラカス
で演奏しよう！

短大芝生運動場予定
→幼稚園遊戯室に変更

５歳児クラス H23年7月1日 段ボールを組み立てて
見立てて遊ぼう
＊指導計画なし

短大体育館

平成 24 年度

３歳児クラス H24年6月1日 ジャングル探検しよう 短大芝生運動場
４歳児クラス H24年5月18日 マラカスを作って遊ぼ

う
芝生運動場予定
→幼稚園遊戯室に変更

５歳児クラス H24年7月11日 海の生き物を描こう 短大体育館

平成 25 年度

３歳児クラス H25年6月27日 カエルになって遊ぼ
う！

短大体育館

４歳児クラス H25年6月19日 お散歩に出かけよう 短大芝生運動場
５歳児クラス H25年6月12日 ウォークラリーをして

体を動かそう
短大体育館

平成 26 年度

３歳児クラス H26年7月3日 はらぺこあおむしに
なって遊ぼう

短大芝生運動場

４歳児クラス H26年5月8日 しっぽをつけて遊ぼう 短大芝生運動場
５歳児クラス H26年6月12日 カッパの絵を描こう 短大体育館

平成 27 年度

３歳児クラス H27年6月12日 幼稚園のいろいろな場
所で遊ぼう

附属園

４歳児クラス H27年5月1日 探検に出かけよう 短大芝生運動場
５歳児クラス H27年7月6日 ザリガニの池をつくろ

う
短大体育館

平成 28 年度

３歳児クラス H28年7月15日 コーナー遊びを楽しもう 附属園
４歳児クラス H28年5月20日 スイミーになって遊ぼう 短大芝生運動場
５歳児クラス H28年11月4日 段ボール板を組み合わせ

て大きなものを作ろう
短大体育館
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　以上の理由から「保育実践演習」を 1年次通年科目として開講することにしたが、授業内容とし

ては前半には附属認定こども園（平成 26 年度までは附属幼稚園。以下附属園）の子どもたちとの

交流「いっしょに遊ぼう」を、後半にはそれまでの学習や実習の経験から関心をもったテーマに分

かれての活動を中心に計画した。

2．「保育実践演習」の授業概要と「いっしょに遊ぼう」

　「保育実践演習」の授業概要は次の通りである。

　「いっしょに遊ぼう」は、「保育実践演習」に行

う活動として始まった、本学保育科の 1年生と同

じキャンパスにある附属園の子どもたちとの交流

活動である。3歳児クラスから 5歳児クラスまで

の年齢毎に附属園との相談のもと活動日を決定

し、取り組んでいる。実施にあたっては、附属園

に「保育実践演習」の目標や「いっしょに遊ぼう」

の取り組みの趣旨、内容について説明し、学生に

とっても子どもにとっても豊かな経験となるよう

な活動を目指すこととした。附属園からは、日常の保育に関連していること、子どもの育ちに応じ

ていること、活動後に保育の中で生かされるような活動となることなどの要望が出された。学生に

とっては、対象となる年齢の育ちを理解し、指導計画をもとに子どもたちが主体的に活動できるよ

うな環境を構成し、いっしょに遊びながらさらに育ちを理解し、環境や自分のかかわりについて振

り返ることができるような活動にしていきたいと考えた。

　具体的には、保育科教員を 3グループ（3歳児担当、4歳児担当、5歳児担当）に分け、その担

当が中心となり話し合いながら進めていくこととした。担当同士で、また保育科の他の教員や附属

回 内　容 回 内　容
 1 授業の概要　「いっしょに遊ぼう」について 16 附属園スポーツフェスティバル準備
 2 グループ毎の活動（保育を学ぶ基礎） 17 「いっしょに遊ぼう」（5歳児）計画
 3 グループ毎の活動（保育を学ぶ基礎） 18 「いっしょに遊ぼう」（5歳児）準備
 4 「いっしょに遊ぼう」（4歳児）計画 19 「いっしょに遊ぼう」（5歳児）実施
 5 「いっしょに遊ぼう」（4歳児）準備 20 「いっしょに遊ぼう」（5歳児）振り返り
 6 「いっしょに遊ぼう」（4歳児）実施 21 「いっしょに遊ぼう」全体の振り返り
 7 「いっしょに遊ぼう」（4歳児）振り返り 22 実習について（2年生との交流）
 8 附属こども園園外保育下見、計画、準備 23 学習テーマについて（2年生のプレゼン）
9 附属こども園園外保育下見、計画、準備 24 テーマ別学習（2年生との交流）
10 附属こども園園外保育実施（4,5 歳児） 25 テーマ別学習（2年生との交流）
11 附属こども園園外保育実施（4,5 歳児） 26 附属認定こども園作品展見学
12 「いっしょに遊ぼう」（3歳児）計画 27 テーマ別学習（ゼミナールへ向けて）
13 「いっしょに遊ぼう」（3歳児）準備 28 テーマ別学習（ゼミナールへ向けて）
14 「いっしょに遊ぼう」（3歳児）実施 29 テーマ別学習（ゼミナールへ向けて）
15 「いっしょに遊ぼう」（3歳児）振り返り 30 まとめ　履修カルテ
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違いを語ることがあった。机上の学習が多いということである。この頃、1年次の教育実習（附

属幼稚園での 5日間の実習）後に退学を申し出る学生もおり、保育について学びたいという動

機を維持させるために、身近に子どもを感じられる（イメージできる）ことが必要なのではな

いかと考えた。それは、保育という専門科目を学ぶ心構えなども含めた素地をつくるというこ

とにも通じる。初年度教育の保育科版のような授業を展開する必要性があるのではないかと考

えたのである。

　②保育の専門性の構築へ向けて

　　 　保育者が保育の現場で直面する多様な課題に適切に対応し、子どもの保育と保護者支援を

担っていくためには、より高い専門性が求められる。養成課程では、保育者に必要とされる知

識や技術を明らかにしながら、授業内容の充実を図ることが必要である。その第一歩として、

保育の基礎となる「子どもの実態の把握→計画→実践→振り返り」のサイクルを体験のなかで

実感する必要がある。実習指導並びに保育課程論等で、指導計画や実習日誌（記録）の書き方

を指導しているものの、机上での学習になりがちであり、学生にとって「子どもの実態の把握」

「計画」「実践（環境の構成等も含めて）」「振り返り」の大切さや方法を実感として納得するこ

とは難しい。それを実感できるような機会を確保することが課題となっていた。

　③学びの集大成は 2年次後期の「教職実践演習」で

　　 　「教職実践演習」は、教職課程を設置する大学において「教職に関する科目」として平成 22

年度の入学生から必修科目となった。履修時期については、「教科に関する科目及び教職に関

する科目のすべてを履修済み、あるいは履修見込みの時期（通常は 4年次の後期）に設定する

ことが適当である」3）されている。本学保育科では、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を取

得することを基本としていることを考えると、学びの集大成としての授業内容は、「教職実践

演習」に託すことができると考えた。

　④入学者数を増加させるための方策として

　　 　平成 22 年度前後は、学生数が急激に減少した時期であった。入学者増加のための方策の一

つとして本学保育科の教員に教育・保育・福祉現場経験者が多いという特長を生かし、「演習・

実習重視のカリキュラム」や「少人数だからできること」をアピールすることで他校との差別

化を図っていきたいという思いがあった。

　⑤教員の相互交流から学び合いの機会の創出　

　　 　大学教員の質の向上については、FD（ファカルディ・ディベロップメント）の重要性が叫ばれ、

平成 19 年に大学設置基準において義務化された 4）。それ以降、急速に大学に浸透し、本学で

も実施してきている。しかし、それが現場に即した実質的な学びの場となっているかについて

は今後考えていかなければならない課題である。公開授業をFDとして実施し効果をあげてい

る大学の報告も見られる 5）が、本学では授業のシラバスを基本とした授業内容紹介が軌道に

乗ってきたところであり、公開授業への準備は整っていない状況である。しかし、学科の教員

同士が互いの授業内容に関心をもち、情報を交換し、よりよい授業展開を志向していくことが

必要であることは言うまでもないことである。「保育実践演習」を、保育科教員全員が関わる

科目とし科目横断的な授業を目指すことで、自分の授業の方法や内容を見直すきっかけになる

のではないかと考えた。
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1．はじめに

　茨城女子短期大学保育科（以下本学保育科）では、「保育実践演習」（演習 2単位）を 1年次の通

年必修科目として開講している。本稿では、「保育実践演習」で主な授業内容としている「いっしょ

に遊ぼう」（短大と同じ敷地内にある附属認定こども園（平成 26 年度までは附属幼稚園）の子ども

たちとの交流の名称。以下「いっしょに遊ぼう」）の平成 23 年度から平成 28 年度までの取り組み

を振り返り、その成果と課題を明らかにするとともに、今後のカリキュラムマネジメントの視点か

らそのあり方を考える一助としたい。

　「保育実践演習」という科目は、平成 21 年に幼稚園教諭免許取得科目における科目名の変更（「総

合演習」から「教職実践演習」へ）に伴い、「総合演習」から「保育実践演習」へと変更されたも

のである 1）。「保育実践演習」の目標には、「1．保育に関する科目横断的な学習能力を習得する。2．

保育に関する現代的課題についての現状分析、考察、検討を行う。3．問題解決のための対応、判

断方法等について学びを深める。4．必修科目（保育実践演習を除く。以下同じ）自らの学びを振

り返り、保育士としての必要な知識・技能を修得したことを確認する。」の 4項目があげられてい

る 2）。これらの目標から、「保育実践演習」は、保育に関する様々な教科目を学んだうえでさらに

自分の学びをメタ的にとらえ、保育士として必要な知識技能を修得したことを確認し、保育士とし

ての自分の意識を高めていくための科目であると言える。

　幼稚園教諭免許を同時に取得できる指定保育士養成施設における「保育実践演習」の科目は、幼

稚園免許取得科目である「教職実践演習（幼稚園）」と併合し、「保育・教職実践演習（幼稚園）」

として 2年次の後期に開講している施設が多い（インターネットで、指定保育士養成校であり、幼

稚園教諭免許取得も可能な短大の中から無作為に 10 校抽出しシラバスを確認したところ、すべて

の施設において「保育・教職実践演習」として 2年後期科目であった）。そのような中、本学保育

科では改定前に「総合演習」を 1年次後期科目として開講していたこともあり、あえて 1年次通年

科目（演習 2単位　30 コマ）として「保育実践演習」を、2年次後期科目（演習 2単位　15 コマ）

として「教職実践演習」を開講することにした。「保育実践演習」を 1年次通年科目としたのには、

次のような理由があった。

　①学生の保育について学びたい（保育者になりたい）という動機の維持

　　 　入学してしばらくたつと、学生が「入学前のイメージと違う」と保育科の学びのイメージの
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Ⅴ　最後に
　太田ほか（2016）は、全国保育士養成校協議会研究大会の研究発表論文集に掲載された過去 10

年間の「授業研究」の研究発表において、アクティブラーニングの出現割合が増加傾向にあること

を報告している。松田・渡邊（2017）は、各養成校の実習事後指導の事例をレビューし、アクティ

ブラーニングを活用した事後指導の効果について述べている。

　このようにアクティブラーニングについての論文は急増しているが、アクティブラーニングの説

明概念や用語は新しいものであっても、その内実となる個々の教育手法そのものは、決して新しい

ものでない（和田ほか、2013）。そのアクティブラーニングが、今、あらためて注目されているのは、

「教員が何を教えたか」ではなく、「学生が何をできるようになったのか、何を得たのか」という〈学

習者中心の教育〉が、大学教育改革の流れと呼応しているからである。本論で、学生の振り返りシー

トを丹念に検討したのも、報告会で学生が何を得たのかを教員が振り返ることが重要であり、今後

の授業実践に反映させていくためである。

　アクティブラーニングの論文が急増した契機といえるのが、2012 年の中央教育審議会の答申『新

たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて』であると述べられている（就実大学・就実短

期大学アクティブラーニング・ワーキングチーム、2015）。この答申には、「生涯学び続け、主体的

に考える力を育成する大学へ」との副題がつけられているが、生涯続く学びの起点となることが大

学に求められ、それを実現する教育として、アクティブラーニングに注目が集まっていると考える。

　安藤ほか（2016）は、ポスター発表のタイトルの副題を「実習の集大成〈伝える〉学びの双方向

性」としたように、「実習報告会は、実習の集大成。報告会が終わるまで、実習は終わっていない」

と学生に呼びかけていた。実習における振り返りの重要性を伝えたかったからである。報告会終了

後の 2年生の振り返りシートには「実習を振り返ることができ、自分にとって良いスタートになっ

た」といった将来に向けての記述が多くあり、実習体験が報告会で閉じられてしまうのではなく、

振り返りによって未来に開かれていることを感じた。

　アクティブラーニングへの関心の高まりとともに、リフレクティブ・ラーニングの必要性及び有

効性を検証する研究も蓄積（和栗、2010）されてきている。その中に体験的な学習を推進する早稲

田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）の「学生の心に火をつけるふりかえり」に

ついての試みがある。本学における実習報告会における振り返りは、果たして、学生たちの心に火

を灯すことができたのだろうか。

　実習報告会の活動が、ひいては本学での学びのすべてが、学生たちにとって、保育者として生涯

続く学びの、口火を切るもの（起点）であってほしいと願ってやまない。

VI　引用文献
安藤みゆき・清水浩子・海野富江，2016，実習報告会におけるアクティブラーニング―実習の集大成〈伝える〉

学びの双方向性―．全国保育士養成協議会第 55 回研究大会研究発表論文集，p. 109．
安藤みゆき・清水浩子・海野富江，2017，実習報告会におけるアクティブラーニングの実践―実習事後指導の

在り方を探る―．日本保育者養成教育学会第 1回研究大会プログラム・抄録集，p. 99．
石山貴章・安部　孝・田中　誠，2010，保育士養成機関における「施設実習」の現状と課題（Ⅱ）－実習事後

指導を通した「自己評価」と「気づき」に関する分析から－．九州ルーテル学院大学紀要，（40），pp. 59
－ 72．
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くらいの時間で書けますか？」、「施設実習で宿題を教えてと言われても、できなかったときはどう

すればいいですか？」など、本当にいろいろなことを心配していて、実習に行く前の学生の心細さ、

切実な不安が伝わってくるようであった。それらについて 2年生たちは、非常に丁寧に対応してく

れていた。1年生のアンケートには、「もっと個別の質問の時間が欲しかった。3か所ぐらいしか回

ることができなかった。」といった意見もあった。全体発表と個別説明の時間の配分も今後の課題

である。

4）情報の個別性に対する配慮

　2年生の運営方法のアンケートに「指導案は園によって形式が全然違うので、発表してしまうと

逆に 1年生が戸惑ってしまったかなと思った」というものがあった。指導案や日誌など、実習先に

よって、実習生に求めるものは確かに違う。報告会の発表内容が、その学生個人、または、その学

生の実習先での考え方であって、それが一般的な考え方と違う場合もある。2年生が 1年生に情報

を伝える時も、「これは個人的な考えだけれども」、「私の実習先では」といった前置きが必要なこ

ともあるだろう。

　1年生のために、具体的な情報を伝えることはとても良いことであるが、それは、数ある方法の

ひとつであるということも伝えることが必要であったと感じた。

4．学生とともに学ぶ
　実習報告会の活動の中で、筆者ら教員も学生たちの振り返りの輪の中にはいり、学生の実習体験

をともに振り返ったり、自らの指導を振り返った。子どもとどのように信頼関係を結べば良いのか、

子ども同士のトラブルにはどのように対応すればよかったのかなど、実習生が抱く疑問は、保育の

本質を改めて考えさせられるものもある。津守（2002）は、実践の不確実性について、保育者が心

を決め、心を通わせて子どもと出会い、子どもの表現を読み、それに応答していくのであって、公

式を当てはめるわけにはいかない、実に主体的な行為である、と述べている。さらに、佐藤（1997）

の、保育に従事するならば「不確実性」を自らの仕事の宿命として受け止めなければならないとい

う言葉を紹介し、この不確実性こそが実践の性格であり、それを持ちこたえるだけの自我を育てる

ことこそが、保育・教育全体の課題であると述べている。

　「不確実性を持ちこたえる自我を育てる」とは、難しい命題であるが、筆者ら教員も、ひとりの

「反省的実践家」（ショーン、2001）として、自らの実践に向き合い、振り返り、捉え直し、自らを

成長させていくことが求められていると考える。

　また「不確実性」と向き合うことが重要である一方で、「子どもを大事にする、子どもの命を守る」

という揺るがないものがあることも忘れてはいけないと考える。倉橋（1994）は、実習指導の根本

にあるのは、何よりも子どもという存在の大切さを、概念ばかりでなく、実体験を通して実習生が

理解することだと指摘している。学生が、子ども（利用者）という存在の大切さを実習体験として

学ぶためには、教員が普段から保育への理解や思いを深め、それを実習生、実習現場、教員間で伝

えあうこと（西・伊藤、2013）が必要ではないだろうか。
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その人の良さや、自分に足りないところを得ることができて良かった」と話していた。チーム保育

に求められる協調性を育むことができたと考える。

　課題としては、2016 年度から、1グループの人数を 5名以内にしたことでグループ数は増えて、

18 グループになり、全てのグループの発表に時間がかかるようになってしまったことである。一

方で学生からは、寸劇などをやるには、1グループの発表時間が 5分というのは、短すぎるという

意見もあった。グループの数を減らす検討も必要かもしれない。しかし、1グループの構成人数を

多くしてしまえば、一人ひとりの主体的な活動が減ってしまい、一部の学生だけが活動するように

なってしまう。今回は、5人だったので、一人も手を抜くことなく、全員で協力していた。

　学会発表のポスターセッションで得た意見としては、1学年の人数が少ない大学だからできる試

みではないかとのことであった。本学も、来年度より定員が増えるので、検討し直さなくはならな

いだろう。

2）ポスター製作・資料のスライド、冊子

　運営方法のアンケートで 1年生から多くあった意見は、2年生の発表を聞く時に、手元に資料が

あるとわかりやすいし、施設ごとの情報を冊子にしてもらえれば、実習前に読み返すことができる

というものだった。また、ポスターをビデオで映すと、見にくいので、スライドにして映してほし

いと意見もあった。これは、同様な意見が 2年生からもあり、ポスターを作らず、パワーポイント

で作ったスライドを映した方が良いだろうとのことだった。

　確かに、ポスター製作の作業は時間がかかり効率的ではなく、その時間も振り返りの話し合いに

集中したり、冊子作りの時間にあてた方が良いのではないかとの意見は担当教員からもあった。

　しかし、学会発表のポスターセッションで、ある養成校から、実習報告会をパワーポイントを用

いた口頭発表形式で実施しているが、パワーポイントのスライドは、結局一人だけが作り、あとは

見ているだけになりがちであるので、みんなでポスターを作るという、このグループワークはとて

も良いとの意見も得られた。その養成校では、今では手書きの資料を投影機で拡大して映している

という。パワーポイントでつくったスライドで発表するよりも、盛り上がるからとのことであった。

また、ある養成校からは、「見て楽しい、読んで役立つポスター」が報告会後も校内に掲示されて

いるというのがとても良いとの意見があった。また、1年生の中には、実習を全部やり切った暁には、

どのようなポスターを作ろうかと、すでに楽しみにアイデアを練っている学生もいる。

　2年生の振り返りシートの記述の考察のところでも触れたが、このポスター製作の作業の時間も

意外と面と向き合って語りあうよりも話しやすく、振り返りが深まった面もあるようであった。以

上を踏まえ、ポスター製作、資料作りは、限られた授業時間の中でどのように取り組むのかは、今

後の課題である。

3）二部構成・個別の時間

　2016 年度から、全体発表の後に個別にグループの説明を受ける時間を設けたが、学生たちのア

ンケートではとても好評であった。

　個別の時間で、1年生からどのような質問を受けたのかについてもアンケートで聞いているが、

「実習中、トイレはどのタイミングでいけばいいですか？」、「水は飲めますか？」、「日誌は、どれ
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4）「実習体験の再構成」

　振り返りシートに、「辛いことの方が多かったのですが、学びがたくさんあったと改めて思い出し、

忘れないようにしたいと思いました。」と記述していた学生がいた。仲間と振り返ることで、ただ

辛かっただけの実習ではなく、様々な学びがあったことを思い出し、自らの実習体験を再構成して、

記憶に定着させ、次に活かしていこうとしている姿勢が感じられる。

　和栗（2010）によれば、Moon（2004）は、振り返りは学習者自身が自らの知識や体験などを見

つめ意味を構築するプロセスを作り出す、と述べているが、実習体験が、自分にとってどのような

意味を持つものになるのか、その意味は、振り返りによって見いだされていくということであるの

だろう。

　養成校の学生にとって、実習は資格取得のためのものであるが、そのことが時には、学生に実習

体験の持つ意味を矮小化させてしまうこともあると感じる。医師を目指す学生に、「人間力」や「コ

ミュニケーションスキル」を獲得させるために、「保育所実習」を実施するという試みがある（長

宗ほか、2008；徳島大学大学院ヘルスバイオ研究部医療教育開発センター、2007）。また、臨床心

理士を目指す大学院生にも、共感的理解や受容的態度、想像力を育む訓練として保育所実習を課し

ている試みもある（中津・両木、2010）。それらの実践は、養成校の教員や学生に、保育実習その

ものの意味を再認識させてくれる。

　特に施設実習は、一生懸命に生きている子どもたちや利用者の方々の人生の一端に触れる体験で

ある。その体験を振り返り、学生自らの人生に意味づけしていくことが、実習生を受け入れてくれ

た子どもや利用者への誠実な態度といえるだろう。そのためにも、体験を体験のままに終わらせず、

体験からの学びかたを学ぶ（嘉手苅、2004）ことが大切だといえる。

3．本学の実習報告会の実践について
　本学の実習報告会は、学生主体のものであり、学生の意見を反映しながら改善していきたいと考

えているので、報告会の振り返りとは別に、運営方法についても 1、2 年生にアンケートを実施し

ている。また、実習報告会の概要は、その一部を「全国保育士養成協議会第 55 回研究大会」（安藤・

清水・海野、2016）、「日本保育者養成教育学会第 1回研究大会」（安藤・清水・海野、2017）にお

いて発表しており、ポスターセッションの参加者との情報交換により、本学の実践における特徴の

再確認や今後の課題の検討などを行っている。それらの内容を踏まえ、筆者ら担当者が実習報告会

を振り返った内容と、今後の課題を以下に示す。

1）学生のグルーピング

　学生のグルーピングを教員が行ったことも、今回のグループワークの成功の要因のひとつであっ

たと考える。学生の個別の振り返りシートの内容を読み込み、実習先の評価も参考し、さらに学生

の特性も考慮し、それぞれのグループの力が偏らないようにしながら、筆者ら担当教員で話し合い

ながら、83 名を実習先の種別ごとにグルーピングするので時間はかかる。しかし、学生が主体の

グループワークではあるが、より高い効果を得るためには、教員側の用意周到な準備が必要ではな

いだろうか。

　ある学生は「2年間の短大生活の中で、一度も話したことのない人と同じグループになったが、
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2）「伝えたいという想い」

　振り返りシートには、「1年生に分かりやすくまとめることで、自分でも実習で学んだことを整

理することができた。」、「自分が苦労したことを後輩にうまく伝えようと試行錯誤したことで、改

めて自分の苦手な部分に気付くことができた。」との記述があった。1年生にわかりやすく、伝え

るためには、自分の体験や思いを掘り下げて、適切な言葉に表現しなくてはならない。この掘り下

げる作業が振り返りを促進させた要因の一つになったのではないかと思われる。

　また、自分たちが 1年生だった時のことを思い浮かべ、後輩たちが少しでも実習で困らないよう

にと、前向きな気持ちで実習に臨めるようにと、心を砕くその姿は教員の心も動かすほどであった。

　その 2年生の気持ちが、1年生にも伝わったのは、次の 1年生の振り返りシートによってわかる。

「どの先輩からも、1年生に『実習を頑張ってほしい、やり切ってほしい』という思いや応援して

くれる気持ちがとても伝わった。」、「どのグループの先輩も、私たちのために、熱心に質問に答え

てくれたり、こんなことがあったと具体的に教えてくれて、ためになった。」、「少しの質問でも丁

寧に掘り下げて教えてくれたから、すごくわかりやすかったし、ありがたかった。」

　本学は短大なので、本格的に外部実習に行く頃には、アドバイスしてくれる先輩はもう卒業して

おり、4年制大学のように、先輩から後輩への伝達は難しい。しかし、自分の体験を誰かのために

役立てたいと思うのは、人間の本能的なものなのではないだろうか。実習に関するスキルや実習に

対する思いを、後輩に伝えていくという文化をこの報告会により本学に定着させていくことが重要

であると考える。

3）「他者を鏡として自己を知る」

　2年生の振り返りシートに「他の施設実習の寸劇を見て、私もあのように対応できたら良かった

のかなと、自分の反省点を見つけることができた。」との記述があった。先にも述べたが、1年生

も 2年生の寸劇を見ることで、挨拶や笑顔の大切さについて自分を振り返り、学んでいた。1、2

年ともに、報告会で寸劇を見たことにより、他者を鏡として自分を見つめ、振り返りを深めていた

と考える。

　谷口（2010）は、「コミュニケーション教育における演劇的活動の意義と可能性」の中で、平田

オリザの演劇を用いたコミュニケーション教育を紹介し、「演劇的活動は、自身のコミュニケーショ

ンを振り返るための効果的な措置」であり、「自身のコミュニケーションを相対化して考えること

ができる」と述べている。また、石野（2016）は、「他者を鏡に省察を促すロールプレイの用法」

の中で、「振り返り（reflection）の語源である reflect には、反射するという意味がある。」とし「他

者を鏡にして、自己を知る、つまり他者を鏡として気づきを得る」ことの重要性について述べ、「物

理的な鏡に映る自分は、どこまでも自分でしかない。しかし、他者を鏡とした時の自分は、自分の

中に他者を見、他者の中に自分を見ることで、他者という可能性に開かれた気づきを得ることがで

きる。気づくだけでなく、自分に要素を認め、取り入れることによって、飛躍の可能性に開かれた

鏡となる」と述べている。

　実習事前授業でのロールプレイ導入の検討は先にも述べたが、事後指導としての実習報告会でも、

演劇的な手法による振り返りは非常に効果的ではないかと考える。
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　これこそ、アクティブラーニングの醍醐味であり、アクティブラーニングの大きな特徴は、言語

による伝達を超える側面を多分に包含している（和田ほか、2013）ところにある。

　メラビアンの法則にもあるように、コミュニケーションにおいて、視覚情報や、聴覚情報などの

方が、言語情報よりも、圧倒的に多く相手に影響を与えている。報告会での 2年生の発表している

姿や寸劇をみることで、ノンバーバルの伝達の力を体験として学んだのであろう。

2．2年生の振り返りシートについて
1）「対話の力」

　ワールドカフェなどの手法を用いた対話的アプローチが、保育（実習）の省察を深めるという先

行研究（上村ほか、2015；音山ほか、2012）があるが、本学の報告会の活動でも、グループでの振

り返りの話し合いやポスター製作をしながらの対話により、振り返りが深められたことが推察され

る。

　振り返りシートには、「他の人の話を聞きながら自分の体験したことや考えたことなどを思い出

し、他の人に話すことで意見・感想をもらい、自分だけで反省した時より深い振り返りができて、

成長したように感じる。」といった記述があった。体験したことの意味を、同じように実習した仲

間の発言からの照り返しにより気づいたり、体験を言語化して仲間に伝えようとすることによって、

振り返りが深まっていったと思われる。

　「施設実習が終わった後に、すぐに幼稚園実習、またそのすぐ後に就職活動が始まり、あまり振

り返ることができなかったが、友達と話す中で、実習中の自分と向き合うことができた。」といっ

た記述もあった。本学は、施設実習が終わった数日後には幼稚園実習が始まり、幼稚園実習が終わっ

た次の日から後期の授業が始まり、その日から一気に就職活動が始まっていく。そのような慌ただ

しい日々の中で、報告会のグループでの振り返りで、やっと実習中の自分に向き合えたという学生

もいたであろう。また、「日誌を書く時に、毎日その日の実習を振り返っていたが、時間をおいて、

こうしてみんなでもう一度実習について振り返ると、違うことに気が付くこともあった。」といっ

た記述もあった。自分だけで振り返る内容と、仲間と振り返る内容が違うのは当然であろうし、ま

た、実習直後の振り返りと数か月たっての振り返りでも、やはりその内容が違うのであろう。いず

れにしても、報告会の活動の振り返りにより、多層的、多面的な振り返りが行われたといえる。

　さらに、振り返りシートに「友達と実習を振り返っていたら、実習中、どんなことをしたのか、

その時、どんな感情がでたのか、どんどん思い出した。」、「友達と話しているうちに、実習での出

来事など、様々な場面が思い浮かび、振り返りができたと思う」との記述があったが、仲間と語り

合っている中で、心が動かされ、相互作用がおこり、その時の感情がよみがえり、振り返りが深まっ

た瞬間があったのではないだろうか。

　西・伊藤（2013）は、津守（1989）による省察の瞬間は、「向こうからやってくる」の言葉を引

用しながら、「子どもと出会った体験の感動が、われわれの心を省察へと促す」と述べている。報

告会のグループでの振り返りは、ポスター製作、発表原稿作成、それらの作業も合わせると 4コマ

を費やしたが、作業しながらの対話の中で、実習中の子どもの表情やしぐさが思い出され、感情が

動き、振り返りを深められたのでないかと考える。
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て聞けた。」、「絵本や紙芝居、手遊びや導入の仕方の実演がどれもすごいと思うものばかりで自分

もできるようになりたい。」、「風船運びゲームの主活動の導入に、バルーンを作って見せる実演な

どで、主活動の導入の仕方や主活動の展開が具体的に分かり自分もできるようになりたい。」、「誕

生日会のペットボトルを使ったマジックの実演が良かったので、自分も子どもたちを引き付けるも

のをいろいろ工夫したい。」等の記述や、「今のうちにどのようなことを頑張ればいいのかという目

標を明確にできて良かった。」、「自分の足りないところ、努力しなければいけないところが見えた。」

といった記述もあり、実習までの目標、実習でやってみたい事などがイメージできたことが推察さ

れる。

4）実演を見ることによって、得られる「気づき」や「学び」

　挨拶の大切さは実習指導の授業で何回も伝えているつもりではあるが、実習先からの学生への評

価に、「挨拶ができない」とか「積極性が足りない」などと書かれることも多い。今回の実習報告

会で、とても参考になったと振り返りシートに多く記述されていたのが、「挨拶の良い例、悪い例

を実演した寸劇」と、「忙しそうに働いている先生にどのように声をかけるかという設定の寸劇」で、

実習先の先生役、実習生役、子ども役を 2年生がそれぞれ演じたものだった。

　「挨拶は、いつもどういうふうにすればいいのか悩んで不安しかなかったが、先輩が、寸劇で良
い例と悪い例をやって見せてくれたのがよかった。」、「実習先の先生が忙しそうにしている時に、

どのように声をかけ手助けすればいいのか寸劇で実演して教えてくれたので、次からは、先生に自

分から声をかけてみようと思えた。」などがあり、「挨拶」や、先生への声かけに悶々と悩んでいた

学生もいたことに気づく。また、「雑で適当な挨拶や、自信のない挨拶では、自分では、挨拶して
いるつもりでも、相手に挨拶していることが伝わらないことがあるのだということに気づき、自分
の挨拶を振り返ることができた」と記述していた学生もいた。実習の心構えとして、挨拶をしっか
りすることが大切と授業で言えば、学生が挨拶をするようになるというほど単純なことでないと深

く反省させられる。

　その他、「主活動に入る前の導入の良い例、悪い例も演技でわかりやすく説明してくれて参考に

なった。」、「実習生だと甘えが出て、子どもはなんでもやってもらいたがるけれど、難しい所だけ

援助して、なるべく自分でやるように促すことの大切さが実演でわかった。」という振り返りシー

トの記述もあり、2年生の実演から、1年生が多くのことを気づき、学んでいたということがわかる。

それらを踏まえ、実習事前指導の授業では、積極的にロールプレイなどを取り入れるなどの工夫も

必要なのではないかと考える。

5）言葉による伝達を超えるものによって学ぶ

　実習報告会での臨場感の中で、言葉だけでなく表情の重要性を体験として学んだ学生も多かった。

振り返りシートには、「自己紹介の実演の時の先輩の笑顔が素敵で、笑顔って大切だなと改めて感

じることができた。」、「発表している方が楽しそうにしていると、見ている方も楽しく前向きな気

持ちになれるのだと思った。」、「先輩が楽しそうに話していると説得力がある。」との記述があった。

実習の苦労の先にある「成長した自分の姿」も、先輩たちの充実感や達成感に満ちた表情といった

非言語的な伝達の力により思い描いている部分も多いであろう。

65



実習報告会におけるアクティブラーニング　─ 実習事前事後指導の在り方を探る ─

茨女短大紀№ 44（2017）3-13

（23）

動〉や〈受苦〉によってであることが、よく示されている。

　実習体験は楽しいものだけでない。「実習を途中でやめたいという思いが頭をかすめたことはあ

るか」と、実習を終えた 2年生に筆者のゼミナールで聞いてみたところ、3分の 1以上の学生が手

を挙げた。報告会に参加した 1年生もすでに 5日間の幼稚園実習を体験し、これからの本格的な外

部実習に対して不安感を抱えていた学生も多い。しかし、報告会で 2年生の話を聞き、前向きな気

持ちになれたことが先のアンケート結果（図 1）や振り返りシートの内容から推察することができ

る。

　一般に実習生は、慣れない環境の中で「自分はだめだ」と悲観的になりやすい。しかし、自分だ

けではない、先輩たちも不安だったが乗り越えられたと思うと、自分が悩みを抱えながらも専門

職として工夫しながら成長するという視座を得ることができ、苦難がある道も歩み出せる（益満、

2004）。

　しかし、一方で、先に示した実習報告会後のアンケート結果（図 1）では、「前より実習が不安

になった」と答えた学生が 3％いたことも心に留めておかなくてはならない。振り返りシートには、

「とても参考になったが、来年の今ごろは先輩方のようにできるのか不安にもなった。」との記述も

あり、先輩たちが輝かしく見えれば見えるほど、不安に駆られてしまうのであろう。

　また、「これからの実習は、もっと厳しく大変なんだと分かった。実習が辛くてリタイアする人

もいると聞いていたことがあったが、自分もリタイアしないか不安だ。」、「たくさんの気持ちでいっ

ぱいになってしまった。ひとつひとつこなしていきたい。」との記述もあった。実習報告会は、保

育所実習、施設実習、幼稚園実習の報告を全て一度に実施するので、そこでの言語、非言語の多く

の情報に圧倒され、不安な気持ちに駆られてしまうのもやむを得ない。先にも述べたが、大切なの

は、不安な気持ちは誰にでもあるがそれは乗り越えられるものなのだ、という見通しを持てるよう

な実習事前指導の授業の工夫であると考える。

2）「施設実習への理解」について

　先に示したアンケート結果では、「施設実習についてイメージできましたか？」の問い対して、

89.5％の学生が「イメージできた」、または「ほぼイメージできた」と回答している（図 2）。幼稚園、

保育所（園）は、ほぼすべての学生がどちらかを子ども時代に経験しており、さらに 1年生は、実

習報告会までに、短大付属の保育園で 2日間の実習体験、短大付属の認定子ども園で 5日間の教育

実習を経験している。それに比し、児童養護施設等は、経験したことがない学生がほとんどなので、

イメージするのは難しいであろうが、振り返りシートの記述からも、今回の報告会によって施設実

習への理解が進んだことが推察される。

3）「技術目標」について

　実習におけるピアノや手遊びの重要性は、教員らが何回もいろいろな授業で話してきたことだが、

報告会では、1年生たちはまるで初めて聞くかのように目を輝かせて納得しており、教員が多くを

語るより、先輩の一言や実演が説得力を持つことを実感する。

　振り返りシートには、「50 日間の実習を終えた先輩たちのお話には、重みがあり、緊張感を持っ
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○ 自分が行っていない施設の話がすごく参考になったし、他のグループの発表も聞くことができて
勉強になった。

5）「今後への意欲」

○ 1年生に伝えることにより、実習を振り返ることができ、自分にとって良いスタートになった。
○改めて施設実習での出来時を思い出して、また、頑張ろうと思うことができた。
○ 友達の意見や実習の事を聞き、あの時、もっとこうしていたらよかったのかなど、これからに向
けての振り返りができた。

○ 皆の指導案や子どもへのアプローチの仕方の話が聞けて、自分は 1年生に伝える立場だったけど、

すごく、勉強になった！風船の導入とか、ぜひ実践してみたい。
○ 友達の実習の話が聞けて自分に足りない所や真似したいところなど、将来につなげられる振り返
りができた。

6）「実習体験の再構成」

○みんなと話すことで、実習が良い経験になったと改めて感じた。
○ 実習中に実施したことを皆に教えたり、楽しかったこと、大変だったことなど思い出し、実習が、

自分にとってとても良い経験になったと改めて感じた。
○ 辛いことの方が多かったのですが、学びがたくさんあったと改めて思い出し、忘れないようにし
たいと思いました。

○ 実習中は辛くて終わった後は「終わった！」という解放感しかなかった。でもこうやって改めて

振り返ると、一生懸命子どもとかかわっていた自分がいた。自分の自信にしたい。

IV　考　察
1．1年生の振り返りシートについて
1）「自分の将来像・実習への意欲」について

　振り返りシートの記述から、1年生は、実習の苦労を乗り越えた先にある「成長した自分」を、

2年生の姿から思い描き、実習への意欲に結びつけていることが推察された。報告会での先輩たち

の話にはドラマがあり、その「物語」を聞きながら、自分たちの「物語」も組み立てていこうとし

ているようだった。「実習中は辛くても・・・あの実習があったから今の自分があると思えるよう

になるんだなと思った」という記述があったが、先輩たちの姿から、実習中の苦労のすべてが、自

分の成長に結びつくのだというメッセージを受け取っていた。

　教員として、学生たちが実習を一つひとつ経験するたびに成長していく様は、目の当たりにして

きたことであるが、中村（1992）は「臨床の知とは何か」の中で次のように述べている。

　　 《ひとは経験によって学ぶ》という諺はほとんど世界の至るところに見いだされると言ってい

いが、この諺は、ギリシャ語では、《TA PATHEMATA, MATHEMATA》、直訳すれば《受

苦せしものは学びたり》という言い方で言われている。つまりここには、ひとが〈経験によっ

て学ぶ〉のは、ただなにかを体験するからではなく、むしろそこにおいて否応なしに被る〈受
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○ 障害者施設の実習は大変だけど、職員の人たちは優しくて、利用者の方と会話したり、会話でき
なくても気持ちが通じて楽しいよと言っていたので、施設実習は、大変だけどやりがいがあるの
だと思った。

3．2年生の振り返りシートの記述内容（2016 年度）
　83 名の実習報告会の振り返りシートの内容を検討した結果、振り返りの質が深められた要因と

して、1）「対話の力」、2）「人に伝えたいという想い」、3）「他者を鏡として見た時の自分」をあげ

ることができる。また、そのような振り返りや報告会に参加して得たものとして、4）「新しい知識・

経験の共有」、5）「今後への意欲」、6）「実習体験の再構成」の 3つを見出すことができた。

1）「対話の力」

○ 他の人の話を聞きながら自分の体験したことや考えたことなどを思い出し、他の人に話すことで
意見・感想をもらい、自分だけで反省した時より深い振り返りができて、成長したように感じる。

○ 施設実習が終わった後に、すぐに幼稚園実習、またそのすぐ後に就職活動が始まり、あまり振り

返ることができなかったが、実習を振り返りながら友達と話す中で、実習中の自分と向き合うこ
とができた。

○ 友達と話しているうちに、実習での出来事など、様々な場面が思い浮かび、振り返りができたと
思う。

○ 同じような体験をした仲間と振り返ると、実習中、どんなことをしたのか、その時、どんな感情
がでたのかどんどん思い出した。

○ 日誌を書く時に、毎日その日の実習を振り返っていたが、時間をおいて、こうしてみんなでもう
一度実習について振り返えると、違うことに気が付くこともあった。とても、貴重な時間だった。

○ 実習を一緒に行った仲間と、利用者さんとどのように関わったか、どんなエピソードがあったか

など振り返ることができた。「私はこの時～したよ」など意見交換をする中で振り返りができた。

2）「人に伝えたいという想い」

○  1 年生に分かりやすくまとめることで、自分でも実習で学んだことを整理することができた。
○ 自分が苦労したことを後輩にうまく伝えようと試行錯誤したことで、改めて自分の苦手な部分に
気付くことができた。

○実習内容や施設の様子を伝えるために、考えながら作業をしたので改めて振り返ることができた。

3）「他者を鏡として見た時の自分」

○ 他の施設実習の寸劇を見て、私もあのように対応できたら良かったのかなと、自分の反省点を見
つけることができた。

4）「新しい知識・経験の共有」

○ 他の施設の実習と比較することで、自分の実習のことを、もう一度違う角度から考えることがで

きた。自分の実習先の特徴なども理解できた。
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○ 実習先によって全然違うので、オリエンテーションの時に、質問することを前もって、決めてお
き、しっかり聞いてくることの大切さを確認した。

○忘れものをした時は、勇気をだしてきちんと言うこと。
○どのグループの先輩も挨拶が大事と言っていたので、しっかりとできるようにしたいと思う。
○ 子どもと遊びながらでも、先生の動きを見る、当たり前のことかもしれないけど、改めてその大
切さを先輩の寸劇を見て感じた。

4）「施設実習への理解」

○ 未知で不安しかなかった施設のイメージが、質疑応答の時に、「施設は温かい所」や「家庭のよ
うな場所」など、たくさん説明していただき、前向きになれた。

○施設は、「もうひとつの家」と言っていた先輩の言葉が心に残った。
○ 児童養護施設の発表で、「実習をさせていただくという気持ちで取り組む」という言葉が印象に
残り、前向きな気持ちになれた。

○児童養護施設の実習がだいたいイメージできるようになった。（特に宿泊実習）

○ 児童養護施設と乳児院の話を聞いて、施設に少し暗イメージを持っていたが、明るいイメージに
変わった。とてもやりがいがあったと聞いて、早く実習に行きたいと思った。

○  SIDS（乳幼児突然死症候群）について学ぶことができた。乳児院では子供たちが寝ている間に、
顔に布団がかかっていないかをオムツはどうなのかを確認することが大事だと学んだ。

○乳児院のグループの先輩が全員笑顔で話していたので、実習にも楽しさがあるのだと思った。
○子どもたちに自分のコンプレックスを言われたときの対処法の実演が参考になった。

○料理から洗濯までやる。家事はできるようにしておいた方がいいことがわかった。
○ 子どもとテレビを見ててもいいよと言われても、先生が洗濯物を取り込んでいたら、たたむのを

手伝う。率先してやることが大切。
○勤務時間が不規則、施設ごとに実習の時の服装が違うことがパフォーマンスでわかった。
○ 児童養護施設は、子どもたちとテレビを見ることも多いから、話題作りにドラマなど見ておいた
方が良いというアドバイスが参考になった。

○ 宿泊実習は、夕飯が早く日誌を書いている時にお腹が空くので、お菓子やパンを持っていくと良
いなど、実際に体験した先輩だからわかるような細かいことが、とても参考になった。

○児童養護施設の高校生との接し方が不安だったので、話が聞けてよかった。
○ 乳児院の「巣立ちの会」（子どもが退所するときの会）の話が印象に残った。職員は愛情をこめ
て子どもたちを育てているからこそ、嬉しいけれど寂しいのだなと思った。

○ 重症心身障害児者の支援をしている施設に行った先輩が、「生きているって、こういうことなん
だなあと感じた」という言葉が、胸に響いた。

○ 施設実習に不安があり本当にできるかと思っていたが、命の大切さを感じたという先輩の言葉に、
人と人とのつながりの深さや大切さを感じ、頑張ろうと前向きになれた。

○ 利用者の方にはこだわりが強い方などがいること、そんな利用者の方とのかかわり方について教

えてもらった。わからないことは担当の先生に聞くとやさしく教えてくれると聞いて安心した。
○障害者施設へ行った先輩たちから「大変でも嫌にはならなかった」と聞き驚いた。
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○先輩が楽しそうに話していてやりがいが伝わり、前向きになれた。

2）「技術目標」（実習までにできるようになりたいこと、実習で実践したいと思ったこと）

○ 実習指導以外の授業で作ったパペットやペープサートが、こんなふうに導入に使えるという事が
わかったから、自分も取り入れたい。

○ 保育園などではどのタイミングでもいろいろな曲を弾けるようにしておくこと。童謡だけでなく
アニメの曲も練習しておくと良いと聞いたので練習しておこうと思った。

○ 手遊びをする時は、自分で思っているよりも大げさにやると、子どもたちも楽しんでくれること
や、実際に子どもたちに人気のある歌や手遊びがわかってよかった。

○ 絵本や紙芝居、手遊びや導入の仕方の実演がどれもすごいと思うものばかりで自分もできるよう

になりたい。手遊びをたくさん覚えておくことの大切さを改めて感じた。
○ 主活動の導入の仕方や主活動の展開が具体的に分かり自分もできるようになりたい。（風船運び
ゲームの主活動の導入に、バルーンを作って見せる実演など）

○ 誕生日会のペットボトルを使ったマジックの実演が良かったので、自分も子どもたちを引き付け
るものをいろいろ工夫したいと思う。

○ 絵や工作が苦手なのでどうしようと思っていたが、折り紙をやるのもありと聞いて、折り紙をい
ろいろと折れるようになろうと思った。また、ピアノや歌、手遊びなど、子供たちにやってと言
われて、できないと言わなくてすむように、練習しておきたい。

○食事は、好き嫌いをなくし、早く食べられるようにしておく。

○ 子どもは、実習生だと甘えが出て、なんでもやってもらいたがるけれど、難しい所だけ援助して、

なるべく自分でやるように促すことの大切さが実演でわかった。
○ 私は子どもが好きだが、幼稚園実習の時に絵本を上手に読んだり、子どもを引き付けるのが苦手

だった。今回絵本を読むコツや子どもの引き付け方を教えてもらえたので、実践してみたい。

3）「実習の心構え」

○自己紹介の実演の時の先輩の笑顔が素敵で、笑顔って大切だなと改めて感じることができた。
○ 挨拶は、いつもどういうふうにすればいいのか悩んで不安しかなかったが、先輩が、寸劇で良い
例と悪い例をやって見せてくれたのがよかった。

○ 実習先の先生が忙しそうにしている時に、どのように声をかけ手助けすればいいのか寸劇で実演
して教えてくれたので、次からは、先生に自分から声をかけてみようと思えた。

○ 提出期限や時間を守るなど、あたりまえのことができるのが一番だと知ることができた。私はこ
の当たり前ができないので、見直そうと思った。

○ 苦手な事に対して、前向きにやっていると子どもたちもわかってくれるし、できるようになるよ
とアドバイスを頂き、頑張ろうと思えた。

○実習は自分の行動次第で、楽しくもなるし、厳しくもなるんだと思った。
○実習は大変だけど、積極的に動くと新しいものがたくさん見えてきて、実習が楽しくなる。
○ 実習で失敗したらどうしようという思いがあったが、計画通りできないのは当たり前と聞いて、

失敗を恐れずにやることが大切なんだと思った。

70
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2．1年生の振り返りシートの記述内容（2016 年度）
　86 名の実習報告会の振り返りシートの記述内容を、KJ 法（川喜田、1996；田垣、2001；石山ほ

か、2010）を参考にグルーピングを行った。その結果 1年生が報告会で得たものは次の 4つのカテ

ゴリーに識別できた：1）「自分の将来像・実習への意欲」、2）「技術目標」、3）「実習の心構え」、4）

「施設実習への理解」。ここでは、振り返りシートの記述内容で重要と思われるものを抜粋して、カ

テゴリーごとに示す。なお、重要個所は太字で示した。

1）「自分の将来像・実習への意欲」

○ 実習中は辛くても、実習が終わりに近づいたり、終わってから楽しかったなど、あの実習があっ
たから今の自分があると思えるようになるんだなと思った。だから最後まであきらめずに頑張ろ
うと思った。

○ 先輩方の発表を聞いて、大変だったことや辛かったことも、やはりあるんだなと思ったけど、そ

れよりも充実感や達成感に充ち溢れていたのが印象的だった。
○ 実習中の楽しかったことだけでなく、辛かったこともきちんと説明してくれたところで、自分だ
けじゃなくて、先輩たちも大変な思いをして乗り切ったんだなと思えた。

○ 先輩方の姿を見て、実習は辛いけれど乗り越えれば、先輩方みたいに人前でも堂々とできるよう
になれるのかなと、これから頑張ろうと思えた。

○ 先輩たちのリアルな話しを聞いて、漠然としていたこれから経験する実習がリアルになって、自

分と先輩たちとの差を思い知らされた。1 年間でこの差を埋めるために、頑張ろうと心から思え
た。

○ 「保育所実習は、2月と 6月と同じ所に行く。2月の実習で心が折れて、6月は正直行きたくな

いと思っていたが、子どもたちも覚えていてくれたり、子どもたちの成長も自分の目で見ること

ができ、嬉しかった」という先輩の話を聞いて、不安でいっぱいの実習だったけど少し楽しみに
なった。子どもたちに 6月まで覚えてもらえているように頑張りたい。

○ どの先輩も実習に行く前は、緊張し不安な気持ちがあったというのを聞いた。それでも積極的に
実習に臨むところはかっこいい。先輩方のように明るく積極的に実習に取り組みたい。

図 2

施設実習についてイメージできましたか？ N＝ 86
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Ⅲ　アンケートと振り返りシートの結果
1．1年生に実施したアンケート結果（2016 年度）
　実習報告会後に、アンケートを 1年生に記名式で実施した。記名式にしたのは、実習に対する不

安が強い学生を把握して個別指導につなげたり、振り返りシートの記述内容と照合し、2年次で実

習を経験したあとの変化をフォローし、その学生の成長の軌跡を追うことができるからである。

　アンケートの内容と結果は以下のとおりである。

本日の実習報告会に参加して、自分の気持ちに一番近いものに○を付けてください。

1．具体的なことを先輩から聞くことができて参考になりましたか？

　①　参考になった 93％ ②　少し参考になった 7％

　③　あまり参考にならなかった   0％ ④　参考にならなかった 0％

2．実習に対して、前向きな気持ちになることができましたか？（図 1）

3．保育所（園）実習に対して、イメージができましたか？

　①　イメージできた 32.5％ ②　ほぼ、イメージできた 65.1％

　③　あまりイメージできなかった  3.4％ ④　イメージできなかった  0  ％

　⑤　保育所（園）実習に行くのが楽しみになった　　0％

4．施設実習について、イメージができましたか？　（図 2）

5．幼稚園実習に対して、イメージができましたか？

　①　イメージできた　 34.9％ ②　ほぼ、イメージできた 60.5％

　③　あまりイメージできなかった  2.3％ ④　イメージできなかった  0  ％

　⑤　幼稚園実習に行くのが楽しみになった　2.3％

実習に前向きな気持ちになりましたか？ N＝ 86

図 1
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3．実習報告会の振り返り（1年生は実習事前指導の 1コマ、2年生は事後指導の 1コマ）
　1 年生は報告会直後にアンケートを記入している

が、実習事前指導の授業においても実習報告会を振り

返り、参考になった内容、実習意欲が高まった発表、

実習報告会に参加して感じたことや考えたこと等の振

り返りシートの記述を課した。さらに来年は、報告会

を運営する側になるので、運営方法に関する意見も記

述するように促した。

　2年生には、まず各個人で実習報告会を振り返り、

仲間との協力はできたか、自分自身の実習の振り返り

はできたか、発表は 1年生に伝わったか、他のグルー

プの発表の感想、卒業までの課題等について、振り返

りシートの記述を課し、次にグループとしての振り返

りシートと実施報告書（右写真）の作成を課した。ま

た、実習報告会の運営方法について改善した方が良い

点などのアンケートを実施した。

　質問を十分にできなかったという 2015
年度の 1年生のアンケート結果を踏まえ、
2016 年度より、二部構成にして、個別説
明の時間を確保し、異学年の双方向の交流
による学びを深めるようにした。1年生は、
約 3から 4グループを回る。

18枚のポスターは、報告会終了後 1年間、学内の目のつきやすい複数箇所に掲示する。
「見て楽しく、読んで役に立つ実習ポスター」が後輩たちの大学生活の日常にある。
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実習生役と子ども役に分かれて、実習の一場面をロールプレイで示す。左は絵本の読み聞かせの良
い例と悪い例。右は、子どもが実習生だと思って甘えて、「先生、シャツをズボンに入れて」と言っ
てきたときに、全部やってあげるのではなく、「後ろは、難しいからやってあげるけれど、前は自
分でやろうね」と声をかけながら促す様子。

SIDS（乳幼児突然死症候群）を防ぐための夜勤実習の実演：ビデオで拡大し説明している。

各グループのブース別に詳細な説明と 1年生との質疑応答。

第二部　個別説明
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司会・進行

ポスターをビデオで映し、スクリーンに拡大して、会場全体の参加者に見えるようして、その内容
をもとに発表している。1年生は、熱心にメモを取りながら聞いている。

タイムキーパー

お誕生会でみんなの前
で披露して、好評だっ
た手品の実演

第一部　全体発表
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実習報告会のポスターの例

5）実習報告会のリハーサル

　実習報告会本番と同じ視聴覚室で、ビデオやプロジェクターを用いて、リハーサルを実施した。

2．実習報告会（キャリア形成ゼミの 2コマ：1、2年生合同）
　実習報告会は、学生が主体的に運営し、教員は参加者として学生の活動を見守った。報告会当日

の学生の活動を以下に記す。

第一部　全体発表
☆司会、進行、タイムキーパー、会場係、アンケート回収などを行う。
☆  18 グループが順番にポスターの内容説明、ポスター内の発表個所をビデオで拡大してスク
リーンに投影、寸劇・部分実習の再現・制作物の紹介などのパフォーマンスをする。

第二部　個別説明
☆ 1年生→興味関心の高いグループのブースに行き、詳細な説明を聞いたり、質問をする。
☆ 2年生→グループ毎にブースに分かれ、全体発表の補足や 1年生の質問に応答する。

一日実習の指導案を添付 各施設で指示された服装や
名前の付け方の違いを紹介

実習の内容、一日の流れ、
日誌、部分実習案を紹介

☆「見て楽しい、読んで役立つポスター」を作る。
☆ ポスターは、報告会では拡大してスクリーンに映し出すが、その後大学構内に 1年間掲示す
るので、今までに培った壁面製作のスキルを活かし、折り紙などを使い立体的で魅力的なも
のを作る。
☆  1 グループ、5分間の発表であるが、メンバー全員がそれぞれの役割を果たせるように工夫
する。
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Ⅱ　本学の実習報告会におけるアクティブラーニングの目的と概要
　実習報告会の活動は、1年生にとっては、事前指導として、実習をやりきった先輩との双方向の

交流により、実習のイメージをつかみ、モチベーションを高め、具体的、実践可能なテクニカルス

キルを身に付けることを目的としている。2年生にとっては、事後指導として、実習を振り返り、

実習での気づき、苦労や感動、失敗や改善案などをグループで話し合い、体験を言語化して共有し、

報告会において 1年生に伝えることを目的としている。

1．実習報告会までの準備　（実習事後指導の 8コマ分）
1）実習報告会の目的、活動の内容、スケジュールの説明

2）実習先の種別によるグルーピング

　「保育実習指導Ⅰ」、「保育実習指導Ⅱ」、「保育実習指導Ⅲ」、それぞれの事後指導の授業において

記入した、振り返りシートの内容と学生の特性などを考慮して、教員が学生をグルーピングした。

　以前は学生の自由選択にしていたが、仲の良い学生同士が集まる傾向があったので、普段あまり

かかわりのないメンバーと話し合ったり、協働作業することにより新しい知識や自分の考えに出会

えたり、就職後のチーム保育に求められる協調性や人間関係のストレスコントロールの向上にもつ

ながると考え、教員がグルーピングしている。

　2015 年度は、実習生 78 名を 4人から 7人の 15 グループに分けたが、2016 年度は、各自のグルー

プ内での役割が明確になり、主体的に活動することができるように、実習生 83 名を前年度より少

ない 4人から 5人の 18 グループに分けた。

　2016 年度は、宿泊実習と通勤実習の違いも考慮し、「障害児施設（通い）」、「障害者施設（通い）」、「障

害者施設（宿泊）」、「児童養護施設（通い）」、「児童養護施設（宿泊）」、「乳児院（通い）」、「乳児院

（宿泊）」、「情緒障害児施設、児童自立支援施設」、「私立幼稚園」、「公立幼稚園」、「私立保育園」、「公

立保育所」に分けた。なお、2015 年度は、「認定子ども園」のグループも設定したが、2016 年度は

幼稚園および保育所のグループに含めた。

3 ）グループでの実習の振り返り（体験の言語化と間接的な体験の共有）と実習報告会計画書の作成

　振り返りのテーマや計画書作成のポイントを以下のように助言した。

☆ 1年生だった時、どのような不安を抱えていたのか、どのような情報が欲しかったのかを思
い浮かべ、伝える内容を考える。
☆ 実習では、どのような技術や態度が必要かつ有効であったか、実習前に身に付けておいた方
が良かったと思うものは何か。
☆実習での心に残ったエピソードは何か、また実習前と実習後の自分の変化は何か。
☆ 1年生に伝えたい内容を言葉やパフォーマンス（寸劇や手遊びの実演）など、どのような方
法で伝えるのが効果的であるか。

4）ポスター製作・口頭発表原稿作成

　グループで話し合った計画書をもとに作成する報告会のポスターや発表原稿について、以下のよ

うに助言した。
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Ⅰ　はじめに
　待機児童問題が深刻さを増している現代において、保育士の確保と質の向上は喫緊の課題である。

そしてそのような時代の要請に応え得る養成校の授業の工夫が必要であろう。

　津守（1997）が、保育を振り返る省察は、保育者の専門性を支える行為であると述べているように、

学生が自らの保育を振り返り省察する力を身に付けていくことが保育士の質の向上に繋がる、と考

える。その意味においても実習事後指導における実習の振り返りは重要である。

　一方で、実習に不安を抱え資格取得をあきらめてしまう学生もおり、事前指導の重要性も増して

いる。しかし現状は、誤字脱字の注意、服装、髪型、言葉使い、時間厳守など社会人としてのマナー

やルールといった、実習指導以前のことを伝えるために多くの時間を割かなくてはならない。限ら

れた時間の事前指導で、学生がポジティブな思いで実習に臨み、実り多い学びを得ることができる

ようにするためには、効果的な授業の工夫が必要である。

　以上のような課題を踏まえ、本学においては、実習事前事後指導の一環として、1・2 年生合同

の実習報告会を実施している。以前は、体育館でのポスター発表形式で実施していたが、実習で人

気のあった手遊びや絵本の読み聞かせ（導入も含めて）などをポスター前で実演するグループもあ

り、他のグループの説明が聞き取りにくいという学生の意見もあった。

　そこで 2015 年度からは、そのような学生の意見も取り入れ、新しいスタイルの実習報告会を実

施している。その取り組みの一部は「実習報告会におけるアクティブラーニング―実習の集大成〈伝

える〉学びの双方向性―」というテーマで、「全国保育士養成協議会第 55 回研究大会」で発表（安藤・

清水・海野、2016）している。2016 年度は、2015 年度の報告会の振り返りを活かし、さらに改善

を試み、その一部を「実習報告会におけるアクティブラーニングの実践―実習事後指導の在り方を

探る―」というテーマで、「日本保育者養成教育学会第 1回研究大会」で発表（安藤・清水・海野、

2017）している。

　本論では、こうした 2年間の実習報報告会におけるアクティブラーニングの実践の様子を報告す

るとともに、報告会後に 1年生に実施したアンケート、および 1・2 年生が記録した振り返りシー

トの質的分析により、実習事前事後指導の在り方を検討することを目的とする。

実習報告会におけるアクティブラーニング
─ 実習事前事後指導の在り方を探る ─

Active learning method in report meetings on practical training
for seeking appropriate advance and post practice guidance

安藤みゆき・富田　浩子・海野　富江

Key words ; 実習報告会　事前事後指導　体験の言語化　振り返り（refl ection）

原著論文
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（2）マップを作成して

　資格取得に関わる教養・専門科目と履修時期を柱に図式的に表した。また、教養科目と専門科目

の授業方法（講義、演習、実習）では、アンケートから抽出したキーワード等を付け加えた。

　ある学生から、「入学前には幼稚園教諭や保育士の資格が比較的容易に取得できると考えていた

が、実際にはとても大変で、特に実習関係では、保育所、施設、幼稚園と 3か所あり日誌の記入や

提出期限等かなりきつかった。」といった感想があった。そこで実習への心構えや取り組み姿勢に

関するようなキーワード等も追加することとした。

　1枚の用紙に収めるには、データ量が多いため、将来の職業（幼稚園教諭や保育士）に関する資

格取得の流れがわかるような科目配列をとった。

4．最後に

　課題としては、各科目ごとのDPとの関連、また履修するにあたっての難易度、さらに各科目間

の関係性の可視化などがあげられる。シラバス等の活用とあわせて保育科内での論議が求められる。

　また、シラバスに示された評価方法・基準による評価や必修・選択科目等の修得状況に対する評

価とあわせ、DPの基準等についても教員間において共通理解を図っていくことが大切になってく

ると考える。

参照文献
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　表 1、表 2は、2年間の保育科のカリキュラムを表したものである。3）専門科目のカリキュラムの

分類は、学生にとってどのような力を身につけるかという点でわかりやすいものになっている。

　一方で、保育者（幼稚園教諭、保育教諭、保育士）の養成という視点からみると、学生は将来ど

のような職場で働き、そのための資格取得をいかにするかという点で、高い関心をもっている。そ

のためには、取得すべき科目にはどのようなものがあるのか、他の資格との関連はどうか、どのよ

うな順で学んでいくかというイメージをもたせることは大切である。

　そこで、前述のアンケート調査でのキーワードを生かしたカリキュラム・マップの例を試みた。

表２　専門科目の分類と一覧
分　類 １年次 ２年次 内　　　容

保
育
科
専
門
科
目
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

基礎的・基本
的な知識の修
得

教育原理
保育者論
児童家庭福祉
社会福祉
保育原理

相談援助
社会的養護

保育者になるために必要な「教
育」や「保育」「福祉」の本質
や概念の理解を深めます。

子どもの育ち
や内面を理解
する

保育の心理学Ⅰ
子どもの保健Ⅰ
幼児と環境

保育の心理学Ⅱ
子どもの保健Ⅱ
子どもの食と栄養
家庭支援論
保育臨床相談

子どもの育ちを家庭等の背景
を含め多様な角度からとらえ
理解していきます。

保育の技術を
高める

保育表現技術
（音楽Ⅰ ･Ⅱ ･Ⅲ）
保育表現技術（造形Ⅰ）
保育表現技術（身体Ⅰ ･Ⅱ）
保育表現技術（言語 ･教材）
音楽演習Ⅲ

保育表現技術（造形Ⅱ）
幼児音楽
幼児造形
幼児体育
音楽演習Ⅰ ･Ⅱ

実際に身体を動かしたり、手
先を使ったりしながら保育の
技術を学びます。

実践力をつけ
る

保育課程論
教育課程論
保育内容総論
乳児保育Ⅰ ･Ⅱ
日本語表現法Ⅰ ･Ⅱ
児童文化

保育内容演習（健康）
保育内容演習（人間関係）
保育内容演習（環境）
保育内容演習（言語）
保育内容演習（表現）
障害児保育
社会的養護内容
保育相談支援
視聴覚教育
保育指導法

幼児教育は「環境を通して行
うもの」であり、「遊びを通し
ての指導」が中心です。その
ことをふまえ、どのような環
境の構成が必要か、どんな援
助が必要かを五領域や育ちの
面から考えていきます。

保育の現場を
知る

教育実習指導
教育実習保育実習指導Ⅰ─
A（保育所）
保育実習Ⅰ（保育所）

教育実習
保育実習指導Ⅰ─ B（施設）
保育実習Ⅰ（施設）
保育実習指導Ⅱ（保育所）
保育実習Ⅱ（保育所）
保育実習指導Ⅲ（施設）
保育実習Ⅲ（施設）
※（ⅡまたはⅢを選択）

実習は保育者になるための大
切なプロセスです。子どもた
ちの夢を育む幼児教育や児童
福祉のプロをめざすために、
実習体験を通して保育現場の
理解と望ましい保育者のあり
方について学習します。

課題を探求す
る 保育実践演習

ゼミナール
総合表現
教職実践演習（幼稚園）

子どもたちと実際に触れ合っ
たり、教育・保育の今日的課
題や、自己課題について、少
人数グループにわかれて探求
したりします。ゼミナールで
は実践を通して、また話合い
や文献を通して学びを深めて
いきます。

こども音楽療
育士課程

こども音楽療育概論
こども音楽療育演習 こども音楽療育実習

障害のある子どもの育ちを援
助するための音楽活動の実践
技術や、音や音楽の使い方な
ど多くの基礎技術を学びます。
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　・今を精一杯生きる！充実した学生生活で終わりたい（11）

　・きちんと単位と資格をとり、しっかりと卒業したい（8）

　・まだまだ卒業したくない。（5）

　・社会人として頑張る。保育士としてがんばりたい。早く働きたい（5）

　・2年間あっと言う間だった。授業は大変だった。でも学ぶことがたくさんあった（5）

　・もっと教えてほしかった。自分のもっている実力をもっと伸ばしていきたい（3）

　・車の購入や保険など色々と話しているうちに社会人になるのだと改めて気が引き締まった。（2）

　・ピアノのレパートリーを増やす

　・一人暮らしが楽しみ。無事に卒業できるか

　・もっとゆっくりしたい。紙芝居の舞台を作りたい！

　・とにかく 3年は勤めることを目標！

　
・続けられるか　・スキルアップを図りたい　・得意分野（遊びの種類等）を増やす
・保育士としてはやく働きたい　　　・もっと学びたい

（3）調査結果について

　アンケートの「アの項目については」、入学前と卒業前で比較を行った。また、ウの（ア）（イ）項

目は2年間の教養科目と専門科目の学びについて学習成果との関連から調査したものである。ウの（ウ）

は専門教科の講義、演習、実習別に印象に残ったことを自由に、また（エ）の項目は、保育に関する

職業のイメージをどう捉えているかを探ったものである。最後に、現在の心境を書いてもらった。

　専門教科の講義、演習、実習の回答からキーワードを抽出し、カリキュラム・マップの中に取り入れたり、

履修する上での心構えや、科目の特徴をわかりやすく示したりすることで、学びの全体イメージにつなが

ればと考えている。一方で、2年間で資格取得が可能であるということは、それだけ授業内容もタイトで

あり、しっかりとした構えをもたなければならないという強いメッセージを暗に示していることにもなる。

3．アンケートのキーワードを生かしたカリキュラム・マップ作成の試み

（1）カリキュラム一覧から、資格取得の関連性がわかるカリキュラム・マップへ

表１　教養科目の分類と一覧
分　類 １年次 ２年次 内　　　容

教
養
科
目
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

人間と文化
日本文化
芸術
子どもと読書 教養科目は、表現文化学科、

保育科の両学科において共通
に開講されています。体系的
なものの見方や柔軟な思考力
を身につけるために幅広い内
容のカリキュラムを用意し、
「人間と文化・人間と社会・生
活と科学・実務と情報・人間
と健康・外国語」の６つの分
野から成る 20 科目を設定して
います。

人間と社会

日本国憲法
現代社会論
女性学
女性と社会生活
キャリア形成ゼミⅠ

生涯学習論
ボランティア活動論
キャリア形成ゼミⅡ

生活と科学 生活と環境
身体のしくみと働き 生活と数学

実務と情報 マルチメディア演習
プレゼンテーション入門

人間と健康 健康とスポーツ
ダンス入門

外国語 英語Ⅰ 英語Ⅱ
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　・子どもに寄り添うこと、家庭的でゆったりとした生活が重要、一緒に成長していく。（5）

　・お母さんのような面倒見、家庭に代わって保育する、保護者支援（5）

　・包容力がすごい、見守る力、観察力、子どもの気持ちの安定（4）

　・臨機応変な対応、子どもの気持ちを考える、生活習慣を身に付ける（3）

　・体力、長時間、忙しい、大変そう（3）

　・複数担任でチームワークを組んで連携して行っている（3）

　・責任や負担が大きいけど、すごくやり甲斐のある仕事（2）

　・たくさんの手遊びや製作ができる

　　【学生のイメージ】

　　 ・乳児理解　・チームワーク（連携）　・健康と体力　・保護者支援　・包容力

オ．就職するにあたって不安なことや心配なことはありますか。（59名回答）

　・人間関係が築けるか不安（13）

　・社会人 1年目で環境がかわるのでやっていけるか不安、適応できるか、続けられるか（9）

　・ピアノができるか不安（8）

　・保護者との対応が上手くできるか、保護者との信頼関係、連携ができるか。（5）

　・責任が重くなるが、うまくやっていけるか、きちんとできるか（5）

　・早起きできるか、住むところは大丈夫か、勤務時間が不規則にならないか（3）

　・長く続けられるか、保育が自分に合っているか、しっかり勤めることができるか（4）

　・担任になったら子どもたちへの保育の仕方やクラスをしっかりまとめられるか（2）

　・クラスの担任や行事の運営がきちんとできるか（2）

　・ 実習で行ったことがない障害児施設などでやっていけるか、子どもを支えることができるか、

施設の子（大きい子）と仲良くできるか（2）

　・指導案や日誌を書くこと（2）

　・配属先がどこになるか、配属先の職場の雰囲気が自分に合うか心配（2）

　・絵本、手遊びのレパートリーを増やさなくては

　・仕事に慣れるか心配。身につくまで時間がかかってしまうか、体調を崩さないか・・・

　・実習と就職ではやることが違うだろうから不安

　・縦割りクラスの指導案の書き方について学びたい

　・家から少し遠いため通勤は大丈夫か

　・働くのが楽しみだが、仕事と家庭の両立ができるか、やるしかない、頑張る

　・あまり理解していないので勉強をしようとしても何をしたらいいかわからない

　　
・人間関係が不安　　・保護者との信頼関係の構築　・社会人としてやっていけるか
・絵本や手遊びなどのレパートリーを増やす

カ．その他（卒業を前に今考えていることを自由に！）（43名回答）
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　・現実を知り、身体的、精神的に辛く大変だったけど、精神的にすごく鍛えられたと思う（3）

　・施設など様々なところで実習ができ、多くの先生の話を聞いてためになった（2）

　・実習を通して、自分にあっているかどうかがわかった（2）

　・最初は緊張して失敗が多かったが、楽しいことや嬉しいことがたくさんあり充実した。（2）

　・実際に、イメージと違うことがわかった。現場でどのような力が必要とされるかがわかった（2）

　・その場に応じて臨機応変に動くことや、思い通りに動けないのが辛かった。（2）

　・他の実習生と比べられて精神的にきつい面が多くあり厳しかった。

　・障害児への理解が深まったのがよかった。

　　【学生の印象】

　　 ・覚悟・強い気持ち　・理想と現実　・実践の文章化　・臨機応変　・観察力　・即応力

エ．次の職種のイメージを自由に書いてください。（必要とされる能力や心構えなど）

〈主なもの〉

◯幼稚園教諭（57名回答）

　・教育的な知識、就学に向けての教育、保育をつなげる、学校の先生（27）

　・ピアノの技術（15）

　・遊びを通して教育をする。遊びを展開させる力、周りをみる力、子どもの学びにかかわる力（5）

　・笑顔、あらゆることに臨機応変に対応できる力（3）

　・生活習慣を身に付けさせる、入学に備え字を覚えさせる（2）

　・一人担任が多く 30 人以上の子どもを一人で担当しないといけないから指導力が求められる（2）

　・3～ 5歳児により多くの理解がないとだめ、子どもの良いところを伸ばす

　　【学生のイメージ】

　　 ・教師　・幅広い知識やピアノ等の技術　・保幼小連携　・担任と責任　・幼児理解

◯保育教諭（46名回答）

　・幼稚園、保育園両方の役割、幅広い知識や技術が必要（21）

　・年齢層が広く、幼保連携で業務が大変、時間も長くなりそう（6）

　・認定こども園（5）

　・ピアノができ教養がある人（4）

　・幼保の機能をどちらも取り入れ、地域の子育てや保護者支援をしっかりとする（4）

　・一人一人の子どもの家庭に応じた対応（2）

　・周りのことをみる力が必要だと思う（2）

　　【学生のイメージ】

　　 ・乳幼児への対応力　・幅広い知識と技術　・認定こども園　・子育て支援　・個別対応

◯保育士（48名回答）

　・様々な年令の子ども、乳幼児を預かる上での知識、乳児の保育をする（22）
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（イ）専門科目を受講して（本学で設定している学習成果との関連から）

　図 4

　「保育者として必要な知識や技能を修得できた」80％、「フィールドワークや地域貢献を通じて幅

広い視野・知識・技術を修得できた」53％に対し、教養科目と同様保育に関しても「今日的な課題」

についてはやや意識が低い傾向となった。

（ウ）専門科目（講義、演習、実習）で良かったこと辛かった事など印象に残っていることは何ですか。

〈主な回答〉

◯講義（48名回答）

　・保育の歴史や知識・用語、保育士として役立つことなど様々学ぶことができた（17）

　・座って聞く授業が中心で、集中力が続かなく辛かった。（15）

　・自身の体験などを織り交ぜたりしながら講義をする先生が多くとても参考になった（4）

　・授業を分かりやすく説明してくれたり、映像を活用したりしたところが印象に残っている（3）

　・プリントに記入するものの方が後から見直しやすかった。自分なりにまとめられよかった（2）

　・これまであまり知らなかった児童養護施設等への知識が増えた（2）

　　【学生の印象】

　　
・保育の知識・用語理解　　・座学中心　　・自己啓発　　・実践の理論的理解
・理論の応用・適用　　　　・児童養護施設理解

◯演習（54名回答）

　・手遊び、ダンス、歌、掲示物等の制作技術を、体を動かしわかりやすく学ぶことができた（30）

　・発表や制作、課題が多く大変だった（7）

　・周りの人と理解し合ったり協力したりすることができた。様々な意見やアイディアを聞けた（6）

　・ピアノのレベル別レッスンは丁寧に教えてくれ、1年生の時より上手になれた（4）

　・人前でも歌えたり、発表できたりすることができるようになった。（2）

　　【学生の印象】

　　 ・理論と実践の関連　・アクティブ　・指導技術　・即実践　・実用的　・活用力

◯実習（65名回答）

　・子どもの反応や動き等、保育をより深められた。スキルアップに繋がった。（22）

　・日誌の書き方や翌日提出等が大変、部分実習や指導案を考えるのが辛かった（19）

　・体調管理（寝不足、体調を崩した、水疱瘡など）が大変だった（4）
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イ．本学で、実際に学んで感じたこと（本学に対するイメージ）（複数回答可）

　図 2

　本学に対するイメージは、「2年間での資格・免許取得ができる」が最も多く、「教員と学生の仲

のよさ」、「ピアノのレベル別レッスンや補習」、「教員の雰囲気」と続いている。

　本学の方針である「グループ担任制による少人数教育」や「時代のニーズにあった資格取得」、

特に「こども音楽療育士の資格」等によるものと考えられる。また「大学の規模（大規模でなく、

こじんまりとしているところがよい）」や「女子だけのよさ」等は、本学ならではの特徴である。

ウ．授業について（複数回答可）

（ア）教養科目を受講して（本学で設定している学習成果との関連から）

　図 3

　「社会の今日的な課題への関心」については、授業の在り方等を含め、現実的な課題意識を高め

るような改善策が必要であると感じる。



（2）
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の重要性をあげている。学生に身につけさせる知識・能力と授業科目との間の対応関係を示し、学

びの道筋や見通しを示すものである。

　特に、保育科においては、将来保育士や幼稚園教諭、あるいは保育教諭として現場に立つことを

目標に掲げ入学してくる学生が多いことから、現在学んでいることが将来にどう結びつくのか、知

識の量だけでなく、それぞれの知識がどのようにつながり、構造化されているのかということを考

えることはとても大切である。

　今回は、入学前のオリエンテーション時に実施したアンケート調査の結果と、2年間学んだ後の

調査結果とを比較することで、どのような思いで教養科目や専門教科を学び、実習ではどのような

ことを感じたか、あるいは保育士や幼稚園教諭等についてどのようなイメージを抱いているかを知

ることを目的とした。加えて、今後入学してくる学生への学びの手引きとなるようなカリキュラム・

マップへ反映できないかを試みたものである。

2．平成 27 年度入学生へのアンケート調査

（1）調査時期及び人数

　　・入学前オリエンテーション（平成 27 年 3 月 12 日）、入学予定者 89 名 2）

　　・卒業 2か月前（平成 29 年 1 月 13 日）、卒業予定者（2学年）81 名

（2）調査内容（いずれも質問紙による調査）

ア．今、保育関係を学んで、感じていること（入学前と 2年後の比較）複数回答可）

　図 1

　最も多かったのは、「役立つ知識技術が習得できた」と感じている学生が約 80％、続いて「将来、

親になったときに役立つ」が 62％と高く、入学前の調査より大幅に増えている。進路が決定したり、

今後の人生を考えたりできる状況を考えると当然と考える。

　また、この 2年間で「自己成長（自分自身、成長できたと思う）」を感じている学生が 51％、ま

た「保育の仕事は社会的にも必要性だと思う」51％、「今後仕事を通じて、人間的成長ができると

思う」が 49％となっており、昨今の社会情勢の影響も大きいと感じる。反面、「社会的な評価や地位」

については、労働条件等が他の職業に比較して厳しい等、現代社会の抱える課題がそのまま反映さ

れており、「必要である」とわかっていても複雑な心境がうかがえる。
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1．はじめに

　夢や目標をもって入学してきた学生が、学生生活を終え、社会人として巣立つ時期になったとき、

入学前に抱いていたイメージが、2年間でどのように変化してきただろうか。教員にとっても、学

生がどのように学び、教授した内容がどのように受け止められているかを知ることは、今後の指導

に生かす上で貴重なものとなる。学生にとっても、予めどのような履修内容なのかを知り、さらに

どのような心構えで取り組んでいけばよいかという方向性を知ることは、学習を進めていく中で意

欲や成果の面で大きな影響があると考える。

　茨城女子短期大学（以下、本学）では、目指す人材像として「時代に適応できる堅実な女性の育

成」を校是に据え、さらに保育科の学生には、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー（DP））と

して、以下の 3点を定めている。1）

　
・社会に貢献するための専門的な知識と技術を身につけている。
・豊かな人間性と協和の心を身につけている。
・誠実かつ勤勉に学び続ける力を身につけている。

　また、入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー（AP））として「子どもの健やかな育

ちを支えることを学ぶための基礎学力をもつ人」、「良好な関係を築くことのできる協調性をもつ

人」、「コミュニケーション能力や社会性が身についている人」について、オープンキャンパスや各

種の進学説明会等を通して提示している。入学後は、APにそって 2年間でDPまで高めていく手

段が、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー（CP））であり、以下の内容をオリエ

ンテーションや授業の中で伝えていくようにしている。

　
・社会のニーズに対応した保育者の養成
・保育の専門的知識、技術の習得
・理論に基づいた実践の重視

　中央教育審議会大学教育部会から出された三つのポリシーの策定及び運用に関するガイドライン

では、留意すべき事項として組織的で体系的な教育の展開と学生の学修成果の評価として、カリキュ

ラム・ポリシーを具体化し、可視化して共有するためのカリキュラム・マップや履修系統図の活用

学びのイメージを生かしたカリキュラム・マップ作成の試み
～2年間における保育科学生の学びに関する意識調査から～

Trial of making of the curriculum map that is reflected students’ learning from classes

: A survey on consciousness of the students’ of the childcare course about classes

助川　公継

Key words ; 三つのポリシー（DP, CP, AP）、カリキュラム・マップ
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