
　

研
究
受
託
者
で
あ
る
山
竹
伸
二
氏
は
哲
学
者
で
す
。

哲
学
者
と
い
う
と
腕
組
み
し
た
い
か
め
し
い
顔
つ
き
の

人
物
が
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
山
竹
氏
は
物
腰
も
柔
ら

か
く
、
や
さ
し
い
言
葉
で
哲
学
を
語
っ
て
く
れ
ま
す
。

氏
に
は
２
０
２
０
年
に
「
研
究
成
果
報
告
書
」
が
提
出

さ
れ
た
「『
自
由
の
主
体
』
が
育
つ
た
め
の
保
育
実
践

に
関
す
る
調
査
研
究
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
継
続
研

究
の
成
果
報
告
書
で
す
。

自
由
の
主
体
と
は
？

　
「
自
由
の
主
体
」
と
聞
い
て
、
？
マ
ー
ク
が
浮
か
ぶ

人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
私
も
そ
の
一
人
で

し
た
。「
自
由
な
主
体
」
と
何
が
違
う
の
？　

そ
れ
と

も
「
主
体
の
自
由
」
？　

そ
も
そ
も
主
体
っ
て
何
？

…
…
。
こ
の
？
を
解
く
糸
口
は
「
主
体
」
の
方
で
は
な

く
、「
自
由
」
の
方
に
あ
っ
た
の
で
す
。
山
竹
氏
は
報

告
書
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
「『
自
由
の
主
体
』
と
は
、
自
由
に
生
き
る
力
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
意
志
で
判
断
し
、
行
動

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
そ
う
し
た
行
動
が

他
者
の
自
由
を
侵
害
せ
ず
、
他
者
と
自
由
を
承
認
し
合

え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
力
が
保

育
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、自
由
に
生
き
ら
れ
る
こ
と
、

そ
し
て
周
囲
の
承
認
が
得
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
子
供

の
幸
せ
な
人
生
に
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
保
育
と
い

う
営
み
が
、
子
供
た
ち
が
幸
せ
に
生
き
る
こ
と
を
最
も

重
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
、『
自
由
の

主
体
』
の
形
成
に
配
慮
す
る
こ
と
は
、
身
体
の
健
康
と

共
に
最
優
先
事
項
と
言
え
る
だ
ろ
う
。」

　

幸
福
と
は
何
か
？　

人
は
幸
福
に
な
る
た
め
に
生
ま

れ
て
き
た
の
で
は
？　

思
え
ば
「
自
由
の
主
体
」
は
子

ど
も
た
ち
に
限
っ
た
議
論
で
は
な
く
、
保
育
者
に
と
っ

て
も
保
護
者
と
っ
て
も
大
切
な
テ
ー
マ
で
す
。
保
育
・

子
育
て
総
合
研
究
機
構
が
哲
学
者
・
山
竹
伸
二
氏
に
研

究
を
委
託
し
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
保
育
実

践
を
哲
学
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
で
、“
哲
学

す
る
保
育
者
に
な
ろ
う
よ
”
と
皆
さ
ん
に
呼
び
か
け
た

か
っ
た
の
で
す
。

現
象
学
的
研
究
と
は
？

　

本
研
究
に
は
、
保
育
の
場
で
多
く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
記

述
を
書
い
て
き
た
現
任
の
保
育
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
と
と
も
に
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
た
保
育
者
た
ち
の
書
い
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
記
述
の
概
要
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

山
竹
氏
は
現
象
学
の
本
質
観
取
と
い
う
手
法
を
用
い

て
、
そ
の
保
育
的
・
哲
学
的
意
味
の
解
明
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
「『
本
質
観
取
』
と
は
、
誰
も
が
共
通
し
て
了
解
し
得

る
意
味
（
本
質
）
を
取
り
出
す
方
法
で
あ
り
、『
自
由
』

『
不
安
』『
死
』『
言
語
』『
欲
望
』『
感
情
』『
身
体
』
等
、

様
々
な
概
念
を
対
象
と
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
『
自
由
』
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
、
私
た

ち
は
『
自
由
』
の
意
味
が
何
で
あ
る
の
か
、
即
座
に
理

解
し
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
、
そ
の
意
味
を
直
観
的

に
受
け
取
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
意
味
は
他
人
と
多
少
は
意
味
の
ズ
レ
が
あ
る

と
し
て
も
、
大
体
は
同
じ
よ
う
な
も
の
、
他
者
と
共
通

し
た
部
分
を
含
ん
で
い
る
。そ
う
で
な
け
れ
ば
、『
自
由
』

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
会
話
で
き
る
は
ず
が
な
い
か
ら

だ
。
そ
こ
で
、
自
分
が
直
観
し
た
意
味
を
し
っ
か
り
と

自
覚
し
、
そ
の
意
味
が
誰
も
が
納
得
し
得
る
意
味
か
ど

う
か
、
何
度
も
考
え
直
し
て
み
る
。
そ
れ
は
、
研
究
者

自
身
の
主
観
を
切
り
捨
て
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ

を
出
発
点
に
し
て
、
他
者
の
視
点
を
取
り
込
み
、
普
遍

性
を
目
指
す
や
り
方
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
上
で
、
多

く
の
人
が
共
通
了
解
し
得
る
『
自
由
』
の
意
味
を
取
り

出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
『
自
由
』
の
本
質
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

　

本
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
現
象
学
本
来
の
方
法
（
本

「
自
由
の
主
体
」
を
形
成

す
る
保
育
実
践
に
関
す
る

現
象
学
的
研
究

（
山
竹
伸
二
氏
）

「
研
究
成
果
報
告
書
」
を

読
む
手
が
か
り

保育・子育て総合研究機構 研究企画委員会
委託研究事業
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本
研
究
は
、「
Ⅰ
．『
自
由
の
主
体
』
を
形
成
す
る
保

育
研
究
の
概
要
と
方
法
、
Ⅱ
．『
自
由
の
主
体
』
を
形

成
す
る
た
め
の
原
理
、
Ⅲ
．
保
育
実
践
か
ら
考
え
る
子

供
の
自
由
、
Ⅳ
．
研
究
の
総
括
」
の
４
部
か
ら
構
成
さ

れ
て
お
り
、
８
人
の
保
育
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
彼

ら
が
書
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
Ⅲ
」
に
紹
介
さ
れ
、
山

竹
氏
自
身
の
本
質
観
取
に
よ
っ
て
「
Ⅱ
」
で
詳
解
さ
れ

た
原
理
が
保
育
実
践
に
よ
っ
て
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
保
育
実
践
か
ら
子
ど
も
の
自
由
が
考

え
ら
れ
た
こ
と
で
、
保
育
者
に
は
、「
そ
う
そ
う
、
私

に
も
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
」「
そ
う
か
、
あ
れ
っ
て

こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
」
と
腑
に
落
ち
る
こ
と
の

多
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

一
部
を
紹
介
し
て
、「
読
む
手
が
か
り
」
と
し
ま
す
。

　
「
こ
れ
は
Ｋ
・
Ｈ
さ
ん
が
自
己
了
解
で
き
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
保
育
士
は
子
供
た
ち
の
自
己
了
解
を

促
す
だ
け
で
な
く
、
自
ら
も
自
己
了
解
を
促
さ
れ
る
こ

と
で
、
よ
り
一
層
、
子
供
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
が
「
よ
い
保
育
」
に
つ
な
が
る
の
で

あ
る
。
…
…
」

　
「
Ｓ
・
Ｍ
保
育
士
の
対
応
は
、
相
手
の
身
に
な
っ
て

考
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
の
気
持
ち
を
共
感
的
に
理

解
さ
せ
る
や
り
方
で
、
心
理
学
で
は
共
感
誘
発
法
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
…
…
」

　
「
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た

対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
リ
ア
ル
な
世
界
が

構
成
さ
れ
る
様
子
を
見
事
に
示
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ

れ
は
自
分
だ
け
の
空
想
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な

く
、
お
互
い
の
世
界
を
認
め
合
い
、
共
に
同
じ
世
界
で

生
き
た
い
と
い
う
思
い
が
作
り
上
げ
て
い
る
。
Ｎ
・
Ｍ

さ
ん
も
、
お
互
い
の
気
持
ち
に
向
き
合
っ
た
結
果
だ
と

述
べ
て
い
る
が
、ま
さ
に
そ
の
と
お
り
な
の
だ
と
思
う
。

そ
れ
と
同
時
に
、
子
供
の
空
想
世
界
を
尊
重
し
な
が
ら

も
、
他
者
と
共
有
で
き
る
世
界
の
心
地
よ
さ
を
知
り
、

そ
う
し
た
世
界
を
大
事
に
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
育

む
こ
と
が
、
い
か
に
大
事
な
の
か
を
痛
感
さ
せ
ら
れ

る
。」

保
育
・
子
育
て
総
合
研
究
機
構
代
表 

室
田
一
樹

質
観
取
）
に
よ
っ
て
保
育
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ

が
、そ
こ
に
は
二
つ
の
視
点
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

一
つ
は
、
本
質
観
取
に
よ
っ
て
人
間
性
の
本
質
を
考
察

し
、
こ
の
現
象
学
的
な
人
間
論
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
保
育
の
本
質
論
か
ら
、
個
々
の
保
育
の
現
象
を
考

察
す
る
視
点
。
も
う
一
つ
は
個
々
の
保
育
の
現
象
か
ら

共
通
点
を
検
討
し
、
保
育
の
本
質
論
を
見
直
す
視
点
で

あ
る
。」

　

私
見
で
す
が
、
現
象
学
者
が
10
人
い
れ
ば
10
通
り
の

現
象
学
が
あ
る
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
実
際
、
私
が
法
人
内
で
長
年
取
り
組
ん
で
き

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
述
は
鯨
岡
峻
氏
（
京
都
大
学
名
誉
教

授
）
の
考
案
さ
れ
た
現
象
学
的
還
元
に
よ
る
保
育
の
意

味
の
探
究
で
す
。
浅
学
を
承
知
で
言
え
ば
、
子
ど
も
の

何
気
な
い
一
言
で
も
、
な
ぜ
あ
の
子
は
あ
の
時
あ
の
よ

う
な
言
葉
を
発
し
た
の
だ
ろ
う
、
な
ぜ
私
は
あ
の
言
葉

を
否
定
的
に
捉
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
よ

う
に
保
育
の
場
の
小
さ
な
出
来
事
に
問
い
を
立
て
、
自

分
の
思
い
（
思
い
込
み
）
を
一
旦
か
っ
こ
に
入
れ
て
横

に
置
き
、“
あ
の
時
の
あ
の
子
の
一
言
”
に
拘こ

う

泥で
い

し
て

そ
の
意
味
を
考
え
る
態
度
が
現
象
学
的
還
元
で
す
。
時

に
そ
れ
は
、
は
っ
と
す
る
よ
う
な
気
づ
き
を
生
む
こ
と

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
し
て
描
か
れ
た

19
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
述
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
と
と

も
に
本
質
観
取
さ
れ
た
保
育
の
意
味
が
、
引
用
の
最
後

に
書
か
れ
た
「
個
々
の
保
育
の
現
象
か
ら
共
通
点
を
検

討
し
、
保
育
の
本
質
論
を
見
直
す
視
点
」
に
あ
た
り
ま

す
。

「『自由の主体』を形成する保育実践に関する現象学的研究」
山竹伸二氏（哲学者）
「研究成果報告書」は、HPあおむし通信に掲載しています。

https://www.zenshihoren.or.jp/activity/ic/kenkyu.html

★本研究をよりわかりやすくお伝えするために、
鼎談動画「自由の主体を育む保育」を全私保連
YouTube チャンネルに掲載しています。ぜひご
視聴ください。

01　自由ってなんだろう
https://youtu.be/TEG2rGxJL_I

02　 楽しい保育カンファレン
https://youtu.be/iqKsvu1ob1M

03　「こどもまんなか」実現へ
https://youtu.be/I4hr61Rii6I

04　保育現場で頑張る皆さんへ
https://youtu.be/Jayy7rGf4pk
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