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2013年度、学童保育に関する新しい基準が省令としてまとめられ、2015年度から運用されます。
また、政府は、共働き家庭を支えるため、学童保育事業を質・量ともに改善しようとしています。

そこで今回は、学童保育の現状と課題について、教師として知っておきたいことや、学校での教育に
反映できることについて、理論と実践、それぞれ第一線に身を置く専門家の方々にお話をうかがいました。

取材・文｜甲斐ゆかり（サード・アイ）、金丸敦子　イラスト｜あきんこ

P R O F I L E

増山 均 先生

早稲田大学文学学術院教授。社会福祉学・
社会教育学を軸に、児童福祉論､ 児童文化
論へと関心を広げている。1964年から毎
年発行されている『子ども白書』（日本子
どもを守る会編）の編集長なども務める。
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「
子
ど
も
が
育
つ
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

　

学
童
保
育
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
先

生
方
に
ま
ず
押
さ
え
て
ほ
し
い
の
は
、「
子
ど

も
が
育
つ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

先
生
方
は
、
学
校
教
育
に
よ
っ
て
子
ど
も
を

育
て
る
の
が
仕
事
な
の
で
、
教
室
の
中
で
教
育

を
す
る
こ
と
で
子
ど
も
を
育
て
よ
う
と
考
え
ま

す
。

　

し
か
し
、
子
ど
も
は
「
教
育
」
に
よ
っ
て
の

み
育
つ
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　

私
は
、
子
ど
も
は
、
３
つ
の
「
育
」
に
よ
っ

て
育
つ
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

い
ち
ば
ん
基
本
的
な
の
は
「
養
育
」
で
す
。

文
字
通
り
、
子
ど
も
を
養
い
育
て
る
と
い
う
意

味
で
、
食
べ
る
こ
と
、
寝
る
こ
と
な
ど
、
子
ど

も
の
生
活
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
す
。

　

家
庭
は
、と
て
も
大
切
な
「
養
育
」
の
場
で
す
。

し
か
し
現
在
、
こ
の
「
養
育
」
が
崩
れ
て
い
る

こ
と
が
原
因
で
、
子
ど
も
が
学
び
に
集
中
で
き

な
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
よ
く

「
家
庭
教
育
が
う
ま
く
い
か
な
い
」
と
い
う
言

い
方
を
し
ま
す
。
で
す
が
そ
れ
は
、
子
ど
も
の

「
教
育
」
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
の
で
は
な

く
、
家
庭
の
「
養
育
」
が
し
っ
か
り
し
て
い
な

い
の
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
ラ
ン
ド
セ
ル
の
中
に
、
教
科

書
だ
け
詰
め
て
登
校
し
て
く
る
の
で
は
な
く
、

家
庭
の
「
養
育
力
」
を
抱
え
て
登
校
し
て
く
る

の
で
す
。
先
生
方
は
、
子
ど
も
た
ち
の
背
景
に

あ
る
、
家
庭
の
「
養
育
力
」
に
目
を
向
け
る
こ

と
が
必
要
な
の
で
す
。

お話を
うかがった
のは
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次
に
大
切
な
の
は
「
遊
育
」
で
す
。

　

子
ど
も
は
「
遊
び
」
に
よ
っ
て
育
ち
ま
す
。

子
ど
も
の
周
り
か
ら
「
遊
び
」
が
な
く
な
る
と
、

子
ど
も
の
「
育
ち
」
が
弱
く
な
り
ま
す
。
今
、

ど
う
し
て
子
ど
も
の
放
課
後
問
題
に
注
目
が
集

ま
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
子
ど
も
が
育
つ
上

で
大
切
な
「
遊
び
」
の
世
界
が
貧
し
く
な
っ
て

い
る
か
ら
で
す
。

　

学
童
保
育
は
「
生
活
」
と
「
遊
び
」
の
場
所

と
し
て
、
そ
れ
を
補
う
役
割
を
も
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
遊
び
の
場
所
を
つ
く
る
た
め
、
様
々
な

子
育
て
支
援
の
取
り
組
み
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
の
活

動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
子
ど
も

が
「
遊
び
」
に
よ
っ
て
育
つ
こ
と
を
重
視
し
て

い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
最
後
が
「
教
育
」
で
す
。

　

豊
か
な
学
校
教
育
は
、
そ
れ
を
支
え
る
「
養

育
」
と
「
遊
育
」
と
が
結
び
つ
い
て
、
初
め
て

実
現
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
姿
勢
に
立
て
ば
、

お
の
ず
と
、
学
校
の
外
の
子
ど
も
の
生
活
が
気

に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

子
ど
も
は
ど
う
や
っ
て「
育
つ
」の
か

　

も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
子
ど
も
は
、
育

て
ら
れ
て
「
育
つ
」
の
で
は
な
く
、自
ら
「
育
つ
」

の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
ど
も
は
、
誰
か
に

保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後や土
曜日、長期休暇などに指導員を配置して、子どもの生活を保障する

事業です。厚生労働省が管轄し、1997年に法制化されました。現在の呼称は「放課後児童
クラブ」です。
　一方、文部科学省では、全ての児童を対象とする「放課後子ども教室」を実施しており、
現在、両者が併存している状況です。2007年度から両者を一体化して運用する「放課後子
どもプラン」が進められ、今後も両者の一体運用が目指されています。なお、「放課後児童
クラブ」について、2015年度からは、保育の対象児童を10歳未満から小学生全学年に拡大
するなど、設置基準が改められる予定です。

学童保育事業の状況は、自治体の財政状況や地域の実態によっ
て大きく差があり、全国均一ではないことが課題とされていま

す。また、都市部では、共働き家庭の増加によって、学童保育を受けたくても受けられな
い「待機児童」が増えているとされています。

育
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、

実
は
、
自
分
自
身
で
育
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

学
校
で
も
、
教
え
て
い
る
の
は
先
生
で
す
が
、

学
習
す
る
の
は
子
ど
も
で
す
。
例
え
ど
れ
だ
け

先
生
が
教
え
て
も
、
当
の
子
ど
も
が
学
ぶ
気
に

な
ら
な
い
限
り
、
何
か
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は

な
い
で
し
ょ
う
。

　

子
ど
も
の
中
に
あ
る
、
自
ら
育
つ
力
は
、
遊

び
の
場
、「
遊
育
」
の
場
面
で
最
も
よ
く
発
揮

さ
れ
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
集
団
で
は
、
年
齢

が
下
の
子
は
上
の
子
を
ま
ね
、
上
の
子
は
下
の

子
に
教
え
、
互
い
に
成
長
し
て
い
き
ま
す
。
今

は
、
地
域
の
中
に
異
な
る
年
齢
の
子
ど
も
た
ち

が
一
緒
に
い
る
場
所
が
減
っ
て
い
て
、
家
庭
で

も
き
ょ
う
だ
い
の
数
が
少
な
い
た
め
、
子
ど
も

が
育
ち
合
っ
て
い
く
姿
が
見
え
に
く
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　

大
人
が
教
え
て
わ
か
る
こ
と
と
、
子
ど
も
同

士
で
学
び
合
っ
て
身
に
つ
け
た
力
と
で
は
、
後

者
の
方
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
圧
倒
的
に
生
き

る
力
と
な
り
ま
す
。
学
童
保
育
や
放
課
後
子
ど

も
教
室
が
「
遊
び
」
を
重
視
す
る
の
は
、
子
ど

も
た
ち
自
身
が
互
い
に
「
育
ち
合
っ
て
い
く
力
」

を
大
切
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
た
め
な
の
で

す
。

放課後児童クラブ 放課後子ども教室
管轄 厚生労働省 文部科学省

対象 親の就労などによる留守家庭の児童
で、主に小学１〜３年生 小学1〜6年生の全児童

実施場所 主に学校内や児童館 主に学校内

実施日 放課後や土曜日、長期休業期間 平日の毎日開催や土曜日のみの週1回
開催など、実施主体により異なる

活動内容 学習（宿題）、軽食、遊び、休息など 学習、スポーツ、遊びなど

利用料 有料
（料金はクラブによる）

無料が多い
（教室により保険料などの徴収あり）

人員 専任指導員
（資格保持者が望ましい）

指導員・ボランティア
（地域の高齢者や青少年・スポーツ団
体関係者、PTA関係者など）

●「放課後児童クラブ（学童保育）」と「放課後子ども教室」の比較

●放課後児童クラブを利用できなかった児童数の推移
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た
め
に
は
、
歴
史
的
な
出
来
事
や
人
物
の
業
績

な
ど
を
習
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
れ
ら

の
基
礎
的
な
知
識
を
も
と
に
、
次
を
予
測
し
た

り
推
理
し
た
り
す
る
力
が
、「
励
み
」
に
よ
っ

て
生
ま
れ
る
想
像
力
と
い
え
ま
す
。

　

後
者
は
、
子
ど
も
が
無
為
な
時
間
を
過
ご
し

た
り
、
ぶ
ら
ぶ
ら
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生

ま
れ
ま
す
。
一
見
「
む
だ
」
に
見
え
ま
す
が
、

そ
の
中
か
ら
ひ
ら
め
く
発
想
力
や
空
想
力
は
、

子
ど
も
が
社
会
に
出
た
と
き
に
新
し
い
も
の
を

生
み
出
す
力
と
な
り
ま
す
。
文
化
・
芸
術
な
ど

は
、
こ
の
「
む
だ
」
や
「
ひ
ま
」
が
不
可
欠
な

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
社
会
を
変
え
る
大
切
な

力
で
す
。

　
「
む
だ
」
や
「
ひ
ま
」
を
許
容
で
き
る
「
ゆ

と
り
」
は
、
日
本
社
会
の
大
人
、
と
り
わ
け
先

生
方
が
失
っ
て
き
て
い
る
も
の
と
も
い
え
ま
す
。

私
た
ち
は
、「
ゆ
と
り
」
か
ら
生
ま
れ
る
想
像

力
を
、
も
っ
と
重
視
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

「
遊
び
」の
土
台
と
な
る
も
の

　

子
ど
も
の
「
遊
び
」
を
十
分
な
も
の
に
す
る

に
は
、
遊
び
場
も
そ
う
で
す
が
、
私
は
も
う
ひ

と
つ
、「
あ
そ
び
」
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
あ
そ
び
」
と
は
、
自
動
車
の
ハ
ン
ド
ル
や

ブ
レ
ー
キ
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
、

そ
の
す
き
間
や
緩
み
は
実
際
の
動
作
に
は
影
響

し
な
い
け
れ
ど
も
、
安
全
の
た
め
に
は
絶
対
に

必
要
な
も
の
で
す
。
自
動
車
と
同
じ
よ
う
に
、

人
間
に
も
、
一
見
む
だ
に
見
え
る
部
分
が
な
い

と
正
し
く
機
能
し
な
い
の
で
す
。

　
「
遊
び
」
に
つ
い
て
も
、
大
人
が
場
所
を
設

定
し
て
「
さ
あ
遊
び
な
さ
い
」
と
指
示
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
意
味
を
問
わ
な
い
よ
う
な
無

為
な
時
間
を
保
障
し
た
中
で
、
子
ど
も
が
自
分

か
ら
「
遊
ぼ
う
か
な
」
と
思
っ
て
始
め
る
の
が
、

本
当
の
「
遊
び
」
と
い
え
ま
す
。

　

今
の
日
本
社
会
は
、「
ゆ
と
り
」
や
「
む
だ
」

を
許
さ
ず
、
全
て
に
お
い
て
意
味
の
あ
る
こ
と

を
子
ど
も
に
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
は
子
ど
も
の
成
長
に
と
っ
て
「
あ
そ

び
」
の
な
い
、
非
常
に
危
険
な
こ
と
な
の
で
す
。

子
ど
も
に
と
っ
て
の「
放
課
後
」と
は

　

私
は
、
先
生
方
に
は
、
学
童
保
育
に
つ
い
て

意
識
し
て
も
ら
う
の
と
同
時
に
、
そ
の
背
景
と

な
る
、
子
ど
も
た
ち
の
「
放
課
後
問
題
」
に
つ

い
て
も
知
っ
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

今
の
子
ど
も
の
生
活
は
、
あ
ま
り
に
学
校
中

心
に
偏
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
放
課
後
」

と
い
う
言
葉
自
体
が
、「
課
業
」
か
ら
「
放
た

れ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
て
、自
由
だ
っ

「
ゆ
と
り
」か
ら
生
ま
れ
る

想
像
力
を
大
切
に
し
た
い

　
「
遊
び
」
と
聞
く
と
、
効
率
を
め
ざ
す
大
人

は
「
む
だ
な
時
間
」
だ
と
考
え
、
排
除
し
よ
う

と
し
ま
す
。
し
か
し
実
は
、
む
だ
に
よ
っ
て
育

つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
ひ
と
つ
が
「
想
像
力
」
で
す
。
子
ど
も

の
成
長
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
想
像
力
を
豊

か
に
す
る
こ
と
で
す
。
想
像
す
る
こ
と
は
創
作

や
発
明
へ
と
つ
な
が
り
、
社
会
を
発
展
さ
せ
て

い
く
力
と
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
「
想
像
力
」
に
は
、
２
つ
の
種
類

が
あ
り
ま
す
。「
励
み
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る

も
の
と
、「
む
だ
」
や
「
ひ
ま
」
に
よ
っ
て
生

ま
れ
る
も
の
で
す
。

　

前
者
は
、
お
も
に
学
校
教
育
で
身
に
つ
け
る

も
の
で
、
一
つ
ひ
と
つ
基
礎
的
な
こ
と
を
習
得

す
る
た
め
に
「
励
み
」、
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
獲
得
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
歴
史
を
学
習
す
る

た
は
ず
の
時
間
は
、
い
つ
の
間
に
か
学
校
に
従

属
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

本
来
な
ら
、
学
校
を
出
た
瞬
間
、
子
ど
も
は
、

学
校
と
は
違
う
世
界
に
属
し
て
い
き
ま
す
。
し

か
し
今
や
放
課
後
は
、
塾
や
習
い
ご
と
な
ど
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
侵
食
さ
れ
、
学
校
の
延
長
と
化

し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
時
代
と
は
、
む
だ
な
こ
と
も
し
な
が

ら
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
せ
る
時
間
で
あ
っ
た
は
ず

な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
時
間
を
過
ご
せ
る
子
ど

も
が
い
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
今
の

大
き
な
問
題
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

学
校
教
育
は
、
制
度
的
に
国
家
の
事
業
と
し

て
確
立
し
て
い
ま
す
が
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に

「
子
ど
も
が
育
つ
」
と
い
う
視
点
で
見
る
と
、

実
際
に
は
限
定
し
た
働
き
し
か
も
っ
て
い
ま
せ

ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
占
め
る
位
置
は

絶
対
的
で
す
。

　

し
か
し
、
学
童
保
育
に
対
す
る
社
会
の
認
識

も
高
ま
り
、
学
校
と
同
じ
敷
地
の
中
で
学
童
保
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育
事
業
を
行
う
地
域
も
多
い
現
在
、
学
校
が
絶

対
的
な
場
所
だ
と
い
う
意
識
の
ま
ま
で
は
、
も

の
を
見
る
範
囲
が
非
常
に
狭
く
な
っ
て
し
ま
う

で
し
ょ
う
。

　

学
童
保
育
は
、
学
校
の
中
に
あ
っ
て
も
、
学

校
と
は
違
う
原
理
で
、
子
ど
も
の
生
活
と
遊
び

を
保
障
し
て
い
る
世
界
で
す
。
そ
の
意
味
か
ら

も
、
数
少
な
い
子
ど
も
た
ち
の
オ
ア
シ
ス
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

学
校
か
ら
帰
っ
て
ラ
ン
ド
セ
ル
を
放
り
出
し
、

し
ば
し
ぼ
ん
や
り
す
る
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、

そ
ん
な
時
間
や
居
場
所
の
あ
る
「
放
課
後
」
が

必
要
な
の
で
す
。

子
ど
も
の
居
心
地
が
い
い
場
所
と
は

　

で
は
、
あ
る
べ
き
子
ど
も
の
居
場
所
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
、
３
つ
の
「
あ
」
が
あ
る
場
所
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

１
つ
は
、「
子
ど
も
の
あ4

る
が
ま
ま
を
認
め

る
大
人
が
い
る
」
場
所
で
す
。
成
績
そ
の
他
に

関
係
な
く
、
そ
の
子
な
り
の
個
性
や
特
徴
を
あ

り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
大
人
の
存
在
が
ポ
イ

ン
ト
で
す
。

　

２
つ
目
は
、「
あ4

こ
が
れ
の
対
象
が
見
つ
か

る
」
場
所
で
す
。
遊
び
の
上
手
な
指
導
員
や
、

子
ど
も
の
中
で
の
何
か
が
う
ま
い
子
や
お
手
本

に
な
る
子
に
対
し
、「
あ
ん
な
風
に
な
り
た
い
」

と
あ
こ
が
れ
を
見
出
す
こ
と
で
、
子
ど
も
は
自

ら
の
成
長
課
題
を
見
つ
け
、
育
っ
て
い
き
ま
す
。

　

３
つ
目
は
、「
あ4

て
に
し
、
あ
て
に
さ
れ
る
」

関
係
が
あ
る
場
所
で
す
。
し
か
し
現
代
社
会
で

は
、
こ
の
関
係
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
か
け
て

い
ま
す
。

　

昔
は
家
庭
生
活
の
中
で
も
、
子
ど
も
は
労
働

力
と
し
て
あ
て
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

地
域
社
会
の
中
に
も
、
祭
や
行
事
な
ど
で
子
ど

も
が
主
役
に
な
る
場
面
、
子
ど
も
同
士
で
教
え

合
う
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。
子
ど
も
は
そ
こ
で

役
割
を
自
覚
し
、
責
任
を
感
じ
、
自
分
の
立
場

を
見
極
め
て
い
き
ま
し
た
。
実
は
こ
れ
こ
そ
、

子
ど
も
が
社
会
的
に
成
長
す
る
最
も
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
な
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
３
つ
の
「
あ
」
が
そ
ろ
う
場
所
で
、

子
ど
も
は
育
っ
て
い
く
の
で
す
。

教
師
と
し
て
で
き
る
こ
と

　

先
生
方
が
毎
日
忙
し
い
の
は
わ
か
り
ま
す
。

隣
の
先
生
と
話
を
す
る
時
間
す
ら
ま
ま
な
ら
な

い
。
そ
ん
な
余
裕
も
な
い
中
、
子
ど
も
が
放
課

後
何
を
し
て
い
る
か
に
ま
で
目
を
向
け
る
時
間

が
な
い
と
い
う
の
が
現
実
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
で
き
れ
ば
先
生
方
に
は
、
学
童
保

育
に
参
加
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
放
課
後
ど
ん

な
ふ
う
に
過
ご
し
、
ど
の
よ
う
な
表
情
を
し
て

い
る
か
を
見
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
教
師
と

い
う
立
場
を
離
れ
、
ひ
と
り
の
大
人
と
し
て
参

加
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
自
分
の
持
ち
味
を

発
揮
す
る
こ
と
で
、
視
野
が
も
っ
と
広
が
る
と

思
い
ま
す
。

　

大
人
も
そ
う
で
す
が
、
子
ど
も
は
い
ろ
い
ろ

な
顔
を
も
っ
て
い
ま
す
。
先
生
向
け
の
顔
、
親

向
け
の
顔
、
家
族
に
向
け
る
顔
。
し
か
し
、
子

ど
も
が
子
ど
も
ら
し
い
、
そ
の
子
の
等
身
大
の

顔
を
見
せ
る
の
は
、
子
ど
も
同
士
の
関
係
の
中

で
す
。

　

学
童
保
育
や
地
域
社
会
と
交
流
し
て
こ
そ
、

子
ど
も
の
全
体
像
を
つ
か
む
こ
と
が
可
能
に
な

り
ま
す
。
親
や
指
導
員
か
ら
子
ど
も
の
話
を
聞

く
こ
と
は
、
子
ど
も
へ
の
見
方
を
多
角
的
に
し
、

日
ご
ろ
の
指
導
に
も
必
ず
よ
い
効
果
を
も
た
ら

す
で
し
ょ
う
。
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●�平成13年度、区内の小学校でのモデル実
施からスタート。
現在は、区内の全公立小学校37校で実施
されている。

●対象者
品川区立小学校の就学児童
区内在住で、国立・私立そのほかの小学校
に在学する児童

●実施日
基本的に日曜・祝日、年末年始を除く毎日

●利用時間
学校がある日：下校〜午後6時
学校が休みの日：午前9時〜午後6時

●利用施設
各学校の「すまいるスクール」の専用スペー
ス、校庭、体育館、特別教室等（学校の授
業等で使用していない時間帯）
●参加登録
1年ごとに参加登録を行う。
勉強会・教室は毎月発行の「おたより」を見
て希望により、申し込む。
●参加費用
年額1,200円（登録料550円＋団体総合補
償制度費用保険掛金650円）
勉強会（希望制）�週1回の学年：500円／月、
週2回の学年：800円／月

教室（希望制）　教材費実費
●参加カード
1・2年生は全員参加カードを使用。（3年
生以上は学校によって使用状況が異なる）
参加カードに帰宅時間を記入し、受付で指
導員が確認。
参加カードを使用しない学年は、口頭で名
前と帰宅時間を伝える。

●弁当・水筒
給食がない午前授業日と学校が休みで午後
も参加するときは、弁当・水筒を持参。
夏休みは補食（おやつ）の持参が可能（ス
クール側での補食の用意はない）。

「
放
課
後
子
ど
も
教
室
」と
学
童
保
育
を

統
合
、
一
体
的
に
運
営

　
「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」
は
、
平
成
13
年
度
、

全
児
童
を
対
象
と
し
た
「
放
課
後
の
居
場
所
づ

く
り
」
の
事
業
と
し
て
、
区
内
の
小
学
校
1
校

で
モ
デ
ル
実
施
が
始
ま
り
ま
し
た
。
実
施
当
初

は
、
学
習
支
援
は
、
勉
強
会
と
、
地
域
の
方
の

協
力
を
得
て
文
化
活
動
を
行
う
全
児
童
放
課
後

等
対
策
事
業
で
、
生
活
支
援
は
児
童
館
（
品
川

区
で
は
「
児
童
セ
ン
タ
ー
」）
で
の
学
童
保
育

で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
16
年
度
と
17
年
度
の
２
年
間

で
、
児
童
館
で
の
学
童
保
育
事
業
を
順
次
閉
鎖

し
、「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」
に
学
童
保
育
の

機
能
を
統
合
。
18
年
度
に
は
、
区
内
す
べ
て
の

学
校
に
「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」
を
開
設
し
、

以
後
、学
童
保
育
と
19
年
度
に
創
設
さ
れ
た「
放

課
後
子
ど
も
教
室
」
を
一
体
的
に
運
営
し
て
い

ま
す
。

ス
ク
ー
ル
の
運
営
の
柱
と
な
る
の
は

３
つ
の
活
動

　
「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」
の
活
動
は
、「
フ
リ
ー

タ
イ
ム
」、「
勉
強
会
」、「
教
室
（
文
化
活
動
や

ス
ポ
ー
ツ
活
動
）」
の
3
つ
を
柱
と
し
て
い
ま

す
。
運
営
に
あ
た
る
の
は
、
各
校
1
名
の
正
規

職
員
の
ほ
か
、
区
の
非
常
勤
職
員
と
児
童
指
導

を
委
託
す
る
会
社
の
ス
タ
ッ
フ
で
す
。

　

正
規
職
員
は
施
設
の
責
任
者
と
し
て
、
学
校

や
地
域
の
方
々
と
の
連
絡
調
整
役
を
務
め
て
い

ここでは、放課後対策にいち早く取り組んできた、
東京都品川区の「すまいるスクール」

について紹介します。

ま
す
。
例
え
ば
、「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」
は

学
校
内
に
専
用
の
ス
ペ
ー
ス
を
も
っ
て
い
ま
す

が
、
活
動
内
容
に
よ
っ
て
は
特
別
教
室
や
図
書

室
、
校
庭
や
体
育
館
を
使
用
す
る
こ
と
が
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
場
所
の
調
整
や
児

童
の
状
況
の
確
認
な
ど
、
様
々
な
情
報
交
換
と

情
報
共
有
は
、
各
施
設
に
正
規
職
員
が
常
駐
し

て
い
る
こ
と
で
、
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
ま
す
。

　

非
常
勤
職
員
は
、
小
学
校
教
諭
に
限
ら
ず
教

員
免
許
取
得
者
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
採

用
。
児
童
指
導
も
行
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
は

勉
強
会
を
担
当
し
ま
す
。
勉
強
会
は
補
習
を
基

本
と
し
て
い
て
、
指
導
員
は
学
校
の
担
任
教
諭

と
学
習
の
進
捗
状
況
の
連
絡
を
取
り
合
い
な
が

ら
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

品
川
区
で
は
学
校
選
択
制
が
導
入
さ
れ
て
い

て
、
各
校
そ
れ
ぞ
れ
魅
力
あ
る
教
育
活
動
を
進

め
て
い
ま
す
。
37
あ
る
「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
月
1
回
、
全
体
会
議
を
行
う
ほ
か
、

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
会
議
や
意
見
交
換
を
行
い
、

実
践
内
容
の
向
上
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

伊﨑 みゆき さん

お話を
うかがった
のは

品川区子ども未来事業部
子育て支援課長

村松 幸一 さん

品川区子ども未来事業部
すまいるスクール担当主査

Miyuk i  I zak i

Ko ich i  Muramatsu

す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
の
概
要

（2014年5月現在）
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「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」実
施
に
よ
っ
て

生
じ
た
変
化

　
「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」
の
職
員
は
、
必
要

に
応
じ
て
学
校
の
生
活
指
導
会
議
に
参
加
し
た

り
、
個
別
に
情
報
交
換
を
行
っ
た
り
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
正
規
職
員
は
学
校
に
常
駐
し
、
職

員
と
一
緒
に
給
食
を
食
べ
る
な
ど
、
学
校
と
密

な
交
流
・
連
携
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
学
校
と
の
距
離
が
近
い
た
め
、

先
生
が
子
ど
も
の
様
子
を
見
に
く
る
こ
と
も
よ

く
あ
り
ま
す
。「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」
で
、

教
室
と
は
違
う
一
面
を
見
せ
る
子
ど
も
た
ち
に

驚
き
を
も
た
れ
る
先
生
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
学
校
か
ら
「
気
に
な
る
子
ど
も
の
様
子

を
見
て
ほ
し
い
」
と
い
う
声
掛
け
が
あ
り
、
指

導
員
が
い
つ
も
よ
り
注
意
を
払
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
子
ど
も
を
見
守
る
目
が
増
え
れ
ば
増
え

る
ほ
ど
、
虐
待
も
含
め
、
早
く
問
題
を
発
見
で

き
、
対
処
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
連

携
の
し
や
す
さ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
に

と
っ
て
プ
ラ
ス
に
作
用
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
子
ど
も
た
ち
の
友
達
関
係
の
面
で
も
、

「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」
は
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い

る
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
か
つ
て
は
学
校
で
仲
の

良
い
子
が
い
て
も
、
放
課
後
過
ご
す
場
所
が
学

童
保
育
の
子
と
そ
う
で
な
い
子
で
違
う
た
め
一

緒
に
遊
べ
ず
、
友
達
関
係
が
そ
こ
で
分
断
さ
れ

て
し
ま
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

朝
か
ら
放
課
後
ま
で
、
子
ど
も
の
時
間
は
連

続
し
て
い
ま
す
。「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」
は

児
童
全
員
が
対
象
な
の
で
、
親
の
状
況
に
よ
っ

て
子
ど
も
が
影
響
さ
れ
な
い
の
が
メ
リ
ッ
ト
だ

と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
放
課
後
の
姿
に
も

興
味
を
も
っ
て
ほ
し
い

　

学
校
の
先
生
方
に
は
、
教
室
の
中
だ
け
で
は

な
く
、
放
課
後
の
取
り
組
み
に
も
ぜ
ひ
目
を
向

け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

子
ど
も
が
学
校
と
そ
れ
以
外
の
場
で
見
せ
る

顔
は
違
う
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち

の
変
化
を
読
み
取
り
、
本
当
の
状
況
を
垣
間
見

れ
ば
、
学
校
の
時
間
だ
け
で
は
気
づ
か
な
か
っ

た
子
ど
も
の
新
た
な
面
が
発
見
で
き
、
理
解
も

よ
り
一
層
深
ま
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
子
ど
も
た
ち
と
の
関
わ
り
は
下
校
ま
で
」

で
は
な
く
、「
す
ま
い
る
ス
ク
ー
ル
」
の
よ
う

な
放
課
後
事
業
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
が
放
課
後

を
過
ご
す
場
所
も
、
自
分
の
子
ど
も
た
ち
が
活

動
し
て
い
る
場
所
だ
と
と
ら
え
、
興
味
と
関
心

を
も
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

子どもたちが自由に遊んだり、読書したり、学
習したりする時間。ただし、好き勝手に過ごす
場ではなく、例えばダーツの時間、ドッジボー

ルの時間など、指導員が子どもたちを集めて、メリハリをつ
けて活動しています。また、高齢者施設等を訪問し、教室等
で習った楽器や踊りを披露したり、地域の例祭に参加したり
する地域貢献、幼稚園や保育園との交流活動も行っています。
フリータイムは、遊びや活動を通して自主性や想像力を養い、
ルールや協調性などの社会性を身につける場です。

子どもたちの基
礎学力の定着を
目指し、週1回

または2回、学年ごとに
行われています。勉強会
は教員免許を持ったス
タッフが担当。算数や国
語の復習等、基礎学力の
定着のための補習を基本
としていて、授業を先取
りして教えるわけではあ
りません。勉強会への参
加は、子どもと保護者の
両方の希望が必要になり
ます。

地域のボランティアやPTAな
どの協力によって、日本の伝
統文化や音楽、語学、料理を

学ぶ教室やスポーツ教室が行われています。
囲碁は日本棋院から、タグラグビーは日本
ラグビーフットボール協会から指導に来て
いただくなど、地域のボランティアやPTA
だけでなく、団体、企業の協力も得ています。
また、中学校の部活に関わっている地域の
方が小学生対象に教室を実施する例もあり
ます。地域の方からの協力の申し出も多く、
例えば学校に協力の申し出があっても時間
数の関係から授業で取り組めない場合、「す
まいるスクール」の教室という形で実施する
こともあります。


