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子
ど
も
は
人
間
ら
し
い

育
ち
方
を
保
障
さ
れ
て
い
る
か

｜
｜
親
の
子
育
て
要
求
と
保
育
行
政
｜
｜

は
じ
め
に

「
臨
教
審
」
研
究
第
一
部
会
（
乳
、
幼
児
の
子
育
て
・
教
育
）

は
、
当
初
A
B
二
つ
の
班
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
追

求
し
、
後
段
、
両
者
の
合
同
部
会
で
成
果
の
交
流
を
図
り
、
標

記
の
テ
l
マ
に
即
し
て
、
部
会
と
し
て
一
本
の
報
告
書
に
ま
と

め
よ
う
と
い
う
乙
と
で
仕
事
を
す
す
め
て
き
た
。

A
班
の
課
題
は
「
ゼ
ロ
歳
児
保
育
の
実
態
（
調
査
）
と
施
設
拡

充
を
ど
う
す
す
め
る
か
」
で
、
新
潟
市
保
育
運
動
連
絡
会
及
び

『
あ
ゆ
み
』
保
育
園
で
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、
分
析
・
検
討

を
す
す
め
た
。

B
班
の
課
題
は
「
子
ど
も
の
発
達
と
、
親
・
園
・
保
育
者
の

「
臨
教
審
」

研
究
第
一
部
会

課
題
」
で
、
子
ど
も
が
人
間
ら
し
く
育
つ
た
め
の
環
境
や
条
件

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
持
ち
よ
り
、
現
象
の
背
景

に
も
迫
り
な
が
ら
、
「
臨
教
審
」
の
答
申
の
反
国
民
性
と
つ
な

げ
、
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
べ
く
検
討
を
す
す
め
た
。

部
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
大
学
教
員
、
医
師
、
医
療
労
働
者
、

保
育
者
な
ど
一
一
名
で
あ
る
。
各
自
そ
れ
ぞ
れ
に
昼
間
の
勤
め

が
あ
る
た
め
、
検
討
の
た
め
の
会
合
は
す
べ
て
夜
間
に
し
か
持

て
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
制
約
か
ら
、
必
ず
し
も
ま
だ
、
全
体

と
し
て
十
分
な
検
討
の
集
約
が
で
き
た
と
は
、
私
た
ち
も
思
っ

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
あ
く
ま
で
、
私
た
ち
の
部

会
の
現
時
点
で
の
到
達
点
で
あ
る
。
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一
、
親
の
生
活
現
実
と
子
ど
も
の
発
達
の
ゆ
が
み

付

き
び
し
さ
を
泊
す
親
の
労
働
条
件

か
つ
て
「
農
業
地
域
工
業
導
入
事
業
」
で
地
域
に
進
出
し
、

農
家
の
主
婦
に
就
労
の
機
会
を
与
え
て
き
た
多
く
の
企
業
が
、

今
歯
止
め
も
な
く
襲
い
か
か
る
円
高
不
況
を
理
由
に
し
て
、
操

業
の
短
縮
や
農
村
か
ら
の
撤
退
を
始
め
て
い
る
（
撤
退
し
た
企
業

は
労
賃
の
安
い
、
斡
国
・
台
湾
・
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
に
進
出
す
る
の
だ

と
い
う
H
産
業
空
胴
化
現
象
）
。

あ
ち
こ
ち
か
ら
、
「
企
業
の
操
短
で
パ
l
ト
の
仕
事
が
な
く

な
っ
た
」
と
か
、
「
食
品
団
地
の
パ
ン
工
場
が
倒
産
し
て
失
業

し
た
」
と
か
の
声
が
問
乙
え
て
く
る
。
縮
小
さ
れ
た
操
業
の
中

で
か
ろ
う
じ
て
生
き
残
っ
た
人
々
は
、
し
が
み
つ
い
て
で
も
今

の
仕
事
を
尋
わ
れ
な
い
よ
う
に
と
、
益
々
劣
悪
化
す
る
労
働
条

件
に
も
耐
え
忍
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

新
潟
市
近
郊
の
農
村
を
例
に
と
れ
ば
、
農
家
の
主
婦
の
場
合
、

パ
l
ト
の
勤
め
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
そ
の
後
に
畑
の
仕
事
が
待

っ
て
い
る
。
イ
チ
ゴ
や
メ
ロ
ン
の
出
荷
期
は
さ
ら
に
た
い
へ
ん

で
、
翌
朝
早
く
の
出
荷
に
備
え
て
、
夜
遅
く
ま
で
の
作
業
が
続

く
の
で
あ
る
。

労
働
条
件
の
過
酷
さ
は
都
市
労
働
者
の
場
合
も
例
外
で
は
な

子どもは人間ら－しい育ち方を保障されているかJ 

保
育
園
児
A
子
（
五
歳
）
の
家
庭
は
、
家
を
新
築
し
た
の
で

毎
月
九
万
円
を
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
父
親
は
長
距
離

の
運
転
手
で
あ
る
。
母
親
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

近
く
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
勤
め
、
午
後
八
時
か
ら
一
一

時
ま
で
す
し
屋
で
働
い
て
い
る
。
夜
母
親
が
勤
め
に
出
た
後
、

A
子
は
小
学
校
二
年
生
の
兄
と
「
テ
レ
ビ
を
み
な
が
ら
ね
て
い

る
」
の
だ
と
い
う
。

「
働
く
親
（
特
に
母
親
）
の
労
働
条
件
の
劣
悪
さ
が
、
子
育

て
の
難
し
さ
を
増
大
さ
せ
て
い
ま
す
」
と
、
保
母
の
一
人
が
言

っ
て
い
た
。

新
潟
市
保
育
運
動
連
絡
会
（
会
長
坂
本
典
子
〉
な
ど
が
中
心
に

な
っ
て
行
な
っ
た
、
新
潟
市
内
の
ゼ
ロ
歳
児
を
持
つ
家
庭
二
一

O
O
世
帯
を
対
象
に
し
た
、
「
0
歳
児
家
庭
実
態
調
査
」
（
有
効

回
答
数
一
八
九
O
）
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ロ
歳
児
を
持
つ
世
帯
の
六
二

Mm
は
核
家
族
で
あ
り
、
全
体
の
三
O
%
が
共
働
き
で
母
親
も
就

労
し
て
い
る
。
乙
の
配
分
は
、
新
潟
市
に
お
け
る
比
較
的
若
い

世
代
の
、
子
ど
も
を
持
つ
世
帯
の
平
均
的
な
姿
と
と
ら
え
て
よ

い
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
就
労
し
て
い
る
母
親
の
職
種
は
、
会
社

員
三
四
Mm、
公
務
員
九
Mm、
教
員
六
第
、
保
母
五
第
、
看
護
婦

九
形
、
自
営
一
七
第
、
農
業
六
%
、
そ
の
他
＝
＝
%
で
あ
り
、

雇
用
の
形
態
を
み
る
と
、
八
三
Mm
ま
で
が
「
常
勤
」
と
な
っ
て

い
る
。
乙
乙
で
知
り
た
い
乙
と
は
そ
の
「
常
勤
」
の
勤
務
態
様
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その他

〔グラフ〕①

そ
の
六
六
%
（
全
体
の
四
六
箔
）
は
六
歳
未
満
児
を
持
っ
て
い
る

（
平
均
子
ど
も
数
は
一
・
六
人
）
。

グ
ラ
フ
②
は
、
同
じ
医
療
労
働
者
の
夫
の
帰
宅
時
刻
の
集
計

で
あ
る
。
幼
児
の
，
お
休
み
タ
イ
ム
4

午
後
八
時
過
ぎ
の
帰
宅

が
、
二
O
%
を
越
し
て
い
る
。
夫
の
職
種
で
最
も
多
い
の
は
会

社
員
で
、
全
体
の
五
三
痛
を
占
め
て
い
た
。

帰
宅
が
遅
く
な
る
と
い
う
こ
と
の
家
庭
生
活
に
及
ぼ
す
影
響

は
大
き
い
。
乙
と
に
、
子
育
て
の
渦
中
に
あ
る
母
親
に
と
っ
て

は
深
刻
で
あ
る
。

例
え
ば
、
特
殊
な
勤
務
形
態
を
強
い
ら
れ
る
看
護
婦
を
除
い

て
も
、
「
夕
食
を
毎
日
、
家
族
そ
ろ
っ
て
食
べ
ら
れ
る
」
と
い

う
家
庭
は
二
二
%
し
か
な
か
っ
た
。
「
週
三
回
以
下
」
と
い
う

〔グラフ〕②

夫の帰宅時刻

市民病院婦人部調87.11(有効回答137)
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子どもは人間らしい育ち方を保障されているか9 

家
庭
が
四
八
Mmも
占
め
て
い
る
。
理
由
は
「
夫
の
帰
宅
が
遅
い

か
ら
」
五
八
第
、
「
自
分
の
帰
宅
が
遅
い
か
ら
」
三
O
M
m
で
あ

る
（
何
れ
も
看
護
婦
を
除
く
）
。

ま
た
、
帰
宅
が
遅
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
家
事
や
子
ど
も
の

世
話
で
、
休
養
の
時
間
が
減
少
す
る
。
看
護
婦
以
外
の
職
種
で

も
、
「
翌
日
に
疲
れ
が
残
る
」
三
二
弱
、
「
か
な
り
疲
れ
て
い

る
」
一

O
郷
、
「
病
気
の
自
覚
症
状
が
あ
る
」
五
Mm
と
、
全
体

の
四
七
%
（
看
護
婦
の
場
合
は
六
九
銘
）
が
身
体
の
不
調
を
訴
え

て
い
る
。
お
ま
け
に
、
家
事
、
育
児
へ
の
夫
の
協
力
度
は
、
核

家
族
の
場
合
で
六
三
Mm
、
三
世
代
家
族
で
は
五
O
M
m
で
し
か
な

い
。
早
く
早
く
と
子
ど
も
を
急
き
立
て
る
な
ど
は
ま
だ
し
も
、

イ
ラ
イ
ラ
が
高
じ
て
、
つ
い
つ
い
子
ど
も
に
当
た
っ
て
し
ま
う

と
い
う
乙
と
も
起
こ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
夫
婦
げ
ん
か
の
原

因
も
、
ト
ッ
プ
は
「
子
育
て
や
子
ど
も
の
教
育
の
乙
と
」
で
、

三
三
%
と
高
い
。
そ
し
て
仕
事
を
続
け
て
い
る
理
由
で
は
、
「
仕

事
が
好
き
だ
か
ら
」
一
八
%
、
「
働
き
た
い
か
ら
」
コ
二

Mm
に

対
し
て
、
「
経
済
的
理
由
か
ら
」
が
六
八
Mmと
群
を
抜
い
て
い

た
（
一
部
復
数
回
答
あ
り
、
看
護
婦
を
含
む
）
。

や
や
数
字
を
並
べ
過
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る
が
、
以
上
は
、
現

に
子
育
て
の
途
上
に
あ
る
婦
人
都
市
労
働
者
の
生
活
実
態
の
一

端
で
あ
る
。
民
間
で
の
就
労
の
場
合
は
、
一
般
に
、
さ
ら
に
厳

し
い
労
働
条
件
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
る

が
、
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
親
た
ち
は
何
に
悩
み
、
ど
の
よ

う
な
子
育
て
要
求
を
抱
き
、
現
に
自
分
の
子
ど
も
を
ど
の
よ
う

に
育
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

に）

保
母
が
見
た
子
ど
も
の
姿

多
く
の
働
く
母
親
、
特
に
乳
幼
児
を
持
つ
婦
人
労
働
者
に
共

通
す
る
悩
み
の
一
つ
は
、
「
子
ど
も
と
接
触
す
る
時
間
が
少
な

い
」
と
い
う
乙
と
の
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
の
「
子
育
て
・
く
ら

し
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
み
る
と
、
「
母
親
が
十
分
に

世
話
を
し
て
あ
げ
ら
れ
な
い
の
で
、
子
ど
も
が
何
と
な
く
淋
し

そ
う
だ
。
ど
う
し
た
ら
そ
の
淋
し
さ
を
解
消
し
て
や
れ
る
だ
ろ

う
か
。
子
ど
も
が
具
合
の
悪
い
時
も
、
休
み
が
と
れ
ず
一
人
寝

か
せ
て
で
か
け
る
こ
と
も
あ
る
。
わ
が
子
に
『
行
っ
て
ら
っ
し

ゃ
い
』
「
お
帰
り
な
さ
い
』
を
言
っ
て
あ
げ
ら
れ
な
い
。
冬
の

日
な
ど
、
部
屋
を
暖
め
て
迎
え
て
あ
げ
た
い
な
あ
と
思
う
。
ま

た
、
保
育
園
や
学
校
の
行
事
・
参
議
な
ど
に
も
思
う
よ
う
に
は

参
加
で
き
な
い
し
、
子
ど
も
の
勉
強
（
読
み
聞
か
せ
な
ど
も
）
を

み
て
あ
げ
た
い
が
そ
の
時
間
が
な
い
。
し
つ
け
の
こ
と
も
心
配

だ
。
夫
婦
と
も
帰
宅
が
遅
い
の
で
義
母
に
任
せ
て
あ
る
の
だ
が
、

最
近
は
子
ど
も
が
義
母
の
い
う
乙
と
を
き
か
な
く
な
っ
て
き
た

：
：
：
。
そ
し
て
、
小
学
校
に
入
学
し
て
も
学
校
の
生
活
に
順
応

し
て
い
け
る
だ
ろ
う
か
、
将
来
の
進
学
を
考
え
て
も
、
今
か
ら
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心
配
だ
：
：
：
」
と
い
う
母
親
の
わ
が
子
へ
の
思
い
が
浮
か
び
上

．
が
っ
て
く
る
。

ご
く
大
雑
把
な
デ
l
タ
l
で
し
か
な
い
が
、
親
た
ち
の
子
育

て
の
悩
み
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
概
略
掴
む
乙
と
は
で
き
よ
う
と

思
う
。
し
か
し
乙
う
し
た
調
査
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
「
子
育
て

の
難
し
さ
」
の
全
容
を
と
ら
え
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
そ
乙
で

乙
乙
で
は
、
現
に
子
ど
も
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
育
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
、
保
育
園
の
保
母
の
目
を
通
し
て
見
た
い
く
つ
か
の

例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

ゼ
ロ
歳
児
の
保
育
で
最
近
気
に
な
る
乙
と
は
、
入
所
し
て
く

る
子
ど
も
の
な
か
に
、
「
身
体
の
か
た
い
子
」
「
う
つ
ぶ
せ
を

い
や
が
る
子
」
「
這
お
う
と
し
な
い
子
」
な
ど
が
増
え
て
い
る

乙
と
だ
と
い
う
。

産
休
明
け
か
ら
入
所
し
た
C
児
の
場
合
は
、
通
勤
す
る
母
親

の
車
に
乗
せ
ら
れ
て
登
園
す
る
の
だ
が
、
車
か
ら
降
ろ
さ
れ
た

時
に
は
車
の
振
動
に
お
び
え
て
で
あ
ろ
う
、
腕
を
曲
げ
手
を
握

っ
て
、
身
体
を
硬
直
さ
せ
て
い
た
と
い
う
。
泣
き
声
も
他
の
子

と
違
っ
て
ピ
リ
ピ
リ
し
て
い
る
。
登
国
後
も
、
普
通
は
保
母
が

身
体
を
ゆ
す
っ
て
あ
げ
る
と
喜
ぶ
は
ず
な
の
に
、

C
児
は
逆
に

身
体
を
乙
わ
ば
ら
せ
て
し
ま
う
。
寝
返
り
も
し
な
い
。
保
母
が

お
も
ち
ゃ
で
あ
や
し
た
り
歌
を
歌
っ
て
あ
げ
て
も
、
手
足
を
パ

タ
バ
タ
動
か
し
て
全
身
で
喜
び
を
表
現
す
る
は
ず
な
の
に
、
乙

の
子
は
表
情
も
乏
し
く
、
抱
き
上
げ
て
も
、
ズ
シ
l
ン
と
重
い
。

も
ち
ろ
ん
、
保
母
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
か
け
｜
｜
マ
ッ
サ

ー
ジ
体
操
を
多
く
と
り
入
れ
た
り
、
「
ゴ
ロ
ゴ
ロ
、
ゴ
l
ロゴ

ロ
」
と
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
身
体
を
ゆ
す
っ
た
り
、
『
あ
や
し
』
『
抱

き
上
げ
』
『
ゆ
さ
ぶ
り
』
な
ど
の
情
動
交
流
を
豊
か
に
し
て
保

母
と
の
信
頼
関
係
を
つ
く
り
、
子
ど
も
の
気
持
ち
の
安
定
を
は

か
り
な
が
ら
働
き
か
け
て
い
く
乙
と
で
、
乙
う
し
た
子
ど
も
も
、

や
が
て
「
人
間
と
し
て
の
生
き
る
力
」
を
少
し
ず
つ
開
花
さ
せ

て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
車
の
シ
l
ト
を
乳
児
の
ベ

ッ
ト
代
り
と
考
え
た
り
、
『
お
ん
ぶ
』
や
『
だ
っ
乙
』
の
役
割

を
動
く
車
の
シ
l
ト
で
代
行
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
子
育
て
が
、

最
近
は
決
し
て
特
殊
な
ケ
l
ス
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
と
い
う
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
親
た
ち
は
、
子
ど
も
の
健
康
、
幸
福
を
と
ね

が
っ
て
子
育
て
を
し
て
い
る
筈
な
の
に
：
：
：
」
と
あ
る
保
母
が

つ
ぶ
や
く
。

一
歳
児
の
E
君
と
三
歳
児
の
H
君
の
兄
弟
は
二
人
と
も
そ
ろ

っ
て
午
前
中
は
ア
ク
ピ
の
連
発
。
昼
食
を
食
べ
る
と
も
う
眠
た

く
て
ウ
ト
ウ
卜
し
て
し
ま
う
。
二
人
と
も
暗
記
力
が
よ
く
、
テ

レ
ピ
マ
ン
ガ
の
テ
1
マ
ソ
ン
グ
や
子
ど
も
の
歌
、
昔
話
な
ど
よ

く
覚
え
て
き
て
保
母
に
も
聞
か
せ
て
く
れ
る
。
あ
る
時
、
一
歳

児
が
四
人
ほ
ど
砂
遊
び
を
し
て
い
た
ら
、
そ
れ
ま
で
園
庭
の
真
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中
で
「
タ
ァ
l
タ
ァ
l
」
と
い
っ
て
転
が
っ
て
い
た
E
児
〈
一

歳
）
が
、
さ
っ
と
砂
遊
び
の
子
ど
も
た
ち
の
背
後
に
か
け
寄
っ

た
。
そ
し
て
、
い
き
な
り
一
人
の
子
の
首
を
両
手
で
か
か
え
乙

む
と
、
そ
の
ま
ま
自
分
で
仰
向
け
に
倒
れ
る
。
首
を
し
め
ら
れ

て
倒
さ
れ
た
子
が
泣
く
と
、

E
児
は
ニ
ヤ
リ
と
笑
っ
て
次
の
子

へ
：
：
：
こ
う
し
て
四
人
と
も
転
ば
せ
る
と
、
そ
乙
で
得
意
の

「ポ
l
ズ
」
で
あ
る
。
保
母
が
行
っ
て
た
し
な
め
て
も
、
ど
乙

吹
く
風
と
い
っ
た
表
情
で
目
は
虚
ろ
、
口
の
中
で
ブ
ツ
ブ
ツ

「
マ
ス
ク
マ
ン
」
の
台
詞
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
。

母
親
の
話
で
は
、

E
児
も
H
児
も
テ
レ
ビ
マ
ン
ガ
が
大
好
き

な
の
で
食
事
中
で
も
テ
レ
ビ
は
つ
け
っ
ぱ
な
し
、
夕
食
後
や
日

曜
日
は
テ
レ
ビ
マ
ン
ガ
の
ビ
デ
オ
を
見
て
過
ご
す
。
正
月
な
ど

に
母
親
の
実
家
へ
行
く
と
き
も
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
は
忘
れ
ず
に
持

っ
て
い
く
と
の
乙
と
で
あ
っ
た
。
「
E
児
と
H
児
の
頭
の
中
に

は
、
い
つ
も
『
マ
ス
ク
マ
ン
』
や
『
チ
ェ
ン
ジ
マ
ン
』
の
場
面

が
浮
か
ん
で
い
て
、
現
実
の
世
界
も
マ
ン
ガ
の
イ
メ
ー
ジ
で
し

か
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
報
告
し
て
く
れ
た
保

母
は
付
け
加
え
た
。

「
子
ど
も
が
喜
ん
で
さ
え
い
れ
ば
、
そ
れ
で
子
ど
も
は
ス
タ

ス
ク
育
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
親
が
意
外
に
多
い
ん
で

す
。
忙
し
さ
、
核
家
族
化
等
の
な
か
で
、
子
育
て
の
知
恵
や
育
児

の
技
術
が
母
親
に
伝
わ
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
み
た
い
：
：
：
」

と
別
の
保
母
が
言
う
。

一
方
、
新
潟
市
近
郊
に
住
む
あ
る
母
親
は
、
毎
朝
玄
関
で

「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
。
今
日
も
が
ん
ば
っ
て
ね
」
と
子
ど
も

を
送
り
出
す
。

町
で
生
ま
れ
、
育
っ
て
、
農
家
の
長
男
の
と
乙
ろ
に
嫁
い
で

き
た
と
い
う
彼
女
は
、
「
私
自
身
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校

と
が
ん
ば
っ
て
き
た
し
、
今
も
が
ん
ば
っ
て
い
る
。
が
ん
ば
ら

な
け
れ
ば
今
ま
で
や
っ
て
こ
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、

（
小
さ
な
）
息
子
に
も
が
ん
ば
れ
と
常
に
励
ま
し
て
い
る
の
で

す
」
と
い
う
の
が
口
ぐ
せ
で
あ
る
。

「
と
に
か
く
、
何
事
も
が
ん
ば
れ
と
励
ま
し
て
き
ま
し
た
。

散
歩
も
、
『
あ
そ
乙
ま
で
が
ん
ば
れ
』
と
い
う
ふ
う
に
。
保

育
所
へ
の
入
所
前
に
は
、
文
字
や
数
を
が
ん
ば
れ
と
励
ま
し

て
教
え
ま
し
た
。
子
ど
も
は
泣
き
な
が
ら
も
が
ん
ば
り
ま
し

た
。
『
泣
く
な
ら
、
も
う
や
め
る
？
』
と
言
う
と
、
『
や
る
』

と
言
っ
て
：
：
：
」

乙
の
母
親
の
子
は
、
い
つ
も
保
母
の
指
示
通
り
に
行
動
し
よ

う
と
、
「
が
ん
ば
り
」
緊
張
す
る
の
だ
が
、
う
ま
く
い
か
な
い

時
、
失
敗
し
そ
う
な
時
、
わ
か
ら
な
い
時
、
食
べ
ら
れ
な
い
時

な
ど
、
情
け
な
い
ほ
ど
つ
ら
そ
う
な
表
情
に
な
る
。
そ
し
て
、

何
か
一
つ
の
乙
と
で
遂
に
泣
き
出
す
と
、
そ
れ
ま
で
耐
え
て
き

た
様
々
な
つ
ら
さ
を
そ
乙
で
全
部
吐
き
出
し
た
い
恩
い
に
駆
ら
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れ
る
か
の
よ
う
に
、
お
い
お
い
泣
い
て
止
ま
ら
な
い
と
い
う
。

「
入
所
し
た
て
の
頃
（
三
歳
〉
、
固
に
送
り
届
け
て
帰
る
と

き
、
泣
き
叫
ん
で
母
親
の
後
追
い
を
す
る
子
が
多
い
な
か
で
、

私
の
子
は
（
健
気
に
も
て
唇
を
か
ん
で
、
涙
を
手
で
ふ
き
な

が
ら
も
、
手
を
振
っ
て
い
ま
し
た
」
と
言
う
母
親
。
「
今
、
乙

の
子
の
年
齢
だ
と
、
ど
ん
な
乙
と
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
大
丈
夫

な
ん
で
し
ょ
う
。
ノ
ー
ト
と
え
ん
ぴ
つ
に
慣
れ
さ
せ
る
訓
練
を

し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
：
：
：
」
と
言
う
母
親
。
ど
ん
な
育
ち

方
を
し
、
ど
う
変
わ
っ
た
か
と
い
う
観
点
で
子
ど
も
を
み
る
乙

と
が
で
き
ず
、
「
う
ち
の
子
、
今
日
は
、
い
い
子
で
し
た
か
」

と
し
か
尋
ね
な
い
母
親
。
そ
し
て
子
ど
も
は
、
「
お
う
ち
で
勉

強
し
て
る
よ
。
あ
ん
た
2
＋
2
わ
か
る
？
わ
か
ら
な
い
？

ば
か
み
た
い
」
（
五
歳
女
児
）
。
絵
も
描
け
な
い
の
に
、
文
字
や

数
字
を
書
く
子
が
増
え
て
い
る
と
も
い
う
。

「
入
学
に
際
し
て
の
懇
談
会
で
は
名
前
が
書
け
る
程
度
で
よ

い
、
と
い
う
学
校
の
お
話
で
安
心
し
て
い
た
の
で
す
が
、
や

が
て
学
校
が
始
ま
る
と
、
文
字
の
習
得
や
計
算
の
進
度
が
速

く
て
、
な
か
な
か
つ
い
て
い
け
な
い
状
況
が
間
も
な
く
あ
ら

わ
れ
て
き
た
ん
で
す
。
例
え
ば
数
で
す
が
、
カ
ー
ド
の
裏
に

9
が
書
い
て
あ
り
、
表
に
6
＋

3
、
4
＋

5
、
2
＋

7
な
ど
が

書
い
て
あ
る
の
を
持
た
せ
ら
れ
て
、
家
で
覚
え
て
く
る
よ
う

に
と
い
う
宿
題
な
の
で
す
。
毎
晩
一

O
時
過
ぎ
ま
で
や
る
の
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で
す
が
、
子
ど
も
は
も
う
す
っ
か
り
意
欲
を
な
く
し
て
い
て

ど
う
に
も
思
う
よ
う
に
ゆ
か
な
い
。
文
字
の
練
習
も
そ
う
で

し
た
：
：
：
」
（
金
田
広
氏
，
『
教
育
情
報
』
地
目
）

乙
れ
は
、
今
年
初
め
て
長
女
を
小
学
校
に
入
学
さ
せ
た
父
親

の
発
言
で
あ
る
が
、
偏
差
値
輪
切
り
体
制
の
学
校
教
育
の
中
で
、

こ
う
し
た
能
力
主
義
が
一
年
生
の
教
育
に
ま
で
浸
透
し
て
き
で

い
る
様
子
を
耳
に
す
る
に
つ
け
、
年
長
の
子
を
持
つ
親
た
ち
の

心
は
学
力
主
義
・
効
率
主
義
の
方
向
に
駆
ら
れ
て
い
く
の
で
あ

ろ
う
か
。
新
聞
の
ほ
ぼ
一
頁
全
面
を
使
っ
た
、
「
三
歳
か
ら
で

は
遅
す
ぎ
る
」
式
の
誇
大
広
告
が
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
親
た
ち

の
気
持
ち
を
あ
お
り
立
て
て
い
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

顔
の
形
が
一
人
ひ
と
り
違
う
よ
う
に
、
子
ど
も
は
そ
れ
ぞ
れ

に
違
う
育
ち
方
を
し
て
き
で
い
る
。
当
然
親
た
ち
の
子
育
て
も

ま
た
千
差
万
別
で
あ
り
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
事
例
は
挙

げ
れ
ば
切
り
が
な
く
出
て
く
る
。
し
か
し
共
通
し
て
い
る
乙
と

は
、
「
子
育
て
の
方
針
を
き
ち
ん
と
持
て
な
い
で
い
る
親
が
ず

い
ぶ
ん
と
多
い
」
と
い
う
乙
と
の
よ
う
だ
。

益
々
厳
し
さ
を
増
す
親
た
ち
の
就
労
の
条
件
、
子
ど
も
の
未

来
に
幻
想
と
も
い
え
る
夢
を
託
さ
ざ
る
を
得
匂
い
よ
う
な
「
が

ん
じ
が
ら
め
の
生
活
の
中
で
の
親
の
も
つ
問
題
、
子
ど
も
の
問

題
は
い
ま
や
単
な
る
『
お
話
合
い
』
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
と

乙
ろ
に
き
て
い
る
。
一
歩
ふ
み
こ
ん
だ
子
育
て
の
連
帯
が
ど
う
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し
で
も
必
要
だ
」
と
保
母
た
ち
は
言
う
。

ニ
、
親
の
子
育
て
要
求
と
保
育
行
政

←） 

親
の
子
育
て
意
識

前
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
新
潟
市
保
育
運
動
連
絡
会
が
中
心

に
な
っ
て
昨
年
ま
と
め
た
「
一
九
八
六
年
新
潟
市
0
歳
児
家
庭

実
態
調
査
報
告
書
（
以
下
『
報
告
帯
』
）
」
（
一
部
、
『
臨
教
審
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
で
富
樫
厚
彦
氏
が
報
告
）
に
よ
れ
ば
、
新
潟
市
内
で

ゼ
ロ
蔵
児
を
持
つ
母
親
の
三
O
%
は
、
育
事
を
し
な
が
ら
働
き

（
就
労
し
）
続
け
て
い
る
。
乙
の
数
字
は
、
大
阪
衛
星
都
市
連

合
職
員
組
合
が
前
年
に
実
施
し
た
調
査
結
果
で
、
（
働
く
婦
人
が

年
々
増
加
し
て
い
る
な
か
で
）
ゼ
ロ
歳
児
を
も
っ
母
親
の
就
労
率

が
一
八
Mm
で
あ
っ
た
の
と
比
較
す
る
と
、
か
な
り
高
い
比
率
で

あ
る
乙
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
保
育
形
態
で
あ
る
が
、
育
児
休
業
中
が
四
Mm、

公
・
私
立
保
育
所
、
職
場
保
育
園
、
託
児
所
が
合
わ
せ
て
二
一

%
、
祖
父
母
に
託
し
て
い
る
ケ
l
ス
六
七
Mm
、
母
親
自
身
の
保

育
二
七
銘
で
あ
っ
た
。
お
よ
そ
三
分
の
二
が
祖
父
母
に
依
存
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
『
報
告
書
』
は
次
の
よ
う
に
考
察
し

て
い
る
。

「
乙
れ
は
、
新
潟
市
に
お
け
る
家
族
構
成
の
特
徴
が
大
き
く
影

響
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
全
国
的
に
核
家
族
化

現
象
が
進
行
し
て
い
る
な
か
で
、
新
潟
市
の
核
家
族
は
六
二

郷
、
三
世
代
同
居
家
族
は
三
八
%
と
、
全
国
平
均
が
そ
れ
ぞ

れ
七
五
街
、
二
五
彪
で
あ
る
の
に
比
較
し
て
、
三
世
代
同
居

家
族
の
占
め
る
割
合
が
か
な
り
高
率
を
示
し
て
お
り
、
乙
の

乙
と
が
共
働
き
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
見
方
が
で
き
ま

す。
し
か
し
、
祖
父
母
の
手
を
借
り
て
か
ろ
う
じ
て
就
労
で
き

る
と
い
う
現
実
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
祖
父
母
の
健
康
状
態
が

そ
こ
な
わ
れ
た
時
の
不
安
を
常
に
抱
え
て
い
る
と
い
う
乙
と

で
す
。
新
潟
市
に
お
け
る
産
休
明
け
保
育
が
不
十
分
な
理
由

の
一
つ
に
、
三
世
代
家
族
の
多
い
乙
と
が
あ
げ
ら
れ
る
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
母
親
が
安
心
し
て
働
き
続
け
る
た
め
に

は
、
祖
父
母
に
依
存
す
る
保
育
で
は
限
界
が
あ
る
と
い
え
ま

す
。
ま
す
ま
す
増
え
続
け
る
で
あ
ろ
う
共
稼
ぎ
家
庭
を
考
え

る
時
、
保
育
に
欠
け
る
児
童
に
対
す
る
行
政
措
置
は
、
も
っ

と
積
極
的
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
」

一
方
、
現
在
就
労
し
て
い
な
い
と
回
答
し
た
、
ゼ
ロ
歳
児
を

持
つ
母
親
は
全
体
の
六
九
%
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
全
く
就

労
の
経
験
が
な
い
と
し
た
の
は
わ
ず
か
三
Mm
で
あ
っ
た
。
あ
と

は
、
結
婚
す
る
ま
で
働
い
て
い
た
と
い
う
ケ
l
ス
が
四
六
緒
、

出
産
ま
で
働
い
て
い
た
ケ
l
ス
が
五
一

Mm
を
占
め
て
い
る
。
ち
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な
み
に
そ
の
就
労
先
は
民
間
会
社
が
七
二
箔
と
圧
倒
的
に
多

く
、
子
育
て
を
し
な
が
ら
民
間
会
社
で
働
き
続
け
る
乙
と
の
難

し
さ
を
知
実
に
示
し
て
い
た
。
『
報
告
書
』
は
、
「
育
児
休
業

制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
な
い
民
間
企
業
等
に
勤
務
す
る
場
合
、

産
休
明
け
保
育
の
受
け
入
れ
が
な
け
れ
ば
、
無
念
の
思
い
で
退

職
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
乙
れ
は
『
女
子
差
別
撤
廃
条
約
』
一

一
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
『
す
べ
て
の
人
間
の
奪
い
得
な
い
権

利
と
し
て
の
労
働
』
を
、
間
接
的
に
で
は
あ
り
ま
す
が
、
剥
奪

し
て
い
る
乙
と
に
も
な
り
ま
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
反
面
、
仕
事
を
や
め
た
理
由
を
み
る
と
、
「
子
育

て
は
自
分
の
手
で
し
た
い
」
と
い
う
回
答
が
四
八
Mm
。
、
「
子

育
て
と
仕
事
の
両
立
は
難
し
い
」
が
一
一

Mm
、
合
わ
せ
て
六
割

に
も
上
る
母
親
が
、
自
ら
の
選
択
で
育
児
に
専
念
す
る
道
を
選

ん
だ
乙
と
に
な
る
。

乙
の
数
は
そ
の
ま
ま
、
「
（
今
ゼ
ロ
歳
児
を
受
け
入
れ
る
保
育
所

が
あ
れ
ば
）
入
れ
た
い
で
す
か
」
の
聞
に
、
「
入
れ
た
く
な
い

企
ハ
二
郷
）
」
と
答
え
た
数
に
相
応
す
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
現
に

入
所
さ
せ
て
い
る
と
い
う
回
答
は
四
%
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
は
新
潟
市
に
お
け
る
ゼ
ロ
歳
児
の
収
容
能
力
そ
の
も
の
の

数
を
示
す
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
入
れ
た
い
」
の
回
答
は
一
九

銘
で
あ
っ
た
。
乙
れ
は
現
在
の
収
容
能
力
の
五
倍
の
数
で
あ
る

と
も
い
う
。
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書
考
新
潟
市
民
病
院
婦
人
部
の
調
べ
で
は
、
「
職
場
に
保
育
所
が

あ
っ
た
ら
入
れ
ま
す
か
」
の
聞
い
に
、
産
休
明
け
で
四
三
街
、
一
二
歳
以

上
で
二
七
労
が
「
入
れ
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。

ゼ
ロ
歳
児
を
保
育
所
に
入
れ
た
く
な
い
理
由
は
、
「
育
児
は

母
親
が
す
べ
き
だ
（
六
五
郷
）
」
「
育
児
は
家
庭
で
す
べ
き
だ

（
二
九
%
）
」
「
ゼ
ロ
歳
児
に
集
団
保
育
は
無
理
（
二
三
Mm
）」

「
保
育
料
が
高
い
（
一
九
箔
）
」
で
あ
っ
た
。
乙
の
う
ち
、
「
保

育
料
が
高
い
」
の
理
由
は
深
刻
で
あ
る
。
他
の
三
項
目
に
関
し

て
は
、
『
報
告
書
』
が
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。

「
子
ど
も
を
保
育
所
に
入
れ
る
乙
と
は
、
大
層
か
わ
い
そ
う
な

乙
と
だ
と
い
う
考
え
が
、
今
な
お
根
強
く
大
人
た
ち
の
意
識

を
支
配
し
て
お
り
、
『
そ
ん
な
に
ま
で
し
て
お
母
さ
ん
は
働

か
な
く
て
も
：
：
：
』
と
い
う
同
情
と
も
あ
わ
れ
み
と
も
と
れ

る
言
葉
が
、
働
く
婦
人
の
周
辺
で
さ
さ
や
か
れ
て
い
ま
す
：
・

（
中
略
〉
・
：
一
九
六
0
年
代
に
お
け
る
技
術
革
新
は
婦
人
労

働
者
と
『
保
育
に
欠
け
る
』
子
ど
も
の
急
増
を
も
た
ら
し
ま

し
た
が
、
同
時
に
長
い
間
抑
圧
さ
れ
続
け
て
き
た
婦
人
が
、

新
憲
法
の
も
と
で
『
権
利
と
し
て
の
労
働
』
を
主
張
す
る
き

っ
か
け
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
の
婦
人
運
働
は
、
育

児
を
社
会
化
し
て
、
母
親
が
働
く
乙
と
と
、
子
ど
も
の
発
達

と
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
社
会
的
施
設
と
し
て
、
『
ポ
ス
ト
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の
数
ほ
ど
保
育
所
を
』
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
ま
し
た
。

保
育
所
増
設
の
要
求
が
全
国
的
な
広
が
り
を
み
せ
る
な
か

で
、
国
は
，
母
性
愛
’
を
重
視
し
た
『
保
育
七
原
則
』
を
公

に
し
、
母
親
に
労
働
を
と
る
か
育
児
を
と
る
か
の
二
者
択
一

を
迫
る
乙
と
で
、
保
育
要
求
の
沈
静
化
に
つ
と
め
て
き
ま
し

た
。
そ
の
裏
付
け
と
し
て
ホ
ス
ピ
タ
リ
ズ
ム
論
を
登
場
さ
せ
、

働
く
母
親
の
不
安
を
か
き
た
て
の
で
す
。
企
業
は
、
安
手
の

労
働
力
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
、
婦
人
を
い
っ
た
ん
家
庭

に
帰
し
、
子
ど
も
が
あ
る
程
度
成
長
し
た
時
点
で
の
、
パ
ー

ト
と
し
て
の
雇
用
形
態
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

ま
す
。
保
育
行
政
も
そ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
、
産
休
明
け
保

育
も
延
長
保
育
も
行
わ
れ
ず
、
充
実
し
た
保
育
が
で
き
る
よ

う
な
労
働
条
件
を
整
備
す
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
意
図
的
に
家
庭
育
児
が
子
ど
も
に
と
っ
て
最
も
幸

せ
だ
と
す
る
『
集
団
保
育
は
子
ど
も
を
だ
め
に
す
る
』
と
い

う
書
物
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
（
久
徳
重
盛
『
母
原
病
』
『
病

め
る
現
代
の
保
育
崩
壊
』
一
九
八
四
年
な
ど
）
。
し
か
し
今
、
子

ど
も
た
ち
の
問
題
は
、
発
達
の
ゆ
が
み
や
お
く
れ
の
点
で
深

刻
化
し
て
き
で
い
ま
す
。
転
び
や
す
い
と
か
、
転
ん
だ
時
と

っ
さ
に
手
が
っ
け
な
い
と
か
、
遊
ぶ
意
欲
が
な
い
と
か
、
持

久
力
が
弱
い
と
か
：
〈
中
略
〉
：
・
『
集
団
保
育
は
子
ど
も
を
だ

め
に
す
る
』
ど
こ
ろ
か
、
『
集
団
保
育
は
今
の
乳
幼
児
に
は

15 

必
要
だ
。
家
庭
保
育
と
保
育
所
保
育
の
両
方
を
経
験
す
る
乙

と
で
子
ど
も
は
健
全
に
育
つ
』
と
佐
藤
勝
徳
氏
（
「
子
育
て
は

保
育
所
と
共
に
」
一
九
八
五
）
は
確
信
を
も
っ
て
言
っ
て
い
ま

す・・・・・」

働いていない母親の保育園に入れたい理由

20 40 

〔グラフ〕＠

96 

←出産まで

働いた

60 

集団の中で

働きたい

友達ができる

生活習慣

（ゼロ歳児家庭実態調査報告書より）

以
上
に
対
し
て
、
グ

ラ
フ
③
は
、
「
ゼ
ロ
歳

児
保
育
施
設
が
あ
れ
ば

入
所
さ
せ
た
い
」
と
い

う
母
親
た
ち
に
、
そ
の

理
由
を
求
め
た
も
の
で

あ
る
。
「
集
団
の
中
で

の
び
の
び
育
て
た
い
」

「
友
だ
ち
が
た
く
さ
ん

で
き
る
」
の
理
由
が
五

O
%を
超
え
て
い
る
乙

と
は
、
前
記
の
『
報
告

書
』
が
述
べ
る
、
保
育

園
の
『
保
育
機
能
』
へ

の
期
待
が
か
な
り
高
い

も
の
で
あ
る
乙
と
を
示

し
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
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「
働
き
た
い
か
ら
」
の
理
由
が
、
特
に
「
出
産
ま
で
働
い
て
い

た
」
母
親
の
場
合
、
六

O
%に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
と
思
う
。
実
は
、
「
育
児
は
自
分
の
手
で
」
と
回
答
し
て

い
る
層
の
中
に
「
子
ど
も
が
少
し
大
き
く
な
っ
た
ら
再
度
就
労

し
た
い
」
と
考
え
て
い
る
母
親
も
多
く
、
そ
れ
ら
を
含
め
る
と
、

「
働
き
た
い
」
と
い
う
母
親
は
全
体
の
七
一

Mm
に
も
達
す
る
の

で
あ
る
。
「
人
間
ら
し
く
働
き
、
人
間
ら
し
く
子
育
て
を
し
た

い
」
と
い
う
婦
人
の
願
い
は
今
後
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
く
乙

と
で
あ
ろ
う
。
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に）

「
母
親
よ
家
庭
へ
帰
れ
」
の
保
育
行
政

さ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
親
た
ち
の
保
育
要
求

に
対
し
て
、
保
育
行
政
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い

る
だ
ろ
う
か
。

一
月
二
三
日
の
N
H
K
ニ
ュ
ー
ス
は
、
「
厚
生
省
が
二

O
年

ぶ
り
に
『
保
育
指
針
』
（
保
育
所
の
保
育
内
容
を
示
し
た
も
の
〉
を

見
直
す
乙
と
に
な
り
、
そ
の
旨
を
中
央
児
童
福
祉
審
議
会
に
諮

問
し
た
」
と
報
じ
て
い
た
。
短
い
、
ス
ポ
ッ
ト
的
な
報
道
で
あ

り
、
翌
日
の
新
聞
に
も
載
ら
な
か
っ
た
の
で
詳
細
は
知
り
得
な

い
が
、
「
現
行
の
『
三
歳
、
四
歳
、
五
歳
』
の
年
齢
区
分
を
も

っ
と
小
刻
み
に
し
て
『
六
か
月
、
一
年
、
一
年
六
か
月
・
：
』
の

よ
う
に
改
め
る
乙
と
」
、
「
現
行
で
は
『
集
団
生
活
』
に
重
き
を

お
い
て
い
る
が
、
今
後
は
『
個
性
伸
長
』
を
重
視
す
る
乙
と
」

な
ど
が
、
諮
問
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
と
聞
い
た
。

新
潟
・
福
祉
保
育
労
働
組
合
の
小
原
昇
氏
に
よ
れ
ば
、
諮
問

は
実
際
に
は
昨
年
秋
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
記
N
H
K

が
報
じ
た
諮
問
内
容
の
線
底
に
は
、
保
育
所
の
教
育
機
能
を
重

視
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
養
護
機
能
を
強
化
し
、
幼
稚
園
と

保
育
所
の
役
割
り
の
違
い
を
よ
り
鮮
明
に
し
よ
う
と
い
う
企
図

が
あ
る
と
の
乙
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
八
六
年
一
二
月
、
政
府
は
「
地
方
公
共
団
体
の

執
行
機
関
が
国
の
機
関
と
し
て
行
う
事
務
の
整
理
及
び
合
理
化

に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
『
整
理
合
理
化
法
』
）
を
成
立
さ
せ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
「
機
関
委
任
事
務
」
（
国
の
指

揮
監
督
下
で
自
治
体
の
長
が
行
う
事
務
）
だ
っ
た
保
育
事
務
（
保
育

所
入
所
措
置
や
保
育
料
徴
収
の
仕
事
）
が
、
「
団
体
委
任
事
務
」

（
委
任
事
務
で
は
あ
る
が
自
治
体
が
自
主
的
自
律
的
に
処
理
す
べ
き
事

務
）
と
い
う
乙
と
に
な
っ
た
。
一
見
、
国
の
行
政
権
限
が
自
治
体

に
委
譲
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
自
治
体
の
自
主
的
判
断
で
保
育
行

政
を
行
う
乙
と
が
で
き
る
か
ら
歓
迎
す
べ
き
こ
と
の
よ
う
で
は

あ
る
。
し
か
し
、
政
府
は
、
行
政
の
保
育
責
任
を
定
め
た
児
童

福
祉
法
第
二
四
条
を
同
時
に
「
改
正
」
し
、
「
市
町
村
は
、
政

令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
の

文
言
を
挿
入
し
て
、
国
の
定
め
る
「
基
準
」
に
自
治
体
が
従
わ
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〔資料〕

児童福祉法施行令等の一部を改正する政令（抄）

｜第9条の2 法24粂の現定による絡置は、児童の保鑓者のいずれもが次の各号のいずれかに誌

当することにより当額児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居

の観篠その他の者が当詰児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする．

一昼間労働することを常態としていること．

ニ妊娠中であるか又は出産後聞がないこと。

三疾病にかかり、若しくは負傷し‘又は精神若しくは身体に障害を有していること。

四 同居の観族を常時介損しているニと．

五 震災．風水害、火災その他の災沓の但旧に当たっていること．

六 前各号に顕する常態にあるニと．

な
け
れ
ば
な
ら
い
よ
う
に
タ
ガ

を
か
け
る
乙
と
も
忘
れ
な
か
っ

た。
実
際
、
乙
の
基
準
（
政
令
H
資

料
参
照
）
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
、

入
所
資
格
が
厳
密
に
問
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
「
保
育
不
能
申

し
立
て
書
」
に
民
生
委
員
の
証

明
や
診
断
書
を
付
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
な
ど
、
入
所
手
続
き

の
煩
雑
さ
が
問
題
視
さ
れ
始
め

て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
背
景
に
し

て
、
も
う
一
度
諮
問
の
内
容
を

考
え
る
と
、
見
せ
か
け
は
、
幼

児
の
年
齢
や
発
達
段
階
に
応
じ

た
キ
メ
細
や
か
な
保
育
を
と
願

う
、
親
や
保
育
者
の
要
求
に
応

え
た
か
の
よ
う
な
「
年
齢
区
分

の
見
直
し
」
も
、
実
は
入
所
資
格

の
よ
り
厳
し
い
チ
ェ
ッ
ク
の
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
入
所
対
象

児
の
範
囲
を
結
果
と
し
て
狭
め
て
い
く
乙
と
に
役
立
た
せ
る
も

の
で
し
か
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

臨
調
「
行
革
」
の
も
と
で
福
祉
の
切
捨
て
を
図
る
政
府
の
本

音
は
、
行
政
の
保
育
責
任
を
母
親
の
育
児
責
任
に
転
嫁
さ
せ
る
、

育
児
私
事
論
で
あ
る
。
臨
調
コ
行
革
」
の
仕
掛
人
、
中
曽
根
前

首
相
の
意
向
を
受
け
た
臨
時
教
育
審
議
会
（
以
下
『
臨
教
審
』
〉

の
答
申
に
も
、
根
底
に
そ
れ
が
あ
る
。

『
臨
教
審
』
は
、
「
都
市
化
の
進
展
や
家
庭
の
機
能
が
変
化

す
る
な
か
で
、
今
日
、
家
庭
や
地
域
社
会
の
教
育
力
が
低
化
し

て
い
る
」
と
し
、
「
と
く
に
乳
幼
児
期
に
親
と
子
の
基
本
的
な

信
頼
関
係
（
親
と
子
の
梓
）
を
形
成
（
二
次
答
申
で
は
『
確
立
』
と

い
っ
て
い
る
〉
す
る
と
と
も
に
、
適
時
、
適
切
な
し
つ
け
を
行

う
乙
と
は
家
庭
が
果
す
べ
き
重
大
な
責
務
で
あ
る
」
（
最
終
答

申
）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
乳
児
の
保
育
は
可
能
な

か
ぎ
り
家
庭
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
（
一
－
一
次

答
申
）
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

前
記
「
諮
問
」
の
「
『
集
団
』
よ
り
も
「
個
性
』
重
視
を
」

の
発
想
も
ま
さ
し
く
「
臨
教
審
」
の
そ
れ
で
あ
り
、
今
後
曲
さ

れ
て
く
る
児
童
福
祉
審
議
会
の
答
申
内
容
に
何
が
盛
り
込
ま
れ

て
く
る
か
を
、
私
た
ち
は
き
ち
ん
と
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
。

（
文
責
・
片
岡

弘


