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幼
児
の
場
合
は
、「
子
育
て
教
室
」
と
名
付
け
ら
れ
、
母
親
の
育
児

支
援
を
兼
ね
て
遊
び
ま
す
。
そ
こ
で
の
遊
び
は
、
風
船
や
ボ
ー
ル
、

お
に
ご
っ
こ
な
ど
の
簡
単
な
も
の
で
す
が
、
幼
児
は
、
一
つ
の
遊
び

だ
け
に
満
足
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
遊
び
に
飽
き
る
と
、

「
次
、
何
を
す
る
の
。」

と
聞
き
、「
次
の
遊
び
」
を
探
し
ま
す
。

高
齢
者
は
、「
ふ
れ
あ
い
広
場
」と
い
う
交
流
の
場
で
、
お
茶
を
飲
ん
で

話
し
た
り
、
食
事
を
し
た
り
し
て
交
流
を
深
め
ま
す
。
高
齢
者
に
、

「
来
月
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
し
た
い
で
す
か
。」

と
「
こ
れ
か
ら
」
の
こ
と
を
話
題
に
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
話
は
盛
り

上
が
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

「
来
月
の
こ
と
な
ん
て
、
今
か
ら
わ
か
る
も
の
で
す
か
。
健
康
で
い

る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
の
に
。
ハ
ハ
ハ
…
。」

と
話
す
方
も
い
て
、
そ
っ
け
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
過
去
の
話

に
な
る
と
違
い
ま
す
。

「
あ
の
と
き
の
弁
当
は
お
い
し
か
っ
た
。
桜
は
き
れ
い
だ
っ
た
。」

ほ
と
ん
ど
の
方
が
生
き
生
き
と
し
た
表
情
で
話
し
、
話
題
が
弾
み

ま
す
。

そ
う
し
た
や
り
と
り
を
よ
く
聞
い
て
い
る
と
、「
あ
の
と
き
」
が
二

年
、
三
年
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
幼
児
と
高
齢
者
が
生
き
て
い
く
う
え
で
、エ
ネ
ル
ギ
ー
に

す
る
も
の
が
違
う
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
の
で
、
わ
た
し
が
教
え

る
大
学
生
た
ち
の
話
題
に
注
意
を
し
て
み
ま
し
た
。
学
生
た
ち
は
、

「
今
日
の
四
時
間
目
の
講
義
、
ど
う
す
る
。」

「
今
日
の
バ
イ
ト
ど
う
し
よ
う
か
。」

な
ど
、「
今
」
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
し
て
い
る
も
の
に

は
違
い
が
あ
る
と
わ
た
し
は
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

幼
児
が
「
こ
れ
か
ら
」、
若
者
は
「
今
」、
そ
し
て
、
高
齢
者
は

「
過
去
」
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

三
「
次
、
何
を
す
る
の
。」
に
応
え
る
導
入
を

教
室
の
子
ど
も
た
ち
の
言
葉
に
注
目
を
す
る
と
、

「
先
生
、
次
の
理
科
の
時
間
、
何
を
す
る
の
。」

「
明
日
の
読
み
聞
か
せ
で
は
、
何
の
本
を
読
ん
で
く
れ
る
の
。」

と
い
う
「
次
」
や
「
明
日
」
と
い
う
未
来
の
方
向
へ
目
が
向
い
て
い

る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

子
ど
も
の
勢
い
を
感
じ
た
授
業
は
、

「
今
日
は
お
も
し
ろ
い
話
か
ら
始
め
よ
う
ね
。」

と
、
そ
の
導
入
で
、
わ
た
し
が
「
こ
れ
か
ら
」
に
向
け
た
働
き
か
け

を
し
た
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

「
今
日
は
…
」
の
ひ
と
言
を
言
う
だ
け
で
も
、
授
業
っ
て
変
わ
る
の

だ
な
と
感
じ
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
若
い
こ
ろ
の
ノ
ー
ト
を
読
み
返

し
て
い
ま
す
。

一
　
導
入
が
ま
ず
か
っ
た
？

若
い
こ
ろ
、
自
分
の
授
業
で
気
が
つ
い
た
こ
と
を
綴
っ
た
「
実
践
記

録
」
の
中
に
書
き
留
め
て
い
た
文
章
で
す
。

勢
い
込
ん
で
指
導
に
臨
ん
だ
研
究
授
業
で
子
ど
も
が
少
し
も
動
か

ず
、
自
分
の
思
い
だ
け
が
空
回
り
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の

原
因
を
探
っ
て
い
く
う
ち
に
、「
導
入
が
ま
ず
か
っ
た
」
と
気
づ
い
て

書
き
残
し
た
と
い
う
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
事
例
に
限
ら
ず
、
日
々
の
授
業
で
、

「
昨
日
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。」

「
昨
日
の
ま
と
め
を
し
ま
し
ょ
う
。」

と
働
き
か
け
て
も
、
挙
手
を
す
る
子
は
限
ら
れ
て
い
て
盛
り
上
が
り
が

欠
け
て
い
た
と
思
う
こ
と
が
た
び
た
び
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
、

納
得
し
て
ま
と
め
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
、
そ
れ
が

は
っ
き
り
し
ま
し
た
。

二
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
世
代
に
よ
っ
て
違
う
　

し
ば
ら
く
の
間
、
地
域
で
民
生
児
童
委
員
を
委
嘱
さ
れ
、
幼
児
や
高

齢
者
と
か
か
わ
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
民
生
児
童
委
員
の
仕
事
に
は
、

幼
児
や
高
齢
者
と
遊
ん
だ
り
話
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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