
幼
稚
園
と
保
育
所
の
機
能
を
一
体
化
し
た
「
総
合
こ
ど
も
園
」
の
創
設
を
柱
と
す

る
政
府
の
子
育
て
新
施
策「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
」関
連
法
案
の
審
議
が
、

国
会
で
始
ま
っ
た
。
成
立
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
み
が
大
き

く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
今
「
新
シ
ス
テ
ム
」
な
の
か
。
少
子
化
対
策
に
つ
な

が
る
の
か
。
法
案
策
定
に
取
り
組
ん
で
き
た
内
閣
府
政
策
統
括
官
の
村
木
厚
子
さ
ん

に
聞
い
た
。

【
山
崎
友
記
子
】

「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
」
関
連
法
案

国
会
審
議
ス
タ
ー
ト

子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム

政
府
の
「
税
と
社
会
保

障
の
一
体
改
革
」
の
う
ち
、

子
育
て
世
代
に
向
け
た
支
援
策
の

柱
だ
。
小
学
校
入
学
前
の
子
ど
も

は
文
部
科
学
省
が
所
管
す
る
幼
稚

園
と
、
厚
生
労
働
省
が
所
管
す
る

保
育
所
に
分
か
れ
、
制
度
も
財
源

も
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
が
、
こ
れ
を

「
総
合
こ
ど
も
園
」
に
衣
替
え
し
、

窓
口
は
原
則
、
内
閣
府
に
一
本
化

す
る
(
幼
保
一
体
化
)
。
政
府
は

年
度
の
創
設
を
目
指
し
て
い
る
。

内
閣
府
政
策
統
括
官

村
木

厚
子
さ
ん
に
聞
く

麎子ども鱻子育て新システム麏について語る村木厚子さん‖久保玲撮影

｜
｜
な
ぜ
、
新
シ
ス
テ
ム
が
必

要
な
の
で
す
か
。

村
木
さ
ん

子
育
て
を
め
ぐ

り
、
三
つ
の
課
題
が
あ
る
と
考
え

ま
す
。
ま
ず
、
教
育
や
保
育
を
支

え
る
基
盤
が
非
常
に
弱
く
な
っ
て

い
ま
す
。
大
都
市
部
で
は
保
育
サ

ー
ビ
ス
が
足
り
ず
、
一
方
で
子
ど

も
が
減
っ
た
地
方
で
は
、
幼
稚
園

や
保
育
所
の
運
営
が
成
り
立
ち
に

く
く
な
っ
て
い
ま

す
。二

つ
目
は
、
お

母
さ
ん
の
子
育
て

へ
の
負
担
が
重
く
な
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
家
族
の
単
位
が
小
さ
く

な
っ
た
う
え
に
、
地
域
の
つ
な
が

り
も
弱
ま
っ
た
。
お
母
さ
ん
は
、

働
い
て
い
る
か
専
業
主
婦
か
に
関

係
な
く
、

時
間
３
６
５
日
の
子

育
て
を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
域

で
の
子
育
て
支
援
な
ど
、
社
会
の

サ
ポ
ー
ト
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

三
つ
目
が
就
学
前
の
教
育
の
充

実
。
就
学
前
教
育
を
き
ち
ん
と
す

る
こ
と
が
、
小
学
校
か
ら
の
教
育

効
果
を
高
め
ま
す
。

｜
｜
今
の
制
度
で
は
解
決
で
き

な
い
の
で
す
か
。

村
木
さ
ん

待
機
児
童
問
題
で

は
、
小
泉
政
権
で
「
待
機
児
童
ゼ

ロ
」
を
掲
げ
、
菅
政
権
も
特
命
チ

ー
ム
を
作
り
ま
し
た
。
今
の
仕
組

み
の
中
で
で
き
る
こ
と
は
、
何
代

も
の
政
権
が
取
り
組
ん
で
き
た
の

で
す
。
で
も
、
待
機
児
童
の
数
は

２
万
数
千
人
で
、
あ
ま
り
変
わ
り

ま
せ
ん
。

若
い
人
の
給
料
は
そ
れ
ほ
ど
高

く
な
い
の
で
、
働
く
お
母
さ
ん
は

こ
れ
か
ら
も
増
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
保
育
の
潜
在
的
な
ニ
ー

ズ
を
含
め
て
準
備
し
な
い
と
、
需

要
と
の
追
い
か
け
っ
こ
が
続
い
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
の
地
域
で
本
当

に
ど
れ
だ
け
の
保
育
が
必
要
か
を

自
治
体
が
き
ち
ん
と
把
握
し
、
需

要
を
満
た
す
た
め
の
整
備
を
進
め

る
。
そ
の
た
め
の
「
仕
掛
け
」
が

必
要
で
す
。

｜
｜
保
育
所
な
ど
の
設
置
を

「
認
可
制
」
か
ら
「
指
定
制
」
に

変
え
る
と
あ
り
ま
す
ね
。
何
が
ど

う
変
わ
る
の
で
す
か
。

村
木
さ
ん

認
可
制
は
自
治
体

が
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
施

設
を
保
育
所
と
認
め
ま
す
。
で
も
、

自
治
体
は
保
育
サ
ー
ビ
ス
が
必
要

な
子
ど
も
が
い
て
も
、
財
政
難
を

理
由
に
保
育
所
を
認
可
し
な
い
、

つ
ま
り
作
ら
な
い
こ
と
も
で
き
た

わ
け
で
す
。
「
何
年
か
先
に
は
子

ど
も
が
減
る
」
と
か
。

指
定
制
に
な
れ
ば
、
一
定
の
基

準
を
満
た
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
行
え

る
人
た
ち
な
ら
、
誰
で
も
保
育
サ

ー
ビ
ス
に
参
入
で
き
ま
す
。
「
需

要
と
供
給
の
差
を
埋
め
な
さ
い
」

と
い
う
責
務
を
自
治
体
に
課
す
の

で
す
か
ら
、
今
ま
で
通
り
の
保
育

所
だ
け
で
な
く
、
小
規
模
の
保
育

や
家
庭
的
な
保
育
、
一
時
預
か
り

保
育
な
ど
の
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
も

作
り
ま
す
。
国
も
財
政
的
な
支
援

を
し
ま
す
。

｜
｜
指
定
制
に
す
る
と
「
不
適

切
な
事
業
者
が
入
っ
て
く
る
の
で

は
」
「
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
が

自
由
化
さ
れ
、
格
差
が
広
が
る
の

で
は
」
と
い
う
声
も
聞
き
ま
す
。

村
木
さ
ん

質
の
確
保
は
大
前

提
で
す
。
今
の
認
可
保
育
所
の
基

準
を
ベ
ー
ス
に
、
そ
の
基
準
を
満

た
す
こ
と
を
参
入
の
最
低
限
の
条

件
に
し
ま
す
。
保
育
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
事
業
者
に
対
し
て
は
、
今
以

上
に
情
報
公
開
を
求
め
ま
す
。
職

員
が
非
正
規
の
人
た
ち
ば
か
り
だ

と
か
、
職
員
の
定
着
率
が
悪
い
と

か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
分
か
る
よ

う
に
し
ま
す
。
公
定
価
格
で
す
か

ら
、
価
格
競
争
が
な
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
も
認
可
保
育
所
に
入
れ
ず
、

諦
め
て
無
認
可
施
設
を
利
用
し
て

い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
認

可
水
準
の
サ
ー
ビ
ス
の
「
量
」
を

確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

｜
｜
「
幼
稚
園
と
保
育
園
を
一

体
化
し
て
も
、
待
機
児
童
対
策
に

は
な
ら
な
い
」
と
も
聞
き
ま
す
。

村
木
さ
ん

施
設
の
統
合
が
目

的
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幼
稚

園
と
保
育
所
を
バ
ラ
バ
ラ
に
管
轄

し
て
い
た
仕
組
み
を
改
め
、
住
民

に
最
も
身
近
な
市
町
村
が
、
子
ど

も
に
必
要
な
幼
児
教
育
と
保
育
の

両
方
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
ト
ー

タ
ル
で
保
障
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
「
総
合

こ
ど
も
園
」
に
は
、
幼
稚
園
と
保

育
所
の
機
能
に
加
え
、
家
で
子
育

て
し
て
い
る
お
母
さ
ん
を
支
え
る

「
子
育
て
支
援
拠
点
」
の
機
能
を

持
た
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

｜
｜
新
シ
ス
テ
ム
は
、
高
齢
者

が
中
心
だ
っ
た
社
会
保
障
サ
ー
ビ

ス
の
給
付
を
子
ど
も
や
現
役
世
代

に
向
け
る
こ
と
が
目
的
で
す
ね
。

で
も
高
齢
化
が
進
む
な
か
、
本
当

に
そ
れ
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。

村
木
さ
ん

子
育
て
支
援
の
必

要
性
が
い
わ
れ
始
め
て

年
あ
ま

り
。
「
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
」
（

〜

年
生
ま
れ
）
が

代
後
半
に
さ

し
か
か
っ
た

、

年
ご
ろ
に
は

「
少
子
化
対
策
は
一
刻
の
猶
予
も

な
い
」
と
言
わ
れ
、
消
費
税
を
財

源
と
し
た
対
策
が
議
論
さ
れ
て
い

た
の
に
、
そ
こ
か
ら
も
う
３
年
以

上
が
た
っ
て
い

る
。
今
度
こ
そ
安

定
し
た
財
源
を
得

て
、
問
題
を
抜
本

的
に
解
決
し
な
け
れ
ば
。
こ
の
少

子
化
の
時
代
に
子
ど
も
を
産
み
、

育
て
て
く
れ
て
い
る
若
い
お
父
さ

ん
、
お
母
さ
ん
に
、
教
育
や
保
育

と
い
う
必
要
最
低
限
の
サ
ー
ビ
ス

は
用
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。最

初
の
子
ど
も
を
産
ん
だ
時
に

孤
立
感
や
負
担
感
を
感
じ
た
人

は
、
明
ら
か
に
２
人
目
を
産
ん
で

い
ま
せ
ん
。
「
ま
た
産
み
た
い
」

と
思
え
る
よ
う
な
、
社
会
の
応
援

が
大
事
で
す
。

上
の
世
代
は
「
自
分
た
ち
は
人

に
頼
ら
ず
子
育
て
で
き
た
」
と
思

っ
て
い
ま
す
が
、
環
境
が
違
い
ま

す
。
賃
金
が
低
く
、
長
時
間
労
働

を
強
い
ら
れ
る
若
い
世
代
の
厳
し

い
環
境
が
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
子
育
て
世
代
は
日
々
の
生
活

で
精
い
っ
ぱ
い
で
、
子
ど
も
自
身

は
声
を
上
げ
ら
れ
な
い
。
誰
か
が

ち
ゃ
ん
と
代
弁
し
て
あ
げ
な
い
と

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
認
可
制
」か
ら「
指
定
制
」へ
■

幼
保
一
体
化
で
総
合
的
に
需
要
把
握


