
Ⅰ

は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
に
前
年
の
合
計
特
殊
出
生
率
が
一
・
五
七
％
で
あ
る
こ
と

が
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で

｢

ひ
の
え
う
ま｣

と
い
う
特
殊
要
因
に
よ
り

過
去
最
低
で
あ
っ
た
、
一
九
六
六
年
の
一
・
五
八
％
を
下
回
っ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
こ
と
は

｢

一
・
五
七
シ
ョ
ッ
ク｣

と
呼
ば
れ
、
少
子
化
が
社
会

問
題
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
以
来
、
日
本
で
は

様
々
な
子
育
て
支
援
施
策(

１)

が
と
ら
れ
、
多
く
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て

き
た
。

甲
南
大
学
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
に

｢

子
育
て
環
境
と
子
ど
も
に
対
す
る

意
識
調
査｣

が
行
わ
れ
て
以
来
、
阪
神
間
と
そ
の
周
辺
に
在
住
す
る
乳
幼

児
を
子
育
て
中
の
母
親
お
よ
び
そ
の
家
族
に
対
し
、
質
問
紙
に
よ
る
意
識

調
査
が
行
わ
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
六
年
に
は
、｢

第
二
期
子
育
て
研
究
会｣

に
よ
り
、｢[

第
二
回]

子
育
て
環
境
と
子
ど
も
に
対
す
る
意
識
調
査｣

が

実
施
さ
れ
た
。

本
研
究
は
、｢[

第
二
回]

子
育
て
環
境
と
子
供
に
対
す
る
意
識
調
査｣

で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
一
部
を
、
改
め
て
統
計
的
に
分
析
し
、
考
察
を
加

え
た
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ

問
題
・
目
的

１
、
子
育
て
に
ま
つ
わ
る

｢

光｣

・｢

影｣

の
気
持
ち
と
日
常
的
な
子
育
て

意
識

｢

子
ど
も
の
日
々
の
成
長
は
本
当
に
楽
し
い
で
す
。
自
分
の
子
ど
も
で

は
あ
る
け
ど
、
一
人
の
人
間
と
し
て
見
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す｣

。

｢

兄
弟
で
同
じ
よ
う
に
育
て
て
い
て
も
、
考
え
方
や
行
動
が
違
う
の
で
お

も
し
ろ
い｣

。

こ
れ
は
今
回
の
調
査

(｢[

第
二
回]

子
育
て
環
境
と
子
ど
も
に
対
す
る

意
識
調
査｣)

で
、
最
後
に
設
け
ら
れ
た
自
由
記
述
欄
に
書
き
込
ま
れ
た
、

実
際
の
母
親
の
言
葉
で
あ
る
。
子
育
て
に
ま
つ
わ
る
楽
し
さ
・
興
味
深
さ

子
育
て
の

｢

光｣

の
側
面
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
子
育
て
は
こ
う
し
た

｢

光｣

の
部
分
ば
か
り
で
は

な
い
。

再
び
自
由
記
述
欄
に
書
き
込
ま
れ
た
母
親
の
言
葉
に
目
を
向
け
て
み
る
。
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岡
田

尚
子

母
親
が
子
育
て
に
お
い
て

｢

子
ど
も
の
原
始
性｣

に
出
会
う
時

子
育
て
に
ま
つ
わ
る｢

影｣

の
気
持
ち
と

つ
き
あ
う
こ
と



｢
子
育
て
は
、
や
っ
ぱ
り
大
変
で
す
。
日
々
、
疲
れ
て
い
る
感
じ
が
し
ま

す
。
自
分
の
時
間
を
な
か
な
か
と
れ
な
い
時
は
、
イ
ラ
イ
ラ
と
し
て
し
ま

い
ま
す｣
。｢
毎
日
反
省
の
連
続
で
す
。
同
じ
叱
る
こ
と
で
も
自
分
の
気
持

ち
や
余
裕
次
第
で
叱
り
方
が
違
う
気
が
し
ま
す｣

。
母
親
の
子
育
て
に
ま

つ
わ
る
苦
悩
・
辛
さ
・
困
難
さ

い
わ
ば

｢

影｣

に
つ
い
て
の
言
及
が

並
ぶ
。
従
来
子
育
て
支
援
は
こ
の
よ
う
な

｢

影｣

の
部
分
に
焦
点
を
当
て
、

そ
れ
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り

｢

光｣

の
部
分
が
増
す
よ
う
に
と
行
わ
れ

て
き
た
。

今
回
の
意
識
調
査
に
お
い
て
、
子
育
て
の
状
況
と
子
育
て
を
す
る
自
分

へ
の
意
識
に
関
す
る
質
問
項
目
で
は
、
日
常
の
子
育
て
意
識
を
問
う
て
い

る
が
、
そ
こ
で
も
子
育
て
に
ま
つ
わ
る
母
親
の
気
持
ち
の

｢

光｣

の
側
面

と
、｢

影｣

の
側
面
が
両
方
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ

で
特
徴
的
な
の
は
、
拮
抗
す
る
か
の
よ
う
な
相
入
れ
な
い
、
子
育
て
に
ま

つ
わ
る

｢

光｣

と

｢

影｣

の
気
持
ち
を
同
時
に
両
価
的
に
保
持
し
て
い
る

様
相
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る(

２)

。

高
石
ら(

３)

は
こ
の
様
相
を

｢

多
相
性｣

と
捉
え
、
そ
の
後
の
一
対
一

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
か
ら
、
こ
う
い
っ
た

｢

多
相
性｣

を
持
つ
日
常
の

子
育
て
意
識
は
、
�日
々
の
子
ど
も
と
の
生
活
の
中
で
経
験
さ
れ
る
個
々

の
感
情
�(

例
え
ば
、｢

つ
ら
い｣

｢

自
由
が
な
い｣

等)

と

�時
間
的
展

望

(

過
去
と
未
来)

を
持
つ
中
で
経
験
さ
れ
る
感
情
�(

例
え
ば
、｢

振
り

返
る
と
全
体
と
し
て
楽
し
い｣

｢

今
は
楽
し
も
う｣

｢

今
だ
か
ら
こ
そ
得
る

も
の
が
あ
る｣

等)

と
の
複
合
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し

て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
は
、
一
面
を
提
示
さ
れ
る
と
、
語
り
に
お
い
て
、

も
う
一
面
も
意
識
的
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
、
有
機
性
も
見
出
さ

れ
て
い
る
。

２
、｢

子
ど
も
の
原
始
性｣

に
出
会
う
時

こ
の
よ
う
に
、
繊
細
に
複
合
的
な
多
相
構
造
を
な
す
日
常
の
子
育
て
意

識
を
持
ち
な
が
ら
親
は
子
育
て
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
大
き
く
脅
か
さ

れ
る
機
会
が
子
育
て
に
は
あ
る
。
そ
の
一
つ
が

｢

子
ど
も
の
原
始
性｣

に

出
会
う
時
で
あ
る
。
例
え
ば
、
親
が
い
く
ら
あ
や
し
て
も
、
全
く
子
ど
も

が
泣
き
止
ま
な
い
時
、
親
が
伝
え
る
こ
と
に
子
ど
も
が
中
々
納
得
で
き
ず

激
し
い
癇
癪
を
お
こ
し
て
し
ま
う
時
、
親
が
子
ど
も
と
の
や
り
と
り
で
、

わ
だ
か
ま
り
を
感
じ
て
い
る
の
に
、
子
ど
も
は
天
真
爛
漫
に
甘
え
て
来
る

時
、
等
々
。
子
ど
も
の
感
情
表
現
は
、
屈
託
や
遠
慮
が
な
く
、
生
々
し
く

ス
ト
レ
ー
ト
、
衝
動
的
で
あ
る
。
本
論
で
は
こ
う
い
っ
た
子
ど
も
の
感
情

表
現
の
特
徴
を

｢

子
ど
も
の
原
始
性｣

と
表
現
す
る
こ
と
と
す
る
。

｢

子
ど
も
の
原
始
性｣

は
親
に
と
っ
て
、
時
に
衝
撃
的
で
侵
入
的
な
体

験
と
な
る
。

F
re

ib
e

rg
,

S
.

は
、
母
親
が
自
身
の
乳
児
期
に
情
緒
的
な
困
難
を
抱
え

て
い
る
場
合
、
乳
児
期
の
子
ど
も
の
要
求
や
泣
き
声
と
い
っ
た
子
ど
も
の

原
始
的
な
刺
激
が
、
母
親
に
得
体
の
知
れ
ぬ
苛
立
ち
や
不
安
を
惹
起
さ
せ
、

母
子
関
係
に
悪
循
環
を
生
み
、
結
果
的
に
虐
待
へ
と
つ
な
が
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
、
得
体
の
知
れ
ぬ
苛
立
ち
や
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不
安
の
感
情
を

｢

赤
ち
ゃ
ん
部
屋
の
お
ば
け｣

と
名
付
け
て
い
る
。
こ
の

時
母
親
は
、
あ
た
か
も
情
緒
的
な
困
難
を
抱
え
て
い
た
自
分
自
身
の
乳
児

期
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
の
よ
う
な
体
験
世
界
に
い
る
と
い
う
。
そ

こ
で
は
日
常
の
子
育
て
意
識
の
構
造
に
お
け
る
時
間
的
展
望
が
崩
壊
し
、

多
相
性
も
解
体
し
、
そ
の
時
感
じ
た
感
情
に
自
分
自
身
が
飲
み
こ
ま
れ
る

か
の
よ
う
な
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
状

況
の
中
で
母
親
は
、
自
分
自
身
が
日
常
担
っ
て
い
る
社
会
的
な

｢

親｣

と

し
て
の
役
割
・
立
場
の
根
本
に
あ
る
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
生
身
の
姿

を
あ
ら
わ
に
引
き
出
さ
れ
て
い
る
様
子
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。

一
般
的
な
親
の
場
合
、
必
ず
し
も

｢
赤
ち
ゃ
ん
部
屋
の
お
ば
け｣

と
表

現
す
る
に
相
当
す
る
ほ
ど
の
圧
倒
的
な
感
情
が
掻
き
立
て
ら
れ
る
危
機
状

況
に
陥
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
と
は
い
え
平
常
時
の
子

育
て
意
識
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
均
衡
を
失
い
、
子
育
て
に
ま
つ
わ
る｢

影｣

の
気
持
ち
が
強
く
惹
起
さ
れ
、
思
わ
ず
日
常
の

｢

親｣

と
し
て
の
顔
に
と

ど
ま
ら
ぬ
生
身
の
姿
を
引
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
珍
し
く
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
研
究
で
は
、
子
ど
も
の
原
始
的
な
感
情
表
出
・
主
張
の
あ
り
よ
う
に

対
し
、
一
般
的
に
母
親
は
ど
の
よ
う
に
反
応
し
、
関
わ
り
を
持
つ
の
か
を

を
探
索
的
に
調
査
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
一
般
的
な
母
親
の
子
育
て
に
お
け

る
実
際
の
姿
を
見
出
し
た
い
。

ま
た
、
子
育
て
を
す
る
に
あ
た
り
、
圧
倒
的
多
数
の
母
親
が
、
保
育
所

も
し
く
は
幼
稚
園
を
利
用
し
て
い
る
が
、
そ
う
い
っ
た
育
児
ス
タ
イ
ル

(

母
親
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル)

に
よ
り
、
母
親
の
あ
り
よ
う
に
違
い
が
出

る
の
か
も
併
せ
て
比
較
検
討
を
試
み
た
い
。

Ⅲ

方
法

１
、
調
査
者
全
体

([

第
二
回]

子
育
て
環
境
と
子
ど
も
に
対
す
る
意
識

調
査)

の
対
象
と
方
法

対

象
：
二
〇
〇
六
年
六
月
現
在
、
Ｋ
市
Ｈ
区
の
全
公
立
保
育
所
、
幼

稚
園
、
並
び
に
同
区
に
位
置
す
る
Ｋ
大
学
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
心
理
臨
床
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
主
催
の
子
育

て
支
援
グ
ル
ー
プ
に
在
籍
す
る
〇
〜
六
歳

(

就
学
前)

の
子

ど
も
の
保
護
者
。

方

法
：
各
機
関
を
通
し
て
直
接
配
布
、
各
家
庭
で
行
う
自
記
式
質
問

紙
調
査
。
回
収
は
郵
送
に
よ
る
。

時

期
：
二
〇
〇
六
年
六
〜
七
月

回
収
状
況
：
二
〇
〇
〇
票
配
布
、
有
効
回
収
数
六
四
八

(

有
効
回
収
率
三

二
・
四
％)

調
査
項
目
：
基
礎
情
報
、
子
育
て
の
状
況
、
子
育
て
を
す
る
自
分
へ
の
意

識
、
子
育
て
の
悩
み
と
ス
ト
レ
ス
、
子
育
て
の
社
会
的
資
源
、

子
育
て
を
め
ぐ
る
配
偶
者
へ
の
意
識
、
子
育
て
の
葛
藤
場
面

に
お
け
る
解
決
様
式
の
項
目
か
ら
な
り
、
末
尾
に
自
由
記
述

欄
を
設
け
た
。
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本
研
究
で
は

｢

子
育
て
の
葛
藤
場
面
に
お
け
る
解
決
様
式｣

に
ま
つ
わ

る
デ
ー
タ
を
分
析
対
象
と
す
る
。

２
、
本
研
究
の
方
法

｢

Ｐ
‐
Ｆ
ス
タ
デ
ィ

(
P

ictu
re

-F
ru

stratio
n

stu
d

y)｣

を
援
用
し
た
、

｢

投
影
法

(
p

ro
je

ctiv
e

te
ch

n
iq

u
e)｣

を
利
用
し
、
場
面
を
作
成
し
た
。

投
影
法
は
質
問
紙
法
と
比
べ
て
、
①
意
識
的
な
加
工(

虚
偽
の
回
答
な
ど)

が
起
き
に
く
い
、
②
そ
の
人
の
持
つ
、
よ
り
無
意
識
的
な
生
の
傾
向
性
が

反
映
さ
れ
や
す
い
、
と
い
う
特
徴
が
調
査
を
行
う
に
あ
た
り
有
効
と
考
え

ら
れ
た
た
め
採
用
し
た
。

場
面
設
定
に
あ
た
っ
て
、
子

ど
も
の
自
己
主
張
が
力
強
く
な

り
、
表
現
が
多
様
化
す
る
一
歳

後
半
〜
二
歳
半
児
を
想
定
し
、

日
常
性
・
一
般
性
を
考
慮
し
作

成
を
試
み
た
。
ま
た
、
性
別
に

と
ら
わ
れ
ず
投
影
可
能
で
あ
る

よ
う
に
、
あ
え
て
服
や
髪
形
は

記
述
し
な
か
っ
た
。
子
ど
も
が

散
ら
か
し
て
い
る
も
の
と
し
て

は
、
親
が
余
り
沢
山
は
食
べ
さ

せ
た
が
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
チ

ョ
コ
や
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
等
の
菓
子
類
を
描
い
た

(

図
１)

。

１
、｢

子
ど
も
の
原
始
性｣

と
の
関
わ
り
の
様
相

乳
幼
児
臨
床
に
経
験
の
あ
る
臨
床
心
理
士
三
名
に
よ
り
、
個
々
の
回
答

を
文
章
全
体
の
文
意
を
尊
重
す
る
形
で
、
Ｋ
Ｊ
法
に
準
じ
て
分
類
・
分
析

を
行
っ
た
。
複
数
パ
タ
ー
ン
で
の
回
答
や
、
勝
手
な
状
況
設
定
が
付
加
さ

れ
た
回
答
等
は
欠
損
値
と
し
た

(

↓
欠
損
値
二
九
、
有
効
デ
ー
タ
数
六
一

九)

。
一
一
個
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
見
出
さ
れ
た

(

図
２
・
３)

。

以
下
、
回
答
者
の
多
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
順
に
記
述
す
る
。

①
【
理
由
を
伝
え
る

(

一
八
六)

】

子
ど
も
に
、
お
や
つ

を
買
わ
な
い
理
由
を
伝

え
る
も
の
。[｢

お
う
ち

に
い
っ
ぱ
い
お
や
つ
あ

る
よ｣

｢

こ
の
あ
い
だ

買
っ
た
か
ら
今
日
は
買

わ
な
い
よ｣

｢

今
日
は

買
わ
な
い
約
束
で
し
ょ

う｣
｢

お
金
が
な
い
か

ら
ま
た
今
度
ね｣

等]
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Ⅳ

結
果

条件を提示

子
ど
も
の
態
度
へ
の
関
心

先送り

気
を
そ
ら
す

親の思い先行
お
ど
し
・
叱
責

理由を伝える

対話

もてあまし

図２ カテゴリー間の関係

無言で見る

全受容

図１ 質問場面

欲しいの！
買ってー！
買ってー！！！

[すべての方へ] 下の絵を見てお答えください｡

1) 場面１
左にいる子どもが右にいる親に何か
訴えている場面です｡
親はなんと言うでしょう親が言うと
思われる言葉を空いている四角い枠
の中に書き込んでください｡



(

以
下

(
)

内
は
各

カ
テ
ゴ
リ
ー
内
の
デ
ー

タ
数
を
、[

]

内
は

代
表
的
な
実
際
の
回
答

例
を
示
す)

。

②
【
条
件
を
提
示

(

一

一
六)

】
買
う
に
あ
た
っ
て
条

件
づ
け
を
す
る
も
の

[｢

一
つ
だ
け
ね｣

｢

お

利
口
さ
ん
に
し
て
い
た

ら
、
ひ
と
つ
だ
け
買
っ

て
あ
げ
る｣

｢

お
父
さ
ん
が
い
る
時
に
買
お
う
ね｣

｢
お
誕
生
日
に
買
っ
て

あ
げ
る｣

等]

。

③
【
親
の
思
い
先
行

(

九
三)

】

買
わ
な
い
と
い
う
親
の
思
い
を
一
方
的
に
子
ど
も
に
伝
え
る
も
の

[｢

買
い
ま
せ
ん｣

｢

知
り
ま
せ
ん｣

｢

だ
め｣

｢(

ほ
か
の
場
所
に
連
れ
て
行

く)｣

等]

。

④
【
子
ど
も
の
態
度
へ
の
関
心

(

九
三)

】

買
う
・
買
わ
な
い
で
は
な
く
、
現
在
の
子
ど
も
の
言
動
に
焦
点
化
す
る

も
の

[｢

そ
こ
で
寝
こ
ろ
ん
だ
ら
だ
め
で
し
ょ｣

｢

み
ん
な
見
て
る
よ
。
は

ず
か
し
い
か
ら
早
く
立
ち
な
さ
い｣

｢

ち
ゃ
ん
と
き
れ
い
に
直
し
な
さ
い
�｣

等]

。
⑤
【
先
送
り

(

四
六)

】

単
純
に
、
今
現
在
で
は
な
く
、
未
来
に
先
延
ば
し
し
よ
う
と
す
る
も
の

[｢

ま
た
今
度
に
し
よ
う
ね｣

｢

ほ
か
に
も
あ
る
か
ら
い
ろ
い
ろ
見
て
か
ら

考
え
よ
う
ね｣

｢

お
家
に
帰
っ
て
よ
く
考
え
て
み
よ
う
！｣

等]

。

⑥
【
お
ど
し
・
叱
責

(

二
五)

】

子
ど
も
に
権
威
的
に
接
し
、
買
わ
な
い
こ
と
を
一
方
的
に
伝
え
納
得
さ

せ
よ
う
と
す
る
も
の

[｢

い
い
加
減
に
し
な
さ
い
！｣

｢

帰
る
よ｣

｢

何
も

言
わ
ず
立
ち
去
る｣]

。

⑦
【
気
を
そ
ら
す

(

二
一)

】

目
の
前
の
お
菓
子
か
ら
別
の
物
事
に
意
図
的
に
子
ど
も
の
意
識
を
そ
ら

し
て
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の

[｢

今
日
は
買
わ
な
い
よ
。
早
く
帰
っ

て
遊
ぼ
う
よ｣

｢

あ
っ
ち
に
も
っ
と
い
い
も
の
が
あ
る
よ｣

｢

○
○
ち
ゃ
ん
、

家
に
も
っ
と
お
い
し
い
も
の
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
？

帰
っ
て
さ
が

そ
ー
！｣]

。

⑧
【
も
て
あ
ま
し

(

一
九)

】

葛
藤
状
況
に
対
し
て
の
反
応
と
し
て
脆
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の

[

無
回

答
(

白
紙)

、｢

な
ん
で
？

て
か
ソ
レ
何
？｣

｢

ど
れ
が
欲
し
い
の
？

ど
う
し
て
ほ
し
い
の
？

(

な
ぜ)｣

等]

。

⑨
【
対
話

(

一
五)

】

買
う
・
買
わ
な
い
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
言
語
表
現
を
引
き
出
し
、
言

葉
で
の
や
り
と
り
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の

[｢

泣
か
な
い
で
言
っ
て
ご
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図３ 各カテゴリーの比率

無言で見る
0.5％ 全受容

0.3％

理由を伝える
30.0％

条件を提示
18.7％

親の思い先行
15.0％

子どもの態度
への関心
15.0％

先送り
7.4％

おどし・叱責
4.0％

気をそらす
3.4％

もてあまし
3.1％

対話
2.4％



ら
ん｣

｢

何
が
ほ
し
い
の
？

泣
い
た
ら
買
っ
て
も
ら
え
る
物
か
な
？

ち
ゃ
ん
と
お
話
し
し
て｣

｢

ど
れ
も
こ
れ
も
買
え
な
い
よ
。
ち
ゃ
ん
と
話

し
て
み
て｣

等]

。

⑩

�無
言
で
見
る

(

三)

�

言
動
と
し
て
積
極
的
な
表
出
を
行
わ
な
い
も
の

[｢(

何
も
言
わ
な
い)｣

｢(

知
ら
ん
顔
し
て
影
か
ら
見
と
く)｣]

。

⑪
【
全
受
容

(

二)

】

子
ど
も
の
求
め
る
が
ま
ま
に
欲
求
を
満
た
そ
う
と
す
る
も
の

[｢

は
い

は
い
。
持
っ
て
お
い
で｣

｢

何
を
し
て
る
の
？！

は
い
は
い
こ
れ
が
欲
し

い
の
？｣]

。

２
、
保
育
所
を
利
用
す
る
母
親
群
と
幼
稚
園
を
利
用
す
る
母
親
群
の
比
較

保
育
所
を
利
用
す
る
母
親

(

以
下
保
育
所
母
群)

(

三
一
〇
名)

と
幼

稚
園
を
利
用
す
る
母
親

(

以
下
幼
稚
園
母
群)

(

三
〇
一
名)

間
で
、
前

述
の
一
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
、
χ２

検
定
を
行
っ
た

(

そ
れ
ぞ
れ
の
群

で
の
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
比
率
は
図
４
・
５
に
示
す)

。

｢

対
話｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
み
有
意
差
が
認
め
ら
れ

(

χ２
＝
七
・
〇
一
三
、

ｐ＜

〇
・
〇
一)

、
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
統
計
的
に
有
意
な
差
が
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。
表
１
に
よ
れ
ば
、
保
育
所
母
群
の
方
が
幼
稚
園
母
群
よ

り
も
、｢
対
話｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
回
答
を
し
た
人
が
多
か
っ
た
。
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図５ 保育所を利用する母親群の各カテゴリーの比率

無言で見る
0.6％

理由を伝える
28.7％

条件を提示
19.4％

親の思い先行
13.2％

子どもの態度
への関心
13.5％

先送り
8.7％

おどし・叱責
3.9％

気をそらす
4.2％

もてあまし
3.2％対話

3.9％
全受容
0.6％

図４ 幼稚園を利用する母親群の各カテゴリーの比率

無言で見る
0.3％

理由を伝える
31.9％

条件を提示
18.3％

親の思い先行
16.9％

子どもの態度
への関心
16.3％

先送り
6.0％

おどし・叱責
4.3％

気をそらす
2.3％

もてあまし
3.0％

対話
0.7％

表１ ｢対話｣ カテゴリーの該当者 (人)

該当しない 該当する

保育所を利用する母親群 298(96.1) 12(3.9)
幼稚園を利用する母親群 299(99.3) 2(0.7)

(註) カッコ内の数値は群内の％｡



Ⅴ

考
察

１
、｢

子
ど
も
の
原
始
性｣

と
の
関
わ
り
の
様
相

①
カ
テ
ゴ
リ
ー
全
体
を
通
じ
て

提
示
場
面
は
、
店
で
、
子
ど
も
が
床
に
ひ
っ
く
り
返
り
、
半
分
パ
ニ
ッ

ク
の
よ
う
な
癇
癪
を
伴
い
、
商
品
を
床
に
ば
ら
撒
き
な
が
ら
、
全
身
で
親

に
対
し
強
く
自
己
主
張
を
繰
り
広
げ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
他
に
、
状
況

の
緩
和
や
改
善
の
た
め
に
介
入
し
て
く
れ
る
人
も
な
く
、
母
と
子
が
二
者

の
関
係
の
中
で
、
否
応
な
し
に
向
き
あ
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
親

と
し
て
は
公
共
の
場
で
あ
る
こ
と
も
動
揺
を
誘
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
子
ど
も
の
強
い
欲
求

の
主
張

(

お
か
し
を
買
っ
て
欲
し
い)

に
対
し
、
引
き
ず
ら
れ
る
が
ま
ま

に
な
っ
て
い
る
反
応

(｢

全
受
容｣)

は
、
二
名
の
み
の
最
小
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
と
ど
ま
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
母
親
は
、
子
ど
も
の
主
張
が
激
し
く

と
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
叶
え
る
の
と
は
別
の
か
た
ち
で
、
子

ど
も
の
主
張
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
規
模
が
大
き
な
も
の
か
ら
目
を
向
け
て
み
る
。

最
も
大
き
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形
成
し
て
い
る
の
は

｢

理
由
を
伝
え
る｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
親
と
し
て
、
子
ど
も
の
欲
求
の
お
さ
め
ど
こ
ろ
と

な
る
枠
組
み
で
あ
る
、
買
わ
な
い
理
由
を
伝
え
、
や
り
と
り
を
通
し
て
相

互
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
大
き
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る

｢

条
件
を
提
示｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
も
同

様
、
子
ど
も
の
欲
求
の
お
さ
め
ど
こ
ろ
と
な
る
、
買
う
に
あ
た
っ
て
の
条

件
を
伝
え
、
や
り
と
り
を
通
し
て
相
互
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。子

ど
も
の
反
応
は
激
し
く
動
物
的
で
あ
る
。
場
面
を
見
て
、
回
答
し
よ

う
と
身
を
寄
せ
て
ゆ
く
と
、
身
体
感
覚
が
動
的
に
活
性
化
し
て
ゆ
く
の
を

覚
え
る
。
子
ど
も
の
反
応
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
親
側
も
動
物
的
な
反
応

が
多
い
の
で
は
と
予
想
し
て
い
た
が
、
実
際
は
上
位
の
二
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

い
ず
れ
も
子
ど
も
と
の
相
互
的
な
落
ち
着
い
た

｢

や
り
と
り｣

を
志
向
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に

｢

や
り
と
り｣

と
い
う
要
素
に
注
目
す
る
と
、
九
番
目
の

｢

対

話｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
も
類
似
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら

｢

や
り
と

り｣

に
ま
つ
わ
る
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
合
わ
せ
る
と
、
す
で
に
過
半
数

の
親
の
反
応
を
網
羅
す
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
多
い
の
が

｢

親
の
思
い
先
行｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
前
出
の
三

つ
が
、
子
ど
も
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
互
性
を
感
じ
さ
せ
る
言

葉
か
け
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
�買
わ
な
い
�
と

い
う
思
い
の
伝
え
方
が
一
方
向
的
で
あ
る
。
に
べ
も
な
く
宣
告
・
通
達
す

る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
の
要
求
の
受
容
を
断
絶
し
、
欲
求
を
封
印
す
る

べ
く

｢
対
決｣

し
て
い
る
。

そ
れ
以
外
に
も
、｢

お
ど
し
・
叱
責｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
も

｢

対
決｣

の
様
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相
を
見
せ
て
い
る
。｢

親
の
思
い
先
行｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
一
方
的
な
拒

否
・
断
絶
の
対
決
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
は
圧
倒
的
な
上
位
性
・
権

威
性
を
ベ
ー
ス
に
し
た
親
と
子
の
非
対
称
性
・
非
対
等
性
が
強
調
さ
れ
る

形
の
パ
ワ
ー
に
よ
り
、
子
ど
も
の
欲
求
を
封
印
し
よ
う
と
す
る

｢

対
決｣

で
あ
る
。
具
体
的
な
回
答
例
か
ら
は
、
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
よ
う
な
緊
迫

感
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら

｢

対
決｣

に
ま
つ
わ
る
二
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
合
わ
せ
る
と
、
反
応
の
約
二
割
弱
を
占
め
る
。

次
に

｢

子
ど
も
の
態
度
へ
の
関
心｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
目
を
向
け
る
。
店

内
で
の
こ
う
い
っ
た
子
ど
も
の
態
度
は
、
子
ど
も
自
体
へ
の
関
わ
り
づ
ら

さ
に
加
え
、
他
者
の
目
も
看
過
で
き
ず
、
大
い
に
親
を
動
揺
さ
せ
る
。
こ

こ
で
は
、
他
者
の
目
と
い
う
第
三
の
要
因
が
、
親
側
も
事
態
の
主
役
に
押

し
上
げ
て
い
る
。｢

し
つ
け｣

的
な
観
点
か
ら
の
声
か
け
も
あ
る
が
、
中

に
は
子
ど
も
と
同
じ
舞
台
に
立
っ
た
よ
う
に
、
子
ど
も
の
感
情
の
発
露
と

呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
親
も
感
情
を
あ
ら
わ
に
し
、
互
い
の
感
情
を
ぶ
つ

け
合
う

｢

戦
い｣

も
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
印
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
体

の
約
一
割
半
を
占
め
て
い
る
。

次
に

｢

先
送
り｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
と

｢

気
を
そ
ら
す｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
目

を
向
け
る
。
前
者
は
子
ど
も
の
、
�た
っ
た
今
�
欲
し
い
と
い
う
欲
求
を
、

時
間
軸
の
先
に
振
り
換
え
る
こ
と
に
よ
り
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
後
者
は
時
間
軸
を
振
り
換
え
る
の
で
は
な
く
、
欲
し
い
と
主
張
し
て

い
る
お
菓
子
以
外
の
物
事
に
子
ど
も
の
欲
求
を
振
り
換
え
る
も
の
で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
、
ひ
ょ
い
と
意
識
転
換
を
す
る
、
化
か
し
合
い
の
よ
う
な

｢

ご

ま
か
し｣

や
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な

｢

遊
び｣

の
要
素
や
、
ま
た
そ
こ
に
し
っ

か
り
と

｢

交
渉｣

や

｢

駆
け
引
き｣

も
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
子
ど
も
と

親
の

｢

知
恵
比
べ｣

の
よ
う
な
印
象
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
合
わ
せ
て
全
体

の
一
割
を
し
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
一
般
的
に
は
、
九
割
以
上
の
母
親
は
、
子
ど
も
と
の

｢

や

り
と
り｣

｢

対
決｣

｢

戦
い｣

｢

知
恵
比
べ｣

と
い
っ
た
関
わ
り
で
、｢

子
ど

も
の
原
始
性｣

と
向
き
合
い
、
時
に
奮
闘
す
る
実
際
の
反
応
が
浮
か
び
上

が
っ
た
。

大
日
向(

４)

は
、
日
本
に
お
い
て
、
社
会
的
に
母
性
愛
の
崇
高
な
面
だ

け
を
賛
美
す
る
風
潮
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を

｢

母
性
愛
神

話｣

と
名
付
け
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。
母
性
愛
神
話
の
中
で
語
ら
れ
る

母
親
は
、
気
高
く
、
献
身
的
で
慈
愛
に
満
ち
、
聖
母
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。
本
研
究
で
見
い
だ
さ
れ
た
実
際
の
母
親
の
回
答
に
は
、
子
育
て

に
ま
つ
わ
る

｢

光｣

の
気
持
ち
に
あ
ふ
れ
た
、
聖
母
の
イ
メ
ー
ジ
に
通
じ

る
よ
う
な
隠
や
か
で
温
か
く
ス
マ
ー
ト
な
も
の
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
っ
た
回
答
だ
け
で
は
な
く
、
粘
り
強
く
や
り
と

り
し
た
り
、
子
ど
も
が
ヒ
リ
リ
と
感
じ
る
よ
う
な
怒
り
を
表
現
し
た
り
、

時
に
苛
立
ち
、
時
に
ひ
ょ
う
き
ん
に
…
…｢

光｣

だ
け
で
は
な
い
気
持
ち

時
に｢

影｣

の
気
持
ち
も
伝
わ
っ
て
く
る
、
生
身
の
汗
や
涙
も
イ
メ
ー

ジ
で
き
る
回
答
も
同
様
に
多
く
存
在
す
る
。
母
性
と
は
何
か
を
言
葉
で
語

る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
母
親
の
姿
は
、｢

子
ど
も
の
原
始

性｣

に
出
会
い
、
日
常
の

｢

親｣

と
し
て
の
顔
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
生
身
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の
姿
を
思
わ
ず
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
感
情
の
揺
ら
ぎ
を
体
験
し
な
が
ら

も
、
子
ど
も
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
中
で
表
現
さ
れ
た
実
際
の
姿
で
あ
る
こ

と
に
立
ち
戻
り
考
え
る
と
、｢

聖
母｣

と
対
照
す
れ
ば
様
相
は
異
な
る
が
、

母
性
は
、｢

影｣
の
気
持
ち
を
抱
え
な
が
ら
も
母
親
と
し
て
関
わ
ろ
う
と

す
る
、
こ
う
い
っ
た
姿
も
包
含
し
て
語
ら
れ
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

残
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は｢
無
言
で
み
る｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
と｢

も
て
あ
ま
し｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
前
者
は
言
語
で
の
表
出
は
な
い
も
の
の
、
両
者
と

も
に
親
側
の
関
心
と
、
何
ら
か
の
意
図
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
が
、
そ
の
内
容
の
明
確
な
特
定
は
困
難
で
あ
る
。

特
に
気
に
か
か
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
全
体
の
三
・
一
％
と
割
合
は
低

い
。
一
見
し
て
、F

re
ib

e
rg

,
S

が
描
い
た
よ
う
な
虐
待
に
つ
な
が
る
プ

ロ
セ
ス
と
断
定
さ
れ
る
反
応
は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
中
に
は
子
ど

も
の
原
始
的
な
欲
求
表
出
の
場
面
を
目
の
前
に
し
て
、
感
情
的
な
何
ら
か

の
困
難
を
ひ
き
お
こ
し
、
大
き
な
、
存
在
の
揺
ら
ぎ
を
体
験
し
て
い
る
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
。

②

｢

も
て
あ
ま
し｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
回
答
か
ら

｢

も
て
あ
ま
し｣

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
回
答
の
一
つ
に
、｢

な
ん
で
？

て

か
ソ
レ
何
？｣

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
回
答
者
は
自
由
記
述
欄
に
、
次
の

よ
う
に
子
育
て
に
ま
つ
わ
る
思
い
を
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
、
親

(

大
人)

の
目
線
だ
と
子
ど
も
の
行
動
は
理
解
し
に
く
い
が

子
ど
も
の
目
線
で
考
え
る
と

｢

楽
し
い｣

こ
と
、
子
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
に
合

っ
た
子
育
て
を
心
が
け
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

｢

楽
し
〜
く
過
ご
す
の
が
一
番
。
イ
ラ
っ
と
し
て
も
深
呼
吸
。
イ
ラ
イ
ラ

も
消
え
て
い
き
ま
す
。
頑
張
り
す
ぎ
ず
楽
な
気
持
ち
で
、
一
日
一
生
！

〇
〜
六
才
ま
で
な
ん
て
カ
ワ
イ
イ
も
ん
よ
！

ぐ
ら
い
に
思
っ
て
る
。
こ

れ
で
イ
イ
の
か
な
ぁ
？！

す
ご
く
頭
の
固
い
親
に
は
な
り
た
く
な
い
で
す
！｣

と
あ
る
。

ま
ず
一
番
に
伝
わ
る
の
は
、
子
育
て
に
対
す
る
一
所
懸
命
な
強
い
思
い

で
あ
る
。

そ
し
て
、
文
中
に｢

楽｣

の
文
字
が
三
回
も
登
場
し
、
子
育
て
を｢

楽｣

な
気
持
ち
で

｢

楽
し｣

ん
で
い
る
と
の
言
葉
が
並
ん
で
い
る
こ
と
に
目
が

止
ま
る
。

し
か
し
そ
う
い
っ
た
文
面
と
は
う
ら
は
ら
に
、｢

楽
し
く
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い｣

と
ば
か
り
に
自
分
を
鼓
舞
す
る
か
の
よ
う
な
、
痛
々
し
い
ま
で

の
努
力
や
、
ほ
っ
と
力
が
抜
け
な
い
緊
張
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
感

じ
る
の
は
、
筆
者
の
み
の
主
観
で
あ
ろ
う
か
。

高
石(

５)

は
今
日
の
都
市
部
で
乳
幼
児
を
子
育
て
す
る
母
親
の
ほ
と
ん

ど
は

｢

子
育
て
は
楽
し
い｣

と
答
え
る
意
識
的
構
え
を
も
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
�母
親
に
な
っ
た
女
性
は

｢

子
育
て
は
楽

し
い｣

と
感
じ
、
そ
う
答
え
る
べ
き
�
と
す
る
社
会
的
圧
力
が
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
�母
親
に
な
っ
た
女
性
は
み
な
子
育
て
を
好
き
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
�
と
い
う
価
値
観
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
大
日
向
は
母
性
愛
神

話(

４)

を
指
摘
し
て
き
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
新
た
な
母
性
愛
神
話
と
い
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え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

母
親
の
子
育
て
に
ま
つ
わ
る
思
い
は

｢

多
相
性｣

を
な
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
一
面
が
提
示
さ
れ
る
と
、
も
う
一
面
も
意
識
的
に
た
ち
現
れ
て
く

る
有
機
性
も
見
出
さ
れ
て
い
る
。
意
識
の
中
で｢

楽
し
さ｣

と
い
う｢

光｣

の
一
面
が
強
調
さ
れ
る
時
は
、
も
う
一
方
の

｢

影｣

の
気
持
ち
も
同
時
に

ど
こ
か
で
同
じ
く
ら
い
強
く
活
性
化
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

光
が
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
影
は
濃
く
な
る
と
い
う
。
活
性
化
さ
れ
た

｢

影｣

の
気
持
ち
を
無
視
し
続
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
残
さ
れ
た
宿
題

の
よ
う
に
重
な
り
、
増
え
て
い
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
い
つ
か
、
抑
う
つ
的
な
気
持
ち
に
見
舞
わ
れ
る
リ
ス
ク
を
高
め
て
い
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、｢
親｣
と
し
て
の
顔
に
と
ど
ま

ら
ぬ
、
生
身
の
姿
を
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
揺
ら
ぎ
を
感
じ
な
が
ら
も
、

｢

楽
し
さ｣

の
意
識
で
乖
離
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
大
変
難
し
い

場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
子
ど
も
と
生
身
で
向
き
あ
っ
て
関
わ
る
貴
重
な

機
会
を
自
ら
手
離
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
子
育
て
に
ま
つ
わ
る

｢

影｣

の
気
持
ち

は
、
単
純
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
軽
減
・
排
除
し
よ
う
と
の
み
志

向
す
べ
き
対
象
で
は
な
く
、
時
に
、
何
ら
か
の
形
で
一
面
的
に
な
っ
た
り
、

か
た
よ
り
を
持
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
親
の
生
身
に
対
す
る
、
重
要
な
呼

び
か
け
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

か
。回

答
者
は
終
盤
、｢

こ
れ
で
イ
イ
の
か
な
あ
？！｣

と
、｢

光｣

の
気
持
ち

と
異
な
る
た
め
ら
い
の
気
持
ち
を
は
じ
め
て
表
現
し
、
立
ち
止
ま
っ
て
い

る
。調

査
全
体
を
通
し
て
見
て
も
、｢

影｣

の
気
持
ち
を
感
じ
つ
つ

(｢

影｣

の
気
持
ち
に
呼
び
か
け
ら
れ
つ
つ)

、
母
親
と
し
て
の
関
わ
り
に
奮
闘
し

て
い
る
回
答
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
子
育
て
支
援
に
お
け
る
、｢

影｣

の
気
持
ち
を
軽

減
す
る
こ
と
に
よ
り
、｢

光｣

の
気
持
ち
を
増
や
そ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
に
意
義
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
調
査
の
結

果
か
ら
考
察
す
る
と
す
れ
ば
、｢

影｣

の
気
持
ち
へ
の
、
そ
う
い
っ
た
直

線
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
観
点
だ
け
で
な
く
、｢

光｣

と

｢

影｣

両
方
の
気

持
ち
を
、
柔
軟
に
両
価
的
に
行
き
来
し
な
が
ら
、
自
身
の
そ
れ
ら
の
気
持

ち
と
つ
き
あ
い
、
子
育
て
を
し
て
ゆ
け
る
、
心
理
的
な

�守
り
�
を
社
会

の
中
で
作
っ
て
ゆ
く
と
い
う
観
点
の
重
要
性
も
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

２
、
保
育
所
を
利
用
す
る
母
親
群
と
幼
稚
園
を
利
用
す
る
母
親
群
の
比
較

｢

対
話｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
、
保
育
所
母
群
と
幼
稚
園
母
群
の
間

で
有
意
な
差
が
見
受
け
ら
れ
た
。

｢
対
話｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
文
字
通
り
、
子
ど
も
と
の
言
葉
で
の
や
り

取
り
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

言
葉
で
の
や
り
取
り
を
積
極
的
に
促
す
こ
と
は
、
子
ど
も
に
自
分
の
思

い
を
自
身
で
表
現
さ
せ
、
相
手
に
伝
え
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
以
心
伝
心
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と
は
異
な
り
母
親
と
子
ど
も
の
他
者
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
保
育
所
母

群
は
、
こ
の
他
者
性
に
対
し
、
よ
り
開
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

保
育
所
を
利
用
す
る
母
親
は
仕
事
を
持
っ
て
い
る
。
職
場
で
の
大
人
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
思
い
を
き
ち
ん
と
言
葉
に
す
る
こ
と
が
前
提
で

あ
る
。
も
し
か
す
る
と
そ
う
い
っ
た
母
親
自
身
の
職
業
経
験
に
裏
付
け
ら

れ
た
関
わ
り
の
傾
向
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
育
児
ス
タ
イ
ル

(

母
親
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル)

の
違
い
は
、

｢

子
ど
も
の
原
始
性｣

へ
の
関
わ
り
方
の
違
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い

え
る
。

と
は
い
え
、
一
一
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
、
有
意
差
が
見
ら
れ
た
の

は
規
模
の
小
さ
い

｢

対
話｣

カ
テ
ゴ
リ
ー
た
だ
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
保
育
所
母
群
も
幼
稚
園
母
群
も
、
子
ど
も
の
原
始
性
に
対
し
て

は
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
り
、
育
児
ス
タ
イ
ル(

母
親
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル)

の
違
い
は
、
大
局
的
に
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
決
定
的
な
違
い
に
つ
な
が
ら

な
い
と
も
言
え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
子
育
て
に
ま
つ
わ
る

｢

影｣

の
気
持
ち
を
惹
起
さ
せ

ら
れ
る
契
機
と
も
な
る
、｢

子
ど
も
の
原
始
性｣

へ
の
関
わ
り
の
困
難
さ

は
、
育
児
ス
タ
イ
ル

(

母
親
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル)

の
違
い
な
ど
で
容
易

に
変
化
・
軽
減
し
な
い
、
も
っ
と
本
質
的
な
子
育
て
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と

言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ⅵ

お
わ
り
に

子
育
て
は
楽
し
い

｢

光｣

の
側
面
だ
け
で
な
く
、｢

影｣

の
側
面
も
包

含
し
て
い
る
。
本
研
究
で
は

｢

子
ど
も
の
原
始
性｣

に
出
会
っ
た
と
き
の
、

母
親
の
実
際
の
姿
を
見
出
す
こ
と
を
試
み
た
。

冷
静
に
考
え
れ
ば
、
母
性
愛
神
話
で
描
か
れ
る
よ
う
な
母
親
は
、
観
念

的
で
あ
り
、
実
態
と
異
な
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

虐
待
や
事
件
な
ど
、
子
育
て
に
ま
つ
わ
る

｢

影｣

の
気
持
ち
に
関
す
る
出

来
事
が
起
こ
る
と
、
と
も
す
る
と
、
�母
性
の
喪
失
�
な
ど
と
、
母
親
の

み
に
原
因
の
全
て
を
求
め
る
論
調
が
出
て
く
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

ユ
ン
グ
は
、
個
人
の
人
生
、
経
験
に
由
来
す
る
部
分
を
個
人
的
無
意
識

と
呼
び
、
個
人
を
超
え
た
も
の
を
普
遍
的
無
意
識
と
呼
ん
だ
。
普
遍
的
無

意
識
は
、
現
在
生
き
て
い
る
人
間
の
無
意
識
の
深
部
に
共
通
し
た
基
盤
と

な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
時
間
と
空
間
を
超
え
た
全
人
類
の
経
験
や

知
恵
が
様
々
な
形
で
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
神
話
は
後
者
に
属
し
て

い
る
。
ゆ
え
に
個
人
の
意
識
で
は
自
覚
が
難
し
い
。

母
性
愛
神
話
は
普
遍
的
無
意
識
の
ど
れ
ほ
ど
の
深
部
に
根
ざ
し
て
い
る

の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
物
事
の
原
因
を
優
先
的
に
母

親
に
起
因
さ
せ
て
い
る
う
ち
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
母
性
愛
神
話
の
世
界

に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

最
近
で
は
諸
外
国
の
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
も
関
心
が
高
ま
り
、
紹
介

投 稿 論 文

115



さ
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
、
父
親
の
育
児
参
加
が
盛
ん

に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
の
子
育
て
の
現
場
は
大
き
な
変
化
の

途
上
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
が
、
日
本
の
子
育
て
を
相
対
的
に
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
文
化
的
基
盤
が
で
き
た
と
き
、
従
来
の
様
々
な

母
性
愛
神
話
か
ら
解
放
さ
れ
、
新
し
い
子
育
て
の
局
面
に
開
か
れ

｢

子
ど

も
の
原
始
性｣

に
対
し
て
す
る
関
わ
り
方
や
、
子
育
て
に
ま
つ
わ
る｢

影｣

の
気
持
ち
と
の
つ
き
あ
い
方
に
関
し
、
ま
た
新
た
な
も
の
を
見
出
し
て
ゆ

く
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

註

(

１)

エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン

(

一
九
九
四
年)

、
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン

(

一
九
九
九
年)

、

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

(

二
〇
〇
三
年)
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法

(

二
〇
〇
三
年)

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(

２)

甲
南
大
学
人
間
科
学
研
究
所
第
二
期
子
育
て
研
究
会

『｢[

第
二
回]

子
育
て

環
境
と
子
ど
も
に
対
す
る
意
識
調
査｣

報
告
書』

甲
南
大
学
人
間
科
学
研
究

所
、
二
〇
〇
七
年
。

例
え
ば

｢

子
育
て
に
向
い
て
い
な
い｣

・｢

良
い
親
で
あ
ろ
う
と
無
理
を
し

て
い
る｣

の
質
問
項
目
に
お
い
て
、｢

非
常
に
当
て
は
ま
る｣

｢

ま
あ
ま
あ
当

て
は
ま
る｣

と
回
答
し
た
母
親
が
そ
れ
ぞ
れ
三
四
・
一
％
、
二
一
・
〇
％
存

在
す
る
の
に
対
し
、｢

子
育
て
は
楽
し
い｣

｢

子
ど
も
の
成
長
を
見
る
の
が
う

れ
し
い｣

｢

子
ど
も
に
愛
情
を
感
じ
て
い
る｣

の
質
問
項
目
に
お
い
て
同
様

に
回
答
し
た
母
親
は
八
九
・
七
％
、
九
九
・
二
％
、
九
九
・
一
％
存
在
し
て

い
る
。

(

３)

高
石
恭
子
・
穂
苅
千
恵
・
甲
斐
暁
子

｢

母
親
の
子
育
て
意
識
の
構
造

幼

稚
園
児
を
持
つ
母
親
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
質
的
分
析
を
通
し
て

｣

日
本
心

理
臨
床
学
会
第
二
七
回
大
会
学
会
発
表
、
二
〇
〇
八
年
。

(

４)

大
日
向
雅
美

『

母
性
愛
神
話
の
罠』

日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

母
性
愛
神
話
と
し
て

｢

産
む
イ
コ
ー
ル
育
て
る
能
力
説｣

(｢

お
な
か
を
痛

め
た
我
が
子
が
か
わ
い
く
な
い
は
ず
は
な
い｣

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
子

を
産
む
女
性
の
生
殖
能
力
は
、
そ
の
ま
ま
育
児
能
力
に
つ
な
が
る
と
み
な
す

説)

、｢

三
歳
児
神
話｣

(

子
供
が
小
さ
い
う
ち
、
特
に
三
歳
ま
で
は
母
親
が

子
供
の
そ
ば
に
い
て
、
育
児
に
専
念
す
べ
き
だ
と
す
る
説)

・｢

聖
母
説｣

(

母
親
と
は
聖
母
の
よ
う
に
い
つ
で
も
優
し
さ
と
慈
愛
に
満
ち
、
無
償
の
愛

を
与
え
、
献
身
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
説)

・｢

母
親
イ
コ
ー
ル
人
間
的
成

長
説｣

(

子
育
て
が
母
親
を
人
間
的
に
成
長
さ
せ
る
面
ば
か
り
を
強
調
す
る

母
性
観)

、
を
見
出
し
て
い
る
。

(

５)

高
石
恭
子

｢

現
代
女
性
の
母
性
観
と
子
育
て
意
識
の
二
重
性｣

高
石
恭
子
編

『

育
て
る
こ
と
の
困
難』

二
〇
〇
七
、
一
六
九
―
一
九
二
頁
。

(

お
か
だ
・
な
お
こ
／
臨
床
心
理
学)
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