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《大宝幼稚園》基本的生活習慣を身に付けましょう

FAX
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園
と
家
庭
で
生
活
習
慣
に
関
す

る
共
通
の
目
標
を
決
め
て
取
り
組

む
「
生
活
ノ
ー
ト
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
４
歳
児
は
「
自
分
か
ら

あ
い
さ
つ
を
し
よ
う
」、
５
歳
児
は

「
目
を
合
わ
せ
て
、
大
き
な
声
で
あ

い
さ
つ
し
よ
う
」
な
ど
年
齢
に
合

わ
せ
た
目
標
を
立
て
て
取
り
組
む

こ
と
で
、
登
降
園
時
な
ど
に
元
気

に
あ
い
さ
つ
を
す
る
姿
が
増
え
て

い
ま
す
。
ま
た
、
保
護
者
か
ら
は
、

「
朝
起
き
た
ら
、
お
は
よ
う
と
言
っ

て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

「
近
所
の
人
に
も
、
大
き
な
声
で
あ

い
さ
つ
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
」
な
ど
の
声
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

　

今
後
も
、
基
本
的
生
活
習
慣
が

身
に
つ
く
よ
う
「
よ
り
よ
く
生
活

す
る
た
め
の

12
か
条
」
を

園
と
家
庭
で

取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

江戸時代の暦
こ よ み

　

私
た
ち
は
日
常
生
活
で
、
朝
・
昼
・

夜
と
い
っ
た
時
間
や
、
春
・
夏
・
秋
・

冬
と
い
っ
た
四
季
の
移
り
変
わ
り
を

実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
時
間
や
四
季
の
移
り
変
わ
り

を
、「
1
日
」
や
「
1
年
」
と
い
う

単
位
で
区
切
っ
た
も
の
を
「
暦
」
と

い
い
ま
す
。

　

現
在
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
世

界
の
多
く
の
国
で
は
、
地
球
が
太
陽

の
周
り
を
1
周
す
る
期
間
を
1
年
と

す
る
太た

い

陽よ
う

暦れ
き

を
用
い
て
い
ま
す
。
太

陽
暦
で
は
、
1
年
の
長
さ
は
３
６
５

日
を
基
本
と
し
、
4
年
に
1
度
、
1

年
が
３
６
６
日
と
な
る
閏

う
る
う

年ど
し

を
設
け

る
こ
と
で
、
暦
と
実
際
の
季
節
の
間

に
ず
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
修
正
が

加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
太
陽

暦
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
明
治
5
年
（
１
８
７
２
）
の
こ
と

な
の
で
、
長
い
歴
史
か
ら
見
れ
ば
最

近
の
こ
と
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

飛
鳥
時
代
か
ら
明
治
時
代
初
期
ま

で
の
お
よ
そ
１
３
０
０
年
間
の
日
本

で
は
、
月
の
満
ち
欠
け
の
周
期
を
1

か
月
と
す
る
太た

い

陰い
ん

暦れ
き

を
基
本
と
し
つ

つ
、
閏
月
を
設
け
て
実
際
の
季
節
と

の
ず
れ
を
修
正
す
る
太た

い

陰い
ん

太た
い

陽よ
う

暦れ
き

が

用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

太
陰
暦
で
の
1
年
は
お
よ
そ
３
５
４

日
で
、
太
陽
暦
の
1
年
と
比
べ
て
11

日
ほ
ど
短
く
な
る
こ
と
か
ら
、
3
年

で
お
よ
そ
1
か
月
の
ず
れ
が
生
じ
て

し
ま
う
た
め
、
お
よ
そ
3
年
に
1
回
、

閏
月
を
設
け
て
1
年
を
13
か
月
と
す

る
こ
と
で
、
実
際
の
季
節
と
の
ず
れ

を
修
正
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
閏

月
は
19
年
で
7
回
の
ペ
ー
ス
で
設
け

ら
れ
、
閏
月
を
設
け
た
年
の
こ
と
を

閏
年
と
呼
び
ま
し
た
。
現
在
、「
旧
暦
」

と
呼
ば
れ
る
暦
は
、
こ
の
太
陰
太
陽

暦
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
毎
年
の
暦
は
幕

府
の
寺じ

社し
ゃ

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

の
も
と
に
置
か
れ
た

天て
ん

文も
ん

方か
た

が
決
め
て
い
ま
し
た
。
農
業

が
主
な
産
業
の
た
め
、
農
作
業
を
実

施
す
る
日
取
り
を
決
め
る
上
で
参
考

と
な
る
暦
は
、
人
び
と
に
と
っ
て
大

き
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
広
く
一
般
に
知
ら
さ
れ
る
の
は

直
前
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
と
い
い

ま
す
。

　

太
陰
太
陽
暦
で
は
、
江
戸
時
代
前

期
の
寛
文
元
年
（
１
６
６
１
）
か
ら

明
治
6
年
（
１
８
７
３
）
の
２
１
３

年
間
に
１
５
７
通
り
も
の
暦
が
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
組

み
合
わ
せ
の
複
雑
さ
は
、暦
の
決
定
・

公
表
が
直
前
に
な
る
原
因
と
も
な
っ

て
い
ま
し
た
。

※
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
、
9
月
15

日
㈯
か
ら
開
催
す
る
特
集
展
示「
村

の
学
問
」
で
、
江
戸
時
代
の
暦
を

展
示
し
ま
す
。
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よ
り
よ
く
生
活
す
る

た
め
の
12
か
条
６

文政2年（1819）の暦…閏4月が設けられ、1年が
384日となっている。


