
人

口
が
減
少

に
転
じ
る
な

か
、
少
子
化
対
策
の
議
論
が
活

発
化
し
て
い
る
。
少
子
化
の
要

因
と
し
て
は
、　
一
九
八
六
年
の

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行

後
、
女
性
が
働
く
上
で
保
育
サ

ー
ビ
ス
が
十
分
で
な
い
と
い
う

問
題
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
九

四
年
に
は
緊
急
保
育
対
策
、
二

応
す
る
た
め
に
、
保
育
の
質
の

低
下
と
い
う
問
題
も
生
じ
て
い

る
。
子
ど
も
が
親
と
過
ご
す
時

間
は
減
り
、
最
善
と
は
い
え
な

い
保
育
環
境
で
長
い
時
間
を
過

ご
す
子
ど
も
が
増
え
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
保
育
対

策
に
偏

っ
た
少
子
化
対
策
の
結

果
、
親
も
子
も
む
し
ろ
不
幸
せ

に
な
っ
て
い
る
。
保
育
サ
ー
ビ

ス
の
拡
充
に
重
点
が
置
か
れ
て

き
た
の
に
は
、
女
性
の
就
労
促

進
は
税
収
を
増
や
し
、
国
の
経

済
力
や
国
家
財
政
に
プ
ラ
ス
に

な
る
と
い
う
政
策
判
断
が
あ
る

が
、
同
時
に
子
育
て
の
時
間
よ

り
働
く
こ
と
を
優
先
さ
せ
る
人

々
の
考
え
方
も
、
政
策
を
後
押

し
し
て
き
た
。

均
等
法
施
行
後
、
女
性
が
男

性
並
み
の
収
入
を
手
に
す
る
可

能
性
が
広
が

っ
た
こ
と
に
よ

り
、
女
性
が
子
育
て
に
時
間
を

使
う
際
、
仕
事
を
し
な
い
こ
と

で
失
う
収
入
が
意
識
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
子
育

て
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
損

の
よ
う
な
感
覚
が
生
ま
れ
た
。

ま
た
、
若
い
世
代
は
、
選
択
の

自
由
と
自
己
責
任
が
強
調
さ
れ

る
な
か
で
孤
独
に
働
き
、
競
争

に
勝
つ
上
で
子
育
て
に
時
間
を

か
け
る
こ
と
を
無
駄
だ
と
感
じ

る
傾
向
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
あ

ら
ゆ
る
こ
と
に
効
率
性
を
期
待

し
、
子
ど
も
に
と
っ
て
も
親
と

過
ご
す
よ
り
専
門
家
に
預
け
る

方
が
よ
い
と
考
え
る
向
き
も
あ

る
。国

民
生
活
の
豊
か
さ
を
示
す

人
間
開
発
指
数

（
国
連
開
発
計

画
）
が
五
年
連
続
第

一
位
の
ノ

ル
ウ

エ
ー
で
は
、
女
性
が
働
く

権
利
だ
け
で
な
く
、
親
が
子
ど

も
と
過
ご
す
時
間
を
政
策
的
に

保
障
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ

る
。
零
歳
児
の
親
に
は
賃
金
の

８０
～
１００
％
の
育
児
休
業
給
付
が

あ
り
、
さ
ら
に
親
が
子
ど
も
と

も

っ
と

一
緒
に
過
ご
せ
る
よ
う

と
い
う
事
情
が
あ
る
。

人
々
が
子
育
て
の
時
間
を
求

め
る
の
は
、
そ
れ
が
親
に
と
っ

て
も
子
ど
も
に
と
っ
て
も
、
た

だ
シ
ン
プ
ル
に
幸
せ
を
も
た
ら

○
〇

一
年
に

は
待
機
児
童

ゼ
ロ
作
戦
が

打

ち

出

さ

　

緞

れ
、
三
歳
未

満
の
低
年
齢

児
保
育
、
残

亀
恥

業
に
対
応
し
た
時
間
延
長
保
育

な
ど
の
拡
充
が
進
め
ら
れ
て
き

た
。こ

う
し
た
政
策
的
対
応
は
、

女
性
が
男
性
と
対
等
に
働
く
権

利
に
配
慮
し
た
も
の
で
、
そ
の

意
味
で
は
評
価
で
き
る
。
し
か

し
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
拡
充

一
辺

倒
の
少
子
化
対
策
は
、
親
が
子

育
て
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
を

難
し
く
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
は
保
育
サ
ー
ビ
ス

の
不
足
を
理
由
に
、
仕
事
を
休

ん
だ
り
、
早
く
帰

っ
た
り
、
仕

事
を
辞
め
た
り
す
る
人
が
い
た

が
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
が
十
分
に

整
う
と
、
仕
事
を
し
な
い
理
由

が
な
く
な
り
、
労
働
時
間
を
増

や
す
方
向
に
作
用
す
る
。
女
性

の
収
入
が
増
え
る

一
方
で
、
長

時
間
労
働
に
よ
る
精
神
的

・
身

体
的
負
担
も
増
し
て
い
る
。

一
方
で
は
、
膨
張
す
る
保
育

ニ
ー
ズ
に
限
ら
れ
た
予
算
で
対

輩
簸
０

本
翡ゆ

と
り
取
り
戻
す
原
動
力
に

池
本
　
美
香
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な ど。

に
と
、　
一
、
三
歳
児
の
親
に

は
、
保
育
所
を
利
用
せ
ず
に
自

分
で
面
倒
を
み
る
場
合
、
保
育

所
へ
の
補
勘
額
を
現
金
給
付
す

る
制
度
が
九
八
年
に
当
入
さ
れ

た
。
こ
の
制
度
導
入
の
背
景
に

は
、
子
ど
も
と

一
緒
に
過
ご
す

時
間
が
ほ
し
い
と
い
う
人
々
の

思
い
が
、
政
権
を
交
代
さ
せ
た

す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と

し
て
、
出
生
率
の
向
上
、
教
育

の
質
の
向
上
、
地
域
社
会
の
安

定
、
労
働
生
産
性
の
向
上
な

ど
、
副
次
的
な
効
果
も
期
待
で

き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
子
育
て
の
時
間
は
、

損
で
も
無
駄
で
も
な
く
、
か
け

が
え
の
な
い
大
切
な
も
の
と
し

て
、
社
会
が
保
障
す
べ
き
権
利

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

日
本
の
少
子
化
対
策

も
、
国
力
増
強
を
第

一

目
的
と
す
る
の
で
は
な

く
、
ま
ず
親
と
子
を
幸

せ
に
す
る
こ
と
を
目
指

す
べ
き
で
は
な
い
か
。
女
性
は

長
い
間
働
く
権
利
を
求
め
て
闘

っ
て
き
た
が
、
日
本
で
は
均
等

法
以
降
、
む
し
ろ
望
ん
で
い
る

以
上
に
、
必
要
以
上
に
団
か
さ

れ
て
し
ま
い
、
社
会
全
体
に
余

裕
が
失
わ
れ
て
い
る
。
も
は
や

「働
く
権
利
」
で
は
な
く
、
男

女
共
に

「
子
育
て
を
す
る
権

利
」
を
求
め
る
時
期
に
あ
る
と

思
う
。
そ
し
て
、
子
ど
も
に

も
、
親
と
過
ご
す
時
間
が
権
利

と
し
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ
。

子
育
て
に
ま
と
わ
り
つ
く
不

自
由
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
逆
に
、

子
育
て
の
時
間
は
自
由
で
創
造

的
な
時
間
だ
。
保
育
サ
ー
ビ
ス

を
要
求
し
て
経
済
効
率
優
先
の

価
値
観
を
助
長
す
る
の
で
は
な

く
、
親
が
安
心
し
て
自
信
を
持

っ
て
子
ど
も
と

一
緒
に
豊
か
な

時
間
を
過
ご
せ
る
環
境
を
求
め

る
こ
と
が
必
要
だ
。
そ
う
す
れ

ば
、
少
子
化
と
い
う
羽
象
も
、

む
し
ろ
社
会
が
ゆ
と
り
と
創
造

性
を
取
り
戻
す
原
動
力
と
な
る

だ
ろ
う
。

2006年 1月 5日 東京新聞 (夕 刊)

てする

2


