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熙ン

「希
切

翔
母
，．中”づ

達
成
を
明
記

４
次
分
一郵
轄
総
鎌
鑑
網
一理
閣̈
議
決
定

２
０
２
５
年
ま
で
の
政
府
の
少
子
化
対

策
の
総
合
的
な
指
針
と
な
る

「第
４
次
少

子
化
社
会
対
策
大
綱
」
が
閣
議
決
定
さ
れ

ま
し
た
。
日
本
の
子
育
て
支
援
政
策
は
、

女
性

一
人
が
生
涯
に
産
む
子
ど
も
の
推
計

「合
計
特
殊
出
生
率
」
が
戦
後
最
低
と
な
っ

た
１
９
８
９
年
の

「
１

・
５７
シ
ヨ
ツ
ク
」

を
契
機
に
、
１
９
９
４
年
に

「
エ
ン
ゼ
ル

プ
ラ
ン
」
が
策
定
さ
れ
、

以
降
も
次
々
と

支
援
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
の
、

少
子

化
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
て
い

ま
せ
ん
。

５
年
ぶ
り
の
見
直
し
と
な
る
今
回
の
大

綱
は
、

統
計
開
始
以
来
、

初
め
て
出
生
数

が
９０
万
人
を
割
る

「
８６
万
シ
ョ
ッ
ク
」
と

と
も
に
、

合
計
特
殊
出
生
率
も
１

・
３６
と

前
年
か
ら
低
下
す
る
と
い
う
危
機
感
を
背

景
に
策
定
さ
れ
、

は
じ
め
て
達
成
目
標
と

し
て

「希
望
出
生
率
１

・
８
」
が
明
記
さ

れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

大
綱
で
は
、

少
子
化
の
主
な
原
因
と

一
じ

て
、

若
い
世
代
の
未
婚
化

・
晩
婚
化
、

鳩

婚
し
て
も
出
産
を
控
え
て
し
ま
う
状
況
な

ど
を
挙
げ
、

そ
の
背
景
に
は
経
済
的
な
不

安
定
さ
や
、

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
の
難

し
さ
、

教
育
費
用
の
負
担
の
重
さ
な
ど
が

あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
か

ら
、

具
体
的
な
支
援
策
を
み
る
と
、

子
ど

も
の
数
や
年
齢
に
応
じ
た
児
童
手
当
の
充

実
、

高
等
教
育
の
修
学
支
援
の
拡
充
、

有

休
中
に
支
払
わ
れ
る
給
付
金
の
見
直
し
な

ど
、

既
婚
の
子
育
て
世
帯

へ
の
支
援
が
差

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
も
必
要
な
支
援
集

で
あ
る
わ
け
で
す
が
、

そ
の
一
方
で
未
婚

者
の
増
加
こ
そ
懸
念
す
べ
き
事
態
で
あ
る

と
い
う
指
摘
も
あ
り
ま
す
。

生
渥
未
婚
率

は
増
え
続
け
、

２
０
１
５
年
で
は
男
性

２３

・
４
％
、

女
性
１４

・
１
％
と
な

っ
て
い

ま
す
。

結
婚
や
出
産
は
個
人
の
自
由
な
意

思
に
基
づ
く
も
の
で
す
が
、

非
正
規
雇
用

で
働
く
男
性
に
未
婚
率
が
高
い
と
い
っ
た

経
済
的
理
由
が
少
子
化
に
影
響
を
与
え
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、

十
分
な
対
策
を
講
じ

る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

大
綱
が
目
標
と
す
る

「
希
望
出
生
率

１

●
８
」
の
算
出
根
拠
の
１
つ
は
、

「
独

身
者
は
８９
％
が
結
婚
意
欲
を
持
ち
、

平
均

２

●
１２
人
の
子
ど
も
を
望
ん
で
い
る
」
と

い
う
デ
ー
タ
で
す
。

若
い
世
代
が
結
婚
や

出
産
に
意
欲
を
持
て
る
よ
う
、

不
安
の
な

い
社
会
の
実
現
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。



同一労働同一賃金①

鋼
一一一！り一能
鶴
賜
題

働
き
方
改
革
関
連
法
は
、
ど
の
よ
う

な
雇
用
形
態
を
選
択
し
て
も
、

待
退
に

納
得
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
で
、

多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
を

選
択
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
、

有
期
一層
用
労
働
者
、

派
遣
労
働
者

と
い
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
非
正
規
労
働
者

と
正
社
員
と
の
均
等

・
均
衡
待
遇
を
推

進
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
う
し

た
取
組
み
は
こ
れ
ま
で
も
各
一尾
用
形
態

を
対
象
と
す
る
関
連
法
ご
と
に
数
次
の

改
正
に
よ
っ
て
図
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、

簡
単
に
こ
れ
ま
で
の
経
緯

に
つ
い
て
振
り
返

っ
て
お
く
こ
と
に
し

ま
し
ょ
う
。

推 う 慮 元 と の
し 進 に し か の 業
か の す た ら 均 務
し 規 る 内 待 衡 に
な 定 な 容 遇 に 従
が が ど の の 配 事
ら 設

｀
説 均 慮 す｀

け 均 明 衡 す る
こ ら 衡 を を る 派
う れ 待 受 図 こ 遣

_F t― け て 遇 け る と 先
た い の ら た や の
法 ま 確 れ め

｀
労

整屯仔負砦遷署

非
正
規
労
働
者
の
均
等

・

均
衡
待
遇
を
一
斉
的
に
整
備

今
回
か
ら
長
時
間
労
働
の
是
正
と
並
ぶ

も
う

一
つ
の
改
革
の
柱
で
あ
る

「雇
用
形

態
に
か
か
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇
の
確
保
」

（同

一
労
働
同

一
賃
金
）
に
つ
い
て
み
て

い
き
ま
し
よ
う
。

中
小
企
業
へ
の
適
用
は

令
和
３
年
４
月
か
ら
で
す
が
、

労
使
間
の

話
し
合
い
や
賃
金
制
度
の
改
善
な
ど
、

そ

の
対
応
に
時
間
を
要
す
る
可
能
性
も
あ
り
、

早
め
の
対
応
が
望
ま
れ
ま
す
。

ま
ず
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ

い
て
は
、

平
成
１９
年
、

平
成
２６
年
の
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、

珊
務
内
容
や
人
材
活
用
の
仕
組
み
な
ど

が
正
社
員
と
同
じ
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

に
つ
い
て
の
説
明
が
義
務
付
け
ら
れ
る

な
ど
、

均
等

・
均
衡
待
遇
に
向
け
た
規

定
が
整
備

・
拡
充
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、

有
期
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て

は
、

平
成
２４
年
の
労
働
契
約
法
の
改
正

に
お
い
て
、

有
期
雇
用
労
働
者
の
無
期

転
換
や
一展
止
め
に
関
す
る
ル
ー
ル
に
加

え
、

無
期
一雇
用
労
働
者
と
の
不
合
理
な

労
働
条
件
を
禁
止
す
る
均
衡
待
遇
の
規

定
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
後
に
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
で
す

が
、

平
成
２４
年
、

平
成
２７
年
の
労
働
者

派
遣
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、

派
遣
労
働

者
の
賃
金
等
の
決
定
に
あ
た
り
、

同
種

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一雇
用
形
態
の
違
い

を
理
由
と
す
る
不
合
理
な
待
遇
差
が
解

消
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
の
が
現
状
で

す
。

で
す
か
ら
、

働
き
方
改
革
関
連
法

は
、

非
正
規
労
働
者
と
正
社
員
と
の
不

合
理
な
待
遇
差
の
解
消
に
向
け
て
、

均

等

・
均
衡
待
遇
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
統

一
的
に
整
備
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

そ
こ
で
は
、

従
来
の
制
度
か
ら
一
歩

進
め
て
、

均
等

・
均
衡
待
遇
規
定
の
明

確
化
を
図
る
と
と
も
に
、

待
遇
に
関
す

る
事
業
主
へ
の
説
明
義
務
の
強
化
や
、

行
政
に
よ
る
履
行
確
保
措
置
お
よ
び
紛

争
解
決
制
度
の
整
備
な
ど
が
改
正
法
に

盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

ま
た
、

待
遇
差

が
不
合
理
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
際

し
て
、

原
則
と
な
る
考
え
方
や
具
体
例

を
示
し
た

「同

一
労
働
同

一
賃
金
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
も
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
は
、

従
業
員

一
人
ひ
と
り
の
能

力
を
い
か
に
発
揮
さ
せ
て
い
く
か
と
い

う
観
点
か
ら
、

正
社
員
だ
け
で
な
く
非

正
規
労
働
者
も
含
め
た
、

多
様
な
働
き

方
に
対
応
し
た
人
事

・
賃
金
制
度
の
構

築

・
運
用
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。


