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子
ど
も
手
当
と
言
え
ば
、
民
主
党
政
権
の
看
板
と
も

言
え
る
政
策
で
す
が
、
こ
れ
に
対
す
る
地
方
の
反
発
が

強
ま
っ
て
い
ま
す
。二
年
目
と
な
る
二
〇
一
一
年
度
も
、

初
年
度
と
同
様
、
地
方
に
負
担
を
求
め
る
仕
組
み
を
継

続
す
る
こ
と
に
し
た
た
め
で
す
。
地
方
分
権
と
は
ど
う

関
係
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

当
座
し
の
ぎ
の
便
法

　

民
主
党
は
、
子
ど
も
は
社
会
が
育
て
る
と
い
う
考

え
方
の
下
に
、
十
五
歳
（
中
学
生
）
ま
で
の
子
ど
も
一

人
当
た
り
月
額
二
万
六
千
円
の
支
給
を
公
約
し
て
い

ま
し
た
。
財
源
不
足
の
た
め
、
初
年
度
は
半
分
の
同

一
万
三
千
円
の
支
給
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。二
年
目
は
、

三
歳
未
満
の
子
ど
も
に
対
し
て
は
同
七
千
円
上
積
み
し

て
、
二
万
円
を
支
給
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
費
用
分
担
で
す
が
、
二
年
目
も
財
源
不
足
は
続

き
、初
年
度
と
同
様
の
便
法
を
使
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

従
来
の
児
童
手
当
に
該
当
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
児
童

手
当
の
仕
組
み
を
そ
の
ま
ま
継
続
す
る
と
い
う
も
の
で

す
。
児
童
手
当
は
十
二
歳
（
小
学
生
）
ま
で
が
対
象
で
、

支
給
額
は
一
人
当
た
り
月
額
五
千
円
│
一
万
円
。
所
得

制
限
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
子
ど
も
手
当
に
比
べ
れ
ば
、

対
象
範
囲
が
狭
く
、
支
給
も
少
額
で
す
。
児
童
手
当
の

費
用
は
、
事
業
主
が
負
担
す
る
分
を
除
く
と
、
国
、
都

道
府
県
、
市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
ず
つ
負
担
し

て
い
ま
し
た
。
二
〇
一
一
年
度
も
、
こ
の
負
担
割
合
を

継
続
す
る
と
い
う
の
が
政
府
案
で
す
。

　

子
ど
も
手
当
が
月
額
で
児
童
手
当
を
上
回
る
分
や
、

子
ど
も
手
当
が
新
た
に
対
象
に
し
た
中
学
生
の
子
ど
も

に
対
す
る
支
給
分
な
ど
、
以
前
の
児
童
手
当
よ
り
増
え

る
費
用
に
つ
い
て
は
、
国
が
全
額
負
担
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
二
〇
一
一
年
度
の
子
ど
も
手
当
は
総
額

二
兆
九
千
三
百
五
十
六
億
円
で
、
そ
の
う
ち
地
方
の
負

担
は
五
千
五
百
四
十
九
億
円
に
な
る
見
込
み
で
す
。

現
金
給
付
は
国
、
現
物
給
付
は
地
方

　

国
が
採
用
し
た
便
法
を
、
一
年
目
は
応
急
措
置
と

し
て
渋
々
受
け
入
れ
た
地
方
も
、
費
用
負
担
が
永
続

し
そ
う
な
情
勢
に
黙
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

二
〇
一
一
年
度
予
算
に
子
ど
も
手
当
の
地
方
負
担
分
を

計
上
し
な
い
自
治
体
が
相
次
ぎ
、
神
奈
川
県
の
よ
う
に

国
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
し
た
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。

　

児
童
手
当
の
際
に
は
、
負
担
に
同
意
し
て
い
た
自
治

体
が
子
ど
も
手
当
で
は
な
ぜ
負
担
に
反
発
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
民
主
党
は
国
が
負
担
す
る
と
公
言
し
て

い
た
の
に
、
公
約
違
反
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
第
一

の
理
由
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、

現
金
給
付
は
国
、
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
現
物
給
付
は
地
方

が
そ
れ
ぞ
れ
分
担
す
べ
き
だ
と
い
う
原
則
論
で
す
。

　

全
国
一
律
の
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
は
、
地
方
の
裁

量
の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
地
方
は
支
給
の
事
務
手
続

き
の
下
請
け
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う

も
の
は
、
国
の
仕
事
で
あ
り
、
費
用
も
国
が
負
担
す
べ

き
だ
と
い
う
の
が
地
方
側
の
言
い
分
で
す
。

　

児
童
手
当
に
つ
い
て
も
、
地
方
分
権
の
名
目
で
、
地

方
の
負
担
が
増
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
小
泉
内
閣
が

進
め
た
三
位
一
体
改
革
の
一
環
と
し
て
、
国
が
三
分
の

二
、
地
方
が
三
分
の
一
と
い
う
児
童
手
当
の
負
担
割
合

を
改
め
、
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
国
が
三
分
の
一
、
地
方

が
三
分
の
二
に
し
た
の
で
す
。
地
方
の
負
担
が
増
え
た

分
は
、
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
賄
わ
れ

ま
し
た
か
ら
、
地
方
全
体
と
し
て
は
損
を
し
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
然
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地

方
の
裁
量
が
広
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
分

権
改
革
と
し
て
は
、
い
か
さ
ま
同
然
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
、
保
育
所
や
幼
稚
園
の
整
備
、
児
童
相

談
所
の
相
談
体
制
な
ど
子
ど
も
が
育
ち
や
す
い
環
境
を

整
え
る
仕
事
は
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
工
夫
す
る

余
地
の
広
い
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
こ
そ
地
方
が

担
う
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
に
必
要
な
費
用
は
自
由
に
使

え
る
自
主
財
源
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
関
係
の
国
か
ら
の
補
助
負
担
金
は
廃
止
・
縮

小
し
て
、
そ
の
分
、
地
方
の
一
般
財
源
を
増
や
す
と
い

う
な
ら
、
分
権
に
沿
っ
た
政
策
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

子
ど
も
は
社
会
が
育
て
る
と
い
う
理
念
は
悪
く
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
れ
な
ら
当
座
し
の
ぎ
で
は
な
く
、
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
原
則
に
沿
っ

た
持
続
性
の
あ
る
制
度
の
構
築
が
必
要
で
し
ょ
う
。

第
二
十
四
回

子
ど
も
手
当
の
負
担
に
地
方
の
反
乱

第
二
十
四
回

子
ど
も
手
当

第
二
十

子
ど
も
手

十
四
回

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

松
本
克
夫

Y
o
sh
io
 M
a
tsu
m
o
to


