
◎�この新聞記事は、実際の資料を元に書かれた、架空の新聞記事です。新聞・人物・大学は架空のものですが、データ
は下記より引用しています。
　�厚生労働省ホームページ「令和2年（2020）人口動態統計月報年計（概数）の概況」〈https://www.mhlw.go.jp/
toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai20/index.html〉2021年10月１日参照
　�内閣府（2021）『令和3年版　少子化社会対策白書』

毎朝新聞　2021 年（令和 3年）6月 5日

出生数 84.1 万人で過去最少　晩婚化・非婚化の進展が主要因

若
者
へ
の
支
援
の
拡
大
が
急
務

婚姻件数及び婚姻率（人口千対）の年次推移（厚生労働省）

厚生労働省ホームページより

厚
生
労
働
省
が
4
日
に
発
表
し

た
人
口
動
態
統
計
に
よ
る
と
、
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急
減
し
た
。
結
婚
し
た
い
と
思
う

若
者
、
子
ど
も
を
産
み
育
て
た
い

と
思
う
若
者
に
対
す
る
支
援
の
拡

大
が
急
務
で
あ
る
。

政
府
は
様
々
な
少
子
化
対
策
を

推
し
進
め
て
き
た
が
、
顕
著
な
改

善
は
見
ら
れ
ず
出
生
数
は
5
年
連

続
で
減
少
を
続
け
て
い
る
。
少
子

化
の
最
大
の
原
因
と
し
て
若
者
の

晩
婚
化
・
非
婚
化
（
50
歳
時
の
未

婚
率
＝
男
性
23
・
37
％
、
女
性

14
・
06
％
　
15
年
時
）
が
あ
る
。

晩
婚
化
・
非
婚
化
が
進
む
背
景
と

し
て
、
結
婚
に
対
す
る
価
値
観
の

変
化
が
結
婚
行
動
に
も
表
れ
て
い

る
こ
と
、
非
正
規
雇
用
の
広
が
り

に
よ
る
将
来
の
生
活
不
安
と
い
っ

た
経
済
的
な
理
由
か
ら
、
結
婚
し

た
く
て
も
そ
の
余
裕
が
な
い
と
考

え
る
若
者
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す

る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

結
婚
後
の
夫
婦
を
め
ぐ
る
課
題

も
多
い
。『
令
和
3
年
版
　
少
子

化
社
会
対
策
白
書
』
で
は
、
夫
婦

が
理
想
の
子
供
数
を
も
た
な
い
理

由
と
し
て
、「
子
育
て
や
教
育
に

お
金
が
か
か
り
す
ぎ
る
か
ら
」

（
56
・
3
％
）
と
い
う
経
済
的
要

因
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
同
白

書
で
は
、「
男
性
が
子
育
て
や
家

事
に
十
分
に
関
わ
っ
て
い
な
い
こ

と
が
、
女
性
の
継
続
就
業
を
困
難

に
し
、
少
子
化
の
一
因
と
も
な
っ

て
い
る
」
と
し
て
「
男
性
の
家

事
・
育
児
参
画
の
促
進
」
を
目
標

に
掲
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
希
望
の
光
が
見
え
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
一
つ
目
と
し

て
、
2
0
1
9
年
よ
り
推
進
さ
れ

て
い
る
「
働
き
方
改
革
」
に
よ
っ

て
、
長
時
間
労
働
が
解
消
さ
れ
、

特
に
夫
の
在
宅
時
間
が
増
え
れ

ば
、
夫
婦
の
役
割
分
担
に
関
す
る

変
化
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
る
一
因

と
な
り
得
る
。

二
つ
目
と
し
て
、
よ
り
育
児
休

業
を
取
得
し
や
す
く
す
る
た
め

に
、
21
年
6
月
に
「
育
児
・
介
護

休
業
法
」
が
改
正
さ
れ
（
22
年
4

月
か
ら
施
行
）、
23
年
4
月
か
ら

は
、
大
企
業
は
育
児
休
業
の
取
得

状
況
を
公
表
す
る
よ
う
義
務
付
け

ら
れ
る
。
こ
の
結
果
を
参
照
し
、

就
職
活
動
を
す
る
際
に
「
育
児
し

や
す
い
職
場
」
を
重
視
す
る
学
生

が
増
加
し
て
い
け
ば
、
企
業
側
も

「
い
い
人
材
を
確
保
す
る
に
は
育

休
状
況
の
改
善
が
必
要
」
と
意
識

を
変
え
て
い
く
可
能
性
が
大
き
い

と
思
わ
れ
る
。

家
族
社
会
学
が
専
門
の
山
中
純

子
令
和
大
学
教
授
は
「
結
婚
し
た

い
若
者
、
子
ど
も
を
産
み
育
て
た

い
若
者
へ
の
経
済
的
支
援
を
充
実

さ
せ
、
男
女
と
も
に
育
休
を
取
り

や
す
い
仕
組
み
づ
く
り
を
推
し
進

め
、
子
育
て
を
優
先
す
る
社
会
を

目
指
す
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
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