
「多子世帯における保育料算定に係る特例措置」のさら
なる拡充を求める要望について加藤大臣（写真中央右）
に説明する中尾市長（写真中央左）（７月27日　内閣府）
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市民と市長を結ぶコラム

 http://www.city.shimonoseki.lg.jp/下関市長の部屋 検索

子
育
て
支
援
の
充
実
を
進
め
て
い
ま
す
！

〜
子
ど
も
医
療
費
、
ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館
、

�

子
育
て
ア
プ
リ
〜

こ
ん
に
ち
は
。
市
長
の
中
尾
友

昭
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
健

や
か
で
元
気
に
育
ち
、
安
心

し
て
子
育
て
が
で
き
る
下
関
市
を
目
指

す
子
育
て
支
援
の
取
り
組
み
を
紹
介
し

ま
す
。

　
ま
ず
、
10
月
か
ら
子
ど
も
医
療
費
助

成
制
度
を
開
始
し
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、

小
学
校
に
上
が
る
ま
で
の
お
子
さ
ん
を

対
象
に
実
施
し
て
い
る
乳
幼
児
医
療
費

助
成
制
度
に
加
え
、
新
た
に
、
小
学
生

と
中
学
生
を
対
象
と
し
て
、
保
護
者
の

所
得
に
よ
る
制
限
は
行
わ
ず
に
、
医
療

保
険
適
用
の
医
療
費
の
自
己
負
担（
通
常

３
割
）の
３
分
の
１
を
助
成
す
る
も
の
で

す
。
対
象
者
に
は
、
申
請
な
ど
の
手
続

き
な
し
で
、
９
月
の
終
わ
り
ご
ろ
に
一

斉
に
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

　
次
に
、
Ｊ
Ｒ
下
関
駅
ビ
ル
３
階
に
あ

る「
ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館
」の
来
場
者
が
、

８
月
６
日
で
50
万
人
に
到
達
し
ま
し
た
。

１
年
間
の
目
標
来
場
者
数
が
10
万
人
で
、

オ
ー
プ
ン
３
年
目
で
の
到
達
は
、
子
育

て
支
援
の
拠
点
施
設
と
し
て
、
予
想
を

上
回
る
多
く
の
方
々
に
利
用
い
た
だ
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
後
も
、

イ
ベ
ン
ト
や
講
座
な
ど
、
さ
ら
に
充
実

を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
子
育
て
ア
プ
リ
の
開
発
も

進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
ア
プ
リ
は
、
ス

マ
ー
ト
ホ
ン
を
利
用
し
て
、
市
や
子
育

て
関
係
機
関
な
ど
が
行
う
行
事
や
イ
ベ

ン
ト
、
健
診
や
予
防
接
種
な
ど
の
市
の

制
度
や
事
業
、
保
育
所
や
児
童
館
な
ど

の
施
設
情
報
を
簡
単
に
入
手
で
き
る
も

の
で
す
。
子
育
て
情
報
の
確
認
、
イ
ベ

ン
ト
や
催
し
へ
の
参
加
な
ど
、
大
い
に

活
用
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ア
プ
リ
は
、
今
年
度
内
の
利
用
開
始
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

７
月
27
日
に
内
閣
府
を
訪
れ
、

保
育
料
の
負
担
軽
減
に
関
す

る
要
望
書
を
加
藤
内
閣
府
特

命
担
当
大
臣（
少
子
化
対
策
）に
提
出
し

ま
し
た
。
少
子
化
が
進
ん
で
い
る
本
市

の
状
況
を
踏
ま
え
、
２
人
目
以
降
の
子

ど
も
に
係
る
保
育
料
が
安
く
な
る
よ
う
、

制
度
の
拡
充
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　
下
関
市
で
は
現
在
、
国
の
軽
減
制
度

に
該
当
し
な
い
人
に
対
し
て
、
独
自
の

軽
減
制
度
で
保
育
料
の
軽
減
を
図
っ
て

い
ま
す
。

　
今
後
も
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し

て
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
施
策
の
充
実
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
。

　
慶
長
３（
１
５
９
８
）年
６
月
、
の

ち
に
長
府
藩
初
代
藩
主
と
な
っ
た
毛

利
秀
元
が
豊
臣
秀
吉
か
ら
拝
領
し
た

唐
物
茶
壺
で
す
。

　
高
さ
約
40
セ
ン
チ
の
こ
の
茶
壺
は
、

葉
茶
を
保
存
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

ま
し
た
が
、
茶
の
湯
が
盛
ん
に
な
る

に
つ
れ
、
観
賞
用
と
し
て
の
価
値
が

付
加
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
壺
は
そ
も
そ
も
中
国
南
方
に

お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
使
わ
れ

て
い
た
日
用
品
で
、
歪
み
や
釉ゆ

う

薬や
く

の

ム
ラ
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
が
、
日
本

に
輸
入
さ
れ
る
と
、
そ
の
不
整
合
な

形
姿
に
美
し
さ
が
見
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
玉
蟲
」は
室
町
時
代
、
日
明
交
易

で
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
足
利
将
軍

家
の
美
術
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る

東ひ
が
し
や
ま
ご
も
つ

山
御
物
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
数
人
の
茶
人
を
経
て
豊
臣

秀
吉
が
入
手
し
ま
し
た
。
茶
器
の
な

か
で
も
東
山
御
物
に
代
表
さ
れ
る
優

品
は「
大お

お
め
い
ぶ
つ

名
物
」と
さ
れ
て
お
り
、「
玉

蟲
」は
そ
の
一
つ
と
し
て
大
変
貴
重

な
も
の
で
す
。

　
こ
の
壺
の
底

部
に
は
、
室
町

時
代
の
唐
物
鑑

定
家
と
し
て
名

高
い
相そ

う
あ
み

阿
弥
ら

の
花か

お
う押（
書
判
）

が
墨
書
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
「
天
下
之
名
器
」

と
し
て
称
賛
さ
れ
た「
玉
蟲
」は
、
霞

が
か
っ
た
満
月
が
浮
か
び
満
天
の
星

が
輝
く
夜
空
に
た
と
え
ら
れ
た
胴
部

の
景
色
の
見
事
さ
で
数
多
く
の
茶
人

を
魅
了
し
ま
し
た
。
日
本
人
の
美
意

識
に
見
出
さ
れ
、
秀
吉
や
秀
元
も
愛

で
た「
玉
蟲
」の
姿
を
、
ぜ
ひ
歴
史
博

物
館
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

壺底部の花押
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