
～『個』育てから、地域とともに育む子育てへ～
育ては もう おわり
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わ
た
し
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
が
日

々
変
化
し
て
い
く
中
で
、
家
族
の
在
り
方
や

子
育
て
の
環
境
も
従
来
と
は
大
き
く
変
わ
っ

て
い
ま
す
。

三
世
代
で
同
居
す
る
世
帯
が
多
か
っ
た
時

代
に
は
、
親
が
働
い
て
い
て
も
子
育
て
経
験

の
あ
る
祖
父
母
を
頼
り
に
で
き
、
兄
弟
姉
妹

の
数
が
今
よ
り
も
多
か
っ
た
の
で
、
兄
や
姉

が
弟
や
妹
の
面
倒
を
見
る
こ
と
が
子
育
て
の

一
助
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
地
域
で
は
、
先
輩
マ
マ
に
子
育
て

の
悩
み
を
打
ち
明
け
た
り
近
所
で
親
交
の
あ

る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
子
ど

も
を
預
か
っ
て
も
ら
っ
た
り
す
る
な
ど
、
周

囲
と
つ
な
が
り
を
持
ち
な
が
ら
子
育
て
を
す

る
光
景
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
家
族

形
態
は
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
地
方
か
ら
都
市
圏
に
就
学
や
就

職
を
し
て
、
そ
の
ま
ま
定
住
す
る
ケ
ー
ス
が

多
く
な
っ
た
こ
と
や
転
勤
な
ど
に
よ
り
子
ど

も
が
祖
父
母
の
世
代
と
離
れ
て
暮
ら
す
な
ど
、

核
家
族
化
が
進
み
、
子
ど
も
が
多
く
の
人
に

見
守
ら
れ
て
生
活
す
る
こ
と
が

減
っ
て
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
女
性
の
社
会
進
出
が

進
み
、
男
女
問
わ
ず
自
己
実
現
の

場
が
広
が
っ
た
こ
と
や
養
育
費
な

ど
の
子
育
て
に
係
る
経
済
的
負
担

な
ど
か
ら
共
働
き
家
庭
が
増
加
し

ま
し
た
。

こ
う
し
た
子
育
て
環
境
の
変
化
に
よ
り
、

「
子
ど
も
を
安
心
し
て
預
け
る
場
所
が
な

い
」
、
「
身
近
に
子
育
て
を
助
け
て
く
れ
た

り
相
談
し
た
り
で
き
る
家
族
や
友
人
が
い
な

い
」
な
ど
と
い
っ
た
、
子
育
て
世
帯
の
不
安

の
声
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化
に

よ
っ
て
、
声
を
掛
け
合
え
る
『
ご
近
所
さ
ん
』

も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
現
状
は
本
市
で
も
例
外
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
の
か
わ
い
い
笑
顔
や
す
や

す
や
と
眠
る
寝
顔
、
元
気
い
っ
ぱ
い

に
走
り
回
る
姿
は
、
今
も
昔
も
変
わ

ら
ず
、
家
庭
や
そ
の
周
囲
に
た
く
さ
ん
の
喜

び
や
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

そ
し
て
そ
こ
に
は
、
子
育
て
の
悩
み
や
不

安
も
存
在
し
て
い
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
家
族

と
い
う
も
の
の
価
値
観
・
形
態
が
多
様
化
し

て
い
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
る
『
子
育

て
の
悩
み
』
は
家
庭
環
境
や
子
ど
も
の
年
齢

に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す
。

子
育
て
を
家
庭
内
だ
け
で
担
う
こ
と
が
難

し
く
な
っ
て
い
る
今
、
市
は
、
子
ど
も
を
産

み
育
て
や
す
い
ま
ち
を
目
指
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
子
育
て
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
子
育

て
世
代
の
育
児
負
担
の
軽
減
に
努
め
、
楽
し

く
子
育
て
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
地
域
で
も
、
ま
ち
の
将
来
を
担

う
子
ど
も
た
ち
を
と
も
に
育
む
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
号
で
は
、
市
や
地
域
が
ど
の
よ
う
な
こ

と
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ

の
取
り
組
み
は
皆
さ
ん
に
と
っ
て
ど
の
よ
う

な
手
助
け
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
子
育
て
に

関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な

ど
を
通
じ
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

子
育
て
を
取
り
巻
く
環
境

子
育
て
に
関
わ
る

み
ん
な
の
笑
顔
の
た
め
に

　日本の年間の出生数は年々減少傾向
にあります。日本の合計特殊出生率は、
過去最低となった平成17年の1.26から
少しずつ増加しているものの、平成26
年は1.42とまだまだ少子化は続く傾向
にあり、さらに、登別市の合計特殊出
生率（※）（平成20～24年）は1.36と国
の平均を下回っています。
※�合計特殊出生率…一人の女性が一生
に産む子どもの平均数を示すもの

　平成27年10月に策定した『登別市ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略（人口
ビジョン）』で登別市の人口推計を見
ると、０歳～14歳の年少人口と15歳～
64歳の生産年齢人口は年々減少。65歳
以上の老年人口は平成32年までは増加
するものの、その後は減少すると予測
されています。また、高齢化率（総人
口に占める65歳以上の割合）は将来ま
すます高まり、平成52年には39.6㌫に
達するとされています。

進む日本の少子高齢化

人口推計から見る
登別市のこれから

登別市の年齢別人口構成比の推移

出典：平成27年人口動態統計の年間推計（厚生労働
省）、平成27年10月策定『登別市まち・ひと・しご
と創生総合戦略（人口ビジョン）』

3 『個』育ては もう おわり ～『個』育てから、地域とともに育む子育てへ～


