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6７ 

中
期
労
働
政
策
懇
談
会
の
提
言
は
、
と
く
に
高
齢
化
社
会
の
雇
用
政
策
を
め
ぐ
っ
て
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
提
起
を
試
染
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
「
労
働
政
策
と
社
会
保
障
政
策
と
の
連
係
」
の
明
確
化
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
の
高
齢
化
に

対
応
す
る
政
策
展
開
の
条
件
と
し
て
、
高
齢
労
働
者
の
原
則
的
な
引
退
年
齢
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
労
働
政
策
と
社
会

（
１
）
 

保
障
政
策
と
の
分
担
領
域
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
、
つ
ま
り
「
原
則
的
な
引
退
年
齢
」
以
坐
別
を
「
労
働
政
策
」
の
「
領

域
」
、
そ
れ
以
後
を
「
社
会
保
障
政
策
」
の
「
領
域
」
と
し
、
そ
う
し
た
「
政
策
分
担
領
域
の
明
確
化
」
に
よ
っ
て
高
齢
者
に
対
す
る
公

共
政
策
を
よ
り
充
実
さ
せ
よ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
１
）
隅
谷
三
喜
男
編
『
日
本
的
雇
用
政
策
の
展
望
」
日
経
新
聞
社
、
七
八
年
、
三
七
ペ
ー
ジ
、
以
下
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。

そ
の
ぱ
あ
い
一
つ
の
問
題
は
「
原
則
的
な
引
退
年
齢
」
を
い
か
に
決
定
す
る
か
に
あ
る
。
同
提
言
に
よ
れ
ば
、
「
定
年
退
職
者
を
追

跡
調
査
し
た
実
態
調
査
の
結
果
か
ら
ふ
て
も
、
ま
た
高
齢
労
働
者
の
年
齢
階
級
別
の
労
働
力
率
の
変
化
を
み
て
も
、
六
五
歳
前
後
に
お

ｌ
課
題

高
齢
化
に
よ
る
職
業
・
生
活
変
動

ｌ
地
域
調
査
に
よ
る
変
動
分
析
Ｉ
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6８ 
い
て
『
引
退
意
向
』
が
強
く
現
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
五
歳
を
こ
の
原
則
的
な
引
退
年
齢
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
国
際
的
に
も
妥
当
な
水
準
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
労
働
力
調
査
」
七
六
年
に
よ
る
と
、

男
子
の
労
働
力
率
は
、
五
五
’
五
九
歳
九
二
％
、
六
○
’
六
四
歳
八
○
影
に
比
し
て
、
六
五
’
六
九
歳
は
五
一
％
に
低
下
し
、
七
○
歳

以
上
の
三
○
％
よ
り
は
は
る
か
に
高
い
が
、
六
五
歳
未
満
層
に
比
し
て
大
き
な
屈
折
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
六
五
’
六
九
歳
の
完
全

失
業
率
を
糸
る
と
、
三
％
に
も
達
し
て
お
り
、
六
五
歳
未
満
層
の
三
’
四
影
と
ほ
ぼ
同
水
準
で
あ
り
、
七
○
歳
以
上
の
一
％
に
比
し
て

し
た
が
っ
て
、
「
離
職
す
れ
ば
非
労
働
力
化
し
、
就
労
意
欲
は
そ
れ
以
下
の
年
齢
に
比
べ
て
低
い
」
、
「
平
均
的
に
糸
て
、
引
退
志
向

（
２
）
 

が
普
遍
的
に
な
る
年
齢
」
、
つ
ま
り
「
制
度
上
の
年
金
支
給
開
始
年
齢
」
は
、
現
状
で
は
六
五
歳
よ
り
は
七
○
歳
の
方
が
よ
り
妥
当
の

よ
う
に
設
え
る
。
さ
ら
に
「
国
際
的
に
も
妥
当
な
水
準
」
は
目
下
複
雑
な
動
向
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
ま
え
に
つ
ぎ
の
こ
と
を
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
統
計
的
裏
づ
け
が
五
歳
刻
み
の
「
年
齢
階
級
」
に
も
と
づ
い
て
お
り
、

六
五
歳
か
七
○
歳
か
で
は
な
く
、
六
四
歳
か
も
知
れ
な
い
し
、
六
八
歳
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の
「
定
年
退
職
者

を
追
跡
調
査
し
た
実
態
調
査
」
と
い
う
の
は
、
私
ど
も
が
担
当
し
た
調
査
を
含
む
の
だ
が
、
私
ど
も
の
調
査
結
果
で
も
「
引
退
志
向
」

な
ど
の
把
握
は
ま
だ
一
歳
刻
承
の
染
計
を
試
承
て
い
な
い
。

（
２
）
氏
原
正
治
郎
「
老
齢
年
金
に
お
け
る
年
金
支
給
開
始
年
齢
」
、
前
掲
、
隅
谷
編
、
七
四
’
七
七
ペ
ー
ジ
。
氏
原
教
授
の
六
五
歳
説
に
は
疑
問

が
多
い
が
、
教
授
の
慎
重
な
さ
ま
ざ
ま
の
考
噸
に
は
十
分
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
私
ど
も
の
実
態
調
査
の
事
前
に
試
ゑ
た
地
域
調
査
の
結
果
を
一
歳
刻
み
で
集
計
し
、
五
五
’
七
○
歳
の
高
齢
者
に

つ
い
て
、
⑪
そ
の
就
業
状
態
－
－
労
働
力
率
・
失
業
率
な
ど
、
②
定
年
制
と
の
関
連
－
１
定
年
経
験
、
定
年
後
の
就
職
な
ど
、
③
現
在

の
生
活
上
の
困
難
な
ど
を
考
察
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
純
自
然
的
な
高
齢
化
に
と
も
な
う
労
働
能
力
、
つ
ま
り
意
志
と
能
力
の
弱
化

は
る
か
に
高
い
水
準
を
維
持
し
て
い
る
。
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あ
る
い
は
喪
失
の
屈
折
点
は
発
見
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
私
ど
も
の
こ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
で
も
、
定
年
到
達
時
点
を
は

じ
め
、
六
○
歳
前
後
と
か
、
六
五
歳
と
か
、
七
○
歳
と
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
の
屈
折
を
染
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
屈
折
は

自
然
発
生
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
公
共
の
政
策
や
雇
用
慣
行
・
生
活
慣
習
な
ど
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
要
因
は
、
と
り
わ
け
定
年
制
度
そ
の
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て
五
五
’
六
四
歳
を
政
策
対
象
に
限
定
し
て
い
る
雇
用
保
険
法
の
高

齢
者
雇
用
政
策
、
厚
生
年
金
に
よ
る
老
齢
年
金
な
ど
の
ほ
か
に
、
還
歴
な
ど
の
意
識
化
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
し
、
こ
う
し
た
社
会

的
な
要
因
を
無
視
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
労
働
科
学
に
お
け
る
よ
う
な
実
証
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
お
け
る
前
提
、
つ
ま
り

前
述
し
た
社
会
的
要
因
の
効
果
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
仮
設
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
本
稿
の
資
料
は
、
高
齢
化
に
と
も
な
う
職
業
・
生
活
の
変
動
を
十
分
に
社
会
科
学
的
に
考
察
す
る
に
足
る
質
を
持
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
さ
き
の
公
共
政
策
や
社
会
的
な
慣
行
・
慣
習
を
間
接
的
に
証
明
す
る
に
止
ま
る
資
料
で
し
か
な

い
。
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
本
稿
の
資
料
は
、
大
企
業
定
年
退
職
者
調
査
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
、
中
小
企
業
を
中
心
と
し
て
働

い
て
い
る
高
齢
労
働
者
の
調
査
対
象
を
把
握
す
る
た
め
に
鞭
前
に
往
復
葉
謹
で
行
わ
れ
た
、
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
過
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
⑪
調
査
地
域
は
東
京
都
の
城
東
地
区
の
住
宅
地
域
と
町
エ
場
地
域
を
中
心
と
し
て
お
り
、
②
住
民
登
録
な
ど
か
ら
無

作
意
で
抽
出
し
た
男
子
五
五
’
六
九
歳
の
約
二
千
人
を
対
象
と
し
、
五
六
八
人
の
有
効
回
答
を
え
た
。
③
調
査
時
点
で
は
一
九
七
七
年

二
月
で
あ
る
が
、
サ
ム
プ
ル
抽
出
時
に
六
九
歳
だ
っ
た
対
象
の
若
干
名
が
調
査
時
点
で
七
○
歳
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
有
効
回
答
は

（
３
）
 

七
○
歳
と
し
て
集
計
し
て
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
の
ち
に
も
ふ
れ
る
と
お
り
所
得
水
準
が
知
り
陰
え
な
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
上
の
制

約
を
免
が
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅱ
資

料
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蚤
」
る
。

（
４
）
 

１
就
業
状
態
の
変
化

ま
ず
、
現
在
の
年
齢
一
歳
刻
朶
の
就
業
状
態
か
ら
み
て
い
く
と
、
そ
れ
は
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
Ⅲ
業
主
・
家

族
従
業
者
・
雇
用
労
働
者
を
含
む
就
業
者
の
年
齢
別
比
率
は
五
○
歳
代
末
ま
で
七
○
％
以
上
に
も
達
す
る
高
水
準
を
示
す
が
、
六
○
歳

の
声
を
聞
く
と
同
時
に
五
○
＄
台
に
低
下
し
、
五
○
’
六
○
影
ほ
ど
で
推
移
し
、
六
○
歳
代
末
か
ら
は
三
○
’
四
○
形
以
下
に
低
下
す

る
。
②
そ
れ
に
対
し
、
「
病
気
」
や
「
引
退
」
に
よ
る
不
就
業
者
の
比
率
は
、
五
九
歳
ま
で
は
一
○
％
以
下
に
止
ま
る
が
、
六
一
歳
で

二
○
％
以
上
に
上
昇
し
、
と
く
に
六
○
歳
代
末
に
な
る
と
四
○
％
前
後
に
も
上
昇
し
て
い
る
。
だ
が
、
ｕ
の
傾
向
に
比
し
て
か
な
り
乱

（
４
）
 

れ
て
い
る
。
⑧
そ
れ
は
「
求
職
」
中
の
失
業
者
比
率
の
傾
向
が
よ
り
大
き
な
乱
れ
を
示
す
の
と
関
連
し
て
い
る
。
年
齢
別
失
業
者
の
比

率
は
、
傾
向
的
に
承
れ
ば
不
就
業
の
そ
れ
よ
り
も
高
齢
化
に
つ
れ
て
そ
の
上
昇
が
よ
り
顕
著
だ
が
、
な
ぜ
か
五
七
歳
、
六
○
歳
、
六
二

歳
、
六
五
歳
、
六
九
’
七
○
歳
と
い
う
特
定
の
年
齢
で
三
○
％
内
外
と
く
に
そ
れ
以
上
に
も
達
す
る
高
水
準
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
特
定
の
年
齢
で
逆
に
不
就
業
の
比
率
が
よ
り
低
位
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
と
お
り
年
齢
別
就
業
者

比
率
が
高
齢
化
に
つ
れ
て
低
下
す
る
傾
向
が
ま
ず
認
め
ら
れ
、
残
り
の
不
就
業
者
が
あ
る
条
件
の
も
と
で
「
病
気
」
・
「
引
退
」
を
理

由
と
す
る
〃
純
〃
不
就
業
者
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
「
求
職
」
中
の
失
業
者
と
な
る
か
、
い
ず
れ
か
に
分
化
す
る
、
と
柔
る
こ
と
が
で

（
３
）
こ
の
よ
う
な
調
査
対
象
の
年
齢
構
成
も
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
も
含
め
て
事
前
調
査
に
も
と
づ
く
地
域
調
査
の
結
果
の
一
部
に
つ
い
て
は
、

前
掲
、
隅
谷
編
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
以
下
、
拙
稿
「
大
企
業
定
年
退
職
者
を
追
う
」
、
『
日
経
新
聞
」
七
八
年
八
月
一
一
’
一
二
日
も
象
ょ
。

Ⅲ
考

察

こ
こ
で
は
「
労
働
力
調
査
」
方
式
の
、
調
査
週
間
中
に
一
時
間
以
上
の
収
入
を
と
も
な
う
就
業
が
な
く
、
な
お
就
業
の
意
志
。
能
力
を
持
つ
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就
業
・
不
就
業
の
内
容
は
の
ち
に
立
ち
入
っ
て
み
る
と
し
て
、
表
１
か
ら
非
労
働
力
率
・
失
業
率
の
年
齢
別
変
動
の
傾
向
を
抽
出
し

て
承
る
と
図
１
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
年
齢
別
人
口
分
布
の
〃
純
〃
不
就
業
者
、
つ
ま
り
非
労
働
力
率
は
白
丸
の
と
お
り
、
フ
リ
ー
〈

ソ
ド
で
引
い
て
染
た
、
１
ｍ
の
よ
う
に
高
齢
化
と
と
も
に
比
較
的
綺
麗
に
上
昇
す
る
が
、
六
五
歳
以
後
は
傾
向
が
乱
れ
、
む
し
ろ
、
１

ｍ
の
よ
う
な
、
１
ｍ
よ
り
は
る
か
に
急
上
昇
す
る
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ぎ
に
年
齢
別
就
業
者
プ
ラ
ス
失
業
者
分
の
失
業

者
、
つ
ま
り
失
業
率
の
傾
向
は
黒
丸
の
よ
う
に
、
ｍ
１
ｍ
以
上
に
乱
れ
る
が
、
一
応
山
１
ｍ
の
よ
う
に
承
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ

が
、
こ
の
傾
向
は
六
五
歳
で
止
ま
り
、
六
六
歳
以
上
で
は
山
１
画
の
よ
う
に
シ
フ
ト
す
る
と
承
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
事
実
は
、
Ⅲ
非
労
働
力
率
・
失
業
率
の
両
傾
向
線
が
、
六
五
歳
以
上
の
場
合
も
含
め
て
、
ほ
ぼ
六
五
歳
時
点
で

交
叉
し
て
い
る
、
②
そ
し
て
、
六
五
歳
前
で
は
失
業
率
の
方
が
非
労
働
力
率
を
上
回
り
、
六
五
歳
以
後
で
は
逆
に
非
労
働
力
率
の
方
が

失
業
率
を
上
回
る
、
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
限
り
で
ほ
ぼ
六
五
歳
以
上
に
猫
い
て

前
掲
の
と
お
り
「
譲
す
れ
ば
非
労
働
力
化
し
、
〔
「
病
気
」
や
「
引
退
』
な
ど
に
よ
っ
て
ｌ
引
用
讃
〕
就
労
意
欲
は
そ
れ
以
下
の
年

齢
階
層
に
比
べ
て
低
い
」
の
だ
が
、
問
題
は
こ
の
よ
う
な
屈
折
が
前
述
の
よ
う
な
公
共
政
筑
片
ど
の
効
果
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る

の
か
、
そ
れ
と
も
よ
り
自
然
的
な
労
働
意
思
・
能
力
の
弱
化
を
反
映
し
て
い
る
の
か
に
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
そ
れ
以
上
に
問
題
な

の
煙
失
業
率
の
傾
向
は
大
き
な
分
散
を
含
ん
で
お
り
、
し
か
も
前
述
の
よ
う
に
特
定
の
年
齢
に
お
い
て
き
わ
だ
っ
て
失
業
率
が
高
く

な
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
そ
の
要
因
は
「
病
気
」
な
ど
と
同
様
に
い
ろ
い
ろ
考
え
う
る
が
、
そ
の
発
生
そ
の
も
の
が
大
き
い
の
か
、

「
病
気
」
で
不
就
業
や
失
業
で
「
求
職
」
中
の
生
活
保
障
が
十
分
な
の
か
な
ど
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
後

者
の
生
活
保
障
は
、
そ
れ
が
公
的
で
あ
れ
私
的
で
あ
れ
、
実
は
就
業
状
態
全
体
を
も
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

て
求
職
し
て
い
る
、
と
い
う
完
全
失
業
の
定
義
を
あ
た
え
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
「
求
噸
」
中
の
失
業
を
「
労
働
力
調
査
」
方
式
の
完
全
失
業

〃

と
桑
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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就業状態別人数

(人，％）

〕ＤｌＷＩｂＵｌ６９１７ｍ

ﾖ)１（41.Ｕ〕ｌ〔２６．８Ⅱ「３０８１１ｒ３１Ｒ

0.8)ｌｒ２０８１ｌ「ＩＣ

D－８Ｎｒ４Ｃ 、）ｌｒ６Ｃ

【ｎｌｒＦ

。】Ｉ【４ｍ

iMio)|(iilo)|(,630)|(,;30)|(,iAo)|(,630)|(,諾ｏｗ,｡；｡,|｢評

Ｊ
１
Ｊ
２
 

５６９７０j５ｌ 

図１現在の年齢別非労働力率・失業率



７３高齢化による職業・生活変動

現在の年齢。表１

就業状態 5８ 55歳 6０ 6２ 5６ 5７ 5９ 6１ 

雇用労働者|(塁,)|(:;｡)|(諾7)|(亀6)|(堤9)|(韻｡)|(翼8)|(;:4）

蕊礎蘂贄|(2;β)|(335)|(,:4)|〔3;,)|(2:8)|(,;2)|(墨,)|(,;2）

(;３７)|(;35)|(認｡)|(;:７)|(器7)|(患2)|(;38)|(謎5）計I、

病気・
不就業

引退・
不就業

２ 

（6,9） (;の'（＆`)'（：5)'（：5）
９ 

（19.6） 
３ 

（6.8） 

(＆3)'（＆6)'（A2)'（：3） 
２ 

（4.4） 
４ 

（9.1） 

２ 

（6.9） (,39)'（；,)'（；7)|(,;β） (品,北:,）計小

犠職中'（＆5)|(Ⅲi5)|(蓋1)'(；l)|(226)|(310)|(1K2)|(330）

(ｌｉ３｡)|(,;;｡)|(,;：｡)|(,話｡)|(lid｡)|〔&)|(,;;｡)|(l誌｡）合計

２
定
年
制
度
に
よ
る
影
響

調
査
時
点
に
お
け
る
就
業
の
状
態
を
迎
え
る
ま
で
に
調
査
対
象

は
、
今
日
問
題
に
な
っ
て
い
る
定
年
制
度
と
い
か
な
る
関
係
を
持

っ
た
か
を
染
て
お
こ
う
。
表
２
は
「
定
年
間
近
の
希
望
退
職
も
含

む
」
定
年
退
職
の
経
験
な
ど
を
あ
き
ら
か
に
し
た
結
果
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
五
四
歳
以
前
か
ら
業
主
・
家
族
従
業
者
だ
っ

た
高
齢
者
を
除
外
し
た
が
、
そ
れ
も
含
め
れ
ば
「
定
年
制
な
し
」

は
三
六
％
と
な
り
、
「
定
年
前
」
七
％
、
複
雑
な
職
歴
を
辿
っ
た

「
そ
の
他
不
明
」
一
二
影
の
ほ
か
、
定
年
経
験
者
は
四
五
％
と
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
定
年
制
と
関
係
の
あ
る
比
率
は
五
○
形
を
多

少
上
回
る
程
度
に
止
ま
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
定
年
の
な
い
自
営
業

な
ど
が
多
い
〃
下
町
〃
の
地
域
特
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
２
に
よ
る
と
、
「
定
年
制
な
し
」
の
比
率
は
よ
り
高
齢
者
と

く
に
六
○
歳
代
後
半
に
お
い
て
高
く
、
逆
に
「
定
年
前
」
は
六
○

歳
以
前
と
く
に
五
五
歳
に
お
い
て
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
定

年
の
経
験
率
は
、
六
○
歳
以
後
に
お
い
て
と
く
に
高
く
、
七
○
影

以
上
に
も
達
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
二
回
以
上
の
経
験
率
も
高

ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
定
年
経
験
者
の
定
年
年
齢



7４ 

定年制度との関係
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表２現在の年齢別
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7６ 
は
何
歳
だ
っ
た
か
、
定
年
経
験
の
大
部
分
を
占
め
る
第
一
回
目
の
そ
れ
を
ふ
る
と
、
表
３
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
労
働
者
ベ
ー
ス

だ
か
ら
企
業
ベ
ー
ス
の
既
存
統
計
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
が
、
五
五
歳
へ
の
集
中
は
一
一
六
％
に
止
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
六
○
歳
へ
の
集
中

も
一
一
○
％
に
過
ぎ
ず
、
五
六
’
五
八
歳
と
か
、
六
一
一
’
六
五
歳
と
か
へ
の
分
散
が
比
較
的
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
多
か

っ
た
五
五
歳
や
六
○
歳
か
ら
定
年
が
延
長
さ
れ
て
き
た
あ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
や
は
り
現
在
五
五
’
五
九
歳
の
高
齢
者
に
お
い

て
五
五
歳
定
年
が
ほ
ぼ
過
半
を
占
め
て
い
る
の
は
、
定
年
年
齢
が
五
五
歳
に
集
中
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
様
に
現
在
六

○
歳
以
上
の
高
齢
者
の
場
合
も
、
六
○
歳
と
六
六
歳
の
定
年
繰
験
者
が
比
較
的
多
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
年
齢
へ
定
年
年
齢
が
集
中
し
て

き
た
あ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
現
在
五
五
、
五
六
歳
の
高
齢
者
は
ち
ょ
う
ど
五
五
、
五
六
歳
の
調
査
時
点
で
初
回
の
定
年
を
迎
え
た
も
の
が
多
い

が
、
そ
の
大
部
分
は
、
勤
務
延
長
Ｑ
再
雇
用
や
他
企
業
へ
の
再
就
職
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
就
業
者
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
表
３
に
よ

れ
ば
現
在
五
七
、
五
八
歳
の
高
齢
者
の
場
合
も
、
そ
の
一
一
一
○
形
以
上
が
ち
ょ
う
ど
五
七
、
五
八
歳
で
定
年
を
迎
え
て
い
る
が
、
五
八
歳

の
方
は
そ
れ
ま
で
の
定
年
経
験
者
を
含
め
て
そ
の
大
部
分
が
就
業
者
と
な
っ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
五
七
歳
の
方
は
同
様
に
そ
れ
ま
で

の
定
年
経
験
者
を
含
め
て
「
病
気
」
な
ど
で
不
就
業
者
と
な
っ
た
も
の
が
多
く
、
と
く
に
「
求
職
」
中
の
失
業
者
が
い
ち
じ
る
し
く
多

い
。
図
１
で
も
示
し
た
と
お
り
五
七
歳
で
飛
び
抜
け
て
失
業
率
が
商
か
つ
た
の
は
、
実
は
そ
の
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
五

七
、
五
八
歳
で
こ
の
よ
う
な
顕
著
な
差
異
が
発
生
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
偶
然
の
結
果
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
ま
ず
、
⑩
五
八
歳
よ
り
も
五
七
歳
に
お
い
て
定
年
の
発
生
率
が
よ
り
高
い
。
②
「
病
気
」

の
発
生
率
も
、
偶
然
、
五
七
歳
の
方
が
高
か
っ
た
が
、
た
と
え
ば
勤
続
年
数
が
よ
り
長
い
か
、
制
度
上
の
モ
デ
ル
退
職
金
が
よ
り
高
額

か
、
あ
る
い
は
組
合
健
康
保
険
の
任
意
契
約
に
移
行
し
た
か
、
「
病
気
」
に
よ
る
不
就
業
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
生
活
保
障
が
よ
り
充

実
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
同
様
に
、
③
失
業
率
が
高
い
の
も
、
職
務
・
雇
用
条
件
に
対
す
る
要
求
水
準
が
高
か
っ
た
か
も
知
れ
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な
い
し
、
そ
れ
と
同
時
に
前
職
賃
金
が
よ
り
高
く
、
雇
用
保
険
に
よ
る
失
業
手
当
の
方
が
減

額
年
金
プ
ラ
ス
賃
金
収
入
よ
り
も
高
い
か
も
知
れ
な
い
状
況
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
こ
の
ほ
か
、
図
１
に
お
け
る
六
○
歳
、
六
二
歳
、
六
五
歳
、
六
九
’
七
○
歳
の
失
業
率

の
異
常
な
高
さ
も
、
こ
の
よ
う
な
偶
然
と
必
然
の
所
産
だ
、
と
染
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
六
五
歳
の
ぱ
あ
い
は
、
表
３
の
と
お
り
調
査
時
点
に
お
け
る
定
年
の
発
生
率
は
高
い

が
、
こ
の
年
齢
か
ら
雇
用
保
険
な
ど
に
よ
る
高
齢
者
雇
用
政
策
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
厚

生
年
金
の
完
全
支
給
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
失
業
率
よ
り
も
不
就
業
率
の
方
が
高
く
な
っ

て
も
不
思
議
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
現
実
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

「
病
気
」
の
発
生
率
が
低
か
っ
た
か
、
再
就
業
の
条
件
が
悪
か
っ
た
か
、
病
気
や
失
業
に
対

す
る
生
活
保
障
が
十
分
で
な
か
っ
た
か
、
よ
り
主
体
的
な
就
業
意
欲
・
必
要
が
強
か
っ
た

か
、
と
い
う
よ
う
な
要
因
な
ど
仁
律
せ
ら
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
六
九
’
七
○
歳
の
高
失

業
率
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
理
解
が
可
能
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
定
年
制
度
の
影
響
は
前
述
の
よ
う
な
媒
介
項
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
定
年

後
の
就
業
状
況
に
つ
い
て
は
、
た
ま
た
ま
定
年
時
の
労
働
力
需
給
状
況
全
体
が
ど
う
だ
っ
た

か
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
表
４
は
、
定
年
経
験
の
大
部
分
を
占
め
る
初

回
の
定
年
到
達
後
の
就
業
状
況
な
ど
を
示
し
た
結
果
だ
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
事
実
が

わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
⑩
全
体
と
し
て
「
他
企
業
へ
の
再
就
職
」
が
も
っ
と
も
多
く
、
五
○

＄
ち
か
く
仁
達
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
比
べ
て
定
年
到
達
し
た
企
業
へ
の
「
継
続
雇
用
」
は

表４初回の定年年次別定年到達後の状況
(％） 
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3178.3137.5156.2 78.6 65.0152.9 43.5 

18.8 １ 

１
１
１
 

●
●
●
 

７
７
７
 

5.9 4.3 

8.7 6.3 

6.3 

5,0 

1１４．４１１８．８ 5０１１１．８ 17.4 

計

100.0100.01100.0'100.01100.01100.0110001100.01100.0100.01100.01100.0 



7８ 
二
○
％
に
止
ま
り
、
比
較
的
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
比
し
て
「
失
業
・
求
職
中
」
は
相
対
的
に
多
く
、
二
○
％
ち
か
く
に
も

達
し
て
い
る
。
②
さ
ら
に
定
年
年
次
別
に
み
る
と
、
き
わ
め
て
顕
著
な
変
動
が
ふ
ら
れ
る
。
ま
ず
「
他
企
業
へ
の
再
就
職
」
は
七
五
年

ま
で
は
五
○
％
以
上
を
占
め
て
い
た
の
が
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
雇
用
不
況
が
深
化
し
た
七
六
’
七
七
年
に
一
一
○
’
三
○
％
に
縮
小
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
七
○
年
代
に
入
っ
て
か
ら
相
対
的
に
拡
大
し
て
い
た
「
継
続
雇
用
」
は
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
雇
用
不
況
が

顕
著
に
な
っ
た
七
五
年
か
ら
そ
の
縮
小
が
い
ち
じ
る
し
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
就
業
の
縮
小
は
「
失
業
・
求
職
中
」
の
拡
大
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
。
と
い
う
の

は
、
「
独
立
開
業
」
や
就
業
か
ら
の
引
退
を
含
む
「
そ
の
他
・
不
明
」
は
六
○
年
代
末
や
七
四
年
な
ど
に
も
拡
大
し
た
が
、
そ
の
後
縮
小

し
た
の
に
反
し
て
、
「
失
業
。
求
職
中
」
の
比
率
は
七
五
年
に
一
○
％
を
超
え
、
七
六
年
に
は
三
○
鯵
に
達
し
、
七
七
年
に
は
五
○
％

以
上
に
も
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
「
そ
の
他
・
不
明
」
に
も
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
雇
用
不
況
の
反
映
が
ゑ
ら
れ

る
が
、
そ
れ
以
上
に
「
失
業
。
求
職
中
」
の
般
近
の
拡
大
は
近
年
の
雇
用
不
況
に
お
け
る
高
齢
者
の
労
働
力
需
給
の
供
給
過
剰
化
を
劇

的
に
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
「
失
業
の
求
職
中
」
の
七
五
年
以
後
に
お
け
る
い
る
じ
る
し
い
拡
大
は
、
失
業
保
険
法
か

（
５
）
 

ら
雇
用
保
険
法
へ
の
転
換
な
ど
に
よ
る
一
衝
齢
者
雁
用
政
策
の
強
化
の
反
映
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
前
述
し
た
「
他
企
業
へ
の
再
就

職
」
・
「
継
続
雇
用
」
の
近
年
に
お
け
る
縮
小
を
も
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
図
１
で
問
題
に
し
た
五
七
、
六

○
、
六
五
歳
な
ど
の
高
失
業
率
も
、
股
近
の
定
年
経
験
者
の
高
失
業
状
況
を
も
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
５
）
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
労
働
経
済
の
柵
造
変
革
』
御
茶
の
水
書
房
七
七
年
、
第
四
章
な
ど
も
魂
よ
。

こ
う
し
た
定
年
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
が
調
査
時
点
の
高
齢
者
の
現
状
を
規
定
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
側
面
に
深
い
関
連
を

持
つ
定
年
後
の
就
業
者
の
収
入
変
動
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
ゑ
て
お
こ
う
。
表
５
は
、
定
年
到
達
後
の
就
業
形
態
と
到
達
前
の
職
種
と

の
異
同
に
よ
る
年
収
の
変
動
を
示
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
年
収
「
増
加
」
・
「
不
変
」
は
二
○
％
足
ら
ず
に
過
ぎ
ず
、
「
減
少
」
が
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表５定年到達後（初回）就業形態．職種関連別年収変動
(％） 

連就業形態｜職種関
計年収変動

種i継続雇用｜再就職｜独立開業｜同職種ｌ異 職

10.6 

：
隣
Ⅷ

増
不
減
少
不

14.7 

１
９
７
４
１
３
９
１
５
 

●
●
●
●
■
０
０
■
０
 

７
２
４
９
７
５
２
７
３
 

１
 

２
１
１
 
40.0 

９
７
９
７
５
８
８
８
９
 

●
●
●
●
の
●
■
●
●

５
３
３
３
７
１
１
７
３
 

１
 
１
２
１
１
 

10.6 

４．９ 

１６ 

6.5 

13.8 

23.6 

26.8 

５．７ 

６．５ 

６．３ 

１．９ 

７．７ 

2.1 

7.4 

17.3 11.6 30.0 

20.0 

10.0 

19.2 25.3 

28.4 19.7 

７．２ 5.3 

5.3 10.1 

100.0 計 100.0’１０００１１００．０’１０００１１００．０ 

７
七
一
一
一
％
に
も
達
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
前
掲
の
よ
う
に
事
例
は
少

唖
な
い
が
、
「
独
立
開
業
」
に
お
い
て
年
収
「
噸
加
」
が
い
ち
じ
る
し
く

不
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
の
強
い
「
継
続
雇
用
」
の
そ
れ
を
上
回
っ
て

影
い
る
・
だ
が
、
「
継
続
雇
用
」
の
場
合
は
減
収
で
も
定
年
到
達
前
よ
り

７
 

纐
せ
い
ぜ
い
一
一
○
’
一
一
一
○
影
の
「
減
少
」
に
止
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

辨
沮
「
他
企
業
へ
の
再
就
職
」
の
場
合
は
一
一
一
○
’
五
○
影
と
五
○
％
以
上
も
の

弘
辨
「
減
少
」
が
き
わ
め
て
多
く
、
両
者
で
半
数
を
も
占
め
て
い
る
・
こ
れ
と

錘
睦
同
様
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
職
種
関
連
の
異
同
に
も
認
め
ら
れ
る
・
・
す

種
示

職
表
な
わ
ち
、
定
年
到
達
前
と
は
異
職
種
に
再
就
業
し
た
ぱ
あ
い
、
多
少
は
年

同
は

侭
痙
収
が
「
増
加
」
し
た
高
齢
者
も
存
在
す
る
が
、
「
減
少
」
幅
が
三
○
’
五

騨
疸
○
％
・
五
○
％
以
上
の
比
率
が
あ
一
わ
せ
て
半
数
以
上
に
も
達
し
て
い
る
。

函
娃
そ
れ
に
対
し
同
職
種
の
ぱ
あ
い
は
「
増
加
」
は
よ
り
少
な
い
の
に
反
し
て
、

瓜
輌
「
不
変
」
も
よ
り
多
く
、
減
収
し
て
も
そ
の
「
減
少
」
幅
が
一
一
○
’
一
一
一

醒
陸
○
％
に
止
ま
っ
て
い
る
場
合
が
と
く
に
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
・

闘
う
種
そ
３
不
安
定
雇
用
・
職
業
構
成
の
変
化

鰄
詠
ふ
た
た
び
現
在
の
就
業
状
態
に
戻
っ
て
、
調
査
時
点
に
お
け
る
三
四

お
あ

な
鉦
五
人
の
就
業
者
の
う
ち
、
二
二
四
人
（
六
五
彩
）
は
す
で
に
糸
た
よ
う

に
定
年
を
経
験
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
後
い
か
な
る
職
歴
を
経
て
現
状



8０ 
に
達
し
た
か
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
す
で
に
表
１
で
示
し
た
と
お
り

就
業
者
の
過
半
は
雇
用
労
働
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
雇

用
労
働
者
比
率
で
は
高
齢
化
に
よ
る
い
ち
じ
る
し
い
変
動
は
ゑ
ら
れ
な

い
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
早
期
か
ら
雇
用
市
場
が
発
達
し
て
い
た
東
京

〃
下
町
〃
の
特
徴
だ
ろ
う
。
だ
が
、
問
題
は
そ
の
雇
用
形
態
や
雇
用
先

の
企
業
規
模
に
あ
る
。
Ⅲ
高
齢
者
の
雇
用
形
態
は
、
そ
の
過
半
が
常
用

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
四
○
影
は
「
嘱
託
」
を
は
じ
め
臨

時
・
・
ハ
ー
ト
・
日
雇
で
あ
り
、
不
安
定
雇
用
が
き
わ
め
て
多
い
。
②
さ

ら
に
、
こ
う
し
た
雇
用
労
働
者
の
雇
用
先
の
企
業
規
模
を
ゑ
る
と
、
比

較
的
常
用
従
業
員
が
多
い
五
○
○
人
以
上
の
占
め
る
比
率
は
一
○
％
以

下
に
過
ぎ
ず
、
一
○
○
’
四
九
九
人
二
一
影
、
三
○
’
九
九
人
二
六

％
、
そ
し
て
一
○
’
二
九
人
と
一
○
人
未
満
が
そ
れ
ぞ
れ
二
○
％
を
多

少
上
回
る
、
と
い
う
分
布
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
調
査
対
象
の
高
齢
労
働
者
は
中
小
企
業
労
働
者
が
多

く
、
か
つ
不
安
定
な
雇
用
形
態
が
比
較
的
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

図
２
で
は
、
年
齢
別
に
企
業
規
模
三
○
人
未
満
と
常
用
労
働
者
の
雇
用

労
働
者
に
占
め
る
比
率
を
示
し
て
象
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
Ⅲ
三
○
人

未
満
の
比
率
は
Ｓ
ｌ
Ｓ
ｌ
〉
の
よ
う
に
六
○
歳
を
最
低
と
し
て
五
五
歳

○30人未満比率葛_葛
〃

Ｓ ％
卯

●ｆｌｉｌ１ｌ労働者比率ｒ－ｒ
J「

Ｓ 

7０ 

5０ 
Ｓ 

’ 

ｒ 

3０ 

。Ｓ’
10 

Ｉ 

５５５６５７５８５９６０６１６２６３６４６５６６６７６８６９歳
● 

図２雇用労働者の小企業・常用比率
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以
後
一
度
低
下
し
、
六
○
歳
以
後
ふ
た
た
び
上
昇
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
五
五
歳
で
異
常
に

高
く
、
六
○
歳
で
低
い
の
を
別
と
す
れ
ば
、
五
○
歳
代
前
半
と
六
○
歳
代
の
初
め
で
は
三
○
％
内
外
に
止
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

六
三
歳
以
後
で
は
五
○
影
以
上
、
と
く
に
七
○
影
内
外
に
達
す
る
、
と
い
う
差
異
が
承
ら
れ
る
。
②
他
方
、
常
用
比
率
で
は
、
ほ
ぼ
八

○
％
か
ら
五
○
％
以
下
に
向
け
て
よ
り
な
だ
ら
か
な
下
降
傾
向
が
承
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
も
、
五
五
’
六
三
歳
の
七
○
％
前
後
の
層

と
六
四
’
七
○
歳
の
五
○
影
を
下
回
る
層
と
の
重
層
構
造
と
ぶ
て
お
い
た
方
が
よ
り
妥
当
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
と
お
り
、
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
六
三
、
六
四
歳
と
い
う
、
と
く
に
定
年
経
験
者
が
多
く
な
る
年
齢
を
超
え
た
高
齢
者
に

お
い
て
、
小
企
業
労
働
者
が
多
く
、
常
用
以
外
の
嘱
託
な
ど
の
臨
時
一
雇
用
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
雇
用
先
の
産
業
は
、
製
造

業
三
六
％
を
は
じ
め
、
修
理
業
の
多
い
サ
ー
ビ
ス
業
二
八
％
、
卸
売
小
売
業
一
四
％
が
多
く
、
ほ
か
は
運
輸
通
信
業
六
％
、
公
務
お
よ

び
建
設
業
そ
れ
ぞ
れ
五
％
と
な
っ
て
お
り
、
製
造
業
と
サ
ー
ビ
ス
業
で
六
○
％
以
上
を
占
め
る
点
が
特
徴
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
産
業
構

成
と
さ
き
の
企
業
規
模
別
構
成
と
は
か
な
り
相
関
す
る
が
、
年
齢
別
産
業
構
造
に
は
ほ
ぼ
六
○
歳
以
上
で
と
く
に
〃
下
町
〃
型
の
製
造

業
と
サ
ー
ビ
ス
業
の
櫛
成
が
多
少
と
も
大
き
く
な
る
傾
向
を
認
め
る
に
止
ま
る
。
む
し
ろ
高
齢
者
の
職
業
生
活
に
と
っ
て
は
、
い
か
な

る
職
種
に
就
業
し
て
い
る
か
の
方
が
よ
り
重
要
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
表
６
で
は
、
業
主
・
家
族
従
業
者
も
含
む
就
業
者
全
体
の
年
齢
別
職
種
構
成
を
示
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
製
造
業
や
修
理

業
が
多
い
こ
と
と
対
応
し
て
技
能
職
種
が
も
っ
と
も
多
く
、
三
○
％
に
達
す
る
が
、
雑
作
業
・
単
純
労
働
一
六
％
、
事
務
員
二
○
％
も

多
く
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
技
能
労
働
の
比
率
は
六
一
歳
以
後
少
な
く
な
り
、
か
わ
っ
て
雑
作
業
・
単
純
労
働
が
多
く
な
り
、
と
く
に

六
○
歳
代
後
半
に
お
い
て
い
ち
じ
る
し
く
多
く
な
っ
て
い
る
。
肉
体
労
働
は
さ
す
が
に
五
五
ｌ
五
六
歳
で
多
く
、
五
○
歳
代
末
か
ら
は

き
わ
め
て
少
な
く
な
る
の
に
対
し
、
保
安
は
六
四
’
六
七
歳
で
多
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
理
髪
師
・
調
理
師
な
ど
の
多
い
サ
ー
ビ
ス

職
で
は
、
五
五
、
五
八
歳
で
と
く
に
多
く
、
六
六
’
六
七
歳
で
も
多
い
。
以
上
を
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
型
の
職
種
と
し
て
ま
と
め
て
み
る
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職種別就業者数

(％） 

Ｉ
 

6３ 6４ 6５ 6７ 6８ 6９ 計6２ 6６ 7０ 

29.2 31.3 28.0 19.2 2４０ 31.8 25.0 44.4 30.4 

12.5 18.0 16.0 23.1 32.0 22.6 50.0 11.1 15.9 50.0 

4.6 

9.1 

9.1 

22.2 

０
０
０
 

０
●
●
 

４
８
４
 

７
９
９
 

●
●
●
 

７
３
３
 

４．４ 

５．５ 

５．２ 

16.0 ４．２ 3.1 

3.1 ８．０ 

57.8 8００ 50.0 45.9 55.5 60.0 77.2 75.0 77.7 61.4 ゴ
引
刎

29.2 15.6 20.0 19.2 25.0 22.2 19.7 

20.8 15.4 11.0 4.0 9.4 

9.4 

１
Ｊ
ｎ
Ｊ
内
山

12.0 ３．９ ４．１ 4.2 

38.5 25.0 34.8 36.0 22.2 54.2 34.3 

３．９ 4.0 3.8 9.4 4.0 

'oqol1oqo 100.0 100.01100.01100.01100.01100.0100.01100.0 

と
、
五
五
’
五
六
歳
で
も
六
○
％
以
上
に
達
し
、
比
較
的
多
い
が
、
と

く
に
六
六
’
六
九
歳
で
は
八
○
％
ち
か
く
に
し
達
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
逆
に
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
型
の
職
種
は
五
七
’
六
二
歳
に
お
い
て

多
く
、
そ
れ
は
事
務
員
や
販
売
員
で
比
較
的
い
ち
じ
る
し
い
が
、
教
師

な
ど
の
専
門
職
は
六
一
一
丁
六
四
歳
で
多
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
肉
体
労
働
は
五
○
歳
代
後
半
の
終
り
か
ら
早
く
も
減

少
し
、
六
○
歳
代
に
入
り
、
と
く
に
そ
の
後
半
に
お
い
て
雑
作
業
・
単

純
労
働
や
保
安
な
ど
も
多
く
な
り
、
逆
に
ホ
ワ
イ
ト
型
職
種
が
減
少
す

る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
高
齢
者
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
問
題

は
、
こ
う
し
た
現
在
の
職
業
が
そ
れ
ま
で
「
体
得
し
て
き
た
技
能
や
能

力
」
に
関
連
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
ふ
た

と
お
り
定
年
経
験
老
の
よ
う
に
定
年
後
も
そ
れ
以
前
の
職
種
と
同
じ
場

合
、
そ
の
年
収
も
比
較
的
安
定
化
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
た
仕
事
満
足
感
も
高
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
図
３
で
は
、

年
齢
別
に
関
係
の
あ
る
比
率
を
染
た
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
高
齢
化
に
と

も
な
っ
て
そ
の
比
率
は
な
だ
ら
か
に
低
下
す
る
、
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
だ
が
、
前
述
の
よ
う
に
最
近
の
不
況
下
の
定
年
退
職
者
が
多
く
、

零
細
企
業
へ
の
雇
用
や
不
安
定
雇
用
や
肉
体
労
働
へ
の
就
業
が
多
か
つ
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表６現在の年齢．

職種’５５１５６１５７１５８１５９１６０１６１

47.81 32.11 

識｜
サービス職’

小計，
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９
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４
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7.1 

8.0’－ 

７２０１５７ユ

12.5 

58.4 

4.8 

38.1 65.3 

事
阪
専

務
売
門

負
員
職

23.1 

11.5 

17.4 

８．７ 

27.6 

10.3 

３．５ 

20.8 

16.7 

4,2 

41.7 

38.11 
19.1’ 

16.0 

4.0 

8.0 

28.0 

17.9 

10.7 

3.6 

32.2 小 計 34.6126.1 41.41 57.2 

その他・不明 8.7 4.8 10.7 

合計’10001100.01100.0’100.0’100.0’100.0’100.0

％
卯

● 

Ｃ 

０
０
０
０
 

８
７
６
５
 

Ｃ’ 
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図３現在の職種と技能・能力との関係比率



８４ 
た
五
五
五
六
歳
に
お
い
て
関
係
が
低
い
、
と
い
う
よ

う
な
逆
傾
向
も
糸
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
八

○
％
内
外
に
達
す
る
五
五
’
六
○
歳
と
七
○
％
を
下
回

る
六
一
’
七
○
歳
と
の
重
層
構
造
と
し
て
み
る
べ
き
だ

ろ
う
。
な
お
、
六
一
歳
、
六
六
歳
、
六
八
歳
、
七
○
歳

に
お
い
て
と
く
に
関
係
率
が
低
い
の
は
、
前
表
で
ふ
た

雑
作
業
・
単
純
労
働
が
と
く
に
多
い
事
実
と
密
接
な
関

連
を
持
つ
、
と
み
ら
れ
る
。

４
生
活
問
題
の
変
化

こ
れ
ま
で
、
就
業
状
態
を
中
心
と
し
て
高
齢
化
に
よ

る
変
動
を
染
て
き
た
が
、
最
後
に
そ
れ
ら
も
含
め
高
齢

者
自
身
が
現
在
の
生
活
状
態
を
い
か
に
評
価
し
て
い
る

か
を
考
察
し
て
お
こ
う
。
表
７
は
と
く
に
「
現
在
の
生

活
上
の
困
難
」
に
つ
い
て
多
数
回
答
を
求
め
た
結
果
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
⑩
「
老
後
の
備
え
」
に
つ
い

て
困
難
を
感
じ
て
い
る
高
齢
者
が
も
っ
と
も
多
く
、
高

齢
者
の
三
五
％
を
も
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
。
つ
づ
い
て

「
自
分
の
仕
事
が
な
い
」
、
「
自
分
が
病
気
が
ち
」
が
多

生活上の困難
(ＭＡ，％） 

計6４ 6５ 6６ 6７ 6８ 6９ 7０ 6３ 6２ 
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０
０
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３
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８
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12.8 19.5 27.3 12.5 17.4 20.8 18.8 23.1 15.9 19.2 
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８５高齢化による職業・生活変動
く
、
二
○
％
ち
か
く
仁
達
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
ほ
か

は
一
○
％
ち
か
い
「
技
能
・
能
力
が
生
せ
な
い
」
、
「
土

地
・
家
屋
購
入
な
ど
の
費
用
（
借
金
返
済
を
含
む
と

が
め
だ
っ
て
い
る
。
②
こ
れ
ら
の
う
ち
、
「
老
後
の
備

え
一
は
き
わ
め
て
一
般
的
で
あ
り
、
高
齢
化
の
程
度
と

は
関
係
が
な
い
。
⑧
そ
れ
に
対
し
「
自
分
が
病
気
が

ち
一
は
高
齢
化
に
と
も
な
っ
て
増
加
し
、
六
一
歳
で
と

く
に
高
い
の
は
別
と
し
て
も
、
そ
れ
以
後
高
ま
っ
て
い

く
傾
向
は
否
め
な
い
。
と
く
に
高
齢
化
に
つ
れ
て
困
難

が
高
ま
る
の
が
「
自
分
の
仕
事
が
な
い
」
と
い
う
訴
え

で
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
は
六
二
歳
以
後
に
お
い
て
し

ば
し
ば
二
○
％
以
上
に
達
し
て
い
る
。
仰
こ
れ
に
反

し
、
「
土
地
・
家
屋
購
入
な
ど
の
費
用
」
は
五
九
歳
ま

で
は
高
い
が
、
六
○
歳
以
後
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
低
下

す
る
傾
向
に
あ
る
。
な
か
で
も
六
○
’
六
二
歳
で
と
く

に
低
い
が
、
こ
の
年
齢
階
層
で
は
「
子
供
の
教
育
・
結

婚
資
金
」
の
困
難
な
ど
が
逆
に
高
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
「
仕
事
が
な
い
」
と
い
う
の
は
「
技

表７ 現在の年齢別

生活上の困難 5５ 5６ 5７ 5８ 5９ 6０ 6１ 

自分の仕事がない

技能・能力が生せない
職場の人間

関係がうまくなし、
仕事がきつい

通勤難

小計

1１５ 17.4 14.3 19.4 17.0 15.2 

17.2 7.7 10.9 9.7 14.9 

５
２
４
 

●
■
●
 

６
２
４
 

3.5 

6.9 

3.6 2.1 

7.7 

２
４
９
 

■
●
●
 

２
４
鍵 3.3 

27.6 26.9 17.9 32.4 34.0 28.3 

病気がち

世帯員の病気
土地・家屋

購入などの費用
子供の教育・結婚資金

老後の伽え

趣味活動が物足りない

小計

10.3 11.5 1５．２ 7.1 

7.1 

1２．９ 12.8 32.6 

3.5 3.9 6.5 3.3 

７
４
２
 

●
●
■
 

８
４
２
 

2.1 

4.3 13.8 11.5 10.9 17.9 16.1 

４．４ 10.6 3.3 

38.5 ４１．４ 32.6 ３２．１ 22.6 40.4 23.9 

6.9 

75.9 

7.7 10.7 6.5 10.6 2.2 

７３．１ 69.6 75.9 69.7 80.8 74.0 

８
害
６

２回答までの多数回答の結果を示す。



8６ 
能
や
能
力
」
を
生
か
す
よ
う
な
、
か
つ
生
活
保
障
に
と
っ
て
十
分
な
「
仕

事
が
な
ど
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
か
ら
、
両
者
を
あ
わ
せ
て
仕

事
上
の
困
難
と
し
て
承
よ
う
。
さ
ら
に
「
老
後
の
備
え
」
は
老
後
の
生
活

（
６
）
 

保
障
、
と
り
わ
け
健
康
に
か
か
わ
る
保
障
と
考
璋
え
ら
れ
る
か
ら
、
「
老
後
」

と
「
病
気
」
を
あ
わ
せ
て
老
後
保
障
の
困
難
と
し
て
象
よ
う
。
そ
れ
ら
を

図
示
す
る
と
図
４
が
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
仕
事
上
の
困
難
は
高

齢
化
に
つ
れ
て
や
や
緩
や
か
な
上
昇
を
示
す
、
と
承
て
よ
い
。
そ
れ
に
対

し
老
後
保
障
上
の
困
難
は
、
よ
り
分
散
す
る
が
、
仕
事
上
の
困
難
よ
り
も

急
な
上
昇
傾
向
を
辿
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ウ
ェ
イ
ト
の
大
き
な
「
生

活
上
の
困
難
」
が
高
齢
化
に
と
も
な
っ
て
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ

い
て
、
表
７
の
と
お
り
と
く
に
六
五
’
六
八
歳
に
お
い
て
一
人
あ
た
り
の

回
答
件
数
が
最
高
を
マ
ー
ク
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
生
活
上
の
困

難
」
が
「
と
く
に
な
し
」
・
無
回
答
は
五
七
’
六
二
歳
に
お
い
て
多
く
、

四
○
％
ち
か
く
仁
も
達
し
、
逆
に
そ
れ
ら
を
除
く
訴
え
件
数
は
最
低
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
も
っ
と
も
「
と
く
に
な
し
」
・
無
回
答
が

多
く
、
「
生
活
上
の
困
難
」
の
訴
え
が
少
な
い
の
は
実
は
七
○
歳
で
あ
り
、

そ
れ
は
サ
ム
プ
ル
が
少
な
い
た
め
の
偶
然
か
も
知
れ
な
い
が
、
七
○
歳
の

声
と
と
も
に
生
活
問
題
へ
の
諦
め
が
拡
大
す
る
よ
う
に
も
糸
え
る
。

％
卯

○仕事がない､技能･能力不関迎j-j′
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●
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一一
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一
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図４現在の年齢別「仕事・技能・能力｣と｢老後病気」の困難
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さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
「
生
活
上
の
困
難
」
に
つ
い

て
、
よ
り
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
就
業

状
態
別
に
染
る
と
、
表
８
の
と
お
り
な
に
よ
り
も
失
業

者
の
ぱ
あ
い
「
仕
事
が
な
ど
六
○
％
を
は
じ
め
七
五

％
の
高
齢
者
が
仕
事
上
の
困
難
を
訴
え
て
お
り
、
「
病

気
」
に
よ
る
不
就
業
者
の
ぱ
あ
い
一
自
分
が
病
気
が

ち
」
六
七
形
に
達
し
て
い
る
事
実
が
目
に
つ
く
。
そ
の

た
め
に
両
者
の
訴
え
数
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
一
「
引
退
」
に
よ
る
不
就
業
者
の
場
合
、

訴
え
総
数
は
も
っ
と
も
少
な
い
が
、
「
仕
事
が
な
い
」
・

「
病
気
が
ち
」
も
比
較
的
多
く
、
「
引
退
」
が
か
な
ら
ず

し
も
高
齢
者
の
主
体
的
な
選
択
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

強
制
さ
れ
て
い
る
面
も
あ
る
事
実
を
示
し
て
い
る
。

つ
い
で
就
業
者
に
つ
い
て
職
種
別
に
承
る
と
、
表
９

の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
雑
作
業
・
単
純
労
働
に
お
い

（
６
）
本
調
査
の
回
答
は
選
択
肢
も
異
な
る
が
、
「
自
分
・
家
族
の
健
康
」
が
も
っ
と
も
多
く
や
「
老
後
の
備
え
」
・
「
年
金
の
低
さ
」
を
上
回
っ
て
い
る

（
前
掲
、
隅
谷
編
、
一
六
一
ペ
ー
ジ
）
。
そ
れ
で
は
「
病
気
」
か
と
聞
く
と
前
掲
の
よ
う
に
そ
れ
は
少
な
い
の
だ
が
、
「
老
後
の
備
え
」
に
は
健

康
問
題
が
大
き
な
影
響
を
落
し
て
い
る
、
と
推
定
さ
れ
る
。

表８就業状態別生活上の困難
(ＭＡ，％） 

ﾌi露i藷|ﾌ鑑|ま生活上の困難 就業者｜失業者

自分の仕事がない

技能・能力が生せない

職場の人間関係がうまくたい

仕ＺＩ】Ｆがきつし、

通勤難

小計

８
８
２
５
６
 

●
●
●
●
●
 

３
７
３
５
２
 

60.3 11.8 21.7 

14.3 3.9 6.5 

5.9 

22.9 7４．６ 21.6 28.2 

病気がち

世帯員の病気

土地・家屋購入などの斑用

子供の教育・結婚資金

老後の備え

趣味活動が物足りない

小計

12.8 11.1 66.7 15.2 

6.1 

２
４
２
 

＄
Ｏ
●
 

３
２
３
 

7.8 

5.9 

2.2 

1２８ 

6.1 ４．３ 

43.8 24.6 15.7 ２１．７ 

５．８ 3.2 ２０ ２．２ 

87.4 47.7 98.1 45.6 

その他

とくになし無回答

4.3 0.8 2.2 

29.0 22.2 29.5 47.8 

合 計 140.6 150.0 149.0 123.9 



8８ 

表９就業者の職種別生活上の困難

(ＭＡ，％） 

鍬|鍬|雛|保安|態|蝿|阪売|専門生活上の困難

自分の仕事がない

技能・能力が生せない
職場の人間

関係がうまくない
仕事がきつい

通勤難

小計

1.912.7 5.3 5.6 1.5 ７．１ 

７．１ 

８
０
６
９
 

□
●
●
□
■
 

３
１
７
２
 

3．６１１３．３ 10.5 22.2 10.3 5.3 

7.3 13.3 5.3 

４
９
４
 

４
２
４
 

12.7 6.7 ７．１ 

７．１ 3.6 

17.2,39.9 3ａ３１２０．０’２７．８１２３．５ ５．３ 28.4 

病気がら

世帯員の病気
土地・家屋

子供の教瞥驚鱗嬰
老後の備え

趣味活動が物足りない

小計

15.2120.0120.0 5．３１１６．７ 7.4 

8.8 

13.2 

7.6 5.5 ６．７ 5.3 7.1 

1２４１１０．９ 20.0 10.5 22.2 14.7 15,8 

3.8 11.1 4.4 ５．３ 

45.7 41.8 66.7 63.2 ６１．１ 38.2 34.221.4 

9.5 ６．７ 3.6 5.3 1.5 7．９１１４，３ 

94.2 8１．８１１２０．１ 89.5 111.1 75.0 75.4142.8 

他そ 4.8 1.8 の

とくになし．無回答 22.823.3 
｢､ 

L｣ 

合 計 138.11147.3 

て
「
仕
事
が
な
い
」
、
「
仕
事
が
き
つ
い
」
な
ど
の
仕
事

上
の
困
難
が
も
っ
と
も
多
く
、
つ
づ
い
て
「
技
能
・
能

力
が
生
せ
な
い
」
、
「
職
場
の
人
間
関
係
が
う
ま
く
な

い
」
と
い
う
訴
え
の
強
い
肉
体
労
働
で
も
多
く
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
ら
に
反
し
、
販
売
員
の
仕
事
上
の
困
難
は

も
っ
と
も
少
な
い
が
、
〃
職
人
〃
の
多
い
サ
ー
ビ
ス
職

に
お
い
て
や
は
り
〃
職
人
〃
の
多
い
技
能
労
働
に
比
し

て
「
技
能
・
能
力
が
生
せ
な
ど
と
い
う
訴
え
が
と
く

に
強
い
の
は
、
主
体
的
な
価
値
基
準
の
設
定
に
か
か
わ

る
の
だ
ろ
う
。
他
方
、
い
わ
ゆ
る
生
活
上
の
困
難
で

は
、
雑
作
業
・
単
純
労
働
と
肉
体
労
働
に
お
い
て
「
病

気
が
ち
」
が
二
○
％
に
も
達
し
、
主
体
的
な
就
業
条
件

の
劣
悪
さ
を
想
像
さ
せ
る
。
さ
ら
に
「
老
後
の
備
え
」

の
困
難
は
、
と
く
に
肉
体
労
働
と
サ
ー
ビ
ス
職
と
保

安
員
で
六
○
％
以
上
に
も
達
し
て
お
り
、
老
後
生
活
の

不
安
を
募
ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
専
門
職
の
ぱ
あ

い
は
「
趣
味
活
動
が
物
足
り
な
い
」
く
ら
い
で
生
活
上

の
困
難
は
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
肉
体
労
働
と
サ
ー
ピ
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業
者
で
「
病
気
が
ち
「
｜
が
や
や
多
い
事
実
も
詮
の
が
し
え
な
い
が
、
雇
用
労
働
者
と
く
に
嘱
託
・
臨
時
雇
用
に
お
い
て
「
老
後
の
備

え
」
の
困
難
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
業
主
・
家
族
従
業
者
の
老
後
生
活
の
安
定
さ
を
示
し
て
お
り
、
生
活
上
の
困
難
の
訴
え

総
数
も
よ
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ス
職
で
は
一
○
○
％
以
上
の
困
難
が
訴
え
ら
れ
て
お
り
、
全
体

最
後
に
就
業
者
に
つ
い
て
就
業
形
態
別
に
承
る

Ｊ
 

％
 

と
、
表
、
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
仕
事
上
の
困
難

では、嘱託・臨時などの不安定雇用で「仕事醗岼
が
な
い
」
、
と
く
に
「
技
能
・
能
力
が
生
せ
な
い
」
。
の上

「
仕
事
が
き
つ
い
」
な
ど
の
訴
え
が
多
い
事
実
に
注
鐸
Ⅱ
 

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
」
れ
ら
の
困
難
は
、
前
纐

表
の
と
お
り
肉
体
労
働
・
サ
ー
ビ
ス
職
・
単
純
労
働
繩

に
お
い
て
顕
著
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
職
種
嗽

の
就
業
条
件
の
低
位
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
籍就

業
主
・
家
族
従
業
者
で
は
「
職
場
の
人
間
関
係
が
う

０
 

１
 

ま
く
な
い
」
が
皆
無
で
あ
り
、
常
用
一
雇
用
で
は
「
通
表

勤
難
」
が
多
い
、
と
い
う
特
徴
も
ふ
ら
れ
る
。
他

方
、
い
わ
ゆ
る
生
活
上
の
困
難
で
は
業
主
・
家
族
従

全
体
の
訴
え
率
も
も
っ
と
も
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

艤蕊|常用雇用|鱗生活上の困難

自分の仕事がない

技能・能力が生せない

職場の人間関係がうまくない

仕噸がきつい

通勤難

小計

３．９ 

５．５ 

５
１
８
３
９
 

●
●
●
ｅ
、

１
６
３
５
４
 

６．５ 

15.6 

６．５ 

３．１ 

０．８ 

10.4 

２．６ 

13.3 ２１．６ ４１，６ 

病気がち

世帯員の病気

土地・家屋購入などの費用

子供の教育『・結婚資金

老後の備え

趣味活動が物足りない

小計

、
．
】
■
ロ
凸
、
肝
Ⅱ

48.1 33.9 51.9 

7.1 4.9 ６．５ 

77.2 86.5 93.5 

の他

なし・無回答

に一く一
合

そ
と
一

6.3 3.8 2.6 

34.6 30.5 16.9 

計 131.5 142.0 154.5 



9０ 

本
稿
は
、
東
京
の
〃
下
町
〃
と
い
う
自
営
業
や
零
細
企
業
が
多
い
、
と
い
う
特
徴
は
あ

る
が
、
生
活
環
境
を
等
し
く
す
る
一
定
の
地
域
の
高
齢
者
（
男
子
）
を
対
象
と
し
、
高
齢

化
に
よ
る
職
業
。
生
活
変
動
に
つ
い
て
一
歳
刻
象
の
変
動
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
き

た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
対
象
者
の
自
記
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
産
業
・
職
業
分
類
の
承
は
私
ど
も
が
行
っ
た
が
、
記
載
内
容
の
裏

づ
け
は
ほ
と
ん
ど
取
り
え
な
い
。
の
ち
の
本
調
査
で
は
面
接
方
式
に
よ
っ
て
部
分
的
な
裏

づ
け
、
客
観
的
な
実
態
の
認
識
を
試
承
た
が
、
本
稿
の
資
料
に
は
多
少
の
論
理
チ
ェ
ッ
ク

を
施
す
程
度
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
集
計
し
え
た
有
効
回
答
票
も
決
し
て
多
数
と

は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
数
斉
の
有
意
義
な
検
証
を
試
象
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
く
に
年
齢
一
歳
刻
糸
の
分
析
に
つ
い
て
、
主
要
な
指
標
を
総
括
し
て
ゑ
る
と
表
ｕ
が

え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
全
体
と
し
て
ゑ
て
き
わ
だ
っ
て
高
い
か
低
い
か
を
示
し
た
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
事
実
が
判
明
す
る
。

す
な
わ
ち
、
⑩
前
掲
の
非
労
働
力
率
と
は
逆
に
労
働
力
率
は
高
齢
化
に
と
も
な
っ
て
低

下
す
る
趨
勢
を
示
す
が
、
そ
れ
は
お
お
よ
そ
の
傾
向
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
六
五
歳
以
後
急

に
上
昇
し
、
そ
れ
か
ら
よ
り
急
激
に
低
下
す
る
、
き
わ
め
て
屈
折
し
た
動
向
を
示
し
て
い

る
。
も
し
六
五
歳
以
後
に
お
い
て
厚
生
年
金
の
完
全
受
給
効
果
が
よ
り
十
分
に
発
揮
さ
れ

Ⅳ
総

括

表１１年齢別主要指標の総括
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て
い
る
な
ら
ば
、
逆
に
六
五
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
労
働
力
率
が
急
低
下
を
示
す
屈
折
が
み
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
逆

の
実
態
を
示
す
の
は
、
調
査
対
象
の
う
ち
に
厚
生
年
金
よ
り
も
国
民
年
金
の
受
給
者
が
比
較
的
多
く
、
ま
た
厚
生
年
金
受
給
者
が
い
て

（
７
）
 

し
そ
の
受
給
額
が
非
労
働
力
化
す
る
の
に
不
十
分
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
②
失
業
率
に
も
、
非
労
働
力
率
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
高

齢
化
と
と
も
に
上
昇
す
る
趨
勢
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
六
六
歳
過
ぎ
で
一
度
低
下
し
た
あ
と
ふ
た
た
び
上
昇
す
る
、
と
い
う
注
目

す
べ
き
動
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
の
う
ち
、
六
四
歳
あ
る
い
は
六
五
歳
ま
で
は
雇
用
保
険
に
よ
る
失
業
手
当
な
ど
の
政
策
効

果
と
し
て
、
い
わ
ば
失
業
す
る
余
裕
を
持
ち
う
る
が
、
そ
れ
以
後
は
前
述
の
よ
う
な
老
齢
年
金
の
非
労
働
力
化
効
果
が
小
さ
い
状
況
の

も
と
で
む
し
ろ
就
業
が
強
制
さ
れ
る
、
と
ふ
て
よ
い
。
し
か
も
六
○
歳
代
末
に
達
す
る
と
就
業
機
会
さ
え
え
ら
れ
ず
、
失
業
率
が
ふ
た

た
び
高
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
と
く
に
失
業
率
に
つ
い
て
は
近
年
の
雇
用
不
況
に
よ
る
大
き
な
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
、
六
○
歳
を
中
心
と
し
て
特
定
の
年
齢
に
お
い
て
失
業
率
が
と
り
わ
け
高
い
な
か
で
、
か
な
り
の
部
分
が
最
近
の
定
年
退
職
－
－

定
年
間
近
の
希
望
退
職
麓
含
め
て
Ｉ
に
よ
っ
て
よ
り
儲
め
ら
れ
て
い
る
、
と
夢
ら
れ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

（
７
）
こ
う
し
た
率
実
は
地
域
調
査
の
本
調
査
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
確
か
め
ら
れ
る
。

つ
づ
い
て
就
業
そ
の
も
の
の
状
態
に
立
ち
入
っ
て
染
る
と
、
四
就
業
率
は
早
く
も
六
○
歳
を
迎
え
る
と
低
下
し
、
そ
れ
は
六
○
歳
代

末
に
達
し
て
か
ら
と
く
に
顕
著
に
な
る
。
こ
の
事
実
は
、
前
述
し
た
失
業
率
の
上
昇
に
よ
る
と
と
同
時
に
、
「
病
気
」
や
と
く
に
職
業

か
ら
の
「
引
退
」
に
よ
る
不
就
業
化
の
反
映
で
も
あ
る
。
⑤
就
業
者
の
過
半
は
、
町
工
場
や
内
職
の
多
い
地
域
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
雇
用
労
働
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
六
四
、
六
五
歳
以
後
そ
の
雇
用
形
態
が
不
安
定
化
す
る
と
同
時
に
、
小
企

業
へ
の
雇
用
が
増
大
す
る
。
し
か
も
就
業
者
全
体
と
し
て
も
「
雑
作
業
・
単
純
労
働
」
へ
の
就
業
が
多
く
な
り
、
そ
れ
ま
で
体
得
し
て

き
た
「
技
能
や
能
力
」
と
の
関
連
が
低
い
就
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
六
○
歳
代
後
半
以
後
の
高
齢
者
に
対
す
る
雇

用
・
就
業
保
障
と
老
齢
年
金
保
障
の
両
効
果
の
顕
著
な
欠
落
を
承
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
⑥
こ
う
し
た
状
況
は
高
齢
者
の
「
生
活
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勤
続
年
数
、
あ
る
い
は
ま
た
世
帯
の
生
活
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
、
職
業
・
生
活
政
策
の
課

（
８
）
 

題
は
当
然
異
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
本
稿
の
課
題
を
超
心
え
る
分
析
課
題
で
も
あ
る
が
、

か
り
に
前
述
の
よ
う
に
高
齢
化
に
よ
る
か
な
り
共
通
し
た
変
動
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

も
、
静
態
的
に
み
た
現
状
が
、
図
５
に
お
け
る
太
線
の
よ
う
に
よ
り
高
齢
者
の
あ
と
を
よ

り
低
齢
者
が
動
態
的
に
追
跡
し
て
き
た
、
と
み
る
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
で
き
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
高
齢
化
段
階
を
異
に
す
る
ａ
。
ｂ
・
ｃ
世
代
が
、
図
示
し
た
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
軌
跡
を
辿
っ
て
現
状
に
到
達
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
が
解
明
し
た
事
実
は
現
状
の
政
策
課
題
と
し
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
将
来

の
政
策
的
展
望
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
は
図
５
で
示
唆
し
た
よ
う
な
動
態
分
析
と
そ
れ

難
」
と
し
て
、
「
自
分
の
仕
事
が
な
ど
。
「
老
後
の
備
え
」
不
十
分
と
い
う
形
で
意
識
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
「
病
気
が
ち
」

も
六
○
歳
代
後
半
以
後
ふ
え
る
傾
向
も
ゑ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
六
一
歳
で
そ
の
比
率
が
も
っ
と
も
高
く
、
そ
れ
に
よ
る
職
業

か
ら
の
「
引
退
」
も
も
っ
と
も
高
率
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
個
別
要
因
が
強
く
作
用
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の

六
一
歳
に
は
定
年
前
の
組
合
健
保
に
よ
る
相
対
的
に
高
い
給
付
の
休
業
効
果
が
作
用
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
逆
に
六
○
歳
代
に

入
り
、
と
く
に
六
○
歳
後
半
に
達
す
る
と
、
組
合
健
保
↓
政
管
健
保
↓
国
民
健
保
の
シ
フ
ト
に
よ
っ
て
「
病
気
が
ち
」
と
は
い
っ
て
お

ら
れ
な
い
よ
う
な
就
業
強
制
要
因
も
強
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
高
齢
化
を
基
軸
と
し
て
主
要
な
指
標
の
変
化
を
み
て
き
た
が
、
か
り
に
年
齢
が
同
じ
で
も
現
在
の
健
康
状
態
や
就
業
か
失

業
か
、
同
じ
就
業
者
で
も
そ
の
就
業
状
況
や
技
能
・
能
力
と
の
関
連
、
定
年
退
職
者
で
あ
れ
ば
定
年
ま
で
の
賃
金
な
ど
の
労
働
条
件
や

に
も
と
づ
く
動
態
的
な
展
望
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

パ
ー
セ
ン
ト

商齢化

図５高齢化指標の動態モデル
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（
８
）
そ
の
一
部
分
に
つ
い
て
は
注
（
３
）
の
結
果
を
染
よ
。

〔
あ
と
が
き
〕
本
稲
の
資
料
は
労
働
省
官
房
政
策
課
の
委
託
研
究
に
も
と
づ
く
調
査
の
た
め
に
蒐
染
・
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の

集
計
と
製
表
に
は
法
政
大
学
大
学
院
の
森
隆
男
君
な
ど
の
協
力
も
え
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
本
稿
と
の
関
連
が
深
い
、
つ
ぎ
の
拙
稿
も
参
照
さ
れ
た
い
。

「
定
年
延
長
と
終
身
雇
用
慣
行
へ
の
イ
ン
．
〈
ク
ト
」
今
団
体
交
渉
の
た
め
の
貸
金
資
料
」
総
合
労
働
研
究
所
、
七
九
年
版
）
。

「
高
齢
者
雇
用
政
策
の
課
題
ｌ
中
小
企
鑿
調
査
に
よ
る
」
（
『
職
業
聯
究
』
七
九
年
一
月
儲
雇
用
問
題
研
究
会
）
．

「
職
業
訓
練
と
高
齢
者
問
題
」
（
東
京
都
『
開
発
と
研
修
』
第
六
号
）
。

「
雇
用
動
向
」
（
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
七
九
年
三
月
号
）
。


