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世
界
に
類
を
見
な
い
高
齢
化

　

　

日
本
は
い
ま
、
世
界
に
類
を
見
な
い
高
齢
化
を

経
験
し
つ
つ
あ
る
。【
図
表
１
】
は
こ
れ
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
国
際
的
な
慣
例
に
従
い
、
65
歳
以

上
の
人
を
高
齢
者
と
し
て
、
日
本
で
の
高
齢
者
の

総
人
口
に
占
め
る
割
合
、
す
な
わ
ち
高
齢
人
口
比

率
を
、
比
較
対
象
の
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
と
共
に

示
し
て
い
る
。

　

日
本
の
高
齢
人
口
比
率
は
す
で
に
総
人
口
の
４

分
の
１
を
超
え
、
直
近
で
は
28
・
６
％
に
達
し
て

い
る
。
こ
れ
は
図
に
比
較
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
や

フ
ラ
ン
ス
な
ど
高
齢
先
進
国
を
含
め
、
世
界
の
ど

ん
な
国
よ
り
も
高
い
、
世
界
最
高
の
水
準
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
は
こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
上
昇
し
、
20

年
後
の
２
０
４
０
年
に
は
35
％
、
そ
し
て
40
年
後

の
２
０
６
０
年
に
は
40
％
に
達
す
る
と
予
測
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
ま
で
、
日
本
の
高
齢
人
口
比

率
は
ず
っ
と
世
界
一
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
【
図
表
１
】
の
折
れ
線
グ
ラ
フ
の
傾
き

を
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
と
比
較
し
て
分
か
る
よ
う

に
、
高
齢
化
の
速
度
の
速
さ
も
際
立
っ
て
い
る
。

高
齢
化
の
速
度
は
、
こ
れ
も
国
際
的
な
慣
例
で
、

65
歳
以
上
の
高
齢
人
口
比
率
が
７
％
に
な
っ
た
と

き
か
ら
倍
の
14
％
に
な
る
の
に
何
年
か
か
る
か
で

測
ら
れ
る
。
日
本
は
１
９
７
０
年
に
７
％
と
な
り
、

１
９
９
４
年
に
14
％
と
な
る
ま
で
た
っ
た
24
年
間

だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
よ
り
一
足
先
に
高

齢
化
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
こ
れ
に
半
世
紀

か
ら
１
世
紀
を
要
し
て
お
り
、
日
本
の
高
齢
化
の

速
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
２
～
４
倍
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
高
齢
化
の
奥
行
の
深
さ
と
い
う
べ
き
、

よ
り
高
齢
な
人
口
の
増
加
に
も
注
目
し
た
い
。【
図

表
１
】
の
右
側
の
グ
ラ
フ
で
は
、65
歳
以
上
人
口
を
、

比
較
的
若
い
65
～
74
歳
と
よ
り
高
齢
の
75
歳
以
上

に
分
け
て
、
前
者
を
１
（
棒
グ
ラ
フ
の
薄
茶
色
）

と
し
た
と
き
の
後
者
の
比
率（
同
じ
く
薄
青
色
）を
、

２
０
１
５
年
、
２
０
２
５
年
、
２
０
６
０
年
に
つ
い

て
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
比
率
は
、
２
０
１
５
年
に
は
ほ
ぼ
１
：
１
だ

っ
た
が
、
２
０
２
５
年
に
は
、
１
：
1.5
と
、
よ
り
高

齢
な
人
の
比
率
は
急
速
に
高
く
な
る
。
こ
れ
は
１

９
４
７
年
か
ら
１
９
４
9
年
の
間
に
生
ま
れ
た
、
い

わ
ゆ
る
団
塊
世
代
の
ひ
と
た
ち
が
、
２
０
２
２
年
か

ら
次
々
と
75
歳
以
上
と
な
り
、
２
０
２
５
年
に
は

す
べ
て
75
歳
以
上
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
日
本
の
高
齢
化
は
、
そ
の
水
準

の
高
さ
、
そ
の
速
度
の
速
さ
、
そ
し
て
そ
の
奥
行

の
深
さ
と
い
う
三
つ
の
側
面
で
特
徴
付
け
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
世
界
に
類
を
見
な
い
高
齢
化
は
、

経
済
社
会
に
経
済
成
長
の
制
約
や
社
会
保
障
制
度

の
持
続
可
能
性
低
下
と
い
っ
た
問
題
を
も
た
ら
す

こ
と
は
読
者
の
皆
さ
ん
も
よ
く
御
存
じ
の
と
お
り

で
あ
る
。

　

以
下
で
は
こ
う
し
た
世
界
に
類
を
見
な
い
高
齢

化
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
を
論
じ
て
い
き

た
い
。
た
だ
し
そ
の
前
に
ひ
と
つ
確
認
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
問
題
を
も
た
ら

す
高
齢
化
は
私
た
ち
の
経
済
社
会
の
成
功
の
結
果

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
こ
こ
か
ら
説
明
し

よ
う
。
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1978 年、慶應義塾大学経済学部卒業。同大学教授、商学部長等を経て、2009 年より 2017 年まで慶應義塾長。この間、労
働政策審議会雇用保険部会長・同若年労働者部会長・同点検評価部会長（厚生労働省）、日本私立大学連盟会長、日本労務学
会会長、ILO 仕事の未来世界委員会委員などを歴任。現在、全国社会福祉協議会会長、経済社会総合研究所名誉所長（内閣府）、
社会保障制度改革推進会議議長（内閣官房）、産業構造審議会製造産業分科会長（経済産業省）などを兼務。

清家 篤
日本私立学校振興・共済事業団理事長

20-03-277_p01-72_共通-.indb   820-03-277_p01-72_共通-.indb   8 2020/06/19   午前 9:24:212020/06/19   午前 9:24:21



89 Vol.142

高
齢
化
は
成
功
の
証

　

高
齢
化
と
い
う
の
は
、
高
齢
（
65
歳
以
上
）
人

口
／
総
人
口
、
で
定
義
さ
れ
る
高
齢
人
口
比
率
の

上
昇
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
。従
っ
て
こ
の
比
率
は
、

高
齢
人
口
の
増
加
と
、
総
人
口
の
減
少
と
い
う
二

つ
の
要
因
に
よ
っ
て
上
昇
す
る
。
実
は
戦
後
の
日

本
社
会
で
は
、
そ
の
両
方
と
も
同
時
に
起
き
て
い

た
。
そ
し
て
、こ
こ
で
最
も
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
は
、

高
齢
人
口
の
増
加
も
、
総
人
口
の
減
少
も
、
経
済

の
発
展
成
長
と
正
の
相
関
を
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

　

す
な
わ
ち
高
齢
人
口
の
増
加
を
も
た
ら
す
「
長

寿
化
」
も
、総
人
口
の
減
少
を
も
た
ら
す
「
少
子
化
」

も
、
ど
ち
ら
も
経
済
の
発
展
、
成
長
、
そ
れ
に
よ

る
一
人
当
た
り
所
得
の
増
加
に
よ
っ
て
起
き
る
現
象

で
あ
る
。
長
寿
化
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
本
人
の
平

均
寿
命
は
今
や
男
性
で
約
81
歳
、
女
性
で
は
約
87

歳
と
、世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
水
準
に
達
し
て
い
る
。

人
々
が
長
生
き
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
高
齢
者
の
数

も
増
え
て
い
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
次
ペ
ー
ジ
の
【
図
表
２
】
は
第
二
次
世
界
大
戦

直
後
の
１
９
４
７
年
か
ら
２
０
１
６
年
ま
で
を
見

た
も
の
で
、
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
終
戦
直
後
の

１
９
４
７
年
に
は
男
性
で
約
50
歳
、
女
性
で
も
約

54
歳
だ
っ
た
。
正
確
に
は
平
均
寿
命
と
い
う
の
は

「
ゼ
ロ
歳
児
平
均
余
命
」と
し
て
定
義
さ
れ
て
お
り
、

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
ゼ
ロ
歳
の
赤
ち
ゃ
ん
が
、
今

か
ら
何
年
生
存
す
る
か
に
つ
い
て
の
統
計
的
期
待

値
を
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
１
９
４
７
年
の
平
均
寿
命
は
男
女
共

に
50
歳
台
前
半
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
多
く
の

ひ
と
の
人
生
は
50
年
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
当
時
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
が
育

ち
難
く
、
そ
れ
を
含
め
た
平
均
を
と
る
と
50
歳
台

前
半
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
日

本
が
貧
し
か
っ
た
た
め
だ
。
劣
悪
な
栄
養
状
態
、

衛
生
状
態
、
住
居
の
状
態
、
そ
し
て
不
十
分
な
医

療
な
ど
の
た
め
に
、
無
事
に
育
つ
こ
と
の
で
き
な

い
赤
ち
ゃ
ん
も
少
な
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

　

し
か
し
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
上
述
の
よ
う
に

世
界
最
高
水
準
と
な
っ
た
。
戦
後
の
日
本
で
平
均

寿
命
を
低
く
抑
え
て
い
た
、栄
養
状
態
、衛
生
状
態
、

住
居
の
状
態
、
医
療
水
準
は
、
飛
躍
的
に
向
上
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
経
済

の
発
展
成
長
と
そ
れ
に
よ
る
一
人
当
た
り
の
所
得

上
昇
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
少
子
化
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
少
子
化

は
、
女
性
が
出
産
可
能
な
年
齢
に
お
い
て
生
涯
何

人
の
赤
ち
ゃ
ん
を
産
む
か
を
示
す
指
標
で
あ
る
合

計
特
殊
出
生
率
で
測
ら
れ
る
。
１
９
４
７
年
、
日

本
で
ち
ょ
う
ど
団
塊
世
代
の
生
ま
れ
だ
し
た
年
の

合
計
特
殊
出
生
率
は
4.5
を
超
え
て
い
た
。
平
均
で

4.5
人
の
赤
ち
ゃ
ん
を
産
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

５
人
、
６
人
と
産
ん
で
い
た
人
も
少
な
く
な
い
わ

け
で
、
当
時
の
日
本
は
き
わ
め
て
多
産
の
社
会
だ

っ
た
。

　

貧
し
い
農
業
中
心
の
自
営
業
社
会
で
は
、
子
供

は
家
業
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
一
方
、

必
ず
し
も
育
つ
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
結
果
的
に

子
供
を
た
く
さ
ん
産
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
豊

【図表1】65歳以上人口割合の変化

出典：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」から作成
（年）
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か
な
雇
用
者
中
心
の
社
会
に
な
る
と
、
子
供
は
家

業
の
労
働
力
と
い
う
存
在
で
は
な
く
、
高
い
教
育

な
ど
を
与
え
て
子
供
自
身
の
幸
せ
を
目
指
さ
せ
る

存
在
と
な
る
。
し
か
も
、
豊
か
な
社
会
で
は
生
ま

れ
た
子
供
は
高
い
確
率
で
元
気
に
育
つ
の
で
、
例

え
ば
２
人
の
子
供
を
育
て
て
幸
せ
な
家
族
を
作
ろ

う
と
思
え
ば
、
女
性
は
生
涯
に
赤
ち
ゃ
ん
を
２
人

産
め
ば
よ
い
こ
と
に
な
り
、
出
生
率
は
２
、
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

　

戦
後
の
日
本
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
成
長
過
程

を
経
験
し
た
。
日
本
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
、
戦

後
急
速
に
低
下
し
、
高
度
成
長
期
に
入
っ
た
１
９

６
０
年
代
に
は
ほ
ぼ
２
の
水
準
で
推
移
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
し
ば
ら
く
２
の
水
準
で
推
移

し
て
い
た
合
計
特
殊
出
生
率
は
、
１
９
７
０
年
代

半
ば
か
ら
徐
々
に
低
下
し
始
め
て
２
の
水
準
を
割

り
込
み
、
１
９
９
０
年
代
初
頭
に
は
1.5
台
の
水
準

ま
で
低
下
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
日
本
が
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
回
復
し

バ
ブ
ル
経
済
に
至
る
過
程
で
、
子
育
て
費
用
が
増

加
し
た
た
め
だ
。
と
く
に
大
き
い
の
は
、
子
育
て

の
た
め
に
仕
事
を
辞
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、

稼
げ
る
は
ず
だ
っ
た
収
入
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
機
会
費
用
の
増
加
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
高
齢
化
を
も
た
ら
す
「
長
寿
化
」

も
「
少
子
化
」
も
、
経
済
の
発
展
成
長
に
と
も
な

う
一
人
当
た
り
所
得
の
増
加
の
結
果
と
い
う
面
を

持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
高
齢
化
は
、
戦
後
日
本
の

経
済
の
発
展
、
成
長
と
い
う
、「
成
功
の
証
」
で
も

あ
る
の
で
あ
る
。

労
働
力
人
口
の
減
少

　

も
ち
ろ
ん
成
功
の
証
で
あ
る
と
は
い
え
、
高
齢

化
は
日
本
の
経
済
社
会
に
問
題
を
も
た
ら
す
こ
と

も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
根
本
的
な
問
題
は
、

労
働
力
人
口
の
減
少
だ
。
労
働
力
人
口
と
い
う
の

は
働
く
意
思
を
持
っ
た
人
口
の
こ
と
で
、
統
計
上

は
就
業
者（
実
際
に
働
い
て
い
る
人
）と
失
業
者（
働

い
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
働
く
意
思
を
持
っ
て
仕

事
を
探
し
て
い
る
人
）
の
合
計
で
あ
り
、
よ
う
す

る
に
社
会
に
と
っ
て
活
用
で
き
る
労
働
力
の
水
準

を
示
し
て
い
る
。

　
【
図
表
３
】
は
、
厚
生
労
働
省
の
雇
用
政
策
研
究

会
に
よ
る
労
働
力
人
口
の
将
来
推
計
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
２
０
１
７
年
の
実
績
に
対
し
て
、
２
０

２
５
年
と
２
０
４
０
年
の
予
測
値
を
掲
げ
て
あ
る
。

こ
れ
か
ら
何
も
策
を
講
じ
な
い
と
、
図
の
上
半
分

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
労
働
力
人
口
は
２
０

１
７
年
の
約
６
７
０
０
万
人
か
ら
、
２
０
２
５
年

に
は
６
４
０
０
万
人
を
割
り
込
む
と
こ
ろ
ま
で
減

り
、
さ
ら
に
２
０
４
０
年
に
は
５
５
０
０
万
人
を

下
回
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

　

労
働
力
人
口
は
２
０
１
７
年
か
ら
２
０
２
５
年

ま
で
の
８
年
間
で
４
０
０
万
人
近
く
、
さ
ら
に
今
か

ら
20
年
後
の
２
０
４
０
年
に
は
、
２
０
１
７
年
と
の

比
較
で
１
２
０
０
万
人
以
上
減
少
し
て
し
ま
う
。

　
こ
う
し
た
社
会
に
と
っ
て
活
用
可
能
な
労
働
力
の

減
少
は
、
経
済
社
会
に
三
つ
の
大
き
な
問
題
を
も
た

ら
す
。
一
つ
は
生
産
の
減
少
で
あ
る
。
一
国
の
生
産

水
準
は
、
生
産
額
＝
（
労
働
者
数
）
×
（
労
働
者
一

【図表２】日本人の平均寿命（ゼロ歳児平均余命）（1947年～2016年）

出典：厚生労働省「簡易生命表概況」から作成
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人
当
た
り
の
労
働
時
間
）
×
（
時
間
当
た
り
の
付
加

価
値
生
産
性
）
で
定
義
さ
れ
る
か
ら
、
労
働
者
一
人

当
た
り
の
労
働
時
間
や
時
間
当
た
り
の
生
産
性
が
一

定
で
あ
れ
ば
、
労
働
者
数
の
低
下
は
定
義
的
に
生

産
額
の
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

　

二
つ
め
は
需
要
の
減
少
で
あ
る
。
労
働
者
の
数

が
減
る
と
、
労
働
者
一
人
当
た
り
の
賃
金
が
一
定

な
ら
ば
労
働
者
の
受
け
取
る
収
入
総
額
も
減
少
す

る
。
消
費
は
所
得
の
増
加
関
数
で
あ
る
か
ら
、
人

口
の
大
半
を
占
め
る
労
働
者
の
収
入
総
額
（
所
得
）

の
減
少
は
消
費
の
減
少
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
か
ら
労
働
者
一
人
当
た
り
の
賃
金
を
相
当
大
幅

に
引
き
上
げ
な
い
限
り
、
労
働
者
数
の
減
少
は
消

費
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
三
つ
め
の
問
題
は
、
社
会
保
障
制
度
の

持
続
可
能
性
低
下
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
だ
。

社
会
保
障
制
度
は
、
医
療
保
険
に
し
て
も
年
金
保

険
に
し
て
も
、
社
会
保
険
方
式
を
と
っ
て
お
り
、

こ
れ
は
加
入
者
（
お
よ
び
そ
の
雇
い
主
の
折
半
す

る
）
の
社
会
保
険
料
に
よ
っ
て
基
本
的
に
維
持
さ

れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
労
働
者
数
が
減
る
と
い
う
こ
と
は
、

労
働
者
一
人
当
た
り
の
賃
金
一
定
の
も
と
で
は
、
保

険
料
率
を
相
当
大
幅
に
引
き
上
げ
な
い
限
り
社
会

保
険
料
収
入
も
減
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ

う
に
、
社
会
に
と
っ
て
活
用
可
能
な
労
働
力
の
減

少
は
、
生
産
の
減
少
、
消
費
の
減
少
、
そ
し
て
社

会
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
低
下
と
い
う
、
経
済

社
会
の
根
本
に
か
か
わ
る
問
題
を
引
き
起
こ
す
。

も
ち
ろ
ん
、労
働
者
の
数
が
減
っ
て
も
生
産
、消
費
、

社
会
保
障
制
度
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
、
付
加
価

値
生
産
性
を
高
め
る
、
一
人
当
た
り
の
賃
金
を
高

め
る
、
そ
し
て
消
費
税
な
ど
社
会
保
険
料
以
外
の

財
源
を
確
保
す
る
と
い
っ
た
方
策
を
講
じ
る
べ
き

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
そ
れ
に
も
限
度
は
あ
る
と
す
れ
ば
、
問

題
の
根
源
で
あ
る
労
働
力
の
減
少
を
な
ん
と
か
抑

え
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
労
働
力
人
口
の
減
少
を
で
き
る
だ
け
抑
え

ら
れ
れ
ば
、
付
加
価
値
生
産
性
や
一
人
当
た
り
賃

金
の
着
実
な
上
昇
に
よ
っ
て
生
産
や
消
費
も
維
持

で
き
る
し
、
社
会
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
も
高

ま
る
は
ず
だ
。

支
え
手
を
増
や
す

　

人
口
の
減
少
す
る
時
に
、
労
働
力
人
口
を
減
ら

さ
な
い
こ
と
は
で
き
る
の
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
実
は
、
人
口
減
少
下
で
も
労
働

力
人
口
を
人
口
減
少
ほ
ど
に
は
減
ら
さ
な
い
方
策

は
あ
る
。
そ
れ
は
働
く
意
思
の
あ
る
人
た
ち
の「
比

率
」
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
労
働
力
人
口
の
定
義

を
改
め
て
見
て
み
よ
う
。
労
働
力
人
口
と
は
、
働

く
こ
と
の
可
能
な
労
働
可
能
人
口
の
中
で
、
働
く

意
思
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
働
く
こ
と
の
可
能
な
労
働
可
能
人
口
に
占
め
る

働
く
意
思
を
持
っ
た
人
た
ち
の
人
口
で
あ
る
労
働

力
人
口
の
比
率
を
労
働
力
率
、
と
言
い
、
こ
れ
を

数
式
で
表
せ
ば
、
労
働
力
率
＝
労
働
力
人
口
／
労

働
可
能
人
口
、
と
な
る
。
そ
こ
で
、
労
働
力
人
口

を
改
め
て
労
働
力
率
と
労
働
可
能
人
口
で
定
義
す

【図表３】労働力人口の見通し

出典：厚生労働省雇用政策研究会 （2019 年）

　労働力参加の適切に進まないケース
　　労働力人口 6720万人 6341万人 5460万人
　　　女性30歳～34歳の労働力率 75.2％ 76.1％ 76.1％
　　　女性35歳～39歳の労働力率 73.4％ 74.5％ 74.7％　
　　　男性60歳～64歳の労働力率 81.7％ 81.7％ 81.7％
　　　男性65歳～69歳の労働力率 56.5％ 56.5％ 56.5％

　労働力参加の適切に進むケース
　　労働力人口 6720万人 6673万人 6195万人　
　　　女性30歳～34歳の労働力率 75.2％ 81.5％ 86.3％
　　　女性35歳～39歳の労働力率 73.4％ 83.5％ 92.0％
　　　男性60歳～64歳の労働力率 81.7％ 85.0％ 89.4％
　　　男性65歳～69歳の労働力率 56.5％ 62.7％ 71.6％

2017年実績値 2025年予測値 2040年予測値
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低
い
30
歳
台
の
女
性
と
、
60
歳
台
以
上
の
高
齢
者

と
い
う
２
つ
の
人
口
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
30
歳
台

の
女
性
の
労
働
力
率
は
そ
の
前
後
よ
り
も
低
下
す

る
た
め
、
よ
く
そ
の
年
齢
層
を
ロ
ー
マ
字
の
М
の

底
に
な
ぞ
ら
え
て
、
女
性
の
労
働
力
率
の
M
字
カ

ー
ブ
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
。

　

ま
た
高
齢
者
の
労
働
力
率
は
、
60
歳
こ
ろ
か
ら

な
だ
ら
か
に
低
下
し
て
、
男
性
で
も
１
０
０
％
を

下
回
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
人
口
グ
ル
ー
プ
の
労

働
力
率
を
引
き
上
げ
ら
れ
れ
ば
労
働
力
人
口
も
そ

の
分
だ
け
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
、【
図
表
３
】
の

下
半
分
で
は
こ
れ
を
「
労
働
力
参
加
の
進
む
ケ
ー

ス
」
と
し
て
、
政
策
的
に
実
現
可
能
な
労
働
力
率

上
昇
の
範
囲
で
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

女
性
、高
齢
者
の
労
働
力
率
を
高
め
る

　

も
し
２
０
１
７
年
か
ら
２
０
４
０
年
に
か
け
て
、

女
性
30
～
34
歳
の
労
働
力
率
を
２
０
１
７
年
の

75
・
２
％
か
ら
86
・
３
％
、
女
性
35
～
39
歳
の
労

働
力
率
を
73
・
４
％
か
ら
92
・
０
％
、
そ
し
て
男

性
60
～
64
歳
の
労
働
力
率
を
81
・
７
％
か
ら
89
・

４
％
、
男
性
65
～
69
歳
の
労
働
力
率
を
56
・
５
％

か
ら
71
・
６
％
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
ら
れ
た

な
ら
、
２
０
４
０
年
で
も
、
労
働
力
人
口
は
６
１

９
５
万
人
維
持
で
き
る
と
い
う
推
計
だ
。

　

こ
の
う
ち
女
性
の
労
働
力
率
を
引
き
上
げ
る
方

策
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
女
性
の
労
働
力
率
低

下
の
背
景
に
あ
る
要
因
は
、
家
事
や
育
児
の
た
め

に
仕
事
を
続
け
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
証
分
析
で
も
繰
り
返
し

確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
労
働
力
率
を
高
め

よ
う
と
す
れ
ば
、
家
事
、
そ
し
て
と
く
に
育
児
の

た
め
に
仕
事
を
続
け
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
を
改

善
し
、
仕
事
と
家
事
・
育
児
と
両
立
で
き
る
よ
う

な
条
件
を
整
備
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

　

そ
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
大
き
く
分
け
れ
ば

二
つ
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
政
府
と
企
業
に
そ
の
策
を

講
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
政
府
に
よ

る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
政
策
で
、
と
く
に
大
切

な
の
は
質
の
高
い
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
大
幅
に
拡
充

し
て
、
母
親
が
安
心
し
て
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
具
体
的
に
は
、
政
府

の
言
っ
て
い
る
「
待
機
児
童
ゼ
ロ
」
を
さ
ら
に
進

め
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
は
、
単
に
保
育
所
を
増
設

す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
保
育
士
の
確
保
も
不

可
欠
で
あ
る
。
実
は
現
在
で
も
保
育
士
の
資
格
を

持
っ
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
の
で
、
そ
の
人
た

ち
に
も
っ
と
保
育
の
現
場
で
働
い
て
も
ら
え
る
よ

う
、
賃
金
な
ど
労
働
条
件
の
改
善
も
必
要
だ
。

　

企
業
は
、
子
育
て
期
間
中
に
は
、
育
児
と
仕
事

の
両
立
可
能
な
働
き
方
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に
は
育
児
期
間
中
の
短
時
間
勤
務

な
ど
を
拡
充
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
父
親
も
家
事
・

育
児
に
参
加
で
き
る
よ
う
、
全
般
的
な
労
働
時
間

短
縮
も
大
切
だ
。
女
性
に
と
っ
て
仕
事
と
家
事
・

育
児
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
男
性
の
家
事
・

育
児
へ
の
参
加
は
不
可
欠
で
あ
り
、
今
進
め
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
働
き
方
改
革
」

は
ま
さ
に
、
子
育
て
期
間
中
の
母
親
と
父
親
に
と

っ
て
仕
事
と
家
事
・
育
児
の
両
立
可
能
な
働
き
方

を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

れ
ば
、
労
働
力
人
口
＝
労
働
可
能
人
口
×
労
働
力

率
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
式
の
意
味
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
労
働
可

能
人
口
は
減
っ
て
も
、
労
働
力
率
を
引
き
上
げ
ら

れ
れ
ば
、
労
働
力
人
口
を
維
持
し
た
り
、
少
な
く

と
も
そ
の
減
り
方
を
緩
和
す
る
こ
と
は
可
能
だ
、

と
い
う
こ
と
だ
。
実
は
【
図
表
３
】
の
下
半
分
は

そ
の
シ
ナ
リ
オ
を
示
し
て
い
る
。
も
し
人
々
の
労

働
力
率
を
高
め
ら
れ
れ
ば
、
２
０
４
０
年
に
も
労

働
力
人
口
は
６
２
０
０
万
人
程
度
維
持
で
き
る
と

い
う
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。

　

で
は
具
体
的
に
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う

と
、
ま
ず
労
働
力
率
を
見
て
み
る
と
、
も
う
目
い

っ
ぱ
い
高
く
な
っ
て
い
る
人
口
グ
ル
ー
プ
と
、
ま
だ

引
き
上
げ
ら
れ
る
余
地
の
あ
る
人
口
グ
ル
ー
プ
の

二
つ
に
分
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
後
者
に
着
目
す

る
。
性
別
、
年
齢
階
層
別
に
労
働
力
率
を
見
る
と
、

20
歳
台
後
半
か
ら
50
歳
台
後
半
ま
で
の
男
性
の
労

働
力
率
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
で
、
引
き
上
げ
る
余
地

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

引
き
上
げ
る
大
き
な
余
地
の
あ
る
の
は
、
労
働

力
率
が
１
０
０
％
を
か
な
り
下
回
っ
て
い
る
人
た

ち
だ
。
そ
の
一
つ
は
20
歳
台
前
半
ま
で
の
若
者
で

あ
る
。
し
か
し
若
者
の
労
働
力
率
が
低
い
の
は
大

学
な
ど
学
校
に
通
っ
て
い
る
か
ら
で
、
こ
の
年
齢

層
の
労
働
力
率
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、

学
校
を
や
め
て
も
ら
っ
て
就
職
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
適
切
で
は
な
い
。

　

と
す
る
と
、
こ
う
し
た
人
口
グ
ル
ー
プ
の
中
で

労
働
力
率
を
引
き
上
げ
る
余
地
の
あ
る
の
は
、
若

者
以
外
で
労
働
力
率
が
１
０
０
％
よ
り
も
か
な
り
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そ
し
て
少
子
高
齢
化
に
と
も
な
う
労
働
力
人
口

減
少
を
少
し
で
も
緩
和
す
る
た
め
に
、
高
齢
者
の
就

労
・
雇
用
を
促
進
す
る
こ
と
も
き
わ
め
て
重
要
だ
。

働
く
意
思
の
あ
る
高
齢
者
を
も
っ
と
増
や
す
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
分
だ
け
生
産
も
増
え
、
消
費
も
増
え
、

ま
た
社
会
保
障
制
度
の
支
え
手
も
増
え
る
。
こ
う
し

た
高
齢
者
の
活
躍
で
き
る
「
生
涯
現
役
社
会

（
L
i
f
e
‐
l
o
n
g 

A
c
t
i
v
e 

S
o
c
i
e
t
y
）」
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
高
齢
化

す
る
日
本
に
と
っ
て
必
須
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も

実
は
こ
の
点
に
関
し
て
、日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
、

60
歳
以
上
の
人
た
ち
の
労
働
力
率
は
ま
だ
比
較
的

高
い
と
い
う
好
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

　

た
し
か
に
【
図
表
３
】
で
見
た
よ
う
に
、
労
働

力
率
は
直
近
で
は
男
性
で
も
60
歳
を
超
え
る
と
60

～
64
歳
で
は
81
・
７
％
、
65
～
69
歳
で
は
56
・
５

％
と
１
０
０
％
を
か
な
り
下
回
っ
て
い
る
。
し
か

し
60
～
64
歳
の
男
性
の
労
働
力
率
を
他
の
先
進
国

と
比
較
し
て
み
る
と
、
比
較
的
高
い
ド
イ
ツ
、
ア

メ
リ
カ
で
も
60
％
台
半
ば
か
ら
後
半
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
30
％
台
前
半
と
、
日
本
の
60
歳
台
前
半
層
の

労
働
力
率
は
か
な
り
高
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

日
本
で
は
他
の
先
進
国
に
比
べ
て
、
高
齢
層
の
就

労
意
思
は
ま
だ
ま
だ
高
い
の
で
あ
る
。

生
涯
現
役
社
会
を
作
る

　

問
題
は
こ
う
し
た
高
い
就
労
意
欲
を
ど
の
よ
う

に
し
て
維
持
、
向
上
さ
せ
る
か
で
あ
る
。
実
は
私

た
ち
の
実
証
分
析
（
清
家
篤
・
山
田
篤
裕
『
高
齢

者
就
業
の
経
済
学
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
２
０
０

４
年
）
か
ら
60
歳
台
の
男
性
高
齢
者
の
就
業
選
択

に
大
き
な
影
響
の
あ
る
変
数
は
分
か
っ
て
い
る
。

２
０
０
０
年
の
「
高
年
齢
者
就
業
等
実
態
調
査
」

を
使
っ
た
計
量
分
析
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
、
健
康

状
態
、
定
年
経
験
、
年
金
受
給
資
格
で
あ
る
。

　

健
康
に
何
ら
か
の
問
題
あ
り
の
人
は
、
他
の
条
件

一
定
の
も
と
で
就
業
確
率
は
31
・
６
％
低
下
し
て

い
た
。
ま
た
定
年
退
職
を
経
験
し
た
人
は
、
他
の

条
件
一
定
の
も
と
で
就
業
確
率
は
18
％
低
下
し
て

い
た
。
そ
し
て
高
齢
に
な
っ
て
厚
生
年
金
を
受
け

取
る
資
格
を
得
る
と
、
他
の
条
件
一
定
の
も
と
で

就
業
確
率
は
12
・
７
％
低
下
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
健
康
状
態
、
定
年
退
職
経
験
、
厚

生
年
金
の
受
給
資
格
は
、
高
齢
期
の
就
業
行
動
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
変
数
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
高
齢
層
の
健
康
状
態
に
関
し
て
は
順
調

に
向
上
し
て
き
て
い
る
。「
健
康
上
の
問
題
で
日
常

生
活
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
活
で
き
る
期
間
」

と
定
義
さ
れ
る
健
康
寿
命
は
、
男
性
で
約
72
歳
、

女
性
で
は
約
75
歳
で
、
こ
れ
は
今
世
紀
初
め
に
比
べ

て
２
年
間
伸
び
て
お
り
、
平
均
寿
命
の
伸
び
と
ほ
ぼ

平
行
に
上
昇
し
て
い
る
。
こ
の
ト
レ
ン
ド
を
確
か
に

す
る
た
め
に
、
現
在
政
府
の
進
め
て
い
る
健
康
寿
命

伸
長
の
政
策
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

定
年
退
職
経
験
に
関
し
て
は
、
定
年
年
齢
も
着

実
に
引
き
上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
高
年
齢
者
雇
用

安
定
法
に
よ
り
、
１
９
９
８
年
に
は
60
歳
未
満
の

定
年
は
法
律
的
に
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
結
果
、

２
０
０
０
年
に
は
60
歳
定
年
の
企
業
は
９
割
に
達

し
た
。
そ
の
後
の
何
度
か
の
同
法
改
正
に
よ
り
、

現
在
で
は
企
業
に
は
65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
義
務

も
課
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
ま
で
定
年
の
延
長
に

熱
心
だ
っ
た
中
小
企
業
に
加
え
て
、
最
近
で
は
大

企
業
で
も
定
年
を
65
歳
に
引
き
上
げ
る
と
こ
ろ
も

増
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
は
引
き

上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
男
性
の
厚
生
年
金
の
受
給

開
始
年
齢
は
、現
在
は
63
歳
、２
０
２
２
年
度
か
ら

は
64
歳
、
そ
し
て
最
終
的
に
２
０
２
５
年
度
か
ら

は
65
歳
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
受
給
開
始
年
齢
以
前

か
ら
減
額
さ
れ
た
年
金
は
受
給
で
き
る
が
、
原
則

は
65
歳
か
ら
と
な
る
の
で
、
60
歳
台
前
半
に
お
け

る
厚
生
年
金
に
よ
る
引
退
促
進
（
＝
就
業
抑
制
）

効
果
は
薄
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
65
歳
以
降
も
、

年
金
受
給
開
始
を
繰
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
給

付
額
は
増
額
さ
れ
る
と
い
う
「
繰
り
下
げ
支
給
に

よ
る
年
金
増
額
」
の
仕
組
み
も
あ
り
、
こ
れ
も
就

労
を
促
進
す
る
と
期
待
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
健
康
、
定
年
、
年
金
と

い
う
高
齢
者
の
就
業
を
規
定
す
る
３
大
要
因
は
、

い
ず
れ
も
高
齢
者
の
就
労
を
促
進
す
る
方
向
に
変

化
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
か
ら
そ
う
し
た
変
化
を
さ

ら
に
加
速
さ
せ
た
い
。
そ
の
た
め
の
政
策
、
制
度

改
革
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

高
齢
化
は
日
本
の
経
済
社
会
の
成
功
の
証
で
あ

る
。
こ
れ
を
喜
べ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
女

性
や
高
齢
者
自
身
も
含
め
て
、
高
齢
社
会
の
支
え

手
を
増
や
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

活
力
あ
る
高
齢
社
会
は
決
し
て
夢
で
は
な
い
。
日

本
は
そ
れ
を
実
現
で
き
る
し
、
ま
た
高
齢
化
の
先

進
国
と
し
て
そ
れ
を
世
界
に
先
駆
け
て
示
す
こ
と

も
期
待
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
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