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本
誌
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
通
り
２
０
２
０
年
の

労
働
市
場
を
予
測
し
た
内
容
を
ま
と
め
て
い
る
。

２
０
２
０
年
と
い
う
の
は
今
か
ら
９
年
後
の
、

ご
く
近
い
将
来
で
あ
る
。
だ
が
、
ぴ
ん
と
来
な

い
な
あ
、
と
い
う
の
が
大
方
の
反
応
だ
ろ
う
。

逆
に
、
今
か
ら
９
年
前
と
い
え
ば
２
０
０
２

年
。
第
１
次
小
泉
内
閣
が
発
足
し
た
翌
年
に
あ

た
る
。当
時
、
構
造
改
革
と
い
う
言
葉
に
酔
い
、

「
日
本
も
変
わ
る
ぞ
」
と
思
っ
た
人
も
少
な
く

な
か
っ
た
。
民
主
党
政
権
の
「
み
」
の
字
も
な

か
っ
た
。
そ
の
年
、
野
田
佳
彦
が
民
主
党
代
表

選
に
出
馬
し
、
菅
直
人
に
敗
れ
て
い
る
が
、
そ

の
９
年
後
、
彼
が
首
相
に
な
る
な
ん
て
誰
が
想

像
し
た
だ
ろ
う
か
。

当
時
、
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
は
健
在

だ
っ
た
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、

そ
し
て
i
P
h
o
n
e
も
i
P
a
d
も
な

か
っ
た
。
三
陸
の
リ
ア
ス
式
海
岸
は
風
光
明
媚

な
観
光
地
で
あ
り
、
日
本
漁
業
の
重
要
な
拠
点

だ
っ
た
…
…
。

来
年
の
こ
と
を
言
え
ば
鬼
が
笑
う
、
と
い
わ

れ
る
が
、
ま
し
て
９
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ど

の
く
ら
い
大
き
な
口
を
開
け
た
鬼
が
見
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
。

で
も
、
今
回
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
え
て
困
難
に

挑
戦
し
た
。
９
年
後
を
大
胆
に
展
望
し
て
み
る

こ
と
に
し
た
。
未
来
予
測
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ

ま
で
、
中
に
は
〝
鬼
が
笑
え
な
い
〞
も
の
が
あ

る
か
ら
だ
。
そ
れ
が
人
口
動
態
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
未
来
の
人
口
、
年
齢
構
成
、
出
生
数
、

死
亡
数
、
そ
う
い
っ
た
予
測
は
当
た
る
確
率
が

非
常
に
高
い
。
労
働
市
場
予
測
と
は
、
あ
る
経

済
規
模
に
お
い
て
、
人
口
動
態
か
ら
算
出
で
き

る
労
働
力
が
い
か
に
活
用
さ
れ
て
い
る
か
を
示

す
も
の
だ
か
ら
、
経
済
規
模
を
設
定
す
る
こ
と

で
、〝
鬼
が
笑
え
な
い
〞
程
度
に
将
来
の
数
字
を

予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

量
的
変
化
と
質
的
変
化

そ
の
双
方
を
予
測
す
る

た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
な
未
来
予
測
た

り
え
な
い
。
物
事
に
は
量
的
な
変
化
と
質
的
な

変
化
と
が
あ
り
、
後
者
の
部
分
が
抜
け
落
ち
て

し
ま
う
か
ら
だ
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
発
足
し

て
12
年
、「
人
と
組
織
」
を
研
究
し
続
け
て
き

た
わ
れ
わ
れ
が
何
度
も
討
議
を
重
ね
、
あ
る
意

味
、
大
胆
な
も
の
も
含
ま
れ
る
12
の
シ
ナ
リ
オ

を
考
え
て
み
た
。

本
誌
の
構
成
を
説
明
し
て
お
こ
う
。

マ
ク
ロ
の
労
働
市
場
予
測
法
に
つ
い
て
は
、

「
パ
ス
ポ
ー
ト
」
と
題
し
て
６
ペ
ー
ジ
に
詳
細

を
記
し
た
が
、
面
倒
な
理
屈
は
抜
き
に
す
ぐ
に

本
題
に
入
り
た
い
と
い
う
人
は
飛
ば
し
て
い
た

だ
い
て
も
差
し
支
え
な
い
。
実
際
の
予
測
の
中

身
を
記
載
し
た
の
が
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
１
で
あ
る
。
Ｐ

Ａ
Ｒ
Ｔ
２
は
、
そ
う
し
た
予
測
も
踏
ま
え
つ

つ
、
発
想
を
飛
躍
さ
せ
、
２
０
２
０
年
を
軸
と

し
た
シ
ナ
リ
オ
を
掲
載
し
て
い
る
。
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ

３
に
「
ま
と
め
」
を
置
き
、
そ
れ
ま
で
の
内
容

を
振
り
返
り
な
が
ら
、
さ
さ
や
か
な
提
言
を

行
っ
た
。
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
４
は
資
料
編
で
あ
り
、
予

測
に
活
用
し
た
デ
ー
タ
の
詳
細
と
推
計
方
法
を

記
載
し
た
。
ペ
ー
ジ
の
合
い
間
に
、〝
遠
眼
鏡
〞

と
題
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
載
せ
た
。

「
未
来
を
予
測
す
る
」＝

「
現
在
を
仔
細
に
見
る
」

本
誌
を
編
む
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
痛

感
し
た
こ
と
が
２
つ
あ
る
。
未
来
を
予
測
す
る

と
は
現
在
を
仔
細
に
見
る
こ
と
と
同
義
だ
と
い

う
こ
と
、
未
来
を
予
測
し
て
事
足
れ
り
と
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
未
来
が
不
可
避
な
ら

ば
今
を
ど
う
過
ご
す
べ
き
か
ま
で
考
え
を
進
め

る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た

視
点
か
ら
も
本
誌
を
お
読
み
い
た
だ
け
た
ら
、

と
考
え
て
い
る
。

鬼
が
笑
わ
な
い
話

は
じ
め
に

3
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1今後、 想定される経済成長率と、
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予測する
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PART 1 本
誌
で
使
わ
れ
て
い
る
数
字
は
、
政
府
が
発

表
し
て
い
る
マ
ク
ロ
経
済
統
計
を
も
と
に
、
い

く
つ
か
の
仮
説
に
従
っ
て
導
き
出
し
た
も
の
で

あ
る
。

前
提
と
な
っ
て
い
る
数
字
が
２
つ
あ
る
。
ひ

と
つ
は
経
済
成
長
率
で
あ
る
。「
雇
用
は
生
産

の
派
生
需
要
だ
か
ら
、
生
産
の
活
発
度
を
示
す

経
済
成
長
率
が
雇
用
の
量
を
決
め
る
」
と
い
う

論
理
に
沿
い
、
日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
が

２
０
１
１
年
６
月
に
発
表
し
た
「
２
０
１
１
年

か
ら
２
０
１
５
年
は
年
平
均
０
・
４
％
、

２
０
１
６
年
か
ら
２
０
２
０
年
は
同
０
・
６
％
」

と
い
う
数
字
を
使
っ
た
。
こ
れ
は
、
東
日
本
大

震
災
に
よ
る
復
興
需
要
お
よ
び
電
力
供
給
が
阻

害
さ
れ
る
影
響
も
加
味
さ
れ
た
名
目
経
済
成
長

率
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
が
人
口
予
測
値
で
あ
る
。
こ
れ

は
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
が
発
表

し
て
い
る『
日
本
の
将
来
推
計
人
口（
２
０
０
６

年
12
月
）』（
出
生
中
位
、
死
亡
中
位
推
計
）
を

使
用
し
た
。
日
本
が
既
に
人
口
減
少
社
会
に
突

入
し
て
い
る
こ
と
は
ご
存
知
の
通
り
で
あ
る
。

そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
数
字
は
総
人
口
だ

が
、
本
誌
で
は
、
そ
の
う
ち
、
働
く
意
欲
を
も

つ
15
歳
以
上
の
人
の
数
を
表
す
「
労
働
力
人

口
」
を
、
男
女
別
な
ら
び
に
５
歳
刻
み
の
年
齢

別
に
算
出
し
た
（
な
お
、
P
A
R
T
1
の
デ
ー

「
２
０
２
０
年 

雇
用
の
旅
」の
パ
ス
ポ
ー
ト

タ
は
10
歳
刻
み
の
も
の
を
掲
載
し
て
い
る
）。

２
０
１
５
年
と
２
０
２
０
年
の
労
働
力
人
口

を
算
出
す
る
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
方
法
を
用

い
た
。
２
０
０
５
年
に
「
20
〜
24
歳
」
の
区
分

に
い
た
人
た
ち
が
２
０
１
０
年
に
は
「
25
〜
29

歳
」
に
移
る
。
そ
の
増
減
率
が
２
０
１
５
年
に

も
類
推
適
用
さ
れ
る
と
仮
定
し
、
２
０
１
０
年

の
各
年
齢
層
の
労
働
力
人
口
に
そ
の
増
減
率
を

か
け
て
２
０
１
５
年
の
値
を
推
計
し
た
。
そ
の

増
減
率
が
２
０
２
０
年
に
か
け
て
も
変
わ
ら
な

い
と
仮
定
し
、
同
じ
数
字
を
２
０
１
５
年
の
労

働
力
人
口
に
か
け
合
わ
せ
る
こ
と
で
２
０
２
０

年
の
数
字
を
導
き
出
し
た
の
だ
。
な
お
、
過
去

の
数
字
の
類
推
適
用
が
で
き
な
い
「
15
〜
19

歳
」
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
５
年
と
２
０
２
０

年
の
労
働
力
率
は
２
０
１
０
年
と
同
じ
だ
と
仮

定
し
算
出
し
て
い
る
。

仕
事
を
し
た
い
が
見
つ
か
ら
な
い

「
あ
き
ら
め
層
」が
発
生
す
る

労
働
力
人
口
の
う
ち
、
実
際
に
働
い
て
い
る

人
が
「
就
業
者
」
で
あ
る
。
そ
の
数
を
予
測
す

る
た
め
に
、
４
段
階
の
操
作
を
行
っ
た
。ま
ず
、

前
出
の
経
済
成
長
率
と
、
２
０
０
２
年
か
ら

２
０
０
９
年
の
業
種
別
成
長
率
（
内
閣
府
『
国

民
経
済
計
算
』
に
よ
る
）
を
用
い
、
２
０
１
０

年
か
ら
２
０
２
０
年
の
業
種
別
成
長
率
を
算
出

し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
使
い
業
種
別
の
経
済

規
模
の
推
移
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
が
２
段

階
目
で
あ
る
。
さ
ら
に
業
種
別
の
成
長
弾
性
値

（
一
定
の
経
済
成
長
に
対
し
て
、ど
れ
だ
け
雇
用

が
増
え
る
か
）
を
２
０
０
２
年
か
ら
２
０
０
９

年
の
デ
ー
タ
か
ら
算
出
。
最
後
に
、
そ
の
数
字

に
、
業
種
別
の
経
済
規
模
を
か
け
る
こ
と
で
、

業
種
別
就
業
者
数
の
推
移
を
予
測
し
た
。
男
女

別
、
年
齢
別
で
も
就
業
者
数
を
推
計
し
た
が
、

こ
れ
は
労
働
力
人
口
の
場
合
と
同
じ
だ
。

労
働
力
人
口
と
就
業
者
の
差
が
完
全
失
業
者

で
あ
り
、
労
働
力
人
口
に
対
す
る
そ
の
割
合
が

「
完
全
失
業
率
」
で
あ
る
。こ
こ
で
い
う
「
完
全
」

に
は
、「
仕
事
を
探
す
活
動
を
し
て
い
る
」
と

い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、「
い
く
ら
探
し

て
も
見
つ
か
ら
な
い
か
ら
、
あ
き
ら
め
た
」
と

い
う
人
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

本
誌
で
は
、
こ
の
「
あ
き
ら
め
層
」
も
、
年

齢
層
に
よ
っ
て
は
考
察
の
対
象
と
し
た
。
す
な

わ
ち
、
２
０
０
０
年
か
ら
２
０
１
０
年
に
か
け

て
の
完
全
失
業
者
の
数
の
推
移
を
、
２
０
１
１

年
か
ら
２
０
２
０
年
に
か
け
て
も
延
長
し
、
そ

の
数
を
完
全
失
業
者
の
数
と
比
較
し
て
両
者
の

差
が
大
き
か
っ
た
若
年
層
（「
15
〜
24
歳
」「
25

〜
34
歳
」）
な
ら
び
に
「
65
歳
以
上
」
に
つ
い

て
は
、
そ
の
差
を
「
あ
き
ら
め
層
」
と
名
づ
け

た
。
こ
れ
は
「
非
労
働
力
人
口
」
に
含
ま
れ
る
。

労
働
意
欲
は
あ
る
も
の
の
、
仕
事
が
見
つ
か
ら

ず
、
職
探
し
や
就
職
を
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
た

人
た
ち
で
あ
る
。

２
０
２
０
年
の
労
働
市
場
を
理
解
す
る
に
は

こ
こ
ま
で
の
知
識
が
あ
れ
ば
万
全
。
い
わ
ば
旅

の
パ
ス
ポ
ー
ト
が
こ
れ
で
あ
る
。
さ
あ

P
A
R
T
１
か
ら
早
速
、
９
年
後
の
未
来
に

ご
案
内
し
よ
う
。

労働市場の全体像

就業者

労働力人口

15歳以上人口

非労働力人口
（あきらめ層を含む）

完全失業者
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２
０
２
０
年
の
労
働
市
場
の
全
体
像
を
、
最

初
に
把
握
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

「
労
働
力
人
口
」「
就
業
者
数
」「
完
全
失
業
率
」

と
い
う
３
つ
の
指
標
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

２
０
１
０
年
か
ら
２
０
２
０
年
に
か
け
て
労

働
力
人
口
は
２
７
５
万
人
減
少
す
る
。
労
働
力

人
口
の
ピ
ー
ク
は
１
９
９
８
年
で
、
６
７
９
３

万
人
だ
っ
た
。

こ
れ
に
輪
を
か
け
て
減
少
す
る
の
が
就
業
者

の
数
で
、
２
０
１
０
年
か
ら
２
０
２
０
年
ま
で

に
３
５
７
万
人
も
減
少
す
る
。
労
働
力
人
口
と

同
様
、
１
９
９
７
年
に
６
５
５
７
万
人
と
最
大

値
を
記
録
し
た
後
、
右
肩
下
が
り
と
な
っ
て
い

る
が
、
２
０
１
０
年
以
降
の
減
少
カ
ー
ブ
は
労

働
力
人
口
よ
り
大
き
く
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
必
然
的
に
、
働
き
た
く
て
も

働
け
な
い
人
が
増
え
る
。
そ
れ
が
「
完
全
失
業

率
」
の
上
昇
と
な
っ
て
表
れ
る
の
だ
。
こ
れ
は

労
働
力
人
口
に
対
す
る
完
全
失
業
者
の
割
合
を

示
す
。

わ
れ
わ
れ
の
予
測
で
は
、
２
０
２
０
年
の
完

全
失
業
率
は
６
・
６
％
と
な
る
。
こ
れ
は
統
計

「
人
不
足
」で
は
な
く

「
人
あ
ま
り
」が
大
問
題
と
な
る

Section 1　

働
く
人
が
減
る

が
始
ま
っ
て
以
来
、
過
去
最
高
と
な
っ
た
２
０

０
２
年
の
５
・
４
％
を
大
き
く
超
え
、
２
％
台

で
推
移
し
て
い
た
１
９
８
０
年
代
か
ら
比
べ
る

と
極
め
て
深
刻
な
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ

の
９
・
６
％
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
イ
ギ
リ

ス
７
・
８
％
、
ド
イ
ツ
７
・
１
％
と
い
っ
た
欧

州
の
レ
ベ
ル
に
日
本
が
よ
り
近
づ
く
、
と
い
う

こ
と
だ
（
い
ず
れ
も
２
０
１
０
年
の
数
字
）。

し
か
も
、
こ
の
完
全
失
業
率
は
「
労
使
間
の

ミ
ス
マ
ッ
チ
が
な
い
」
と
い
う
前
提
で
計
算
し

た
も
の
だ
。
つ
ま
り
、
企
業
が
必
要
と
す
る
労

働
力
（
２
０
２
０
年
で
あ
れ
ば
５
９
０
０
万

人
）
が
す
べ
て
充
足
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
わ
け
だ
が
、
実
際
は
仕
事
内
容
や
処
遇

で
の
折
り
合
い
が
つ
か
ず
、
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
必

ず
発
生
す
る
。
そ
の
要
素
を
織
り
込
む
と
失
業

率
は
さ
ら
に
高
く
な
る
。

さ
ら
に
い
う
と
、
就
業
者
の
中
に
は
外
国
人

労
働
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
各
国
と
の
自
由
貿

易
協
定
の
締
結
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
営
の
進
展

に
よ
り
、
外
国
人
労
働
者
の
数
が
、
今
後
さ
ら

に
増
え
る
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
日
本
人
に
限
定
し
た
失
業
率
は
さ
ら
に
高

く
な
り
、
人
あ
ま
り
状
況
は
さ
ら
に
悪
化
す
る

可
能
性
が
あ
る
。

１
９
９
０
年
代
の
前
半
に
は
、「
今
後
の
人

口
減
少
が
労
働
力
不
足
を
生
む
か
ら
、
外
国
人

労
働
者
を
い
か
に
日
本
に
呼
び
込
む
か
が
大
切

だ
」、
と
い
う
論
調
が
マ
ス
コ
ミ
を
よ
く
に
ぎ

わ
せ
て
い
た
。
最
近
も
移
民
の
推
進
と
い
う
形

で
同
じ
よ
う
な
議
論
が
続
い
て
い
る
が
、
見
て

き
た
よ
う
に
、
そ
う
単
純
な
話
で
も
な
さ
そ
う

だ
。
２
０
２
０
年
の
労
働
市
場
は
、
マ
ク
ロ
で

い
え
ば
、
人
あ
ま
り
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。

6.6%
6,315

万人 ％

年1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

労働力人口

就業者

完全失業率（右軸）

7,000

6,800

6,600

6,400

6,200

6,000

5,800

5,600

5,400

5,200 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

6,384

6,666
6,766

6,650 6,590
6,490

6,249

6,446
6,356 6,257

6,103

6,457

2.1%

3.2%

4.7% 4.4%

6.0%
5.1%

労働力人口と就業者数、および完全失業率の推移1-1

5,900

完全失業率が
　欧州並みの
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完全失業率（右軸）

7.1%
男性の完全失業率は
7.1％、女性は5.9％に

20101990 2000 20051995

女性

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
年

％

年

注：点線は労働力人口に「あきらめ層」を加えた数値

5.9%
2000 2005 2010 2015 2020

4.6%

3,000
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2,800

2,700

2,600

2,500

2,400

2,300

2,200

2,100

2,000 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2,629
2,633

2,750

2,642

2,753
2,768

2,628

4.5% 4.2%
5.2%

2,639

2,856

2,793

2,814

2,785

労働力人口

就業者

万人 ％

％

年

年2000 2005 2010 2015 2020

労働力人口

就業者

完全失業率（右軸）

5.4%

4,000

3,800

3,600

3,400

3,200

3,000 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3,817

3,723
3,615 3,464

4,014 3,901
3,822 3,755

3,705

4.9% 4.6%
6.5%

万人

3,522

3,272

3,677

男女別労働力人口と
就業者数、完全失業率

1-2完全失業率の推移1-3

男性

女性

男性

男
性
が
仕
事
に
就
け
ず
、

失
業
率
を
押
し
上
げ
る

Section 1　

働
く
人
が
減
る

で
は
、
人
あ
ま
り
の
状
態
を
男
女
別
に
見
て

み
よ
う
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
男
性
に
そ
の
傾

向
が
よ
り
顕
著
と
な
る
。

男
性
の
労
働
力
人
口
は
２
０
１
０
年
か
ら
２

０
２
０
年
に
か
け
て
、
３
０
０
万
人
減
少
し
３

５
２
２
万
人
と
な
る
。
こ
の
数
字
は
、
現
在
の

ト
レ
ン
ド
を
延
長
し
た
場
合
の
３
６
７
７
万
人

（
２
０
１
０
年
比
で
マ
イ
ナ
ス
１
４
５
万
人
）

と
比
べ
、
１
５
５
万
人
少
な
い
数
字
だ
。
こ
の

数
字
の
根
拠
は
、「
い
く
ら
就
職
活
動
を
続
け

て
も
希
望
す
る
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
働

く
意
欲
を
な
く
し
て
し
ま
う
人
」
の
増
加
に
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
「
あ
き
ら
め
層
」
と

呼
び
、
そ
の
数
を
１
５
５
万
人
と
予
測
し
た

（
予
測
方
法
に
つ
い
て
は
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
４
の
iii

ペ
ー
ジ
参
照
の
こ
と
）。

そ
の
結
果
、
男
性
の
就
業
者
数
が
３
４
３
万

人
減
少
す
る
の
で
、
失
業
率
は
２
０
１
０
年
の

５
・
４
％
か
ら
７
・
１
％
ま
で
大
幅
に
上
昇
す

る
見
込
み
で
あ
る
。

一
方
、
女
性
の
場
合
、
男
性
と
は
対
照
的
に
、

労
働
力
人
口
、
就
業
者
数
と
も
に
あ
ま
り
変
わ

ら
な
い
。
労
働
力
人
口
は
２
０
１
０
年
か
ら
２

０
２
０
年
に
か
け
、
25
万
人
増
加
す
る
。
就
業

者
数
は
、
14
万
人
と
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
減
少

す
る
。
そ
の
結
果
、
女
性
の
失
業
率
は
２
０
１

０
年
の
４
・
６
％
か
ら
５
・
９
％
に
上
昇
す
る
。

２
０
２
０
年
に
か
け
て
、
男
性
の
労
働
力
人

口
、
就
業
者
数
と
も
に
女
性
に
比
べ
大
き
く
減

少
す
る
の
で
、
男
女
の
失
業
率
の
差
は
ま
す
ま

す
開
い
て
い
く
だ
ろ
う
。

図
表
１
│

３
で
、
過
去
の
完
全
失
業
率
の
推

移
を
見
る
と
、
１
９
９
０
年
代
前
半
ま
で
は
、

男
女
の
失
業
率
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
女
性
の

失
業
率
が
男
性
よ
り
も
高
か
っ
た
時
期
も
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
男
女
の
失
業
率
の
差
が
開
い
て

く
る
。２
０
１
０
年
は
男
性
５・
４
％
、
女
性
４・

６
％
と
０
・
８
ポ
イ
ン
ト
の
差
で
あ
っ
た
が
、

２
０
２
０
年
に
は
男
性
７
・
１
％
、
女
性
５
・

９
％
と
、
そ
の
差
１
・
２
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
、

男
女
差
が
拡
大
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。

10PART 1　トレンドから予測する2020年の労働市場11



団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
が
中
年
に
な
っ
た
ら
…
…

Section 2　

年
齢
構
成
が
変
わ
る

働
く
人
の
数
以
上
に
大
き
く
変
動
す
る
の

が
、
働
く
人
の
年
齢
構
成
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

年
齢
別
に
労
働
力
人
口
と
就
業
者
数
の
推
移
を

見
る
（
図
表
１
│

４
）。

年
齢
に
つ
い
て
は
、「
15
〜
24
歳
」「
25
〜
34

歳
」「
35
〜
44
歳
」「
45
〜
54
歳
」「
55
〜
64
歳
」

「
65
歳
以
上
」
と
い
う
区
分
を
設
け
た
。

こ
う
し
た
世
代
別
の
議
論
に
な
る
と
必
ず
登

場
す
る
の
が
１
９
４
７
〜
49
年
生
ま
れ
の
団
塊

世
代
で
あ
り
、
２
０
１
０
年
は
「
55
〜
64
歳
」、

２
０
２
０
年
は
「
65
歳
以
上
」
に
該
当
す
る
。

そ
の
子
ど
も
に
あ
た
る
１
９
７
１
〜
74
年
生
ま

れ
の
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
は
、
２
０
１
０
年
は

「
35
〜
44
歳
」、
２
０
２
０
年
は
「
45
〜
54
歳
」

に
含
ま
れ
て
い
る
。

団
塊
世
代
は
６
５
７
万
人
、
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア

は
７
８
０
万
人
（
総
務
省
統
計
局
「
国
勢
調
査
」

２
０
１
０
年
抽
出
詳
細
集
計
よ
り
）
と
、
非
常

に
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き
い
。
こ
の
２
つ
の
世
代

が
、
い
つ
、
ど
の
年
齢
区
分
に
属
し
て
い
る
か

に
よ
っ
て
、
労
働
力
人
口
（
な
ら
び
に
就
業
者

数
）
の
年
齢
構
成
が
大
き
く
変
わ
る
。

各
年
齢
区
分
で
労
働
力
人
口
と
就
業
者
数
の

推
移
は
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
示
す
た
め
、
労
働

力
人
口
の
推
移
に
絞
っ
て
見
て
い
き
た
い
。

労
働
力
人
口
は
、
以
前
か
ら
続
く
少
子
化
の

影
響
を
受
け
、
若
年
層
が
大
幅
に
減
少
す
る
。

「
15
〜
24
歳
」
は
２
０
０
０
年
か
ら
一
貫
し
て

減
少
傾
向
が
続
い
て
い
る
が
、
２
０
０
０
年
か

ら
２
０
１
０
年
ま
で
の
減
少
と
比
べ
る
と
、
２

０
１
０
年
か
ら
２
０
２
０
年
に
か
け
て
の
減
少

幅
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。「
25
〜
34
歳
」
も

減
少
傾
向
が
顕
著
で
、
２
０
０
０
年
か
ら
２
０

２
０
年
ま
で
の
20
年
間
で
４
４
８
万
人
減
少
す

る
。一

方
、「
35
〜
44
歳
」
と
「
55
〜
64
歳
」
は

若
年
層
と
は
少
し
異
な
り
２
０
１
０
年
ま
で
増

加
傾
向
に
あ
る
。「
35
〜
44
歳
」
の
労
働
力
人

口
は
２
０
０
０
年
の
１
２
９
６
万
人
か
ら
２
０

１
０
年
に
は
１
５
２
１
万
人
と
、
２
２
５
万
人

増
加
し
て
い
る
。
２
０
１
０
年
に
お
い
て
、
団

塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
が
こ
の
年
齢
区
分
に
含
ま
れ

て
い
た
こ
と
が
大
き
い
。
そ
の
後
、
２
０
１
５

年
に
１
５
１
２
万
人
と
横
ば
い
を
続
け
た
後
、

２
０
２
０
年
に
は
１
３
５
９
万
人
と
な
り
、
２

０
１
０
年
に
比
べ
て
１
６
２
万
人
減
少
す
る
。

ま
た
、「
55
〜
64
歳
」
の
労
働
力
人
口
も
２
０

１
０
年
ま
で
増
加
し
、
そ
の
後
減
少
傾
向
に
転

じ
て
い
る
。
労
働
力
人
口
が
２
０
１
０
年
に

ピ
ー
ク
を
迎
え
た
の
は
、
団
塊
世
代
が
そ
こ
に

属
し
て
い
た
か
ら
だ
。

他
と
比
べ
て
、
右
肩
上
が
り
と
い
う
対
照
的

な
動
き
を
見
せ
て
い
る
の
が
「
45
〜
54
歳
」
と

「
65
歳
以
上
」
で
あ
る
。「
45
〜
54
歳
」
の
労
働

力
人
口
は
、
２
０
０
０
年
の
１
６
１
７
万
人
か

ら
２
０
１
０
年
に
１
３
３
３
万
人
へ
と
減
少
し

525 502
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2000 2005 20152010 2020
300

400

500

600

700

800

900

761
634

554
509

495
692

581
502 465 458

万人

年

35-

44
歳

労働力人口

就業者

2000 2005 20152010 2020

1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

1,452

1,253

1,512

1,296

1,521

1,359
1,291

1,430
1,377

1,324

万人

年

829 
2020

万人

年

労働力人口 就業者

2000 2005 20152010 2020

900

800

700

600

500

400
482

647

570493

709

494

584
771

504

733

678

注：点線は労働力人口に「あきらめ層」を加えた数値

65
歳
以
上

1,280

労働力人口

就業者

45-

54
歳

2000 2005 20152010 2020

1,700

1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

1,564 1,426 1,446
1,333

1,392

1,617

1,3251,350

万人

年

25-

34
歳

労働力人口

就業者

2000 2005 20152010 2020

1,550

1,450

1,350

1,250

1,150

1,050

950

1,3201,418

1,239
1,097 996

1,423 
1,194

1,120

1,060

1,508 1,503 

1,171 

万人

年

あきらめ層
7万人

あきらめ層
60万人

あきらめ層
151万人

年齢区分別労働力人口と就業者数の推移1-4

12PART 1　トレンドから予測する2020年の労働市場13



た
後
、
２
０
２
０
年
に
は
１
５
８
２
万
人
ま
で

上
昇
す
る
。
な
ぜ
こ
う
し
た
増
減
を
描
く
か
と

い
う
と
、
２
０
０
０
年
に
は
団
塊
世
代
が
、
２

０
２
０
年
に
は
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
が
、
こ
の

年
齢
区
分
に
属
す
る
た
め
で
あ
る
。

「
65
歳
以
上
」
は
、
２
０
０
０
年
４
９
３
万
人

か
ら
２
０
１
０
年
５
８
４
万
人
と
、
約
90
万
人

増
加
し
た
後
、
２
０
１
５
年
に
は
７
３
３
万
人

と
、
さ
ら
に
約
１
５
０
万
人
増
加
す
る
。
２
０

１
５
年
の
時
点
で
団
塊
世
代
が
こ
の
年
齢
区
分

に
含
ま
れ
る
こ
と
が
原
因
だ
。
こ
こ
を
ピ
ー
ク

に
し
て
、
２
０
２
０
年
に
は
そ
の
数
は
６
７
８

万
人
に
ま
で
減
少
す
る
。
こ
の
時
点
で
、
団
塊

世
代
が
71
歳
か
ら
73
歳
に
な
り
、
第
一
線
か
ら

引
退
す
る
人
が
増
え
る
か
ら
だ
。

若
年
層
と
65
歳
以
上
の
高
齢
者
に
お
い
て
、

今
後
、
あ
き
ら
め
層
が
出
現
す
る
。
い
ず
れ
も

２
０
２
０
年
に
「
15
〜
24
歳
」
で
７
万
人
、

「
25
〜
34
歳
」
で
60
万
人
、「
65
歳
以
上
」
で
１

５
1
万
人
と
い
う
、
少
な
く
な
い
数
の
あ
き
ら

め
層
の
出
現
が
予
想
さ
れ
る
。

若
年
の
あ
き
ら
め
層
が
増
え
る
と
な
る
と
、

２
０
０
０
年
代
に
話
題
に
な
っ
た
ニ
ー
ト

（N
EET

=N
ot in Education, Em

ploym
ent 

or T
raining

）
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。

つ
ま
り
、
学
校
に
も
行
き
た
く
な
い
し
、
積
極

的
に
働
き
た
く
も
な
い
、
希
望
す
る
仕
事
が
な

い
た
め
に
職
探
し
を
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
大
人

未
満
の
未
熟
な
若
者
が
増
え
る
可
能
性
を
秘
め

て
い
る
。

一
方
、
65
歳
以
上
の
あ
き
ら
め
層
に
つ
い
て

は
、
働
き
た
く
て
も
、
希
望
す
る
給
与
に
見
合

う
仕
事
が
見
つ
か
ら
な
い
人
、
健
康
を
害
し
て

働
け
な
い
人
が
多
数
出
て
く
る
か
ら
だ
、
と
予

想
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
年
齢
区
分
ご
と
の
労
働
力
人
口
の

推
移
に
よ
り
、
労
働
力
人
口
全
体
の
年
齢
構
成

は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
図
表
１

│

５
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
２
０
２
０
年
の

労
働
力
人
口
の
年
齢
構
成
を
見
る
と
、
45
〜
54

歳
が
25
・
１
％
と
、
実
に
４
人
に
１
人
と
い
う

割
合
に
達
す
る
。「
65
歳
以
上
」
の
比
率
も
高

ま
り
、
２
０
０
０
年
の
７
・
３
％
か
ら
10
・
７
％

ま
で
上
昇
す
る
。
逆
に
大
き
く
減
る
の
が
「
25

〜
34
歳
」
で
、
２
０
１
０
年
の
20
・
０
％
か
ら

２
０
２
０
年
は
16
・
８
％
ま
で
減
少
す
る
。

第
一
線
で
活
躍
す
る
現
場
部
隊
の
力
が
弱
ま

る
、
本
来
な
ら
ば
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
当
す
べ

き
ミ
ド
ル
の
数
が
増
え
す
ぎ
て
企
業
が
頭
を
悩

ま
せ
る
、
70
歳
定
年
制
が
論
議
さ
れ
る
…
…
そ

ん
な
未
来
像
が
描
け
る
。

％

歳

15-24 35-44 55-6445-54 65以上

2020年45～54歳労働力人口構成比

25-34

2000年
2010年
2020年

10.7%

0

5

10

15

20

25

30

11.2%

8.4%

7.8%

22.3%

20.0%

16.8%

19.2% 21.5%

23.1%

25.1%
23.9%

20.2%

16.1%
19.4%

18.1%

7.3%

8.9% 

労働力人口の年齢構成1-5

働く人の
４人に１人が
「45～54歳」
という時代

樋口美雄（ひぐち・よしお）氏
慶應義塾大学商学部教授

慶應義塾大学商学部卒業。同大学院商学研究
科博士課程修了、商学博士。スタンフォード大学
客員研究員などを経て、現職。専門は労働経済学、
計量経済学。著書に『日本経済と就業行動』（東
洋経済新報社）、『雇用と失業の経済学』（日本
経済新聞社）などがある。

ノベーション・環境、医療・介護などで
すが、これらだけで国力を真に高められ
るかは大いに疑問です。海外からお金を
稼いでくる動脈的産業も、バランスよ
く、真剣に育成しない限り、国の豊かさ
は維持できないでしょう。
産業構造の変化を見ると、製造業や建

設業という男性比率の高い産業では雇用
を減らし、医療・介護という女性比率の
高い産業では雇用を増やしています。日
本は性別の役割分担が強い社会です。こ
れまでは産業構造とみごとにマッチして
いたといえますが、今後は違います。性
別役割分担を見直さざるをえないでしょ
うし、片稼ぎ世帯を念頭に置いた税・社
会保障制度の見直し、高齢者雇用の促進
も急務です。人口の減少や高齢化による
労働力減少を抑制しながら、同時に経済
を活性化させ労働需要を高めるために
は、あらゆる制度や政策を総合的に再検
討することが必要です。

2020年の労働市場を予測する際に
は、実現がほぼ確実な要素と、不確

実な要素に分けて考えるべきです。
前者の要素は人口と年齢構成です。働
く世代に該当する15歳から70歳の人た
ちの数が減少するのは間違いありませ
ん。一方、後者の要素として考えられる
のは、人口構造の変化に伴い、市場がど
うなるか、ということです。これまでは
「高齢化が進展すると人手不足になる」
といわれてきました。「高齢者が引退す
ると労働力人口は減少するが、彼らは消
費を維持するから、需要の減少は小さ
い。その結果、労働力だけが減少し人手
不足に陥る」というシナリオでしたが、
実現の雲行きが怪しくなってきました。
現役世代に比べ、高齢者層の消費力に
それほど期待ができないのと、給与が低
下し、現役世代の所得が減少した場合、
家計消費が減退し内需が減少してしまう
からです。労働の需給双方が減退してし

まう「縮小均衡」というシナリオも念頭
に置かなければなりません。
労働需要の減少を食い止めるには、付

加価値生産性を向上させる施策が必要に
なります。技術開発や人材の育成活用、
働き方の改革を通じて生産性を高め、雇
用の維持を図る一方、所得の低下を回避
していかなければなりません。
また新製品、新サービスを開発し、競

争力を高めるとともに、開業率を高める
ことで新たな雇用機会をつくり出してい
く国家戦略が必須になります。グローバ
ル経済のもとでは、政府は国際分業のメ
リットを活用すると同時に、海外の企業
と対等に競争できる市場環境を整備して
いく必要があります。
当面は復興需要で景気も回復します

が、需要が一段落した後の国内産業の育
成も非常に重要な課題です。政府の「新
成長戦略」（31ページ参照）は、産業振
興についても触れています。グリーンイ

労働経済学者の〝遠眼鏡

縮小均衡からの脱却が
政策の中心に
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8.6%

4.0%

％

2000 2005 2010 2015 2020

65歳以上

55-64歳

45-54歳

35-44歳

25-34歳

15-24歳

9.4%

6.1%

2.2% 2.0

4.1%

0
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6

7

8

9
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7.4%

9.1%

8.4%
8.7%

6.1%

6.3%
5.7%5.6%

3.2%

2.4%

3.2%

4.5%

3.3%

3.0%

5.5%

3.8%

4.5% 5.4% 5.0%

6.9%

5.5%
5.0%

7.1%

年

年齢区分別完全失業率の推移1-6

「45～5 4歳」の失業率
若
年
層
の
失
業
率
は
低
下
、

中
高
年
は
逆
に
上
昇

Section 2　

年
齢
構
成
が
変
わ
る

こ
こ
で
は
年
齢
区
分
ご
と
の
労
働
力
人
口
と

就
業
者
数
を
も
と
に
完
全
失
業
率
を
見
て
み
よ

う
。「
15
〜
24
歳
」
の
失
業
率
は
、
２
０
０
０

年
が
９
・
１
％
、
２
０
１
０
年
が
９
・
４
％
と
、

他
の
年
齢
区
分
に
比
べ
高
い
水
準
を
維
持
し
て

き
た
が
、
２
０
１
５
年
に
は
８
・
７
％
、
２
０

２
０
年
に
は
７
・
４
％
と
徐
々
に
低
下
す
る
見

込
み
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
前
に

見
て
き
た
よ
う
に
、
労
働
力
人
口
に
占
め
る
若

年
層
の
比
率
が
低
下
す
る
こ
と
だ
。
そ
れ
に

よ
っ
て
若
年
層
が
希
少
に
な
る
た
め
、
企
業
側

も
若
年
者
の
雇
用
を
減
ら
す
の
を
思
い
と
ど
ま

る
と
考
え
ら
れ
る
。
社
員
の
年
齢
構
成
に
ゆ
が

み
が
生
じ
な
い
よ
う
、
常
に
一
定
数
を
確
保
し

よ
う
と
す
る
か
ら
だ
。
そ
う
い
う
力
学
が
働
く

と
す
れ
ば
若
年
層
の
失
業
率
は
さ
ら
に
下
が
る

だ
ろ
う
。

こ
の
若
年
失
業
率
の
低
下
と
、
先
述
し
た
、

多
数
の
あ
き
ら
め
層
の
出
現
は
、
一
見
矛
盾
し

た
話
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
働
く
姿
勢

に
欠
け
た
、
大
人
未
満
の
未
熟
な
若
者
が
一
定

数
、
存
在
し
、
失
業
者
で
は
な
く
、
あ
き
ら
め

層
に
な
る
と
仮
定
す
る
と
矛
盾
は
解
消
す
る
の

で
は
な
い
か
。

最
も
大
き
な
変
化
が
起
こ
る
の
が
「
45
〜
54

歳
」
の
失
業
率
で
あ
る
。
２
０
０
０
年
は
３
・

３
％
、
２
０
１
０
年
は
４
・
０
％
と
推
移
し
て

き
た
が
、
２
０
１
５
年
に
７
・
１
％
、
２
０
２

０
年
に
は
８
・
６
％
と
、
大
幅
な
上
昇
が
予
想

さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
若
年
層
と
は
逆
の
理
屈
が

働
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
年
齢
区
分
の
比
率
が

高
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
が
薄
れ
る
の

で
あ
る
。
企
業
も
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を

提
供
で
き
な
く
な
り
、
大
幅
な
賃
金
カ
ッ
ト
や

リ
ス
ト
ラ
を
行
う
か
も
し
れ
な
い
。
結
果
、
労

働
市
場
に
流
出
す
る
人
が
増
え
る
も
の
の
、
新

た
な
仕
事
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
、
失
業
率
が
高
ま
る
の
だ
。「
こ
の
層
に
こ

そ
、
あ
き
ら
め
層
が
発
生
す
る
の
で
は
」
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
家
庭
を
も
ち
、
子

ど
も
の
教
育
費
や
ロ
ー
ン
の
支
払
い
に
頭
を
悩

ま
せ
る
世
代
で
も
あ
る
。
簡
単
に
は
あ
き
ら
め

層
に
移
行
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「
65
歳
以
上
」
も
深
刻
だ
。
失
業
率
は
２
０
０

０
年
２
・
２
％
、
２
０
１
０
年
２
・
４
％
と
低

位
だ
っ
た
が
、
２
０
１
５
年
に
は
３
・
２
％
、

２
０
２
０
年
に
は
４
・
５
％
ま
で
高
ま
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。
団
塊
世
代
の
多
く
が
引
き
続

き
労
働
市
場
に
残
る
も
の
の
、
仕
事
探
し
に
苦

労
す
る
か
ら
だ
。
そ
の
う
ち
多
く
が
あ
き
ら
め

層
に
移
行
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
年
齢
構
成
の
変
化
に
伴
い
、「
失

業
率
は
若
年
層
ほ
ど
高
い
」
と
い
う
傾
向
が
薄

れ
、
逆
に
「
中
高
年
が
高
く
な
る
」
と
い
う
流

れ
が
強
く
な
る
。

16PART 1　トレンドから予測する2020年の労働市場17



3,098

万人

2,702

451 367 

1,979

年

2,460
2,991

2,125

2,1702,099

282

1,019 965

326

1,367

1,400

1,550 1,149

1,3501,713

2,824

1,181

20001990 1995 2005 2010 2015 2020

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

252

213 178
229250

246175 177 248 232

1,122

1,104

1,962 製造業・建設業

情報・サービス業

情報・サービス業の内訳と10年間の比較1-8

産業別就業者数の推移1-7

単位：万人

運輸業・情報通信業

学術研究・専門・技術サービス業

宿泊業・飲食サービス業

生活関連サービス業・娯楽業

教育・学習支援業

医療・福祉

その他サービス業

546

198

387

239

288

653

500

2010年 2020年

630

169

378

207

268

863

559

10年間の増減

84

-29

-9

-32

-20

210

59

10年間の増減率

15.4%

-14.6%

-2.3%

-13.4%

-6.9%

32.2%

11.8%

流通業
農林水産業

金融・保険・不動産業

製造業・建設業で
4 00万人の雇用減

万人 万人

情
報
・
サ
ー
ビ
ス
業
従
事
者
が

全
就
業
者
の
半
数
に

Section 3　

産
業
構
造
が
高
度
化
す
る

製
造
業
・
建
設
業
に
お
け
る
就
業
者
数
は
、

１
９
９
５
年
の
２
１
２
５
万
人
を
ピ
ー
ク
と
し

て
減
少
に
転
じ
、
２
０
１
０
年
に
は
１
５
５
０

万
人
と
、
15
年
間
で
５
７
５
万
人
も
減
っ
た
。

特
に
、
日
本
経
済
の
屋
台
骨
と
し
て
、
最
大
の

就
業
者
数
を
擁
し
て
き
た
の
が
製
造
業
だ
が
、

生
産
性
向
上
に
よ
る
雇
用
吸
収
力
の
低
下
や
海

外
へ
の
生
産
拠
点
の
シ
フ
ト
な
ど
が
起
こ
り
、

近
年
は
就
業
者
数
を
減
ら
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
傾
向
は
今
後
も
変
わ
ら
ず
、
そ
の

先
の
10
年
間
で
さ
ら
に
約
４
０
０
万
人
減
少
す

る
。
そ
の
結
果
、
製
造
業
・
建
設
業
従
事
者
が

全
就
業
者
に
占
め
る
割
合
は
、
２
０
０
０
年
の

30
・
７
％
か
ら
２
０
２
０
年
の
19
・
５
％
と
、

20
年
間
で
10
ポ
イ
ン
ト
以
上
も
減
少
す
る
。

逆
に
、
大
幅
に
増
え
る
の
が
情
報
・
サ
ー
ビ

ス
業
で
あ
る
。
２
０
０
０
年
か
ら
２
０
１
０
年

に
か
け
て
も
３
６
４
万
人
も
数
を
増
や
し
た

が
、
２
０
２
０
年
に
は
３
０
９
８
万
人
と
な

り
、
今
後
の
10
年
間
で
も
約
２
７
０
万
人
を
吸

収
す
る
見
込
み
だ
。
そ
の
結
果
、
情
報
・
サ
ー

ビ
ス
業
従
事
者
が
全
就
業
者
に
占
め
る
割
合

は
、
２
０
０
０
年
の
38
・
２
％
か
ら
２
０
２
０

年
の
52
・
５
％
と
、
10
ポ
イ
ン
ト
以
上
増
え
る
。

と
こ
ろ
で
情
報
・
サ
ー
ビ
ス
業
と
い
っ
て
も
、

そ
の
中
身
は
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
こ
で
、
内
訳

を
詳
し
く
調
べ
、
２
０
１
０
年
と
２
０
２
０
年

に
お
け
る
就
業
者
数
を
比
較
し
た
の
が
図
表
１

│

８
で
あ
る
。
顕
著
な
特
徴
が
表
れ
て
い
る
の

が
医
療
・
福
祉
分
野
で
あ
り
、
６
５
３
万
人
か

ら
８
６
３
万
人
へ
と
、
10
年
間
で
２
１
０
万
人

も
増
加
す
る
。
日
本
の
高
齢
化
は
ま
す
ま
す
進

み
、
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
需
要
が

右
肩
上
が
り
に
拡
大
す
る
た
め
、
こ
の
分
野
の

雇
用
吸
収
力
は
極
め
て
強
い
状
態
が
続
く
。

医
療
・
福
祉
分
野
に
次
い
で
、
大
き
な
伸
び

が
予
想
さ
れ
る
の
が
運
輸
業
・
情
報
通
信
業
で

あ
る
。
現
在
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
話
題
と

な
っ
て
い
る
が
、
次
世
代
型
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
の
開
発
や
、
Ｉ
Ｔ
の
高
度
化
に

よ
る
新
た
な
市
場
の
開
発
が
見
込
ま
れ
る
た

め
、
特
に
情
報
通
信
業
の
雇
用
吸
収
力
が
強
ま

る
余
地
が
あ
る
。一
方
で
、
宿
泊
業
・
飲
食
サ
ー

ビ
ス
業
、
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
・
娯
楽
業
、

教
育
・
学
習
支
援
業
は
就
業
者
数
を
減
ら
す
。

人
口
減
少
や
少
子
化
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。

図
表
１
│

７
に
戻
る
と
、
緩
や
か
に
就
業
者

が
減
少
し
て
い
く
の
が
流
通
業
と
農
林
水
産

業
、
そ
れ
に
金
融
・
保
険
・
不
動
産
業
だ
。
そ

れ
ぞ
れ
10
年
間
で
１
３
９
万
人
、
77
万
人
、
17

万
人
減
少
す
る
。

ま
と
め
る
と
、
２
０
２
０
年
に
か
け
て
は

サ
ー
ビ
ス
業
が
就
業
者
数
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と

で
、
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
が
よ
り
進
む
一
方
、
就

業
者
数
と
い
う
点
か
ら
見
た
製
造
業
の
地
位
低

下
が
さ
ら
に
顕
著
に
な
っ
て
い
く
。
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560 471
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261

567

450

563
製造業・建設業

318農林水産業

金融・保険・不動産業

384

流通業

男女・産業別就業者数の推移1-9 888

医療・福祉分野に
おける就業者の
数が増える

万人万人

万人万人

女性

男性

男
性
が
多
い
製
造
業
は
雇
用
が
減
り
、

女
性
が
多
い
サ
ー
ビ
ス
業
は
雇
用
が
増
え
る

Section 3　

産
業
構
造
が
高
度
化
す
る

産
業
別
、
男
女
別
に
就
業
者
数
の
推
移
を
見

て
み
よ
う
。
ま
ず
は
男
性
で
あ
る
。
男
性
の
製

造
業
・
建
設
業
従
事
者
は
、
２
０
０
０
年
の
１

４
２
０
万
人
か
ら
、
２
０
２
０
年
の
８
８
８
万

人
ま
で
、
５
３
２
万
人
も
減
少
す
る
。
２
０
１

０
年
か
ら
２
０
２
０
年
に
か
け
、
製
造
業
・
建

設
業
全
体
で
４
０
１
万
人
の
就
業
者
が
減
る

が
、
そ
の
70
％
に
あ
た
る
２
７
８
万
人
は
男
性

の
就
業
者
が
減
る
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
。

対
照
的
に
就
業
者
数
を
増
や
す
の
が
情
報
・

サ
ー
ビ
ス
業
だ
が
、
そ
の
伸
び
も
急
激
と
は
い

え
な
い
。
２
０
０
０
年
か
ら
２
０
１
０
年
ま
で

の
10
年
間
で
約
１
３
０
万
人
増
や
し
た
が
、
２

０
２
０
年
に
は
１
４
５
６
万
人
と
、
今
後
10
年

間
で
30
万
人
し
か
増
え
な
い
見
込
み
だ
。

次
に
女
性
だ
が
、
何
と
い
っ
て
も
目
立
つ
の

が
情
報
・
サ
ー
ビ
ス
業
の
急
伸
で
あ
る
。
２
０

１
０
年
か
ら
の
10
年
間
で
、
２
０
０
万
人
以

上
、
就
業
者
を
増
や
す
。
一
方
、
製
造
業
・
建

設
業
に
関
し
て
は
、
女
性
の
場
合
も
減
少
し
、

２
０
１
０
年
か
ら
２
０
２
０
年
ま
で
の
10
年
間

で
、
１
２
０
万
人
ほ
ど
数
を
減
ら
す
。

総
体
的
に
は
、
製
造
業
や
建
設
業
と
い
っ
た

男
性
比
率
の
高
い
産
業
で
は
雇
用
が
減
り
、

サ
ー
ビ
ス
業
を
中
心
と
し
た
女
性
比
率
の
高
い

産
業
で
は
雇
用
が
増
え
る
。
前
述
し
た
失
業
率

の
問
題
と
同
様
、
今
後
は
男
性
の
雇
用
機
会
を

い
か
に
確
保
す
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
る
。

各
産
業
の
男
女
比
率
を
見
る
と
、
製
造
業
・

建
設
業
の
場
合
、
２
０
１
０
年
の
時
点
で
就
業

者
の
75
・
２
％
が
男
性
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

従
業
員
の
４
人
に
３
人
が
男
性
と
い
う
、
ま
さ

に
「
男
産
業
」
で
あ
る
。
２
０
１
０
年
に
お
け

る
他
産
業
の
男
性
比
率
は
農
林
水
産
業
が
59
・

５
％
、
流
通
業
が
49
・
０
％
、
金
融
・
保
険
・

不
動
産
業
が
52
・
８
％
と
、
ほ
ぼ
半
数
で
あ
り
、

製
造
業
・
建
設
業
に
お
け
る
男
性
の
多
さ
は
際

立
っ
て
い
る
。
２
０
２
０
年
に
か
け
て
、
製
造

業
・
建
設
業
の
就
業
者
数
は
さ
ら
に
減
る
と
と

も
に
、
男
性
比
率
は
わ
ず
か
に
上
昇
し
、
２
０

２
０
年
に
77
・
２
％
と
な
る
。

情
報
・
サ
ー
ビ
ス
業
は
２
０
１
０
年
の
男
性

比
率
が
50
・
５
％
だ
か
ら
、
働
く
人
は
男
女

半
々
と
い
う
産
業
で
あ
る
。
２
０
２
０
年
に
は

男
性
比
率
が
47
・
０
％
ま
で
、
わ
ず
か
に
低
下

す
る
。
情
報
・
サ
ー
ビ
ス
業
の
中
で
、
就
業
者

数
を
大
き
く
増
や
す
の
が
医
療
・
福
祉
分
野
だ

が
、
２
０
１
０
年
の
男
女
別
就
業
者
数
を
調
べ

る
と
、
男
性
１
５
８
万
人
、
女
性
４
９
５
万
人

と
な
っ
た
。
男
女
比
は
ほ
ぼ
１
対
３
で
あ
り
、

女
性
の
比
率
が
か
な
り
高
い
。

産
業
構
造
の
変
化
は
男
性
に
よ
り
大
き
な
犠

牲
を
強
い
る
よ
う
だ
。
男
性
の
多
い
産
業
で
は

雇
用
が
減
り
、
女
性
の
多
い
産
業
で
は
雇
用
が

増
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
男
性
受

難
の
時
代
と
な
る
だ
ろ
う
。
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万人 労務作業、運輸通信職

職種別就業者数の推移1-10 1,508 専
門
職
・
技
術
職
、サ
ー
ビ
ス
職
が
増
加
、

労
務
職
は
減
少

Section 3　

産
業
構
造
が
高
度
化
す
る

産
業
構
造
が
変
わ
れ
ば
職
種
構
造
も
変
わ

る
。
２
０
２
０
年
に
か
け
て
、
専
門
職
・
技
術

職
、
さ
ら
に
サ
ー
ビ
ス
職
は
引
き
続
き
増
加
す

る
。
専
門
職
・
技
術
職
は
１
９
９
０
年
か
ら
２

０
１
０
年
ま
で
の
20
年
間
で
約
３
０
０
万
人
増

加
し
た
。
２
０
１
０
年
代
も
緩
や
か
で
は
あ
る

が
、
引
き
続
き
数
を
増
や
し
、
２
０
２
０
年
に

は
１
０
２
９
万
人
ま
で
達
す
る
だ
ろ
う
。

サ
ー
ビ
ス
職
も
１
９
９
０
年
か
ら
２
０
１
０

年
ま
で
に
約
３
０
０
万
人
増
加
し
た
が
、
そ
の

後
も
同
様
の
動
き
を
た
ど
り
、
２
０
２
０
年
に

は
９
２
２
万
人
と
、
今
後
10
年
間
で
約
１
０
０

万
人
増
加
す
る
。
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
の
進
展
に

伴
い
、
情
報
通
信
技
術
者
を
含
む
専
門
職
・
技

術
職
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
や
、
サ
ー
ビ
ス
職
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
が
今
後
も
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い

く
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。

一
方
、
労
務
作
業
、
運
輸
通
信
職
は
引
き
続

き
減
少
す
る
。
１
９
９
０
年
か
ら
１
９
９
５
年

ま
で
は
数
の
増
減
は
横
ば
い
で
あ
っ
た
が
、
１

９
９
５
年
の
２
２
３
７
万
人
か
ら
２
０
１
０
年

の
１
８
５
１
万
人
と
、
15
年
間
で
約
４
０
０
万

人
も
数
を
減
ら
し
た
。そ
の
後
も
減
少
を
続
け
、

２
０
２
０
年
に
は
１
５
０
８
万
人
と
、
今
後
10

年
間
で
３
０
０
万
人
以
上
も
減
少
す
る
。
こ
れ

は
製
造
業
・
建
設
業
の
人
材
ニ
ー
ズ
が
減
少
し

て
い
る
こ
と
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
。

事
務
・
営
業
職
は
横
ば
い
を
続
け
る
。
２
０

０
０
年
は
２
１
９
６
万
人
、
２
０
１
０
年
は
２

１
４
０
万
人
と
あ
ま
り
変
化
が
な
い
。
２
０
２

０
年
は
２
０
８
７
万
人
と
、
わ
ず
か
で
は
あ
る

が
２
０
１
０
年
よ
り
減
少
す
る
も
の
の
、
20
年

間
で
１
０
０
万
人
ほ
ど
の
減
少
幅
で
あ
り
、
事

務
・
営
業
職
に
対
す
る
人
材
ニ
ー
ズ
は
根
強
い

と
考
え
ら
れ
る
。

管
理
職
は
減
少
傾
向
で
あ
る
。
１
９
９
０
年

か
ら
２
０
１
０
年
ま
で
の
20
年
間
で
78
万
人
減

少
し
て
い
る
。
今
後
も
減
少
を
続
け
、
２
０
２

０
年
１
４
７
万
人
と
な
る
見
込
み
だ
。
こ
こ
で

い
う
管
理
職
は
、
も
っ
ぱ
ら
管
理
的
な
業
務
に

従
事
す
る
人
を
指
す
。
部
下
の
管
理
の
他
に
、

業
績
目
標
も
も
た
さ
れ
た
プ
レ
イ
ン
グ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
を
含
ま
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
一

般
的
な
「
管
理
職
」
と
は
若
干
の
違
い
が
あ
る

こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

管
理
職
の
数
を
男
女
別
に
見
る
と
、
男
性
の

ほ
う
が
大
き
く
減
少
す
る
。
つ
ま
り
、
２
０
０

０
年
の
１
８
６
万
人
か
ら
２
０
１
０
年
は
１
４

４
万
人
ま
で
減
り
、
10
年
間
で
40
万
人
ほ
ど
減

少
し
た
。
２
０
２
０
年
に
は
１
２
７
万
人
と
、

今
後
の
10
年
間
で
、
さ
ら
に
20
万
人
弱
減
少
す

る
見
込
み
で
あ
る
。

一
方
、
女
性
の
管
理
職
は
２
０
０
０
年
19
万

人
、
２
０
１
０
年
17
万
人
と
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ

る
が
、
そ
の
後
わ
ず
か
に
上
昇
し
、
２
０
２
０

年
に
は
20
万
人
に
達
す
る
。

男性

女性

万人

年

2000 2005 2010 2015 2020
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男女別管理職の推移1-11
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万人

管理職の
伸び率でも
女性優位の傾向
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正
社
員
比
率
の
減
少
は
緩
や
か
に

Section 4　

雇
用
の
多
様
化
が
進
む

こ
こ
で
は
雇
用
形
態
に
注
目
し
、
人
々
の
働

き
方
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
を
見

て
い
き
た
い
。

雇
用
の
多
様
化
は
こ
の
20
年
あ
ま
り
で
強

ま
っ
て
き
た
。
産
業
に
よ
っ
て
濃
淡
は
あ
る
も

の
の
、
契
約
社
員
や
派
遣
社
員
、
請
負
な
ど
、

正
社
員
以
外
の
人
た
ち
が
同
じ
職
場
で
働
く
こ

と
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
。
多
様
な
働
き
方
を

希
望
す
る
個
人
と
、
人
件
費
を
削
減
し
た
い
、

業
務
の
繁
閑
に
合
わ
せ
て
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
の
能

力
を
も
っ
た
人
材
を
効
率
的
に
活
用
し
た
い
と

い
う
企
業
の
思
惑
が
合
致
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
従
い
、
雇
用
者
に
占
め
る
正
社
員
比

率
は
ど
ん
ど
ん
下
が
っ
て
い
る
。
１
９
９
０
年

に
初
め
て
８
割
を
割
り
込
ん
で
79
・
８
％
と
な

り
、
２
０
０
０
年
に
は
73
・
９
％
ま
で
落
ち
た
。

２
０
０
５
年
に
は
67
・
４
％
と
、
２
０
０
０
年

か
ら
６
・
５
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。
そ
の
後
の

落
ち
込
み
幅
は
緩
や
か
だ
が
、
２
０
１
０
年
に

は
65
・
６
％
と
、
依
然
と
し
て
低
下
傾
向
が
続

い
て
い
る
。
特
に
２
０
０
０
年
か
ら
２
０
０
５

年
の
変
化
は
大
き
く
、
正
社
員
の
数
は
約
３
０

０
万
人
減
少
す
る
一
方
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
や
契
約
社
員
・
嘱
託
と
い
っ
た
そ
の
他
の
雇

用
形
態
が
約
３
４
０
万
人
増
加
し
て
い
る
。

こ
れ
が
２
０
２
０
年
に
は
ど
う
な
っ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
正
社
員
の
数
は
２
０
１
０
年
の
３

３
５
５
万
人
か
ら
２
０
２
０
年
の
３
１
４
５
万

人
へ
と
、
10
年
間
で
さ
ら
に
２
０
０
万
人
以
上

減
少
す
る
。
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
は
、
横
ば

い
、
派
遣
社
員
、
契
約
社
員
・
嘱
託
は
、
２
０

２
０
年
に
か
け
て
わ
ず
か
に
増
加
す
る
。

最
も
大
き
な
変
動
が
あ
る
の
が
正
社
員
だ

が
、
雇
用
者
に
占
め
る
正
社
員
比
率
の
推
移
を

見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
２
０
１
０
年
の
65
・

６
％
か
ら
２
０
２
０
年
の
63
・
６
％
へ
と
や
や

低
下
す
る
だ
け
だ
。
雇
用
の
非
正
規
化
が
引
き

続
き
進
む
の
は
間
違
い
な
い
が
、
就
業
者
全
体

が
減
少
し
て
い
る
局
面
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
ら

れ
た
よ
う
な
急
激
な
変
化
は
起
こ
ら
な
い
だ
ろ

う
。次

に
同
じ
問
題
を
男
女
別
で
見
て
み
る
。
２

０
０
０
年
か
ら
２
０
０
５
年
に
か
け
て
、
男
女

と
も
に
正
社
員
が
減
少
し
た
。
男
性
は
２
０
０

０
年
か
ら
２
０
０
５
年
の
間
に
約
２
０
０
万

人
、
女
性
は
同
じ
時
期
に
70
万
人
減
少
し
て
い

る
。
男
性
正
社
員
の
減
少
幅
が
女
性
よ
り
も
大

き
い
と
い
う
傾
向
は
、
２
０
１
０
年
以
降
も
続

く
。
す
な
わ
ち
、
男
性
の
正
社
員
数
は
２
０
１

０
年
か
ら
２
０
２
０
年
の
間
に
２
０
０
万
人
弱

減
る
一
方
、
同
じ
時
期
に
お
け
る
女
性
の
正
社

員
数
は
緩
や
か
に
減
少
す
る
。つ
ま
り
、
今
後
、

２
０
２
０
年
ま
で
に
減
少
す
る
正
社
員
は
男
性

の
み
な
の
だ
。
前
で
見
て
き
た
よ
う
に
製
造
業

の
雇
用
吸
収
力
の
減
退
が
原
因
で
あ
る
。

ま
た
、
２
０
１
０
年
か
ら
２
０
２
０
年
に
か

け
て
、
男
性
の
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
は
減
少

す
る
の
に
対
し
て
女
性
は
増
加
し
て
い
る
。
２

０
１
０
年
以
降
の
情
報
・
サ
ー
ビ
ス
業
の
雇
用

吸
収
力
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
２
０
２
０
年
ま
で
男
性
の
情
報
・
サ
ー

ビ
ス
業
の
就
業
者
数
は
ほ
と
ん
ど
横
ば
い
だ

が
、
女
性
就
業
者
数
は
大
き
く
増
加
す
る
。
こ

の
違
い
が
、
今
後
の
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の

増
減
の
違
い
の
背
景
に
あ
る
。

雇
用
者
に
占
め
る
正
社
員
比
率
を
見
て
み
よ

う
。
男
性
は
２
０
１
０
年
の
81
・
１
％
か
ら
２

０
２
０
年
の
79
・
２
％
へ
、
女
性
は
２
０
１
０

年
の
46
・
２
％
か
ら
２
０
２
０
年
の
45
・
４
％

へ
、
い
ず
れ
も
減
少
し
て
い
る
。
男
女
と
も
に

正
社
員
比
率
は
同
様
の
減
少
傾
向
を
示
し
て
い

る
が
、
全
体
の
雇
用
者
数
に
つ
い
て
は
男
性
が

減
少
す
る
一
方
、
女
性
は
増
加
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
男
女
間
の
違
い
が
、
正
社
員
や
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
数
の
増
減
と
い
う
面
で
も

相
当
な
違
い
を
生
む
の
で
あ
る
。
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雇用形態別就業者数の推移1-12

パート・
アルバイトは
横ばい
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男
性
の
若
年
正
社
員
が
大
幅
に
減
少
す
る

Section 4　

雇
用
の
多
様
化
が
進
む

前
の
ペ
ー
ジ
で
「
男
性
正
社
員
が
減
る
」
と

予
測
し
た
が
、
今
度
は
男
性
の
年
齢
別
に
雇
用

形
態
の
変
化
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
特
徴
的
な

の
は
、
若
年
層
の
正
社
員
が
大
き
く
減
少
す
る

こ
と
だ
。「
25
〜
34
歳
」
の
男
性
正
社
員
の
数

は
２
０
０
０
年
に
７
４
１
万
人
だ
っ
た
が
、
２

０
１
０
年
に
は
５
６
６
万
人
と
10
年
間
で
２
０

０
万
人
弱
減
少
し
た
。
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
続

き
、
２
０
２
０
年
に
は
４
１
１
万
人
と
、
今
後

10
年
間
で
約
１
５
０
万
人
が
減
少
す
る
。「
15

〜
24
歳
」
に
お
い
て
も
、
２
０
０
０
年
に
１
９

６
万
人
い
た
男
性
正
社
員
が
２
０
２
０
年
に
は

１
２
３
万
人
ま
で
減
少
す
る
。
今
後
の
減
少
幅

は
縮
小
が
予
想
さ
れ
る
が
、
減
少
傾
向
は
引
き

続
き
変
わ
ら
な
い
。

雇
用
者
に
占
め
る
正
社
員
比
率
を
見
て
も
同

様
の
こ
と
が
い
え
る
。「
25
〜
34
歳
」
に
お
け

る
男
性
正
社
員
比
率
は
、
２
０
０
０
年
が
93
・

６
％
、
２
０
１
０
年
が
86
・
０
％
、
２
０
２
０

年
が
83
・
６
％
と
、
一
貫
し
て
低
下
す
る
。

「
15
〜
24
歳
」
男
性
の
正
社
員
比
率
も
、
２
０

０
０
年
の
61
・
７
％
か
ら
２
０
０
５
年
の
55
・

７
％
と
大
き
く
低
下
し
、
２
０
２
０
年
に
は

56
・
８
％
に
な
る
見
込
み
だ
。

労
働
力
人
口
に
占
め
る
若
年
層
の
比
率
が
減

少
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
値
が
上
が
り

若
年
層
の
失
業
率
が
低
下
す
る
可
能
性
が
あ
る

と
16
ペ
ー
ジ
で
書
い
た
が
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ

を
見
る
と
、
そ
う
楽
観
視
は
で
き
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
つ
ま
り
、
雇
用
は
増
え
る
が
、
多
く

は
非
正
規
と
い
う
状
況
が
起
こ
り
う
る
か
ら

だ
。一

方
、「
35
〜
44
歳
」
お
よ
び
「
45
〜
54
歳
」

に
お
い
て
は
、
正
社
員
比
率
が
あ
ま
り
変
わ
ら

な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ

な
い
。「
55
〜
64
歳
」
と
「
65
歳
以
上
」
で
は
、

60
歳
以
降
に
訪
れ
る
定
年
後
は
非
正
規
社
員
と

し
て
再
雇
用
さ
れ
る
例
が
多
い
た
め
、
正
社
員

比
率
は
低
下
す
る
。

若
年
層
で
引
き
続
き
正
社
員
比
率
が
低
下
す

る
も
の
の
、
総
じ
て
い
え
ば
、
男
性
の
雇
用
形

態
に
は
大
き
な
変
化
は
起
こ
ら
な
い
。

％
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男性の年齢区分別　正社員比率1-13
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男性の年齢区分別　雇用形態の構造1-14

「25～34歳」の
男性正社員が
約150万人減る

26PART 1　トレンドから予測する2020年の労働市場27



％

2000 2005 2010 2015 2020
年0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15-24歳
25-34歳
35-44歳
45-54歳
55-64歳
65歳以上

正
社
員
比
率

57.0%

45.2%

48.9% 50.4%

51.9%

53.7%67.2%

59.4% 58.6% 58.3% 57.9%

28.5%
30.7%30.5%31.0%

40.4% 33.8%
34.3%36.0%

39.0%

46.1%
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女性の年齢区分別　正社員比率1-15 女
性
の
若
年
正
社
員
比
率
が
上
昇
し
、

男
性
に
接
近
す
る

Section 4　

雇
用
の
多
様
化
が
進
む

最
後
は
女
性
の
雇
用
形
態
に
つ
い
て
見
て

い
こ
う
。
男
性
と
比
べ
、
正
社
員
比
率
は
総

じ
て
高
く
な
い
も
の
の
、
特
に
中
高
年
以
上

に
お
け
る
推
移
は
男
性
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な

い
。
む
し
ろ
違
い
が
顕
著
な
の
は
若
年
女
性

で
あ
る
。
男
性
と
異
な
り
、
正
社
員
比
率
が

横
ば
い
か
、
緩
や
か
に
上
昇
し
て
い
る
の
だ
。

逆
に
、
正
社
員
の
数
か
ら
見
る
と
時
間
軸

で
の
変
化
は
あ
ま
り
な
い
。「
15
〜
24
歳
」
の

正
社
員
数
は
、
２
０
０
０
年
の
１
８
２
万
人

か
ら
２
０
１
０
年
の
１
２
５
万
人
へ
と
減
少

す
る
が
、
２
０
２
０
年
に
は
１
２
１
万
人
と
、

２
０
１
０
年
か
ら
の
10
年
間
は
ほ
ぼ
横
ば
い

に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
比
率
が
減
少

し
、
正
社
員
比
率
は
２
０
１
０
年
の
50
・
４
％

か
ら
２
０
２
０
年
の
53
・
７
％
へ
と
緩
や
か

に
上
昇
す
る
。

こ
の
数
字
は
、
同
年
齢
の
男
性
に
お
け
る

２
０
２
０
年
の
正
社
員
比
率
＝
56
・
８
％
と

ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
新
規
学
卒
者
を
含

め
、
若
者
の
就
職
に
お
い
て
、
男
女
で
雇
用

形
態
が
異
な
る
傾
向
は
ま
す
ま
す
弱
く
な
る

だ
ろ
う
。

ま
と
め
れ
ば
、「
男
性
＝
正
社
員
、
女
性
＝

非
正
規
」
と
い
う
図
式
が
や
や
崩
れ
、
男
女

差
は
縮
ま
る
と
い
う
こ
と
だ
。
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女性の年齢区分別　雇用形態の構造1-16

若年層の
正社員比率は
男女ほぼ同じになる
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年齢区分別　女性の労働力率
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1-17

ただし希望もある。
谷の部分にあたる30歳から34歳の労

働力率は2000年の57.1％から71.4％
へ、20年間で14.3ポイントも上昇する。
この勢いでいけば、さらに10年後の
2030年、80％に達することも非現実的
とはいえない。
2030年がＭ字カーブ解消元年となる
ことを祈りたい。

女性の労働力率（労働力人口を人口
で割った値）を年齢ごとに描いたグ

ラフは「Ｍ字カーブ」と呼ばれる。女性
の年齢別労働力率には、20代半ばと50
代前後という２つのピークにはさまれ、
30代に子育てのために仕事を辞めざる
をえない時期が発生するからだ。このＭ
字の谷がより深い、つまり、仕事を離れ
る30代が多いのが日本の特徴だが、そ

れは2020年にかけて解消されるだろう
か。
結論からいうと、カーブは解消しない

が、落ち込みは緩やかになる。女性の就
業者はわずかではあるが増えるのでカー
ブの谷が浅くなるのだ。しかし、20代
と50代という、２つのピークもそれぞ
れ上昇するため、全体として、カーブは
そのまま残る。

C O L U M N

どうなる？　Ｍ字カーブ

いと言わざるをえない。日本の経済成長
率は、1990年代は平均1.1％、2000年
代は同マイナス0.6％（2001 ～ 05年平
均0.0％、2006 ～ 2010年平均マイナ
ス1.1％）と、この20年あまり低迷して
いる。
さらに、新成長戦略策定にあたって、

３％の経済成長率と同じように掲げられ
た「2011年度中に消費者物価上昇率を
プラスに」「早期に失業率を３％台に回
復」という目標も、20年来続くデフレ
傾向、５％台で推移する失業率、という
現実の前では色あせて見える。
ところが、2011年9月に新政権が発

足。野田佳彦・新首相は所信表明演説で、
震災を踏まえた新たな戦略を打ち出すと
明言した。震災後の一時的な落ち込みか
らすると、景気は回復基調にあるといえ
る。これを持続的な成長につなげること
ができるか。現政権の大きな課題である。

「2020年の雇用市場を予測する」と
いう本誌のコンセプトから、同じ

2020年を射程とした、政府による「新
成長戦略～『元気な日本』復活のシナリ
オ～」を思い浮かべた人がいるかもしれ
ない。
2010年６月に発表された同シナリオ
は「環境・エネルギー」「医療・介護」「観
光・地域活性化」の３つを成長分野と見
定め、それらから多くの需要と雇用を生
むために必要な施策を述べるとともに、
女性や高齢者など、現在十分に活用され
ているとはいえない人たちの就業を促進
させる政策も提案している。
本予測との最も大きな違いは、2020

年における経済成長率（名目）３％の実
現そのものを目標としている点だ。つま
り、新成長戦略は「３％の成長ありき」
で内容が練られているのだ。一方のわれ
われは、2011年から2015年の経済成長

率は0.4％、2016年から2020年は0.6％
という日本経済研究センターの予測数字
を、あくまで従属変数として使用し、そ
こから就業者数を算出している。

震災後の回復をきっかけとした
持続的な成長は可能か

そのスタンスの違いが、2020年の就
業者数でいえば、本予測では5,900万
人、新成長戦略では6,227万人と、約
300万人の差となって表れている。この
6,227万人という数は2010年の就業者
数である6,257万人とほぼ変わらない。
2010年の名目成長率は0.4％だったか
ら、人口が減少する中、同じ就業者数を
維持するには３％の経済成長率が必須、
ということだ。
さまざまな事情を勘案すると、３％と

いう目標値を実現することはかなり難し

新成長戦略は実現するのか
C O L U M N

新成長戦略の概要（20 1 0年6月1 8日閣議決定）

主な戦略分野と、新たな需要・雇用の創造

目標

環境・エネルギー
（グリーン・イノベーション）

医療・介護
（ライフ・イノベーション）

アジア

観光立国・地域活性化

戦略分野 具体的なプロジェクト 新たな需要と雇用の創造

5％の失業率

名目成長率3％、
実質成長率2％を上回る成長

2011年度中には
消費者物価上昇率をプラスに

早期に失業率を3％台に低下

成長率の低迷
（過去10年間実質1％程度、潜在成長率1％程度）

20年に及ぶデフレ傾向
（過去20年間消費者物価上昇率0％程度）

現　

状

２
０
２
０
年

需要創造50兆円
雇用創造140万人

需要創造50兆円
雇用創造284万人

需要創造12兆円
雇用創造19万人

需要創造56兆円
雇用創造19万人

・「固定価格買取制度」の導入等による再生可能エネルギーの急拡大
・「環境未来都市」構想　など

・医療の実用化促進のための医療機関の選定制度
・国際医療交流（外国人患者の受け入れ）　など

・パッケージ型インフラ海外展開
・法人実効税率引き下げとアジア拠点化の推進
・グローバル人材の育成と高度人材の受け入れ拡大　など

・徹底したオープンスカイの推進
・「訪日外国人3,000万人プログラム」と「休暇取得の分散化」
・中古住宅・リフォーム市場の倍増　など
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人口動態と経済成長率の値から導き出した
量的な未来予測に続き、
PART 2では、
多少の想像力も駆使してかたちにした
質的な未来シナリオを提示する。
2020年、 日本の 「働く」 は大きく変わる!?

人事・雇用・
働き方、
想定される
12のシナリオ

PART 2

2 鬼頭 宏（きとう・ひろし）氏
上智大学経済学部教授

慶應義塾大学経済学部卒業。同大学院経済学
研究科博士課程満期退学。慶應義塾高等学校
教諭などを経て現職。専攻は経済史、歴史人口学。
著書に『人口から読む日本の歴史』『文明としての
江戸システム』（いずれも講談社学術文庫）、
『2100年、人口３分の１の日本』（メディアファクト
リー新書）などがある。

回復してきています。僕はこのまま、あ
る程度まで回復するのではないか、と見
ています。
その理由は若い女性の意識が変わりつ

つあるからです。1980年代には「結婚
しないかもしれない症候群」という言葉
もあって、仕事に生きる女性が持てはや
されましたが、現在は逆に結婚願望が強
まっていますし、仕事と出産・育児を両
立しやすい環境が整えられつつありま
す。震災の影響で絆や連帯がキーワード
になり、実際、結婚に踏み切る人たちが
増えているようです。
人口が増えも減りもしない静止人口の

実現が叫ばれ、実際の減少に行きつくま
でに30年かかりましたから、逆もまた
しかりで、減少に歯止めがかかるまでに
はもう30年かかるでしょう。
大事なことは人口減少をいたずらに憂

いても仕方がないということ。経済が成
熟した証でもあるのですから、前を向い
て、新しい文明の構築に向かうべきです。

人口減少というと、誰も止められな
い自然現象のようなもので、日本は

その弊害に耐えなければならない、と
思っている人がいたら、間違っていま
す。人口減少のきっかけとなった少子化
は政府主導で始まったからです。また少
子化は世界的な現象ですし、歴史的にも
文明の変わり目で人口減退が起きてきま
した。だとしたら、今回の人口減少もあ
る程度進んだところで止められると見る
べきでしょう。
1974年に発表された『人口白書』は

当時１億1000万人いた人口を増減なく
保つべきだ、と明言しました。前年に起
きた第一次オイルショック、さらに世界
的な人口爆発という問題があり、人口の
増えすぎによる食料や資源の不足という
問題を政府が恐れたのです。
同年７月、政治家や研究者、関係団体

が集まり、「日本人口会議」が開かれま
した。ここで採択された「子どもは２人
まで」という宣言をマスメディアが競っ

て報道した結果、「出生率を下げなけれ
ば」という意識が国民の間に浸透し、当
時2.05だった合計特殊出生率が翌75年
には2.0を下回り、その後も一貫して低
下したのです。
少子化が問題となったのは、それから

14年後、前年の出生率が1.57まで下
がった1990年のことでした。そして
2005年から人口が減少し始めました。
先の『人口白書』が想定していた2011
年を６年も前倒しするペースでした。
少子化は1974年当時の日本人の夢

だったわけですが、今はまったく逆で、
出生率を上げなければ日本が危うい、と
いう危機的な論調ばかりです。政府も手
をこまねいてきたわけではありません。
2003年には次世代育成支援対策推進法
が施行され、国や自治体、企業などが少
子化を改善する取り組みを支援する動き
が始まっています。
そうした甲斐あってか、2005年の

1.26を底として、2010年には1.39まで

歴史人口学者の〝遠眼鏡　

少子化は早晩止まる
そこからどんな
文明をつくるか
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出所：Morgan Stanley“The Infrastructure Opportunity：Repair, Build and Stimulate”（February 2009）よりワークス研究所作成
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シ
ス
テ
ム
輸
出
と
は
、
個
別
の
機
械
や

設
備
の
納
入
で
は
な
く
、
設
計
か
ら
建

設
、
竣
工
後
の
維
持
・
管
理
ま
で
を
含

め
た
総
合
的
な
シ
ス
テ
ム
の
輸
出
を
指

し
て
い
る
。

そ
の
際
に
重
要
な
の
は
、
現
地
で
う

ま
く
活
用
で
き
る
人
材
の
確
保
で
あ

る
。
特
に
、
設
備
の
管
理
や
運
用
を
行

う
た
め
に
は
、
か
な
り
の
経
験
を
積
ん

だ
人
材
が
必
要
と
な
る
。
日
本
の
製
造

業
を
支
え
て
き
た
高
度
な
ス
キ
ル
を

も
っ
た
技
術
者
や
作
業
者
は
、
そ
う
し

た
役
割
に
ま
さ
に
適
任
で
あ
る
。
日
本

の
製
造
業
の
強
み
で
あ
る
技
術
や
技
能

を
現
地
の
労
働
者
に
伝
承
す
る
役
割
も

担
え
ば
、
大
歓
迎
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

製
造
業
に
お
け
る
雇
用
の
場
は
今
後

も
減
少
す
る
（
図
表
１-

７
、
18
〜
19

ペ
ー
ジ
）。
東
日
本
大
震
災
を
き
っ
か

け
に
、
企
業
が
生
産
拠
点
を
海
外
に
移

す
動
き
が
加
速
し
、
雇
用
の
場
が
ま
す

ま
す
少
な
く
な
る
と
い
う
懸
念
も
あ

る
。
そ
う
し
た
中
、
日
本
国
内
で
仕
事

を
探
す
の
は
あ
き
ら
め
、
海
外
に
働
き

に
出
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
出
稼
ぎ
」
に
従

事
す
る
人
が
増
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
る
べ
き
ス
キ
ル
や
経
験
の
あ
る

技
術
者
や
作
業
者
が
、
集
団
で
海
外
に

渡
り
、
数
カ
月
間
そ
こ
で
働
き
、
残
り

は
日
本
で
暮
ら
す
。
集
団
で
行
く
か
ら

孤
独
で
は
な
い
。
そ
の
国
の
言
葉
が

し
ゃ
べ
れ
な
く
て
も
支
障
は
な
い
。

そ
う
い
う
人
た
ち
が
登
場
す
る
背
景

を
、
２
つ
挙
げ
た
い
。

ひ
と
つ
は
新
興
国
を
中
心
と
し
た
海

外
に
、
製
造
業
に
対
す
る
膨
大
な
需
要

が
あ
る
こ
と
だ
。
ア
メ
リ
カ
の
投
資
銀

行
、
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
の
予
測

に
よ
れ
ば
、
２
０
３
０
年
ま
で
に
世
界

で
41
兆
ド
ル
も
の
巨
大
な
イ
ン
フ
ラ
投

資
が
行
わ
れ
る
と
い
う
（
図
表
２-

１
）。
特
に
新
興
国
で
は
、
水
道
や
電

力
、
鉄
道
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ラ
整
備
が

必
要
だ
。
国
内
に
仕
事
は
な
く
て
も
、

海
外
に
は
そ
れ
だ
け
膨
大
な
需
要
が
あ

る
の
だ
。

「
シ
ス
テ
ム
輸
出
」
が
世
界
的
に
注
目

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
追
い
風
で
あ
る
。

Scenario 1

集団で海外に渡る
「グローバル出稼ぎ」が現れる

そ
う
し
た
、
時
間
単
位
で
行
う
こ
と
が

可
能
、
か
つ
複
数
の
か
け
持
ち
が
可
能

な
仕
事
を
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
と
名
づ
け
る
。

ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
は
一
部
の
製
造
業
に
も
存

在
し
う
る
が
、主
に
卸
売
業
・
小
売
業
、

宿
泊
業
、
医
療
・
介
護
な
ど
、
サ
ー
ビ

ス
産
業
の
分
野
で
発
生
し
や
す
い
。

ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
が
増
え
、
同
種
の
仕
事

を
か
け
持
ち
す
る
人
が
増
加
す
れ
ば
、

そ
の
中
か
ら
、
同
様
の
仕
事
を
重
ね
る

こ
と
で
ス
キ
ル
と
経
験
が
磨
か
れ
、
他

の
人
で
は
代
替
が
き
か
な
い
高
度
な
技

術
を
も
っ
た
人
材
に
成
長
す
る
ケ
ー
ス

も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

総
務
省
の
「
労
働
力
調
査
」
に
よ
る

と
、
２
０
１
１
年
１
〜
３
月
期
に
お
い

て
、
全
雇
用
者
に
占
め
る
非
正
社
員
の

割
合
が
35
・
５
％
と
な
り
、
過
去
最
高

を
記
録
し
た
。
同
調
査
に
よ
れ
ば
、
非

正
社
員
の
割
合
が
最
も
多
い
の
は
、
宿

泊
業
・
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
の
70
・
６
％

で
、
そ
れ
に
50
・
６
％
の
生
活
関
連

サ
ー
ビ
ス
業
・
娯
楽
業
、
45
・
８
％
の

卸
売
業
・
小
売
業
が
続
く
（
い
ず
れ
も

２
０
１
１
年
１
〜
３
月
期
の
数
値
）。

こ
の
上
位
３
位
は
い
ず
れ
も
サ
ー
ビ
ス

産
業
、
つ
ま
り
第
三
次
産
業
に
属
し
て

い
る
。
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
が
さ
ら
に
加

速
す
る
（
図
表
１-

７
、
18
〜
19
ペ
ー

ジ
）
こ
と
を
考
え
る
と
、
非
正
社
員
の

割
合
は
さ
ら
に
増
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
は
24
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
た
内
容
と

も
一
致
す
る
。

非
正
社
員
と
は
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ

イ
ト
、
派
遣
社
員
、
契
約
社
員
、
嘱
託

を
指
す
。
非
正
社
員
が
増
え
る
と
、
同

じ
よ
う
に
増
え
る
の
が
副
業
で
あ
る
。

図
表
２-

２
は
雇
用
形
態
別
に
副
業
を

も
っ
て
い
る
人
の
割
合
を
示
し
た
も
の

だ
が
、
正
社
員
に
比
べ
、
非
正
社
員
の

副
業
率
は
数
倍
も
高
く
な
っ
て
い
る
。

副
業
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
本
業

と
は
別
の
仕
事
だ
け
を
指
す
わ
け
で
は

な
い
。
複
数
の
飲
食
店
の
ホ
ー
ル
ス

タ
ッ
フ
を
曜
日
や
時
間
帯
を
変
え
て
行

う
の
も
副
業
と
い
え
る
。
本
誌
で
は
、

正規の
職員・従業員

労働者派遣
事業所の派遣社員

アルバイト 嘱託契約社員パート

注：副業者率＝副業のある就業者数／就業者数。雇用形態は本業における雇用形態を表す
出所：総務省統計局「就業構造基本調査」
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Scenario 2

ミニジョブをかけ持ちする
ハイスキル・ワーカーが増える

日本の製造業が
再びはばたく道

サービス経済化が進むと
副業者が増える
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出所：総務省統計局「労働力調査」
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Scenario 3

六次産業化が進み、
人材の異業種間移動が活発になる

会
社
（
＝
第
二
次
産
業
）
が
駅
を
生
か

し
て
物
販
事
業
を
手
広
く
展
開
す
る

（
＝
第
三
次
産
業
）、
な
ど
で
あ
る
。
最

初
の
例
が
「
六
次
産
業
化
」（
一
×
二

×
三
）
と
い
わ
れ
る
が
、
後
の
２
つ

（
二
×
三
）
も
い
ず
れ
、
六
次
産
業
と

区
分
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
人
材
の
異
業
種

間
の
移
動
を
促
進
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
例
え
ば
、
第
二
次
産
業
の
縫
製
会

社
で
働
い
て
い
た
人
が
第
三
次
産
業
の

衣
料
品
小
売
業
に
、
第
二
次
産
業
の
鉄

道
会
社
で
働
い
て
い
た
人
が
第
三
次
産

業
の
百
貨
店
に
移
る
、
と
い
う
具
合
で

あ
る
。
ま
た
、
生
産
な
ら
生
産
、
加
工

な
ら
加
工
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
産
か
ら

加
工
、
流
通
ま
で
を
一
気
通
貫
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
人
材
の
価
値
は
高
ま
る

だ
ろ
う
。

第
一
次
産
業
、
第
二
次
産
業
、
第
三

次
産
業
と
い
う
分
類
を
考
え
た
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
、
コ
ー
リ
ン
・

ク
ラ
ー
ク
だ
。
第
一
次
産
業
は
、
自
然

に
直
接
働
き
か
け
る
農
林
・
漁
業
、
鉱

業
、
狩
猟
が
、
第
二
次
産
業
に
は
、
そ

う
し
て
得
た
原
材
料
を
加
工
し
て
付
加

価
値
を
生
む
製
造
業
、
建
設
業
、
電
気
・

ガ
ス
業
が
該
当
す
る
。
第
三
次
産
業
は

ど
ち
ら
に
も
分
類
さ
れ
な
い
小
売
業
や

サ
ー
ビ
ス
業
が
当
て
は
ま
る
。

ク
ラ
ー
ク
は
経
済
が
発
展
す
る
に
つ

れ
て
、
第
一
次
産
業
、
第
二
次
産
業
、

第
三
次
産
業
と
産
業
の
中
心
が
シ
フ
ト

す
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
日
本
の
場
合

も
然
り
で
、
現
在
、
第
一
次
産
業
就
業

者
が
占
め
る
割
合
は
５
％
に
も
満
た
な

い
。
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
ま
り
、
第

三
次
産
業
の
中
心
で
あ
る
情
報
・
サ
ー

ビ
ス
業
就
業
者
の
数
が
増
え
る
（
図
表

１-

７
、
18
〜
19
ペ
ー
ジ
）。

こ
う
や
っ
て
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
が
進

む
と
、
第
一
次
産
業
や
第
二
次
産
業
で

あ
っ
て
も
、
販
売
に
力
を
入
れ
る
企
業

は
増
え
る
だ
ろ
う
。実
例
は
既
に
あ
る
。

農
家
が
自
ら
収
穫
し
た
（
＝
第
一
次
産

業
）
農
産
物
を
加
工
し
て
（
＝
第
二
次

産
業
）
直
売
所
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

販
売
す
る
（
＝
第
三
次
産
業
）。
自
分

た
ち
で
デ
ザ
イ
ン
し
縫
製
し
た
（
＝
第

二
次
産
業
）
衣
料
品
を
自
社
の
店
舗
で

販
売
す
る
（
＝
第
三
次
産
業
）。
鉄
道

サービス経済化の
もうひとつの影響

注：ITアウトソーシング、一般事務業務委託、コールセンターサービスなどを含む
出所：アメリカXMG調査よりワークス研究所まとめ
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Scenario 4

アウトソーシングが
有力産業になり、

プロ人材の有力な仕事先となる

ラ
ウ
ド
・
ソ
ー
シ
ン
グ
を
使
う
企
業
が

増
え
て
い
る
。

製
造
業
で
は
、
電
子
機
器
の
受
託
生

産
を
行
う
Ｅ
Ｍ
Ｓ
（E

lectronics 
M
anufacturing Service

）
と
呼
ば

れ
る
形
態
が
あ
る
。「
交
渉
力
が
弱
い
」

と
い
う
「
下
請
け
」
に
対
す
る
一
般
的

イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、
元
請
け
企
業
に
対

し
て
高
い
交
渉
力
を
も
つ
の
が
特
徴

だ
。
こ
う
し
た
交
渉
力
の
高
い
ア
ウ
ト

ソ
ー
シ
ン
グ
企
業
が
、
サ
ー
ビ
ス
業
を

中
心
に
、
他
の
業
種
に
も
広
が
っ
て
い

く
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、
競
争
が
激
化
す
る
外
食
・

小
売
業
に
お
い
て
、
店
舗
運
営
そ
の
も

の
を
引
き
受
け
る
ス
ト
ア
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ
Ｍ
Ｓ
）
と
で
も

名
づ
け
ら
れ
る
企
業
で
あ
る
。
そ
う
し

た
企
業
が
、
外
食
・
小
売
企
業
の
メ
ガ
・

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
（
加
盟
店
）
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
。

企
業
は
ま
す
ま
す
高
い
頻
度
で
、
ア

ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
（
業
務
の
外
部
委

託
）
を
活
用
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。
理
由
は
２
つ
あ
る
。

ま
ず
は
、
経
営
の
効
率
化
と
コ
ス
ト

削
減
で
あ
る
。
経
営
環
境
の
不
確
実
性

が
増
す
中
、「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
で
は

う
ま
く
い
か
ず
、
自
社
の
得
意
分
野
に

特
化
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
分
野

で
は
外
部
の
専
門
家
の
力
を
借
り
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
も
と
も
と
日
本
企
業

は
す
べ
て
の
経
営
資
源
を
自
社
内
に
抱

え
込
む
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
こ
れ
だ

け
変
化
の
速
い
時
代
に
お
い
て
、
そ
う

い
う
や
り
方
で
は
う
ま
く
対
応
で
き
な

い
。
人
事
や
総
務
、
経
理
と
い
っ
た
間

接
部
門
で
も
そ
う
し
た
流
れ
が
強
ま

り
、
そ
の
分
野
の
独
立
し
た
プ
ロ
人
材

が
続
々
と
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

２
つ
目
の
理
由
は
Ｉ
Ｔ
で
あ
る
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
、
不
特
定
多

数
の
人
た
ち
に
業
務
を
委
託
す
る
「
ク

ラ
ウ
ド
（
群
衆
）・
ソ
ー
シ
ン
グ
（
委

託
）」
が
普
及
す
る
。
現
在
、
翻
訳
か

ら
シ
ス
テ
ム
開
発
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
制

作
、
テ
キ
ス
ト
入
力
ま
で
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
「
１
人
で
で
き
、
ネ
ッ
ト
上
で

や
り
取
り
で
き
る
仕
事
」
が
、
時
に
は

海
を
越
え
て
や
り
取
り
さ
れ
て
い
る
。

最
近
の
、
ア
メ
リ
カ
で
は
法
務
、
財
務
、

研
究
開
発
と
い
っ
た
社
内
業
務
に
も
ク
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注：「役職あり」は、部長比率、課長比率、係長比率の合計
出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

年齢別管理職比率
（従業員規模1 , 0 0 0人以上）

2-5

2 0 0 0年

30 -34歳

35 -39歳

40 -44歳

45 -49歳

50 -54歳

55 -59歳

60 -64歳

年齢計

0.1％

0.3％

1.7％

4.4％

10.7％

9.0％

3.3％

2.7％

部長 課長 役職あり係長

0.6％

6.2％

16.1％

16.7％

14.6％

8.3％

1.9％

6.8％

6.6％

13.1％

11.7％

10.1％

8.2％

5.5％

2.9％

6.6％

7.3％

19.6％

29.5％

31.2％

33.5％

22.8％

8.1％

16.1％

2 0 1 0年

30 -34歳

35 -39歳

40 -44歳

45 -49歳

50 -54歳

55 -59歳

60 -64歳

年齢計

0.2％

0.7％

2.0％

6.5％

10.9％

8.0％

6.6％

3.1％

部長 課長 役職あり係長

1.4％

5.6％

16.4％

20.2％

17.4％

13.1％

3.8％

8.8％

5.2％

11.1％

13.9％

11.1％

9.2％

8.3％

2.4％

7.5％

6.8％

17.4％

32.3％

37.8％

37.5％

29.4％

12.8％

19.4％

Scenario 5

社員のほとんどが「部長」
という会社が生まれる

従
業
員
規
模
１
０
０
０
人
以
上
の
大
企

業
の
管
理
職
比
率
を
見
る
と
、
部
長
は

２
０
０
０
年
の
２
・
７
％
か
ら
、
２
０

１
０
年
の
３
・
１
％
と
、
わ
ず
か
に
増

え
て
い
る
。
部
長
だ
け
で
な
く
課
長
、

係
長
を
含
め
た
「
役
職
あ
り
」
の
割
合

を
見
る
と
、
２
０
０
０
年
の
16
・
１
％

か
ら
２
０
１
０
年
の
19
・
４
％
と
、
こ

ち
ら
も
増
え
て
い
る
。
特
に
40
代
、
50

代
に
お
け
る
「
役
職
あ
り
」
の
比
率
は
、

こ
の
10
年
間
で
確
実
に
増
え
て
い
る
。

「
役
職
イ
ン
フ
レ
」
が
見
て
と
れ
る
わ

け
だ
が
、
こ
の
傾
向
が
２
０
２
０
年
に

向
け
、
さ
ら
に
強
ま
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

社
員
の
大
半
が
部
長
、
し
か
も
部
下

が
い
な
い
一
人
部
長
。
そ
ん
な
会
社
が

出
て
く
る
の
も
単
な
る
空
想
と
は
い
え

な
い
。

２
０
２
０
年
に
は
、
労
働
力
人
口
の

う
ち
４
人
に
１
人
が
45
〜
54
歳
と
な
る

（
図
表
１-

５
、
14
ペ
ー
ジ
）。
こ
の
年

代
の
中
心
は
「
バ
ブ
ル
入
社
組
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
世
代
と
、
そ
の
後
続
世
代

で
あ
る
「
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
」
で
あ
る
が
、

企
業
に
お
い
て
も
、
こ
の
年
代
が
大
き

な
構
成
比
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
問

題
は
こ
の
年
代
の
人
件
費
が
年
功
の
影

響
も
あ
り
、
非
常
に
高
い
と
い
う
こ
と

だ
。
企
業
は
ど
ん
な
人
事
施
策
を
と
っ

て
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る

だ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
に
は
、
成
果
に
応
じ
て
給
与

に
差
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。た
だ
し
、

経
済
全
体
の
成
長
が
見
込
め
な
い
以

上
、
給
与
総
原
資
の
増
額
は
困
難
だ
。

そ
う
し
た
状
況
下
で
給
与
の
差
を
広
げ

る
こ
と
は
大
変
難
し
い
。
ま
た
、
１
９

９
０
年
代
後
半
に
同
じ
よ
う
な
目
的
で

行
っ
た
成
果
主
義
が
結
局
失
敗
し
た
だ

け
に
、
給
与
の
差
を
大
き
く
す
る
こ
と

に
躊
躇
す
る
企
業
も
多
い
だ
ろ
う
。

２
つ
に
は
、
給
与
は
低
め
に
抑
え
、

と
に
か
く
昇
進
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

部
下
な
し
課
長
、
部
下
な
し
部
長
は
今

で
も
存
在
す
る
が
、
こ
の
年
代
に
「
課

長
」
は
軽
す
ぎ
る
の
で
、「
部
長
」
と

い
う
肩
書
を
奮
発
し
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
ア
ッ
プ
に
つ
な
げ
る
と
い
う
方
法

で
あ
る
。

こ
れ
は
荒
唐
無
稽
な
話
で
は
な
い
。

ダニエル・ピンク氏
作家

1964年生まれ。エール大学ロースクールで法学博
士号取得。クリントン政権下でゴア副大統領の主
席スピーチライターなどを務める。フリーエージェント
宣言後、世界各国の企業、組織、大学を対象に
講義をし、テレビ出演を行うかたわら、数多くの新
聞、雑誌に精力的に寄稿してきた。著書に『フリー
エージェント社会の到来』（ダイヤモンド社）、『ハイ
コンセプト』（三笠書房）、『モチベーション3.0』（講
談社）などがある。

これはホワイトカラーにだけ当てはま
るものではありません。病院の床清掃に
従事する労働者を対象にした調査による
と、仕事のやり方に自由度を与えたほう
が仕事の能率と質が上がることが確かめ
られたそうです。また事前に、「あなた
たちの仕事はただの床掃除ではない。床
掃除を通じて、質の高い医療の提供に貢
献することだ」という話をすると、さら
に仕事の質が上がったそうです。
これに関しては、ある意味、日本はア
メリカの“師匠”でした。稼働中の生産
ラインであるトラブルを発見した労働者
に、ラインを止める自律性を与えたトヨ
タ生産方式はアメリカの自動車工場では
考えられないことでした。そう、非常に
規律の高い職場でさえも、労働者の自律
性は必須なのです。今後はホワイトカ
ラーの職場でも、「モチベーション3.0」
へのシフトをリードする日本企業がたく
さん現れることを期待しています。

日本に限った話ではありませんが、
労働市場の一部がグローバル化する

動きが今後ますます加速すると思います。
その促進要因となるのが ITです。世界中
の登録者に、データ入力、プログラミン
グ、翻訳、デザインといった、個人で完
結する仕事を簡単にアウトソースできる
Elanceという人気サイトがアメリカにあ
りますが、まさにそれ自身がグローバル市
場そのものといえるでしょう。
こうしたサイトの助けを借りなくて

も、PC上で遂行可能なルーチンワーク
の多くが、コストの低い国や地域に流れ
ていくのは日本でも不可避の流れです。
現在、そうした場所は中国やインドです
が、じきにフィリピンやマレーシア、そ
してガーナになるかもしれません。
結果、日本やアメリカのホワイトカ

ラーが取り組むべき仕事は非ルーチン
ワーク、つまり、複雑でクリエイティブ、
発明的でイノベーティブなものが中心に

なります。
その場合、重要になるのが働く人に対

するモチベーションの上げ方です。多く
の企業はアメ（報酬）をちらつかせなが
らムチ（罰）の怖さも垣間見せる、私が
「モチベーション2.0」と呼ぶ動機づけを
行っていますが、これがもはや時代遅れ
なのです。
そうではなくて、複雑でクリエイティ

ブな仕事を遂行させるには、働く人を仕
事に没頭させなければならない。そのた
めに必要なのは、その人を全面的に信頼
し、目標の設定から実際の仕事の段取り
まで、働く人自身が決められる「自由と
自律性」を保証することです。そうする
と、「学びたい」「創造したい」「世界を
よくしたい」という、人間に生来備わっ
ている内発的動機がうまく動き出し、仕
事の質が高まるのです。私はそういうや
り方を「モチベーション3.0」と名づけ
ました。

企業を悩ませる
「45～54歳」問題

海の向こうの〝遠眼鏡　

内面からの
「やる気」引き出しが

必須に
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出所：2011年7月8日付　日本経済新聞より作成
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Scenario 6

主要企業で世代交代が起こり、
40代の社長が続々誕生する

以
下
の
若
い
世
代
が
社
長
に
な
る
ケ
ー

ス
が
多
い
。
２
０
２
０
年
に
は
、
日
本

を
牽
引
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
企
業
で
も

そ
う
し
た
動
き
が
増
え
る
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
の
根
拠
は
、
40
代
半
ば

の
層
が
非
常
に
厚
く
な
る
こ
と
で
あ
る

（
図
表
１-

５
、
14
ペ
ー
ジ
）。
数
が
多

い
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
切
磋
琢
磨

が
起
こ
り
、
優
秀
な
人
材
が
生
ま
れ
や

す
く
な
る
。

し
か
も
、
そ
の
世
代
の
就
業
観
は
前

の
世
代
と
比
べ
て
大
き
く
違
う
。
２
０

２
０
年
に
45
歳
の
人
は
１
９
７
５
年
生

ま
れ
で
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
一
度

も
好
景
気
を
味
わ
っ
た
こ
と
が
な
く
、

「
会
社
に
は
も
う
頼
れ
な
い
」
と
多
く

が
自
分
で
能
力
や
ス
キ
ル
を
高
め
て
き

た
。
一
方
、
２
０
２
０
年
に
55
歳
に
な

る
人
は
１
９
６
５
年
生
ま
れ
、
い
わ
ゆ

る
バ
ブ
ル
入
社
組
で
あ
る
。
会
社
へ
の

依
存
心
も
高
く
、「
最
後
は
会
社
が
ど

う
に
か
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
気
持
ち

を
い
つ
ま
で
も
も
ち
続
け
る
人
が
多
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
環
境
の
激
変

が
さ
ら
に
予
想
さ
れ
る
時
代
、
ど
ち
ら

の
世
代
が
リ
ー
ダ
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
か

は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
先
行
す
る
50
代
を

ま
た
い
で
、
40
代
か
ら
た
く
さ
ん
の

リ
ー
ダ
ー
が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。

日
本
経
済
新
聞
社
が
２
０
１
１
年
７

月
に
集
計
し
た
数
字
に
よ
る
と
、
２
０

１
１
年
上
期
（
１
〜
６
月
）
に
お
け
る

主
要
企
業
の
新
社
長
の
平
均
年
齢
は

56
・
６
歳
で
前
年
同
期
と
ほ
ぼ
同
じ

だ
っ
た
が
、
年
齢
別
に
見
る
と
、
50
代

の
比
率
が
46
・
８
％
と
、
前
年
同
期
に

比
べ
、
約
５
ポ
イ
ン
ト
も
上
昇
し
た

（
対
象
６
８
６
社　

図
表
２
―

６
）。

「
電
力
不
足
や
円
高
と
い
っ
た
難
局
を

乗
り
切
る
た
め
、
若
さ
と
実
績
を
備
え

た
人
物
本
位
の
後
継
選
び
が
目
立
っ

た
」
と
記
事
は
分
析
す
る
が
、
こ
と
は

社
長
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
前
年
に
は

人
選
が
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
た
と
見
る
べ

き
で
あ
り
、
震
災
要
因
は
そ
れ
ほ
ど
大

き
く
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
も
大
き
い
の
は
経
営
環
境

の
激
変
、
な
か
で
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

進
展
で
あ
る
。
40
代
が
珍
し
く
な
い
海

外
企
業
の
ト
ッ
プ
と
堂
々
と
渡
り
合
う

に
は
体
力
と
気
力
が
必
須
で
あ
り
、
い

く
ら
能
力
が
高
く
て
も
、
60
代
で
は
到

底
や
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
判
断
が
働

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
今
後
も
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
進
展
は
止
み
そ
う
に
な
い
。

２
０
２
０
年
に
向
け
、
経
営
ト
ッ
プ
の

若
返
り
が
さ
ら
に
進
み
、
40
代
か
ら
50

代
前
半
の
社
長
が
続
々
誕
生
す
る
の
で

は
な
い
か
。

創
業
者
が
ト
ッ
プ
を
つ
と
め
る
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
や
同
族
企
業
で
は
、
40
代

武石恵美子（たけいし・えみこ）氏
法政大学キャリアデザイン学部教授

筑波大学卒業後、労働省（現・厚生労働省）、ニッ
セイ基礎研究所、東京大学助教授などを経て、
2007年より現職。2001年にお茶の水女子大学
大学院人間文化研究科博士課程修了。博士（社
会科学）。専門は人的資源管理論、女性労働論。

女性労働研究者の〝遠眼鏡　

介護問題を契機に
働き方が一変する

します。その頃、団塊ジュニアは40代後
半で、管理職になっている人も多いはず
です。共働きも増え、妻だけに介護を任
せることは無理がありますから、男性管
理職が親の介護のために働き方を変えざ
るをえないというケースが頻発します。
育児以上に、企業は社員の働き方に真剣
に向き合わなくてはならないでしょう。
介護が育児と異なるのは、介護が必要

な期間が予測できないこと。場合によっ
ては何年間も続きますから、その間仕事
をすべて休むのではなく、介護サービス
を活用したり、親族が交代で担当するな
ど、働きながら介護ができるような措置
が必須です。
短時間勤務、在宅勤務や週休３日制な

ど、働き方を、相当柔軟にする必要が出
てくるので、企業社会全体で働き方の多
様化、柔軟化が一気に進む可能性があり
ます。そうすると、女性の働く環境も大
きく変化するでしょう。

2020年は近い将来であり、女性労働
に関して根本的な変化が起こるとは

考えにくく、現在の課題が引き続き議論
されている可能性が大きいと思います。
女性の就業をめぐる問題のひとつは、

女性管理職の少なさです。係長における
女性比率も１割強にすぎません。アメリ
カでは管理職の半数弱が女性ですし、イ
ギリスやドイツでも管理職の３割以上が
女性です。
このような状況を踏まえ、政府は

「2020年までに指導的地位の女性割合を
30％」にすることを目標として掲げてい
ますが、残る９年で達成するのは厳しい
でしょう。女性が継続して働き、能力を
高めた結果、管理職に昇進するわけです
から、比率は緩やかにしか上昇しないと
思います。
また、これは女性だけでなく男性につ

いてもいえることですが、最近は「管理
職になりたくない」という若い人が増え

ているようです。業績目標ももたされな
がら、部下の管理はもちろん、コンプラ
イアンスや情報管理の責任も負い、毎日
長時間働く、というイメージがあるのだ
と思います。こうした管理職のあり方か
ら見直さないと、管理職になりたいとい
う女性も増えないでしょう。
ワークライフバランスについては、社

会政策としての取り組みが進んでいま
す。男女がともに働くことを前提にした
税・社会保障制度が整備され、育児など
の家族的責任と仕事の両立を支援する
サービスや制度の整備も進むでしょう。
ただし、働き方やライフスタイルの根本
的な見直しが必要になるので、長期のバ
カンスを楽しむ、欧州のような社会にな
るには時間がかかりそうです。
これから大きな問題になるのが、親族

の介護の問題です。2020年には団塊世
代が70代の半ばにさしかかり、団塊ジュ
ニア層を中心に介護責任を担う人が急増
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Scenario 7

見た目が若く、能力も高い
「スーパーシニア」が活躍する

65
歳
定
年
制
が
俎
上
に
の
せ
ら
れ

る
な
ど
、
シ
ニ
ア
と
い
え
ど
も
働
く
こ

と
と
無
縁
で
い
ら
れ
な
い
時
代
が
や
っ

て
く
る
の
だ
（
図
表
１-

４
、
12
〜
13

ペ
ー
ジ
）。
長
寿
で
元
気
な
高
齢
者
が

増
え
る
と
、
60
代
で
の
引
退
は
現
実
的

で
な
く
な
る
。
70
代
や
80
代
に
な
っ
て

も
高
度
な
技
術
や
技
能
を
備
え
、
肌
ツ

ヤ
が
よ
く
背
筋
も
ピ
ン
と
伸
び
た

「
ス
ー
パ
ー
シ
ニ
ア
」
が
出
現
す
る
。

気
力
や
体
力
も
充
実
し
て
お
り
、「
年

を
取
る
の
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、

下
の
世
代
か
ら
憧
れ
の
目
で
見
ら
れ
る

よ
う
な
活
躍
を
す
る
だ
ろ
う
。

日
本
の
高
齢
化
は
、
世
界
に
類
を
見

な
い
速
度
で
進
ん
で
き
た
。
２
０
１
０

年
に
お
け
る
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
男

性
79
・
６
４
歳
、
女
性
86
・
３
９
歳
で

あ
り
、
女
性
は
26
年
連
続
で
世
界
１

位
、
男
性
は
香
港
、
ス
イ
ス
、
イ
ス
ラ

エ
ル
に
続
い
て
同
４
位
で
あ
る
。
糖
尿

病
や
脂
質
異
常
症
、
高
血
圧
な
ど
の
い

わ
ゆ
る
生
活
習
慣
病
に
よ
る
死
因
を
取

り
除
く
と
、
寿
命
は
さ
ら
に
５
歳
ほ
ど

延
び
る
と
い
う
推
計
結
果
も
あ
る
。

寿
命
が
延
び
る
だ
け
で
は
な
い
。
高

齢
者
の
身
体
が
実
は
若
返
っ
て
い
る
と

い
う
デ
ー
タ
が
あ
る
（
図
表
２-

７
）。

人
の
歩
行
速
度
は
加
齢
と
と
も
に
落
ち

る
こ
と
が
経
験
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る

が
、
１
９
９
２
年
と
２
０
０
２
年
と

で
、
高
齢
者
の
歩
行
速
度
を
比
べ
て
み

る
と
、
男
女
と
も
に
11
歳
も
若
返
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
高
齢
者
の
歩

く
速
度
は
そ
れ
だ
け
速
く
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
２
０
０
２
年
時
点
の
75
歳

は
、
10
年
前
の
64
歳
と
同
じ
身
体
を

も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

肉
体
面
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
的
に

も
若
さ
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ

も
あ
る
。
ワ
ー
ク
ス
研
究
所
が
実
施
し

た
「
シ
ニ
ア
の
就
業
意
識
調
査
２
０
０

６
」
で
は
、
自
分
が
実
年
齢
よ
り
も
若

い
と
感
じ
て
い
る
人
が
９
割
に
上
り
、

２
割
以
上
の
人
は
「
実
年
齢
よ
り
10
歳

以
上
若
い
」
と
感
じ
て
い
る
。

高齢者の身体は
昔より若返っている

村田裕之（むらた・ひろゆき）氏

村田アソシエイツ株式会社　代表
東北大学　特任教授
エイジング社会研究センター代表理事

1987年東北大学大学院工学研究科修了。民間
企業勤務後、仏国立ポンゼショセ工科大学院国際
経営学部修了。日本総合研究所、ソフィアバンク
を経て2002年４月村田アソシエイツ設立、代表に
就任。著書『シニアビジネス「多様性市場」で成
功する10の鉄則』『団塊・シニアビジネス「７つの
発想転換」』（以上、ダイヤモンド社）など多数。

故郷の双方に拠点をもち、何らかの活動
をする人がさらに増えていくでしょう。
ただし拠点といっても物理的なものであ
る必要はありません。地域活性化を志す
NPOに参加する、SNSの同窓会コミュ
ニティに登録する、ということでもいい
わけです。
こうした場合、シニアの受け皿として

の役割が高まるのがNPOです。ただし、
上下関係が明確な営利企業とは違い、一
般には組織がフラットで、権限と役割も
はっきりしていませんので、コピー取り
からお茶くみまで、何でも自分でこなさ
なければなりませんが、この世代は従来
のシニアと比べ、そうした環境でも柔軟
に動ける人の割合（特に男性）が多いの
ではないでしょうか。
少子高齢化というと暗い話になりがち

ですが、こうした特徴をもつニューシニ
アがたくさんいて、いきいきと活動する
社会が暗いはずがないと思いませんか。

2020年に65歳に達し、新しくシニ
アの仲間入りを果たすのは1950年

代半ばに生まれた人たちです。この
ニューシニアには４つの特徴があります。
ひとつは健康消費。理由は、自分の親
の介護を経験する人、認知症で苦しむ家
族を身近で見ている人の割合が多いから
です。このため、「親のようにはなりた
くない。できるだけ子どもや他人の手を
借りずに元気でいたい」という意識が強
まるからです。この点から健康産業はこ
れまで以上に有望となるでしょう。
２つはメリハリ消費。年金が目減りし
ていくのは確実ですが、現役時代より生
活水準を落とそうとは思わないでしょ
う。すると、普段の消費は抑え気味にす
る一方、趣味や旅行といった、自分の好
きなことにはお金を惜しまない、という
消費スタイルの人が多くなるはずです。
３つは複線型のキャリア志向。長生き
することがわかっている半面、社会保障

の先行き不安から、定年後も「稼げるう
ちは稼ごう」という意識が一段と強まり
ます。継続雇用を利用し、今の会社にい
られるだけいて、それが無理になった
ら、自分の得意技で年金以外の副収入を
得るように工夫するのです。会社勤めを
しながら、自分の特技や趣味を磨き、そ
の時に向けて準備する「複線型のキャリ
ア志向」が強まると予想されます。
団塊世代より若いこの世代は IT スキ

ルがありますので、SNS などを使って
自分の活動領域を積極的に広げていくで
しょう。デジタルシニアが４つ目の特徴
です。仕事で培った知識やノウハウをイ
ンターネットで販売する人も増えてくる
でしょう。先ほど挙げた、「得意技で収
入を得る」新しいやり方です。
都市部集中の反動か、今は都会に居住

しているけれど、自分の生まれ故郷とも
何らかの関わりをもちたい、という40
～ 50代も増えています。都会と生まれ

ニューシニアが
闊歩する社会が
暗いはずがない

新事業プロデューサーの〝遠眼鏡
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Scenario 8

日本企業が世界中で
新卒採用を行い、

優秀な外国人を大量採用する

る
か
も
し
れ
な
い
。

同
時
に
、
日
本
国
内
で
の
新
卒
採
用

も
、
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

に
近
づ
く
。
日
本
の
新
卒
一
括
採
用
で

は
採
用
活
動
の
時
期
が
一
定
だ
が
、
こ

れ
は
３
月
卒
業
・
４
月
入
学
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
た
め
だ
。
と
こ
ろ
が
海
外

の
大
学
は
６
月
卒
業
・
９
月
入
学
が
一

般
的
な
の
で
、
海
外
の
学
生
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
た
場
合
、
採
用
時
期
を
ず

ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
２
本
立
て

は
非
効
率
な
の
で
、
む
し
ろ
海
外
の
事

情
に
合
わ
せ
て
国
内
の
新
卒
採
用
の
日

程
や
、
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
に
代
表
さ

れ
る
日
本
独
特
の
仕
組
み
を
見
直
す
動

き
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
、

新
卒
一
括
採
用
と
い
う
仕
組
み
自
体
が

大
き
く
変
質
す
る
だ
ろ
う
。

９
ペ
ー
ジ
で
、
外
国
人
労
働
者
が
今

後
、
大
幅
に
増
加
し
て
い
く
可
能
性
が

大
き
い
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、

中
途
採
用
ば
か
り
で
は
な
く
、
今
後
は

新
卒
採
用
に
お
い
て
も
外
国
人
を
積
極

的
に
採
用
す
る
動
き
が
強
ま
る
だ
ろ

う
。
現
に
２
０
１
２
年
３
月
卒
の
新
卒

採
用
に
お
い
て
、
従
業
員
規
模
５
０
０

０
人
以
上
の
企
業
の
４
社
に
１
社
が

「
海
外
の
大
卒
者
を
採
用
す
る
予
定
」

と
回
答
し
て
い
る
（
図
表
２-

８
）。

２
０
１
１
年
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
採
用
元

年
」
と
呼
ば
れ
、
日
本
企
業
が
積
極
的

に
海
外
で
新
卒
採
用
を
す
る
こ
と
を
表

明
し
た
年
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
だ
ろ

う
。現

在
は
中
国
人
の
新
卒
採
用
が
話
題

と
な
っ
て
い
る
が
、
２
０
２
０
年
に
は

日
本
企
業
の
海
外
進
出
と
軌
を
一
に
し

て
、
イ
ン
ド
や
中
東
、
北
ア
フ
リ
カ
、

東
欧
と
い
っ
た
国
々
で
の
採
用
が
活
発

化
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

海
外
の
企
業
と
比
較
す
る
と
、
採
用

後
、
長
期
間
に
わ
た
る
育
成
を
行
う
日

本
企
業
が
多
い
。
こ
れ
は
日
本
企
業
に

と
っ
て
大
き
な
強
み
で
あ
る
。
こ
の
強

み
を
生
か
し
つ
つ
、
き
め
細
か
い
採
用

を
行
っ
て
い
く
と
、「
日
本
企
業
は
教

育
が
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
ビ
ジ
ネ
ス

パ
ー
ソ
ン
と
し
て
成
長
で
き
る
」
と
い

う
評
価
が
広
が
り
、
現
地
の
優
秀
な
人

材
の
応
募
が
殺
到
す
る
企
業
が
出
て
く

注：上記調査は、2012年3月卒に関する新卒採用枠における予定の有無
出所：リクルートワークス研究所「企業の採用状況と採用見通しに関する調査」（2011年2～3月実施）

規模計

300人未満

300-999人

1,000-4,999人

5,000人以上

5.7％

5.2％

8.2％

15.3％

26.6％

予定あり 予定なし 無回答未定・検討中

24.4％

23.8％

27.5％

36.0％

40.5％

62.2％

62.7％

62.8％

48.0％

32.0％

7.7％

8.4％

1.5％

0.8％

0.9％

海外の大学・大学院を卒業予定の外国人を
採用する予定の有無

2-8

注：各年3月31日のNPO法人数　　出所：内閣府調べ

数
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Scenario 9

ＮＰＯが企業と拮抗する
「雇用の受け皿」になる

う
。

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
＝
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
い
う

見
方
が
日
本
で
は
ま
だ
根
強
い
が
、
こ

う
し
た
法
改
正
を
き
っ
か
け
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ

の
財
政
基
盤
が
固
ま
り
職
員
へ
の
報
酬

額
が
上
が
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
企
業
と

同
じ
ひ
と
つ
の
就
業
先
と
し
て
認
識
さ

れ
る
日
も
近
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
大
都

市
の
一
等
地
に
オ
フ
ィ
ス
を
構
え
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
が
あ
る
し
、
大
学
生
の
就
職
希
望

先
ラ
ン
キ
ン
グ
の
上
位
に
名
を
連
ね
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
も
あ
る
。

日
本
で
も
、
２
０
２
０
年
に
は
、
新

卒
、
定
年
後
の
シ
ニ
ア
、
結
婚
や
育
児

の
た
め
に
一
旦
仕
事
を
離
れ
た
女
性
な

ど
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
雇
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が

増
え
る
だ
ろ
う
。
20
代
以
下
の
若
い
世

代
は
社
会
貢
献
の
意
識
が
非
常
に
強

く
、
有
名
大
学
院
の
修
了
生
た
ち
の
理

想
的
な
キ
ャ
リ
ア
は
、「
金
融
機
関
に

入
っ
て
お
金
を
貯
め
、
そ
れ
を
も
と
に

社
会
貢
献
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
立
ち
上
げ
る
こ

と
だ
」
と
い
う
話
も
聞
く
。
シ
ニ
ア
も

負
け
て
は
い
な
い
。
65
歳
以
上
の
シ
ニ

ア
の
失
業
率
が
、
今
後
急
上
昇
す
る

（
図
表
１-

６
、
16
〜
17
ペ
ー
ジ
）
が
、

「
も
は
や
組
織
に
は
頼
れ
な
い
」
と
自

覚
し
た
こ
の
年
代
が
自
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
設

立
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
促
進
法
（
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
）
が
施
行
さ
れ
た
の
が
、
１
９

９
８
年
12
月
１
日
。
そ
れ
以
来
、
政
府

が
認
証
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
は
急
激
に
数

を
増
や
し
、
２
０
１
１
年
３
月
末
現

在
、
４
万
を
超
え
る
（
図
表
２-

９
）。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
は
そ
の
活
動
分
野
を
17
に

定
め
て
い
る
が
、
医
療
・
福
祉
か
ら
ま

ち
づ
く
り
、
学
術
振
興
、
国
際
協
力
、

経
済
活
動
の
活
性
化
、
職
業
能
力
の
開

発
な
ど
、
非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

る
。日

本
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
重
要
性
が
認
識
さ

れ
た
き
っ
か
け
は
、
１
９
９
５
年
１
月

に
起
き
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
災
害

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
す
る
関
心
が
高

ま
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
今
回
の
東
日
本

大
震
災
で
も
多
く
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
災
害
か

ら
の
復
旧
・
復
興
に
奔
走
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

の
存
在
価
値
を
社
会
に
ア
ピ
ー
ル
し

た
。

「
日
本
に
は
寄
付
文
化
が
な
い
た
め
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
育
た
な
い
」
と
言
わ
れ
て
き

た
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
へ
の
寄
付
に
対
し

て
税
制
上
の
優
遇
範
囲
を
拡
大
す
る
改

正
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
が
、
２
０
１
１
年
６
月
に

成
立
し
た
（
施
行
は
２
０
１
２
年
４

月
）。
個
人
が
寄
付
し
た
場
合
、
そ
の

金
額
だ
け
、
税
額
控
除
で
き
る
寄
付
優

遇
税
制
の
拡
大
も
決
ま
っ
た
。
今
後
は

税
金
を
払
う
代
わ
り
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

に
寄
付
す
る
人
も
多
数
現
れ
る
だ
ろ

新卒一括採用も
変質する
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注：2年以内の転職経験者に限定。業種ならびに職種の無回答は除く
出所：ワークス研究所「ワーキングパーソン調査」

転職者の業種・職種移動の実態2-10

年

2008

2002

異業種・異職種同業種・同職種 同業種・異職種 異業種・同職種

41.0%8.7%19.1%31.3%

36.3% 7.2% 13.9% 42.6%

Scenario 10

ジョブカラーチェンジを
促進させる教育機関が充実する

る
。
最
短
で
３
カ
月
、
長
く
て
１
年
程

度
で
仕
事
の
〝
色
〞
を
塗
り
替
え
る
、

い
わ
ば
ジ
ョ
ブ
カ
ラ
ー
チ
ェ
ン
ジ
教
育

で
あ
る
。

例
え
ば
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
を
介
護
職

の
「
グ
レ
ー
カ
ラ
ー
」
に
、
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
を
環
境
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど

の
「
グ
リ
ー
ン
カ
ラ
ー
」
に
転
換
さ
せ

る
わ
け
だ
。専
門
学
校
だ
け
で
は
な
く
、

一
部
の
大
学
や
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
企
業
も

乗
り
出
す
か
も
し
れ
な
い
。

２
０
２
０
年
に
か
け
て
製
造
業
で
雇

用
の
場
が
減
り
、
逆
に
情
報
・
サ
ー
ビ

ス
業
で
は
増
え
る
（
図
表
１-

７
、
18

〜
19
ペ
ー
ジ
）。
そ
れ
と
呼
応
し
、
い

わ
ゆ
る
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
（
労
務
・
作
業

職
）
の
雇
用
の
場
も
、
２
０
１
０
年
か

ら
２
０
２
０
年
に
か
け
て
大
幅
に
減
少

す
る
。
年
齢
層
で
い
う
と
、
45
〜
54
歳

の
労
働
力
人
口
が
増
え
る
と
と
も
に
、

そ
の
年
齢
区
分
の
失
業
率
が
高
ま
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
も
見
て
き
た
通
り

だ
。こ

う
し
た
数
字
か
ら
見
え
て
く
る
の

は
、
求
職
者
が
も
っ
て
い
る
ス
キ
ル
や

能
力
と
、
求
人
側
が
求
め
る
も
の
に
ミ

ス
マ
ッ
チ
が
生
じ
る
可
能
性
が
高
い
、

と
い
う
こ
と
だ
。
図
表
２-

10
を
見
て

も
、
同
業
種
・
同
職
種
に
転
職
す
る
割

合
は
３
割
前
後
で
、
最
も
多
い
の
が
業

種
・
職
種
と
も
に
変
わ
る
パ
タ
ー
ン
だ
。

そ
の
割
合
は
、
２
０
０
２
年
か
ら
２
０

０
８
年
に
か
け
て
は
微
増
だ
が
、
２
０

２
０
年
に
か
け
て
そ
の
割
合
が
よ
り
高

く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

18
歳
人
口
の
減
少
に
よ
り
、
昨
今
、

専
門
学
校
な
ど
の
教
育
機
関
が
社
会
人

を
取
り
込
も
う
と
す
る
動
き
が
活
発

だ
。
ス
キ
ル
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
よ
り
転

職
で
き
な
い
と
い
う
悩
み
を
抱
え
た
社

会
人
が
増
え
る
と
な
る
と
、
そ
の
悩
み

を
解
消
す
べ
く
、
し
か
る
べ
き
職
業
教

育
を
施
す
学
校
が
現
れ
る
と
考
え
ら
れ

出所：総務省統計局「国勢調査」。ただし、2010年は抽出サンプルによる速報値

5 年間、同一都道府県内に住んでいる人の割合2-11
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Scenario 11

地元定着志向が強まり、
地域の優良企業が注目される

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
、
逆
の
動

き
と
し
て
、
地
域
に
目
を
向
け
る
個
人

や
企
業
が
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
景

気
の
悪
化
も
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
可

能
性
が
高
く
、
家
族
や
近
所
と
の
信
頼

関
係
を
大
切
に
す
る
人
も
増
え
る
だ
ろ

う
。総

務
省
の
「
国
勢
調
査
」
に
よ
る
と
、

「
５
年
間
の
う
ち
、
居
住
す
る
都
道
府

県
に
変
化
が
な
か
っ
た
人
」
は
ど
の
世

代
で
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。
特
に
２
０

０
０
年
か
ら
２
０
１
０
年
に
か
け
て
、

若
年
層
を
中
心
に
定
着
志
向
が
高
ま
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
に
対
応
し
、

勤
務
地
限
定
社
員
と
い
っ
た
職
域
を
設

け
る
企
業
が
、
既
に
増
え
て
い
る
。

地
元
定
着
志
向
が
強
ま
る
と
地
元
の

優
良
企
業
に
就
職
希
望
者
が
殺
到
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
多
く
は
業
績
が

安
定
し
、
地
域
な
ら
で
は
の
特
色
を
生

か
し
た
中
小
企
業
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
家
族
や
親
族
で
経
営
す

る
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
に
も
注
目
が

集
ま
る
。
そ
う
し
た
企
業
は
零
細
で
非

効
率
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
が
付
き

ま
と
い
が
ち
だ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
う
ま
く
活
用
す
る
な
ど
、
知
恵
と
工

夫
次
第
で
有
望
な
ビ
ジ
ネ
ス
に
な
り
う

る
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
で
生
活
と

仕
事
の
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
り
つ
つ
、
大

き
な
収
入
を
得
る
人
も
出
て
く
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同業種・同職種の転職より
異業種・異職種のほうが多い

家族や親族で経営する
ファミリービジネスが勃興する
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大企業の役員に占める女性比率
（20 1 0年、アメリカとカナダは20 0 9年）

2-12

％

アメリカ イギリス ヨーロッパ
（17カ国）

カナダ 日本

1.3%
0

5

10

15

20

出所：以下をもとにワークス研究所作成
アメリカ：“2010 Catalyst Census： Fortune 500 Women Board Directors”、カナダ：“2009 Catalyst Census： Financial Post 500”、
イギリス：“The Female FTSE Board Report 2010”、ヨーロッパ：“EuropeanPWN Board Women Monitor 2010”、日本：東洋経済新報社『役員四季報』

15.2%
14.0%

12.5% 11.7%

Scenario 12

「女子力」が
初めて経営に生かされる

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
事
業
戦
略

の
策
定
な
ど
、
経
営
の
中
枢
業
務
を
女

性
が
担
う
必
要
性
が
出
て
く
る
。

ま
た
、
女
性
の
視
点
を
導
入
す
る
こ

と
で
組
織
の
活
性
化
を
実
現
す
る
企
業

が
現
れ
る
。
女
性
に
は
男
性
と
は
異

な
っ
た
セ
ン
ス
と
着
眼
点
が
あ
る
。
今

の
日
本
企
業
に
閉
塞
感
が
漂
っ
て
い
る

原
因
の
ひ
と
つ
が
組
織
の
ト
ッ
プ
が
男

性
だ
ら
け
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
し
た

ら
、
そ
こ
に
「
女
子
力
」
を
注
入
す
る

こ
と
で
、「
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
」
の

よ
う
に
飛
躍
す
る
企
業
が
現
れ
る
だ
ろ

う
。

管
理
職
に
占
め
る
女
性
比
率
が
徐
々

に
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

（
図
表
１-

11
、
22
〜
23
ペ
ー
ジ
）
が
、

同
じ
こ
と
が
経
営
者
に
つ
い
て
も
当
て

は
ま
る
。
東
洋
経
済
新
報
社
『
役
員
四

季
報
』
に
よ
る
と
、
上
場
企
業
に
お
け

る
女
性
役
員
の
数
は
１
９
９
９
年
の
99

人
か
ら
２
０
１
０
年
の
５
５
４
人
と
、

5
倍
以
上
も
増
加
し
て
い
る
。
比
率
で

い
っ
て
も
、
１
９
９
９
年
の
０
・
２
％

か
ら
２
０
１
０
年
に
は
１
・
３
％
ま
で

上
昇
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
世
界
に
目
を
向
け
る
と
そ

の
比
率
は
ま
だ
ま
だ
低
い
。
直
近
の

デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
女
性
役
員
比
率
は

日
本
が
１
・
３
％
な
の
に
対
し
、
ア
メ

リ
カ
は
15
・
２
％
と
10
倍
以
上
、
イ
ギ

リ
ス
は
12
・
５
％
と
10
倍
近
い
差
が
あ

る
。
日
本
企
業
に
お
い
て
、
女
性
役
員

比
率
が
高
ま
る
余
地
は
十
分
に
あ
り
、

今
後
は
以
下
の
理
由
で
女
性
役
員
が
増

え
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
女
性
の
視
点
が
事
業
運
営
に

必
要
と
な
る
こ
と
だ
。
競
争
が
激
化
す

る
中
、
売
れ
る
商
品
を
つ
く
る
た
め

に
、
企
業
は
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
を
う
ま

く
察
知
し
て
商
品
開
発
に
結
び
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
消
費
財
メ
ー

カ
ー
に
と
っ
て
は
女
性
の
意
見
を
う
ま

く
吸
い
上
げ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
過
去
に
も
女
性
の
み
の
チ
ー
ム
で

商
品
開
発
を
行
う
企
業
が
あ
っ
た
が
、

企業社会にも
〝なでしこ〞現象が起こる

クリスティーナ・アメージャン氏
一橋大学大学院国際企業戦略研究科科長

1987年スタンフォード大学ビジネススクールで
MBA、1995年カリフォルニア大学バークレー校で
博士号を取得。1982年三菱電機入社。1987年
ベイン・アンド・カンパニー入社。1995年コロンビ
ア大学ビジネススクール助教授。2001年一橋大
学大学院国際企業戦略研究科助教授、2004年
同教授を経て、2010年より現職。専門分野は、コー
ポレート・ガバナンス、組織間ネットワーク、日本企
業の変化など。

領、トヨタ自動車のトヨタ・ウェイに代
表される企業理念の崇高さです。歴史の
長い企業ほど、自分たちはお金儲けのた
めではない、世のため、人のためになる
ことを遂行するために存在するのだ、と
いう、すばらしい理念をもっています。
日本企業が今後、海外で成功するに

は、現地の人たちも含めたすばらしい
チームをつくり、自分たちの価値観を彼
らにもしっかりと理解させる必要があり
ます。
グローバルということでは、日本企業

はもっと広い視野をもつべきではないで
しょうか。例えば、アメリカや西ヨー
ロッパの企業だけではなく、中国や韓
国、あるいは北欧の企業をよく調べ、参
考にしてみたらどうでしょう。経営シス
テムや人事制度に関してもユニークな例
がたくさんあります。
2020年には、ジャパン・アズ・ナンバー

ワン、アゲイン！　を期待しています。

これからの日本企業を考える際の
キーワードは、「女性」と「外国人」

だと思います。どちらも、長期勤続の男性
がメンバーの中心だった、これまでの日本
企業で疎外されてきた存在だからです。
実は私はそのどちらにも当てはまるの
です。もう30数年前のことです。私は
ハーバード大学で、『ジャパン・アズ・
ナンバーワン』を著したエズラ・ヴォー
ゲル教授のもとで学び、日本に興味をも
ち、来日しました。最初は英語学校の教
師をやっていたのですが、その後、三菱
電機に入り、文字通りのOL生活を送り
ました。仕事はお茶くみとテレックスの
翻訳といった雑用ばかり。逆に新鮮な体
験で面白かったのですが、さすがにこの
ままではキャリアにならないと思い、ア
メリカに帰国して大学院に入り、日本の
企業論を学び今に至ります。
当時はまさにジャパン・アズ・ナンバー
ワンの時代で経済も絶好調、女性も外国

人も、重要な戦力とは見なされていませ
んでした。でも今は違います。国内市場
が頭打ちする中で、日本企業はどんどん
外に出て行かなければならない、人口が
減る中で、性別は関係なく、優秀な人材
を積極的に登用しなければならない時代
になったのです。
女性や外国人が活躍でき、働きやすい

職場をつくるのに重要なのがワークライ
フバランスの確保です。日本人の総労働
時間は総体としては減っているものの、
残業の多さや仕事の後の飲みニケーショ
ンなども考え合わせるとやはり長いと思
います。長時間労働は多くの外国人は忌
避しますし、子育て中の女性は家庭と仕
事との両立が難しくなります。
もちろん、これからも維持・発展させ

なければならない日本企業の強さもあり
ます。ひとつはチームワークです。日本
企業の組織力は世界有数だと思います。
もうひとつは、三菱グループの三綱

「男性・日本人」中心
という組織の
変質が進む

経営学者の〝遠眼鏡
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「
２
０
２
０
年 

雇
用
の
旅
」
も
そ
ろ
そ
ろ
終

わ
り
が
近
づ
い
て
い
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ま
で

の
内
容
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
さ
さ
や
か
な
提

言
を
行
い
た
い
。

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
１
で
は
、
現
在
の
ト
レ
ン
ド
を
延

長
す
る
と
、
起
こ
る
可
能
性
が
高
い
シ
ナ
リ
オ

を
見
て
き
た
。「
２
０
２
０
年
に
向
け
て
景
気

が
持
続
的
に
回
復
す
る
可
能
性
は
低
い
」
と
い

う
前
提
を
置
い
た
た
め
、
欧
州
並
み
の
高
い
失

業
率
に
な
る
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
内
容
と

な
っ
た
。
男
性
の
失
業
率
の
ほ
う
が
よ
り
悪
化

す
る
た
め
、
男
女
差
が
さ
ら
に
広
が
る
。
サ
ー

ビ
ス
経
済
化
が
進
み
、
男
性
中
心
の
製
造
業
の

雇
用
が
失
わ
れ
る
た
め
だ
。

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
２
で
は
、
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
１
の
内
容
を

前
提
と
し
た
と
き
、
企
業
人
事
や
日
本
人
の
働

き
方
が
ど
う
変
わ
る
の
か
、
多
少
の
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
を
働
か
せ
な
が
ら
作
成
し
た
質
的

な
シ
ナ
リ
オ
を
示
し
た
。

そ
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
大
き
く
２
つ
に
大
別
で

き
る
。
ひ
と
つ
は
、
今
の
萌
芽
事
例
が
２
０
２

０
年
に
大
き
く
顕
在
化
す
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ

で
あ
る
。
ス
ー
パ
ー
シ
ニ
ア
の
活
躍
や
企
業

ト
ッ
プ
の
世
代
交
代
、
女
子
力
の
活
用
な
ど
が

こ
れ
に
該
当
す
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
内
容
の

も
の
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
出
稼
ぎ
や
、
ジ
ョ

ブ
カ
ラ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
促
進
さ
せ
る
教
育
機
関

の
増
加
な
ど
が
そ
う
だ
。

ま
と
め
る
と
、
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
１
は
低
成
長
を
前

提
と
し
た
量
的
シ
ナ
リ
オ
、
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
２
は
そ

こ
か
ら
の
転
換
を
図
る
た
め
の
質
的
シ
ナ
リ
オ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
発
展
型
パ
ラ
ダ
イ
ム
」

か
ら
の
決
別
を

実
は
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
１
、
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
２
の
背
景
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
雇
用
パ
ラ
ダ
イ
ム
が

あ
る
。

前
者
は
、
製
造
業
で
働
く
、
長
期
勤
続
の
男

性
正
社
員
が
主
役
、
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
だ
。

こ
れ
は
１
９
５
０
年
代
か
ら
１
９
６
０
年
代
に

か
け
て
の
高
度
成
長
期
に
確
立
さ
れ
た
も
の

で
、
経
済
も
人
口
も
右
肩
上
が
り
が
前
提
で
あ

り
、
産
業
は
製
造
業
が
主
体
で
あ
る
。
こ
れ
を

「
発
展
型
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
名
づ
け
た
い
。
年

功
賃
金
や
終
身
雇
用
に
代
表
さ
れ
る
日
本
的
雇

用
慣
行
と
親
和
性
を
も
ち
、
こ
れ
ま
で
の
約
半

世
紀
に
わ
た
り
、
維
持
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
。

こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
今
や
危
殆
に
瀕
し
て
い

る
。
そ
の
前
提
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
だ
。

１
９
９
０
年
代
前
半
に
バ
ブ
ル
経
済
が
弾
け
、

「
失
わ
れ
た
20
年
」
と
呼
ば
れ
る
低
成
長
期
が

続
い
て
い
る
。
ま
た
、
出
生
率
の
低
下
が
長
く

続
い
た
た
め
、
２
０
０
５
年
以
降
は
人
口
も
減

少
局
面
に
入
っ
た
。
さ
ら
に
、
新
興
国
の
追
い

上
げ
や
円
高
な
ど
の
事
情
で
、
国
内
産
業
に
お

け
る
製
造
業
の
比
率
は
ど
ん
ど
ん
減
り
、
代

わ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
業
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。

パ
ラ
ダ
イ
ム
を
支
え
て
き
た
土
台
が
揺
ら
い
で

い
る
た
め
、
別
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
転
換
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

「
成
熟
型
パ
ラ
ダ
イ
ム
」へ
の

シ
フ
ト
が
必
要

そ
れ
に
代
わ
る
の
が
、「
成
熟
型
パ
ラ
ダ
イ

ム
」
で
あ
る
。
性
や
雇
用
形
態
、
勤
務
先
の
組

織
形
態
、
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
働
く
人
す
べ

て
が
主
役
に
な
り
う
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
だ
。
発
展

型
と
は
対
極
の
、
低
成
長
と
人
口
減
少
、
そ
し

て
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
を
前
提
と
し
て
い
る
。

「
成
熟
型
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
へ
の
シ
フ
ト
が
不
可

避
と
な
る
理
由
は
、
以
下
の
通
り
だ
。

経
済
が
力
強
く
成
長
し
て
い
る
間
は
、
夫
婦

の
う
ち
、
１
人
だ
け
が
働
い
て
も
所
得
の
増
加

が
期
待
で
き
た
た
め
、「
男
性
が
外
で
働
き
、

女
性
が
家
を
守
る
」
と
い
う
性
別
役
割
分
業
が

維
持
で
き
た
。
し
か
も
、
こ
の
や
り
方
は
、
男

性
が
主
な
働
き
手
で
あ
る
製
造
業
中
心
の
産
業

パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
楽
し
も
う

PA
R

T3　

結
び
に
か
え
て

構
造
と
も
マ
ッ
チ
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
成
長
が
期
待
で
き
な

い
と
な
る
と
、
男
性
１
人
の
収
入
だ
け
で
は
家

計
を
支
え
ら
れ
な
く
な
る
の
で
、
共
働
き
家
庭

が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
サ
ー
ビ
ス
経

済
化
の
進
展
に
よ
り
、
就
業
者
に
女
性
が
多
い

サ
ー
ビ
ス
産
業
の
比
率
が
高
ま
る
こ
と
も
こ
の

流
れ
を
促
進
さ
せ
る
。人
口
が
減
少
す
る
た
め
、

優
秀
な
人
材
を
確
保
す
る
の
が
難
し
く
な
る
中

で
、
女
性
を
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
と
い
う
企

業
も
出
て
く
る
。

「
正
社
員
が
王
道
」
と
い
う
考
え
方
も
薄
れ

る
。
雇
用
や
処
遇
の
安
定
よ
り
も
、
職
種
や
勤

務
時
間
、
勤
務
地
に
こ
だ
わ
る
な
ら
、
派
遣
や

契
約
社
員
、
あ
る
い
は
業
務
委
託
と
い
う
非
正

規
の
働
き
方
も
、
立
派
な
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と

な
る
。
そ
れ
は
企
業
側
の
ニ
ー
ズ
と
も
一
致
す

る
。
そ
う
す
る
と
、「
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
を
掛
け
持

つ
ハ
イ
ス
キ
ル
ワ
ー
カ
ー
」
の
よ
う
に
、
非
正

規
社
員
の
中
で
も
自
分
の
ス
キ
ル
を
磨
き
、
自

分
の
雇
用
を
安
定
さ
せ
る
人
が
出
て
く
る
。

勤
務
先
も
企
業
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
脚
光

を
浴
び
つ
つ
あ
る
の
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
あ
る
。
単
に

お
金
を
得
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
た

め
に
働
き
た
い
、
と
い
う
人
が
増
え
て
い
る
か

ら
だ
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
影
響
も
あ
る
。
２
０
１
１

年
は
外
国
人
新
卒
採
用
元
年
だ
っ
た
が
、
日
本

企
業
の
雇
用
を
日
本
人
と
外
国
人
で
争
う
、
と

い
う
流
れ
が
ま
す
ま
す
強
ま
る
。「
グ
ロ
ー
バ

ル
出
稼
ぎ
」
の
よ
う
に
、
海
外
の
膨
大
な
ニ
ー

ズ
を
求
め
て
集
団
で
働
き
に
出
る
人
が
現
れ
る

一
方
、
そ
れ
と
は
逆
の
動
き
と
し
て
、
家
族
や

親
族
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
地
方
回
帰
も

起
こ
る
。
発
展
型
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
主
に
国
内

の
都
市
部
で
働
く
人
が
主
役
だ
っ
た
が
、
そ
れ

が
海
外
、
地
域
へ
も
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。

パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
が

実
は
得
意
な
日
本
人

実
は
、
成
熟
型
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
内
容
は
特
に

目
新
し
い
内
容
で
も
な
い
。
１
９
９
０
年
代
後

半
に
は
既
に
指
摘
さ
れ
、
２
０
１
１
年
に
お
い

て
も
十
分
通
用
す
る
内
容
で
あ
る
。
問
題
は
パ

ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
起
き
つ
つ
あ
る
の
に
、
そ
の

こ
と
に
気
づ
か
な
い
人
が
多
い
こ
と
だ
。
そ
の

た
め
、
低
成
長
、
人
口
減
少
、
製
造
業
の
斜
陽

化
、
と
い
っ
た
現
象
に
、
い
た
ず
ら
に
悲
観
的

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

日
本
も
過
去
、
数
々
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に

直
面
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
徳
川
と
い
う
一
大

名
が
支
配
す
る
武
家
政
治
か
ら
、
四
民
平
等
の

君
主
政
治
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
た
明
治
維
新
。

そ
の
象
徴
と
な
っ
た
の
が
国
会
の
開
設
で
あ
る

が
、
実
現
し
た
の
は
１
８
９
０
年
、
維
新
か
ら

大
分
時
間
が
経
過
し
た
明
治
23
年
の
こ
と
で
あ

る
。大

政
奉
還
と
い
う
名
の
革
命
を
伴
う
激
烈
な

パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
総

仕
上
げ
と
な
る
国
会
開
設
が
実
現
す
る
ま
で
は

四
半
世
紀
近
い
時
間
を
要
し
た
わ
け
だ
。

今
回
の
雇
用
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
は
い
わ
ば

水
面
下
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
当
時
と
比

べ
、
今
の
日
本
の
国
力
は
ケ
タ
違
い
に
大
き

い
。
方
向
転
換
に
多
少
の
時
間
が
か
か
る
の
も

仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
で

あ
る
先
の
敗
戦
後
の
政
治
状
況
を
考
え
て
も
、

日
本
人
は
変
わ
る
べ
き
時
に
変
わ
る
、
ま
さ
に

豹
変
で
き
る
人
た
ち
な
の
で
あ
る
。
逆
に
変
わ

り
す
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
が
。

そ
う
考
え
る
と
、
雇
用
パ
ラ
ダ
イ
ム
も
、
遅

か
れ
早
か
れ
、
切
り
替
わ
る
時
が
必
ず
や
っ
て

来
る
。
そ
の
時
に
大
切
な
の
は
変
化
を
恐
れ
た

り
、
拒
ん
だ
り
す
る
の
で
は
な
く
、
楽
し
む
こ

と
、
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
変
化
を

先
取
り
す
る
た
め
に
、
本
誌
が
い
さ
さ
か
で
も

役
立
て
ば
幸
い
で
あ
る
。

雇用のパラダイムシフト

「発展型パラダイム」 「成熟型パラダイム」

製造業で働く、

長期勤続の男性が主役

性や雇用形態、勤務先、年齢に

かかわらず、

働く人すべてが主役

経済は成長基調

人口増加

製造業が中心

前
提

経済は低成長

人口減少

サービス業が中心

前
提

Paradigm shift
in

Developed Era
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