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　　　　http://www8.cao.go.jp/survey/h16/h16-shakai/2-2.html
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会
社
員
Ａ
さ
ん
は
体
調
が
す
ぐ
れ
ず
、
そ
の
日
会

社
を
休
ん
だ
。
気
分
転
換
に
と
、
家
の
付
近
を
散
歩

し
て
み
よ
う
と
ア
パ
ー
ト
を
後
に
し
た
。
し
ば
ら
く

す
る
と
突
然
、
近
く
の
交
番
か
ら
走
り
出
て
き
た
警

官
が
Ａ
さ
ん
を
取
り
押
さ
え
た
。「
こ
れ
以
上
こ
の

道
を
こ
の
方
向
に
歩
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
方
向

に
は
幼
稚
園
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
幼
稚
園
の
半

径
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
は
入
っ
て
は
い
け
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
」
。
Ａ
さ
ん
は
、わ
け
が
わ
か
ら
ず

警
官
に
理
由
を
尋
ね
る
と
、こ
ん
な
答
え
が
返
っ
て

き
た
。「
あ
な
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、こ
れ
ま
で
幼

児
ポ
ル
ノ
動
画
を
多
数
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
ま
す
ね
」
。�

　
近
い
将
来
、こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
言
い
切
れ

る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
社
会
が
、私
た
ち
の

望
む
安
全
・
安
心
な
ま
ち
の
姿
な
の
で
あ
ろ
う
か
。�

����

　
本
年
二
月
に
発
表
さ
れ
た「
社
会
意
識
に
関
す
る

世
論
調
査
」に
よ
る
と
、現
在
の
日
本
の
状
況
で
悪
い

方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は「
治
安
」が

最
も
高
く
、昨
年
調
査
時
か
ら
大
き
く
上
昇
し
、国

民
体
感
的
な「
安
全
神
話
の
崩
壊
」
を
裏
付
け
る
結

果
と
な
っ
て
い
る（
図
１
）。�

近
未
来
の
小
説
？

安
全
・
安
心
へ
の
国
民
的
希
求
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も
ち
ろ
ん
こ
の
背
景
に
は
、刑
法
犯
認
知
件
数
が

昭
和
期
の
約
二
倍
で
、同
検
挙
率
は
昭
和
期
の
約
三

分
の
一
で
あ
る
と
い
う
統
計
的
現
実
よ
り
も
、国
外

で
の
相
次
ぐ
テ
ロ
や
戦
争
、未
成
年
に
よ
る
幼
児
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
凶
悪
犯
罪
、学
校
へ
の
襲
撃
事
件
、

住
宅
街
で
の
一
家
惨
殺
事
件
な
ど
が
毎
日
の
よ
う

に
報
道
さ
れ
、「
明
日
に
で
も
自
分
や
家
族
が
被
害

者
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
の
だ
」
と
い
っ
た
「
不

安
感
」が
横
臥
し
て
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、週
刊
誌

で
は
、「
東
京
犯
罪
多
発
『
町
・
丁
目
』ラ
ン
キ
ン
グ
」

と
い
っ
た
特
集
が
組
ま
れ
、「
不
安
感
」
を
身
近
に
・

具
体
的
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。�

　
こ
の
よ
う
な
国
民
レ
ベ
ル
の「
不
安
感
」
を
背
景

に
、第
一
六
二
回
国
会
に
お
け
る
小
泉
内
閣
総
理

大
臣
施
政
方
針
演
説（
二
〇
〇
五
・
一
）で
は
、「
三

五
〇
〇
人
の
警
察
官
を
増
員
し
、『
空
き
交
番
』の

解
消
に
全
力
を
挙
げ
、『
世
界
一
安
全
な
国
』の
復

活
を
目
指
し
ま
す
。
安
全
は
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、つ
く
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
新
宿
歌
舞
伎
町

を
は
じ
め
と
す
る
全
国
の
繁
華
街
か
ら
、暴
力
団
や

外
国
人
犯
罪
組
織
を
排
除
し
健
全
な
街
に
再
生
す

る
た
め
、地
域
挙
げ
て
の
住
民
の
自
主
的
な
取
り
組

み
を
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

平
成
一
六
年
警
察
白
書
の
特
集
テ
ー
マ
は
、「
地
域

社
会
と
の
連
帯
」で
あ
り
、特
集
に
あ
た
っ
て「
地
域

の
犯
罪
抑
止
や
防
犯
活
動
を
進
め
る
こ
と
は
、治

安
の
回
復
に
と
ど
ま
ら
ず
、希
薄
化
し
た
地
域
社

会
に
お
け
る
連
帯
の
再
生
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、多
く
の
都
道
府
県
や

政
令
都
市
等
で
相
次
い
で「
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く

り
条
例
」が
制
定
さ
れ
、自
治
体
が
積
極
的
に
「
犯

罪
に
強
い
ま
ち
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
活

発
化
し
て
い
る
。�

　
こ
の
よ
う
に
、我
が
国
の
安
全
・
安
心
へ
の
国
民
的

希
求
は
、「
国
家
警
察
権
力
に
よ
る
犯
罪
検
挙
」
か

ら「
自
治
行
政（
住
民
も
含
む
）に
よ
る
犯
罪
抑
制
」

へ
、す
な
わ
ち
「
犯
罪
者
を
追
う
」
犯
罪
原
因
論
か

ら
「
地
域
自
ら
が
犯
罪
を
お
こ
さ
せ
な
い
」
犯
罪
機

会
論
へ
の
シ
フ
ト
を
加
速
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。�

�

　
　�

���

　「
犯
罪
機
会
論
」は
、犯
罪
の
機
会
は
犯
罪
者
の「
標

的
」と「
犯
行
の
場
所
」に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、「
標
的
」

に
は「
抵
抗
性
」
要
素
を
、「
犯
行
の
場
所
」に
は「
領

域
性
」
と
「
監
視
性
」
要
素
を
強
め
る
こ
と
に
よ
り

犯
罪
を
抑
制
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。�

　
「
機
会
論
」が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
状
況
で
注
目

を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、「
割
れ
窓
理
論
」（J.Q

.�

W
ilson &

 G
.L.K

elling 

一
九
八
二
）で
あ
る
。「
割

れ
窓
理
論
」
に
お
け
る
「
割
れ
た
窓
」
は
縄
張
り
意

識
と
当
事
者
意
識
が
低
い
地
域
の
象
徴
で
あ
り
、犯

罪
者
が
気
軽
に
犯
行
に
及
ぶ
こ
と
の
で
き
る
地
域
の

象
徴
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、縄
張
り
意
識
と
当
事

者
意
識
の
高
い
地
域（
す
な
わ
ち
割
れ
た
窓
が
一
枚

も
な
い
地
域
）は
犯
罪
者
に
と
っ
て
”や
っ
か
い
な
“地

域
、す
な
わ
ち
犯
罪
の
少
な
い
地
域
と
い
う
も
の
で
あ

る
。図
２
の
よ
う
に
犯
罪
機
会
論
の
場
所
に
係
る
ソ
フ

ト
な
要
素
が「
割
れ
窓
理
論
」で
説
明
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。�

犯
罪
機
会
論
〜
割
れ
窓
理
論
の
登
場
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賢
明
な
読
者
の
方
な
ら
、「
割
れ
窓
理
論
」に
お
け

る
「
縄
張
り
意
識
」や
「
当
事
者
意
識
」
は
、我
が
国

が
本
来
有
し
て
い
た
地
縁
や
血
縁
か
ら
な
る
古
い
地

域
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
特
性
と
表
裏
一
体
の
も
の
で

あ
る
こ
と
に
お
気
づ
き
で
あ
ろ
う
。Ｓ
Ｃ（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
）論
で
は
、こ
の
よ
う
な
地
域
の
Ｓ
Ｃ
は「
内

部
結
束
型（B

onding

）」で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

し
か
し
、R.P

utnam

（
二
〇
〇
〇
）は
、強
力
な
内
部

結
束
型
Ｓ
Ｃ
に
内
在
す
る
「
排
他
性
」の
危
険
性
を

認
め
て
お
り
、「
排
他
性
」は
、時
に
カ
ル
テ
ル
を
結
成

し
た
り
、人
種
差
別
等
の
活
動
を
行
っ
た
り
す
る
グ
ル

ー
プ
の
出
現
に
つ
な
が
り
、と
も
す
れ
ば
経
済
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
の
悪
化
、社
会
参
画
・
社
会
移
動
の
遮
断
、コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
対
立
を
ま
ね
く
要
因
と
な
る
危
険
性
が

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、「
個
人
の
自
由
を

制
限
す
る
」
、「
個
人
の
個
性
を
損
な
う
」
な
ど
の
マ

イ
ナ
ス
面
が
生
じ
得
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。�

　
こ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
ジ
ュ
リ
ア
ー
ニ
前
市
長
時

代
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は

増
加
す
る
街
頭
犯
罪
に
対
し「
割
れ
窓
理
論
」
を
適
用

し
、街
か
ら
ホ
ー
ム
レ
ス
、路
上
屋
台
、風
俗
店
、マ
ナ
ー
の

悪
い
タ
ク
シ
ー
な
ど
「
割
れ
た
窓
」
を
一
掃
し
た
。
特
に

地
下
鉄
の
落
書
き
対
策
は
有
名
で
、一
度
落
書
き
さ
れ

た
地
下
鉄
は
車
庫
入
れ
さ
れ
、落
書
き
の
な
い
車
両
の

み
を
運
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、落
書
き
犯
人
の「
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
」
を
奪
い
去
っ
た
。こ
れ
ら
の
取
り
組
み
が
功

を
奏
し
、犯
罪
は
半
減
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
ゼ
ロ・
ト

レ
ラ
ン
ス（
寛
容
ゼ
ロ
）」、「
徹
底
し
た
管
理
社
会
」で
あ

る
と
の
大
き
な
批
判
が
渦
巻
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。�

　
こ
の
よ
う
な
負
の
側
面
の
可
能
性
を
大
い
に
有
す

る
地
域
や
社
会
の
特
性
が
、犯
罪
の
抑
制
に
は
逆
に

効
果
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が「
犯
罪
の
な
い
社
会
」

を
目
指
し
て
い
く
こ
と
の
非
常
に
難
し
い
側
面
を
表

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。�

�����

　
そ
れ
で
は
、「
内
部
結
束
型（B

onding

）」で
は
な

い「B
ridging

（
水
平
的
で
オ
ー
プ
ン
）」
な
Ｓ
Ｃ
と
犯

罪
抑
制
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。�

　
米
国
のS.Saegart

（
二
〇
〇
二
）ら
は
、ビ
ル
や
ア

パ
ー
ト
内
に
お
け
る
Ｓ
Ｃ
を
計
測
し
、そ
れ
が
犯
罪
抑

制
に
役
立
つ
の
か
を
調
べ
る
こ
と
で
、今
後
の
ビ
ル
や

ア
パ
ー
ト
管
理
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
。調
査
の
結
果
、

ビ
ル
や
ア
パ
ー
ト
内
で
の
犯
罪
抑
制
に
最
も
関
係
し
て

い
た
の
が「T

enant A
ssociation

へ
の
基
本
的
な

参
加
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、テ
ナ
ン
ト
同
士
の
共

同
活
動
が
活
発
な
ビ
ル
や
ア
パ
ー
ト
ほ
ど
犯
罪
が
発

生
し
に
く
い
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。�

　
ま
た
内
閣
府（
二
〇
〇
二
）で
は
、「
つ
き
あ
い
・
交

流
」・「
信
頼
」・「
社
会
参
加
」の
三
つ
の
構
成
要
素

か
ら
な
る
Ｓ
Ｃ
が
豊
か
な
地
域
ほ
ど
犯
罪
発
生
率
が

低
い
と
い
う
調
査
結
果
を
発
表
し
て
い
る
。�

　
さ
ら
に
九
九
年
に
米
国
コ
ロ
ラ
ド
州
コ
ロ
ン
バ
イ
ン

で
起
こ
っ
た
生
徒
に
よ
る
高
校
銃
乱
射
事
件
を
機
に
、

銃
社
会
の
危
険
性
に
焦
点
を
当
て
た
M.
ム
ー
ア
監
督

映
画
作
品
「B

ow
ling for C

olum
bine

」で
は
、隣

国
の
カ
ナ
ダ
が
銃
社
会
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、銃
に

よ
る
被
害
者
が
少
な
く
、国
民
の
多
く
は
自
宅
に
鍵

を
か
け
る
習
慣
が
な
い
、と
い
う
事
実
に
監
督
自
ら
が

驚
き
を
感
じ
な
が
ら
も
、こ
れ
が
米
国
と
の
根
本
的

な
違
い
な
の
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
し
て
い
る
。
自

宅
に
鍵
を
か
け
な
い
と
い
う
習
慣
は
極
め
て
オ
ー
プ
ン

な
Ｓ
Ｃ
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。�

　
こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
や
社
会
認
識
は
、「B

onding

」

で
は
な
く
、「B

ridging

」
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

も
犯
罪
抑
制
に
効
く
と
い
う
証
左
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。�

�����

　
割
れ
窓
理
論
が
重
要
な
要
素
だ
と
主
張
す
る
地

域
の
Ｓ
Ｃ（B

onding

）と
、安
全
・
安
心
の
逆
概
念
と

し
て
犯
罪
発
生
可
能
性
は
次
ペ
ー
ジ
図
３
の
よ
う
に

表
さ
れ
る
。
地
域
の
高
い
縄
張
り
意
識
や
当
事
者
意

識
に
現
れ
る
内
部
結
束
型
の
Ｓ
Ｃ（B

onding

）が
犯

罪
を
抑
制
す
る
が
、過
度
な
状
態
は
逆
に
、「
排
除
」、

「
差
別
」に
よ
る
犯
罪
を
増
加
さ
せ
る
可
能
性
が
あ

り
、最
適
な
状
態
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。�

　
一
方
、オ
ー
プ
ン
で
水
平
的
な
Ｓ
Ｃ（B

ridging

）

も
犯
罪
を
抑
制
す
る
効
果
が
あ
る（
過
度
な
状
態
に

つ
い
て
は
不
明
）（
次
ペ
ー
ジ
図
４
）。�

　
地
域
の
Ｓ
Ｃ
は
こ
れ
ら
二
つ
の
質
的
性
格
を
併
せ

持
っ
て
い
る
。少
々
乱
暴
で
は
あ
る
が
、Ｓ
Ｃ（B

onding

）

海
外
で
の
研
究

安
全
・
安
心
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

「
割
れ
窓
理
論
」
と

Ｓ
Ｃ（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
）



犯
罪
発
生
可
能
性

最適な状態

BondingBondingなSCSCBondingなSC

犯
罪
発
生
可
能
性

最適な状態

詳細は不明
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株
式
会
社
日
本
総
合
研
究
所
研
究
事
業
本
部
／
Ｐ
Ｐ
Ｐ（
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
パ
ー
ト
ナ
ー
）
推
進
室
主
任
研
究
員
。

一
九
六
一
年
生
ま
れ
。
専
門
分
野
は
Ｐ
Ｐ
Ｐ
。
著
書
は
、『
博
物

館
経
営
論
』（
共
著
、樹
村
房
）。�

　
東
　一
洋
（
あ
ず
ま
・
か
ず
ひ
ろ
）�

�

を
多
く
蓄
積
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
地
方
の
農
漁
林

村
部
等
で
は
、今
後
は
Ｓ
Ｃ（B

ridging

）を
醸
成
す
る

こ
と
に
よ
る
犯
罪
抑
制
ア
プ
ロ
ー
チ（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
外
部

の
人
的
・
知
的
資
源
の
導
入
）が
効
果
的
な
の
で
は
な
い

か
。
一
方
、Ｓ
Ｃ（B

onding

）が
少
な
い
都
市
部
に
お
い

て
は
、そ
の
衰
退
を
止
め
つ
つ
、さ
ら
に
Ｓ
Ｃ（B

ridging

）

の
促
進
に
よ
る
犯
罪
抑
制
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
る
。�

　
要
す
る
に
、地
域
の
Ｓ
Ｃ
を
踏
ま
え
た
犯
罪
抑
制

策
の
検
討
が
必
要
で
あ
り
、「
割
れ
窓
理
論
」へ
の
闇

雲
な
追
従
は
リ
ス
ク
を
伴
う
と
い
う
認
識
が
必
要
だ

と
筆
者
は
考
え
る
。�

��������������������

����

　
ま
ち
の
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
に
関
す
る
住
民
等
の
”自

発
的
“取
り
組
み
に
よ
っ
て
の
み
、そ
の
場
所
の「
領
域

性
」や「
監
視
性
」が
高
ま
り
、安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ

く
り
が
実
現
す
る
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
私
た
ち
に
と

っ
て
望
ま
し
い
姿
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、そ
こ
に「
警

察
権
力
」や
「
行
政
」が
”強
く
“関
わ
っ
た
場
合
、冒

頭
の
よ
う
な「
超
監
視
社
会
」に
な
っ
て
し
ま
う
リ
ス

ク
を
伴
う
。
過
度
な
国
民
的
不

安
感
は
得
て
し
て
、そ
の
関
わ

り
の
潤
滑
油
と
な
り
か
ね
な
い
。�

　
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

と
Ｓ
Ｃ
の
議
論
に
お
い
て
は
、そ

の
地
域
に
お
け
る
Ｓ
Ｃ
の
質
の

議
論
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
我

が
国
に
お
け
る
Ｓ
Ｃ
の
定
量
的

把
握
は
始
ま
っ
た
ば
か
り（
マ
ク

ロ
で
包
括
的
）で
あ
り
、ミ
ク
ロ

レ
ベ
ル
・
質
的
把
握
に
ま
で
至
っ

て
い
な
い
。今
後
Ｓ
Ｃ
の
計
測（
質

的
把
握
を
含
む
）に
資
す
る
標

準
的
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
の

共
有
や
、組
み
込
む
必
要
の
あ

る
統
計
指
標
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
な
ど
が
示
さ
れ
、そ
れ

を
参
考
に
地
域
レ
ベ
ル
で
実
査
さ
れ
、さ
ら
に
計
測
手

法
に
収
斂
す
る
と
い
っ
た
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
。�

　
地
域
の
Ｓ
Ｃ
の
質
的
特
性
を
踏
ま
え
た
安
全
・
安

心
ま
ち
づ
く
り
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。�

�
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