
　
年
金
、
医
療
・
介
護
、
住
ま
い
な
ど
、
生

活
者
の
暮
ら
し
を
支
え
る
基
盤
と
な
る
制
度

の
骨
組
み
が
、
超
高
齢
化
と
と
も
に
立
て
直

し
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
高
齢
者
人
口
、
と
り

わ
け
75
歳
以
上
の
人
口
の
増
加
と
と
も
に
社

会
保
障
給
付
費
が
う
な
ぎ
上
り
に
上
昇
し
て

い
く
こ
と
は
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ

を
抑
制
す
る
こ
と
が
行
財
政
の
大
き
な
課
題

に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
問
題
は
高
齢
者
の
数
や
社
会
保

障
の
額
の
大
き
さ
だ
け
に
あ
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
を
、
大

都
市
圏
へ
の
労
働
力
の
集
中
と
い
う
形
で
支

片
や
農
林
漁
業
や
自
営
業
で
も
、
生
業
が
継

承
さ
れ
な
け
れ
ば
、
単
独
世
帯
化
が
進
ん
で

い
く
。

　
２
０
１
０
年
の
国
勢
調
査
で
は
、
一
般
世

帯
数
を
家
族
類
型
別
に
見
る
と
、「
単
独
世

帯
」
は
１
６
７
８
万
５
０
０
０
世
帯
（
一
般

世
帯
の
32
・
４
％
）、「
夫
婦
と
子
供
」
は
１

４
４
４
万
世
帯（
同
27
・
９
％
）、「
夫
婦
の
み
」

は
１
０
２
４
万
４
０
０
０
世
帯
（
同
19
・
８

％
）、「
ひ
と
り
親
と
子
供
」
は
４
５
２
万
３

０
０
０
世
帯
（
同
８
・
７
％
）
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。
２
０
０
５
年
と
比
べ
る
と
、「
単

独
世
帯
」
の
実
数
は
16
・
１
％
増
と
な
っ
て

お
り
、
一
般
世
帯
に
占
め
る
割
合
は
29
・
５

％
か
ら
32
・
４
％
に
上
昇
し
て
い
る

（Chart 1

）。

　
晩
婚
化
や
未
婚
率
・
離
婚
率
等
の
上
昇
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
高
齢
化
と
と
も
に
核
家

族
世
帯
の
単
独
世
帯
化
が
進
ん
で
い
る
。
顕

著
と
な
っ
て
き
た
単
独
世
帯
の
マ
ジ
ョ
リ
テ

ィ
化
が
、
今
、
年
金
、
医
療
・
介
護
、
住
ま

い
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や

教
育
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
分
野

で
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、

現
行
の
制
度
設
計
当
初
は
、
家
族
と
い
う
単

位
や
規
範
を
前
提
に
、
成
長
と
安
心
を
支
え

る
仕
組
み
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
き
た
も
の
だ

が
、
生
活
実
態
と
の
間
に
大
き
な
齟
齬
を
生

じ
、
制
度
が
及
ば
な
い
不
安
定
な
エ
リ
ア
を

広
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
単
独
世
帯
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
化
は
、
社
会

保
障
を
は
じ
め
と
す
る
制
度
設
計
と
そ
の
前

提
を
問
い
直
す
転
換
点
で
あ
る
と
と
も
に
、

制
度
の
外
側
に
あ
る
も
の
の
可
能
性
に
目
を

向
け
て
い
く
、
発
想
の
転
換
点
と
し
て
受
け

性
の
労
働
力
化
が
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て

い
る
。
地
域
の
持
続
性
を
高
め
て
い
く
た
め

に
は
、
高
度
経
済
成
長
期
と
同
じ
雇
用
政
策

は
通
用
し
な
い
だ
ろ
う
。

　
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
１
９
６
０
年
代
か

ら
70
年
代
を
ピ
ー
ク
に
大
都
市
圏
に
一
気
に

労
働
力
が
集
中
し
た
。
結
果
、
人
口
が
大
量

に
流
出
し
て
い
っ
た
地
方
で
も
、
人
口
が
大

量
に
流
入
し
た
大
都
市
圏
で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
崩
壊
が
危
惧
さ
れ
、
当
時
の
自
治
省

の
主
導
の
も
と
１
９
７
０
年
代
か
ら
90
年
代

初
頭
に
か
け
て
、
各
地
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
政

策
が
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
。
マ
ク
ロ
な
雇
用

政
策
が
生
み
出
し
た
地
域
の
歪
み
を
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
政
策
で
カ
バ
ー
し
て
い
こ
う
と
す

る
意
図
が
あ
っ
た
。

　
新
し
い
市
民
層
の
自
治
組
織
を
つ
く
る
狙

い
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
職
住
が
分
離
し
て

い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
は
担
い
手
に
な
り
に

く
く
、
現
実
に
は
地
域
に
根
差
し
た
生
業
を

営
む
自
営
業
者
や
農
林
漁
業
者
が
主
力
に
な

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
地
域
経
済
が
疲
弊
し

て
い
く
な
か
で
、
数
少
な
い
担
い
手
た
ち
が

住
民
自
治
を
切
り
盛
り
し
て
き
た
の
だ
が
、

組
織
へ
の
加
入
率
の
低
下
や
、
担
い
手
不
足

と
高
齢
化
、財
政
の
逼
迫
な
ど
と
と
も
に
、今
、

そ
の
あ
り
方
も
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
。

　
地
域
の
持
続
性
を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
政
策
と
福
祉
政
策
・
教
育
政

策
・
雇
用
政
策
を
、
地
域
を
ベ
ー
ス
に
連
続

的
に
重
層
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
鍵
に

な
る
だ
ろ
う
。
筆
者
の
知
る
あ
る
地
域
で
は
、

日
用
品
製
造
等
の
零
細
な
ま
ち
工
場
の
働
き

手
だ
っ
た
人
た
ち
が
、
地
域
の
福
祉
を
支
え

る
働
き
手
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
職
住
近
接
で
顔
の
見
え
る
関
係
を
活

か
し
、
き
め
細
か
な
ケ
ア
を
実
現
す
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
聞
い
た
。

　
高
齢
者
や
女
性
の
労
働
力
化
を
進
め
る
に

は
、
職
住
の
近
接
性
が
大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー

に
な
る
。
移
動
の
た
め
だ
け
に
か
か
る
コ
ス

ト
や
時
間
は
で
き
る
だ
け
軽
減
し
て
、
そ
の

分
を
生
活
の
優
先
事
や
生
き
が
い
や
健
康
づ

く
り
に
回
し
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
あ
る
か

ら
だ
。
職
住
近
接
で
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
働
く

こ
と
の
で
き
る
地
域
雇
用
を
豊
か
に
し
て
い

く
こ
と
が
、
地
域
で
の
人
の
交
わ
り
の
頻
度

や
密
度
を
高
め
、
ウ
ェ
ル
・
ビ
ー
イ
ン
グ
の

実
感
と
と
も
に
、
住
民
自
治
の
担
い
手
の
層

を
厚
く
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
び
目
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
住
宅
の
あ
り
方
、

ひ
い
て
は
住
宅
政
策
も
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
」
と
い
う
言
葉
は
、

そ
も
そ
も
は
社
会
福
祉
の
実
践
方
法
の
３
分

類
「
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
」「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
」

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
」の
ひ
と
つ
と
し
て
、

１
９
３
０
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
、
日

本
に
も
紹
介
さ
れ
福
祉
分
野
を
中
心
に
用
い

ら
れ
て
き
た
用
語
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ

ス
で
は
、
１
９
６
０
年
代
後
半
か
ら
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ケ
ア
政
策
が
進
め
ら
れ
て
い
く
な
か

で
、
問
題
を
抱
え
る
地
域
の
住
宅
開
発
や
教

育
振
興
な
ど
、
幅
広
い
地
域
環
境
改
善
の
技

術
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
」
の
概

止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
一
人
暮
ら
し
が
は
ら
む
リ
ス
ク
を
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
状
況
か
ら
見
て
み
よ
う
。

２
０
１
１
年
に
内
閣
府
が
行
っ
た
「
高
齢
者

の
経
済
生
活
に
関
す
る
意
識
調
査
」
で
、
60

歳
以
上
の
高
齢
者
の
会
話
の
頻
度
（
電
話
や

Ｅ
メ
ー
ル
を
含
む
）
に
つ
い
て
聞
い
た
も
の

だ
。
全
体
で
は
毎
日
会
話
を
し
て
い
る
者
が

９
割
を
超
え
て
い
る
が
、
一
人
暮
ら
し
世
帯

に
つ
い
て
は
、「
２
〜
３
日
に
１
回
」
以
下

と
い
う
人
が
、男
性
の
単
身
世
帯
で
28
・
８
％
、

女
性
の
単
身
世
帯
で
22
・
０
％
を
占
め
て
い

る（Chart 2

）。会
話
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

人
と
交
わ
る
機
会
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
に
く
く
、
周

囲
の
人
に
異
変
を
察
知
し
て
も
ら
う
こ
と
も

難
し
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
会
話
を
し
な
い

自
由
も
あ
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
こ

こ
に
表
れ
て
い
る
数
字
の
多
く
は
自
ら
好
ん

で
選
択
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
調
査

結
果
も
あ
る
。

　
２
０
１
０
年
に
内
閣
府
が
行
っ
た
「
高
齢

者
の
住
宅
と
生
活
環
境
に
関
す
る
意
識
調

査
」
で
、
状
態
別
の
「
生
き
が
い
を
感
じ
て

い
な
い
人
」
の
割
合
を
聞
い
た
も
の
で
あ
る
。

世
帯
構
成
別
で
見
る
と
、
一
人
暮
ら
し
世
帯

の
男
性
の
34
・
９
％
、
同
女
性
の
15
・
２
％
が
、

生
き
が
い
を
感
じ
て
い
な
い
と
回
答
し
て
い

る
。
夫
婦
の
み
世
帯
の
男
性
の
11
・
１
％
、

え
て
き
た
、
社
会
の
仕
組
み
や
家
族
の
あ
り

方
そ
の
も
の
が
軋
ん
で
い
る
と
考
え
る
の
が

妥
当
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

核
家
族
は
、
世
代
間
で
生
業
を
継
承
す
る
必

然
性
が
な
く
、
勤
務
地
の
流
動
性
も
高
い
。

結
果
と
し
て
、
家
族
が
同
居
を
要
す
る
時
期

は
限
ら
れ
、世
帯
分
離
や
離
別
・
死
別
を
経
て
、

い
ず
れ
は
単
独
世
帯
（
一
人
暮
ら
し
世
帯
）

化
し
て
い
く
運
命
を
潜
在
的
に
抱
え
て
い
る
。

同
女
性
の
６
・
７
％
に
比
べ
て
大
き
な
差
が

あ
る
。

　
ま
た
、
同
じ
項
目
で
、
近
所
づ
き
あ
い
の

程
度
別
で
は
、
つ
き
あ
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い

と
い
う
人
の
39
％
、
さ
ら
に
、
困
っ
た
と
き

に
頼
れ
る
人
の
有
無
別
で
は
、
頼
れ
る
人
は

い
な
い
と
い
う
人
の
55
・
４
％
が
、
生
き
が

い
を
感
じ
て
い
な
い
と
回
答
し
て
い
る
。
い

ず
れ
も
、
つ
き
あ
い
が
あ
る
場
合
、
頼
れ
る

人
が
い
る
場
合
に
比
べ
て
大
き
な
差
が
出
て

い
る
。
一
方
、
健
康
状
態
が
不
良
で
、
生
き

が
い
を
感
じ
て
い
な
い
と
答
え
て
い
る
の
は

29
・
２
％
で
あ
る
。
健
康
状
態
以
上
に
、
人

と
の
つ
な
が
り
が
、
生
き
が
い
を
感
じ
る
こ

と
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
（Chart 3

）。

　
筆
者
が
実
践
活
動
で
関
わ
り
を
持
っ
て
い

る
地
域
で
も
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
て
み
る
と

医
療
施
設
が
充
実
し
て
い
る
地
域
に
住
ん
で

い
る
こ
と
よ
り
も
、
日
常
的
に
話
し
相
手
が

い
る
こ
と
の
方
が
心
の
安
定
や
安
心
に
つ
な

が
っ
て
い
る
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
単
独
世
帯
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
化
が
進
む
社

会
で
、
ウ
ェ
ル
・
ビ
ー
イ
ン
グ
を
支
え
る
ま

ち
づ
く
り
は
、
医
療
・
介
護
等
の
シ
ス
テ
ム

づ
く
り
の
前
に
、
人
の
交
わ
り
を
豊
か
に
し

て
い
く
環
境
づ
く
り
を
原
点
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
実
感
で
き
る
。

　
人
口
減
少
の
時
代
を
迎
え
、
高
齢
者
と
女

念
が
捉
え
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
そ
の

う
え
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
」
と
い
う
概
念
を
設
け
、

地
域
の
問
題
を
背
景
に
、
個
々
の
ニ
ー
ズ
に

丁
寧
に
対
応
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
を
重
視
す

る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
専
門
性
を
支

柱
と
し
、
そ
の
主
体
的
な
関
与
を
意
味
す
る

概
念
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
稿
で
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ

ー
ク
は
、
専
門
性
の
外
側
に
存
在
す
る
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
と
し

て
捉
え
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
単
独
世
帯

の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
化
が
進
み
、
人
と
交
わ
る

機
会
を
失
っ
て
い
る
人
が
大
量
に
潜
在
し
て

い
る
状
況
の
な
か
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
必
要
性
は
も
ち
ろ
ん
だ

が
、
数
少
な
い
専
門
家
の
働
き
だ
け
で
は
限

界
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
サ
ー
ビ
ス
の
送
り
手
と
受
け
手
と
い
う

一
方
向
の
関
係
に
終
わ
ら
ず
、
時
に
は
サ
ー

ビ
ス
の
受
け
手
が
送
り
手
に
も
な
る
、
関
係

性
の
転
換
を
生
む
柔
軟
性
も
欲
し
い
た
め
で

あ
る
。

　
生
活
者
一
人
ひ
と
り
が
身
近
に
あ
る
資
源

を
活
か
し
て
、
日
常
の
生
活
行
動
を
豊
か
に

し
て
い
く
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
営
み
そ
の

も
の
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
の
役
割
を

少
し
ず
つ
代
替
し
合
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
関

係
性
が
、
地
域
の
な
か
に
網
の
目
の
よ
う
に

張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
く
状
況
が
望
ま
れ
る
。

　
今
後
、
具
体
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
を
も
と
に
、

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク

の
有
効
な
方
向
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

29.5% 19.6% 29.8% 8.3% 12.8%

32.4% 19.8% 27.9% 8.7% 11.1%

単独世帯単独世帯 夫婦夫婦 夫婦と子供夫婦と子供

核家族世帯核家族世帯

ひとり親と子供ひとり親と子供 その他の世帯その他の世帯
（16785千世帯） （10244千世帯） （14440千世帯） （4523千世帯） （5765千世帯）

2005

2010

世帯数が最も増えたのは「単独
世帯」（16.1％増）、次いで「ひとり
親と子供」世帯（11.1％増）、「夫
婦」世帯（6.4％増）である。逆に
「夫婦と子供」世帯（1.3％減）、
「その他の世帯」（8.2％減）は減
少している。

2005～2010年の家族類型別世帯数の推移

2005・2010年「国勢調査」

夫婦夫婦 夫婦と子供夫婦と子供 ひとり親と子供ひとり親と子供 その他の世帯その他の世帯
（9625千世帯） （14631千世帯） （4070千世帯） （6278千世帯）

単独世帯単独世帯
（14457千世帯）

（49063千世帯）

（51842千世帯）
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少
子
高
齢
化
が
進
み
、今
後
、

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
な
る
単
独
世
帯
の

ウ
ェル・ビ
ー
イ
ン
グ
を
支
え
る
こ
と
が
、

自
治
体
が
抱
え
る
問
題
を
解
く
鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
か
―
―
。

地
域
で
の
人
の
交
わ
り
が
日
常
的
に
活
性
化
す
る

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
に
着
目
し
、

福
祉
、教
育
、雇
用
、コ
ミ
ュニ
テ
ィ
の
問
題
を

解
決
す
る
た
め
の
糸
口
を
探
る
。

高
齢
者
単
独
世
帯
の

ウ
ェル・ビ
ー
イ
ン
グ
と

地
域
の
連
関
性
に
つい
て

単
独
世
帯
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
化
と
、

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
の
可
能
性

弘
本 

由
香
里
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単
独
世
帯
が

多
数
を
占
め
る

社
会
と
制
度
の
軋
み

人
と
交
わ
る
機
会
を

ウ
ェル・ビ
ー
イ
ン
グ
の

原
点
に

コ
ミュニ
ティ
政
策・

福
祉
政
策・教
育
政
策・

雇
用
政
策
を

地
域
で
結
ぶ

最も増えている単独世帯

Chart 1



　
年
金
、
医
療
・
介
護
、
住
ま
い
な
ど
、
生

活
者
の
暮
ら
し
を
支
え
る
基
盤
と
な
る
制
度

の
骨
組
み
が
、
超
高
齢
化
と
と
も
に
立
て
直

し
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
高
齢
者
人
口
、
と
り

わ
け
75
歳
以
上
の
人
口
の
増
加
と
と
も
に
社

会
保
障
給
付
費
が
う
な
ぎ
上
り
に
上
昇
し
て

い
く
こ
と
は
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ

を
抑
制
す
る
こ
と
が
行
財
政
の
大
き
な
課
題

に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
問
題
は
高
齢
者
の
数
や
社
会
保

障
の
額
の
大
き
さ
だ
け
に
あ
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
を
、
大

都
市
圏
へ
の
労
働
力
の
集
中
と
い
う
形
で
支

片
や
農
林
漁
業
や
自
営
業
で
も
、
生
業
が
継

承
さ
れ
な
け
れ
ば
、
単
独
世
帯
化
が
進
ん
で

い
く
。

　
２
０
１
０
年
の
国
勢
調
査
で
は
、
一
般
世

帯
数
を
家
族
類
型
別
に
見
る
と
、「
単
独
世

帯
」
は
１
６
７
８
万
５
０
０
０
世
帯
（
一
般

世
帯
の
32
・
４
％
）、「
夫
婦
と
子
供
」
は
１

４
４
４
万
世
帯（
同
27
・
９
％
）、「
夫
婦
の
み
」

は
１
０
２
４
万
４
０
０
０
世
帯
（
同
19
・
８

％
）、「
ひ
と
り
親
と
子
供
」
は
４
５
２
万
３

０
０
０
世
帯
（
同
８
・
７
％
）
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。
２
０
０
５
年
と
比
べ
る
と
、「
単

独
世
帯
」
の
実
数
は
16
・
１
％
増
と
な
っ
て

お
り
、
一
般
世
帯
に
占
め
る
割
合
は
29
・
５

％
か
ら
32
・
４
％
に
上
昇
し
て
い
る

（Chart 1

）。

　
晩
婚
化
や
未
婚
率
・
離
婚
率
等
の
上
昇
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
高
齢
化
と
と
も
に
核
家

族
世
帯
の
単
独
世
帯
化
が
進
ん
で
い
る
。
顕

著
と
な
っ
て
き
た
単
独
世
帯
の
マ
ジ
ョ
リ
テ

ィ
化
が
、
今
、
年
金
、
医
療
・
介
護
、
住
ま

い
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や

教
育
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
分
野

で
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、

現
行
の
制
度
設
計
当
初
は
、
家
族
と
い
う
単

位
や
規
範
を
前
提
に
、
成
長
と
安
心
を
支
え

る
仕
組
み
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
き
た
も
の
だ

が
、
生
活
実
態
と
の
間
に
大
き
な
齟
齬
を
生

じ
、
制
度
が
及
ば
な
い
不
安
定
な
エ
リ
ア
を

広
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
単
独
世
帯
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
化
は
、
社
会

保
障
を
は
じ
め
と
す
る
制
度
設
計
と
そ
の
前

提
を
問
い
直
す
転
換
点
で
あ
る
と
と
も
に
、

制
度
の
外
側
に
あ
る
も
の
の
可
能
性
に
目
を

向
け
て
い
く
、
発
想
の
転
換
点
と
し
て
受
け

性
の
労
働
力
化
が
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て

い
る
。
地
域
の
持
続
性
を
高
め
て
い
く
た
め

に
は
、
高
度
経
済
成
長
期
と
同
じ
雇
用
政
策

は
通
用
し
な
い
だ
ろ
う
。

　
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
１
９
６
０
年
代
か

ら
70
年
代
を
ピ
ー
ク
に
大
都
市
圏
に
一
気
に

労
働
力
が
集
中
し
た
。
結
果
、
人
口
が
大
量

に
流
出
し
て
い
っ
た
地
方
で
も
、
人
口
が
大

量
に
流
入
し
た
大
都
市
圏
で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
崩
壊
が
危
惧
さ
れ
、
当
時
の
自
治
省

の
主
導
の
も
と
１
９
７
０
年
代
か
ら
90
年
代

初
頭
に
か
け
て
、
各
地
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
政

策
が
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
。
マ
ク
ロ
な
雇
用

政
策
が
生
み
出
し
た
地
域
の
歪
み
を
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
政
策
で
カ
バ
ー
し
て
い
こ
う
と
す

る
意
図
が
あ
っ
た
。

　
新
し
い
市
民
層
の
自
治
組
織
を
つ
く
る
狙

い
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
職
住
が
分
離
し
て

い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
は
担
い
手
に
な
り
に

く
く
、
現
実
に
は
地
域
に
根
差
し
た
生
業
を

営
む
自
営
業
者
や
農
林
漁
業
者
が
主
力
に
な

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
地
域
経
済
が
疲
弊
し

て
い
く
な
か
で
、
数
少
な
い
担
い
手
た
ち
が

住
民
自
治
を
切
り
盛
り
し
て
き
た
の
だ
が
、

組
織
へ
の
加
入
率
の
低
下
や
、
担
い
手
不
足

と
高
齢
化
、財
政
の
逼
迫
な
ど
と
と
も
に
、今
、

そ
の
あ
り
方
も
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
。

　
地
域
の
持
続
性
を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
政
策
と
福
祉
政
策
・
教
育
政

策
・
雇
用
政
策
を
、
地
域
を
ベ
ー
ス
に
連
続

的
に
重
層
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
鍵
に

な
る
だ
ろ
う
。
筆
者
の
知
る
あ
る
地
域
で
は
、

日
用
品
製
造
等
の
零
細
な
ま
ち
工
場
の
働
き

手
だ
っ
た
人
た
ち
が
、
地
域
の
福
祉
を
支
え

る
働
き
手
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
職
住
近
接
で
顔
の
見
え
る
関
係
を
活

か
し
、
き
め
細
か
な
ケ
ア
を
実
現
す
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
聞
い
た
。

　
高
齢
者
や
女
性
の
労
働
力
化
を
進
め
る
に

は
、
職
住
の
近
接
性
が
大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー

に
な
る
。
移
動
の
た
め
だ
け
に
か
か
る
コ
ス

ト
や
時
間
は
で
き
る
だ
け
軽
減
し
て
、
そ
の

分
を
生
活
の
優
先
事
や
生
き
が
い
や
健
康
づ

く
り
に
回
し
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
あ
る
か

ら
だ
。
職
住
近
接
で
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
働
く

こ
と
の
で
き
る
地
域
雇
用
を
豊
か
に
し
て
い

く
こ
と
が
、
地
域
で
の
人
の
交
わ
り
の
頻
度

や
密
度
を
高
め
、
ウ
ェ
ル
・
ビ
ー
イ
ン
グ
の

実
感
と
と
も
に
、
住
民
自
治
の
担
い
手
の
層

を
厚
く
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
び
目
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
住
宅
の
あ
り
方
、

ひ
い
て
は
住
宅
政
策
も
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
」
と
い
う
言
葉
は
、

そ
も
そ
も
は
社
会
福
祉
の
実
践
方
法
の
３
分

類
「
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
」「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
」

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
」の
ひ
と
つ
と
し
て
、

１
９
３
０
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
、
日

本
に
も
紹
介
さ
れ
福
祉
分
野
を
中
心
に
用
い

ら
れ
て
き
た
用
語
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ

ス
で
は
、
１
９
６
０
年
代
後
半
か
ら
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ケ
ア
政
策
が
進
め
ら
れ
て
い
く
な
か

で
、
問
題
を
抱
え
る
地
域
の
住
宅
開
発
や
教

育
振
興
な
ど
、
幅
広
い
地
域
環
境
改
善
の
技

術
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
」
の
概

止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
一
人
暮
ら
し
が
は
ら
む
リ
ス
ク
を
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
状
況
か
ら
見
て
み
よ
う
。

２
０
１
１
年
に
内
閣
府
が
行
っ
た
「
高
齢
者

の
経
済
生
活
に
関
す
る
意
識
調
査
」
で
、
60

歳
以
上
の
高
齢
者
の
会
話
の
頻
度
（
電
話
や

Ｅ
メ
ー
ル
を
含
む
）
に
つ
い
て
聞
い
た
も
の

だ
。
全
体
で
は
毎
日
会
話
を
し
て
い
る
者
が

９
割
を
超
え
て
い
る
が
、
一
人
暮
ら
し
世
帯

に
つ
い
て
は
、「
２
〜
３
日
に
１
回
」
以
下

と
い
う
人
が
、男
性
の
単
身
世
帯
で
28
・
８
％
、

女
性
の
単
身
世
帯
で
22
・
０
％
を
占
め
て
い

る（Chart 2

）。会
話
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

人
と
交
わ
る
機
会
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
に
く
く
、
周

囲
の
人
に
異
変
を
察
知
し
て
も
ら
う
こ
と
も

難
し
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
会
話
を
し
な
い

自
由
も
あ
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
こ

こ
に
表
れ
て
い
る
数
字
の
多
く
は
自
ら
好
ん

で
選
択
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
調
査

結
果
も
あ
る
。

　
２
０
１
０
年
に
内
閣
府
が
行
っ
た
「
高
齢

者
の
住
宅
と
生
活
環
境
に
関
す
る
意
識
調

査
」
で
、
状
態
別
の
「
生
き
が
い
を
感
じ
て

い
な
い
人
」
の
割
合
を
聞
い
た
も
の
で
あ
る
。

世
帯
構
成
別
で
見
る
と
、
一
人
暮
ら
し
世
帯

の
男
性
の
34
・
９
％
、
同
女
性
の
15
・
２
％
が
、

生
き
が
い
を
感
じ
て
い
な
い
と
回
答
し
て
い

る
。
夫
婦
の
み
世
帯
の
男
性
の
11
・
１
％
、

え
て
き
た
、
社
会
の
仕
組
み
や
家
族
の
あ
り

方
そ
の
も
の
が
軋
ん
で
い
る
と
考
え
る
の
が

妥
当
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

核
家
族
は
、
世
代
間
で
生
業
を
継
承
す
る
必

然
性
が
な
く
、
勤
務
地
の
流
動
性
も
高
い
。

結
果
と
し
て
、
家
族
が
同
居
を
要
す
る
時
期

は
限
ら
れ
、世
帯
分
離
や
離
別
・
死
別
を
経
て
、

い
ず
れ
は
単
独
世
帯
（
一
人
暮
ら
し
世
帯
）

化
し
て
い
く
運
命
を
潜
在
的
に
抱
え
て
い
る
。

同
女
性
の
６
・
７
％
に
比
べ
て
大
き
な
差
が

あ
る
。

　
ま
た
、
同
じ
項
目
で
、
近
所
づ
き
あ
い
の

程
度
別
で
は
、
つ
き
あ
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い

と
い
う
人
の
39
％
、
さ
ら
に
、
困
っ
た
と
き

に
頼
れ
る
人
の
有
無
別
で
は
、
頼
れ
る
人
は

い
な
い
と
い
う
人
の
55
・
４
％
が
、
生
き
が

い
を
感
じ
て
い
な
い
と
回
答
し
て
い
る
。
い

ず
れ
も
、
つ
き
あ
い
が
あ
る
場
合
、
頼
れ
る

人
が
い
る
場
合
に
比
べ
て
大
き
な
差
が
出
て

い
る
。
一
方
、
健
康
状
態
が
不
良
で
、
生
き

が
い
を
感
じ
て
い
な
い
と
答
え
て
い
る
の
は

29
・
２
％
で
あ
る
。
健
康
状
態
以
上
に
、
人

と
の
つ
な
が
り
が
、
生
き
が
い
を
感
じ
る
こ

と
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
（Chart 3

）。

　
筆
者
が
実
践
活
動
で
関
わ
り
を
持
っ
て
い

る
地
域
で
も
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
て
み
る
と

医
療
施
設
が
充
実
し
て
い
る
地
域
に
住
ん
で

い
る
こ
と
よ
り
も
、
日
常
的
に
話
し
相
手
が

い
る
こ
と
の
方
が
心
の
安
定
や
安
心
に
つ
な

が
っ
て
い
る
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
単
独
世
帯
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
化
が
進
む
社

会
で
、
ウ
ェ
ル
・
ビ
ー
イ
ン
グ
を
支
え
る
ま

ち
づ
く
り
は
、
医
療
・
介
護
等
の
シ
ス
テ
ム

づ
く
り
の
前
に
、
人
の
交
わ
り
を
豊
か
に
し

て
い
く
環
境
づ
く
り
を
原
点
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
実
感
で
き
る
。

　
人
口
減
少
の
時
代
を
迎
え
、
高
齢
者
と
女

念
が
捉
え
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
そ
の

う
え
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
」
と
い
う
概
念
を
設
け
、

地
域
の
問
題
を
背
景
に
、
個
々
の
ニ
ー
ズ
に

丁
寧
に
対
応
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
を
重
視
す

る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
専
門
性
を
支

柱
と
し
、
そ
の
主
体
的
な
関
与
を
意
味
す
る

概
念
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
稿
で
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ

ー
ク
は
、
専
門
性
の
外
側
に
存
在
す
る
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
と
し

て
捉
え
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
単
独
世
帯

の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
化
が
進
み
、
人
と
交
わ
る

機
会
を
失
っ
て
い
る
人
が
大
量
に
潜
在
し
て

い
る
状
況
の
な
か
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
必
要
性
は
も
ち
ろ
ん
だ

が
、
数
少
な
い
専
門
家
の
働
き
だ
け
で
は
限

界
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
サ
ー
ビ
ス
の
送
り
手
と
受
け
手
と
い
う

一
方
向
の
関
係
に
終
わ
ら
ず
、
時
に
は
サ
ー

ビ
ス
の
受
け
手
が
送
り
手
に
も
な
る
、
関
係

性
の
転
換
を
生
む
柔
軟
性
も
欲
し
い
た
め
で

あ
る
。

　
生
活
者
一
人
ひ
と
り
が
身
近
に
あ
る
資
源

を
活
か
し
て
、
日
常
の
生
活
行
動
を
豊
か
に

し
て
い
く
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
営
み
そ
の

も
の
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
の
役
割
を

少
し
ず
つ
代
替
し
合
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
関

係
性
が
、
地
域
の
な
か
に
網
の
目
の
よ
う
に

張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
く
状
況
が
望
ま
れ
る
。

　
今
後
、
具
体
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
を
も
と
に
、

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク

の
有
効
な
方
向
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
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内閣府「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」（2010年）
※2010年11月4日～11月14日実施。全国60歳以上の男女3000人が対象。
有効回答は2062人。面接聴取法による。属性ごとの総数をグラフ上部に入れた。

会
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頻
度

健
康
状
態

性・世
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構
成

近
所
づ
き
あ
い
の
程
度

困
っ
た
と
き
に

頼
れ
る
人
の
有
無
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内閣府「高齢者の経済生活に関する意識調査」（2011年）
※2011年10月13日～10月23日実施。全国55歳以上の男女4000人が対象。
60歳以上の有効回答は男女2095人。面接聴取法による。
そのうち一人暮らし世帯は244人（11.6％）、夫婦のみ世帯は781人（37.3％）。
表章単位未満を四捨五入した。そのため、合計値の計は必ずしも一致していない。

60歳以上は、
一人暮らし世帯ほど、
コミュニケーションを
していない

 （電話やEメールを含む）
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60歳以上の男女を、性・世帯、健
康状態、会話の頻度、近所づきあ
いの程度、困ったときに頼れる人
の有無の属性に分け、「生きが
い」を感じていない人の割合を見
たもの。会話が「2～3日に1回以
下」、近所との「つきあいはほとん
どない」、「困ったときに頼れる人
がいない」という、他者とのコミュ
ニケーションが取れておらず孤立
しがちな人ほど生きがいを感じて
いないことが表れている。

会話・人づきあいが
ない人ほど、
「生きがい」を
感じていない

60歳以上の男女ともに一人暮ら
し世帯ほど、コミュニケーションを
取っていない。そのうち男性の7.5
％、女性の4.9％は1週間に1回も
話をしていない。また、「夫婦の
み」「その他」など、同居していて
も毎日会話をしていない人も一定
数いることがわかる。

毎日会話している
1週間に1回未満、ほとんど話をしない
1週間に1回
2～3日に１回
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60代以上の世帯別会話の頻度

Chart 2

60代以上の「生きがい」を感じていない人の割合

Chart 3
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