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Ⅰ　

失
業
率
の
変
動
に
み
る

　
　

日
米
の
差
異

　

図
１
に
示
し
た
の
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
に

お
け
る
ボ
ー
イ
ン
グ
社
の
雇
用
数
の
動
き
で

あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代

に
至
る
長
期
の
時
系
列
値
で
あ
り
、
一
見
し

て
上
下
変
動
の
す
さ
ま
じ
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。

一
九
四
〇
年
代
前
半
に
四
万
人
を
超
え
て
い

た
雇
用
者
数
は
、
第
二
次
大
戦
の
終
結
時
に

向
け
て
四
分
の
一
以
下
に
激
減
し
た
。
四
万

人
の
水
準
を
回
復
し
た
の
は
、
ほ
ぼ
一
〇
年

後
の
一
九
五
五
年
あ
た
り
で
あ
る
。
激
し
い

変
化
は
そ
の
後
も
見
ら
れ
る
。
一
九
六
〇
年

代
に
は
一
〇
万
人
か
ら
四
万
人
へ
の
大
幅
な

減
少
が
あ
り
、
一
〇
万
人
レ
ベ
ル
の
回
復
に

は
約
二
〇
年
の
年
月
を
要
し
た
。
一
九
九
〇

年
代
に
も
二
〜
三
万
人
規
模
の
落
込
み
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
の
後
半
に
、
日
産
自
動
車

が
四
年
間
で
二
万
人
の
リ
ス
ト
ラ
を
発
表
し

た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
意
見
を

求
め
ら
れ
た
サ
ロ
ー
（L

.C
. T
hurow

）
は
、

Ａ
Ｔ
＆
Ｔ
社
が
五
万
人
を
一
カ
月
で
削
減
し

た
例
を
あ
げ
、
二
万
人
の
削
減
に
四
年
間
を

要
す
る
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ほ
と
ん
ど
笑

い
話
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
述
べ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
（『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
九
年
一

一
月
一
〇
日
）。

　

ま
る
で
歯
の
欠
け
た
櫛
を
見
る
よ
う
な
雇

用
数
の
系
列
（
図
１
）
は
、
一
企
業
の
デ
ー

タ
で
あ
る
た
め
に
変
化
を
極
端
に
表
現
し
て

い
る
。
ま
た
、
一
つ
の
州
の
一
つ
の
企
業
に

関
す
る
雇
用
の
動
き
で
あ
る
か
ら
、
他
に
景

気
の
よ
い
企
業
が
あ
れ
ば
、
労
働
者
は
そ
こ

に
就
職
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ

て
図
１
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
労
働
者
の
置

か
れ
た
状
態
の
悲
惨
さ
を
示
す
十
分
な
証
拠

に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
場

合
に
は
集
計
さ
れ
た
デ
ー
タ
で
見
て
も
、
大

き
な
変
化
が
観
察
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
雇
用
指
標
の
い
わ
ば
裏
側
と
い

え
る
失
業
率
の
デ
ー
タ
に
は
、
極
め
て
明
瞭

な
上
下
変
動
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
図

２
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
こ
れ
は
一
九
七
〇

年
以
降
に
つ
い
て
失
業
率
の
時
系
列
デ
ー
タ

を
日
米
間
で
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ

リ
カ
の
失
業
率
が
顕
著
な
凹
凸
を
示
す
の
に

対
し
て
、
日
本
の
系
列
に
は
そ
れ
が
見
ら
れ

な
い
。

　

図
２
が
示
す
日
米
間
の
差
異
は
、
両
国
間

に
お
け
る
雇
用
制
度
の
違
い
を
反
映
す
る
も

の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
は
レ
イ
オ
フ
制
度

が
あ
っ
て
、
不
況
に
直
面
し
た
企
業
は
労
働

者
を
勤
続
年
数
の
短
い
者
か
ら
順
に
解
雇
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
凹
凸
の
激
し
い

失
業
率
の
時
系
列
デ
ー
タ
を
生
み
出
す
。
し

か
し
、
わ
が
国
に
は
そ
の
よ
う
な
制
度
は
存

在
し
な
い
。
一
九
九
〇
年
代
に
お
い
て
日
本

の
失
業
率
は
傾
向
的
な
上
昇
を

示
し
た
が
、
こ
れ
は
一
九
九
一

年
の
バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
も
し
日
本
の
労
働
市

場
に
ア
メ
リ
カ
に
類
し
た
雇
用

制
度
が
支
配
し
て
い
た
ら
、
後

で
も
触
れ
る
が
、
わ
が
国
の
失

業
率
は
も
っ
と
著
し
い
上
昇
を

見
せ
た
は
ず
で
あ
る
。

Ⅱ　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
雇
用

　
　

戦
略
と
対
日
経
済

　
　

審
査
報
告

　

一
九
九
四
年
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

加
盟
国
は
高
率
か
つ
持
続
的
な

失
業
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
、

一
組
の
政
策
指
針
を
承
認
し
た
。

雇
用
保
護
の
緩
和
と
雇
用
保
険
財
政

一
つ
の
仮
想
的
実
験

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
理
事
長　

小
野　

旭

資料）日経連「1998日経連　米国雇用事情調査団報告」1999年３月、P.30

図１　ワシントン州におけるボーイング社の雇用　1935-1997

資料）日本労働研究機構「高失業社会への移行～統計から見た実態」、2003年、P.96

図２　日米失業率の推移（季節調整値）

日本

アメリカ
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こ
の
政
策
指
針
は
雇
用
戦
略
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
が
、
当
初
は
市
場
原
理
を
中
心
に
据

え
る
発
想
が
濃
厚
で
、
適
切
な
マ
ク
ロ
政
策

の
策
定
や
企
業
家
精
神
が
発
揮
で
き
る
環
境

の
醸
成
と
並
ん
で
、
労
働
時
間
の
伸
縮
性
拡

大
・
賃
金
や
労
働
コ
ス
ト
の
弾
力
化
・
雇
用

保
護
規
定
の
改
正
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
こ
の
雇
用
戦
略
に
対
応
し
て
、

一
九
九
七
年
に
は
Ｅ
Ｕ
の
雇
用
戦
略
が
取
り

ま
と
め
ら
れ
た
。
基
本
的
な
理
念
は
仕
事
を

通
じ
て
人
々
を
社
会
に
統
合
す
る
こ
と
で
あ

り
、
就
業
率
（
例
え
ば
一
五
歳
以
上
人
口
に

占
め
る
就
業
者
の
割
合
）
を
高
め
る
方
法
と

し
て
就
業
能
力
・
企
業
家
精
神
・
適
応
能
力
・

機
会
均
等
が
指
摘
さ
れ
た
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
柔

軟
性
（fl exibility

）
を
重
視
し
た
の
に
対

し
て
、
Ｅ
Ｕ
は
柔
軟
性
と
保
障(security)

と
を
組
み
合
わ
せ
た
合
成
語fl exicurity

を

考
案
し
、
か
れ
ら
の
主
張
を
闡
明
に
す
る
も

の
と
し
て
こ
れ
を
強
調
し
た
。
し
か
し
後
に

な
る
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
雇
用
戦
略
も
就
業
率
上

昇
の
促
進
や
非
正
規
雇
用
の
不
安
定
性
へ
の

危
機
感
を
含
む
よ
う
に
な
り
、
効
率
性
重
視

の
姿
勢
は
堅
持
さ
れ
る
も
の
の
、
Ｅ
Ｕ
と
の

間
の
視
点
の
相
違
は
最
初
ほ
ど
際
立
っ
た
も

の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
（
１
）。　

　

｢

雇
用
と
所
得
を
高
め
る―

―

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

雇
用
戦
略
の
再
評
価
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
政

策
上
の
教
訓｣

（
二
〇
〇
六
年
）
は
、
概
略

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
雇
用
保
護
規
定
と
失

業
総
数
と
の
間
の
関
連
は
理
論
的
に
不
明
確

で
あ
り
、
実
際
上
個
々
の
国
の
状
況
に
依
存

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か
し
、
雇
用
保

護
規
定
が
厳
し
す
ぎ
る
と
労
働
移
動
が
阻
害

さ
れ
、
経
済
の
効
率
性
が
低
下
し
、
雇
用
の

創
出
が
抑
制
さ
れ
る
。
労
働
者
は
自
分
た
ち

の
雇
用
の
安
定
性
を
低
め
る
対
策
に
は
抵
抗

す
る
か
ら
、
こ
の
分
野
で
の
改
革
は
し
ば
し

ば
部
分
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し

部
分
的
な
改
革
は
労
働
市
場
の
二
極
化
を
生

み
、
長
期
的
に
は
労
働
市
場
に
悪
影
響
を
も

た
ら
す
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
る
と
、

雇
用
保
護
規
定
が
過
度
に
厳
密
な
国
の
場
合

は
、｢

経
済
的
理
由
に
よ
る
解
雇
に
つ
い
て

は
制
約
を
減
ら
す
よ
う
に
改
革
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る｣

（
２
）
と
上
記
報
告
書
は
い
う
。

　

二
〇
〇
六
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
対
日
経

済
審
査
報
告
書
に
は
、
上
記
の
文
面
と
同
じ

趣
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
近
年
の
日

本
で
は
所
得
格
差
の
上
昇
が
見
ら
れ
る
が
、

そ
の
主
な
要
因
は
労
働
市
場
に
お
け
る
二
極

化
の
拡
大
で
あ
る
。
こ
の
一
〇
年
間
に
非
正

規
労
働
者
は
大
幅
に
増
加
し
た
が
、
か
れ
ら

の
賃
金
は
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
四
〇
％
に

す
ぎ
な
い
。
非
正
規
労
働
者
の
増
加
の
一
部

は
景
気
循
環
要
因
で
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
非
正
規
労
働
者
か
ら
正
規
労
働
者
に

転
じ
た
者
の
割
合
が
低
い
事
実
を
考
慮
す
る

と
、
労
働
市
場
の
二
極
化
が
固
定
化
す
る
危

険
性
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
二
極
化
を
軽
減
す

る
こ
と
が
重
要
な
鍵
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

は｢

正
規
労
働
者
に
対
す
る
雇
用
保
護
を
緩

和
す
る｣

（
３
）
な
ど
し
て
、
非
正
規
労
働

者
を
企
業
が
雇
用
し
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
審
査
報
告
書
の
主
張
で
あ
る
。

Ⅲ　

仮
想
的
な
ケ
ー
ス
で
の

　
　

失
業
率

　

わ
が
国
の
場
合
、
不
況
下
の
雇
用
減
少
を

抑
制
す
る
制
度
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
一
つ

は
長
期
雇
用
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
判
例
法
理
に
よ
る
も
の
も
含
め
た
解
雇
規

制
で
あ
る
。
前
者
は
人
的
資
源
の
企
業
内
蓄

積
を
重
視
す
る
経
営
姿
勢
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
り
、
労
働
者
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
解
雇

の
抑
制
に
よ
っ
て
実
際
上
雇
用
を
保
護
す
る

役
割
を
果
た
す
。
ま
た
後
者
は
労
働
者
生
活

の
安
定
を
公
正
の
実
現
と
見
る
視
点
に
立
脚

し
た
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
が
相
俟
っ

て
、
不
況
時
に
お
け
る
失
業
の
急
増
が
回
避

さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て｢

正
規
労
働
者

に
対
す
る
雇
用
保
護
を
緩
和｣

し
、｢

解
雇

に
つ
い
て
の
制
約
を
減
ら｣

す
こ
と
は
、
長

期
雇
用
シ
ス
テ
ム
や
解
雇
へ
の
規
制
を
改
め

た
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
制
度
を
撤
廃
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

も
し
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
市
場

が
流
動
化
さ
れ
る
な
ら
、
日
本
の
失
業
率
は

一
体
ど
れ
ほ
ど
上
昇
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
は
雇
用
保
護
が
最
も
緩
い
国
の
一
つ
で

あ
る
ア
メ
リ
カ
の
労
働
市
場
を
例
に
と
り
、

ア
メ
リ
カ
と
同
じ
こ
と
が
も
し
日
本
の
労
働

市
場
に
も
発
生
し
た
と
し
た
ら
、
日
本
の
失

業
率
が
ど
う
な
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

わ
れ
わ
れ
が
採
用
す
る
方
法
は
一
つ
の
仮

想
的
実
験
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
で
観

察
さ
れ
る
オ
ー
ク
ン
の
回
帰
方
程
式
を
、
日

本
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

失
業
率
の
仮
想
値
を
求
め
る
と
い
う
方
法
を

用
い
る
。
オ
ー
ク
ン
係
数
を
計
算
す
る
際
の

回
帰
式
は
失
業
率
の
変
化
分⊿

U

を
実
質

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
成
長
率G

(Q
)

で
説
明
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
が
バ
ブ
ル
崩
壊
後

の
不
況
に
陥
っ
て
い
た
一
九
九
一
〜
二
〇
〇

二
年
に
観
察
期
間
を
定
め
、
オ
ー
ク
ン
の
回

帰
式
を
推
定
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
で
は
参
考
ま
で
に
日
本
の
ケ
ー
ス
も
掲

げ
て
お
こ
う
。

ア
メ
リ
カ

　

⊿
U

＝ 0.970 ‒ 0.333G
(Q
)

　
　

R
2 = 0.548

日
本　

　

⊿
U

＝ 0.431 ‒ 0.118G
(Q
)

　
　

R
2 = 0.624

　

使
用
し
た
デ
ー
タ
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の

N
ational A

ccounts

とL
abour F

orce 
S
tatistics

と
か
ら
利
用
で
き
る
。

　

オ
ー
ク
ン
係
数
はG

(Q
)

の
係
数
の
逆
数

と
し
て
求
め
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
三
・
〇
、

日
本
は
八
・
五
と
計
算
さ
れ
、
日
本
の
ほ
う

が
大
き
い
。
こ
の
こ
と
は
わ
が
国
の
失
業
率

が
経
済
の
変
動
に
対
し
て
非
感
応
的
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
日
本
の
オ
ー
ク
ン
係
数

は
か
つ
て
三
〇
に
近
い
値
を
と
っ
て
い
た
こ

と
が
あ
る
か
ら
（
４
）、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
か

な
り
の
低
下
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
年
次
で

み
て
も
ア
メ
リ
カ
よ
り
ま
だ
大
き
い
。

　

表
１
に
は
、
日
本
の
失
業
率
お
よ
び
失
業

者
数
の
実
際
値
と
並
べ
て
、
そ
れ
ら
の
仮
想

値
が
示
し
て
あ
る
。
失
業
率
の
仮
想
値
は
次

の
よ
う
に
し
て
求
め
た
。
一
九
九
〇
年
に
お

け
る
失
業
率
の
初
期
値
（
二
・
一
％
）
を
前
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提
し
、
各
年
に
お
け
る
失
業
率
の
変
化
分
は

ア
メ
リ
カ
の
上
記
の
推
定
式
に
日
本
のG

(Q
)

を
代
入
し
て
求
め
、
こ
れ
を
順
次
加
算
し
て

い
く
。
失
業
者
数
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
求

め
た
仮
想
的
失
業
率
を
日
本
の
労
働
力
人
口

の
実
際
値
に
乗
じ
て
計
算
し
た
。

　

表
に
よ
れ
ば
失
業
率
の
仮
想
値
は
一
九
九

一
年
を
除
い
て
実
際
値
を
超
え
て
お
り
、
年

ベ
ー
ス
で
み
て
わ
が
国
の
失
業
率
が
最
高
水

準
（
五
・
四
％
）
を
記
録
し
た
二
〇
〇
二
年

で
は
、そ
れ
を
約
三
％
ポ
イ
ン
ト
上
回
る
八
・

五
％
に
達
し
た
。
こ
の
年
の
失
業
者
数
の
実

際
値
は
三
五
九
万
人
で
あ
っ
た
が
、
仮
想
値

は
五
六
九
万
人
で
あ
っ
て
、
実
際
値
よ
り
も

二
一
〇
万
人
多
い
。
雇
用
保
護
を
緩
和
し
，

仮
に
ア
メ
リ
カ
並
に
伸
縮
的
な
雇
用
慣
行
を

導
入
し
た
と
し
た
場
合
、
当
然
予
想
さ
れ
る

こ
と
で
は
あ
る
が
雇
用
情
勢
は
著
し
く
悪
化

す
る
。

Ⅳ　

失
業
率
の
上
昇
と

　
　

失
業
等
給
付

　

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
惹
く
の
は
、

こ
の
よ
う
な
大
量
な
失
業
発
生
が
雇
用
保
険

財
政
に
与
え
る
影
響
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う

に
雇
用
保
険
が
カ
バ
ー
す
る
事
業
は
失
業
等

給
付
と
三
事
業
（
雇
用
安
定
事
業
、
能
力
開

発
事
業
、
お
よ
び
雇
用
福
祉
事
業
）
と
か
ら

成
り
立
つ
が
、
本
稿
が
関
心
を
寄
せ
る
雇
用

保
険
財
政
は
失
業
等
給
付
に
関
係
す
る
部
分

で
あ
る
。

　

図
３
は
失
業
等
給
付
の
総
支
出
と
完
全
失

業
率
と
の
相
関
図
で
あ
る
。
総
支
出
は
求
職

者
給
付
・
就
職
促
進
給
付
・
教
育
訓
練
給
付
・

雇
用
継
続
給
付
の
他
に
業
務
取
扱
費
等
を
含

む
が
、
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
の
は
も

ち
ろ
ん
求
職
者
給
付
で
あ
る
（
５
）。
図
は
右

上
が
り
の
分
布
を
示
す
が
、
最
近
の
年
次
は

主
要
な
分
布
の
下
側
に
位
置
し
て
い
る
。
つ

ま
り
時
系
列
的
に
は
右
回
り
の
ル
ー
プ
を
観

察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
点
は
、
支
出
の
範
囲
を
も
う
少
し
絞

っ
て
求
職
者
給
付
に
限
定
し
て
も
同
じ
で
あ

る
。
図
を
示
す
代
わ
り
に
、
表
２
に
は
回
帰

方
程
式
の
推
定
結
果
を
掲
げ
た
。
被
説
明
変

数
は
総
支
出
、
求
職
者
給
付
、
総
収
入
と
総

支
出
と
の
差
額
の
三
つ
で
あ
り
、
説
明
変
数

は
失
業
率 U

と
そ
の
変
化
率G

(U
)

と
で
あ

る
。
失
業
率
の
変
化
率
は
ル
ー
プ
を
説
明
す

る
た
め
の
変
数
で
あ
っ
て
、
同
一
水
準
の
失

業
率
の
下
で
も
、
そ
れ
が
上
昇
し
て
い
る
場

合
と
減
少
し
て
い
る
場
合
と
で
、
被
説
明
変

数
は
異
な
っ
た
値
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

　

表
に
よ
れ
ば
、
説
明
変
数
に
失
業
率
の
変

化
率
を
加
え
た
と
き
の
ほ
う
が
決
定
係
数
は

高
い
。
図
３
に
示
し
た
総
支
出
を
説
明
す
る

場
合
だ
け
で
な
く
、
求
職
者
給
付
の
場
合
も

そ
う
で
あ
る
。
総
収
入
マ
イ
ナ
ス
総
支
出
の

ケ
ー
ス
で
は
、
失
業
率
の
変
化
率
を
考
慮
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
係
数
が
統
計
的

に
有
意
と
な
っ
た
。
失
業
率
の
係
数
は
マ
イ

ナ
ス
で
あ
る
か
ら
、
失
業
率
が
高
く
な
る
ほ

ど
雇
用
保
険
財
政
の
収
支
は
悪
化
す
る
。
推

定
結
果
に
よ
れ
ば
、
失
業
率
の
変
化
率
の
係

数
も
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
失
業

率
の
上
昇
期
に
は
財
政
収
支
の
悪
化
が
さ
ら

に
加
速
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
失
業
等
給
付
は
完
全
失

業
率
と
の
間
に
ル
ー
プ
を
描
く
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
厚

生
労
働
省
『
雇
用
保
険
事
業
年
報
』
記
載
の

基
本
受
給
率
と
求
職
者
給
付
（
総
支
出
を
用

い
て
も
結
果
は
変
わ
ら
な
い
）
と
の
関
係
を

図
示
し
て
み
よ
う
。
図
４
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
基
本
受
給
率
と
い
う
の
は
、
被
保
険

者
数
と
基
本
手
当
受
給
者
実
人
員
と
の
和
で

後
者
を
除
し
た
比
率
で
あ
っ
て
、
計
算
上
の

考
え
方
は
失
業
率
の
定
義
に
似
て
い
る
。

　

こ
れ
を
み
る
と
両
者
の
関
係
は
ほ
ぼ
直
線

的
で
、
二
〇
〇
一
〜
〇
四
年
度
の
観
察
点
が

主
要
な
分
布
の
下
側
に
若
干
ず
れ
て
位
置
し

て
い
る
。
こ
れ
も
一
種
の
ル
ー
プ
で
あ
る
が
、

失業率（%、年度値）

資料）失業等給付の総支出は厚生労働省の資料による。失業率は総務省統計局
『労働力調査年報』より。

失業等給付の総支出
（1000億円、年度値）

図３　失業等給付の総支出と完全失業率との相関

実際値 仮想値 仮想値と

実際値の差失業率 失業者数 失業率 失業者数

1990 2.1 134 2.1 134 0

1991 2.1 136 1.7 111 -25

1992 2.2 142 2.3 151 9

1993 2.5 166 3.2 212 46

1994 2.9 192 3.8 253 61

1995 3.2 210 4.2 280 70

1996 3.4 225 4.0 268 43

1997 3.4 230 4.4 299 69

1998 4.1 279 5.7 387 108

1999 4.7 317 6.7 454 137

2000 4.7 320 6.7 453 133

2001 5.0 340 7.5 506 166

2002 5.4 359 8.5 569 210

資料と注） 実際値は総務省統計局『労働力調査年報』による。
失業率の仮想値は、1991－2002年のアメリカについて
オークンの回帰方程式 
　　　⊿u = a + b G(Q)
を推定し、失業率ｕの初期値および実質所得成長率G(Q)に日本の値を当
てはめて計算したもの。
失業者数の仮想値は、日本の労働力人口の実際値に失業率の仮想値を
乗じて求めた。

表１　失業率および失業者数の実際値と仮想値（％、万人）

総支出

coef. t-value coef. t-value

const. 5349.604 ( 1.71) 2981.666 ( 1.42)

U 3983.952 ( 5.02) 4242.09 ( 8.14)

G(U) ( ) 322.029 ( 4.46)

adjR2/DW 0.617 0.198 0.837 1.149

求職者給付

coef. t-value coef. t-value

const. 6030.964 ( 1.79) 3435.422 ( 1.55)

U 2804.238 ( 3.28) 3087.187 ( 5.64)

G(U) ( ) 352.982 ( 4.66)

adjR2/DW 0.394 0.196 0.755 1.122

総収入－総支出

coef. t-value coef. t-value

const. 9135.923 ( 1.55) 13160.02 ( 2.92)

U -2338.02 ( 1.56) -2776.77 ( 2.49)

G(U) ( ) -547.344 ( 3.54)

adjR2/DW 0.087 0.237 0.499 1.215

表２　失業等給付費と失業率との関係
1990－2005年度
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こ
れ
は
説
明
可
能
で
あ
る
。
第
一
は
二
〇
〇

〇
年
に
お
け
る
雇
用
保
険
法
の
改
正
で
あ
る

（
６
）。
こ
の
改
正
で
は
自
発
的
離
職
者
と
非

自
発
的
離
職
者
と
が
区
別
さ
れ
、
と
く
に
前

者
に
つ
い
て
支
給
条
件
の
厳
格
化
（
所
定
給

付
日
数
の
短
縮
）
が
行
な
わ
れ
た
。
第
二
に

二
〇
〇
二
年
九
月
下
旬
以
降
で
は
失
業
認
定

自
体
も
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
第
三
は
景
気

の
回
復
に
よ
る
影
響
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
結

果
と
し
て
、
平
均
受
給
日
数
は
二
〇
〇
一
年

度
の
一
四
四
日
か
ら
二
〇
〇
四
年
度
の
一
一

五
日
へ
と
急
速
に
低
下
し
て
お
り
、
求
職
者

給
付
を
し
か
ら
ざ
る
場
合
に
比
し
て
減
少
さ

せ
る
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
図
３
に
比
べ
る
と
、
図
４
の
ル
ー

プ
は
い
か
に
も
扁
平
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
失

業
率
と
基
本
受
給
率
（
図
４
で
利
用
し
た
）

と
の
相
関
図
を
図
５
に
描
い
て
み
た
。
こ
れ

を
み
る
と
、
図
３
と
図
５
と
が
極
め
て
類
似

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
失
業
等

給
付
の
総
支
出
と
失
業
率
と
の
間
の
大
き
な

ル
ー
プ
（
図
３
）
は
、
基
本
受
給
率
と
失
業

率
と
の
間
の
ル
ー
プ
（
図
５
）
が
作
り
出
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

図
５
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
一
年
度
か
ら
〇

二
年
度
に
か
け
て
失
業
率
は
上
昇
し
た
が
、

し
か
し
基
本
受
給
率
は
す
で
に
減
少
を
開
始

し
て
い
た
。
こ
の
図
か
ら
は
、
基
本
受
給
率

が
失
業
率
よ
り
も
景
気
に
対
し
て
先
行
的
に

変
化
し
て
い
た
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
（
７
）。

景
気
の
好
転
を
察
知
し
て
、
非
労
働
力
人
口

の
中
か
ら
早
く
も
職
探
し
に
転
じ
る
人
々
が

現
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
労
働
供
給
刺
激
効
果

（added w
orker eff ect

）
で
あ
る
。
か
れ

ら
は
失
業
者
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
の
で
、
基

本
受
給
率
が
低
下
し
た
ほ
ど
に
は
失
業
率
は

低
下
し
な
い
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
〜
〇
二
年

度
に
お
い
て
自
営
就
業
者
層
（
自
営
業
主
や

家
族
労
働
者
）
が
減
少
し
て
お
り
、
そ
れ
が

失
業
率
を
高
め
る
よ
う
作
用
し
た
こ
と
も
考

慮
さ
れ
て
よ
い
。
図
３
や
図
５
の
ル
ー
プ
を

説
明
す
る
の
は
難
し
い
が
、
当
面
は
以
上
の

諸
要
因
を
考
え
て
い
る
（
８
）。

Ⅴ　

雇
用
保
険
財
政
へ
の
効
果

　

図
６
の
上
半
分
に
は
失
業
等
給
付
に
関
わ

る
総
収
入
と
総
支
出
と
が
、
下
半
分
に
は
積

立
金
残
高
の
推
移
が
描
い
て
あ
る
。
ま
ず
実

績
値
に
注
目
し
よ
う
。

　

図
の
上
半
分
に
太
い
実
線
で
描
い
た
総
収

入
は
、
保
険
料
収
入
と
国
庫
負
担
受
入
額
と

の
合
計
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
度
か
ら
二
〇

〇
〇
年
度
に
か
け
て
の
総
収
入
の
緩
や
か
な

下
降
は
、
雇
用
保
険
料
率
お
よ
び
国
庫
負
担

率
の
低
下
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
雇

用
情
勢
の
悪
化
の
た
め
二
〇
〇
〇
年
五
月
に

雇
用
保
険
法
が
改
正
さ
れ
、
保
険
料
率
や
国

庫
負
担
率
が
引
上
げ
ら
れ
た
。
改
正
の
効
果

は
二
〇
〇
一
年
度
以
降
に
見
ら
れ
る
総
収
入

の
増
加
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

総
支
出
の
実
績
値
を
鎖
線
で
示
し
た
が
、

こ
れ
は
失
業
率
上
昇
の
た
め
か
な
り
の
期
間

に
わ
た
っ
て
伸
び
つ
づ
け
た
。
そ
の
結
果
一

九
九
四
年
度
に
は
早
く
も
総
支
出
が
総
収
入

を
上
回
り
、
そ
れ
以
降
は
図
６
の
下
半
分
に

み
る
よ
う
に
積
立
金
残
高
が
減
少
の
一
途
を

た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
一
九
九
八
、

九
九
の
両
年
度
で
は
毎
年
一
兆
円
規
模
で
残

高
減
少
が
発
生
し
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
の
法

律
改
正
が
不
可
避
と
な
る
に
至
る
。
右
の
図

か
ら
は
、
こ
の
よ
う
に
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の

求職者給付
（1000 億円、年度値）

基本受給率
（％、年度値）

資料と注）求職者給付は厚生労働省の資料による。基本受給率は厚生労働省
『雇用保険事業年報』記載のもの。被保険者数と基本手当受給者
実人員との和で後者を除した比率である。

図４　求職者給付と基本給付率との相関

基本受給率
（％、年度値）

失業率
（％、年度値）

資料）図３と同じ。

図５　失業率と基本受給率との相関

1000億円

05年度

総支出（仮想値）

総支出（実績値）

積立金残高（実績値）

積立金残高（仮想値）

総収入（実績値）

図６　失業等給付の収支および残高の推移―実績値と仮想値の比較

1000億円

05年度

資料と注）総収入、総支出および積立金残高の実績値は厚生労働省の資料による。それぞ
れの仮想値は著者の推計である。
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不
況
下
に
お
い
て
雇
用
保
険
財
政
が
ど
の
よ

う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

次
に
仮
説
的
実
験
の
ケ
ー
ス
に
進
も
う
。

表
２
に
掲
げ
た
推
定
結
果
の
中
か
ら
、
最
も

包
括
的
な
総
支
出
に
関
す
る
推
定
式
を
再
掲

す
る
。
失
業
等
給
付
の
総
支
出
をU

B

で
表

す
な
ら
、

　

U
B
 = 2981.666 + 4242.09 U

 

　
　
　

+ 322.029 G
(U
)

　

上
式
のU

とG
(U
)

の
中
に
、
表
１
で
求

め
た
失
業
率
の
仮
想
値
お
よ
び
そ
の
変
化
率

を
代
入
す
れ
ば
、
雇
用
保
護
を
ア
メ
リ
カ
並

に
緩
和
し
た
と
き
の
仮
想
的
総
支
出
が
え
ら

れ
る
。
図
６
の
上
半
分
に
は
実
績
値
と
並
べ

て
仮
想
値
を
細
か
い
破
線
で
記
入
し
た
。
一

九
九
一
年
度
と
九
六
年
度
と
を
除
い
て
、
総

支
出
の
仮
想
値
は
実
績
値
を
超
え
る
。
二
〇

〇
二
年
度
の
仮
想
値
は
約
四
兆
三
〇
〇
〇
億

円
に
達
し
、
実
績
値
の
二
兆
七
〇
〇
〇
億
円

を
大
幅
に
上
回
る
（
９
）。

　

も
し
総
収
入
に
変
化
が
な
い
と
し
た
ら
、

積
立
金
残
高
は
ど
う
な
る
か
。
図
６
の
下
半

分
に
仮
想
値
の
推
移
が
示
し
て
あ
る
。
そ
れ

は
一
九
九
八
年
度
に
ゼ
ロ
の
ラ
イ
ン
を
切
り
、

二
〇
〇
二
年
度
の
積
立
金
残
高
は
六
兆
六
〇

〇
〇
億
円
の
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
総
収
入
が
変
化
し
な
い
と
仮
定
し
た

場
合
の
話
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
こ
う
い
う

事
態
に
立
ち
入
る
前
に
、
何
ら
か
の
対
応
策

が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
つ
は
国

庫
負
担
の
増
加
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
労
使

が
負
担
す
る
雇
用
保
険
料
率
の
引
上
げ
で
あ

る
。

Ⅵ　

解
雇
に
伴
う
費
用
と

　
　

長
期
雇
用

　

わ
が
国
の
場
合
、
労
働
者
が
失
業
し
た
と

き
に
支
払
わ
れ
る
基
本
手
当
（
い
わ
ゆ
る
失

業
給
付
）
は
前
職
賃
金
の
五
〇
〜
八
〇
パ
ー

セ
ン
ト
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
比
率
は

所
得
代
替
率
と
呼
ば
れ
、
高
賃
金
労
働
者
ほ

ど
低
い
代
替
率
が
適
用
さ
れ
る
。
わ
が
国
の

制
度
に
よ
れ
ば
、
失
業
等
給
付
を
ま
か
な
う

保
険
料
は
労
使
折
半
で
負
担
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
か
り
に
雇
い
主
が
こ
の
基

本
手
当
を
全
額
支
払
う
と
し
て
も
、
解
雇
に

伴
う
費
用
が
他
に
存
在
し
な
い
な
ら
、
所
得

代
替
率
が
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
大
き
く
下

回
っ
て
い
る
以
上
、
過
剰
な
労
働
者
の
解
雇

か
ら
企
業
は
利
益
を
受
け
る
。
な
ぜ
な
ら
賃

金
支
払
の
節
約
額
の
ほ
う
が
雇
用
保
険
料
の

支
払
額
よ
り
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
解
雇
を
行
な
う
際
に
企
業
が
負
担

す
る
費
用
は
、
雇
用
保
険
料
だ
け
で
は
な
い
。

解
雇
予
告
手
当
（
三
〇
日
以
内
に
解
雇
す
る

場
合
に
必
要
）
や
退
職
金
の
支
払
、
労
使
間

紛
争
に
伴
う
直
接
費
用
（
裁
判
費
用
に
代
表

さ
れ
る
紛
争
解
決
費
用
）
と
間
接
費
用
（
職

場
の
規
律
弛
緩
や
名
声
の
失
墜
）、
企
業
特

殊
的
熟
練（
も
し
そ
れ
が
存
在
す
る
と
し
て
）

の
喪
失
、
企
業
へ
の
忠
誠
心
や
信
頼
関
係
の

崩
壊
、将
来
の
景
気
拡
大
期
に
お
け
る
募
集
・

選
考
・
新
た
な
訓
練
等
に
要
す
る
費
用
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
個
々
の
費
目
の

重
要
度
は
不
況
の
持
続
期
間
に
関
す
る
予
想

に
も
依
存
す
る
。

　

企
業
が
雇
用
保
険
料
の
負
担
額
の
み
で
な

く
、
労
使
紛
争
解
決
の
た
め
の
裁
判
費
用
も

考
慮
す
る
も
の
と
し
よ
う
。
雇
用
保
険
料
の

負
担
額
は
解
雇
に
よ
る
賃
金
支
払
の
節
約
額

を
下
回
る
が
、
両
者
の
和
（
雇
用
保
険
料
の

負
担
額
と
裁
判
費
用
）
を
考
慮
す
る
と
賃
金

支
払
の
節
約
額
を
超
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、

企
業
は
解
雇
を
手
控
え
る
に
違
い
な
い
。
こ

の
場
合
に
も
雇
用
関
係
は
維
持
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
労
働
組
合
の
存
在
や
法
的
な
手
続
き

上
の
煩
わ
し
さ
な
ど
の
外
的
条
件
に
よ
る
制

約
の
結
果
で
あ
っ
て
、
雇
用
の
維
持
は
非
自

発
的
な
選
択
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な

企
業
は
、
雇
用
保
護
規
定
が
厳
格
で
な
い
国

で
そ
の
営
業
活
動
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
な
ら
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
解
雇
と

い
う
手
段
に
訴
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

わ
が
国
で
は
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
企
業

が
長
期
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
維
持
を
表
明
し
て

い
る
と
い
わ
れ
る
が(

10)

、
こ
れ
ら
の
企
業

の
多
く
が
非
自
発
的
に
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
選

択
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
を
厳
密
に
検
証
す
る
の
は
難
し
い

が
、
一
つ
の
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き

る
。
そ
れ
は
米
国
企
業
と
在
米
日
系
企
業
と

に
関
す
る
比
較
研
究
で
あ
る
（
11
）。
ア
ン
ケ

ー
ト
に
含
ま
れ
る
多
く
の
調
査
項
目
で
類
似

の
回
答
が
え
ら
れ
た
が
、
両
者
間
で
明
瞭
な

相
違
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、｢

ひ
ど
い
不
況

下
に
お
い
て
レ
イ
オ
フ
を
ど
の
程
度
行
な
う

か｣

に
関
す
る
質
問
の
場
合
で
あ
っ
た
。
図

７
に
よ
れ
ば
、
米
国
企
業
の
場
合
に
は
「
必

要
な
だ
け
レ
イ
オ
フ
す
る
」
と
回
答
し
た
も

の
が
多
く
、「
レ
イ
オ
フ
は
し
な
い
」
と
す
る

も
の
に
は
日
系
企
業
が
多
く
み
ら
れ
た
。
ア

メ
リ
カ
の
労
働
市
場
と
い
う
同
一
の
環
境
の

中
で
発
見
さ
れ
た
回
答
の
相
違
は
、
非
常
に

示
唆
的
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
事
実
は
、

日
系
企
業
（
し
た
が
っ
て
日
本
企
業
）
に
よ

る
長
期
雇
用
の
維
持
が
、

外
的
条
件
に
制
約
さ
れ
た

非
自
発
的
な
選
択
と
ば
か

り
は
い
え
な
い
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
長
期
雇
用

シ
ス
テ
ム
は
、
解
雇
に
対

す
る
法
的
規
制
が
存
在
し

な
く
て
も
、
そ
れ
自
体
と

し
て
不
況
期
の
雇
用
削
減

を
抑
制
す
る
よ
う
機
能
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
労
働
者
に

と
っ
て
雇
用
保
護
の
役
割

を
演
じ
る
望
ま
し
い
制
度

で
あ
る
。
し
か
し
長
期
雇

用
シ
ス
テ
ム
の
み
で
は
、

わ
が
国
の
低
い
失
業
率
は

実
現
さ
れ
え
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
企
業
の
中
に
は

人
的
資
源
の
内
部
蓄
積
を

事
業
の
性
質
上
必
要
と
し

←日系企業（計）

←米国企業（計）

必要なだけ
レイオフする

レイオフは最
小限にとどめる

←米国企業（1960年以降設立）

←日系企業（1000人以上）

レイオフは
しない

図７　ひどい不況下に行うレイオフの程度

資料）小野旭（1997）『変化する日本的雇用慣行』日本労働研究機構 p.73より。
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な
い
も
の
も
あ
る
し
、
日
本
的
経
営
よ
り
ア

メ
リ
カ
的
経
営
に
傾
斜
す
る
企
業
も
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
。
解
雇
へ
の
法
的
規
制
が
加

わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
用
削
減
に
対
す
る

抑
制
効
果
は
更
に
強
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

Ⅶ　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
提
案
に
つ
い
て

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
報
告
書
は
、
労
働
市
場
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
拡
大
し
な
が
ら
、
労
働
者
に

適
切
な
保
護
を
提
供
す
る
た
め
の
革
新
的
な

改
革
手
段
が
見
つ
か
っ
て
い
る
と
い
う
（
12
）。

そ
れ
ら
は
、
第
一
に
法
的
な
手
続
き
を
よ
り

予
見
可
能
に
す
る
こ
と
、
第
二
に
採
用
や
解

雇
の
決
定
を
円
滑
化
す
る
と
同
時
に
、
解
雇

さ
れ
る
労
働
者
に
対
し
て
効
率
的
な
再
就
職

支
援
を
提
供
す
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
労

働
者
が
解
雇
さ
れ
た
際
に
利
用
で
き
る
個
人

別
の
退
職
金
口
座
を
設
け
る
こ
と
、
等
で
あ

る
。

　

こ
れ
ら
の
手
段
に
よ
っ
て
確
か
に
解
雇
は

容
易
に
な
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
提
案
に

は
注
意
す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
報
告
書
は
解
雇
に
伴
う
コ
ス
ト

の
一
部
分
を
考
慮
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

も
し
長
期
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
解
体
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
解
雇
が
容
易
に
行
な
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
な
ら
ば
、
企
業
特
殊
的
熟
練
・
企
業

へ
の
忠
誠
心
・
企
業
内
の
信
頼
関
係
な
ど
が

失
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
喪
失
も
解
雇

の
コ
ス
ト
で
あ
り
、
提
案
は
こ
の
点
を
見
落

と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
長
期
的
に
み
て
企

業
の
組
織
効
率
を
向
上
さ
せ
、
企
業
の
成
長

に
貢
献
す
る
重
要
な
要
因
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
提
案
を
受
入
れ
た

場
合
、
就
業
機
会
の
乏
し
い
不
況
期
に
は
解

雇
の
決
定
の
み
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
、
失
業

者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。
こ
の
点
は
仮
想

的
実
験
の
結
果
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
所

与
の
給
付
率
の
下
で
失
業
等
給
付
の
増
大
に

対
応
す
る
に
は
、
雇
用
保
険
制
度
を
改
め
、

国
庫
負
担
や
労
使
が
負
担
す
る
雇
用
保
険
料

率
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

長
期
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
企
業
が
不

況
期
に
過
剰
労
働
者
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
つ
ま
り
企
業
の
負
担
に
よ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

私
は
企
業
の
負
担
と
表
現
し
た
が
、
し
か
し

そ
れ
は
解
雇
に
関
す
る
便
益
と
費
用
と
を
広

く
比
較
考
量
し
た
上
で
の
企
業
の
決
定
で
あ

り
、
必
ず
し
も
非
自
発
的
な
選
択
の
結
果
と

ば
か
り
は
い
え
な
い
。
こ
の
点
へ
の
賛
否
は

別
と
し
て
、
雇
用
保
護
を
緩
和
さ
せ
る
な
ら
、

そ
し
て
失
業
者
へ
の
給
付
率
を
所
与
と
す
る

な
ら
、
雇
用
保
険
財
政
へ
の
国
お
よ
び
労
使

の
拠
出
は
現
在
よ
り
も
増
加
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
の
結
果
と
し
て
国
民
負
担
率
が
現
行

の
水
準
よ
り
高
ま
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
雇
用
保
険
関
係
の
デ
ー
タ
は
松
渕
厚
樹

（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）
の
協
力
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
藤
井
宏
一
（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）

か
ら
は
本
稿
へ
の
詳
細
な
コ
メ
ン
ト
を
頂

い
た
。
両
氏
に
深
く
感
謝
し
た
い
。

〔
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『
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誰
も
が
輝
き
意
欲
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出
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め
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職
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付
の
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度
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四
・
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年
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あ
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一
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年
度
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ら
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給
付
が
、
ま
た
一
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九
年
度
か
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育
訓
練
給
付
が
始
ま
っ
た
た
め
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上
記

の
割
合
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下
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を
示
す
。
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．
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険
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度
は
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よ
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五
年
ご
と
に
見
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し
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
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〇
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〇
年
改
正
に
つ
い
て

は
本
文
で
触
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
大
き
な
改
正
と
い

う
と
、
本
分
析
期
間
で
は
二
〇
〇
三
年
の
改
正
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
①
自
発
的
離
職
者
の
支
給
日
数
の
短
縮
お
よ

び
②
通
常
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
給
付
内

容
の
一
本
化
等
が
行
な
わ
れ
た
。

７
．
篠
原
氏
に
よ
る
と
二
〇
〇
二
年
に
は
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貨
・
サ
ー
ビ

ス
の
輸
出
が
増
加
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転
じ
て
い
る
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篠
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２
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３
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か
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株
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上
昇
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前
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民
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設
備

投
資
の
増
加
が
あ
り
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さ
ら
に
そ
の
前
に
輸
出
増
加
が

先
行
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
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職
業

安
定
業
務
統
計
』
を
み
る
と
、
新
規
求
人
数
や
月
間
有

効
求
人
数
も
二
〇
〇
二
年
度
よ
り
継
続
的
に
上
昇
し
始

め
て
お
り
、
失
業
率
と
比
べ
る
と
景
気
変
動
に
対
し
て

先
行
性
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

８
．
所
定
給
付
日
数
を
過
ぎ
た
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期
失
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の
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は
、

労
働
力
調
査
ベ
ー
ス
の
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業
率
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、
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を
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る
効
果
も
も
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る
。
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．
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版
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』
に
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ば
，
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の
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％
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Ｔ(2006)

『
現
代
日
本
企
業
の
人
材
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
』
労
働
政
策
研
究
報
告
書
，N

o.61, 
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