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                                                                                1 第 2 節 高齢期の暮らしの動向 1 就業 所得 経済的な暮らし向きに心配ないと感じる 6 歳以上の者は 64.6% 6 歳以上の者の経済的な暮らし向きについてみると 心配ない ( 家計にゆとりがあり まったく心配なく暮らしている と 家計にあまりゆとりはないが それほど心配なく暮らしている の計 ) と感じている人の割合は全体で64.6% であり 年齢階級別にみると 年齢階層が高いほど 心配ない と回答した割合は高く 8 歳以上 は 71.5% となっている ( 図 ) 図 歳以上の者の暮らし向き 全体 歳 歳 歳 歳 歳以上 家計にゆとりがあり まったく心配なく暮らしている家計にあまりゆとりはないが それほど心配なく暮らしている家計にゆとりがなく 多少心配である家計が苦しく 非常に心配であるその他 資料 : 内閣府 高齢者の経済 生活環境に関する調査 ( 平成 28 年 ) ( 注 ) 調査対象は 6 歳以上の男女 高齢者世帯の所得は その他の世帯平均と比べて低い 高齢者世帯(65 歳以上の者のみで構成するか 又はこれに 18 歳未満の未婚の者が加わった世帯 ) の平均所得は38.1 万円で 全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いたその他世帯 (644.7 万円 ) の 5 割弱 平均所得金額で見るとその他の世帯と高齢者世帯の差は大きいが 世帯人員数が少ない方が生活 1 コストが割高になるといった影響を調整し 世帯人員の平方根で割った平均等価可処分所得金額でみると 高齢者世帯は216.2 万円となっており その他の世帯 (33.5 万円 ) と比べて 87.3 万円低い ( 表 ) 1
2 高齢化の状況高齢期の暮らしの動向( 注 1) 平均等価可処分所得とは 世帯人員数の違いを調整するため 世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割った 所得 生活水準を考えた場合 世帯人員数が少ない方が 生活コストが割高になることを考慮したもの なお 世帯の可処分所得とは 世帯収入から税金 社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入 公的年金 恩給を受給している高齢者世帯 66.2% において 公的年金 恩給の総所得に占める割 合が 8% 以上となっている ( 図 ) 表 高齢者世帯の所得 区分 高齢者世帯 その他の世帯 全世帯 平均所得金額 ( 平均世帯人員 ) 38.1 万円 (1.56) 万円 (2.97) 万円 (2.57) 平均等価可処分所得金額 万円 33.5 万円 万円 資料 : 厚生労働省 国民生活基礎調査 ( 平成 28 年 )( 同調査における平成 27(215) 年 1 年間の所得 ) ( 注 1) 高齢者世帯とは 65 歳以上の者のみで構成するか 又はこれに 18 歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう ( 注 2) 等価可処分所得とは 世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整したものをいう ( 注 3) その他の世帯とは 全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いた世帯をいう ( 注 4) 熊本県を除いた数値 図 公的年金 恩給を受給している高齢者世帯における公的年金 恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合 4 6% 未満の世帯 公的年金 恩給の総所得に占める割合が 8 1% 未満の世帯 2% 未満の世帯 2 4% 未満の世帯 1.7% 6 8% 未満の世帯 12.4% 3.5% 7.2% 12.% 公的年金 恩給を受給している高齢者世帯 資料 : 厚生労働省 国民生活基礎調査 ( 平成 28 年 ) ( 同調査における平成 27(215) 年 1 年間の所得 ) ( 注 ) 熊本県を除いたものである 1% の世帯 54.2% 世帯主が 6 歳以上の世帯の貯蓄現在高の中央値は全世帯の 1.5 倍で 貯蓄の主な目的は万一の 備えのため 世帯主が 669 歳の世帯及び 7 歳以上の世帯では 他の年齢階級に比べて大きな純貯蓄を有し ている ( 図 ) 世帯主が 6 歳以上の世帯の貯蓄額の中央値は 1,567 万円と 全世帯の貯蓄額の中央値の 1,64 万 円の約 1.5 倍となっている ( 図 ) 6 歳以上の者の貯蓄の目的についてみると 万一の備えのため が 47.5% で最も多い ( 図 ) 金融資産の分布状況を世代別にみると 平成元 (1989) 年では 6 歳以上が 31.9% であったが 平成 26(214) 年では 64.5% と 32.6 ポイント上昇 ( 図 1-2-7) 11 第1 章第2 節
3 図 世帯主の年齢階級別 1 世帯当たりの貯蓄 負債現在高 年間収入 持家率 ( 万円 ) 3, 12 2, , 年間収入持家率 ( 右目盛り ) 1,5 1, , 487 貯蓄負債年間収入 , ,65 1, , , , ,5 29 歳 (3.1 人 ) 3 39 (3.62 人 ) 4 49 (3.74 人 ) 5 59 (3.24 人 ) 6 69 (2.72 人 ) 7 歳 (2.37 人 )( 平均世帯人数 ) 資料 : 総務省 家計調査 ( 二人以上の世帯 ) ( 平成 28 年 ) 図 貯蓄現在高階級別世帯分布 万円未満 二人以上の世帯 世帯主の年齢が 6 歳以上の世帯 二人以上の世帯 :( 平均値 )1,82 万円 ( 中央値 )1,64 万円 6 歳以上 :( 平均値 )2,385 万円 ( 中央値 )1,567 万円 , 1, 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 1,8 2, , 2, 資料 : 総務省 家計調査 ( 二人以上の世帯 ) ( 平成 28 年 ) ( 注 1) 単身世帯は対象外 ( 注 2) ゆうちょ銀行 郵便貯金 簡易生命保険管理機構 ( 旧日本郵政公社 ) 銀行 その他の金融機関への預貯金 生命保険及び積立型生命保険などの掛金 株式 債券 投資信託 金銭信託などの有価証券と社内預金などの金融機関外への貯蓄の合計 ( 注 3) 中央値とは 貯蓄現在高が の世帯を除いた世帯を貯蓄現在高の低い方から順番に並べたときに ちょうど中央に位置する世帯の貯蓄現在高をいう 2,5 3, 9. 3, 4, , 万円以上 12
4 高齢化の状況高齢期の暮らしの動向図 貯蓄の目的 総数 664 歳 6574 歳 75 歳以上 普段の生活を維持するため万一の備えのため 資料 : 内閣府 高齢者の経済 生活環境に関する調査 ( 平成 28 年 ) ( 注 ) 調査対象は 大分県 熊本県を除く全国の 6 歳以上の男女 図 世代別金融資産分布状況 平成元 (1989) (24) より良い生活をするため子供や家族に残すため (214) 64.5 ( 年 ) 資料 : 総務省 全国消費実態調査 ( 二人以上の世帯 ) より内閣府作成 ( 注 ) このグラフでいう金融資産とは 貯蓄現在高のことを指す 旅行や大きな買い物をするためその他貯蓄はない不明 7 歳以上 歳未満 第1 章第2 節
5 65 歳以上の生活保護受給者 ( 被保護人員 ) は増加傾向 平成 27(215) 年における65 歳以上の生活保護受給者は97 万人で 前年より増加している ( 図 1-2-8) 65 歳以上人口に占める生活保護受給者の割合は2.86% であり 全人口に占める生活保護受給者の割合 (1.67%) より高い 図 被保護人員の変遷 ( 万人 ) 平成 ( 年 ) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (21) (211) (212) (213) (214) (215) 被保護人員数 ( 総数 ) 被保護人員数 (65 歳以上 ) 保護率 ( 総数 ) 保護率 (65 歳以上 ) 資料 : 総務省 人口推計 国勢調査 厚生労働省 被保護者調査年次調査 より内閣府作成 14
6 高齢化の状況高齢期の暮らしの動向 労働力人口に占める 65 歳以上の者の比率は上昇 平成 29(217) 年の労働力人口は 6,72 万人であった 労働力人口のうち6569 歳の者は454 万人 7 歳以上の者は367 万人であり 労働力人口総数に占める 65 歳以上の者の割合は 12.2% と上昇し続けている ( 図 1-2-9) 平成 29(217) 年の労働力人口比率 ( 人口に占める労働力人口の割合 ) は 6569 歳では 45.3% となり 平成 16(24) 年 (34.4%) で底を打った後 上昇傾向である 774 歳では 27.6% となり 平成 15(23) 年及び平成 16(24) 年 (21.4%) で底を打った後 上昇傾向である 75 歳以上は 9.% であり おおむね 9% で推移している ( 図 1-2-1) 図 労働力人口の推移 労働力人口 ( 万人 ) 12, 1, 8, 6, 4, 2, 6,384 5, , ,418 1,28 1,393 1,438 1,297 1,597 1,261 1,614 1,225 6,651 6,666 6,766 6,664 6, ,616 1,378 1,327 1,617 1,296 1, ,392 1,377 1, ,361 1,413 1, ,347 1,456 1,429 6, ,333 1,491 1, 歳 歳 歳 歳 歳 6 64 歳 歳 7 歳以上 6, ,332 1,523 1,364 6, ,343 1,542 1,329 6, ,333 1,569 1,291 6, ,346 1,577 1,261 6, ,38 1,582 1, 歳以上割合 ( 右目盛り ) 6, ,46 1,576 1,214 6, ,439 1,558 1,191 労働力人口に占める 65 歳以上の割合 昭和 55 6 平成 (198) (1985) (199) (1995) (2) (25) (26) (27) (28) (29) (21) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217)( 年 ) 資料 : 総務省 労働力調査 ( 注 1) 労働力人口 とは 15 歳以上人口のうち 就業者と完全失業者を合わせたものをいう ( 注 2) 平成 23 年は岩手県 宮城県及び福島県において調査実施が一時困難となったため 補完的に推計した値を用いている , ,482 1,527 1, , ,526 1,497 1, 第1 章第2 節
7 図 労働力人口比率の推移 歳 6569 歳 774 歳 75 歳以上 平成 ( 年 ) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (21) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) 資料 : 総務省 労働力調査 ( 注 1) 労働力人口 とは 15 歳以上人口のうち 就業者と完全失業者を合わせたものをいう 労働力人口比率 とは 15 歳以上人口に占める 労働力人口 の割合 ( 注 2) 平成 23 年は 岩手県 宮城県及び福島県において調査実施が一時困難となったため 1564 歳及び 6569 歳については 補完的に推計した値 774 歳及び 75 歳以上については 3 県を除いた値を用いている 664 歳の雇用情勢は改善傾向 平成 2(28) 年から平成 22(21) 年は経済情勢の急速な悪化を受けて664 歳の完全失業率は上昇していたが 平成 22(21) 年をピークに低下し 平成 29(217) 年の664 歳の完全失業率は 2.8% と 15 歳以上の全年齢計 (2.8%) と同水準となった ( 図 ) 16
8 高齢化の状況高齢期の暮らしの動向図 完全失業率の推移 歳 全年齢 (15 歳以上 ) 歳 65 歳以上 平成 (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (21) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) ( 年 ) 資料 : 総務省 労働力調査 ( 注 1) 年平均の値 ( 注 2) 平成 23 年は岩手県 宮城県及び福島県において調査実施が一時困難となったため 補完的に推計した値を用いている 年齢階級別の就業率の推移 年齢階級別に就業率の推移をみてみると 664 歳 6569 歳 774 歳では 1 年前の平成 19(27) 年の就業率と比較して 平成 29(217) 年の就業率はそれぞれ1.7ポイント 8.5ポイント 5.5 ポイント伸びている ( 図 ) 図 年齢階級別就業率の推移 平成 19 (27) 2 (28) 21 (29) 22 (21) 664 歳 23 (211) 6569 歳 24 (212) 25 (213) 774 歳 (214) 27 (215) 75 歳以上 (216) 資料 : 総務省 労働力調査 ( 注 1) 就業率 とは 15 歳以上人口に占める就業者の割合をいう ( 注 2) 平成 23 年は岩手県 宮城県及び福島県において調査実施が一時困難となったため 補完的に推計した値を用いている (217) 1.8 ( 年 ) 17 第1 章第2 節
9 男性は 6 代後半でも全体の半数以上が働いている 55 歳以上の者の就業状況についてみると 男性の場合 就業者の割合は 5559 歳で91.% 664 歳で79.1% 6569 歳で54.8% となっており 6 歳を過ぎても 多くの人が就業している また 女性の就業者の割合は 5559 歳で7.5% 664 歳で53.6% 6569 歳で34.4% となっている ( 図 ) 図 歳以上の者の就業状態 就業者 (91.%) (79.1%) 歳 664 歳 6569 歳 774 歳 75 歳以上 男.4 (54.8%) (34.2%) (14.%) 就業者 (7.5%) (53.6%) 歳 664 歳 6569 歳 774 歳 75 歳以上 女 (34.4%) (2.9%) (5.8%) 自営業主 家族従業者 役員を除く雇用者 役員 従業上の地位不詳 完全失業者 非労働力人口 就業状態不詳 資料 : 総務省 労働力調査 ( 平成 29 年 ) ( 注 ) 四捨五入の関係で 足し合わせても 1% にならない場合がある 6 歳を境に非正規の職員 従業員比率は上昇 男女別に非正規の職員 従業員比率をみてみると 男性の場合 非正規職員 従業員の比率は 5559 歳で12.2% であるが 664 歳で52.3% 6569 歳で7.5% と 6 歳を境に大幅に上昇している 一方 女性の場合 同比率は5559 歳で6.8% 664 歳で76.7% 6569 歳で8.8% となっており 男性と比較して上昇幅は小さいものの やはり6 歳を境に非正規の職員 従業員比率は上昇している ( 図 ) 18
10 高齢化の状況高齢期の暮らしの動向図 性年齢別雇用形態別雇用者数及び非正規雇用者率 ( 役員を除く ) ( 万人 ) ( 万人 ) 歳 6 64 歳 歳 7 74 歳 75 歳以上 歳 6 64 歳 歳 7 74 歳 75 歳以上 男 資料 : 総務省 労働力調査 ( 平成 29 年 ) その他嘱託契約社員非正規の職員 従業員労働者派遣事業所の派遣社員アルバイトパート正規の職員 従業員非正規の職員 従業員の割合 ( 右目盛り ) 女 働けるうちはいつまでも 働きたい 6 歳以上の者が約 4 割 現在仕事をしている6 歳以上の者の約 4 割が 働けるうちはいつまでも 働きたいと回答 7 歳くらいまでもしくはそれ以上との回答と合計すれば 約 8 割が高齢期にも高い就業意欲を持っている様子がうかがえる ( 図 ) 図 あなたは 何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいですか 65 歳くらいまで 13.5% 7 歳くらいまで 21.9% 75 歳くらいまで 11.4% 8 歳くらいまで 4.4% 働けるうちはいつまでも 42.% 仕事をしたいと思わない 1.8% 79.7% わからない 2.5% 無回答 2.2% 資料 : 内閣府 高齢者の日常生活に関する意識調査 ( 平成 26 年 ) ( 注 ) 調査対象は 全国 6 歳以上の男女 現在仕事をしている者のみの再集計 その他.4% 第1 章第2 節
11 希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業は 7 割以上 従業員 31 人以上の企業約 16 万社のうち 高齢者雇用確保措置 2 の実施済企業の割合は99.7% (155,638 社 ) となっている また 希望者全員が65 歳以上まで働ける企業の割合は75.6% (118,81 社 ) となっている ( 図 ) ( 注 2) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 では65 歳までの安定した雇用を確保するため 企業に 定年制の廃止 定年の引き上げ 継続雇用制度の導入 のいずれかの措置を講じるよう義務付けている 図 雇用確保措置の実施状況の内訳 ( 企業規模別 ) 人 人以上 %.3 31 人以上総計 % 定年制の廃止希望者全員 65 歳以上の継続雇用制度高齢者雇用確保措置未実施企業 65 歳以上定年基準該当者 65 歳以上の継続雇用制度 ( 経過措置適用企業 ) * 資料 : 厚生労働省 高年齢者の雇用状況 ( 平成 29 年 ) より内閣府作成 ( 注 ) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律 ( 平成 24 年法律第 78 号 ) に規定する経過措置に基づく継続雇用制度の対象者に係る基準を導入している企業 平成 25 年 (213) 年 3 月 31 日までに労使協定により継続雇用制度の対象者に係る基準を定めていた事業主は 老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者に対して 当該基準を適用することができる 2
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        Microsoft Word - 28概況（所得・貯蓄）（170929）（全体版・正）
    

    
        
        Ⅱ 各種世帯の所得等の状況 平成 28 年調査 の所得とは 平成 27 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間の所得であり 貯蓄 借入金とは 平成 28 年 6 月末日の現在高及び残高である なお 生活意識については 平成 28 年 7 月 14 日現在の意識である 1 年次別の所得の状況 平成 27 年の 1 世帯当たり平均所得金額 ( 熊本県を除く ) は 全世帯 が 545    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word 結果の概要（1世帯）
    

    
        
        結果の概要 Ⅰ 世帯数と世帯人員の状況 1 世帯構造及び世帯類型の状況 6 月 2 日現在における全国の世帯総数 ( 熊本県を除く ) は 99 万 5 千世帯となっている 世帯構造をみると 夫婦と未婚の子のみの世帯 が 17 万 千世帯 ( 全世帯の 29.5%) で最も多く 次いで が 133 万 千世帯 ( 同 26.9%) 夫婦のみの世帯 が 1185 万世帯 ( 同 23.7%) となっている    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint
    

    
        
        ( 資料出所 ) 平成 11 年までは総務省 労働力調査 ( 特別調査 ) (2 月調査 ) 長期時系列表 9 平成 16 年以降は総務省 労働力調査 ( 詳細集計 ) ( 年平均 ) 長期時系列表 1 ( 注 )1) 平成 17 年から平成 22 年までの数値は 平成 22 年国勢調査の確定人口に基づく推計人口 ( 新基準 ) の切替による遡及集計した数値 ( 割合は除く ) 2) 平成 23 年の数値    

    
        More information 
    




    
        02世帯
    

    
        
        Ⅰ 世帯数と世帯人員数の状況 1 世帯構造及び世帯類型の状況 結果の概要 6 月 6 日現在における全国の世帯は 511 万 2 千世帯となっている 世帯構造別にみると 夫婦と未婚の子のみの世帯 が 189 万 9 千世帯 ( 全世帯の 29.7) で最も多く 次いで 単独世帯 が 1328 万 5 千世帯 ( 同 26.5) 夫婦のみの世帯 が 116 万 千世帯 ( 同 23.2) となっている    

    
        More information 
    




    
        2. 繰上げ受給と繰下げ受給 65 歳から支給される老齢厚生年金と老齢基礎年金は 本人の選択により6~64 歳に受給を開始する 繰上げ受給 と 66 歳以降に受給を開始する 繰下げ受給 が可能である 繰上げ受給 を選択した場合には 繰上げ1カ月につき年金額が.5% 減額される 例えば 支給 開始年齢
    

    
        
        みずほインサイト 政策 218 年 6 月 8 日 年金繰下げ受給の効果 7 歳超の繰下げ拡大で高齢者の就業促進期待 政策調査部上席主任研究員堀江奈保子 3-3591-138 naoko.horie@mizuho-ri.co.jp 年金の支給開始年齢は原則 65 歳だが 66~7 歳からの繰下げ受給を選択すると年金額は繰下げ 1 カ月につき.7% 増える 今後 繰下げ制度の周知と 7 歳超の受給開始に関する検討が行われる    

    
        More information 
    




    
        目次 第 1 章調査概要 調査の目的 調査の方法... 1 第 2 章分析内容 世帯主年齢階級別の世帯数割合 世帯主年齢階級別の等価可処分所得 世帯主年齢階級別の等価所得 拠出金の内訳 世帯主年齢階級別
    

    
        
        少子高齢社会等調査検討事業 家計所得の分析に関する報告書 平成 29 年 3 月 みずほ情報総研株式会社 目次 第 1 章調査概要... 1 1. 調査の目的... 1 2. 調査の方法... 1 第 2 章分析内容... 2 1. 世帯主年齢階級別の世帯数割合... 2 2. 世帯主年齢階級別の等価可処分所得... 3 3. 世帯主年齢階級別の等価所得 拠出金の内訳... 4 4. 世帯主年齢階級別    

    
        More information 
    




    
        平成29年版高齢社会白書（全体版）
    

    
        
        第 1 章 高齢化の状況 第 1 節 高齢化の状況 1 高齢化の現状と将来像 (1) 高齢化率は 7.3% 我が国の総人口は 平成 8(1) 年 1 月 1 日現在 1 億,93 万人となっている 5 歳以上の高齢者人口は 3,59 万人となり 総人口に占める割合 ( 高齢化率 ) も7.3% となった 5 歳以上の高齢者人口を男女別にみると 男性は1,5 万人 女性は1,959 万人で 性比 (    

    
        More information 
    




    
        労働力調査（詳細集計）平成29年（2017年）平均（速報）結果の概要
    

    
        
        第 1 雇用者 ( 正規, 非正規の職員 従業員別の動向など ) 1 正規の職員 従業員は56 万人増加, 非正規の職員 従業員は13 万人増加 217 年平均の役員を除く雇用者は546 万人と, 前年に比べ69 万人の増加となった このうち正規の職員 従業員は3423 万人と56 万人の増加となった 一方, 非正規の職員 従業員は236 万人と13 万人の増加となった 別にみると, 性は正規の職員    

    
        More information 
    




    
        このジニ係数は 所得等の格差を示すときに用いられる指標であり 所得等が完全に平等に分配されている場合に比べて どれだけ分配が偏っているかを数値で示す ジニ係数は 0~1の値をとり 0 に近づくほど格差が小さく 1に近づくほど格差が大きいことを表す したがって 年間収入のジニ係数が上昇しているというこ
    

    
        
        大格差みずほインサイト 政策 2017 年 1 月 11 日 世帯の年間収入格差が拡大高齢者世帯の格差は中長期的には縮小傾向 政策調査部上席主任研究員 堀江奈保子 03-3591-1308 naoko. horie@mizuho-ri.co.jp 総務省 全国消費実態調査 によると 二人以上の世帯の年間収入格差は拡大が続いている 世帯主の年齢階級別にみると おおむね年齢の上昇とともに格差が拡大する    

    
        More information 
    




    
        平成 22 年国勢調査産業等基本集計結果 ( 神奈川県の概要 ) 平成 22 年 10 月 1 日現在で実施された 平成 22 年国勢調査 ( 以下 22 年調査 という ) の産業等基本集計結果が平成 24 年 4 月 24 日に総務省統計局から公表されました 産業等基本集計は 人口の労働力状態
    

    
        
        平成 22 年国勢調査産業等基本集計結果 ( 神奈川県の概要 ) 平成 22 年 10 月 1 日現在で実施された 平成 22 年国勢調査 ( 以下 22 年調査 という ) の産業等基本集計結果が平成 24 年 4 月 24 日に総務省統計局から公表されました 産業等基本集計は 人口の労働力状態 就業者の産業別構成 母子世帯及び父子世帯等に関する集計であり 神奈川県の概要は 次のとおりです なお    

    
        More information 
    




    
        平成 年 2 月 日総務省統計局 労働力調査 ( 詳細集計 ) 平成 24 年 10~12 月期平均 ( 速報 ) 結果の概要 1 Ⅰ 雇用者 ( 役員を除く ) 1 1 雇用形態 2 非正規の職員 従業員の内訳 Ⅱ 完全失業者 3 1 仕事につけない理由 2 失業期間 3 主な求職方法 4 前職の
    

    
        
        平成 年 2 月 日総務省統計局 労働力調査 ( 詳細集計 ) 平成 24 年 10~12 月期平均 ( 速報 ) 結果の概要 1 Ⅰ 雇用者 ( 役員を除く ) 1 1 雇用形態 2 非正規の職員 従業員の内訳 Ⅱ 完全失業者 3 1 仕事につけない理由 2 失業期間 3 主な求職方法 4 前職の雇用形態 Ⅲ 非労働力人口 6 1 就業希望の有無 2 就業希望者統計表 8 労働力調査の集計区分 労働力調査には次の集計区分があり,    

    
        More information 
    




    
        労働力調査（詳細集計）平成24年平均（速報）結果の要約
    

    
        
        * * * * * * * * * * ) ) ( ( * * * * * * * * * * * *   ( ) ( ) 8 週 35 時間以上働いた非正規の職員 従業員の性の年間収入は 100~199 万円が全体の 5 割超 正規, 非正規の職員 従業員別に仕事からの年間収入階級別割合を別にみると, 性の正規 の職員 従業員は平成 24 年平均で500~699 万円が21.6%,300~399    

    
        More information 
    




    
        平成27年版高齢社会白書（全体版）
    

    
        
        第 1 章 高齢化の状況 第 1 節 高齢化の状況 1 高齢化の現状と将来像 (1) 高齢化率が 26.% に上昇我が国の総人口は 平成 26(214) 年 1 月 1 日現在 1 億 2,78 万人と 23(211) 年から4 年連続の減少であった 65 歳以上の高齢者人口は 過去最高の3,3 万人 ( 前年 3,19 万人 ) となり 総人口に占める割合 ( 高齢化率 ) も26.%( 前年 25.1%)    

    
        More information 
    




    
        平成28年版高齢社会白書（概要版）
    

    
        
        平成 27 年度高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況 第 1 章 高齢化の状況 第 1 節 高齢化の状況 高齢化の現状と将来像 高齢化率は 26.7% 我が国の総人口は平成 27(201) 年 10 月 1 日現在 1 億 2,711 万人 ( 表 1-1-1) 6 歳以上の高齢者人口は 3,392 万人 6 歳以上を男女別にみると 男性は1,466 万人 女性は1,926 万人で 性比 ( 女性人口    

    
        More information 
    




    
        3 世帯属性ごとのサンプルの分布 ( 両調査の比較 参考 3) 全国消費実態調査は 相対的に 40 歳未満の世帯や単身世帯が多いなどの特徴がある 国民生活基礎調査は 高齢者世帯や郡部 町村居住者が多いなどの特徴がある 4 相対的貧困世帯の特徴 ( 全世帯との比較 参考 4) 相対的貧困世帯の特徴とし
    

    
        
        相対的貧困率等に関する調査分析結果について 平成 27 年 12 月 18 日 内閣府 総務省 厚生労働 省 (1) 調査分析の趣旨 格差の議論で用いられる指標の一つとして相対的貧困率があり 政府統計のうち相対的貧困率を算出している調査としては 総務省 全国消費実態調査 と厚生労働省 国民生活基礎調査 がある 格差に関する議論が高まっている中で 相対的貧困率が上昇している要因 両調査のサンプルの特徴    

    
        More information 
    




    
        26公表用 栃木局版（グラフあり）(最終版)
    

    
        
        厚生労働省栃木労働局 Press Release 報道関係者各位 平成 26 年 10 月 31 日 照会先 栃木労働局職業安定部職業対策課 職業対策課長 課長補佐 渡辺邦行 金田宏由 高齢者対策担当官阿見正浩 ( 電話 )028-610-3557 (FAX)028-637-8609 高年齢者雇用確保措置 実施済み企業 99.7%( 全国 2 位 ) ~ 平成 26 年 高年齢者の雇用状況 集計結果    

    
        More information 
    




    
        労働力調査（基本集計）平成29年（2017年）平均（速報）結果の概要
    

    
        
        第 1 就業状態の動向 1 就業状態別人口 (1) 労働力人口は 47 万人の増加労働力人口 (15 歳以上人口のうち, 就業者と完全失業者を合わせた人口 ) は,217 年平均で 672 万人と, 前年に比べ 47 万人の増加 (5 年連続の増加 ) となった 男女別にみると, 男性は 3784 万人と3 万人の増加, 女性は 2937 万人と 45 万人の増加となった また, ( 生産年齢人口に当たる年齢    

    
        More information 
    




    
        タイトル
    

    
        
        経済トレンド 高齢者世帯の収入と貯蓄 ~ 平均像では経済的余裕はあるが格差は大 ~ 経済調査部 ( 現政策研究部 ) 近江澤猛 ( 要旨 ) 65 歳以上の高齢者がいる世帯の割合は 1980 年には 24.0% だったが 少子高齢化の進展により 2009 年には 41.9% まで上昇している さらに かつては高齢者のいる世帯といえば 三世代世帯 だったが 現在では 高齢夫婦のみ世帯 また 高齢単身世帯    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - 概要.doc
    

    
        
        平成 27 年国勢調査 ( 世帯構造等基本集計結果 ) ~ の概要 ~ 平成 29 年 12 月 経営管理部情報統計局 統計調査課 ~~~ 目 次 ~~~ 1 世帯の状況 1 2 親子の同居 非同居 2 3 母子 父子世帯 5 世帯構造等基本集計とは 世帯構造等基本集計は 全ての調査票を用いて母子 父子世帯 親子の同居等の世帯状況に関する結果について集計した確定値となります 詳細な結果は 下記 URL    

    
        More information 
    




    
        平成２５年　国民生活基礎調査【所得票】　結果表一覧（案）
    

    
        
        平成 25 年国民生活基礎調査 所得票 結果表一覧 ( 案 ) ( 表題の前に * が付してある表は 新規作成表である ) 年次推移 第 1 表平均所得金額 - 平均世帯人員 - 平均有業人員, 年次別 第 2 表世帯数の相対度数分布 - 累積度数分布, 年次 所得金額階級別 第 3 表 1 世帯当たり平均所得金額 - 構成割合, 年次 所得の種類別 第 4 表当該所得のある世帯数の構成割合, 年次    

    
        More information 
    




    
        労働力調査（基本集計）平成25年（2013年）平均（速報）結果の要約，概要，統計表等
    

    
        
        ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (c) (b) (a) (a) (c) (c) (c)  第 1 表 就業状態別 15 歳以上人口, 産業別就業者数, 求職理由別完全失業者数 2013 年平均 ( 万人 ) 男 女 計 男 女 対前年 対前年 対前年 実数増 減増減率実数増 減増減率実数増 減増減率 (%) (%) (%) 15 歳 以 上 人 口 11088-10 -0.1    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - コピー ～ （確定） 61発表資料(更新)_
    

    
        
        厚生労働省大分労働局 Press Release 報道関係者各位 平成 29 年 10 月 31 日 照会先 大分労働局職業安定部職業対策課課長髙橋博徳雇用対策係長三木紫穂 ( 電話 )097(535)2090( 内線 304) 高年齢者の働く場が広がりました ~ 大分県内の平成 29 年 高年齢者の雇用状況 集計結果 ~ 高年齢者雇用確保措置の実施企業 は 2 年連続 100% を達成 ( 全国で    

    
        More information 
    




    
        - 調査結果の概要 - 1. 改正高年齢者雇用安定法への対応について a. 定年を迎えた人材の雇用確保措置として 再雇用制度 導入企業は9 割超 定年を迎えた人材の雇用確保措置としては 再雇用制度 と回答した企業が90.3% となっています それに対し 勤務延長制度 と回答した企業は2.0% となっ
    

    
        
        改正高年齢者雇用安定法対応状況に関する アンケート調査結果 について 平成 25 年 12 月 13 日住友生命保険相互会社 住友生命保険相互会社 ( 代表取締役社長佐藤義雄 ) は 改正高年齢者雇用安定法対応状況に関 するアンケート調査を実施し 調査結果についての冊子を作成いたしました 平成 25 年 4 月に高年齢者雇用安定法が改正され 継続雇用を希望した労働者については全員を 65 歳まで雇用することが原則となりました    

    
        More information 
    




    
        少子高齢化班後期総括
    

    
        
        労働力人口減少を抑制しよう ~ 高齢労働者の活用から ~ 専修大学経済学部 望月ゼミ少子高齢化班 市原 棚田 和田 流れ テーマ 問題意識 現状 問題点 活用方法 労働力人口の推移 万人 7000 問題意識少子高齢化 労働力人口減少 6500 6000 360 372 493 426 504 521 549 566 579 585 465 446 483 530 560 598 556 5500 279    

    
        More information 
    




    
        01 公的年金の受給状況
    

    
        
        Ⅲ 調査結果の概要 ( 受給者に関する状況 ) 1 公的年金の受給状況 本人の公的年金 ( 共済組合の年金 恩給を含む ) の年金額階級別構成割合をみると 男子では 200~ 300 が41.3% 100~200 が31.4% となっている これを年齢階級別にみると 70 歳以上では約半数が200 以上となっている また 女子では 50~100 が4 0.7% 100~200 が31.4% となっている    

    
        More information 
    




    
        ①公表資料本文【ワード軽量化版】11月8日手直し版【1025部長レク⑤後】平成30年61本文（元データあり・数値1004版）
    

    
        
        厚生労働省北海道労働局 Press Release 厚生労働省北海道労働局発表平成 30 年 11 月 19 日 担 当 厚生労働省北海道労働局職業安定部職業対策課職業対策課長本間信弘高齢者対策担当官佐々木和己電話 011-709-2311( 内線 3683) 平成 30 年 高年齢者の雇用状況 集計結果 ふくし北海道労働局 ( 局長福士 わたる亘 ) では このほど 高年齢者を 65 歳まで雇用するための    

    
        More information 
    




    
        図表目次 ([ ] 内は詳細結果表の番号 ) 表 1 貯蓄現在高の推移... 4 [8-4 表,8-3 表 ] 図 1 貯蓄現在高階級別世帯分布... 5 [8-1 表,8-3 表 ] 表 2 貯蓄の種類別貯蓄現在高の推移... 6 [8-4 表 ] 図 2 貯蓄の種類別貯蓄現在高及び構成比...
    

    
        
        平成 21 年貯蓄 負債の概況目次 Ⅰ 貯蓄の状況 1 概要 4 (1) 二人以上の世帯の平均貯蓄現在高は1638 万円で2.5% の減少 4 (2) 貯蓄現在高が1 万円未満の世帯の割合は1.7% 4 2 貯蓄の種類別内訳 6 (1) 二人以上の世帯及び勤労者世帯共に有価証券が減少 6 (2) 貯蓄現在高が多い世帯ほど有価証券の割合が高い 8 Ⅱ 負債の状況 (1) 二人以上の世帯の平均負債現在高は479    

    
        More information 
    




    
        ふくい経済トピックス ( 就業編 ) 共働き率日本一の福井県 平成 2 2 年 1 0 月の国勢調査結果によると 福井県の共働き率は % と全国の % を 1 1 ポイント上回り 今回も福井県が 共働き率日本一 となりました しかし 2 0 年前の平成 2 年の共働き率は
    

    
        
        ふくい経済トピックス ( 就業編 ) 共働き日本一の福井県 平成 2 2 年 1 0 月の国勢調査結果によると 福井県の共働きは 5 6. 8 % と全国の 4 5. 4 % を 1 1 ポイント上回り 今回も福井県が 共働き日本一 となりました しかし 2 0 年前の平成 2 年の共働きは 6 6. 5 % であったことをみると 1 0 ポイント近く減少しています これは 夫婦ともに 長生き になったことで    

    
        More information 
    




    
        相対的貧困率等に関する調査分析結果について
    

    
        
        相対的貧困率等に関する調査分析結果について 平成 27 年 12 月 18 日 内 閣 府 総 務 省 厚生労働省 (1) 調査分析の趣旨 格差の議論で用いられる指標の一つとして相対的貧困率があり 政府統計のうち相対的貧困率を算出している調査としては 総務省 全国消費実態調査 と厚生労働省 国民生活基礎調査 がある 格差に関する議論が高まっている中で 相対的貧困率が上昇している要因 両調査のサンプルの特徴    

    
        More information 
    




    
        家計調査報告 ( 貯蓄 負債編 ) 平成 23 年平均結果速報 ( 二人以上の世帯 ) 目 次 Ⅰ 貯蓄の状況 1 概要 貯蓄の種類別内訳 貯蓄現在高階級別貯蓄の分布状況... 9 Ⅱ 負債の状況 Ⅲ 世帯属性別にみた貯蓄 負債の状況 1 世帯主の職業別の状況
    

    
        
        家計調査報告 ( 貯蓄 負債編 ) 平成 23 年平均結果速報 ( 二人以上の世帯 ) 目 次 Ⅰ 貯蓄の状況 1 概要... 4 2 貯蓄の種類別内訳... 6 3 貯蓄現在高階級別貯蓄の分布状況... 9 Ⅱ 負債の状況... 10 Ⅲ 世帯属性別にみた貯蓄 負債の状況 1 世帯主の職業別の状況... 13 2 勤労者世帯の年間収入五分位階級別の状況... 17 3 勤労者世帯の世帯主の年齢階級別の状況...    

    
        More information 
    




    
        平成20年度国家公務員共済組合事業統計年報
    

    
        
        122 Ⅷ 年金受給者実態調査の概要 本調査は 国家公務員共済組合の年金が受給者の生活にどの様な役割を果たしているか実態を把握し 年金の制度改正等の参考とするため 昭和 49 年度から調査を行っている 平成 20 年度に実施したのは 遺族共済年金及び遺族年金の調査で その調査内容及び集計結果の概要は次のとおりである 1. 調査の概要 (1) 調査の内容出生率の低下 平均寿命の伸びにより 人口の高齢化が急速に進む中で    

    
        More information 
    




    
        Ⅲ 結果の概要 1. シングル マザー は 108 万人我が国の 2010 年における シングル マザー の総数は 108 万 2 千人となっており 100 万人を大きく超えている これを世帯の区分別にみると 母子世帯 の母が 75 万 6 千人 ( 率にして 69.9%) 及び 他の世帯員がいる世
    

    
        
        2012 年 7 月 4 日総務省統計研修所西文彦 シングル マザーの最近の状況 (2010 年 ) Ⅰ はじめに本稿は 総務省統計研修所の調査研究の一環としてのものであり シングル マザー について 世帯の区分 配偶関係 年齢別等の統計を用いて 最近の状況を明らかにすることを目的としている なお 本稿中の記述は 筆者の個人的な見解に基づいたものである Ⅱ 使用したデータと用語の定義本稿で紹介する統計は    
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        平成30年版高齢社会白書（概要版）
    

    
        
        平成 29 年度高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況 第 1 章 高齢化の状況 第 1 節 高齢化の状況 高齢化率は 27.7% 我が国の総人口は 平成 29(217) 年 1 月 1 日現在 1 億 2,671 万人 ( 表 1-1-1) 6 歳以上人口は 3,1 万人 6 歳以上人口を男女別にみると 男性は 1,26 万人 女性は 1,989 万人で 性比 ( 女性人口 1 人に対する男性人口    
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        第2章　調査結果の概要 3 食生活
    

    
        
        3 食生活 (1) 食生活全般に関する満足度 (Q16) 食生活全般に関して満足しているか聞いたところ 満足 が 87.7%( 満足している 30.2%+ まあ満足している 57.4%) を占め 不満 8.9%( やや不満である 7.0%+ 不満である 1.9%) となっている 前回調査と比較すると 満足 は 7.8 ポイント低下している 図 16 食生活全般に関する満足度 (Q16) 不満である    
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        長野県の少子化の現状と課題
    

    
        
        第 1 章長野県の少子化と子育て環境の現状 1 少子化の現状 (1) 合計特殊出生率 出生数の推移 長野県の平成 25 年 (213 年 ) の合計特殊出生率は1.54で 全国平均の1.43を上回っていますが 長期的な低下傾向にあり少子化が進行しています 出生数は 平成 13 年 (21 年 ) から減少傾向が顕著であり 平成 25 年 (213 年 ) では16,326 人で 第 2 次ベビーブーム    
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        市報2016年3月号-10
    

    
        
        0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 19 20 21 22 23 24 25 26   高齢者 障害者の雇用障害者の雇用に関するお知らせ!! あなたの会社は希望者全員が 65 歳まで働ける制度になっていますか? 鹿児島労働局 少子高齢化が急速に進行する中 平成 25 年度から老齢厚生年金 ( 報酬比例部分 ) の支給開始年齢が段階的に    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - rp1410a(的場).docx
    

    
        
        40 50 代の老後に向けた経済的不安と就労意識 40 50 代の不安と備えに関する調査 より 上席主任研究員的場康子目次 1. はじめに 2 2. 老後生活のための準備状況 3 3. 経済的な分野で不安に思っていること 6 4. 老後の就労に対する意識 8 5. まとめ 12 要旨 1 近年の経済社会情勢の厳しい変化により 現役時代に貯蓄の積み増しができず 老後を迎えるまでに資産形成ができないままに退職を迎える人が増加する可能性がある    

    
        More information 
    




    
        親と同居の壮年未婚者 2014 年
    

    
        
        2015 年 11 月 30 日 総務省統計研修所 西文彦 親と同居の壮年未婚者 2014 年 1. はじめに総務省統計研修所における調査研究の一環として 近年 総じて増加傾向にある 親と同居の壮年未婚者 (35~44 歳 ) について研究分析を行ったので その結果の概要を紹介する 以下に述べることは筆者の個人的な見解である 1) 2. 使用したデータと用語の定義本稿で紹介する統計は 総務省統計局が毎月実施している労働力調査    

    
        More information 
    




    
        Ⅰ 調査の概要 1. 調査の目的 本調査は 今後の公的年金制度について議論を行うにあたって 自営業者 被用者 非就業者を通じた横断的な所得に関する実態を総合的に把握し その議論に資する基礎資料を得ることを目的とする なお 本調査は 平成 22 年公的年金加入状況等調査 の特別調査として 当該調査の調
    

    
        
        公的年金加入者等の所得 に関する実態調査 結果の概要について Ⅰ 調査の概要 1. 調査の目的 本調査は 今後の公的年金制度について議論を行うにあたって 自営業者 被用者 非就業者を通じた横断的な所得に関する実態を総合的に把握し その議論に資する基礎資料を得ることを目的とする なお 本調査は 平成 22 年公的年金加入状況等調査 の特別調査として 当該調査の調査事項にはない収入 所得の情報を得るために    
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        資料 7 1 人口動態と子どもの世帯 流山市人口統計資料 (1) 総人口と年少人口の推移流山市の人口は 平成 24 年 4 月 1 日現在 166,924 人で平成 19 年から増加傾向で推移しています 人口増加に伴い 年尐人口 (15 歳未満 ) 及び年尐人口割合も上昇傾向となっています ( 人
    

    
        
        資料 7 1 人口動態と子どもの世帯 流山市人口統計資料 (1) 総人口と年少人口の推移流山市の人口は 平成 24 年 4 月 1 日現在 166,924 人で平成 19 年から増加傾向で推移しています 人口増加に伴い 年尐人口 (15 歳未満 ) 及び年尐人口割合も上昇傾向となっています ( 人 ) (%) 166,924 18, 14. 155,779 157,731 16,119 163,34    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint - ★グラフで見るH30年度版(完成版）.
    

    
        
        グラフで見る 福井県の女性労働 平成 30 年 8 月 福井労働局雇用環境 均等室 910-8559 福井市春山 1 丁目 1-54 福井春山合同庁舎 9 階 TEL 0776-22-3947 FAX 0776-22-4920 https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/ 1 女性の労働力状態 福井県における女性労働力人口は 196,200 人 ( 平成 28    

    
        More information 
    




    
        CW6_A3657D13.indd
    

    
        
        3節 労働時間の動向41 第 1 章労働経済の推移と特徴第第 3 節 労働時間の動向 緩やかな景気回復により 労働時間はどのように変化したのかみていこう 9 労働時間の概観まず近年の労働時間の動向について概観していこう 第 1-(3)-1 図では 27 年から 215 年にかけての5 人以上規模事業所における労働時間の月間総実労働時間の推移を示している 総実労働時間の推移をみると リーマンショック前の    

    
        More information 
    




    
        (2) 高齢者の福祉 ア 要支援 要介護認定者数の推移 介護保険制度が始まった平成 12 年度と平成 24 年度と比較すると 65 歳以上の第 1 号被保険者のうち 要介護者又は要支援者と認定された人は 平成 12 年度末では約 247 万 1 千人であったのが 平成 24 年度末には約 545 万
    

    
        
        (2) 高齢者の福祉 ア 要支援 要介護認定者数の推移 介護保険制度が始まった平成 12 年度と平成 24 年度と比較すると 65 歳以上の第 1 号被保険者のうち 要介護者又は要支援者と認定された人は 平成 12 年度末では約 247 万 1 千人であったのが 平成 24 年度末には約 545 万 7 千人と約 2.2 倍に増加しており これは第 1 号被保険者の約 38% 増の伸びと比較して高くなっており    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        近年の社会経済の変化と家計の動向 第2章 図表2-3-2 世帯主年齢階級別 所得階層別の世帯の所得分布 等価所得 1.4 0.3 29歳以下 17.1 27.7 30.0 13.2 7.8 2.2 0.3 第 ２ 章 1.4 30 39歳 3.2 14.0 40 49歳 4.6 50 59歳 5.3 60 69歳 30.7 13.4 21.1 16.8 8.6 24.6 12.3 21.9 14.5    
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        平成 22 年国勢調査 < 産業等基本集計結果 ( 大阪 平成 24 年 5 月 大阪市計画調整局
    

    
        
        平成 22 年国勢調査 < 産業等基本集計結果 ( 大阪 平成 2 年 5 月 大阪市計画調整局 平成 22 年国勢調査 < 産業等基本集計結果 ( 大阪市 )> 平成 22 年 10 月 1 日現在で実施した 平成 22 年国勢調査の産業等基本集計結果が こ のたび総務省統計局から公表されましたので 大阪市分の概要をお知らせします 目 次 1 労働力状態 1 2 従業上の地位 5 3 産業 教育    

    
        More information 
    




    
        平成28年　高齢者の経済・生活環境に関する調査結果（概要版）2/4
    

    
        
        第 2 章調査結果の概要 1. 経済的な暮らしに関する事項 (1) 経済的な暮らし向き (Q1) Q1 あなたは ご自分の現在の経済的な暮し向きについてどのようにお考えですか この中から 1 つ選んでお答えください F4 で 1 に の方は あなたと配偶者あるいはパートナーお 2 人の状況についてお答えください ( は 1 つだけ ) 1 家計にゆとりがあり まったく心配なく暮らしている 2 家計にあまりゆとりはないが    
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        2. 女性の労働力率の上昇要因 М 字カーブがほぼ解消しつつあるものの 3 歳代の女性の労働力率が上昇した主な要因は非正規雇用の増加である 217 年の女性の年齢階級別の労働力率の内訳をみると の労働力率 ( 年齢階級別の人口に占めるの割合 ) は25~29 歳をピークに低下しており 4 歳代以降は
    

    
        
        みずほインサイト 政策 218 年 3 月 13 日 労働力率の М 字カーブは解消傾向働き方改革による女性の増加が課題 政策調査部上席主任研究員 堀江奈保子 3-3591-138 naoko.horie@mizuho-ri.co.jp 女性の労働力率 (15 歳以上人口に占める労働力人口の割合 ) は 結婚 出産期にあたる年代に一旦低下し 育児が落ち着いた時期に再び上昇する М 字カーブ を描くことが知られている    
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        III 世帯属性別にみた貯蓄・負債の状況
    

    
        
        Ⅲ 世帯属性別にみた貯蓄 負債の状況 1 世帯主の年齢階級別 (1) 世帯主が40 歳未満の世帯で負債現在高は前年に比べ16.6% の増加二人以上の世帯について世帯主の年齢階級別に1 世帯当たり貯蓄現在高をみると,40 歳未満の世帯が574 万円となっているのに対し,60 歳以上の各年齢階級では2000 万円を超える貯蓄現在高となっており, 年齢階級が高くなるに従って貯蓄現在高が多い傾向にある 負債現在高をみると,40    
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        USA1_米国Report
    

    
        
        アメリカの認知症ケア動向 Ⅰ アメリカの高齢者の生活状況 < 目次 > 1. 高齢化率と高齢者人口... 1 (1) 現状... 1 (2) 今後の推移... 1 2. 高齢者の就業および所得等の状況... 2 (1) 就業状況... 2 (2) 所得状況... 2 (3) 貧困率... 5 (4) 医療保険の加入状況... 6 3. 高齢者の世帯の状況と住宅事情... 8 (1) 世帯の状況...    
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        表紙
    

    
        
        第 1 章 人口と世帯 第 1 第節 1 節人口の構成 1 男女別人口平成 22 年の 国勢調査 によると 本道の総人口は 550 万 7 千人 そのうち女性は290 万 3 千人 男性は260 万 4 千人で 女性は男性より29 万 9 千人多く 本道の総人口の52.7 % を占めています 男女別の人口の推移をみると 女性の人口増加率は 戦争の影響による一時期を除き男性と比べ高く 昭和 40 年には男女の人口比率が逆転して女性が男性を上回り    
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        ①-1公表資料（本文 P1~9）
    

    
        
        Press Release  100% 98% 96% 94% 92% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 100.0% 100.0% 99.8% 100.0%100.0% 99.3% 99.2% 99.6% 99.8% 99.8% 98.4% 98.1% 99.1% 99.5% 99.8% 99.8% 98.9% 99.2% 99.7% 99.7% 98.8% 99.1% 99.6%    
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        平成 25 年 7 月 12 日 平成 24 年就業構造基本調査結果 要約 就業構造基本調査とは 就業構造基本調査は, 就業 不就業の実態を種々の観点から捉え, 我が国の就業構造を全国だけでなく, 地域別にも詳細に明らかにし, 国や都道府県における雇用政策, 経済政策などの各種行政施策立案の基礎資料
    

    
        
        平成 25 年 7 月 12 日 平成 24 年就業構造基本調査結果 要約 就業構造基本調査とは 就業構造基本調査は, 就業 不就業の実態を種々の観点から捉え, 我が国の就業構造を全国だけでなく, 地域別にも詳細に明らかにし, 国や都道府県における雇用政策, 経済政策などの各種行政施策立案の基礎資料を得ることや学術研究のための利用に資することなどを目的に, 昭和 31 年 (1956 年 ) の第    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        税 社会保障等を通じた 受益と負担について ( 配布資料 ) 平成 27 年 6 月 1 日内閣府  1 本分析の趣旨 経済再生と両立する 22 年度の財政健全化の達成に向けた具体的な計画については 現在我が国で生じている 経済 社会の変化や 現在の国民の受益と負担の構造を踏まえて議論していく必要がある 本分析は 上記の問題意識の下 税 社会保障等を通じた受益 負担構造の現状並びに約 2 年前との比較について検証したものである    

    
        More information 
    




    
        1 15 歳以上人口の就業状態 富山県の 15 歳以上人口 人のうち 有業者は 人 ( 全国 6621 万 3 千人 ) と 平成 24 年と比べると 人減少しています 有業率 (15 歳以上人口に占める有業者の割合 ) についてみると 59.5%( 全国 5
    

    
        
        経営管理部統計調査課 News Release 担当 : 人口労働係松本 高堂 電話 :( 直通 )076-444-3192( 内線 )2555 2565 平成 30 年 10 月 24 日 平成 29 年就業構造基本調査結果 ( 富山県分 ) 総務省から 7 月 13 日 ( 金 ) に公表された 平成 29 年就業構造基本調査 ( 平成 29 年 10 月 1 日 現在 ) の結果について 本県の特徴などを次のとおりとりまとめましたのでお知らせします    

    
        More information 
    




    
        雇用の現状＿季刊版2014年夏号
    

    
        
        8 月 25 日 雇用の現状 - 季刊版 夏号 - 100-6640 東京都千代田区丸の内 1-9-2 グラントウキョウサウスタワー株式会社リクルートホールディングスリクルートワークス研究所所長大久保幸夫 トピックス 4-6 月期における完全失業者は 前年同時期より 30 万人減少し 247 万人になった 完全失業者のうち 非自発的な離職は 18 万人減少の 77 万人 自発的な離職は 6 万人減少の    

    
        More information 
    




    
        図表 1 人口と高齢化率の推移と見通し ( 億人 ) 歳以上人口 推計 高齢化率 ( 右目盛 ) ~64 歳人口 ~14 歳人口 212 年推計 217 年推計
    

    
        
        みずほインサイト 政策 217 年 5 月 31 日 少子高齢化で労働力人口は 4 割減労働力率引き上げの鍵を握る働き方改革 政策調査部上席主任研究員堀江奈保子 3-3591-138 naoko.horie@mizuho-ri.co.jp 216 年の労働力人口は 6,648 万人 労働力率は 6% であるが 男女別 年齢 5 歳階級別の労働力率を同じとすれば 265 年の労働力人口は 4, 万人弱と約    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        高年齢者等の雇用の安定等に関する 法律の一部を改正する法律 の概要 平成24年8月29日成立 少子高齢化が急速に進展し 若者 女性 高齢者 障害者など働くことが できる人全ての就労促進を図り 社会を支える全員参加型社会の実現が求め られている中 高齢者の就労促進の一環として 継続雇用制度の対象となる 高年齢者につき事業主が定める基準に関する規定を削除し 高年齢者の雇用 確保措置を充実させる等の所要の改正を行う    

    
        More information 
    




    
        目 次 1-1. 勤労者財産形成貯蓄制度の概要 財形持家融資制度の概要 勤労者の貯蓄をめぐる状況について 財形貯蓄制度をめぐる状況について 勤労者の貯蓄と財形貯蓄制度をめぐる状況について 勤労者の持家をめぐる状況について 10 3
    

    
        
        資料 1 H26.10.29 第 15 回勤労者生活分科会資料 財形制度をめぐる状況及び 平成 25 年度の業務実施状況に ついて 目 次 1-1. 勤労者財産形成貯蓄制度の概要 1 1-2. 財形持家融資制度の概要 2 2-1. 勤労者の貯蓄をめぐる状況について 3 2-2. 財形貯蓄制度をめぐる状況について 7 2-3. 勤労者の貯蓄と財形貯蓄制度をめぐる状況について 9 3-1. 勤労者の持家をめぐる状況について    

    
        More information 
    




    
        スライド 1
    

    
        
        資料 4-1 生活保護受給者の自殺者数について 平成 2 2 年 4 月 9 日厚生労働省社会 援護局保護課 生活保護受給者の自殺者調べの概要及び留意点 本調べは 1 月 1 日 ~ 12 月 31 日の 3 年間に生活保護受給中 ( 停止中を含む ) に自殺又は自殺と推定された死亡者 ( 以下 自殺者 という ) の状況をまとめたものである ( 注 ) 自殺者とは 死亡診断書又は死体検案書若しくはケース台帳等から自殺又は自殺と推定される死亡者をいう    

    
        More information 
    




    
        人口 世帯に関する項目 (1) 人口増加率 0.07% 指標の説明 人口増加率 とは ある期間の始めの時点の人口総数に対する 期間中の人口増加数 ( 自然増減 + 社会増減 ) の割合で 人口の変化量を総合的に表す指標として用いられる 指標の算出根拠 基礎データの資料 人口増加率 = 期間中の人口増
    

    
        
        (1) 人口増加率 0.07% 人口増加率 とは ある期間の始めの時点の人口総数に対する 期間中の人口増加数 ( 自然増減 + 社会増減 ) の割合で 人口の変化量を総合的に表す指標として用いられる 人口増加率 = 期間中の人口増加数 期間の始めの人口総数 人口増加数 :65 人 期間の始めの人口総数 :96,540 人 ( 平成 27 年 10 月 ~ 平成 28 年 9 月 ) 平成 17 年    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - ‡µ‡¨‡Î‡ç
    

    
        
        高齢者世帯の資産 収入 消費の特性 2 ( 単身世帯 ) 塩原秀子 はじめにこのシリーズの目的は 高齢者世帯における経済生活の特性を明らかにすることである 2 人以上の世帯についてはすでに [1] で発表した 本論では単身世帯 (65 才以上一人暮らし ) について分析を試みる 高齢者単身世帯は2000 年 302 万 7 千世帯 ( 人 ) で 男は70 万 6 千人 女は232 万 1 千人である    

    
        More information 
    




    
        シニア層の健康志向に支えられるフィットネスクラブ
    

    
        
        シニア層の健康志向に支えられるフィットネスクラブ 第 3 次産業活動指数 (17 年 =1 季節調整済) で 15~24 年の スポーツ施設提供業 の推移をみると スポーツ施設提供業 ( 全体 ) が横ばい傾向で推移する中 内訳の一つである フィットネスクラブ は上昇傾向で推移している ( 第 1 図 ) 以下では フィットネスクラブ に焦点を当て 特定サービス産業動態統計で利用者数及び売上高の動向を見るとともに    

    
        More information 
    




    
        質問 1 11 月 30 日は厚生労働省が制定した 年金の日 だとご存じですか? あなたは 毎年届く ねんきん定期便 を確認していますか? ( 回答者数 :10,442 名 ) 知っている と回答した方は 8.3% 約 9 割は 知らない と回答 毎年の ねんきん定期便 を確認している方は約 7 割
    

    
        
        平成 27 年 11 月 25 日日本生命保険相互会社 ニッセイインターネットアンケート ~11 月 : 年金の日 に関する調査結果について ~ 日本生命保険相互会社 ( 社長 : 筒井義信 ) は ずっともっとサービス のサンクスマイルメニューのひとつとして ホームページ (http://www.nissay.co.jp) 内の ご契約者さま専用サービス にて 年金の日 に関するアンケート調査を実施いたしました    

    
        More information 
    




    
        平成26年全国消費実態調査　所得分布等に関する結果　結果の概要
    

    
        
        平成 26 年全国消費実態調査 所得分布等に関する結果 結果の概要 平成 28 年 10 月 31 日  目 次 結果の概況 Ⅰ ジニ係数 1 等価可処分所得のジニ係数... 1 2 世帯のジニ係数... 3 Ⅱ 貧困率 1 相対的貧困率... 5 2 子どもの相対的貧困率... 5 < 付 録 > ジニ係数の計算方法... 7 等価可処分所得の計算方法... 8 相対的貧困率の計算方法... 9    

    
        More information 
    




    
        第 1 子出産前後の女性の継続就業率 及び出産 育児と女性の就業状況について 平成 30 年 11 月 内閣府男女共同参画局
    

    
        
        第 1 子出産前後の女性の継続就業率 及び出産 育児と女性の就業状況について 平成 3 年 11 月 内閣府男女共同参画局 ( 第 1 子出産前後の女性の継続就業率 ) 第 1 子出産前後に女性が就業を継続する割合は上昇 これまでは 4 割前後で推移してきたが 最新の調査では 53.1% まで上昇した 育児休業制度を利用して就業を継続した割合も大きく上昇している 第 1 子出産を機に離職する女性の割合は    

    
        More information 
    




    
        自殺者数の年次推移 平成 26 年の自殺者数は 25,427 人となり 対前年比 1,856 人 ( 約 6.8%) 減 平成 10 年以来 14 年連続して 3 万人を超える状況が続いていたが 3 年連続で 3 万人を下回った 男女別にみると 男性は 5 年連続 女性は 3 年連続で減少した また
    

    
        
        自殺者数の年次推移 平成 26 年の自殺者数は 25,427 人となり 対前年比 1,856 人 ( 約 6.8%) 減 平成 10 年以来 14 年連続して 3 万人を超える状況が続いていたが 3 年連続で 3 万人を下回った 男女別にみると 男性は 5 年連続 女性は 3 年連続で減少した また 男性の自殺者は 女性の約 2 倍となっている ( 単位 : 人 ) 35,000 32,863(H10)    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint - 【資料３－２】高年齢者の雇用・就業の現状と課題Ⅱ .pptx
    

    
        
        資料 3-2 高年齢者の雇用 就業の現状と課題 Ⅱ 4. 高年齢者の継続雇用の現状と課題 高年齢者雇用制度の概要 60 歳未満の定年禁止 ( 高年齢者雇用安定法 8 条 ) 事業主が定年を定める場合は その定年年齢は 60 歳以上としなければならない 65 歳までの雇用確保措置 ( 高年齢者雇用安定法 9 条 ) 定年を 65 歳未満に定めている事業主は 以下のいずれかの措置 ( 高年齢者雇用確保措置    

    
        More information 
    




    
        相対的貧困率の動向： 2006, 2009, 2012年
    

    
        
        東京都福祉先進都市東京に向けた懇談会 2014 年 11 月 6 日 資料 2 高齢者の貧困と孤立 阿部彩 国立社会保障 人口問題研究所 1 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 年齢層別 性別貧困率 (2012 年 ) 21.8% 19.5% 25.4% 23.9% 男性 女性 17.3% 年齢別 性別に相対的貧困率を見ると 男性においては 20-24 歳の貧困率が特に高く 25-29    

    
        More information 
    




    
        税・社会保障等を通じた受益と負担について
    

    
        
        資料 8 税 社会保障等を通じた 受益と負担について 平成 27 年 6 月 1 日内閣府 1. 様々な世帯類型別にみた受益 負担構造 年金給付のある高齢者や 教育サービスを受ける子どものいる世帯では 受益が大きい傾向 4 世帯類型別の受益と負担 (215 年 ) 1 3 2 1-1 -2-1.1-53.3 1.9 1.5-18. -135.8 1.2 9.1-16.3-16.7-114.9-143.    

    
        More information 
    




    
        平成30年版高齢社会白書（全体版）
    

    
        
        1-2-2-19 有効求人倍率 ( 介護分野 ) の推移の動向図 ( 倍 ) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1.38 0.95 1.68 2.00 1.06 1.04 平成 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ( 年 ) (2005)(2006)(2007)(2008)(2009)(2010)(2011)(2012)(2013)(2014)(2015)(2016)(2017)    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint - 020_改正高齢法リーフレット＜240914_雇用指導・
    

    
        
        ( 事業主 労働者の方へ ) 平成 25 年 4 月 1 日から 希望者全員の雇用用確保を図るための高年齢者雇用安定法法が施行されます! 急速な高齢化の進行に対応し 高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備備を目的として 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 ( 高年齢者雇用安定法 ) の一部が改正され 平成 25 年 4 月 1 日から施行されます 今回の改正は    

    
        More information 
    




    
        ヒューマンタッチ総研 Monthly Report 平成 27 年 11 月 ヒューマンタッチ総研 Monthly Report 平成 27 年 11 月 ヒューマンタッチ総研レポートでは 建設業に特化して人材関連の様々な情報 最新の雇用関連データを月に 1 回のペー スで発信していきます ご愛読い
    

    
        
        ヒューマンタッチ総研 Monthly Report 平成 27 年 11 月 ヒューマンタッチ総研レポートでは 建設業に特化して人材関連の様々な情報 最新の雇用関連データを月に 1 回のペー スで発信していきます ご愛読いただければ幸いです 1 建設業界のトピックス 住宅がフローからストックの時代に入り 安定した成長が期待されるマンション管理業今回は 建設業と関連の深い業種であるマンション管理業についてご紹介する    

    
        More information 
    




    
        日韓比較（１０）：非正規雇用-その４ なぜ雇用形態により人件費は異なるのか？―賃金水準や社会保険の適用率に差があるのが主な原因―
    

    
        
        ニッセイ基礎研究所 研究員の眼 2015-11-13 日韓比較 (10): 非正規雇用 - その 4 なぜ雇用形態により人件費は異なるのか? 賃金水準や社会保険の適用率に差があるのが主な原因 生活研究部准主任研究員金明中 (03)3512-1825 kim@nli-research.co.jp 企業は経済のグローバル化による市場での厳しい競争を乗り越える目的で正規職と比べて人件費に対する負担が少ない非正規労働者の雇用をより選好している可能性がある    

    
        More information 
    




    
        資料４　270924【セット】高齢者現状
    

    
        
        職業安定分科会雇用保険部会 ( 第 104 回 ) 平成 27 年 9 月 25 日 資料 4 高年齢者雇用の現状について 日本の人口の推移 日本の人口は近年横ばいであり 人口減少局面を迎えている 2060 年には総人口が 9000 を割り込み 高齢化率は 40% 近い水準になると推計されている 人口 ( ) 14,000 生産年齢人口 (15~64 歳 ) 割合 実績値 ( 国勢調査等 ) 12,806    

    
        More information 
    




    
        質問 1 敬老の日 のプレゼントについて (1) 贈る側への質問 敬老の日 にプレゼントを贈りますか? ( 回答数 :11,202 名 ) 敬老の日にプレゼント贈る予定の方は 83.7% となり 今年度実施した父の日に関するアンケート結果を約 25% 上回る結果となった 敬老の日 父の日 贈らない
    

    
        
        平成 25 年 9 月 13 日日本生命保険相互会社 敬老の日 に関するアンケート調査結果について 日本生命保険相互会社 ( 社長 : 筒井義信 ) は ずっともっとサービス のサンクスマイルメニューのひとつとして ホームページ (http://www.nissay.co.jp ) 内の ご契約者さま専用サービス にて 敬老の日 に関するアンケート調査を実施いたしました ( 回答数 :18,069    

    
        More information 
    




    
        平成29年版高齢社会白書（全体版）
    

    
        
        高齢化の状況高齢者の姿と取り巻く環境の現状と動向3 高齢者の健康 福祉 (1) 高齢者の健康 ア高齢者の新体力テストの合計点は向上傾向 高齢者の新体力テスト ( 握力 上体起こし 長座体前屈 開眼片足立ち 1m 障害物歩行 6 分間歩行 ) の合計点は すべての年代 性別で向上傾向を示している ( 図 1-2 - 3-1) 図 1-2-2-6 貯蓄現在高階級別世帯分布 イ認知症高齢者数の推計 65    

    
        More information 
    




    
        労働力調査（詳細集計）平成29年（2017年）平均（速報）結果のポイント，概要，統計表等
    

    
        
        平成 3 年 月 6 日総務省統計局 労働力調査 ( 詳細集計 ) 平成 9 年 (7 年 ) 平均 ( 速報 ) ~ 結果のポイント ~ 7 年平均の役員を除く雇用者 546 万人のうち, 正規の職員 従業員は, 前年に比べ 56 万人増加し, 343 万人 非正規の職員 従業員は 3 万人増加し,36 万人 非正規の職員 従業員について, 別に現職の雇用形態についた主な理由をみると, 共に 自分の都合のよい時間に働きたいから    

    
        More information 
    




    
        みずほインサイト 政策 2013 年 2 月 20 日 希望者全員を 65 歳まで雇用義務化高齢者が活躍できる職場の創設と人材育成が課題 政策調査部上席主任研究員堀江奈保子 年 4 月 1 日に高年齢者雇用安
    

    
        
        みずほインサイト 政策 2013 年 2 月 20 日 希望者全員を 65 歳まで雇用義務化高齢者が活躍できる職場の創設と人材育成が課題 政策調査部上席主任研究員堀江奈保子 03-3591-1308 naoko.horie@mizuho-ri.co.jp 2013 年 4 月 1 日に高年齢者雇用安定法の改正法が施行され 段階的に希望者全員を 65 歳まで雇用することが企業に義務付けられる みずほ総研の試算では    

    
        More information 
    




    
        20 金融資産目標残高 今後の金融商品の保有希望 元本割れを起こす可能性があるが 収益性の高いと見込まれる金融商品の保有 日常的な支払い ( 買い物代金等 ) の主な資金決済手段 日常的な支払い ( 買い物代金等 ) の主な資金決済手段 ( 続き )
    

    
        
        [ 二人以上世帯調査 ] 調査要綱 9 標本設計とサンプル誤差 10 調査結果の概要 11 Ⅰ. 金融資産の状況 11 1. 金融資産の保有状況 11 2. 金融資産の有無 12 3. 金融資産保有世帯の金融資産保有状況 13 4. 金融資産構成の前年比較 14 5. 金融資産の増減 増減理由 15 6. 金融資産の保有目的 17 7. 金融資産の選択 17 Ⅱ. 借入金の状況 19 3. 住居の取得計画    

    
        More information 
    




    
        スライド 1
    

    
        
        資料 4 非正規雇用の現状 派遣 有期労働対策部企画課 平成 24 年 9 月 1 労働者数 正規雇用と非正規雇用の労働者の推移 4 正規雇用と非正規雇用の労働者の推移 ( 性別 ) 5 正規雇用と非正規雇用の労働者の推移 ( 年齢別 ) 6 正規雇用と非正規雇用の労働者の推移 ( 性別 年齢別 ) 7 フリーター ニートの推移 8 非正規雇用の労働者の推移 ( 雇用形態別 ) 9 雇用形態別の非正規雇用の労働者の内訳    

    
        More information 
    




    
        平成27年国勢調査世帯構造等基本集計結果の概要
    

    
        
        平成 27 年 国勢調査 世帯構造等基本集計結果の概要 平成 29 年 11 月 札幌市まちづくり政策局政策企画部企画課 用語の解説や利用上の注意などについては 総務省統計局のホームページ (http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/index.htm) をご覧ください 2 平成 27 年 10 月 1 日現在で実施された平成 27 年国勢調査の世帯構造等基本集計結果が公表されましたので    

    
        More information 
    




    
        取材時における留意事項 1 撮影は 参加者の個人が特定されることのないよう撮影願います ( 参加者の顔については撮影不可 声についても収録後消去もしくは編集すること ) 2 参加者のプライバシーに配慮願います 3 その他 (1) 撮影時のカメラ位置等については 職員の指示に従ってください (2) 参
    

    
        
        大阪労働局 Press Release 大阪労働局発表平成 27 年 2 月 26 日 ( 木 ) 照会先 大阪労働局職業安定部職業対策課 ( 電話 )06-4790-6310 企業との出会いのチャンス!55 歳以上の方対象 いきいきシニア就職面接会 開催 少子高齢化が急速に進展する中 労働力人口が減少し 高齢者の労働力の活用が重要な課題となっています このような状況の中 大阪労働局 ( 局長中沖剛    

    
        More information 
    




    
        PDF化【公表】290606報告書（横計入）
    

    
        
        5 経済状況 家計の状況については 貯蓄の額は 年収 500 万円未満の階層では 25%~46% の家庭が 貯金はない と回答しています ローンや借金の有無と目的では 年収 400 万円未満の階層で 借金はない と回答する割合が他よりも多くなっている一方 生活費の不足を補うため の借金があるとの回答は 2 割を超えています また 普段の家計の状況については 母子世帯においては 35.3% が 赤字    

    
        More information 
    




    
        季刊家計経済研究 2003 SPRING No 万円 1世帯当たり平均可処分所得金額は 187.4万円 世帯人員1人当たり平均所得金額は 図表-9 高齢者世帯の平均収入の伸びに対する稼働所得 及び公的年金 恩給等の寄与率 212.3万円である 平均世帯人員は3.23人 平 均有業人員
    

    
        
        季刊家計経済研究 2003 SPRING No.58 729.1万円 1世帯当たり平均可処分所得金額は 187.4万円 世帯人員1人当たり平均所得金額は 図表-9 高齢者世帯の平均収入の伸びに対する稼働所得 及び公的年金 恩給等の寄与率 212.3万円である 平均世帯人員は3.23人 平 均有業人員は1.67人 有業率は52 である 6 98年では 生活保護受給世帯のうち46 が高 １９６２年 ７６年    

    
        More information 
    




    
        図 3 世界の GDP 成長率の実績と見通し ( 出所 ) Capital in the 21st century by Thomas Piketty ホームページ 図 4 世界の資本所得比率の実績と見通し ( 出所 ) Capital in the 21st century by Thomas P
    

    
        
        ( 図表 ) 図 1 ジニ係数の計算の仕方 所得の割合 ( 累積 ) ( 完全に公平な分配の場合 :45 度線 ) ( 現実の分配 ) 家計の割合 ( 累積 ) 図 2 先進国の資本の対国民所得比 ( 出所 ) Capital in the 21st century by Thomas Piketty ホームページ 1 図 3 世界の GDP 成長率の実績と見通し ( 出所 ) Capital in    

    
        More information 
    




    
        3.HWIS におけるサービスの拡充 HWISにおいては 平成 15 年度のサービス開始以降 主にハローワーク求人情報の提供を行っている 全国のハローワークで受理した求人情報のうち 求人者からインターネット公開希望があったものを HWIS に公開しているが 公開求人割合は年々増加しており 平成 27
    

    
        
        労働市場分析レポート第 71 号平成 28 年 10 月 28 日 ハローワークインターネットサービスの利用による求職活動 ハローワークインターネットサービス ( 以下 HWIS という ) とは オンラインで 全国のハローワークで受理した求人情報のほか 求職者向け情報 ( 雇用保険手続き案内 職務経歴書の書き方 ) 事業主向け情報( 求人申込手続きの案内 雇用保険 助成金の案内 ) を提供しているハローワークのサービスである    

    
        More information 
    




    
        テレワーク制度等 とは〇 度テレワーク人口実態調査 において 勤務先にテレワーク制度等があると雇用者が回答した選択枝 1 社員全員を対象に 社内規定などにテレワーク等が規定されている 2 一部の社員を対象に 社内規定などにテレワーク等が規定されている 3 制度はないが会社や上司などがテレワーク等をす
    

    
        
        資料 4-1 テレワークの定義等について 内閣府男女共同参画局 テレワークとは〇 世界最先端 IT 国家創造宣言 官民データ活用推進基本計画 〇用語集におけるテレワークの用語解説テレワークとは ICT を活用し 場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方のことであり 雇用型と自営型に大別される 雇用型テレワークとは ICT を活用して 労働者が所属する事業場と異なる場所で 所属事業場で行うことが可能な業務を行うこと    

    
        More information 
    




    
        １ はじめに
    

    
        
        平成 30 年 9 月 27 日発行 京都市総合企画局情報化推進室統計解析担当 京都市の就業構造の概況 - 平成 29 年就業構造基本調査集計結果 - 統計解析 99 1 はじめに就業構造基本調査は 国民の就業及び不就業の状態を調査し 全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とした調査です 昭和 31 年 (1956 年 ) の第 1 回調査以来 昭和 57 年 (1982 年 )    
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        78 成蹊大学経済学部論集第 44 巻第 1 号 (2013 年 7 月 ) % % 40%
    

    
        
        77 居住水準を考慮した低所得者向け住宅政策の実証分析 1 1. はじめに 5 10 15 2. 公営住宅制度の入居基準 ⑴ 入居基準の計算方法 1996 25% 2 4 1 40% 2 2 3 2011 2012 2012 28 2012 6 23 24 23 50% 1 2 78 成蹊大学経済学部論集第 44 巻第 1 号 (2013 年 7 月 ) 5 2 60% 1 38 12 2 2009    
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        第 2 章高齢者を取り巻く現状 1 人口の推移 ( 文章は更新予定 ) 本市の総人口は 今後 ほぼ横ばいで推移する見込みです 高齢者数は 増加基調で推移し 2025 年には 41,621 人 高齢化率は 22.0% となる見込みです 特に 平成 27 年以降は 後期高齢者数が大幅に増加する見通しです
    

    
        
        第 2 章高齢者を取り巻く現状 1 人口の推移 ( 文章は更新予定 ) 本市の総人口は 今後 ほぼ横ばいで推移する見込みです 高齢者数は 増加基調で推移し 2025 年には 41,621 人 高齢化率は 22.0% となる見込みです 特に 平成 27 年以降は 後期高齢者数が大幅に増加する見通しです 高齢化率を国 愛知県と比較すると 2025 年時点で国から約 8.3 ポイント 愛知県から約 4.5    

    
        More information 
    




    
        2 継続雇用 の状況 (1) 定年制 の採用状況 定年制を採用している と回答している企業は 95.9% である 主要事業内容別では 飲食店 宿泊業 (75.8%) で 正社員数別では 29 人以下 (86.0%) 高年齢者比率別では 71% 以上 ( 85.6%) で定年制の採用率がやや低い また
    

    
        
        Ⅱ 調査結果の概要 1 高年齢者雇用安定法改正 に関する認知度と対応状況 (1) 高年齢者雇用安定法改正 の認知度平成 25 年 4 月 1 日に施行された 高年齢者雇用安定法改正 の認知度 ( 知っている とする企業の割合 ) は 調査対象 4,381 社全体の 94.0% 1 と高い また このうち 法改正があったことを知っており 内容もおおよそ知っている と回答している企業は 75.5% であった    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        貧困 格差の現状と分厚い 中間層の復活に向けた課題  貧困 格差の現状と分厚い中間層の復活に向けた課題 バブル崩壊後の日本経済は 不良債権問題による金融機関や企業におけるバランスシートの毀損 が 実体経済の活動を抑制したことにより低成長が続いた可能性がある また その影響が 製造業における国際競争の激化とも相まって 所得環境の長期にわたる悪化につながったと考えられる すなわち 企業のコスト削減及び弾力化のニーズにより非正規雇用者が増加し    

    
        More information 
    




    
        全国就業実態パネル調査2019設計資料
    

    
        
        1 全国就業実態パネル調査の調査設計 1. 調査内容 調査目的 調査項目 調査ボリューム 全国の就業 非就業の実態とその変化を明らかにする 前年 1 年間の就業状態 生活実態 / 初職 前職の状況 / 個人属性 約 100 問 2019 年調査 :110 問 2. 調査時期 調査実施期間 毎年 1 月 2019 年調査 :2019/1/11~2019/1/31 3. 調査対象 調査地域 対象者条件    
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        <4D F736F F D20819C906C8E96984A96B1835A837E B C8E3693FA816A8E518D6C8E9197BF E646F63>
    

    
        
        平成 25 年 3 月 6 日 参考資料 65 歳までの継続雇用の確保について関連する法律 : 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律 ( 平成 24 年 8 月 29 日成立 9 月 5 日公布 平成 25 年 4 月 1 日施行 ) 1 2013 年度から 65 歳までの継続雇用の確保 を進める背景 2013 年度 ( 平成 25 年度 ) に 60 歳になる会社員 [1953    

    
        More information 
    




    
        税調第19回総会　資料3-1
    

    
        
        平 3 0. 1 0. 2 3 総 1 9-3 説明資料 個人所得課税 平成 30 年 10 月 23 日 ( 火 ) 財務省 目 次 1. 論点整理 で示された方向性 2. 老後に備える資産形成について (1) 高齢者の所得 貯蓄等の状況 (2) 諸制度の概観 3. 企業年金 個人年金等に係る税制について 4. 貯蓄 投資等に係る税制について P3 P5 P12 P16 P29 1. 論点整理 で示された方向性    
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        目 次 1-1. 勤労者財産形成貯蓄制度の概要 財形持家融資制度の概要 勤労者の貯蓄をめぐる状況について 財形貯蓄制度をめぐる状況について 勤労者の貯蓄と財形貯蓄制度をめぐる状況について 勤労者の持家をめぐる状況について 16
    

    
        
        資料 2 H27.11.12 第 16 回勤労者生活分科会資料 財形制度をめぐる状況及び 平成 26 年度の業務実施状況に ついて 目 次 1-1. 勤労者財産形成貯蓄制度の概要 1 1-2. 財形持家融資制度の概要 2 2-1. 勤労者の貯蓄をめぐる状況について 3 2-2. 財形貯蓄制度をめぐる状況について 9 2-3. 勤労者の貯蓄と財形貯蓄制度をめぐる状況について 15 3-1. 勤労者の持家をめぐる状況について    

    
        More information 
    




    
        政策課題分析シリーズ16（付注）
    

    
        
        基本月額+総報酬月額相当額 が28 万円超付注 付注 1: 在職老齢年金制度の仕組みについて既述の通り 在職老齢年金制度とは 60 歳以降に厚生年金保険に加入しつつ老齢厚生年金を受給する場合において 基本月額 74 と総報酬月額相当額 75 に応じ 老齢厚生年金の受給額の一部あるいは全部が支給停止される制度である 支給停止額が決定される仕組みは 60 歳から 64 歳までの場合と 65 歳以上の場合で異なっており    

    
        More information 
    




    
        1 / 5 発表日 :2019 年 6 月 18 日 ( 火 ) テーマ : 貯蓄額から見たシニアの平均生活可能年数 ~ 平均値や中央値で見れば 今のシニアは人生 100 年時代に十分な貯蓄を保有 ~ 第一生命経済研究所調査研究本部経済調査部首席エコノミスト永濱利廣 ( : )
    

    
        
        1 / 5 発表日 :2019 年 6 月 18 日 ( 火 ) テーマ : 貯蓄額から見たシニアの平均生活可能年数 ~ 平均値や中央値で見れば 今のシニアは人生 100 年時代に十分な貯蓄を保有 ~ 第一生命経済研究所調査研究本部経済調査部首席エコノミスト永濱利廣 ( :03-5221-4531) ( 要旨 ) 最新の家計調査によれば 夫 65 歳以上 妻 60 歳以上の夫婦のみの無職世帯の場合    
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        平成27年版自殺対策白書　本文（PDF形式）
    

    
        
        ⑴ 若年層の自殺者をめぐる長期的な推移若年層の自殺者数は時代とともに大きな変動があった ( 第 1-1 図 ) 若年層の自殺者数は 昭和 30 年代前半をピークとして急激に増加した 20 歳未満 20 歳代 30 歳代のそれぞれの年齢階級で自殺者数が増加しているが 特に 20 歳代の自殺者数が大幅に増加した さらに 全年齢の自殺者数のうち 若年層の占める割合も高かった 例えば 昭和 33 年をみると    

    
        More information 
    




    
        最近の就業者の労働時間と労働時間帯の関連に関する実証分析
    

    
        
        15 年度統計関連学会連合大会 最近の就業者の労働時間と労働時間帯の関連に関する実証分析 15 年 9 月 7 日 ( 月 ) 総務省統計局労働力人口統計室長尾伸一野村大輔 研究の目的 女性の活躍推進等のため ワークライフバランスの推進が課題となっている 裁量労働制 フレックスタイム制 という新たな働き方に注目が集まる中 最近の就業者がどのように働いているかを分析することが従前以上に重要となっている    

    
        More information 
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