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よ
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一

問
題
提
起

本
論
文
の
目
的
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
日
本
で
行
わ
れ
た
人
的
資
源
管
理
（

１
）

Ｈ
Ｒ
Ｍ
）
の
改
革
が
、
従
業
員
に
ど
の
よ
う
な

意
識
変
化
を
生
み
出
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
雇
用
関
係
の
市
場
化
と
い
う
特
徴
に
注
目
し
、
労
働
者

を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
大
量
観
察
デ
ー
タ
を
用
い
て
分
析
を
行
う
。
特
に
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
労
働
者
は
所
属
す

る
組
織
よ
り
も
自
分
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
各
人
は
自
助
努
力
に
よ
る
雇
用
確
保
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
検

討
す
る
。

社
会
学
的
に
は
、
雇
用
関
係
を
「
企
業
や
そ
の
他
の
組
織
に
お
い
て
、
雇
用
契
約
を
媒
介
と
し
て
使
用
者
と
被
用
者
の
間
で
展
開

さ
れ
る
職
務
遂
行
を
め
ぐ
る
交
換
関
係
」
と
定
義
す
る
こ
と
が
で

２
）

き
る
。
説
明
を
追
加
す
れ
ば
、
雇
用
関
係
は
所
属
す
る
メ
ン
バ
ー

183



が
社
会
関
係
を
形
成
す
る
場
と
し
て
の
「
組
織
」
と
い
う
側
面
と
、
労
働
サ
ー
ビ
ス
と
そ
の
報
酬
が
交
換
さ
れ
る
場
と
し
て
の
「
市

場
」
と
い
う
側
面
と
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
雇
用
関
係
に
お
け
る
組
織
の
側
面
と
市
場
の
側
面
は
し
ば
し
ば
矛
盾
・
対
立
の
関
係
に

あ
る
。
そ
し
て
組
織
原
理
と
市
場
原
理
の
対
抗
関
係
を
観
察
す
る
こ
と
は
、
現
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
性
質
を
理

解
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

雇
用
関
係
に
お
け
る
組
織
原
理
と
市
場
原
理
と
の
対
抗
関
係
に
関
し
て
は
、
以
下
の
点
が
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
組
織
原

理
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た
雇
用
関
係
に
お
い
て
は
、
使
用
者
と
被
用
者
の
間
お
よ
び
組
織
成
員
の
間
に
長
期
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

が
存
在
し
、
Ｈ
Ｒ
Ｍ
は
そ
う
し
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
前
提
に
し
て
共
同
体
的
な
互
酬
原
理
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
。
労
働
者
の

意
識
の
な
か
に
も
組
織
や
同
僚
に
対
す
る
共
同
体
的
な
互
酬
意
識
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
市
場
原
理
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た
雇
用
関
係
に
お
い
て
は
、
使
用
者
と
被
用
者
の
関
係
は
随
意
に
解
約
可
能
な
契

約
関
係
と
考
え
ら
れ
、
組
織
成
員
間
の
人
間
関
係
も
独
立
性
の
高
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
雇
用
関
係
の
下
で
の
Ｈ

Ｒ
Ｍ
は
、
職
務
を
個
別
労
働
者
ご
と
に
明
確
に
割
り
当
て
、
そ
こ
で
達
成
さ
れ
る
短
期
的
な
業
績
の
評
価
に
基
づ
く
処
遇
を
重
視
す

る
も
の
と
な
る
。
労
働
者
は
組
織
お
よ
び
同
僚
に
対
し
て
個
人
主
義
的
な
意
識
で
行
動
す
る
。

経
済
学
で
も
、
こ
れ
に
対
応
し
た
概
念
化
が
可
能
で

３
）

あ
る
。
市
場
と
異
な
り
、
組
織
は
信
頼
・
自
己
規
制
・
組
織
忠
誠
心
か
ら
な

る
「
組
織
的
価
値
」（
組
織
原
理
）
を
基
盤
に
運
営
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
、
そ
こ
で
は
共
同
利
益
追
求
・
相
互
依
存
性
・
他
者
に
対
す

る
配
慮
・
長
期
的
利
益
重
視
が
重
要
に
な
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、「
組
織
と
は
、
信
頼
し
合
う
（
よ
う
努
力
す
る
）
特
定
の
個
人
同
士

が
継
続
し
て
取
引
し
、
ま
た
信
頼
を
強
化
す
る
制
度
的
工
夫
を
行
っ
て
、
取
引
費
用
を
含
む
生
産
費
用
の
最
小
化（
利
潤
の
最
大
化
）

を
図
る
存
在
で
あ
る
。」と
い
う
定
義
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
繰
返
し
ゲ
ー
ム
の
理
論
を
使
う
と
、
こ
れ
ら
の
価
値
が
組
織
の

効
率
性
を
達
成
す
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
取
引
の
継
続
性
お
よ
び
そ
れ
を
可
能
に
す
る
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雇
用
保
障
が
、
組
織
の
最
も
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
れ
に
対
し
て
市
場
は
、
自
己
重
視
と
い
う
「
市
場
的
価
値
」
を
基
盤
に
機
能
し
、
そ
こ
で
は
一
般
に
私
利
追
求
・
独
立
性
・
他

者
に
対
す
る
無
関
心
・
短
期
的
利
益
重
視
が
支
配
す
る
。
特
に
主
流
派
経
済
学
で
あ
る
新
古
典
派
経
済
学
の
想
定
す
る
市
場
で
は
、

す
べ
て
の
財
に
対
し
て
多
数
の
供
給
者
と
需
要
者
が
存
在
す
る
た
め
、
特
定
の
雇
用
関
係
を
解
消
し
て
も
、
直
ち
に
他
の
経
済
主
体

と
同
等
の
雇
用
関
係
を
形
成
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
市
場
と
組
織
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
特
徴
は
相
対
的
な
も
の
で
、
組
織
に
お
い
て
も
市
場
的
価
値
が
部
分
的
に
使
わ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
組
織
成
員
の
得
る
報
酬
は
他
の
組
織
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
場
合
は
例
外
的
で
あ
る
。
ま
た
、
組
織
成
員
同

士
は
協
力
関
係
に
あ
る
と
同
時
に
、
報
酬
や
昇
進
を
競
う
関
係
に
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
、
雇
用
保
障
の
高
低
に
も
組

織
間
に
相
違
が
あ
っ
て
、
か
な
り
市
場
に
近
い
組
織
も
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
の
組
織
に
は
、
市
場
的
価
値（
市
場
原
理
）

が
あ
る
程
度
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
組
織
は
組
織
的
価
値
と
市
場
的
価
値
の
競
合
と
い
う
問
題

を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
概
し
て
大
企
業
ほ
ど
組
織
的
価
値
が
相
対
的
に
重
視
さ
れ
て
い
る
（
二
重
構
造
労
働
市

場
）。以

上
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
い
て
本
論
文
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
今
日
ま
で
の
日
本
の
雇
用
関
係
が
、
組
織
原
理
の
縮
小

と
市
場
原
理
の
拡
大
と
い
う
方
向
で
変
化
し
て
き
た
と
捉
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
間
の
企
業
に
よ
る
人
的
資
源
管
理
の
変
更
が
雇
用

関
係
の
市
場
化
を
も
た
ら
し
た
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
仮
説
に
立
っ
て
、
組
織
な
ど
の
経
営
環
境
の
変
化
が
従
業
員

の
意
識
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
生
み
出
し
た
か
を
、
従
業
員
意
識
調
査
を
通
じ
明
ら
か
に
す
る
。

本
論
文
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
二
節
で
は
、
近
年
の
雇
用
関
係
の
変
化
を
日
本
的
経
営
論
や
内
部
労
働
市
場
論
に
基

づ
い
て
具
体
的
に
特
徴
づ
け
、
本
論
文
の
基
本
的
な
検
定
仮
説
を
提
起
す
る
。
第
三
節
で
は
、
仮
説
検
定
の
た
め
の
デ
ー
タ
を
解
説
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す
る
と
と
も
に
単
純
集
計
結
果
の
概
要
を
示
す
。
第
四
節
で
は
、
労
働
者
の
意
識
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
主
成
分
法
を

用
い
た
分
析
を
行
う
。
第
五
節
で
は
、
第
四
節
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
被
説
明
変
数
と
し
た
回
帰
分
析
を
行
い
、
い
か
な
る
要
因
が

人
々
の
意
識
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
六
節
は
議
論
の
要
約
を
行
う
。

二

日
本
的
経
営
と
労
働
市
場
の
変
化

第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
比
較
的
規
模
の
大
き
い
日
本
企
業
の
雇
用
関
係
に
注
目
し
た
一
連
の
研
究
は
、
労
働
者
個
人
が
提
供
す

る
労
働
サ
ー
ビ
ス
と
企
業
が
提
供
す
る
賃
金
の
交
換
と
い
う
市
場
的
な
関
係
を
越
え
た
も
の
と
し
て
そ
れ
を
把
握
し
て
き
た
。
仕
事

の
内
容
の
決
定
や
責
任
は
個
々
人
で
は
な
く
部
や
課
な
ど
の
集
団
に
置
か
れ
、
個
々
人
が
職
務
や
権
限
に
対
す
る
責
任
を
負
う
こ
と

は
少
な
い
と
い
う
点
を
既
存
研
究
は
指
摘

４
）

し
た
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
日
本
企
業
の
個
々
の
労
働
者
の
昇
進
や
昇
給
は
、
主
と
し
て
勤
続
年
数
と
人
事
考
課
と
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ

た
が
、
個
人
ご
と
に
行
わ
れ
る
人
事
考
課
で
あ
っ
て
も
、
考
課
内
容
は
短
期
的
な
業
績
や
仕
事
内
容
よ
り
も
、
協
調
性
を
中
心
と
し

た
人
格
や
人
柄
が
重
視
さ
れ
て

５
）

き
た
。
年
功
賃
金
制
度
・
高
雇
用
保
障
・
持
家
援
助
な
ど
の
融
資
制
度
・
家
族
手
当
や
家
族
向
け
行

事
と
い
っ
た
生
活
保
障
的
な
処
遇
制
度
の
存
在
と
同
時
に
、
家
族
主
義
的
・
運
命
共
同
体
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
喧
伝
さ

６
）

れ
た
。
個

別
労
働
者
は
企
業
の
な
か
で
自
ら
の
仕
事
を
選
ぶ
権
利
を
持
た
な
か
っ

７
）

た
が
、
景
気
後
退
期
に
お
い
て
も
企
業
は
配
置
転
換
や
出
向

な
ど
の
形
で
可
能
な
限
り
解
雇
を
回
避
す
る
努
力
を

８
）

し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
営
下
に
あ
っ
た
労
働
者
の
意
識
は
総
じ
て
企
業
へ
の
帰
属
と
職
場
メ
ン
バ
ー
間
の
相
互
協
調
的
な
方
向
に
向
か

い
、
企
業
に
敵
対
的
な
労
働
者
意
識
や
メ
ン
バ
ー
相
互
が
競
争
を
強
く
意
識
す
る
感
情
は
、
他
の
先
進
国
と
比
較
し
て
概
し
て
低
い
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水
準
に
あ

９
）

っ
た
。
職
場
の
な
か
で
は
お
互
い
の
知
識
や
技
能
の
相
互
伝
達
や
助
け
合
い
、
ま
た
仲
間
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
な
ど
、
職
場
集
団
と
し
て
の
協
力
関
係
が
重
視
さ
れ
て

10
）

い
た
。

以
上
の
指
摘
が
示
唆
す
る
こ
と
は
、
比
較
的
大
規
模
な
日
本
企
業
で
は
個
人
で
は
な
く
職
場
を
中
心
と
し
た
集
団
が
仕
事
の
基
本

単
位
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
集
団
の
内
部
で
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
を
持
つ
個
々
の
労
働
者
が
お
互
い
に
補
完
し
な
が

ら
働
い
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
人
の
自
立
・
能
力
発
揮
・
欲
求
充
足
よ
り
も
全
体
的
な
繁
栄
を
優
先
し
、
そ
う
す
る

こ
と
で
組
織
の
効
率
性
を
達
成
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
制
度
で
あ
り
、
組
織
成
員
の
生
活
に
対
す
る
一
定
の
保
障
と
い
う
意
味
合
い

も
含
め
て
、
共
同
体
的
な
互
酬
を
伴
う
制
度
で
あ
っ
た
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
的
経
営
と
類
似
の
モ
デ
ル
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
米
国
の
、
特
に
大
企
業
部
門
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
セ
ク
タ
ー
）
の
雇

用
関
係
や
労
働
者
の
行
動
特
性
を
記
述
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
そ
う
し
た
部
門
で
は
、
人
的
資
本
の
企
業
特
殊
性
や

人
事
管
理
の
複
雑
さ
や
非
定
型
的
な
仕
事
の
多
さ
か
ら
、
献
身
的
な
労
働
者
の
有
す
る
企
業
特
殊
人
的
資
本
の
果
た
す
役
割
が
大
き

く
、
そ
れ
を
確
保
す
る
た
め
に
、
労
働
者
に
対
し
て
高
い
雇
用
保
障
を
提
供
し
た
と
い
う
内
部
労
働
市
場
論
で

11
）

あ
る
。
こ
う
し
た
職

場
で
働
く
労
働
者
は
、
組
織
に
対
す
る
忠
誠
心
と
他
者
に
対
す
る
協
調
性
、
そ
し
て
自
ら
の
生
活
の
安
定
を
重
視
す
る
価
値
を
有
し

て
い
る
た
め
、
自
立
心
や
冒
険
心
を
持
つ
個
人
主
義
的
な
人
物
と
は
一
線
を
画
し
た
「
組
織
人
」
で
あ
る
と
指
摘
さ

12
）

れ
た
。

い
わ
ゆ
る
日
本
的
経
営
と
呼
ば
れ
て
き
た
モ
デ
ル
と
米
国
の
内
部
労
働
市
場
論
と
を
、
完
全
に
同
一
視
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
お

そ
ら
く
無
理
が

13
）

あ
る
。
し
か
し
、
前
節
で
提
起
し
た
「
共
同
体
的
互
酬
」
と
「
組
織
内
の
市
場
原
理
」
と
い
う
両
極
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
軸
に
お
い
て
、
日
米
共
通
の
傾
向
や
論
理
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

雇
用
関
係
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
理
論
化
が
多
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
な
っ
て
現

実
の
雇
用
関
係
に
顕
著
な
変
化
が
生
じ
て
き
た
。
変
化
は
ま
ず
一
九
八
〇
年
代
の
米
国
に
発
生
し
、
日
本
で
は
一
九
九
〇
年
代
に
生
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起
し
た
。

高
雇
用
保
障
と
組
織
忠
誠
心
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
一
連
の
雇
用
関
係
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
米
国
で
急
速
に
薄
れ
、
新
し
い
雇

用
関
係
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
見
方
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
労
働
市
場
論
で
提
起
さ
れ
た
。
論
者
の
一
人
で

あ
るC

a
p
p
elli

は
、
こ
の
動
き
を
「
内
部
組
織
の
市
場
化
」
と
捉
え
て
い
る
（C

a
p
p
elli

1999

）。

そ
れ
に
よ
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
大
と
規
制
緩
和
に
よ
る
競
争
の
激
化
に
よ
っ
て
、
米
国
企
業
は
従
来
の
規
模
の

経
営
を
放
棄
し
、
分
社
化
に
よ
る
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
や
固
定
費
の
削
減
に
よ
っ
て
競
争
力
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、

組
織
の
縮
小
と
あ
い
ま
っ
て
情
報
技
術
に
よ
る
本
社
業
務
の
効
率
化
な
ど
が
促
進
さ
れ
て
、
多
く
の
労
働
者
は
昇
進
や
企
業
内
教
育

訓
練
の
機
会
を
奪
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
が
非
典
型
雇
用
（a

ty
p
ica
l em

p
lo
y
m
en
t

）
の
労
働
者
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
組
織
に
お
け
る
業
務
の
効
率
性
を
外
部
と
の
比
較
に
よ
り
把
握
す
る
手
法
（
ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
と
呼
ば
れ

る
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
自
ら
の
仕
事
が
市
場
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
事
態
を

も
た
ら

14
）

し
た
。

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
は
、
一
部
の
企
業
に
お
い
て
、
従
業
員
自
身
に
よ
る
法
的
な
訴
訟
の
拡
大
や
、
仕
事
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
低
下
と
い
う
明
白
に
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
と
し
て
現
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
経
験
に
見
舞
わ
れ
な
か
っ
た
企
業
に
お
い

て
も
、
従
業
員
の
目
は
着
実
に
企
業
内
部
か
ら
外
部
労
働
市
場
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
企
業
に
よ
る
外
部
労
働
市
場
の
活
用
と
、

労
働
者
の
離
転
職
の
拡
大
に
特
色
づ
け
ら
れ
る
市
場
化
さ
れ
た
雇
用
関
係
の
下
で
は
、
外
部
労
働
市
場
の
需
給
状
況
が
労
働
者
の
企

業
に
対
す
る
忠
誠
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
企
業
に
と
っ
て
は
労
働
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
、
ま
た
労
働
者
に

と
っ
て
は
キ
ャ
リ
ア
の
自
己
責
任
化
に
対
応
す
る
社
会
的
に
公
正
な
機
会
の
確
保
が
問
題
化
し
た
。

わ
が
国
で
は
、
平
成
不
況
が
発
生
し
た
一
九
九
〇
年
代
に
雇
用
関
係
に
お
け
る
変
化
が
現
れ
始
め
た
。「
労
働
経
済
動
向
調
査
」を
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分
析
し
た
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
は
、
い
わ
ゆ
る
雇
用
調
整
を
行
っ
た
企
業
の
数
が
、
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
二
年
頃
は
お

よ
そ
五
％
か
ら
一
五
％
で
推
移
す
る
の
に
対
し
、
一
九
九
三
年
に
四
五
％
程
度
ま
で
急
上
昇
し
、
二
〇
〇
五
年
ま
で
は
約
二
〇
パ
ー

セ
ン
ト
か
ら
三
五
％
の
間
と
い
う
よ
う
に
比
較
的
高
い
レ
ベ
ル
で
推
移
し
た
こ
と
を
示
し
て

15
）

い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
労
働
政
策
研
究
・

研
修
機
構
の
調
査
研
究
は
、
賃
金
決
定
の
際
に
勤
続
・
技
能
・
知
識
・
努
力
等
の
要
因
よ
り
も
業
績
部
分
を
重
視
す
る
い
わ
ゆ
る
成

果
主
義
賃
金
制
度
の
導
入
が
、
二
〇
〇
四
年
ま
で
に
全
体
で
約
六
割
程
度
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
企
業
で
は
約
八
割
程
度
に
達
し
た

こ
と
を
示
し
て

16
）

い
る
。

こ
う
し
た
事
実
は
、
い
わ
ば
企
業
側
が
行
っ
た
組
織
に
対
す
る
市
場
原
理
の
導
入
と
い
え
る
。
本
論
文
の
著
者
の
一
人
は
、
市
場

原
理
が
組
織
内
に
深
く
浸
透
し
、
組
織
的
価
値
（
日
本
的
価
値
）
が
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
当
時
に
危
機
感
を

持
っ
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
（
荒
井
一
九
九
七
）。

組
織
で
市
場
原
理
が
以
前
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
基
本
的
原
因
は
、
人
件
費
の
削
減
欲
求
の
ほ
か
に
企
業
の
直
面
し

た
不
確
実
性
の
増
大
に
あ
る
。
不
確
実
性
が
増
大
す
る
と
、
安
定
雇
用
を
基
本
と
す
る
日
本
的
経
営
を
維
持
す
る
こ
と
が
以
前
よ
り

は
難
し
く

17
）

な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
確
実
性
の
増
大
を
生
み
出
し
た
要
因
と
し
て
は
、
不
況
・
世
界
市
場
の
拡
大
・
情
報
通
信
技
術

の

18
）

進
歩
・
技
術
革
新
・
規
制
緩
和
・
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
な
ど
多
数
が
存
在

19
）

す
る
。

市
場
原
理
が
組
織
に
深
く
浸
透
し
て
く
る
と
、
一
般
に
組
織
的
価
値
が
駆
逐
さ
れ
て
、
組
織
内
の
信
頼
や
協
力
行
動
が
減
退
す
る

こ
と
に
な
り
、
組
織
の
効
率
性
が
低
下
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
信
頼
や
協
力
を
あ
ま
り
前
提
と
し
な
い
経
営
方
法
に
転
換
す
る
こ
と
も

可
能
で
は
あ
る
が
、
も
と
も
と
組
織
は
市
場
と
異
な
る
の
で
、
そ
こ
に
は
限
界
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
市
場
原
理
の
浸
透
は
一
部
の

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
強
力
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
っ
て
後
押
し
し
、
ま
た
個
別
企
業
が
他
企
業
の
動
き
を
模
倣
し
た
面
も
あ
る
の
で
、

必
ず
し
も
大
多
数
の
企
業
が
自
ら
の
意
思
で
促
進
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
本
論
文
の
著
者
の
一
人
は
、
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市
場
的
価
値
の
浸
透
が
組
織
に
深
刻
な
問
題
を
生
み
出
す
こ
と
を
警
告

20
）

し
た
。

以
上
の
企
業
側
の
動
き
に
対
し
て
労
働
者
は
ど
う
反
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
六
歳
以
上
の
国
民
を
対
象
に
し
た
意
識
調
査
を
一

九
七
三
年
か
ら
継
続
的
に
行
っ
て
い
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
の
調
査
結
果
を
見
て
み
よ
う
。
同
調
査
に
よ
る
と
、
国
民
が
理
想

と
す
る
仕
事
に
つ
い
て
「
失
業
の
心
配
が
な
い
仕
事
」
と
す
る
割
合
が
一
九
七
八
年
一
八
％
か
ら
一
九
九
三
年
の
一
二
％
ま
で
一
貫

し
て
下
降
し
て
い
た
の
に
対
し
、
一
九
九
八
年
か
ら
は
上
昇
に
転
じ
、
二
〇
〇
三
年
に
は
一
七
％
と
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
に
近
い
数

値
に
な
っ
て

21
）

い
る
。
特
に
一
九
九
八
年
以
降
の
調
査
結
果
で
は
、
事
務
職
や
技
術
職
と
い
っ
た
比
較
的
中
核
に
位
置
す
る
と
考
え
ら

れ
る
労
働
者
の
な
か
で
、
理
想
の
仕
事
に
つ
い
て
「
失
業
の
心
配
が
な
い
仕
事
」
を
挙
げ
る
割
合
が
拡
大
し
て
い
る
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送

文
化
研
究
所
二
〇
〇
四
）。
同
様
の
結
果
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
が
二
〇
歳
以
上
の
男
女
勤
労
者
を
対
象
に
し
て
一
九
九
九

年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
に
五
回
に
わ
た
っ
て
実
施
し
た
「
勤
労
者
生
活
に
関
す
る
意
識
」
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
同
調
査

に
よ
れ
ば
こ
の
間
に
、
終
身
雇
用
制
度
を
支
持
す
る
者
の
比
率
は
七
五
％
か
ら
八
六
％
に
、
年
功
賃
金
を
支
持
す
る
者
の
比
率
は
六

一
％
か
ら
七
二
％
に
、
そ
れ
ぞ
れ
増
大
し
て
い
る
（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
、
二
〇
〇
八
）。

他
方
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
が
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
同
一
企
業
の
人
事
担
当
者
と
従
業
員
に
対
し
て

行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
今
後
「
長
期
雇
用
が
維
持
さ
れ
る
」
と
考
え
る
従
業
員
の
割
合
は
約
四
一
％
に
留
ま
っ
た
。
同
調
査
は
、

「
転
職
や
資
格
を
通
じ
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
志
向
」の
従
業
員
が
、「
長
期
雇
用
が
維
持
さ
れ
る
」と
い
う
見
解
に
否
定
的
な
回
答
を
行
っ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
を
志
向
し
て
い
る
従
業
員
が
全
体
の
約
五
十
％
ま
で
拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い

る

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
二
〇
〇
七
）。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
日
本
企
業
に
お
け
る
人
材
の
流
動
化
と
人
事
労
務
管
理
の
一
連
の
改
革
が
、
雇
用

関
係
に
お
け
る
市
場
的
な
原
理
を
拡
大
し
た
企
業
側
の
一
連
の
動
き
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
で
顕
著
に
な
っ
た
労
働
者
の
長
期
雇
用
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へ
の
信
頼
感
の
低
下
と
転
職
や
資
格
を
視
野
に
入
れ
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
意
識
の
拡
大
は
、
企
業
に
よ
る
雇
用
関
係
の
市
場
化
に
対
す

る
労
働
者
側
の
反
応
で
あ
る
、
と
い
う
大
ま
か
な
作
業
仮
説
が
提
示
で
き
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
以
下
で
わ
れ
わ
れ
は
労
働
者

の
企
業
や
自
分
自
身
の
雇
用
に
対
す
る
意
識
を
よ
り
詳
細
に
記
述
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
意
識
が
企
業
側
の
「
雇
用
関
係
の
市
場
化
」

の
動
き
と
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
関
係
し
て
い
る
の
か
を
分
析
し
て
み
た
い
。

三

デ
ー
タ
お
よ
び
回
答
の
全
体
傾
向

本
論
文
で
用
い
る
デ
ー
タ
は
、
著
者
の
荒
井
と
倉
田
が
二
〇
〇
五
年
に
ウ
ェ
ブ
・
ア
ン
ケ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
っ
た
調

査
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で

22
）

あ
る
。本
調
査
で
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
公
募
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
約
一
万
六
〇
〇
〇
名
の
モ
ニ
タ
ー

に
対
し
て
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
回
答
を
依
頼
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
週
間
の
期
限
の
な
か
で
三
五
六
二
件
の
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
。
本
論
文
で
は
、
労
働
者
の
最
近
一
〇
年
間
に
お
け
る
勤
労
生
活
の
経
験
を
重
要
な
説
明
変
数
と
し
て
扱
う
た
め
、
こ
の

な
か
か
ら
三
三
歳
以
上
の
正
規
雇
用
者
（
一
九
一
一
名
）
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
分
析
を
行
う
。

回
答
者
の
男
女
比
は
、
男
性
七
七
・
九
％
、
女
性
二
〇
・
五
％
（
無
回
答
一
・
六
％
）、
平
均
年
齢
は
四
二
・
八
歳
で
あ
っ
た
。
最

終
学
歴
は
中
学
・
高
校
卒
業
者
が
あ
わ
せ
て
二
四
・
二
％
、
高
専
・
専
門
学
校
・
短
大
卒
者
が
一
八
・
〇
％
、
四
年
制
大
学
及
び
大

学
院
卒
業
者
が
五
七
・
五
％
、
そ
の
他
の
回
答
が
〇
・
四
％
と
な
っ
た
。
勤
務
先
の
企
業
規
模
は
三
〇
〇
人
未
満
が
五
五
・
〇
％
、

三
〇
〇
人
以
上
が
四
三
・
九
％
、
不
明
が
一
・
一
％
で
あ
っ
た
。
転
職
経
験
者
は
五
六
・
〇
％
で
あ
っ
た
。
家
族
状
況
に
つ
い
て
は
、

配
偶
者
が
い
る
ケ
ー
ス
が
七
二
・
一
％
、
子
供
が
い
る
ケ
ー
ス
は
五
三
・
二
％
で
あ
っ
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
過
去
十
年
の
間
に
会
社
の
状
況
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
同
じ
く
過
去
十
年
の
間
に
自
分
自
身
の
仕
事
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表１ 過去十年の間の会社の状況に関する認識単純集計

ID 分類１ 分類２ 分類３ 平均値

1 会社の
状況に
関する
認識

生産活動の成果 製品やサービスの質が向上した 3.12

2 以前よりも多くのヒット商品が生ま
れるようになった

2.67

3 取引相手からの苦情が増えた 2.88

4 組織の
変化

雇用形
態

パート、派遣、請負など正社員以外
の労働者が増えた

3.61

5 人間関
係

先輩から後輩への技能・技術・有用
情報の伝達が不充分になった

3.34

6 上司に従順になる必要性が増大した 2.90

7 部下の指導をする余裕がなくなった 3.09

8 同僚との協力や情報交換の頻度が
減った

3.10

9 若手が育たなくなった 3.58

10 雇用・
キャリ
ア

解雇 身近な人が解雇されるのを多く見る
ようになった

2.75

11 解雇に関するルールが厳格に守られ
なくなってきた

2.74

12 企業内
キャリ
ア

有能な人が経営者になりにくくなっ
た

3.16

13 昇給・昇進のチャンスが大きくなっ
た

2.49

14 減給・降格のリスクが大きくなった 3.27

15 転職 優秀な人材が自ら会社を去るのを多
く見るようになった

3.24

16 評価制
度

導入・
運用状
況

成果主義的な人事制度（カテゴリ）

17 賃金に個人の成果や業績を反映させ
る傾向が強くなった

3.28

18 昇進に個人の成果や業績を反映させ
る傾向が強くなった

3.25

19 制度を導入するさい充分な検討や説
明がなされた

2.89

20 成果は厳正に評価されている 2.52

21 成果の評価は相対主義ではなく絶対
主義で行われている

2.76

22 成果評価は根拠・理由も本人に通知
されている

2.81

23 社内の制度・慣行を批判すると不利
な評価になる

3.34

24 高く評価されるには上司の機嫌をと
る必要がある

3.31

25 人事部のブラックリストにのった人
は不利な評価になる

3.48
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表１ (つづき）

ID 分類１ 分類２ 分類３ 平均値

26 自分の成果は同じでも同僚の出来・
不出来で人事評価が左右されている

3.25

27 自分の成果は同じでも、上司の出
来・不出来で人事評価が左右されて
いる

3.43

28 自分の成果は同じでも、部門業績の
よしあしで人事評価が左右されてい
る

3.53

29 成果評価の基準となる目標の設定が
合理的に行われていない

3.53

30 目標設定時に予測不能であったアク
シデントが起き、不利な評価を得る
ことがある

3.39

31 社内の賃金格差はおおむね成果の差
を反映している

2.80

32 成果評価の基準が根拠無く引き上げ
られる傾向がある

3.11

33 成果評価を行う直属上司の権力が強
まった

3.07

34 評価制度を統括する人事部門の力が
強くなった

2.92

35 経営者は評価制度を厳格化すること
で業績悪化の責任を従業員に転嫁し
ている

3.27

36 成果主義的な賃金制度で会社は人件
費抑制を図っている

3.57

37 制度に
対する
評価

評価制度への納得性が高まった 2.56

38 優秀な人材のやる気が高まった 2.63

39 部門業績を意識して管理者が優秀者
を手放さなくなった

3.01

40 ノルマや数値目標の達成に追われて
自己啓発の機会が減った

3.24

41 組合や非公式集
団

派閥など非公式集団の力が強くなっ
た

2.75

42 労働組合の雇用保障に関する機能が
低下した

2.99

43 成果・組織への
意見

個人の達成した成果は客観的に測定
することができる

2.55

44 会社の中には個人業績と直結しない
が重要な仕事がある

3.87
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表２ 過去十年の間の自分自身の仕事の状況に関する認識、自分自身の意識と
行動単純集計

ID 分類１ 分類２ 分類３ 平均値

45 自分自
身の仕
事の状
況

休暇や労働時間 残業や休日出勤が増えた 3.02

46 サービス残業が増えた 3.06

47 年次有給休暇の取得が難しくなった 3.08

48 勤務する時間帯が不規則になった 2.88

49 仕事そのもの 担当する仕事の量が増えた 3.69

50 仕事で失敗することの不安を感じる
ことが増えた

3.15

51 仕事への個人責任が重くなった 3.64

52 勤務時間が自己管理できるように
なった

3.02

53 仕事のやり方を自分で決められる裁
量が大きくなった

3.24

54 業務分担の切り分けが明確になった 2.90

55 自分自
身の意
識と行
動

自分自
身の意
識

個人主
義的意
識

会社よりも自分のことを重視するよ
うになった

3.54

56 起業や副業を考えるようになった 3.21

57 どこの会社に移っても通用するくら
いに職業能力を高めることで自分の
雇用を守っていきたい

3.75

58 社外の人脈・ネットワークを通じた
転職可能性を高めることで自分の雇
用を守っていきたい

3.26

59 会社に
対する
態度

経営者の頼もしさが高まった 2.61

60 会社の経営者への信頼感が減った 3.22

61 会社全体のために努力しようという
気力が少なくなった

3.29

62 勤務先企業の成長・発展に貢献する
ことで自分の雇用を守っていきたい

3.30

63 解雇不
安の度
合い

余程のことがない限り解雇されるこ
とはないと感じている

3.42

64 一生懸命働いても将来の雇用は不安
である

3.55

65 各意見
に対す
る評価

日本は自由社会だから企業は自由に
解雇できる

2.66

66 雇用が不安定なほうが人間は一生懸
命働く

2.46

67 解雇されたからといって深刻に考え
る必要はない

2.53

68 使用者は一定の賠償金さえ支払え
ば、従業員をいつでも解雇できるよ
うにするべきだ

2.43
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表２ (つづき）

ID 分類１ 分類２ 分類３ 平均値

69 雇用保障が低下すれば情報漏洩で企
業がダメージを受ける

3.41

70 金銭的報酬の方が仕事のやりがいよ
り重要だ

3.07

71 日本の企業は年齢別賃金格差をもっ
と縮小するべきだ

3.16

72 年功賃金より成果主義賃金の方が望
ましい

3.20

73 雇用や賃金のルールを変えるさい、
労働組合は従業員の立場よりも経営
者の立場に近い

3.18

74 経営者に成果主義を適用するべきだ 3.90

75 自分自
身の行
動

仕事へ
の対応

以前よりも仕事を丁寧にするように
なった

3.16

76 自分の担当以外の仕事に手を出さな
くなった

2.91

77 解雇不
安への
対応

雇用不安から自分の転職可能性を考
える頻度が増えた

3.07

78 解雇に備えて再就職情報の収集を行
うようになった

2.70

79 解雇に備えて新知識の吸収や学習を
するようになった

2.84

80 公的資格を取得して将来的な独立自
営の道を確保することで、自分の雇
用を守っていきたい

3.09

81 派閥など非公式集団と関与する行為
が増えた

2.43

82 雇用不安からリスクのある仕事には
挑まなくなった

2.65

83 労働組合や従業員組織での活動を通
じて自分の雇用を守っていきたい

2.35
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の
状
況
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
ま
た
雇
用
に
関
す
る
自
分
自
身
の
現
在
の
意
識
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
尋
ね

た
。
な
お
、
転
職
経
験
者
に
つ
い
て
は
、
十
年
前
の
勤
務
先
と
現
在
の
勤
務
先
と
を
対
比
し
て
回
答
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
回

答
の
選
択
肢
は
す
べ
て
１
か
ら
５
ま
で
の
五
段
階
ス
ケ
ー
ル
で
設
定
し
、
値
が
大
き
い
ほ
ど
質
問
に
対
す
る
肯
定
の
度
合
い
が
強
い

こ
と
に
し
た
。
以
下
の
分
析
で
用
い
る
質
問
の
リ
ス
ト
と
回
答
の
単
純
集
計
結
果
（
平
均
値
）
を
ま
と
め
た
の
が
表
１
お
よ
び
表
２

で
あ
る
。
単
純
集
計
の
結
果
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

会
社
の
状
況
に
つ
い
て
、
会
社
の
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
質
は
や
や
向
上
し
た
と
い
う
回
答
が
多
い
が
、
ヒ
ッ
ト
商
品
が
生
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
意
識
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
組
織
に
つ
い
て
は
、
正
社
員
以
外
の
労
働
者
が
増
加
し
、
同
時
に
職
場
に
お
け

る
情
報
伝
達
が
低
下
し
て
、
若
手
が
育
た
な
く
な
っ
た
と
い
う
認
識
が
強
い
。
評
価
制
度
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
成
果
主
義
賃
金

制
度
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
回
答
が
約
六
〇
％
程
度
あ
る
が
、全
般
に
成
果
主
義
に
対
す
る
不
信
感
が
強
い
と
い
う
評
価
に
な
っ
た
。

ま
た
、
昇
給
や
昇
進
の
チ
ャ
ン
ス
は
以
前
よ
り
も
低
下
し
た
と
い
う
認
識
が
強
い
。

自
分
自
身
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、
量
・
責
任
と
も
増
大
し
た
と
い
う
認
識
が
強
い
。
自
分
自
身
の
意
識
に
つ
い
て
は
、「
会
社
よ
り

も
自
分
の
こ
と
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
意
見
と
、「
勤
務
先
自
体
の
成
長
、
発
展
の
重
視
に
よ
り
雇
用
を
守
り
た
い
」

と
い
う
意
見
の
両
方
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
自
分
自
身
が
解
雇
さ
れ
る
と
い
う
意
識
は
強
く
な
い
が
、
雇
用
自
体
は
不
安
と
す
る
意

見
が
強
い
。
ま
た
、
全
般
に
自
分
自
身
の
職
業
能
力
を
高
め
た
い
と
い
う
意
識
は
強
い
が
、
組
合
や
非
公
式
集
団
に
対
す
る
関
与
は

強
ま
っ
て
い
な
い
。
他
方
、「
使
用
者
は
一
定
の
賠
償
金
さ
え
支
払
え
ば
、
従
業
員
を
い
つ
で
も
解
雇
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
」、

「
雇
用
が
不
安
定
な
ほ
う
が
人
間
は
一
生
懸
命
働
く
」
と
い
っ
た
、
会
社
の
解
雇
を
正
当
化
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
批
判
的
な

意
見
が
多
く
見
ら
れ
る
。

単
純
集
計
の
結
果
で
は
、
全
般
的
に
職
場
に
お
け
る
協
力
関
係
や
教
育
の
機
能
が
薄
れ
る
と
と
も
に
、
成
果
主
義
の
導
入
が
拡
大
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し
て
、
い
わ
ば
仕
事
の
個
人
化
と
い
う
状
況
が
観
察
さ
れ
る
。
労
働
者
は
職
業
能
力
を
高
め
た
い
と
い
う
意
識
が
強
い
も
の
の
、
会

社
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
会
社
と
自
分
を
対
置
し
て
自
分
自
身
の
雇
用
を
考
え
る
と
い
う
意
識
の
労
働
者
と
、
会
社
の
発
展
と
自

分
の
雇
用
を
同
一
の
も
の
と
見
な
す
意
識
の
労
働
者
の
二
種
類
が
観
察
さ
れ
た
。

四

意
識
の
分
析

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
回
答
者
の
意
識
を
二
〇
問
の
質
問
を
用
い
て
把
握
し
よ
う
と
し
た（
表
２
の
Ｉ
Ｄ
55
か
ら
Ｉ
Ｄ
74
ま
で
）。
本

分
析
で
は
、
回
答
者
の
意
識
の
傾
向
を
把
握
す
る
た
め
に
、
主
成
分
分
析
を
用
い
て
回
答
結
果
を
処
理
し
、
そ
の
結
果
を
回
答
者
の

意
識
の
傾
向
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

各
主
成
分
に
対
す
る
解
釈
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
）

会
社
へ
の
不
信
と
「
個
人
化
」（
第
一
主
成
分
）

「
会
社
全
体
の
た
め
に
努
力
し
よ
う
と
い
う
気
力
が
少
な
く
な
っ
た
」、「
会
社
よ
り
も
自
分
の
こ
と
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」

な
ど
の
意
見
に
対
し
て
肯
定
的
な
傾
向
を
示
す
。
同
時
に
、
経
営
者
に
対
す
る
不
信
や
、
起
業
・
副
業
を
検
討
す
る
と
い
う
意
識
と

結
び
つ
い
て
い
る
。

二
）

雇
用
不
安
定
化
に
対
す
る
肯
定
的
意
識
（
第
二
主
成
分
）

「
使
用
者
は
一
定
の
賠
償
さ
え
支
払
え
ば
従
業
員
を
解
雇
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
」、「
日
本
は
自
由
社
会
だ
か
ら
企
業
は
自
由

に
解
雇
で
き
る
」、「
雇
用
が
不
安
定
な
ほ
う
が
人
間
は
一
生
懸
命
働
く
」
な
ど
、
自
由
な
解
雇
権
や
そ
れ
を
肯
定
す
る
意
見
に
肯
定

的
な
傾
向
を
示
す
。「
解
雇
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
深
刻
に
考
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
傾
向
と
も
関
連
し
て
い
る
。
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表３ 本人の意識に関する主成分分析結果(バリマックス回転)

第１主成分 第２主成分 第３主成分 第４主成分

会
社
へ
の
不
信
と
「
個
人
化
」

雇
用
不
安
定
化
に
対
す
る
肯
定
的
意
識

さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
利
用
し
て
自
分
自
身
の
雇
用
を
守
ろ
う
と
す
る
意
識

成
果
主
義
に
対
す
る
肯
定
的
意
識

寄与率 13.18 11.89 9.51 7.99

会社全体のために努力しようという気力が少なくなった 0.81 0.05 0.06 －0.07

会社よりも自分のことを重視するようになった 0.71 0.01 0.20 －0.06

会社の経営者への信頼感が減った 0.64 －0.04 0.14 0.05

起業や副業を考えるようになった 0.43 0.14 0.31 0.09

使用者は一定の賠償金さえ支払えば、従業員をいつで
も解雇できるようにするべきだ 0.02 0.79 －0.03 0.16

日本は自由社会だから企業は自由に解雇できる 0.00 0.73 0.07 0.00

雇用が不安定なほうが人間は一生懸命働く －0.15 0.71 0.03 0.13

解雇されたからといって深刻に考える必要はない 0.06 0.69 0.01 0.09

どこの会社に移っても通用するくらいに職業能力を
高めることで自分の雇用を守っていきたい 0.04 0.01 0.84 0.11

社外の人脈・ネットワークを通じた転職可能性を高め
ることで自分の雇用を守っていきたい 0.12 0.10 0.75 0.02

日本の企業は年齢別賃金格差をもっと縮小するべきだ 0.02 0.17 0.05 0.84

年功賃金より成果主義賃金の方が望ましい －0.05 0.23 0.11 0.82

雇用保障が低下すれば情報漏洩で企業がダメージを受ける 0.01 －0.12 0.13 －0.03

雇用や賃金のルールを変えるさい、労働組合は従業員
の立場よりも経営者の立場に近い 0.04 0.08 0.02 0.00

金銭的報酬の方が仕事のやりがいより重要だ 0.08 0.26 －0.12 0.16

経営者に成果主義を適用するべきだ 0.24 －0.12 0.30 0.31

余程のことがない限り解雇されることはないと感じている －0.07 0.04 0.03 0.05

勤務先企業の成長・発展に貢献することで自分の雇用
を守っていきたい －0.54 －0.07 0.44 0.06

経営者の頼もしさが高まった －0.64 0.12 0.14 －0.05

一生懸命働いても将来の雇用は不安である 0.27 －0.04 0.34 0.07

係数の絶対値が0.4以上の場合にアスタリスクを付した。
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三
）

さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
利
用
し
て
自
分
自
身
の
雇
用
を
守
ろ
う
と
す
る
意
識
（
第
三
主
成
分
）

「
ど
こ
の
会
社
に
移
っ
て
も
通
用
す
る
く
ら
い
に
職
業
能
力
を
高
め
る
こ
と
で
自
分
の
雇
用
を
守
っ
て
い
き
た
い
」、「
社
外
の
人

脈
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
転
職
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
で
自
分
の
雇
用
を
守
っ
て
い
き
た
い
」、「
勤
務
先
企
業
の
成
長
・
発
展

に
貢
献
す
る
こ
と
で
自
分
の
雇
用
を
守
っ
て
い
き
た
い
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
利
用
し
て
、
自
分
自
身
の
雇
用
を
守
ろ
う
と

す
る
意
識
を
示
し
て
い
る
。

四
）

成
果
主
義
に
対
す
る
肯
定
的
意
識
（
第
四
主
成
分
）

「
日
本
の
企
業
は
年
齢
別
賃
金
格
差
を
縮
小
す
べ
き
だ
」、「
年
功
賃
金
よ
り
成
果
主
義
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
意
見
に
対

し
て
肯
定
的
な
傾
向
を
示
す
。

こ
の
分
析
で
は
、
労
働
者
の
会
社
及
び
自
分
自
身
の
雇
用
に
関
す
る
意
識
が
次
の
二
つ
の
形
で
現
れ
た
。
第
一
は
、「
会
社
よ
り
も

自
分
の
こ
と
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
会
社
と
対
立
し
た
形
で
の
意
識
（
第
一
主
成
分
）
で
あ
る
。
第
二
は
、

「
ど
こ
の
会
社
に
移
っ
て
も
通
用
す
る
く
ら
い
に
職
業
能
力
を
高
め
る
こ
と
で
自
分
の
雇
用
を
守
っ
て
い
き
た
い
」
と
い
う
意
見
に

代
表
さ
れ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
利
用
し
て
自
分
自
身
の
雇
用
を
守
ろ
う
と
す
る
意
識
（
第
三
主
成
分
）
で
あ
る
。
第
一
主
成

分
と
第
三
主
成
分
の
双
方
に
共
通
す
る
の
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
会
社
か
ら
労
働
者
が
意
識
の
上
で
自
立
し
て
い
く
個
人
化
の
傾
向

で
あ
る
。
な
お
、
寄
与
率
に
つ
い
て
は
第
一
主
成
分
の
方
が
大
き
い
。

だ
が
第
一
主
成
分
が
示
す
個
人
化
傾
向
と
第
三
主
成
分
が
示
す
個
人
化
傾
向
と
で
は
、
そ
の
内
実
に
次
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
と

解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
主
成
分
が
示
す
個
人
化
傾
向
は
、
会
社
へ
の
不
信
を
伴
う
労
使
対
立
的
な
個
人
化

傾
向
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
三
主
成
分
が
示
す
個
人
化
傾
向
は
、
会
社
へ
の
不
信
や
労
使
対
立
を
伴
う
こ
と
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
手

段
に
よ
る
自
助
努
力
で
自
ら
の
雇
用
を
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
個
人
化
傾
向
で
あ
る
。
労
働
者
の
雇
用
意
識
に
関
す
る
主
成
分
分
析
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の
結
果
と
し
て
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
個
人
化
傾
向
、
す
な
わ
ち
、
会
社
へ
の
不
信
と
起
業
や
副
業
へ
の
意
思
を
伴
っ
て
自
立
し
て
行

こ
う
と
す
る
個
人
化
（
第
一
主
成
分
が
示
す
傾
向
）
と
、
あ
く
ま
で
被
用
者
と
し
て
の
意
識
と
会
社
と
の
協
調
的
な
関
係
の
可
能
性

を
残
し
つ
つ
、
外
部
労
働
市
場
に
も
目
を
向
け
る
個
人
化
（
第
三
主
成
分
が
示
す
傾
向
）
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
の
個
人
化
傾
向
が

析
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で

23
）

き
る
。

主
成
分
分
析
の
他
の
結
果
と
し
て
、
雇
用
が
不
安
定
に
な
る
こ
と
を
肯
定
す
る
意
見
に
一
貫
し
て
賛
成
を
示
す
意
識
（
第
二
主
成

分
）
と
、
成
果
主
義
に
対
し
て
一
貫
し
て
賛
成
す
る
意
識
（
第
四
主
成
分
）
が
現
れ
た
。
双
方
は
企
業
の
雇
用
関
係
の
市
場
化
方
針

に
対
す
る
賛
同
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
雇
用
／
解
雇
レ
ベ
ル
で
の
市
場
化
に
対
す
る
正
当
化
の
傾
向
、
後
者
は
処
遇
レ

ベ
ル
で
の
市
場
化
に
対
す
る
正
当
化
の
傾
向
と
も
表
現
で
き
る
。

こ
う
し
た
意
識
が
な
ぜ
労
働
者
に
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
分
析
で
析
出
さ
れ
た
四
つ
の
意
識
を
被
説
明
変
数
と
し
た
モ

デ
ル
を
立
て
、
本
人
属
性
、
会
社
の
状
況
に
関
す
る
経
験
、
自
分
自
身
の
仕
事
の
状
況
に
関
す
る
経
験
を
主
た
る
説
明
変
数
と
す
る

回
帰
分
析
を
行
い
、
こ
の
問
題
の
解
明
を
試
み
た
い
。

五

回
帰
分
析

以
下
で
は
、
本
人
の
意
識
（
表
３
の
四
つ
の
主
成
分
）
を
被
説
明
変
数
と
し
、
本
人
の
属
性
（
性
別
、
年
齢
、
家
族
状
況
、
転
職

経
験
、
学
歴
、
勤
務
先
の
規
模
、
役
職
）、
過
去
十
年
の
会
社
の
状
況
の
変
化
に
関
す
る
認
識
、
十
年
前
と
比
較
し
た
自
分
自
身
の
仕

事
の
状
況
に
関
す
る
認
識
を
説
明
変
数
と
し
た
回
帰
モ
デ
ル
を
立
て
て
分
析
を
行
う
。

な
お
、
過
去
十
年
の
会
社
の
状
況
に
関
す
る
認
識
お
よ
び
十
年
前
と
比
較
し
た
自
分
自
身
の
仕
事
の
状
況
に
関
す
る
認
識
に
つ
い
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表４ 本人の過去10年間における会社の状況の変化に関する認識(バリ
マックス回転)

1 2 3 4 5 6 7 8

評
価
制
度
の
適
切
な
導
入
・
運
用

評
価
制
度
の
不
適
切
な
導
入
・
運
用

会
社
に
よ
る
不
公
正
な
権
力
行
使
の
拡
大

解
雇
や
人
材
の
流
動
化

協
力
的
慣
行
の
減
退

昇
進
・
昇
給
に
対
す
る
個
人
業
績
の
反
映

規
律
の
低
下

品
質
向
上
や
ヒ
ッ
ト
商
品
の
増
大

寄与率 11.17 10.59 9.80 6.92 6.77 5.49 4.51 4.01

評価制度への納得性が高まった 0.78 －0.12 －0.06 －0.04 －0.04 －0.21 －0.04 0.03

成果は厳正に評価されている 0.76 －0.24 －0.10 －0.06 －0.09 0.01 －0.12 0.13

優秀な人材のやる気が高まった 0.76 －0.12 －0.03 －0.11 －0.12 －0.12 －0.12 0.11

成果評価は根拠・理由も本人に通知されて
いる 0.67 －0.07 －0.17 0.01 0.00 0.19 －0.14 0.11

制度を導入するさい充分な検討や説明がな
された 0.66 0.07 －0.19 －0.06 0.03 0.21 －0.02 0.10

社内の賃金格差はおおむね成果の差を反映
している 0.64 －0.11 0.11 －0.02 －0.08 0.08 －0.03 －0.01

昇給・昇進のチャンスが大きくなった 0.57 －0.09 －0.09 －0.02 －0.20 0.19 0.01 0.18

部門業績を意識して管理者が優秀者を手放
さなくなった 0.47 0.28 0.22 －0.05 －0.12 0.16 0.10 －0.03

成果の評価は相対主義ではなく絶対主義で
行われている 0.47 －0.29 0.10 0.09 0.12 0.06 －0.11 0.10

自分の成果は同じでも、上司の出来・不出
来で人事評価が左右されている －0.11 0.79 0.26 0.11 0.12 0.04 0.09 －0.03

自分の成果は同じでも、部門業績のよしあ
しで人事評価が左右されている －0.10 0.76 0.20 0.09 0.15 0.15 －0.03 －0.01

自分の成果は同じでも同僚の出来・不出来
で人事評価が左右されている －0.04 0.75 0.25 0.06 0.11 0.04 0.12 －0.02

目標設定時に予測不能であったアクシデントが
起き、不利な評価を得ることがある －0.16 0.54 0.43 0.18 0.16 0.08 0.01 －0.03

成果評価の基準となる目標の設定が合理的
に行われていない －0.32 0.54 0.31 0.11 0.18 0.06 0.08 －0.04

人事部のブラックリストにのった人は不利
な評価になる －0.20 0.52 0.42 0.13 0.15 0.05 0.20 0.07

高く評価されるには上司の機嫌をとる必要
がある －0.22 0.48 0.45 0.05 0.28 －0.04 0.23 0.04

成果主義的な賃金制度で会社は人件費抑制
を図っている －0.15 0.46 0.36 0.17 0.13 0.39 0.05 －0.07

社内の制度・慣行を批判すると不利な評価
になる －0.24 0.41 0.45 0.13 0.26 －0.05 0.25 0.03

評価制度を統括する人事部門の力が強く
なった 0.06 0.19 0.74 0.10 0.06 0.00 0.14 －0.02

成果評価を行う直属上司の権力が強まった 0.01 0.24 0.74 0.12 0.15 0.02 0.10 0.01
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表４ (つづき）

1 2 3 4 5 6 7 8

評
価
制
度
の
適
切
な
導
入
・
運
用

評
価
制
度
の
不
適
切
な
導
入
・
運
用

会
社
に
よ
る
不
公
正
な
権
力
行
使
の
拡
大

解
雇
や
人
材
の
流
動
化

協
力
的
慣
行
の
減
退

昇
進
・
昇
給
に
対
す
る
個
人
業
績
の
反
映

規
律
の
低
下

品
質
向
上
や
ヒ
ッ
ト
商
品
の
増
大

成果評価の基準が根拠無く引き上げられる
傾向がある －0.03 0.31 0.62 0.22 0.14 0.10 0.04 －0.10

ノルマや数値目標の達成に追われて自己啓
発の機会が減った －0.07 0.29 0.47 0.16 0.23 0.20 0.08 －0.07

上司に従順になる必要性が増大した 0.08 0.08 0.44 －0.02 0.39 －0.04 0.25 0.17

身近な人が解雇されるのを多く見るように
なった 0.03 0.03 0.17 0.83 0.09 －0.03 0.00 0.03

解雇に関するルールが厳格に守られなく
なってきた －0.08 －0.00 0.25 0.80 0.10 －0.05 0.08 0.00

優秀者な人材が自ら会社を去るのを多く見
るようになった －0.12 0.25 0.05 0.64 0.19 0.16 0.19 －0.08

労働組合の雇用保障に関する機能が低下し
た －0.03 0.19 0.15 0.61 0.08 0.04 0.23 0.01

同僚との協力や情報交換の頻度が減った －0.10 0.11 0.19 0.09 0.78 0.06 0.05 －0.12

部下の指導をする余裕がなくなった 0.01 0.10 0.24 0.08 0.75 0.08 0.03 －0.06

先輩から後輩への技能・技術・有用情報の
伝達が不充分になった －0.16 0.22 0.11 0.16 0.59 0.14 0.17 －0.04

若手が育たなくなった －0.19 0.24 0.05 0.24 0.58 0.03 0.15 －0.09

賃金に個人の成果や業績を反映させる傾向
が強くなった 0.22 0.09 0.07 0.00 0.08 0.87 0.01 0.06

昇進に個人の成果や業績を反映させる傾向
が強くなった 0.23 0.11 0.09 0.02 0.08 0.85 0.05 0.09

派閥など非公式集団の力が強くなった －0.12 0.05 0.27 0.15 0.10 0.00 0.70 0.09

有能な人が経営者になりにくくなった －0.19 0.09 0.14 0.13 0.08 0.00 0.64 －0.10

取引相手からの苦情が増えた －0.05 0.16 0.08 0.16 0.15 0.09 0.58 －0.27

製品やサービスの質が向上した 0.22 0.02 －0.06 －0.04 －0.08 0.06 －0.13 0.83

以前よりも多くのヒット商品が生まれるよ
うになった 0.29 －0.04 －0.01 0.05 －0.13 0.07 －0.04 0.80

パート、派遣、請負など正社員以外の労働
者が増えた －0.01 0.38 －0.14 0.38 0.17 0.30 0.28 0.07

減給・降格のリスクが大きくなった －0.04 0.12 0.29 0.31 0.31 0.35 －0.01 －0.05

経営者は評価制度を厳格化することで業績悪化
の責任を従業員に転嫁している －0.17 0.32 0.61 0.23 0.11 0.17 0.11 －0.13

係数の絶対値が0.4以上の場合にアスタリスクを付した。
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表５ 過去10年における自分自身の仕事の状況に関する認識(バリマックス回転)

1 2 3

労
働
時
間
の
長
時
間
・
不
規
則
化

仕
事
量
・
責
任
・
不
安
の
増
大

仕
事
の
裁
量
の
増
大

26.94 19.88 18.05

残業や休日出勤が増えた 0.78 0.22 －0.02

サービス残業が増えた 0.79 0.25 －0.07

年次有給休暇の取得が難しくなった 0.74 0.21 －0.13

勤務する時間帯が不規則になった 0.76 0.16 0.03

担当する仕事の量が増えた 0.40 0.69 0.06

仕事で失敗することの不安を感じることが増えた 0.23 0.73 －0.14

仕事への個人責任が重くなった 0.23 0.83 0.16

勤務時間が自己管理できるようになった －0.19 0.07 0.82

仕事のやり方を自分で決められる裁量が大きくなった －0.11 0.20 0.82

業務分担の切り分けが明確になった 0.18 －0.25 0.62

係数の絶対値が0.4以上の場合にアスタリスクを付した。
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表６ 意識に関する回帰分析の結果

第１主成分 第２主成分 第３主成分 第４主成分

会社への不信と「個人化」 雇用不安定化に対する
肯定的意識

さまざまな手段を利用して
自分自身の雇用を守ろうと
する意識

成果主義に対する
肯定的な意識

標準化係数 標準化係数 標準化係数 標準化係数
有意確率 有意確率 有意確率 有意確率

ベータ ベータ ベータ ベータ

(定数) －0.3880.698 3.6880.000 2.2540.024 2.9660.003

男性ダミー －0.008－0.3340.739 0.031 1.0680.286 0－0.0120.991 －0.047－1.6050.109

年齢 0.032 1.3380.181 －0.122－4.0710.000 －0.103－3.6090.000 －0.084－2.7510.006

配偶者いる
ダミー －0.032－1.2580.209 －0.007－0.2280.819 0.045 1.5110.131 0.015 0.4730.636

子どもの人
数 －0.01－0.3880.698 －0.02－0.6450.519 0.016 0.550.583 －0.012－0.3880.698

転職経験あ
りダミー 0.028 1.1670.244 －0.014－0.4810.630 0.114 3.9860.000 0.125 4.0740.000

高専・専門
学校・短大
ダミー

0.008 0.3020.762 0.009 0.2760.782 0.018 0.5780.564 －0.022－0.6610.508

大学ダミー 0.042 1.5130.131 0.019 0.5580.577 0.055 1.690.091 －0.066 －1.910.056

大 学 院 ダ
ミー －0.004－0.1730.863 0.034 1.1490.251 0.091 3.20.001 －0.055－1.7940.073

300人以上
ダミー －0.051－2.0020.045 －0.022－0.6910.490 －0.107－3.5370.000 －0.054－1.6680.096

課 長 職 ダ
ミー －0.067－2.7850.005 0.025 0.8550.393 0.049 1.710.088 0.032 1.0510.293

部 長 職 ダ
ミー －0.048－2.0260.043 0.045 1.5410.124 0.035 1.270.204 0.055 1.8540.064

役員ダミー －0.101－4.0210.000 0.042 1.3470.178 －0.024 －0.80.424 0.007 0.2190.827

評価制度の
適 切 な 導
入・運用

－0.363－14.770.000 0.242 8.010.000 0.026 0.9130.362 0.003 0.090.928

評価制度の
不適切な導
入・運用

0.174 7.5160.000 －0.013－0.4690.639 0.171 6.2560.000 0.013 0.4460.656

会社による
不公正な権
力行使の拡
大

0.147 6.3510.000 0.022 0.7730.440 0.03 1.1140.266 －0.141－4.8450.000

解雇や人材
流動化の認
識

0.217 9.5850.000 0.033 1.1770.239 0.168 6.3020.000 －0.005－0.1810.857

協力的慣行
の減退 0.234 10.070.000 0.029 1.0040.316 0.065 2.3780.018 0.005 0.1740.862

昇進・昇給
に対する個
人業績の反
映

0.125 5.1890.000 －0.122－4.1120.000 0.121 4.2780.000 －0.05－1.6650.096

規律の低下 0.259 11.8590.000 0.025 0.9170.359 0.04 1.5630.118 0 0.0060.995

品質向上や
ヒット商品
の増大

－0.265 －12.088 0.000 －0.077－2.8580.004 0.058 2.2490.025 －0.029－1.0670.286

労働時間の
長時間・不
規則化

－0.065－2.6870.007 0.068 2.3040.021 0.041 1.4340.152 －0.005－0.1530.878

仕事量・責
任・不安の
増大

－0.087－3.5350.000 －0.088－2.8790.004 0.107 3.6580.000 0.09 2.9050.004

仕事の裁量
の増大 0.014 0.5230.601 0.036 1.1340.257 0.163 5.3420.000 0.13 3.9860.000

調整済み R2 0.418 0.116 0.191 0.079

p＜0.001… p＜0.01… p＜0.05…
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て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
ン
ケ
ー
ト
で
得
ら
れ
た
回
答
結
果
に
対
し
て
主
成
分
分
析
を
行
っ
た
結
果
を
説
明
変
数
と
し
て
用
い
る
。
分
析

結
果
は
表
４
及
び
表
５
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

回
帰
分
析
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
人
件
費
抑
制
目
的
な
ど
の
評
価
制
度
の
不
適
切
な
導
入
、
解
雇
や
人
材
流
動
化
の
認
識
、
協
力
的
慣
行
の
減
退
、
昇
進
・

昇
給
に
対
す
る
個
人
業
績
の
反
映
と
い
っ
た
経
験
は
、
第
一
主
成
分＝

「
会
社
へ
の
不
信
と
個
人
化
」
お
よ
び
第
三
主
成
分＝

「
さ

ま
ざ
ま
な
手
段
を
利
用
し
て
自
分
自
身
の
雇
用
を
守
ろ
う
と
す
る
意
識
」
を
強
化
す
る
。
第
一
節
と
第
二
節
の
議
論
に
依
拠
す
る
と

こ
れ
は
自
然
な
結
果
で
あ
る
。
ま
た
、
全
般
に
大
企
業
よ
り
も
、
従
業
員
数
三
〇
〇
人
未
満
の
中
小
企
業
の
労
働
者
に
お
い
て
こ
れ

ら
の
効
果
が
強
い
。
中
小
企
業
で
は
経
営
が
不
安
定
な
ど
の
理
由
で
も
と
も
と
個
人
化
傾
向
が
強
く
、
さ
ら
に
も
と
も
と
個
人
化
傾

向
の
強
い
人
が
働
い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
市
場
化
の
効
果
は
中
小
企
業
で
よ
り
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

他
方
、
品
質
の
向
上
や
ヒ
ッ
ト
商
品
の
増
大
な
ど
、
全
般
的
に
会
社
が
好
調
で
あ
る
よ
う
な
傾
向
、
あ
る
い
は
本
人
の
仕
事
量
・

責
任
・
不
安
が
増
大
す
る
傾
向
が
あ
る
と
、
第
一
主
成
分
で
あ
る
会
社
へ
の
不
信
を
伴
う
形
で
の
自
立
的
な
傾
向
が
弱
く
な
る
。
し

か
し
そ
う
し
た
傾
向
は
、
第
三
主
成
分
で
あ
る
会
社
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
も
含
め
た
形
で
の
自
立
的
な
傾
向
を
強
め
る
。
本
人
が
好
調
な

会
社
に
勤
め
重
責
を
担
っ
て
い
る
こ
と
で
、
一
方
で
は
転
職
に
有
利
に
な
り
自
立
に
自
信
を
持
つ
と
と
も
に
、
他
方
で
は
外
部
労
働

市
場
に
お
け
る
自
分
の
価
値
を
上
げ
て
く
れ
る
よ
う
な
会
社
だ
か
ら
不
信
は
持
た
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
識
が
働
い
て
い
る
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。

第
一
主
成
分
で
あ
る
「
会
社
へ
の
不
信
と
個
人
化
」
傾
向
が
高
ま
る
の
は
、「
会
社
に
よ
る
不
公
正
な
権
力
行
使
の
拡
大
」（
会
社

で
権
限
が
上
司
や
人
事
部
な
ど
に
集
中
し
、
根
拠
な
く
評
価
基
準
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
）
や
、「
規
律
の
低
下
」（
派
閥
や

非
公
式
集
団
の
影
響
力
が
高
ま
っ
た
こ
と
な
ど
）の
経
験
で
あ
る
。
逆
に
、
評
価
制
度
に
つ
い
て
導
入
時
に
説
明
が
十
分
に
な
さ
れ
、
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公
開
性
が
高
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
経
験
は
、
第
一
主
成
分
で
あ
る
会
社
へ
の
不
信
を
減
じ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
自
然
な
結

果
で
あ
ろ
う
。
本
人
の
地
位
が
管
理
職
や
役
員
で
あ
る
場
合
や
、
仕
事
に
お
い
て
労
働
時
間
が
長
時
間
化
し
た
と
い
う
傾
向
は
、「
会

社
へ
の
不
信
と
個
人
化
」
傾
向
を
下
げ
て
い
る
。
前
者
に
は
権
限
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
こ
と
の
効
果
、
後
者
に
は
会
社
の
好
調
さ

や
残
業
手
当
な
ど
の
効
果
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

第
三
主
成
分
で
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
利
用
し
て
自
分
自
身
の
雇
用
を
守
ろ
う
と
す
る
意
識
は
、
比
較
的
若
い
労
働
者
や
転
職

経
験
者
に
お
い
て
強
い
。
彼
ら
は
先
に
指
摘
し
た
組
織
的
価
値
の
内
面
化
が
弱
い
人
た
ち
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
は
自
然
な
結
果
で
あ

る
。
学
歴
で
は
大
学
院
で
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
会
社
で
も
よ
い
か
ら
専
門
的
知
識
を
活
用
し
た
い
と
い
う
意
向

が
強
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

第
二
主
成
分
と
第
四
主
成
分
は
、
企
業
に
よ
る
雇
用
関
係
の
市
場
化
を
肯
定
す
る
労
働
者
意
識
で
あ
る
が
、
双
方
に
共
通
す
る
の

は
、
比
較
的
若
年
で
あ
る
場
合
や
、
仕
事
量
・
責
任
・
不
安
が
増
大
し
て
い
る
場
合
に
、
こ
の
傾
向
が
強
く
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
前
者
の
場
合
は
、
上
記
と
同
様
に
組
織
的
価
値
の
内
面
化
が
弱
い
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
後
者
の
場
合
は
、
現
在
の
仕
事
に

対
す
る
愛
着
が
減
少
し
た
か
、
そ
の
実
績
の
正
当
な
評
価
を
要
望
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

加
え
て
、
第
二
主
成
分
で
あ
る
雇
用
不
安
定
化
を
肯
定
す
る
意
識
は
、
労
働
時
間
が
増
加
し
た
、
昇
給
や
昇
進
に
対
し
て
個
人
業

績
が
反
映
さ
な
い
、
あ
る
い
は
会
社
全
体
も
品
質
向
上
や
ヒ
ッ
ト
商
品
の
増
大
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
労
働
者
に

強
く
観
察
さ
れ
る
。
自
分
の
仕
事
が
正
当
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
た
り
、
自
分
の
会
社
が
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
と
感
じ
た

り
し
て
い
る
た
め
に
、
流
動
的
な
労
働
市
場
を
高
く
評
価
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
評
価
制
度
が
適
切
で
あ
る
こ
と
も
流

動
的
な
労
働
市
場
を
肯
定
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
妥
当
な
結
果
で
あ
る
が
、
完
璧
に
適
切
な
評
価
が
存
在
し
な
い
こ

と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
特
定
の
条
件
の
下
で
は
、
伝
統
的
な
日
本
的
経
営
が
特
に
好
ま
れ
な
い
こ
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と
も
あ
り
う
る
と
い
え
る
。
な
お
、
第
二
主
成
分
に
関
し
て
は
、
企
業
規
模
や
学
歴
、
役
職
な
ど
と
の
相
関
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

第
四
主
成
分
で
あ
る
成
果
主
義
を
肯
定
す
る
意
識
は
、
転
職
経
験
者
の
ケ
ー
ス
と
仕
事
の
裁
量
が
増
加
し
て
い
る
ケ
ー
ス
と
で
強

い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
会
社
に
よ
る
不
公
正
な
権
力
行
使
の
拡
大
」が
強
く
な
る
と
、
こ
の
意
識
は
弱
ま
る
傾
向
に
あ
る
。
い
ず
れ

も
自
然
な
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

六

ま
と
め

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
雇
用
調
整
や
成
果
主
義
の
導
入
の
形
で
、
企
業
側
主
導
に
よ
る
雇
用
関
係
や
Ｈ
Ｒ
Ｍ
の
市
場
化
が
拡
大
し

た
。
わ
れ
わ
れ
の
分
析
が
示
唆
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
企
業
側
の
行
動
が
、
企
業
か
ら
自
立
し
て
い
く
労
働
者
の
個
人
化
意
識
を

招
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
市
場
化
現
象
と
し
て
は
、
人
件
費
抑
制
の
た
め
の
人
事
考
課
制
度
の
導
入
、
身
近
な
人
の

解
雇
を
含
む
人
材
の
流
動
化
、
協
力
的
慣
行
の
減
退
、
昇
進
・
昇
給
に
対
す
る
個
人
業
績
を
反
映
す
る
傾
向
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

意
識
の
上
で
の
個
人
化
と
呼
び
う
る
傾
向
は
、
会
社
へ
の
不
信
お
よ
び
独
立
や
副
業
を
伴
う
形
で
の
個
人
化
と
、
会
社
と
協
調
的

な
関
係
を
構
築
す
る
可
能
性
を
残
し
つ
つ
企
業
外
の
人
脈
形
成
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
利
用
し
て
、
自
分
自
身
の
雇
用
を
守
ろ

う
と
す
る
個
人
化
の
二
つ
の
意
識
と
し
て
現
れ
た
。
全
般
に
企
業
全
体
の
生
産
活
動
が
活
発
で
労
働
者
本
人
が
忙
し
い
場
合
に
は
、

第
二
の
意
味
で
の
個
人
化
意
識
が
強
化
さ
れ
、
逆
に
企
業
全
体
の
生
産
活
動
が
停
滞
気
味
で
、
本
人
の
仕
事
量
や
責
任
が
増
大
し
な

い
場
合
に
は
、
第
一
の
意
味
で
の
個
人
化
傾
向
が
強
ま
る
。

単
純
集
計
の
結
果
を
見
る
限
り
、「
成
果
主
義
的
な
賃
金
制
度
で
会
社
は
人
件
費
抑
制
を
図
っ
て
い
る
」「
成
果
評
価
の
基
準
と
な
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る
目
標
の
設
定
が
合
理
的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
」
な
ど
の
質
問
に
対
す
る
ポ
イ
ン
ト
が
高
く
、
労
働
者
が
納
得
し
な
い
形
で
成
果
主

義
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
労
働
者
の
個
人
化
を
過
度
に
促
進
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
成
果
主
義
賃
金
制

度
の
導
入
の
際
に
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
た
、
成
果
の
差
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
厳
正
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
、
絶
対
主
義
で
運

用
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
昇
給
・
昇
進
の
チ
ャ
ン
ス
が
広
が
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
企
業
へ
の
不
信
を
伴
う
形
で
の
個

人
化
意
識
が
低
下
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
成
果
主
義
の
導
入
が
あ
る
程
度
好
ま
し
い
効
果
を
持
ち
う
る
こ

と
も
あ
る
。
特
に
業
績
の
評
価
が
曖
昧
な
企
業
に
お
い
て
そ
う
い
え
よ
う
。
し
か
し
本
論
文
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
組
織
に
市

場
原
理
を
過
度
に
導
入
す
る
と
、
組
織
の
効
率
性
は
低
下
す
る
。

企
業
に
よ
る
労
働
者
の
解
雇
に
つ
い
て
、
労
働
者
は
こ
れ
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
本
論
文
の
分
析
に
よ

れ
ば
、
解
雇
に
対
す
る
肯
定
的
な
意
識
は
、
企
業
の
生
産
活
動
が
全
般
に
停
滞
し
て
い
る
場
合
、
過
度
な
繁
忙
状
況
が
続
き
仕
事
へ

の
愛
着
が
失
わ
れ
た
場
合（
現
状
へ
の
不
満
が
解
雇
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
へ
の
執
着
を
弱
め
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
）、
あ
る

い
は
仕
事
に
対
す
る
裁
量
が
拡
大
し
て
い
な
い
場
合
に
、
自
分
自
身
の
個
人
的
な
仕
事
ぶ
り
が
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
に

対
す
る
不
満
や
現
行
の
雇
用
関
係
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
特
に
若
年
層
に
現
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

単
純
集
計
お
よ
び
分
析
結
果
を
総
合
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
成
立
す
る
。
事
業
の
拡
大
が
困
難
か
、
あ
る
い
は
不
確
実
性
の

高
い
経
営
環
境
の
な
か
で
、
一
方
で
は
人
件
費
を
削
減
し
雇
用
の
流
動
化
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
企
業
が
存
在
す
る
。
他
方
で
は
、

そ
う
し
た
企
業
の
行
為
に
対
し
て
不
信
を
持
ち
つ
つ
、
企
業
か
ら
自
立
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
が
発
生
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、

短
期
的
で
個
人
的
な
関
係
を
軸
に
し
た
雇
用
関
係
の
市
場
化
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
今
日
目
に
し
て
い
る
失
業
に
対
す

る
労
働
者
の
不
安
と
転
職
や
資
格
取
得
に
対
す
る
積
極
的
な
意
識
は
、
こ
う
し
た
雇
用
関
係
の
変
化
の
一
端
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
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し
か
し
企
業
側
は
、
①
企
業
全
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
上
げ
る
こ
と
を
最
優
先
に
し
つ
つ
も
、
②
従
業
員
の
雇
用
は
可
能
な
限

り
安
定
さ
せ
、
③
人
件
費
削
減
を
避
け
て
個
人
の
成
果
に
対
し
て
絶
対
評
価
を
行
い
、
④
本
人
の
企
業
内
に
お
け
る
協
力
的
行
動
に

対
す
る
評
価
を
含
め
た
オ
ー
プ
ン
で
客
観
的
な
評
価
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
期
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
メ
ン
バ
ー

間
の
相
互
協
力
的
な
関
係
を
今
以
上
に
実
現
し
、
組
織
の
効
率
性
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

★
本
論
文
は
倉
田
良
樹
お
よ
び
荒
井
一
博
に
支
給
さ
れ
た
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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o
o
l P
ress.

(＝

二
〇
〇
一
、
若
山
由
美
訳
『
雇
用
の
未
来
』
日
本
経
済
新
聞
社
。）
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D
o
erin

g
er,

P
.
B
.
&
M
.
J.
P
io
re,

1971,
In
tern

a
l L
a
b
o
r M

a
rk
ets a

n
d M

a
n
p
o
w
er A

n
a
ly
sis,

L
ex
in
g
to
n
,
M
a
ss.:

H
ea
th
.

D
o
re,

R
.,
1973,

B
ritish

 
F
a
cto

ry
-Ja

p
a
n
ese

 
F
a
cto

ry
:
T
h
e
 
O
rig
in
s o

f N
a
tio
n
a
l D

iv
ersity

 
in
 
In
d
u
stria

l R
ela
tio
n
s,

B
erk

eley
:
U
n
iv
ersity o

f C
a
lifo

rn
ia P

ress.
(＝

一
九
九
三
、
山
之
内
靖
・
永
易
浩
一
訳
『
イ
ギ
リ
ス
の
工
場
・
日
本
の
工
場
｜
｜

労
使
関
係
の
比
較
社
会
学
』
筑
摩
書
房
。）

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
四
、『
現
代
日
本
人
の
意
識
構
造
﹇
第
六
版
﹈』
日
本
放
送
出
版
協
会
。

岩
田
龍
子
、
一
九
八
五
、『
日
本
の
経
営
組
織
』
講
談
社
。

小
池
和
男
、
一
九
八
一
、『
日
本
の
熟
練
｜
｜
す
ぐ
れ
た
人
材
形
成
シ
ス
テ
ム
』
有
斐
閣
。

神
代
和
欣
、
一
九
八
六
、「
技
術
革
新
と
雇
用
の
展
望
」『
社
会
政
策
学
会
年
報
』
30：

一
七

三
八
。

熊
沢
誠
、
一
九
八
九
、『
日
本
的
経
営
の
明
暗
』
筑
摩
書
房
。

K
u
ra
ta
,
Y
.,
2000,

“F
u
tu
re o

f th
e C

a
reer D

ev
elo
p
m
en
t P

ra
ctice in Ja

p
a
n
ese L

a
rg
e C

o
m
p
a
n
ies”,

W
a
d
en
sjo
,
E
.
&
N
.

M
a
ru
o ed

s.,
C
h
a
n
g
in
g L

a
b
o
u
r M

a
rk
et a

n
d
 
E
co
n
o
m
ic P

o
licy

:
T
o
w
a
rd
s th

e P
o
st-W

elfere S
ta
tes,

T
o
k
y
o
:
L
ife

 
D
esig

n In
stitu

te,
158-67.

倉
田
良
樹
、
一
九
九
三
、「
人
事
制
度
」
津
田
眞

編
『
人
事
労
務
管
理
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
八
三

一
〇
六
。

｜
｜
｜
｜
、
二
〇
〇
五
、「
雇
用
関
係
の
社
会
理
論

Ⅰ
）」『
一
橋
論
叢
』
一
三
三

二
）：

一
〇
一

一
二
一
。

京
谷
栄
二
、
一
九
八
三
、「
電
機
産
業
大
企
業
労
働
者
の
状
態
」『
社
会
政
策
学
会
年
報
』
二
七：

一
五
一

一
七
六
。

M
cC
o
rm
ick

,
K
.
J.,
Y
.
K
u
ra
ta a

n
d K

.
T
su
za
k
i,
2007,

“B
o
o
stin

g Ja
p
a
n
’s IT

 
L
a
b
o
u
r F

o
rce:

F
ro
m
 
S
h
o
rta
g
e to S

k
ill

 
S
ta
n
d
a
rd
,”
A
sian

 
B
u
sin
ess an

d
 
M
an
agem

en
t
6(4),

409-430.

松
島
静
雄
・
北
川
隆
吉
、
一
九
五
六
、「
わ
が
国
に
お
け
る
労
務
管
理
の
特
質
と
そ
の
限
界
｜
｜
Ａ
鉱
山
の
事
例
を
中
心
と
し
て
」『
東
京
大
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学
教
養
学
部
社
会
科
学
紀
要
』
五：

三

六
五
。

元
島
邦
夫
、
一
九
八
七
、「
日
本
労
使
関
係
と
労
働
者
の
「
生
活
様
式
」」『
社
会
政
策
学
会
年
報
』
三
一：

五
七

七
六
。

尾
高
邦
雄
、
一
九
六
〇
、「
組
合
意
識
と
企
業
意
識
｜
｜
労
働
者
意
識
の
構
造
分
析
」『
日
本
労
働
協
会
雑
誌
』
一
八：

一
八

三
五
。

｜
｜
｜
｜
、
一
九
八
四
、『
日
本
的
経
営
｜
｜
そ
の
神
話
と
現
実
』
中
央
公
論
社
。

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
、
二
〇
〇
六
、『
裁
判
所
に
お
け
る
解
雇
事
件
｜
｜
調
査
中
間
報
告
』
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機

構
。

｜
｜
｜
｜
、
二
〇
〇
七
、『
日
本
の
企
業
と
雇
用
｜
｜
長
期
雇
用
と
成
果
主
義
の
ゆ
く
え
』
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
。

｜
｜
｜
｜
、
二
〇
〇
八
、『
第
五
回
勤
労
生
活
に
関
す
る
意
識
調
査
』
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
。

佐
藤
博
樹
、
二
〇
〇
二
、「
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
能
力
開
発
の
日
独
米
比
較
」
小
池
和
男
・
猪
木
武
徳
編
『
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
人
材
形
成
｜
｜

日
米
英
独
の
比
較
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
四
九

二
六
七
。

津
田
眞

、
一
九
七
六
、『
日
本
的
経
営
の
擁
護
』
東
洋
経
済
新
報
社
。

｜
｜
｜
｜
、
一
九
七
七
、『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
中
央
経
済
社
。

埋
橋
孝
文
、
一
九
八
六
、「
Ｍ
Ｅ
技
術
革
新
と
教
育
訓
練
問
題
」『
社
会
政
策
学
会
年
報
』
三
〇：

三
九

六
二
。

W
h
y
te,

W
.
H
.,
1956,

T
h
e O

rg
a
n
iza
tio
n M

a
n
,
H
a
rm
o
n
d
sw
o
rth
,
M
id
d
lesex

:
P
en
g
u
in B

o
o
k
s.
(＝

一
九
五
九
、
岡
部
慶
三
・

藤
永
保
訳
『
組
織
の
な
か
の
人
間
｜
｜
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ン

上
）
下
）』
創
元
社
。）

脚
注

１
）

H
u
m
a
n R

eso
u
rce M

a
n
a
g
em
en
t
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２
）

倉
田
（
二
〇
〇
五：

一
〇
二

一
〇
三
）。

３
）

荒
井
（
一
九
九
七
、
二
〇
〇
六
）。

４
）

D
o
re
(1973)

、
津
田
（
一
九
七
六
）。

５
）

D
o
re
(1973)

、
小
池
（
一
九
八
一
）、
熊
沢
（
一
九
八
九
）、
倉
田
（
一
九
九
三
）。

６
）

松
島
（
一
九
五
六
）、
尾
高
（
一
九
六
〇
）、
津
田
（
一
九
七
六
）。

７
）

岩
田
（
一
九
八
四
）、
熊
沢
（
一
九
八
九
）、K

u
ra
ta
(2000

）。

８
）

京
谷
（
一
九
八
三
）、
神
代
（
一
九
八
六
）、
津
田
（
一
九
七
七
）。

９
）

D
o
re
(1973)

、
尾
高
（
一
九
八
四
）。

10
）

埋
橋
（
一
九
八
六
）、
元
島
（
一
九
八
七
）。

11
）

D
o
erin

g
er a

n
d P

io
re
(1971)

。

12
）

W
h
y
te
(1956)

。

13
）

内
部
労
働
市
場
論
の
日
本
企
業
へ
の
適
用
に
つ
い
て
は
小
池
（
一
九
八
一
）
に
詳
し
い
。
し
か
し
、
小
池
は
同
時
に
日
米
の
労
働
市

場
の
差
異
を
、
日
本
で
は
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
に
お
い
て
も
年
功
賃
金
が
観
察
さ
れ
る
点
に
置
い
て
お
り
、
日
米
両
者
を
完
全
に
同
一
の
シ

ス
テ
ム
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
一
九
九
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
国
際
比
較
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
過
去
に
転
職
経

験
の
な
い
企
業
の
部
課
長
が
日
本
で
は
八
割
に
の
ぼ
る
の
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
回
答
者
の
企
業
規
模
が
日
本
の
デ
ー
タ
よ
り
も
相

対
的
に
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
割
程
度
に
留
ま
っ
た（
佐
藤
二
〇
〇
二
）。
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
雇
用
保
障
の

低
さ
と
い
う
傾
向
を
割
り
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
両
者
の
大
き
な
差
を
考
え
る
と
、
日
本
に
は
内
部
労
働
市
場
論
だ
け
で
は
説

明
で
き
な
い
安
定
的
な
雇
用
の
要
因
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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14
）

人
的
資
源
管
理
の
専
門
家
で
あ
るC

a
p
p
elli

の
研
究
は
、
企
業
の
Ｈ
Ｒ
Ｍ
・
従
業
員
教
育
な
ど
に
関
す
る
豊
富
な
事
例
の
収
集
と

デ
ー
タ
分
析
に
基
づ
き
立
論
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
企
業
で
生
じ
て
い
る
変
化
の
一
断
面
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
。
だ
が
労
働

統
計
な
ど
従
業
員
側
の
マ
ク
ロ
デ
ー
タ
に
基
づ
く
検
証
作
業
は
充
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い

15
）

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
〇
六
）。

16
）

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
〇
七
）。

17
）

A
ra
i
(1997）

も
参
照
。

18
）

共
著
者
で
あ
る
津
崎
と
倉
田
は
、
日
本
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
お
い
て
、
他
産
業
に
先
駆
け
て
横
断
的
労
働
市
場
の
形
成
と
雇
用

関
係
の
市
場
化
が
進
展
し
て
い
る
動
向
に
注
目
し
、
経
済
産
業
省
そ
の
他
が
進
め
て
い
る
Ｉ
Ｔ
技
能
標
準
制
度
を
中
心
に
そ
の
こ
と
を

論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。（M

cC
o
rm
ick

,
K
u
ra
ta
,
T
su
za
k
i.
2007）

。

19
）

荒
井
（
二
〇
〇
一
）。

20
）

荒
井
（
一
九
九
七
）、
荒
井
（
一
九
九
八
）。

21
）

な
お
、
二
○
○
三
年
の
一
位
と
二
位
は
「
仲
間
と
楽
し
く
働
け
る
仕
事
」
と
「
専
門
知
識
や
特
技
が
生
か
せ
る
仕
事
」
で
、
ほ
ぼ
同

率
の
二
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。

22
）

荒
井
と
倉
田
は
同
じ
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
デ
ー
タ
を
用
い
て
、「
成
果
主
義
賃
金
制
度
が
生
み
出
し
た
職
場
と
労
働
者
の
変
化
」

と
題
す
る
論
文
を
す
で
に
刊
行
し
て
い
る
（
荒
井
・
山
内
・
倉
田

二
〇
〇
六
）。
同
論
文
で
は
、
労
働
者
の
意
識
の
な
か
で
も
特
に
労

働
意
欲
に
注
目
し
、
主
と
し
て
成
果
主
義
賃
金
制
度
導
入
と
の
関
連
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
本
論
文
は
、
労
働
者
の
労
働

意
欲
の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
自
身
の
雇
用
や
仕
事
に
対
す
る
意
識
全
体
が
変
化
し
た
と
い
う
作
業
仮
説
の
下
で
、
意
識
の
個
人
主
義
化

傾
向
、
会
社
に
対
す
る
態
度
、
解
雇
不
安
の
度
合
い
、
解
雇
や
雇
用
保
障
の
低
下
お
よ
び
評
価
制
度
を
正
当
化
す
る
意
識
な
ど
を
複
合
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体
と
し
て
捉
え
、
主
成
分
分
析
に
よ
り
い
く
つ
か
の
要
因
に
整
理
し
た
上
で
、
各
要
因
に
影
響
を
与
え
た
他
の
多
様
な
要
因
を
分
析
し

た
点
に
特
徴
が
あ
る
。

23
）

第
三
主
成
分
を
構
成
す
る
三
主
要
変
数
間
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、「
勤
務
先
起
業
の
成
長
・
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
で

自
分
の
雇
用
を
守
っ
て
い
き
た
い
」
と
す
る
意
識
に
対
す
る
「
ど
こ
の
会
社
に
移
っ
て
も
通
用
す
る
ぐ
ら
い
に
職
業
能
力
を
高
め
て
い

き
た
い
」
と
い
う
意
識
と
の
相
関
係
数
は
〇
・
二
七
五
、
同
じ
く
「
社
外
の
人
脈
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
転
職
可
能
性
を
高
め
る

こ
と
で
自
分
の
雇
用
を
守
っ
て
い
き
た
い
」
と
の
相
関
係
数
は
〇
・
一
四
六
、「
ど
こ
の
会
社
に
移
っ
て
も
通
用
す
る
ぐ
ら
い
に
職
業
能

力
を
高
め
て
い
き
た
い
」
と
「
社
外
の
人
脈
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
転
職
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
で
自
分
の
雇
用
を
守
っ
て
い
き

た
い
」
の
間
の
相
関
係
数
は
〇
・
五
四
三
で
あ
り
、
各
質
問
の
間
の
相
関
係
数
は
プ
ラ
ス
に
向
い
て
お
り
、
全
体
と
し
て
矛
盾
す
る
も

の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

津
崎
克
彦
（
東
京
海
洋
大
学
講
師
）

倉
田
良
樹
（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教
授
）

荒
井
一
博
（
一
橋
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授
）
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