
第２部 ＪＲ連合からの「提言」提起ＪＲ連合結成30周年記念シンポジウム
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Ｊ
Ｒ
連
合
か
ら
５
つ
の
提
言
を
発
信

Ｊ
Ｒ
連
合
結
成
30
周
年
に
あ
た
り
、
次
の

30
年
を
見
据
え
た
５
提
言
を
提
起
し
ま
す
。

本
提
言
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｊ
Ｒ

の
７
単
組
の
書
記
長
・
事
務
局
長
を
中
心

に
意
見
を
い
た
だ
き
、
議
論
し
て
ま
と
め

ま
し
た
。
提
言
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ

う
に
、
次
な
る
30
年
を
見
据
え
て
、
向
か

う
べ
き
方
向
性
、
未
来
像
、
や
る
べ
き
と

考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
決
意
を
込
め
て
提

言
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
私
た
ち
組
合
員

は
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
・
キ
ー

ワ
ー
カ
ー
と
言
わ
れ
、
指
定
公
共
機
関
と

し
て
鉄
道
や
バ
ス
を
運
行
し
て
頑
張
っ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
が
長
期

化
す
る
中
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
下
が

り
、
賃
金
や
給
与
、
ボ
ー
ナ
ス
が
カ
ッ
ト

さ
れ
、
将
来
へ
の
不
安
が
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
先
、
ど
う
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
、

暗
い
気
持
ち
に
な
り
、
自
信
や
誇
り
を
失

い
が
ち
に
な
っ
て
い
る
人
も
少
な
く
な

い
。
特
に
若
い
子
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が

あ
っ
て
、
何
と
か
自
分
た
ち
は
社
会
を
支

え
て
い
る
ん
だ
と
い
う
矜
持
を
拠
り
所
に

し
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に

も
、
Ｊ
Ｒ
産
業
は
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ

た
産
業
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
発
信
し
た

い
と
考
え
、
５
提
言
を
策
定
し
ま
し
た
。

提
言
は
、
２
部
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

前
半
は
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
基
盤
と
し
、

「
次
な
る
30
年
を
見
据
え
た
課
題
」
を
明

示
し
ま
す
。
そ
し
て
後
半
で
は
「
成
し
遂

げ
た
い
改
革
」
と
「
実
現
し
た
い
産
業
の

姿
」
と
し
て
提
言
を
ま
と
め
ま
し
た
。

次
な
る
30
年
を
見
据
え
た

Ｊ
Ｒ
の
課
題
を
認
識

一
つ
目
（
１

−

１
）
の
課
題
認
識
は
Ｊ

Ｒ
発
足
35
年
の
軌
跡
と
現
実
を
踏
ま
え
た

対
応
の
必
要
性
で
す
。
国
鉄
改
革
の
目
標

は
、
Ｊ
Ｒ
各
社
が
経
営
の
自
主
性
と
責
任

を
持
っ
て
完
全
民
営
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
鉄
道
の
再
生
を
果
た
す
こ
と
で
し
た
。

Ｊ
Ｒ
各
社
は
、
民
間
活
力
を
発
揮
し
て
鉄

道
を
さ
ら
に
大
き
く
進
化
さ
せ
、
様
々
な

関
連
事
業
を
展
開
し
な
が
ら
経
済
社
会
の

発
展
に
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。
一
方
で
、

Ｊ
Ｒ
連
合
か
ら
の「
提
言
」提
起

Ｊ
Ｒ
連
合
結
成
30
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

第

２
部

「
次
な
る
30
年
の
強
く
し
な
や
か
な
Ｊ
Ｒ
産
業
を
創
る
５
提
言
」

〜
「
Ｏ
Ｎ
Ｅ 
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
」
と
な
り
誇
り
を
持
っ
て
社
会
に
貢
献
し
続
け
る
た
め
に
〜

Ｊ
Ｒ
連
合
事
務
局
長

Ｊ
Ｒ
連
合
事
務
局
長

政
所
政
所  

大
祐
大
祐
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こ
の
35
年
で
大
き
く
変
化
し
た
社
会
構
造

は
、
公
共
交
通
に
も
大
き
く
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
北
海
道
、Ｊ
Ｒ
四
国
、

Ｊ
Ｒ
貨
物
は
未
だ
経
営
自
立
の
見
通
し
が

立
っ
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
従
来
の
延

長
線
上
で
は
な
い
変
革
が
必
要
な
の
だ
と

認
識
し
て
い
ま
す
。

二
つ
目
（
１

−

２
）
に
、「
日
本
の
交

通
政
策
の
転
換
と
変
換
が
求
め
ら
れ
る
鉄

道
政
策
」
と
し
て
い
ま
す
。
２
０
１
３
年

の
交
通
政
策
基
本
法
施
行
以

降
、
関
連
法
の
整
備
も
含
め
て

総
体
と
し
て
交
通
政
策
の
転
換

と
い
う
も
の
が
図
ら
れ
て
き
た

と
評
価
し
て
い
ま
す
。一
方
で
、

Ｊ
Ｒ
、
鉄
道
は
、
独
立
採
算
制

原
則
に
基
づ
く
経
営
効
率
を
追

求
し
て
い
る
現
状
が
あ
っ
て
、

そ
ん
な
中
で
内
部
補
助
と
い
う

言
葉
に
あ
る
と
お
り
、
黒
字
の

事
業
収
益
で
不
採
算
部
門
を
穴

埋
め
す
る
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
を
維
持
し
て
き
ま
し
た
。

Ｊ
Ｒ
発
足
の
経
緯
、
社
会
的
責

任
か
ら
も
自
助
努
力
を
重
ね
て

き
ま
し
た
が
、
多
額
の
固
定
費

が
必
要
な
構
造
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
苦
し
い
経
営
、
厳
し

い
事
業
運
営
に
あ
え
い
で
い
る

と
い
う
の
も
事
実
で
す
。

そ
う
し
た
中
で
国
は
、「
地

域
モ
ビ
リ
テ
ィ
刷
新
検
討
委
員

会
（
鉄
道
事
業
者
と
地
域
の
協

働
に
よ
る
地
域
モ
ビ
リ
テ
ィ
の

刷
新
に
関
す
る
検
討
会
）」（
元
富
山
市
長

も
委
員
と
し
て
参
加
）
な
ど
を
立
ち
上
げ
、

こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
い
く
べ
き
か
を
検
討

し
て
い
ま
す
。
今
後
は
地
域
の
将
来
と
利

用
者
の
視
点
に
立
っ
た
建
設
的
な
政
策
の

推
進
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

三
つ
目
（
１

−

３
）
の
課
題
認
識
は
、

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
社
会
変
容
の
加
速
と
そ

の
影
響
で
す
。
現
在
、
公
共
交
通
は
コ
ロ

ナ
に
振
り
回
さ
れ
、
輸
送
が
落
ち
込
み
、

利
用
者
が
減
少
す
る
中
で
経
営
が
傾
き
、

非
常
に
苦
し
い
状
況
で
す
。
社
会
変
容
も

一
部
定
着
化
し
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
ら
を
背

景
に
若
手
・
中
堅
層
の
離
職
が
増
加
し
て

い
ま
す
。
最
近
で
は
20
〜
30
歳
代
だ
け
で

な
く
40
歳
代
も
増
え
て
い
る
と
聞
い
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
財
流
出
、
産
業
基

盤
の
動
揺
、
将
来
危
機
に
強
い
危
惧
を
覚

え
て
い
ま
す
。

四
つ
目
は
（
１

−

４
）、
社
会
構
造
の

変
化
や
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
な
ど
の
社
会
的
要
請
に

Ｊ
Ｒ
は
対
応
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

１１．．ここのの間間のの歩歩みみをを基基盤盤ととしし、、次次ななるる3300年年をを見見据据ええたた課課題題

11--33  ココロロナナ禍禍にによよるる社社会会変変容容のの加加速速とと甚甚大大なな影影響響

((11)) 「「ココロロナナ禍禍」」でで世世界界はは一一変変、、社社会会変変容容のの一一部部定定着着化化
※外出・移動制限、公共交通利用激減、事業者の収益悪化
※ビジネスモデルの限界と経営危機

4

（▼出典：北海道新聞）
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((22)) 2200代代、、3300代代のの若若手手・・中中堅堅層層のの離離職職がが増増加加
⇒長期雇用による知識・技術・技能の熟練が支えてきた
産業基盤（人財）の動揺、将来危機

１１．．ここのの間間のの歩歩みみをを基基盤盤ととしし、、次次ななるる3300年年をを見見据据ええたた課課題題

5

11--44  社社会会構構造造のの変変化化、、ＳＳＤＤＧＧｓｓ等等のの社社会会的的要要請請にに対対応応すするる必必要要性性

((11)) 諸諸課課題題へへはは多多面面的的・・総総合合的的アアププロローーチチ、、持持続続可可能能ななししくくみみづづくくりりがが必必要要
⇔⇔  交交通通政政策策ののみみをを部部分分的的にに切切りり取取るるアアププロローーチチはは××！！

((22))  ＳＳＤＤＧＧｓｓややＣＣＮＮのの達達成成にに、、鉄鉄道道特特性性をを活活かかししたた持持続続可可能能なな交交通通形形成成はは不不可可欠欠！！
⇒ＪＲ産業こそ重要な位置づけにあり、能動的に動くべき！

11--55  産産業業のの大大転転換換期期ににななすすべべききここととととＪＪＲＲ連連合合のの決決意意

((11)) 中中長長期期のの未未来来をを視視野野にに入入れれななががらら様様々々なな「「変変化化」」をを先先取取りりしし
柔柔軟軟かかつつ戦戦略略的的にに対対応応ししてていいくく

((22)) 働働くく者者がが生生ききががいいやや誇誇りり、、自自信信ををももっってて働働けけるる環環境境をを創創出出すするる

((33)) 変変化化にに柔柔軟軟にに対対応応ででききるる「「組組織織」」とと「「人人財財」」が必要

ＪＲ連合
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11--11  ＪＪＲＲ発発足足3355年年のの軌軌跡跡とと現現実実をを踏踏ままええたた対対応応のの必必要要性性

((11)) ＪＪＲＲ各各社社はは、、総総体体ととししてて、、国国鉄鉄改改革革のの目目標標ででああっったた以以下下のの事事項項をを実実現現
「「ＪＪＲＲ各各社社がが経経営営のの自自主主性性とと責責任任をを持持ちち、、『『完完全全民民営営化化』』をを通通じじてて鉄鉄道道のの再再生生をを果果たたすすこことと」」

((22)) 3355年年をを経経てて、、社社会会やや経経済済のの構構造造はは大大ききくく変変化化
※超少子高齢化・人口減少、技術革新、高速道路や高規格道路の延伸等

((33)) ＪＪＲＲ北北海海道道、、ＪＪＲＲ四四国国おおよよびびＪＪＲＲ貨貨物物はは、、ここのの間間累累次次のの支支援援策策がが講講じじらられれててききたたがが、、
経経営営自自立立ににはは至至っってていいなないいとといいうう厳厳ししいい現現実実もも。。⇒⇒従従来来のの延延長長線線上上のの対対応応でではは××

１１．．ここのの間間のの歩歩みみをを基基盤盤ととしし、、次次ななるる3300年年をを見見据据ええたた課課題題

11--22  日日本本のの交交通通政政策策のの転転換換とと、、変変革革がが求求めめらられれるる鉄鉄道道政政策策

((11)) 22001133年年「「交交通通政政策策基基本本法法」」施施行行とと関関係係法法のの法法整整備備のの進進展展
((22)) 日日本本のの鉄鉄道道はは今今もも‘‘独独立立採採算算性性原原則則’’にに基基づづきき経経営営効効率率をを追追求求
・ コロナ禍でも「指定公共機関」として列車運行（採算性度外視）
・「内部補助」に基づくビジネスモデル、多額の固定費が必要な構造

((33))「「鉄鉄道道事事業業者者とと地地域域のの協協働働にによよるる地地域域モモビビリリテティィのの刷刷新新にに関関すするる検検討討会会」」等等
→ 地域の将来と利用者の視点に立った建設的な政策が実現していくことを強く期待

3
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い
う
こ
と
で
す
。
今
、
社
会
構
造
の
変
化

の
中
で
地
域
公
共
交
通
の
あ
り
方
が
問
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
交
通
政
策
だ
け
で

は
解
決
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
課
題
を
解
決

す
る
に
は
多
面
的
総
合
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

鉄
道
は
環
境
負
荷
の
低
減
に
優
れ
て
い
る

点
で
社
会
に
貢
献
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ

れ
か
ら
も
こ
の
責
務
を
自
覚
し
て
実
行
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

課
題
認
識
の
最
後
の
五
つ
目
（
１

−

５
）

は
、
産
業
の
大
転
換
に
な
す
べ
き
こ
と
と
、

私
た
ち
Ｊ
Ｒ
連
合
の
決
意
で
す
。
皆
さ
ん

も
今
、
大
き
な
転
換
期
に
あ
る
と
い
う
認

識
は
お
持
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
、

短
期
的
な
未
来
だ
け
を
見
る
の
で
は
な

く
、
中
長
期
的
な
視
点

を
持
ち
、
変
化
を
先
取

り
し
て
柔
軟
に
対
応
し

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
働
く
者
の
将
来
を

考
え
て
動
い
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Ｊ
Ｒ
の
経
営
自
立
と

鉄
道
政
策
の
変
革

こ
こ
か
ら
は
、
Ｊ
Ｒ

が
「
成
し
遂
げ
た
い
改

革
」
と
「
実
現
し
た
い

産
業
の
姿
」
と
し
て
５

提
言
の
内
容
に
つ
い
て

ご
説
明
し
ま
す
。
い
ろ

い
ろ
な
ア
ド
バ
イ
ス
や

ご
指
導
を
い
た
だ
き
な

が
ら
考
え
、
私
た
ち
は

未
来
志
向
の
変
革
を
進

め
て
い
く
覚
悟
で
す
。

各
単
組
と
と
も
に
、
世

の
中
の
皆
さ
ま
に
理
解

し
て
も
ら
え
る
よ
う
に

働
き
か
け
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は

労
働
組
合
の
組
織
内
で
の
緊
密
な
意
志
疎

通
が
重
要
で
す
。
労
使
間
の
意
志
疎
通
、

連
帯
、
課
題
認
識
の
共
有
、
協
働
が
必
要

不
可
欠
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
５
提
言
に
は
、
国
や
地
方
自
治
体
に

求
め
た
い
こ
と
も
し
た
た
め
て
い
ま
す
。

一
つ
目
の
提
言（
２

−

１

−

⑴
）は
、「
す

べ
て
の
Ｊ
Ｒ
に
お
け
る
経
営
自
立
」
と
「
日

本
の
鉄
道
政
策
の
変
革
」
で
す
。「
経
営
自

立
」
に
つ
い
て
は
民
力
を
活
か
す
た
め
の
環

境
整
備
が
不
可
欠
に
な
り
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
は

２２．．ＪＪＲＲがが「「成成しし遂遂げげたたいい改改革革」」とと「「実実現現ししたたいい産産業業のの姿姿」」

22--11 「「すすべべててののＪＪＲＲににおおけけるる経経営営自自立立」」とと「「日日本本のの鉄鉄道道政政策策のの変変革革」」

（（11））すすべべててののＪＪＲＲににおおけけるる経経営営自自立立

① 「民力」を活かすための環境整備が必要不可欠
ⅰ）「内部補助」のビジネスモデルへの過度な

依存状態の是正
⇒ 民間企業としての責任を果たすべき事業領域と

責任を果たし得ない事業領域の区分

ⅱ）「官」「民」のパートナーシップ強化
（役割分担と連携・協働）

7

（▶出典：国土
交通省ＨＰ）

（写真：ＪＲ西日本ＨＰ）

ＪＲ連合
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② 分割民営化以降すでに35年が経過したことで
生じた社会構造変化、現実を踏まえた軌道修正
や措置が必要！

※ ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物は、構造的課題に
抜本的にメスを入れるべき（新たなしくみ）

２２．．ＪＪＲＲがが「「成成しし遂遂げげたたいい改改革革」」とと「「実実現現ししたたいい産産業業のの姿姿」」

22--11 「「すすべべててののＪＪＲＲににおおけけるる経経営営自自立立」」とと「「日日本本のの鉄鉄道道政政策策のの変変革革」」

8

((22)) 日日本本のの鉄鉄道道政政策策のの変変革革

① 総合交通政策の推進の必要性

⇒ モード間の予算・政策の偏り解消

※ 小さい鉄道予算

（輸送シェアは３割、道路予算の1/17）

総合的な政策推進、ポリシーミックス

地域再⽣
活性化

国⼟

強靭化

産業・技
術⾰新の
基盤

リスク分
散

ＪＲ連合
JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERAITION

② ＳＤＧｓやＣＮの達成、持続可能な
社会の形成に向けて

⇒ まずは鉄道の役割、位置づけを
見直し、国が政策目標を示すべき

⇒ バックキャスト思考で、予算を確保し、
計画的に政策の具現化を推進するべき

２２．．ＪＪＲＲがが「「成成しし遂遂げげたたいい改改革革」」とと「「実実現現ししたたいい産産業業のの姿姿」」

５つの提言

２－１．「全てのＪＲの経営自立」と「日本の鉄道政策の変革」

(1) すべてのＪＲにおける経営自立
(2) 日本の鉄道政策の変革

２－２．成長分野のブラッシュアップと鉄道産業の発展を通じた経済・社会への貢献

(1) 鉄道特性の発揮を最大限に活かし‘強くしなやかなＪＲ産業’を創る
(2) ＳＤＧｓやカーボンニュートラル実現等といった社会的要請への対応という観点からの

鉄道政策の再構築

２－３．公共性の高い不変の役割である輸送サービスを持続的に提供し、
全員参画型社会を創るための環境づくり

２－４．働く者が安心を基礎に意欲高く業務を遂行し変革を推進できる環境づくり

２－５．JＲ各社および労使が「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」となった連携・協働
6

ＪＲ連合
JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERAITION

第２部 ＪＲ連合からの「提言」提起ＪＲ連合結成30周年記念シンポジウム
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民
間
企
業
で
あ
る
と
と
も
に
高
い
公
共
性
を

持
つ
社
会
イ
ン
フ
ラ
で
も
あ
る
と
い
う
二
面

性
を
持
ち
ま
す
。
し
か
し
、
公
共
的
な
役

割
を
果
た
す
た
め
の
大
き
な
負
担
の
部
分

は
、
な
か
な
か
理
解
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
も
指
定
公
共

機
関
と
し
て
列
車
や
バ
ス
を
運
行
し
て
い
ま

す
が
、
採
算
性
は
度
外
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
民
の
力
を
存
分

に
発
揮
で
き
る
環
境
整
備
が
必
要
で
す
。

Ｊ
Ｒ
の
内
部
補
助
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

へ
の
過
度
な
依
存
状
態
を
是
正
し
な
け
れ

ば
、
民
力
は
発
揮
で
き
ま
せ
ん
。
不
採
算

部
門
で
も
一
生
懸
命
働
い
て
地
域
を
支
え

て
い
る
仲
間
が
い
ま
す
が
、
頑
張
っ
て
も

頑
張
っ
て
も
利
益
や
収
益
に
繋
が
ら
ず
、

自
分
の
給
与
も
上
が
ら
な
い
、
労
働
が
報

わ
れ
な
い
状
況
で
あ
え
い
で
い
ま
す
。
こ

う
い
う
状
況
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
民
間
企
業
と
し
て

責
任
を
果
た
す
べ
き
事
業
領
域
と
そ
う
で

な
い
領
域
を
明
確
化
し
、
事
業
と
し
て
成

り
立
た
な
い
部
分
を
ど
う
す
る
か
が
問
題

で
す
。
こ
こ
で
は
官
・
民
の
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
が
重
要
で
す
。
宇
都
宮
氏
と
森
氏

の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
役
割
分
担

と
連
携
、
協
働
が
課
題
だ
と
認
識
し
て
い

ま
す
。
こ
の
35
年
で
社
会
構
造
が
変
化
し

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
現
実
を
踏
ま
え
た

軌
道
修
正
が
必
要
で
す
。
国
の
動
き
も
考

慮
し
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
、
Ｊ
Ｒ
四
国
、
Ｊ
Ｒ

貨
物
の
構
造
的
な
課
題
に
も
メ
ス
を
入
れ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

鉄
道
政
策
（
２

−

１

−

⑵
）
に
つ
い
て

は
、
予
算
が
非
常
に
少
な
い
と
言
え
ま
す
。

輸
送
シ
ェ
ア
は
約
３
割
で
す
が
、
鉄
道
予

算
は
道
路
予
算
の
17
分
の
１

で
す
。
総
合
交
通
政
策
の
推
進

の
観
点
か
ら
モ
ー
ド
間
の
予
算

と
政
策
の
偏
り
を
解
消
し
、
投

資
へ
の
慣
行
を
改
め
る
べ
き
で

す
。
そ
し
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
や
カ
ー

ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
達
成
な

ど
持
続
可
能
な
社
会
の
形
成
に

向
け
て
、
国
が
公
共
交
通
の
役

割
や
位
置
付
け
を
見
直
し
、
政

策
目
標
を
示
す
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。
当
然
、
そ
こ
に
私
た
ち

が
参
画
す
る
の
で
す
が
、
官
と
民

の
適
切
な
役
割
分
担
を
し
た
う

え
で
、ま
ず
未
来
像
を
描
き
、バッ

ク
キ
ャ
ス
ト
思
考
で
予
算
を
確
保

し
、
政
策
の
具
現
化
を
推
進
す

べ
き
で
す
。

成
長
分
野
を
活
か
し

社
会
、
経
済
へ
貢
献
す
る

二
つ
目
の
提
言
（
２

−

２
）

は
、
Ｊ
Ｒ
産
業
の
強
み
を
活
か

せ
る
「
成
長
分
野
の
ブ
ラ
ッ

２２．．ＪＪＲＲがが「「成成しし遂遂げげたたいい改改革革」」とと「「実実現現ししたたいい産産業業のの姿姿」」
22--22 成成長長分分野野ののブブララッッシシュュアアッッププとと鉄鉄道道産産業業のの発発展展をを通通じじたた社社会会、、経経済済へへのの貢貢献献

((11)) 鉄鉄道道特特性性のの発発揮揮をを最最大大限限にに活活かかしし‘‘強強くくししななややかかななＪＪ
ＲＲ産産業業’’をを創創るる

① ＪＲ産業の強みを生かせる成長分野（都市間、都市圏、総合生活Ｓ）で、
鉄道の優位な特性（※）を最大限に活かし、「成長分野」を一層
磨き高め「民力」をもって伸長させていく

（※安全性、高速性、大量輸送、定時性、環境性）

② 貨物輸送は、幹線の大動脈を中心にモーダルシフトを推進

9

((22)) ＳＳＤＤＧＧｓｓ・・ＣＣＮＮ実実現現等等のの社社会会的的要要請請へへのの対対応応とといいうう観観
点点かかららのの鉄鉄道道政政策策のの再再構構築築
 エネルギー効率面・環境分野、労働効率性、安全性等大きな社会的優

位性を持つ鉄道の積極活用

（▲出典：ＪＲ東海
「統合報告書2021」）

▲（出典：ＪＲ東日本
ＨＰ）

（◀出典：ＪＲ貨物
「グループレポート」

（▼出典：ＪＲ西日本ＨＰ

ＪＲ連合
JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERAITION

③ 地域の経済・社会では、
鉄道会社が持つ駅の集積力や地域との繋がり、
有形・無形の様々な経営資源を活かした「人々の生活を支え
豊かにする事業」の展開（（新新たたなな価価値値やや事事業業、、雇雇用用等等のの創創造造））

シ
ュ
ア
ッ
プ
と
社
会
や
経
済
へ
の
貢
献
」

に
つ
い
て
で
す
。
鉄
道
の
持
つ
優
位
な
特

性
を
最
大
限
に
活
か
し
て
磨
い
て
い
く
こ

と
で
、
公
共
性
の
高
い
社
会
的
役
割
も
持

続
的
に
果
た
し
て
い
け
る
と
い
う
好
循
環
を

創
り
だ
す
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
。
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鉄
道
事
業
者
は
地
域
に
根
ざ
し
、
様
々

な
要
素
を
横
繋
ぎ
し
て
、
社
会
を
支
え
る

機
能
と
し
て
役
立
て
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
基
調
講
演
の
富
山
県

の
話
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
く
だ
さ
れ
ば
い
い

と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
い
っ
た
取
り
組
み

が
新
た
な
産
業
、
技
術
革
新
、
雇
用
創
出
、

そ
し
て
新
た
な
価
値
の
創
造
に
繋
が
り
ま

す
。
Ｊ
Ｒ
西
日
本
が
始
動
し
た
「
Ｊ
Ｒ

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｏ
」
は
、
様
々
な
パ
ー

ト
ナ
ー
と
の
共
創
に
よ
る
オ
ー
プ
ン
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
横
繋

ぎ
や
橋
渡
し
に
よ
っ
て
、
新
た
な
価
値
が

創
り
だ
せ
る
と
思
い
ま
す
。

鉄
道
は
、
多
種
多
様
な
社
会
的
要
請
に

応
え
、
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
な
り
得
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

公
共
性
の
高
い
役
割
を
果
た
し
続
け

全
員
参
画
型
社
会
を
め
ざ
す

三
つ
目
の
提
言
（
２

−

３
）
は
、「
公

共
的
役
割
」
に
つ
い
て
で
す
。
高
い
公
共

性
を
持
つ
役
割
を
果
た
し
、
全
員
参
画
型

社
会
の
形
成
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
。
そ

の
た
め
に
は
、
よ
り
良
い
地
域
公
共
交
通

サ
ー
ビ
ス
が
不
可
欠
で
す
。
誤
解
を
恐
れ

ず
に
言
え
ば
、
何
が
何
で
も
鉄
道
で
あ
る

べ
き
だ
と
か
Ｊ
Ｒ
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
認

識
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
り
良
い
交
通
サ
ー

ビ
ス
を
創
る
こ
と
が
私
た
ち
の
使
命
で
あ

り
、
や
れ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
存
続
か
廃
止
か
、
白
か
黒
か
、
０
か

１
０
０
か
と
い
っ
た
議
論
に
な
り
が
ち
で

す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
ポ
リ
シ
ー
ミ
ッ

ク
ス
を
図
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
国
土

交
通
省
の
提
言
も
同
様
の
ス
タ
ン
ス
で

す
。
ク
ロ
ス
セ
ク
タ
ー
効
果
な
ど
関
係
者

で
多
角
的
に
検
討
し
、
実
行
し
て
い
く
べ

き
と
考
え
ま
す
。

健
康
・
福
祉
・
教
育
政
策
と
の
連
携
や

協
働
も
重
要
で
す
。
最
適
な
交

通
モ
ー
ド
の
あ
り
方
を
模
索
し
、

過
度
に
車
に
依
存
す
る
社
会
を

改
め
て
い
き
た
い
。
車
か
電
車

か
と
いっ
た
二
者
択
一で
は
な
い
の

で
す
。
実
現
す
る
た
め
に
は
省

庁
横
断
的
な
取
り
組
み
が
必
要

で
す
し
、
財
源
の
確
保
に
つ
い
て

も
理
解
者
を
増
や
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
こ
と
を
強
く
訴
え
た

い
と
思
い
ま
す
。
地
域
に
お
い

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
す
役

割
分
担
を
協
働
で
行
い
ま
す
。

私
た
ち
は
「
チ
ー
ム
地
域
共
創
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す

が
、
す
べ
て
の
関
係
者
が
責
任

を
持
っ
て
継
続
的
に
役
割
を
果

た
す
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
鉄

道
を
活
か
す
に
は
上
下
分
離
方

式
な
ど
様
々
な
手
法
が
あ
り
ま

す
。
複
数
の
交
通
モ
ー
ド
の
棲

み
分
け
と
連
携
・
連
動
に
よ
る

新
た
な
形
を
構
築
し
た
い
と
考

え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組

み
を
今
後
も
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

個
々
の
人
財
を
大
切
に
し

オ
ー
ル
Ｊ
Ｒ
で
激
動
の
時
代
を

生
き
抜
く

四
つ
目
の
提
言
（
２

−

４
）
は
、
労
働

政
策
で
す
。
企
業
が
長
続
き
す
る
た
め
に

は
誰
も
が
活
き
活
き
と
働
き
続
け
ら
れ
る

環
境
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
が
持
続
可
能
な
社
会
形
成
の
貢
献
に
繋

が
る
と
思
い
ま
す
。

個
々
の
人
財
に
対
す
る
丁
寧
な
対
応
に

((11))多多様様なな人人財財がが「「安安心心」」をを基基礎礎にに意意欲欲をを持持っってて働働きき続続けけらられれるる環環境境のの創創出出

① 多様な人財を包摂し、誰もが活躍し続けられる多様な働き方、労働環境・条件
※雇用の確保・労働継続のあり方と「ワーク・ライフ・バランス」は表裏一体

② 職場の実態把握、働く者の理解が重要

11

２２．．ＪＪＲＲがが「「成成しし遂遂げげたたいい改改革革」」とと「「実実現現ししたたいい産産業業のの姿姿」」
22--44 働働くく者者がが安安心心をを基基礎礎にに意意欲欲高高くく業業務務をを遂遂行行しし、、変変革革をを推推進進ででききるる環環境境づづくくりり

((22)) 職職場場内内、、組組織織内内、、組組織織間間ののココミミュュニニケケーーシショョンンがが溢溢れれるる労労働働環環境境のの創創出出

⇒ 数十万人が重層的に働くＪＲ産業で、円滑なコミュニケーションは基盤

((33))  「「オオーールルＪＪＲＲ」」ででのの「「変変化化にに対対応応ででききるる人人財財」」のの育育成成

((44))  健健康康管管理理・・安安全全をを前前提提にに、、産産業業全全体体をを意意識識ししたた業業務務遂遂行行体体制制構構築築のの必必要要性性

① 職職場場起起点点でで持持続続性性ののああるる業業務務遂遂行行体体制制、、要要員員体体制制をを構構築築すするる必必要要ががああるる

② 労働時間や業務量、業務の進め方等の実態の把握、要員の査定と配置を疎かにしない

③ ととりりわわけけググルルーーププ・・協協力力会会社社、、ささららにに取取引引先先ななどどＪＪＲＲ産産業業全全体体をを意意識識ししたた丁丁寧寧なな対対応応がが重重要要

ＪＲ連合
JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERAITION

２２．．ＪＪＲＲがが「「成成しし遂遂げげたたいい改改革革」」とと「「実実現現ししたたいい産産業業のの姿姿」」
22--33 公公共共性性のの高高いい不不変変のの役役割割ででああるる輸輸送送ササーービビススをを持持続続的的にに提提供供しし、、

全全員員参参画画型型社社会会をを創創るるたためめのの環環境境づづくくりり

(1) より良い地域公共交通サービスを創り、活用する
⇒ 実態を踏まえた最適な交通モードの模索
… 鉄道特性の発揮の可否、クロスセクター効果の検証、

健康・福祉・教育への影響、交通・経済弱者への配慮、
多様性を包摂する「全員参画型社会」形成、総合政策の推進！

(2) 移動や輸送を過度に車に依存する社会をあらためる
⇒ 総合的で中長期的な視点にも基づく政策展開が必要

10

（▲出典：近畿運輸局ＨＰ）

（▼出典：日本経済新聞ＨＰ）

ＪＲ連合
JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERAITION

(3) 地域におけるすべての関係者が、役割分担と協働
⇒責任を持ち役割を継続的に果たす営みが不可欠

⇒ 鉄道を活かす手法として、上上下下分分離離方方式式等等、
「「官官」」「「民民」」連連携携手手法法のの有有効効活活用用、、複複数数のの交交通通
モモーードドのの棲棲分分けけやや連連携携・・協協働働にによよるる新たな形の構築等

第２部 ＪＲ連合からの「提言」提起ＪＲ連合結成30周年記念シンポジウム
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つ
い
て
、
社
員
を
管
理
す
る
う
え
で
は
非

効
率
だ
と
言
う
人
も
い
ま
す
。
社
員
は
、

様
々
な
事
情
や
背
景
を
抱
え
て
い
ま
す

が
、
ま
ず
話
し
合
う
こ
と
や
、
と
き
に
は

説
得
も
必
要
で
し
ょ
う
。
一
緒
に
や
っ
て

い
く
中
で
力
を
発
揮
で
き
る
、
そ
ん
な
職

場
環
境
が
必
要
で
す
。
こ
こ
に
労
働
組
合

の
果
た
す
役
割
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
施

策
の
推
進
に
は
、
職
場
の
実
態
把
握
と
働

く
者
の
理
解
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
大
切

な
基
盤
で
す
。
Ｊ
Ｒ
産
業
は
、Ｊ
Ｒ
７
社
、

グ
ル
ー
プ
会
社
、
協
力
会
社
な
ど
多
重
構

造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
意
志
疎
通
が
希
薄

に
な
れ
ば
、
致
命
的
な
事
態
が
生
ま
れ
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
西
日
本
や

Ｊ
Ｒ
東
海
は
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
や
確
認
会
話

を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
が
、
働
く
者
こ
そ

が
課
題
を
理
解
・
把
握
し
て
い
ま
す
し
、

働
く
者
の
知
恵
や
感
覚
、
思
い
を
会
社
と

組
合
が
そ
れ
ぞ
れ
把
握
す
る
努
力
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
正
し
い
情
報
に
基

づ
く
判
断
を
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョン
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
私
鉄
で
行
っ
て
い
る
よ
う
に
、

退
職
者
も
含
め
オ
ー
ル
Ｊ
Ｒ
で
人
財
の
確

保
や
育
成
を
行
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。
健
康
管
理
や
安
全
に
つ
い
て
も
職

場
起
点
で
、
労
働
時
間
や
業
務
の
進
め
方

を
把
握
し
な
が
ら
の
丁
寧
な
対
応
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

さ
て
、
最
後
の
五
つ
目
の
提
言
（
２

−

５
）
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
Ｊ
Ｒ
も

産
業
と
し
て
協
力
・
協
働
す
る
必
要
性
が

強
く
顕
在
化
し
ま
し
た
。
他
の
産
業
は
、

常
設
の
業
界
団
体
が
あ
り
、
高
い
視
座
を

持
っ
て
労
使
連
携
の

下
、
ロ
ビ
ー
活
動
な

ど
実
効
性
の
あ
る
政

策
を
推
進
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
Ｊ
Ｒ

に
は
こ
の
よ
う
な
団

体
が
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
今
こ
そ
総

結
集
し
、
産
業
政
策

を
確
立
し
、
政
府
や

政
治
に
働
き
か
け
、

社
会
へ
発
信
す
べ
き

だ
と
考
え
ま
す
。
Ｊ

Ｒ
連
合
は
、
Ｊ
Ｒ
各

社
に
と
っ
て
職
場
の

実
態
を
把
握
す
る
、

将
来
を
共
に
創
る
良

き
パ
ー
ト
ナ
ー
で

す
。
ま
た
、
労
使
が

「
Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
」

と
な
り
、
連
携
・
協

働
し
、
激
動
の
時
代

を
生
き
抜
い
て
い
く

決
意
で
す
。

Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
は
、
産
業
と
し
て
ま
だ

ま
だ
大
き
な
伸
び
し
ろ
を
持
っ
て
い
ま

す
。
で
き
る
こ
と
、
や
る
べ
き
こ
と
は
多

く
あ
り
、
そ
の
使
命
を
果
た
し
て
い
き
た

い
。
こ
こ
に
お
集
ま
り
の
皆
さ
ん
、
会
社
、

行
政
、
Ｊ
Ｒ
連
合
の
仲
間
、
ま
た
連
合
に

加
盟
し
て
い
な
い
働
く
仲
間
、
す
べ
て
の

関
係
者
と
「
Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
」
と
な
り
、

社
会
に
貢
献
し
続
け
る
、
強
く
し
な
や
か

な
Ｊ
Ｒ
産
業
を
創
っ
て
い
き
た
い
と
考
え

ま
す
。
以
上
が
Ｊ
Ｒ
連
合
か
ら
の
提
言
で

す
。

第２部 ＪＲ連合からの「提言」提起

２２．．ＪＪＲＲがが「「成成しし遂遂げげたたいい改改革革」」とと「「実実現現ししたたいい産産業業のの姿姿」」
22--55 ＪＪＲＲ各各社社おおよよびび労労使使がが「「ＯＯＮＮＥＥ ＴＴＥＥＡＡＭＭ」」ととななっったた連連携携・・協協働働

(1)コロナ禍で産業として一体的に考え、協力・協働する必要性が強く顕在化

＜必要な取り組み例＞

①一体となって産業政策を確立し、政府や政治への働き掛け、社会発信を行う
ことで、鉄道業界への理解が深まり、予算や税制などの要望実現に繋げる

②営業戦略、技術開発、共同購入、人材の育成や交流など、各社の資源や能力
を結集し、スケールメリットを活かしＪＲ産業の発展に繋げる

⇒ １つの効果的手法として常設の業界団体設置を提案

12
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(2) ＪＲ労働界も一体とはなれておらず、「総結集」を目指す
⇒ＪＲ連合は、ＪＲ各社にとって、グループを含めた職場の実態を最も

的確に把握し、地域とつながる社会的な強みも持つ、ＪＲ産業の将来
をともに創る最も有用なパートナー！

(3) ＪＲ各社および労使が「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」となって
連携・協働し激動の時代を生き抜いていく！

◆さいごに
ＪＲグループは、産業として極めて大きなポテンシャルを持っている。

⇒ まだまだ日本と地域の社会・経済活動に貢献
できる大きな‘伸びしろ’を持っている

⇒ 次なる30年後を見据えて、私たちにできること、
やるべきことは多くある

私たちはこれまで、コロナ禍で苦しい中でも、矜持を持って
仕事をし、産業・社会を支え、そして支えられてきた
⇒ これからも、提言に示した可能性と使命を胸に、

誇りと自信をもって、未来を切り拓いていこう！
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連携・連帯して頂いている「働く仲間」、会社、行政、政治、
すべての関係者とともに「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」となって、社会に
貢献し続ける、強くしなやかなＪＲ産業を創っていきたい！


