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第１部　基調講演

私
の
専
門
が
労
使
関
係
で
、
最
近
は
物

流
の
２
０
２
４
年
問
題
で
お
話
を
す
る
機
会

が
多
い
の
で
す
が
、
他
に
も
色
々
な
産
業
の

労
使
関
係
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

こ
れ
ま
で
男
性
し
か
い
な
か
っ
た
Ｊ
Ｒ
の
職

場
に
女
性
が
入
っ
て
き
た
と
き
、
職
場
が
ど

う
変
わ
っ
て
い
く
の
か
を
、
女
性
の
運
転
士

さ
ん
の
お
話
な
ど
を
交
え
て
研
究
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、航
空
業
界（
Ａ
Ｎ
Ａ
）に
お
い
て
、

コ
ロ
ナ
禍
で
パ
イ
ロッ
ト
な
ど
の
雇
用
を
ど
の

よ
う
に
守
っ
て
き
た
か
を
国
際
比
較
し
な
が

ら
研
究
し
ま
し
た
。

今
日
は
そ
う
し
た
他
産
業
の
話
も
含
め

な
が
ら
、
雇
用
情
勢
の
変
化
に
ど
う
労
働

組
合
は
対
応
し
て
い
く
べ
き
か
を
お
話
し
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
雇
用
情
勢

最
近
で
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
変
化
が
結
構

あ
り
ま
す
。
テ
レ
ワ
ー
ク
の
普
及
、働
き
方
、

働
く
意
識
の
変
化
な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た
業
界
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
中
で
も
Ａ
Ｎ
Ａ
や
Ｊ
Ｒ
な

ど
の
交
通
機
関
の
被
害
は
甚
大
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
鉄
道
各
社
は
列
車
運
行
を
取
り

や
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
況
の
中
で
業
績

が
悪
化
し
、
人
財
の
流
出
も
激
し
く
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。Ａ
Ｎ
Ａ
も
離
職
率
が
高
ま
り
、

退
職
し
た
人
た
ち
が
戻
っ
て
こ
な
い
。
あ
れ

だ
け
の
人
気
企
業
だ
っ
た
の
が
、
採
用
も
ま

ま
な
ら
な
い
状
態
と
な
り
ま
し
た
。

一
方
、
す
で
に
日
本
全
体
が
２
０
１
０
年

代
の
半
ば
か
ら
始
ま
っ
た
深
刻
な
人
手
不
足

に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
人

手
が
余
る
よ
う
に
な
り
、
一
度
は
収
束
し
た

の
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
が
明
け
る
と
と
も
に

再
び
人
手
不
足
に
陥
って
い
る
状
況
に
な
って

い
ま
す
。

政
府
は
転
職
支
援
や
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
の
推

進
を
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
き
ち
ん
と

理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
か
な
り
疑

問
が
残
り
ま
す
。

人
手
不
足
の
原
因
と
し
て
の
人
口
減
少

に
つ
い
て
の
解
説
と
、
離
職
率
と
流
動
化

が
本
当
に
進
ん
で
い
る
の
か
ど
う
か
、
そ

し
て
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
が
ど
の
よ
う
に
促
進

さ
れ
て
い
く
の
か
。
ま
た
こ
れ
ら
の
問
題

に
労
働
組
合
は
ど
う
取
り
組
ん
で
い
く
べ

き
か
を
私
な
り
に
説
明
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

雇
用
情
勢
の
変
化
へ
の
対
応
と

労
働
組
合
の
役
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生
産
年
齢
人
口
の
減
少
が
問
題

ま
ず
人
手
不
足
・
人
口
減
少
に
つ
い
て
で

す
。
コ
ロ
ナ
禍
前
か
ら
起
き
て
い
る
人
手
不

足
で
す
が
、
最
も
大
き
な
原
因
が
人
口
減

少
な
の
は
確
か
で
し
ょ
う
。
こ
の
図
の
デ
ー
タ

は
１
９
５
０
年
か
ら
２
０
２
２
年
、
そ
し
て

将
来
の
推
計
値
で
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
日

本
の
人
口
を
年
齢
別
に
三
つ
の
層
に
分
け
て
、

真
ん
中
が
「
生
産
年
齢
人
口
」
と
呼
ば
れ

る
15
歳
か
ら
64
歳
ま
で
。
上
が
65
歳
以
上
、

下
が
15
歳
未
満
で
、
三
つ
を
合
わ
せ
る
と
日
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い
ま
す
。
当
然
人
手
不
足
も
起
き
て
く
る

わ
け
で
す
。

こ
れ
が
就
業
者
は
増
え
て
い
る
の
に
人
手

不
足
と
な
っ
て
い
る
理
由
で
す
。
そ
の
中
身

は
女
性
と
高
齢
者
の
割
合
が
増
え
て
い
る
こ

と
な
の
で
す
。

た
だ
、
高
齢
者
と
女
性
の
就
業
も
そ
ろ
そ

ろ
頭
打
ち
だ
ろ
う
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
厚
生
労
働
省
が
目
を
付
け
た
の
が
「
就

業
希
望
者
」と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
す
。「
今

は
働
い
て
い
な
い
け
れ
ど
就
業
を
希
望
し
て

い
る
」
人
た
ち
で
す
。
就
職
活
動
を
し
て
い

な
い
の
で
失
業
者
に
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
「
潜
在
的
失
業
者
」
と
呼
ば
れ
た
り

し
ま
す
。
こ
う
し
た
層
が
１
０
０
万
人
以
上

い
る
の
で
、
環
境
さ
え
整
え
ば
働
く
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。

で
は
、
ど
う
し
て
こ
の
層
は
働
い
て
い
な
い

の
か
。
彼
ら
に
「
ど
う
し
た
ら
働
き
ま
す

か
」
と
い
う
質
問
を
す
る
と
、
回
答
と
し
て

多
か
っ
た
の
が
「
労
働
時
間
」
の
問
題
で
し

た
。
多
く
は
「
長
い
時
間
は
働
け
な
い
」
と

い
う
も
の
で
す
。

働
き
手
の
希
望
は
労
働
の
時
短
が
中
心

労
働
力
の
年
齢
層
の
変
化
で
、
１
９
７
０

年
代
か
ら
２
０
２
０
年
ま
で
を
見
ま
す
と
、

１
９
７
０
年
代
の
労
働
市
場
で
は
25
歳
か
ら

59
歳
の
男
性
が
最
も
多
か
っ
た
の
で
す
。
そ

の
た
め
、
こ
の
人
た
ち
を
中
心
に
労
務
管
理

も
う
一
つ
、
中
長
期
の
キ
ャ
リ
ア
で
見
て
も
、

女
性
の
増
加
で
起
こ
る
こ
と
と
し
て
は
出
産

育
児
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。「
育
児
の
た
め

に
１
年
間
休
み
た
い
」
と
い
う
人
は
男
性
で

も
増
え
て
い
ま
す
が
、「
介
護
の
た
め
に
半
年

間
休
職
し
た
い
」
と
い
う
よ
う
な
希
望
に
も

応
え
る
必
要
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は

定
年
ま
で
働
き
続
け
る
の
が
当
た
り
前
だ
っ

た
時
代
か
ら
一
度
キ
ャ
リ
ア
ブ
レ
イ
ク
（
小

休
止
期
間
）
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。働

く
女
性
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
共

働
き
世
帯
が
増
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
。
実
際
に
１
９
８
０
年
代
は
専
業
主
婦

世
帯
の
方
が
多
か
っ
た
の
が
、
２
０
０
０
年

以
降
は
共
働
き
世
帯
の
方
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。
共
働
き
が
当
た
り
前
に
な
って
20
年

が
経
つ
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
で
何
が
問
わ

れ
る
か
と
い
う
と
、
育
児
や
介
護
、
家
事
な

ど
と
仕
事
と
が
両
立
で
き
な
い
と
働
け
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
夜
勤
を
含
む
長

時
間
労
働
や
突
発
的
な
呼
び
出
し
、
転
勤

な
ど
は
難
し
い
と
さ
れ
ま
す
。
企
業
は
、
こ

れ
ら
へ
の
対
応
も
問
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

今
は
不
景
気
で
も

求
人
倍
率
１
を
割
ら
な
い

一
般
的
に
は
人
手
不
足
は
有
効
求
人
倍

率
と
い
う
数
値
で
把
握
し
ま
す
。
有
効
求

本
の
総
人
口
に
な
り
ま
す
。

働
く
人
が
減
って
い
る
の
は
こ
の
真
ん
中
の

層
が
減
少
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
生
産
年
齢

人
口
の
ピ
ー
ク
は
１
９
９
５
年
で
、
そ
こ
か
ら

２
０
０
０
年
ま
で
ほ
ぼ
横
ば
い
、
そ
し
て一気

に
減
り
は
じ
め
ま
す
。
こ
の
20
年
で
ど
れ
だ

け
減
っ
た
か
と
い
う
と
、
１
２
０
０
万
人
ぐ
ら

い
で
、
つ
ま
り
東
京
の
人
口
と
同
じ
程
の
労

働
者
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

就
業
者
数
は
増
加
傾
向
に
あ
る

人
手
不
足
と
言
わ
れ
て
い
て
も
、
実
は
就

業
者
数
は
増
え
て
い
ま
す
。
人
口
は
減
っ
て

い
ま
す
が
「
労
働
力
率
」
が
増
加
し
て
い

る
の
で
す
。
で
は
、
誰
が
働
く
よ
う
に
な
っ

た
の
か
。
明
ら
か
に
女
性
と
高
齢
者
で
す
。

65
歳
ま
で
定
年
延
長
す
る
企
業
が
増
え
、

高
齢
者
を
雇
用
す
る
企
業
も
増
え
、
ま
た
、

あ
ら
ゆ
る
職
場
で
働
く
女
性
も
増
え
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
疑
問
を
持
た
れ
る
で
し
ょ
う
。

就
業
者
は
減
っ
て
い
な
い
の
に
な
ぜ
人
手

が
不
足
し
て
い
る
の
か
。

こ
の
疑
問
に
答
え
る
の
が
「
年
間
総
実
労

働
時
間
数
」
と
い
う
デ
ー
タ
で
す
。
就
業

者
全
体
が
年
間
で
何
時
間
働
い
た
か
の
平
均

値
で
す
。
さ
ら
に
こ
の
数
値
に
就
業
者
数
を

掛
け
た
数
値
が
国
内
全
体
の
労
働
量
を
示

し
て
い
て
、こ
れ
は
確
実
に
下
が
って
い
ま
す
。

１
９
９
０
年
よ
り
も
15
％
ぐ
ら
い
減
っ
て
い
る

の
で
、
１
割
以
上
国
内
の
労
働
量
が
減
っ
て

を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
こ
の
層
は
２
０
０
０
年

頃
を
境
に
下
が
っ
て
い
き
、
逆
に
増
え
て
き

た
の
が
25
歳
か
ら
59
歳
の
女
性
で
す
。
も
う

一
つ
増
え
て
い
る
の
が
、60
歳
以
上
の
男
女
。

な
お
15
歳
か
ら
24
歳
の
若
年
層
は
ず
っ
と
低

い
ま
ま
で
推
移
し
て
い
ま
す
。

女
性
や
高
齢
者
が
増
え
る
と
ど
う
な
る

か
。
一
つ
は
先
ほ
ど
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

短
時
間
労
働
を
希
望
す
る
人
が
増
え
て
い

き
ま
す
。
１
日
に
５
時
間
だ
け
働
き
た
い
と

か
、
あ
る
い
は
１
週
間
に
３
日
間
だ
け
働
き

た
い
と
い
う
希
望
を
持
つ
人
が
増
え
ま
す
。
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人
倍
率
が
２
で
あ
っ
た
ら
、
こ
れ
は
２
社
が

１
人
の
労
働
者
を
取
り
合
う
状
況
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
１
社
は
求
人
を
採
用

で
き
な
い
わ
け
で
す
か
ら
人
手
不
足
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
世
の
中
が
景
気
の
い
い
状
態

の
と
き
に
起
こ
り
ま
す
。
景
気
が
悪
く
な

る
と
数
値
が
下
が
る
の
で
す
。
逆
に
有
効
求

人
倍
率
が
１
を
割
る
と
、
今
度
は
労
働
者

が
企
業
か
ら
拒
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

解
雇
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
で
し
ょ
う
。リ
ー

マ
ン
シ
ョッ
ク
の
と
き
に
は
0
・
5
を
割
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
か
な
り
厳
し
い
状
況
で
し
た
。

て
、
新
し
く
入
っ
て
き
た
女
性
だ
け
が
仕
事

と
家
庭
を
両
立
さ
せ
た
働
き
方
を
し
て
い
る

場
合
、
昇
給
や
賃
金
で
格
差
を
つ
け
て
い
く

し
か
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
今

度
は
女
性
の
側
に
も
不
満
が
溜
ま
って
い
く
。

つ
ま
り
男
性
も
含
め
て
従
来
モ
デ
ル
か
ら
の

脱
却
を
図
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
。

給
与
体
系
の
改
善
が

長
時
間
労
働
解
消
の
カ
ギ

長
時
間
労
働
の
問
題
と
い
う
の
は
賃
金
問

題
と
表
裏
一
体
な
の
で
す
。
労
働
時
間
を

短
く
す
る
に
は
、
あ
わ
せ
て
基
本
給
を
上
昇

さ
せ
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

さ
ら
に
短
時
間
労
働
や
短
時
間
勤
務
で

は
、
労
働
者
の
希
望
に
対
応
で
き
る
勤
務
シ

フ
ト
が
組
め
る
か
ど
う
か
も
大
切
で
す
。
例

外
的
な
人
た
ち
だ
け
の
た
め
に
シ
フ
ト
を
作

る
の
か
、
柔
軟
に
誰
で
も
入
れ
る
よ
う
な
シ

フ
ト
に
す
る
の
か
。

短
時
間
勤
務
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
多

く
の
企
業
で
制
度
が
あ
る
は
ず
で
す
。
と
い

う
の
も
育
児
休
業
法
で
定
め
ら
れ
て
い
て
、

育
児
で
の
休
暇
か
ら
復
帰
し
た
後
、
短
時

間
勤
務
を
利
用
し
た
い
と
い
う
女
性
が
多

く
、
そ
れ
を
利
用
し
て
キ
ャ
リ
ア
も
実
現
さ

せ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
す
。
こ
こ
で
も
問
わ
れ

る
の
は
、
男
性
が
ど
れ
だ
け
利
用
し
て
い
る

か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
育
児
だ
け
で
な
く
、

色
々
な
理
由
で
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
く
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
ド
イ
ツ
で
は
、

理
由
を
問
わ
ず
希
望
す
れ
ば
誰
で
も
短
時

間
労
働
を
利
用
で
き
る
し
く
み
が
法
律
と

し
て
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
裁
判
官
や
外
交

官
、
会
社
の
管
理
職
な
ど
も
手
を
あ
げ
て

利
用
し
て
い
る
の
で
す
。
大
学
に
戻
っ
て
勉

強
し
た
い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
た
い
な

ど
色
々
な
理
由
で
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
同

じ
よ
う
な
希
望
を
持
つ
人
は
日
本
で
も
潜
在

的
に
多
い
は
ず
な
の
で
、
今
後
こ
う
いっ
た
勤

務
シ
フ
ト
を
き
ち
ん
と
構
築
で
き
る
か
ど
う

か
も
問
わ
れ
て
い
き
ま
す
。

公
平
な
制
度
の
構
築
を

短
時
間
勤
務
、
短
日
数
勤
務
で
問
題
に

な
る
の
が
「
均
等
待
遇
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
す
。
働
き
方
の
異
な
る
両
者
に
お
い
て
、

例
え
ば
短
時
間
勤
務
の
人
が
時
間
を
か
け

て
通
常
勤
務
の
人
と
同
じ
労
働
量
を
こ
な

せ
ば
同
じ
よ
う
に
昇
進
し
、
昇
給
で
き
る
、

そ
う
し
た
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
な
ど
を

指
し
ま
す
。
短
時
間
勤
務
の
人
が
永
久
に

昇
進
、
昇
給
が
な
い
と
な
る
と
、
や
は
り
希

望
者
は
半
減
す
る
で
し
ょ
う
。

育
児
休
暇
を
取
って
復
帰
し
た
女
性
た
ち

が
き
ち
ん
と
管
理
職
に
な
っ
て
い
る
の
か
ど

う
か
。
労
働
組
合
は
そ
う
し
た
こ
と
に
も

発
言
し
て
い
く
べ
き
で
す
。
管
理
職
に
占
め

る
女
性
比
率
の
目
標
値
を
労
働
組
合
か
ら

第１部　基調講演

と
こ
ろ
が
コ
ロ
ナ
禍
の
と
き
に
は
、
数
値
は

下
が
って
い
る
の
に
１
を
割
って
い
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
今
日
で
は
景
気
が
悪
く
な
っ
て
も
１

人
に
一
つ
以
上
の
仕
事
が
あ
る
た
め
、
人
手

不
足
と
な
って
し
ま
って
い
る
の
で
す
。

ピ
ン
チ
を
労
働
組
合
の
チ
ャ
ン
ス
に

今
後
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
一
番
人
手

が
あ
る
時
期
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る

と
余
裕
の
あ
る
時
期
に
何
を
し
た
ら
い
い
か

を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。
実
は
、
私
は

あ
ま
り
悲
観
し
て
い
ま
せ
ん
。
人
手
不
足
で

あ
れ
ば
労
働
条
件
を
改
善
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
し
、
賃
金
も
上
げ
る
こ
と
が
可
能
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン

ス
に
変
え
、
労
働
組
合
が
賃
上
げ
、
労
働

条
件
の
改
善
を
獲
得
す
れ
ば
、
労
働
組
合

の
存
在
価
値
が
高
ま
り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
省
人
化
の
技
術
が
進
む

中
で
、
魅
力
的
な
労
働
条
件
を
ど
う
担
保

で
き
る
か
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
す
。
例
え

ば
、
転
勤
や
長
時
間
労
働
を
当
た
り
前
と

と
ら
え
る
職
場
か
ら
の
脱
却
、
育
児
休
暇
や

介
護
休
暇
な
ど
の
制
度
の
充
実
、
そ
う
し

た
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
。
た
だ
、
こ

れ
ら
の
魅
力
が
女
性
だ
け
を
対
象
と
し
て
い

て
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
男
性
の
労
働

者
も
ま
た
従
来
の
働
き
方
か
ら
脱
却
で
き

て
い
る
か
ど
う
か
も
大
切
な
の
で
す
。
男
性

は
今
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
働
き
方
を
し
て
い
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求
め
て
い
く
。
さ
ら
に
は
、
同
一
労
働
同
一

賃
金
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
で
き
ま
し
た
が
、

正
社
員
と
非
正
規
社
員
と
で
は
同
一
の
労

働
を
し
て
い
な
い
こ
と
も
多
く
、
そ
れ
な
ら

ば
同
一
賃
金
で
な
く
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
い

う
合
理
性
が
担
保
さ
れ
た
り
も
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
高
度
な
ス
キ
ル
を
も
つ
労
働

者
が
定
年
後
に
同
じ
労
働
を
継
続
し
て
行
っ

て
い
て
も
賃
金
が
下
が
る
こ
と
も
起
こっ
て
い

ま
す
。
い
く
つ
も
の
裁
判
が
起
き
て
い
ま
す
。

こ
う
いっ
た
こ
と
は
労
使
で
話
し
合
っ
て
い
か

な
い
と
、
今
後
さ
ら
に
増
え
て
い
く
例
で
す

の
で
、
収
拾
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね

ま
せ
ん
。
企
業
の
側
も
、
高
齢
者
の
活
用
に

つ
い
て
は
、
彼
や
彼
女
ら
の
技
術
力
に
期
待

し
て
い
る
部
分
も
あ
る
は
ず
な
の
で
、
そ
こ

は
大
切
な
の
で
は
な
い
か
と
思
って
い
ま
す
。

雇
用
の
流
動
化
は
本
当
か

雇
用
流
動
化
に
つ
い
て
も
話
し
て
お
き
ま

す
。
い
ま
、
国
の
中
で
雇
用
の
流
動
化
が
激

し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
ど
ん

ど
ん
転
職
し
て
い
く
社
会
に
な
る
の
だ
、
と
。

し
か
し
、
統
計
の
数
字
の
う
え
で
は
あ
ま

り
流
動
化
し
て
い
る
と
確
認
は
で
き
て
い
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、
入
職
率
、
離
職
率
の
推

移
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
、
１
９
６
０
年
代

は
入
職
率
、
離
職
率
共
に
高
い
数
値
に
な
っ

て
い
て
、
つ
ま
り
は
転
職
が
多
か
っ
た
わ
け
で

す
。
そ
れ
が
70
年
頃
か
ら
長
期
安
定
雇
用

上
が
って
く
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
グ
ラ
フ
で

は
ほ
と
ん
ど
横
ば
い
状
態
で
、
と
て
も
上
が
っ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
う
な
る
と
、
日

本
の
転
職
率
は
そ
れ
ほ
ど
上
が
って
い
な
い
と

言
え
る
わ
け
で
す
。

転
職
に
魅
力
を
感
じ
て
も

踏
み
出
せ
な
い
理
由

で
は
転
職
と
い
う
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
て

い
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
と
示

す
デ
ー
タ
も
あ
り
ま
す
。
転
職
希
望
者
と

い
う
デ
ー
タ
で
、
直
近
で
は
男
女
と
も
に
少

し
ず
つ
上
が
って
い
ま
す
。
た
だ
２
０
２
０
年

に
か
け
て
の
も
の
な
の
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響

の
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
ち
ょっ
と
割
り
引

い
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
転
職
を
簡
単
に
し

な
い
か
と
い
う
と
、
や
は
り
転
職
に
よ
って
所

得
が
減
少
す
る
た
め
で
し
ょ
う
。
転
職
に
よ

る
生
涯
所
得
の
推
移
の
デ
ー
タ
を
見
て
い
た

だ
き
た
い
の
で
す
が
、
転
職
し
な
い
人
を
１

と
し
た
場
合
、
一
回
で
も
転
職
し
た
人
の
生

涯
所
得
の
減
少
率
を
見
た
も
の
で
す
。
転

職
し
た
時
期
を
25
歳
か
ら
５
歳
刻
み
で
示
し

て
い
ま
す
が
、
若
い
時
だ
と
そ
れ
ほ
ど
大
き

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
転
職
年
齢
で
は
、40
歳
、

45
歳
の
と
こ
ろ
が
最
も
減
少
率
が
大
き
く
な

り
ま
す
。

こ
こ
で
明
確
な
の
は
、
１
９
８
９
年
の
デ
ー

タ
と
２
０
１
９
年
の
デ
ー
タ
を
比
べ
る
と
、
減

少
率
は
大
幅
に
小
さ
く
な
っ
て
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
は
転
職
に
よ
る
不

利
益
は
減
って
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

傾
向
が
続
く
と
、
転
職
者
は
増
え
て
い
く
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。

転
職
者
が
増
え
て
い
く
と
し
た
ら
、
企
業

は
ど
う
や
っ
て
中
途
採
用
を
行
う
べ
き
か
を

考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
何
を
求
め
て
い

る
か
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

転
職
希
望
者
に
聞
い
て
み
ま
す
と
、
仕
事

内
容
・
職
種
に
満
足
で
き
る
と
い
う
項
目
が

と
い
う
の
が
広
ま
り
、
入
職
率
、
離
職
率
共

に
下
が
って
い
き
、
い
ま
に
至
る
ま
で
ず
っ
と一

定
し
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
１
９
９
０
年
か
ら
30
年
間
の
転
職

率
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
り
ま
す
。
は
っ
き
り

し
て
い
る
の
は
、
非
正
規
労
働
者
の
方
の
転

職
率
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
、
非
正
規
労
働
者
は
増
加
傾
向
に

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
転
職
率
に
つ
い
て
い
え

ば
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
も
高
い
の
は
確
か

で
す
。
そ
の
女
性
の
労
働
者
も
増
え
て
い
る
。

そ
う
な
る
と
、
雇
用
者
全
体
の
転
職
率
は
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男
女
と
も
に
高
い
比
率
で
あ
り
、
次
に
労
働

条
件
が
あ
が
っ
て
い
て
、
賃
金
が
高
い
か
ど

う
か
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
彼

や
彼
女
に
合
っ
た
仕
事
内
容
、
そ
し
て
労
働

条
件
を
ど
う
や
っ
て
提
供
し
て
い
く
か
を
考

え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

雇
用
の
流
動
化
、
終
身
雇
用
の
崩
壊
、
日

本
型
雇
用
の
終
結
な
ど
は
、
実
は
１
９
７
０

年
代
か
ら
言
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
な
の
で

す
。
繰
り
返
し
出
て
く
る
話
で
あ
り
、
今

も
な
お
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
逆
に

日
本
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
は
そ
う
簡

単
に
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
現
実
と
し

て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
って
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
大
き
な
流
れ
と
し
て
離
職
率

が
高
く
な
っ
て
い
き
、
人
手
不
足
も
激
し
く

な
る
の
は
確
か
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
企
業

と
し
て
は
日
本
型
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
則
っ
た

工
夫
を
し
て
い
く
一
方
で
、
中
途
採
用
を
し

て
い
く
た
め
の
工
夫
も
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
で
す
と
、
グ
ル
ー
プ
内
で
の
人
財
の
プ
ー

ル
を
考
え
た
り
、
企
業
を
横
断
し
て
も
技

能
な
ど
の
ス
キ
ル
を
持
つ
人
を
評
価
し
確
保

す
る
し
く
み
を
、
労
働
組
合
の
方
か
ら
提

案
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

ジ
ョ
ブ
型
雇
用
は
流
行
り
も
の
な
の
か

ジ
ョ
ブ
型
雇
用
も
注
目
さ
れ
て
い
て
、
宣

言
す
る
企
業
も
出
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、

ど
う
も
内
容
的
に
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
、

昔
な
が
ら
の
日
本
型
雇
用
、こ
れ
を
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
型
と
呼
び
ま
す
が
、
こ
ち
ら
が
強
く

出
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
ジ
ョ
ブ
に
よ
っ
て
採

用
、
賃
金
、
昇
進
な
ど
も
決
ま
る
は
ず
が
、

そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
大
学
生

の
新
規
採
用
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
ジ
ョ
ブ

型
で
は
な
い
と
も
言
え
ま
す
。

ジ
ョ
ブ
型
を
標
榜
す
る
目
的
は
何
な
の

か
と
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
流
行
に
流
さ
れ

ず
、
自
社
に
必
要
な
も
の
は
何
か
と
い
う

空
港
の
検
査
所
に
配
備
さ
れ
、
誘
導
す
る

仕
事
を
担
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。

た
だ
、
こ
の
時
に
そ
れ
ま
で
誘
導
の
業
務

は
下
請
け
の
人
た
ち
が
こ
な
し
て
い
た
た
め
、

下
請
け
の
会
社
の
雇
用
は
失
わ
れ
た
の
で

す
。
Ａ
Ｎ
Ａ
の
従
業
員
の
雇
用
は
守
ら
れ
た

け
れ
ど
、
子
会
社
や
下
請
け
、
非
正
規
の

雇
用
ま
で
守
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
厳
し
い
不
景
気
の
際

に
す
べ
て
の
人
の
雇
用
を
守
る
こ
と
は
不
可

能
で
す
し
、
や
む
を
得
な
い
時
も
あ
る
と
は

思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
を
労
働
組

合
も
認
識
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
労
働
組
合
だ
け
で
は
守
れ

な
い
雇
用
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
う

え
で
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
企
業
内
だ
け
で
な
く
産
業

内
で
雇
用
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
を
考

え
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
社
で
無
理

な
ら
、
他
に
転
職
し
て
で
も
働
け
る
場
を
確

保
し
て
い
く
。
そ
ん
な
制
度
を
労
働
組
合

も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
と
も
思
い
ま
す
。

世
の
中
の
情
勢
の
変
化
を
察
知
し
て
ど

の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
を
考
え
る
と
と

も
に
、
労
働
組
合
と
し
て
ど
う
し
た
い
の

か
、
ど
の
よ
う
に
変
え
た
い
か
を
主
体
的

に
考
え
て
発
信
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
労
働

組
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
役
割
も
期
待
し

て
い
ま
す
。

こ
と
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
自
ず
と
導

入
す
る
制
度
も
決
ま
る
は
ず
で
す
。
そ
れ

は
ジ
ョ
ブ
型
で
あ
る
と
か
メ
ン
バ
ー
シ
ッ

プ
型
で
あ
る
と
か
、
型
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
柔
軟
に
色
々
な
シ
ス
テ
ム
か
ら

学
ん
だ
も
の
を
取
り
入
れ
て
い
け
ば
い
い

で
し
ょ
う
。
人
事
制
度
は
流
行
に
左
右
さ

れ
や
す
い
の
で
、
そ
の
点
は
注
意
し
た
ほ

う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

労
働
組
合
に
期
待
す
る
こ
と

最
後
に
労
働
組
合
の
役
割
に
つ
い
て
お
話

し
し
て
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
賃

金
体
系
や
労
働
時
間
の
問
題
な
ど
も
指
摘

し
ま
し
た
が
、そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

女
性
や
高
齢
者
だ
け
で
な
く
男
性
の
労
働

者
も
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
が
で
き
て

い
る
よ
う
な
働
き
方
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ

れ
を
労
働
組
合
に
こ
そ
チ
ェッ
ク
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
均
等
待
遇
も
そ
う
で
す
が
、
公

平
性
の
確
保
こ
そ
が
労
働
組
合
の
得
意
と
す

る
と
こ
ろ
の
は
ず
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
と
も
格

差
を
つ
け
た
り
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
科
し
た
り
す

る
ケ
ー
ス
の
合
理
性
を
見
直
し
て
、
労
使
で

話
し
合
って
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
労
働
組
合
が
組
合
員
の
雇
用
を

守
る
た
め
奮
闘
し
て
い
る
の
は
確
か
で
、
例

え
ば
コ
ロ
ナ
禍
の
際
、
Ａ
Ｎ
Ａ
の
労
働
組
合

な
ど
は
必
死
に
行
動
し
て
、
整
理
解
雇
は

発
生
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
乗
務
員
た
ち
が

第１部　基調講演


