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１
．
研
究
の
目
的

　

こ
れ
ま
で
の
様
々
な
調
査
で
、
残
業
を
す

る
理
由
の
第
一
位
は
「
所
定
労
働
時
間
内
で

は
片
づ
か
な
い
仕
事
量
だ
か
ら
（
以
下
「
業

務
量
が
多
い
か
ら
」）」
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
る
。

　
「
業
務
量
が
多
い
」と
い
う
の
は
、要
員（
人

員
）
が
足
り
な
い
た
め
に
、
一
人
当
た
り
の

業
務
量
が
多
く
な
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、

能
力
・
ス
キ
ル
等
の
相
違
か
ら
業
務
が
特
定

の
人
に
集
中
す
る
た
め
に
、
特
定
の
人
た
ち

の
業
務
量
が
多
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
「
業
務
量
の
多
さ
」
を
数
値
な
ど

に
よ
っ
て
客
観
的
に
測
定
す
る
こ
と
は
非
常

に
困
難
で
あ
る
。「
客
観
的
に
業
務
量
を
測

定
す
る
」
と
は
、
一
職
場
に
お
け
る
一
定
期

間
の
成
果
に
つ
い
て
、（
能
力
・
ス
キ
ル
の
レ

ベ
ル
が
同
じ
と
仮
定
し
て
）
ど
れ
だ
け
の
人

数
の
労
働
者
が
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を
か

け
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
際

に
は
、
能
力
・
ス
キ
ル
の
レ
ベ
ル
に
は
相
違

が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
特
定
の
人
に
業
務
が
集

中
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
業
務
の
完
成
度

を
必
要
以
上
に
高
め
る
傾
向
が
あ
る
人
の
場

合
、
必
要
以
上
の
完
成
度
に
し
な
い
人
に
比

べ
れ
ば
、
自
ら
業
務
量
を
多
く
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

職
場
や
仕
事
内
容
が
異
な
れ
ば
「
業
務
量
」

の
測
定
方
法
も
お
そ
ら
く
異
な
っ
て
く
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
本
研
究
は
、「
業
務
量
」
そ
の
も

の
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
長
時
間
労
働
が
常

態
化
し
て
い
る
人
た
ち
の
長
時
間
労
働
の

様
々
な
原
因
の
う
ち
、
あ
る
程
度
共
通
す
る

も
の
を
探
索
し
、
そ
れ
を
作
業
仮
説
と
し
て
、

広
範
囲
の
労
働
者
へ
の
一
般
化
可
能
性
を
見

る
こ
と
を
主
目
的
と
す
る
。
ま
た
そ
の
作
業

を
通
じ
て
、
さ
ら
な
る
調
査
研
究
の
必
要
性

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
主
に
二
つ
の
手
法
に
よ
っ
て
進

め
た
。

　

一
つ
は
あ
る
大
手
Ｉ
Ｔ
企
業
の
労
働
者
に

対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。
仕
事
の
進

め
方
や
個
人
の
意
識
な
ど
の
定
性
的
な
問
題

を
研
究
対
象
と
し
て
扱
う
た
め
に
は
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
で
は
な
く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式

の
調
査
が
向
い
て
い
る
と
考
え
た
た
め
で
あ

る
。
複
数
の
企
業
を
調
査
し
産
業
間
・
企
業

間
比
較
を
す
る
こ
と
も
重
要
で
は
あ
る
が
、

働
き
方
を
め
ぐ
る

新
た
な
課
題

労
働
時
間
と
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を

焦
点
に

仕事特性と
個人特性から見た
ホワイトカラーの労働時間

JILPT 主任研究員　小倉一哉

仕事と個人の生活を両立させ、働く人の満足度を向
上させるために、今どのような働き方が求められて
いるのか。特集では、労働時間とメンタルヘルスに
焦点を当て、個人と組織の両面からアプローチすべ
き課題を取り上げる。そして、心身ともに健康で、
やりがいを持って仕事に取り組める職場の環境づく
りについて考える。

〈特 集〉
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人
事
制
度
な
ど
が
同
じ
特
定
企
業
で
働
く
複

数
の
社
員
を
見
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
が
よ

り
適
切
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
た

め
、
日
本
を
代
表
す
る
大
手
Ｉ
Ｔ
企
業
に
勤

務
す
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
一
〇
人
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
実
施
し
た
。

　

も
う
一
つ
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
結

果
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
既
存
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
「
ど
の
よ
う
な
労
働

者
が
長
時
間
労
働
に
な
り
が
ち
な
の
か
」
を

よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

こ
ち
ら
は
過
去
（
二
〇
〇
八
年
）
に
実
施
し

た
調
査
の
個
票
を
再
分
析
す
る
と
い
う
手
法

で
あ
る
た
め
、
新
た
な
調
査
項
目
を
盛
り
込

む
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
後
述
す
る
よ

う
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
な
ど
か
ら
見
え

て
き
た
仕
事
の
進
め
方
や
個
人
の
意
欲
な
ど

の
問
題
を
重
視
し
、
そ
れ
ら
の
点
が
ど
う
労

働
時
間
に
影
響
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検

討
し
て
い
る
。

２
．
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
要
点

　

大
手
Ｉ
Ｔ
企
業
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働

者
一
〇
人
に
仕
事
内
容
や
仕
事
の
進
め
方
、

労
働
時
間
の
問
題
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査

を
実
施
し
た
。
詳
細
は
研
究
成
果（
１
）に
譲

り
、
以
下
で
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
要
点

を
述
べ
る
。
な
お
対
象
者
の
主
な
特
徴
を
表

１
に
ま
と
め
た
。

　

Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
は
営
業
職
で
あ
る
。「
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
営
業
」
と
い
っ
て
、
単
品
を

扱
う
の
で
は
な
く
、
顧
客
企
業
の
Ｉ
Ｔ
機
器

や
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
全
般
的
に
扱

う
営
業
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
顧
客
の
要
望

の
範
囲
は
多
岐
に
わ
た
る
。
ま
た
シ
ス
テ
ム

な
ど
の
専
門
的
な
問
題
も
多
く
扱
う
た
め
、

自
社
の
他
部
門
と
の
連
絡
調
整
が
頻
繁
に
行

わ
れ
る
。
営
業
と
い
う
よ
り
は
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
、
社
内
の
連
絡
調
整
の
要
素
が
強

い
仕
事
で
あ
る
。
Ａ
さ
ん
は
要
員
が
増
加
さ

れ
て
も
、
育
成
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
、

単
な
る
増
員
で
は
意
味
が
な
い
と
い
っ
て
い

る
。
ま
た
部
下
の
業
務
量
の
把
握
や
や
る
べ

き
仕
事
の
判
断
な
ど
上
司
の
管
理
の
問
題
点

も
指
摘
し
て
い
る
。
Ｂ
さ
ん
は
部
下
で
あ
る

Ａ
さ
ん
に
比
べ
る
と
そ
れ
ほ
ど
長
時
間
労
働

で
は
な
い
。
管
理
の
問
題
点
も
自
覚
し
て
い

る
よ
う
だ
が
、
連
絡
調
整
が
多
い
と
い
う
業

務
の
性
質
、
さ
ら
に
人
が
少
な
い
と
い
う
こ

と
か
ら
、
プ
ロ
セ
ス
改
革
の
実
現
性
に
は
消

極
的
で
あ
る
。

　

Ｃ
さ
ん
と
Ｄ
さ
ん
は
、
開
発
部
門
の
技
術

者
で
あ
る
。
Ｄ
さ
ん
が
Ｃ
さ
ん
の
上
司
で
あ

る
。
こ
の
部
門
は
、
後
述
す
る
研
究
部
門
に

比
べ
る
と
か
な
り
忙
し
い
と
い
う
印
象
が
あ

る
。
ラ
イ
バ
ル
企
業
と
の
競
争
、
コ
ス
ト
ダ

ウ
ン
と
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
の
同
時
要
請
が
強

ま
る
中
、
長
時
間
労
働
が
常
態
化
し
て
お
り
、

会
社
の
「
管
理
時
間（
２
）」
を
超
え
る
こ
と

が
頻
繁
に
あ
る
。
当
初
計
画
に
あ
る「
工
数
」

に
は
、
計
算
上
の
人
数
（
要
員
）
が
含
ま
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
ど
の
担
当
者

が
ど
の
よ
う
な
作
業
を
す
る
か
と
い
う
実
際

の
仕
事
は
、
計
算
さ
れ
た
「
工
数
」
と
は
異

な
る
た
め
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
守
る
た
め
に

は
ど
う
し
て
も
残
業
で
対
応
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
個
々
人
の
業
務
量
が

多
い
た
め
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
遅
ら
せ
る
と

い
う
最
後
の
手
段
を
選
択
す
る
こ
と
も
多
い

よ
う
だ
。

　

Ｅ
さ
ん
と
Ｆ
さ
ん
は
、
シ
ス
テ
ム
開
発
の

技
術
者
（
Ｓ
Ｅ
）
で
あ
る
。
Ｆ
さ
ん
が
Ｅ
さ

ん
の
上
司
で
あ
る
が
、
Ｅ
さ
ん
も
協
力
会
社

（
下
請
け
企
業
）
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
を
ま
と

め
る
と
い
う
意
味
で
は
管
理
者
で
あ
る
。
こ

の
部
署
も
長
時
間
労
働
が
常
態
化
し
て
い
る
。

個人 学位
年齢
（歳）

勤続年
数（年）

管理職 職種
勤務時
間制度

出社・退社時刻 主な仕事の性質 業務量（要員）の問題点 意欲・意識

A 学士 31 9 ×
ソリュー
ション営

業

裁量労
働制

8:30～22:00（通常期）
8:30～24:00（繁忙期）

顧客の多様な要望と社
内の多くの部門との調
整。

常に人が足りないが、単
なる増員は意味がない。

同僚からはもっと適当で
よいと言われる。

B 学士 39 17 ○
ソリュー
ション営

業

管理監
督者

8:30～20:30（通常期）
8:30～21:30（繁忙期）

毎日数件の会議があ
る。

常に人が足りない。 80点を目指している。

C 修士 32 8 × 開発
裁量労
働制

8:50～21:30（通常期）
8:50～23:00（繁忙期）

短いサイクル。協力会社
との調整も多い。

残業は織り込み済み。
残業しない人はいない。

早く帰りたいとも思う。80
点を目指している。

D 学士 39 17 ○ 開発
管理監
督者

8:50～23:00（通常期）
8:50～24:00（繁忙期）

短期化とコストダウンに
より仕事にきりがない。

「管理時間」は月130時
間を超えることも。

もっと早く帰りたい。

E 学士 35 10 × SE
裁量労
働制

9:30～22:00（通常期）
9:30～24:00（繁忙期）

顧客先企業に振り回さ
れる。

受注単価のせいで人数
が少ない。

突発的要求に対して常
に残業している。

F 学士 39 17 ○ SE
管理監
督者

9:30～21:30（通常期）
9:30～22:00（繁忙期）

システム全体のマネー
ジャー。

スピードとコストのため
業務が偏在。人を育てる
環境がない。

もっと早く帰りたい。会社
の規制が役に立ってい
る。

G 修士 35 10 ×
応用研
究

裁量労
働制

8:50～19:00（通常期）
8:50～22:00（繁忙期）

1製品のために3年くらい
かける。学会、論文執筆
も業務。

事務職がいるが業務の
幅が狭いので自分でや
ることもある。

時短による生産効率の
上昇は、研究では困難。

H 博士 37 8 ×
応用研
究

裁量労
働制

8:30～19:00（通常期）
8:30～21:30（繁忙期）

1サイクル1年くらい。事
業化はかなり先。

予定通りにはならないが
一人でできる仕事。

できないと思われたくな
い。

I 修士 42 18 ○
応用研
究

管理監
督者

8:00～19:00（通常期）
8:00～24:00（繁忙期）

プロのマネージャー。
チーム全体の調整。

ペーパーワークが多い
が他部門に比べると多く
ない。

残業規制で雑談などが
減ることは良いこととは
限らない。

J 博士 49 24 ○
基礎研
究

管理監
督者

7:45～17:35（毎日）
業界トップレベルの研究
者であり管理職。

人手は足りないがいつで
も増やせるわけではな
い。

残業はあまり評価しない
が考慮もする。

表１　インタビュー調査対象者の主な特徴
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他
の
部
署
や
職
種
と
の
違
い
は
、
顧
客
企
業

の
要
請
が
非
常
に
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
人
と
も
実
際
の
作
業
を
し
て
い
る
場
所
は

主
に
顧
客
企
業
の
事
業
所
で
あ
る
た
め
、
勤

務
時
間
は
顧
客
企
業
に
合
わ
せ
て
い
る
。
シ

ス
テ
ム
の
入
れ
替
え
な
ど
が
休
日
や
深
夜
に

行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
上
、
突
然
の
仕
様
変

更
や
ト
ラ
ブ
ル
対
処
な
ど
に
よ
っ
て
自
律
的

に
労
働
時
間
を
決
め
得
る
よ
う
な
状
態
に
は

な
い
。
受
注
単
価
の
高
さ
に
よ
っ
て
、
投
入

で
き
る
人
員
が
相
対
的
に
少
な
い
と
い
う
点

も
影
響
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

Ｇ
さ
ん
と
Ｈ
さ
ん
と
Ｉ
さ
ん
は
応
用
研
究

部
門
の
研
究
者
で
あ
る
。
Ｉ
さ
ん
が
Ｇ
さ
ん

と
Ｈ
さ
ん
の
上
司
で
あ
る
。
応
用
研
究
部
門

は
、
仕
事
の
サ
イ
ク
ル
が
他
の
部
門
に
比
べ

て
比
較
的
長
い
た
め
、
特
定
の
時
期
を
除
け

ば
、
比
較
的
労
働
時
間
に
余
裕
が
あ
る
よ
う

だ
。
し
か
し
研
究
者
で
あ
る
た
め
、
学
会
発

表
や
論
文
執
筆
も
重
要
な
業
務
の
一
つ
と
な

る
。
そ
の
た
め
の
勉
強
は
自
宅
で
す
る
こ
と

が
多
く
な
る
な
ど
、
仕
事
と
仕
事
以
外
の
境

目
が
明
瞭
で
は
な
い
と
い
う
点
は
、
他
部
門

と
異
な
る
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
研
究
の
性
質

上
、
無
駄
な
業
務
を
な
く
す
と
い
う
生
産
効

率
の
上
げ
方
は
難
し
い
と
い
う
指
摘
も
重
要

だ
ろ
う
（「
何
が
無
駄
か
」
の
判
断
が
難
し

い
と
い
う
こ
と
）。
さ
ら
に
Ｉ
さ
ん
は
基
本

的
に
プ
ロ
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
り
、
ペ
ー

パ
ー
ワ
ー
ク
の
忙
し
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

Ｊ
さ
ん
は
、
基
礎
研
究
部
門
の
研
究
者
で

あ
る
。
個
人
と
し
て
も
学
会
で
著
名
な
研
究

者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
個
人
と
し
て
の
研

究
も
す
る
が
、
同
時
に
部
下
た
ち
へ
の
ア
ド

バ
イ
ス
や
評
価
な
ど
も
担
っ
て
い
る
。
研
究

に
対
す
る
評
価
は
労
働
時
間
の
長
さ
で
は
な

い
と
思
っ
て
い
る
が
、
無
視
す
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
よ
う
だ
。
全
社
的
な
労
働
時
間

規
制
（
残
業
削
減
の
た
め
）
は
、
短
期
的
に

は
単
位
時
間
当
た
り
の
生
産
性
を
上
げ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
長
期
的
に
は
再
び
生
産
性

が
下
が
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
対
象
は
、
あ
ら
か

じ
め
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
営
業
、
開
発
部
門
、

Ｓ
Ｅ
、
研
究
部
門
の
管
理
職
と
非
管
理
職
に

依
頼
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
会

社
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
の
職

種
に
よ
る
相
違
、
仕
事
の
進
め
方
な
ど
の
仕

事
特
性
、
本
人
の
意
識
な
ど
の
個
人
特
性
が

ど
の
程
度
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
か
と
考
え

て
い
た
。
付
録
と
前
述
の
要
点
か
ら
、
以
下

の
よ
う
な
定
性
的
な
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

① 
顧
客
や
社
内
の
他
部
門
、
協
力
会
社
な
ど

と
の
関
係
性
の
強
弱
が
自
分
た
ち
の
労
働

時
間
や
働
き
方
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
（
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
営
業
、
Ｓ
Ｅ
、

開
発
）。
し
た
が
っ
て
そ
う
い
う
関
係
性

が
低
く
な
れ
ば
、
労
働
時
間
は
自
己
決
定

性
が
高
ま
り
、
相
対
的
に
は
長
く
な
ら
な

い
よ
う
に
見
え
る
（
研
究
部
門
）。

② 

仕
事
の
進
め
方
の
無
駄
や
比
較
的
単
純
な

業
務
を
担
う
人
の
不
足
が
指
摘
さ
れ
る

（
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
営
業
、
開
発
部
門
）

が
、
具
体
的
な
改
善
策
を
考
え
、
実
行
す

る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

③ 

「
要
員
が
足
り
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
ほ

ぼ
す
べ
て
の
部
門
で
認
識
さ
れ
て
い
る
。

佐
藤
（
二
〇
〇
八
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、「
当
初
計
画
と
受
注
後
の
ズ

レ
」
が
こ
の
企
業
の
様
々
な
部
門
に
も
該

当
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
難
し
い
の

は
、「
要
員
が
足
り
な
い
」
か
ら
と
い
っ
て
、

単
純
な
増
員
も
ま
た
否
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
誰
で
も
良
い
」
わ

け
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
能
力
・
ス
キ

ル
が
あ
る
人
材
の
追
加
投
入
に
は
賛
成
だ

が
、
新
人
な
ど
で
は
か
え
っ
て
育
成
に
時

間
が
か
か
る
の
で
面
倒
だ
と
い
う
認
識
が

共
有
さ
れ
て
い
る
。

④ 

「
管
理
時
間
」
に
よ
っ
て
在
社
時
間
が
把

握
さ
れ
、
一
定
限
度
を
超
え
る
と
注
意
を

受
け
る
仕
組
み
、
ま
た
全
社
的
な
残
業
時

間
を
削
減
す
る
試
み
が
、
特
に
非
管
理
職

の
人
た
ち
に
対
す
る
労
働
時
間
短
縮
に
貢

献
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑤ 

ほ
ぼ
全
員
が
、「
一
〇
〇
点
を
目
指
し
て
働

い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
答
え
て
い

る
。
筆
者
に
は
こ
れ
以
上
真
面
目
な
人
た

ち
が
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
感
じ
さ

せ
た
人
た
ち
が
、
共
通
し
て
「
八
〇
点
く

ら
い
」（
必
ず
し
も
点
数
で
答
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
）
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、

全
員
が
現
在
の
仕
事
に
つ
い
て
強
い
や
り

が
い
を
感
じ
て
い
る
反
面
で
、
深
夜
勤
務

や
休
日
出
勤
が
常
態
化
し
て
い
る
よ
う
な

人
は
、「
も
っ
と
早
く
帰
り
た
い
」「
も
っ
と

休
み
た
い
」
と
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

昨
年
に
比
べ
て
少
し
で
も
良
く
な
っ
た
人

は
、「
こ
れ
以
上
労
働
時
間
が
短
く
な
っ
て

も
す
る
こ
と
が
な
い
」
と
も
答
え
て
い
る
。

⑥ 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
対
象
者
は
全
員
、
裁
量
労

働
制
が
適
用
さ
れ
て
い
る
か
、
も
し
く
は

管
理
職
（
管
理
監
督
者
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
）
で
あ
る
が
、
出
退
勤
時
刻
を
日
々

柔
軟
に
変
更
し
て
い
る
よ
う
な
人
は
一
人

も
い
な
い
。

　

右
記
①
か
ら
⑥
の
う
ち
、
①
②
は
、
仕
事

の
進
め
方
や
顧
客
な
ど
と
の
関
係
性
の
強
さ

と
い
う
特
性
（
以
下
「
仕
事
特
性
」）
に
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
③
④
は
、

い
ず
れ
の
部
門
で
も
残
業
が
一
切
発
生
し
な

い
よ
う
な
要
員
量
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、

同
時
に
追
加
さ
れ
る
要
員
が
「
誰
で
も
良
い

わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
指
摘
、
さ
ら
に
全

社
的
な
労
働
時
間
管
理
・
把
握
の
問
題
で
あ

る
か
ら
、
長
期
的
・
恒
常
的
な
「
会
社
の
要

員
管
理
の
問
題
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
⑤
⑥
は
、
勤
務
時
間
制
度
が
柔
軟
で

も
そ
れ
を
活
用
せ
ず
、
ま
た
非
常
に
長
時
間

に
な
る
と
不
満
が
募
る
が
、
多
少
の
残
業
や

休
日
出
勤
は
当
た
り
前
と
思
い
、
目
指
す
仕

事
の
出
来
は
「
八
〇
点
」
と
い
う
意
識
を
持

つ
特
性
（
以
下
「
個
人
特
性
」）
と
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
③
の
問
題
は
、「
要
員
が

足
り
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

同
時
に
そ
れ
は
単
に
「
人
数
が
足
り
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
一
定
の
能
力
・
ス

キ
ル
を
持
っ
た
人
材
が
足
り
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
企
業
が
所
定
外
労

働
時
間
を
雇
用
調
整
の
主
要
な
手
段
と
し
て

活
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、（
特
に
正
社
員

の
）
雇
用
保
証
の
程
度
の
高
さ
を
示
す
も
の

と
考
え
ら
れ
る（
３
）。
し
か
し
そ
の
こ
と
は

同
時
に
、「
具
体
的
な
業
務
に
対
し
て
具
体
的
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な
人
材
を
配
置
す
る
」
と
い
う
問
題
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の

結
果
は
語
っ
て
い
る
。

３
．
定
量
的
な
分
析

（
１
）
分
析
の
範
囲
に
つ
い
て

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
対
象
企
業
を
他
の

大
手
Ｉ
Ｔ
企
業
な
ど
と
比
べ
た
場
合
、
特
殊

な
ケ
ー
ス
で
は
な
い
こ
と
は
、
他
社
の
人
事

担
当
者
と
の
懇
談
等
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
確

認
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
日
本

企
業
を
代
表
す
る
よ
う
な
事
例
に
は
な
ら
な

い
ま
で
も
、
様
々
な
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
職
種

が
存
在
す
る
大
手
製
造
業
の
ケ
ー
ス
と
し
て

は
あ
る
程
度
参
考
に
な
る
と
考
え
る
。
そ
の

意
味
で
も
、
前
述
し
た
③
の
問
題
は
お
そ
ら

く
多
く
の
日
本
企
業
に
共
通
す
る
、
長
時
間

労
働
の
本
質
的
な
課
題
で
あ
る
と
推
測
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
労
働
者
個
人
を
対
象
と
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
個
票
を
分
析
し
て
そ

の
課
題
を
追
究
す
る
に
は
、
残
念
な
が
ら
多

く
の
点
で
困
難
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
労

働
者
個
人
の
能
力
・
ス
キ
ル
の
レ
ベ
ル
を
相

対
化
で
き
な
い
こ
と
、
企
業
側
の
要
員
管
理

に
関
す
る
当
初
計
画
と
実
際
の
相
違
が
よ
く

わ
か
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
分
析
す
る
範
囲
を
限
定
せ
ざ
る
を

得
な
い
。

　

し
か
し
そ
れ
で
も
、
①
や
②
の
「
仕
事
特

性
」、
及
び
⑤
や
⑥
の
「
個
人
特
性
」
に
つ

い
て
は
、
労
働
者
個
人
の
回
答
を
利
用
す
る

こ
と
で
、若
干
の
分
析
が
可
能
で
あ
る
。「
仕

事
特
性
」
や
「
個
人
特
性
」
が
、
よ
り
多
く

の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
に
共
通
し
て
い

る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
は
重
要
だ
し
、
ま

た
定
性
的
な
事
実
発
見
を
定
量
的
に
検
討
す

る
た
め
に
は
、
多
く
の
労
働
者
に
該
当
し
比

較
可
能
な
質
問
項
目
を
使
用
す
る
必
要
、
あ

る
種
の
単
純
化
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ

ま
で
は
、
佐
藤
（
二
〇
〇
八
）
な
ど
を
除
け

ば
、
そ
う
し
た
「
仕
事
特
性
」
や
「
個
人
特

性
」
と
労
働
時
間
と
の
関
係
を
定
量
的
に
検

討
し
た
も
の
は
少
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、

筆
者
ら
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
個

票
を
利
用
し
て
、「
仕
事
特
性
」
や
「
個
人
特

性
」
と
労
働
時
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
可

能
な
範
囲
で
分
析
す
る
。

　

分
析
に
使
用
す
る
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ
は
、

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
〇
九
）

の
個
票
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
テ
レ
ワ
ー

ク
な
ど
の
「
働
く
場
所
の
多
様
性
」
と
裁
量

労
働
制
や
管
理
職
と
い
っ
た
「
働
く
時
間
の

多
様
性
」
の
実
態
を
つ
か
む
た
め
に
実
施
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
考
え
る
「
仕
事

特
性
」
や
「
個
人
特
性
」
と
考
え
ら
れ
る
質

問
項
目
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
現
時
点
で

筆
者
が
利
用
し
得
る
最
善
の
も
の
で
あ
る

（
４
）。

（
２
）
変
数
の
定
義（
５
）に
つ
い
て

　
「
仕
事
特
性
」
と
は
、
仕
事
の
進
め
方
や

顧
客
と
の
関
係
の
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

調
査
票
で
は
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
質
問
と

し
て
、
①
仕
事
の
裁
量
度（
６
）、
②
働
く
場

所
の
可
能
度
が
あ
る（
７
）。
残
念
な
が
ら
前

述
し
た
「
顧
客
や
社
内
の
他
部
門
、
協
力
会

社
な
ど
と
の
関
係
性
の
強
弱
」
を
測
定
し
得

る
質
問
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
主
に

「
仕
事
の
進
め
方
」
に
関
す
る
変
数
と
し
て
、

右
記
①
と
②
を
使
用
す
る
。
ま
た
、「
個
人
特

性
」
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
意
識
項
目
が
使

用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
述
し
た
よ

う
な
「
八
〇
点
を
目
指
し
て
い
る
」
に
該
当

す
る
質
問
は
用
意
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た

各
種
の
満
足
度
や
ス
ト
レ
ス
に
つ
い
て
も
質

問
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
説
明
変
数
と
い

う
よ
り
は
、
被
説
明
変
数
、
あ
る
い
は
労
働

時
間
の
長
さ
に
対
す
る
「
結
果
」
で
あ
っ
て
、

「
原
因
」
と
見
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、「
個
人
特

性
」
の
代
理
指
標
と
し
て
、
③
仕
事
余
暇
志

向（
８
）を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
項

目
は
、
回
答
者
個
人
が
仕

事
と
余
暇
の
バ
ラ
ン
ス
に

つ
い
て
日
頃
ど
う
思
っ
て

い
る
か
を
他
の
質
問
と
は

関
係
な
く
た
ず
ね
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
説
明
変
数

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
考
え
た
た

め
で
あ
る
。

　

表
２
は
、
性
別
及
び
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
職
種
別

に
一
カ
月
間
の
「
総
実
労

働
時
間（
９
）」
の
平
均
値

を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

男
女
と
も
、営
業
と
医
療
・

教
育
の
総
実
労
働
時
間
が

長
い
。
男
性
の
営
業
は
、

医
療
・
教
育
以
外
の
他
の

職
種
に
対
し
て
も
有
意
に

長
い
。
男
性
の
医
療
・
教

育
は
、
総
務
系
と
事
務
系

専
門
職
に
対
し
て
有
意
に

長
い
。
総
務
系
、
事
務
系

専
門
職
、
技
術
系
専
門
職

の
相
互
間
に
は
、
有
意
に

長
い
（
短
い
）
と
い
う
関

係
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
女
性
の
営
業
は
総
務

系
に
対
し
て
長
く
、
女
性

の
医
療
・
教
育
も
、
総
務

系
に
対
し
て
長
い
。

　

表
３
は
、
性
別
・
職
種

別
に
見
た
仕
事
の
裁
量
度

で
あ
る
。
男
性
合
計
と
女

性
合
計
を
比
べ
る
と
、「
か

表２　職種別に見た１カ月間の総実労働時間（単位：時間）の多重比較

注１　労働政策研究・研修機構（2009）の調査データより。
注２　** は P<0.05、* は P<0.1。
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な
り
あ
る
」
の
比
率
で
男
性
の
ほ
う
が
や
や

高
く
、「
ほ
と
ん
ど
な
い
」
の
比
率
は
女
性
の

ほ
う
が
若
干
高
い
。
つ
ま
り
女
性
よ
り
は
男

性
の
裁
量
度
が
高
い
（
と
回
答
し
て
い
る
人

が
多
い
）と
い
え
よ
う
。男
性
の
中
で
は
、「
か

な
り
あ
る
」
の
比
率
は
事
務
系
専
門
職
が
最

も
高
く
、
最
も
低
い
の
は
医
療
・
教
育
で
、

両
者
の
差
は
二
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
あ
る
。
女

性
で
は
、「
か
な
り
あ
る
」
の
比
率
が
最
も
高

い
の
は
総
務
系
で
、
最
も
低
い
の
は
事
務
系

専
門
職
で
あ
り
、
両
者
の
差
は
約
一
四
ポ
イ

ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
男
性
ほ
ど
大
き
な
差

で
は
な
い
。

　

表
４
は
、
性
別
・
職
種
別
に
見
た
働
く
場

所
の
可
能
度
で
あ
る
。
男
性
合
計
と
女
性
合

計
を
比
べ
る
と
、「
か
な
り
可
能
」「
あ
る
程
度

可
能
」
の
比
率
で
男
性
の
ほ
う
が
や
や
高
く
、

「
ほ
と
ん
ど
不
可
能
」
の
比
率
は
女
性
の
ほ

う
が
高
い
。
つ
ま
り
女
性
よ
り
は
男
性
の
働

く
場
所
の
可
能
度
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
男

性
の
中
で
は
、「
か
な
り
可
能
」
の
比
率
は
事

務
系
専
門
職
が
最
も
高
く
、
最
も
低
い
の
は

総
務
系
で
あ
る
。
事
務
系
専
門
職
は
「
あ
る

程
度
可
能
」
の
比
率
も
比
較
的
高
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
男
性
の
事
務
系
専
門
職
は
、
他
の

職
種
に
比
べ
て
、
通
常
の
勤
務
場
所
以
外
で

仕
事
を
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
示
唆
さ

れ
る
。
女
性
で
は
、「
か
な
り
可
能
」
の
比
率

が
最
も
高
い
の
は
営
業
で
、
最
も
低
い
の
は

事
務
系
専
門
職
で
あ
り
、
男
性
と
は
傾
向
が

異
な
る
。

　

表
５
は
、
性
別
・
職
種
別
に
見
た
仕
事
余

暇
志
向
で
あ
る
。
男
性
合
計
と
女
性
合
計
を

比
べ
る
と
、
①
（
仕
事
に
生
き
が
い
を
求
め

て
お
り
、
全
力
を
傾
け
て
い
る
）
と
②
（
仕

事
に
力
を
入
れ
る
が
、
時
に
は
余
暇
も
楽
し

む
）
の
比
率
は
男
性
の
ほ
う
が
高
く
、④
（
仕

事
は
な
る
べ
く
早
く
片
づ
け
て
、
で
き
る
だ

け
余
暇
を
楽
し
む
）
の
比
率
は
女
性
の
ほ
う

が
若
干
高
い
と
い
う
相
違
が
見
ら
れ
る
。
男

性
の
中
で
は
、
①
の
比
率
が
最
も
高
い
の
は

事
務
系
専
門
職
で
、
最
も
低
い
の
は
技
術
系

専
門
職
で
あ
る
。
ま
た
医
療
・
教
育
の
③
は

他
の
職
種
に
比
べ
て
や
や
低
い
。
医
療
・
教

育
は
、
③
や
④
の
比
率
が
比
較
的
低
い
分
、

②
の
比
率
が
他
の
職
種
よ
り
も
高
い
傾
向
に

あ
る
。
女
性
で
は
、
①
の
比
率
が
最
も
高
い

表３　性別・職種別に見た仕事の裁量度（％）

注１　労働政策研究・研修機構（2009）の調査データより。

表４　性別・職種別に見た働く場所の可能度（％）

注１　労働政策研究・研修機構（2009）の調査データより。

表５　性別・職種別に見た仕事余暇志向（％）

注１　労働政策研究・研修機構（2009）の調査データより。
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の
は
医
療
・
教
育
で
、
最
も
低
い
の
は
事
務

系
専
門
職
で
あ
る
。
し
か
し
事
務
系
専
門
職

で
も
②
の
比
率
は
か
な
り
高
く
、
⑤
（
仕
事

よ
り
も
余
暇
に
生
き
が
い
を
求
め
る
）
の
比

率
は
低
い
。

　

次
に
、
こ
れ
ま
で
の
ク
ロ
ス
集
計
や
平
均

値
の
比
較
を
踏
ま
え
て
、
他
の
属
性
の
影
響

を
一
定
と
し
た
上
で
仕
事
の
裁
量
度
、
働
く

場
所
の
可
能
度
、
仕
事
余
暇
志
向
な
ど
が
労

働
時
間
の
長
さ
に
ど
う
影
響
す
る
の
か
を
検

討
す
る
。

　

被
説
明
変
数
は
総
実
労
働
時
間
（
対
数
）

で
あ
る
。
主
要
な
説
明
変
数
は
職
種
、
仕
事

の
裁
量
度
、
働
く
場
所
の
可
能
度
、
仕
事
余

暇
志
向
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
他
の
要
因
の
影

響
を
一
定
と
す
る
た
め
に
年
収
（
対
数
）、

年
齢
（
対
数
）、
配
偶
者
の
有
無
、
役
職
、

企
業
規
模
、
労
働
組
合
の
有
無
を
投
入
す
る
。

　

表
６
が
男
性
に
関
す
る
分
析
結
果
で
あ
る
。

主
要
な
説
明
変
数
の
結
果
を
見
る
。
職
種
で

は
、
表
２
で
は
営
業
が
他
の
職
種
（
医
療
・

教
育
以
外
）
に
対
し
て
長
か
っ
た
が
、
他
の

属
性
を
一
定
と
す
る
と
、
総
務
系
に
対
し
て

短
い
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
同
じ
く
技
術

系
専
門
職
も
短
い
。
仕
事
の
裁
量
度
は
、
総

実
労
働
時
間
の
平
均
値
で
も
差
が
小
さ
か
っ

た
が
、「
あ
る
程
度
あ
る
」
場
合
は
、「
ほ
と
ん

ど
な
い
」
に
対
し
て
総
実
労
働
時
間
が
短
く

な
る
よ
う
で
あ
る
。
多
少
は
仕
事
の
裁
量
度

の
高
さ
が
影
響
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い

る
。
働
く
場
所
の
可
能
度
は
、「
あ
る
程
度
可

能
」
と
「
あ
ま
り
可
能
で
は
な
い
」
が
長
い

と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
ベ
ン
チ
マ
ー

ク
が
「
ほ
と
ん
ど
不
可
能
」
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
会
社
以
外
の
場
所
で
仕
事
を
す

る
可
能
性
が
高
い
ほ
ど
、
総
実
労
働
時
間
が

表７　総実労働時間の決定要因（女性）

注１　労働政策研究・研修機構（2009）の調査データより。
注２　** は P<0.05、* は P<0.1。

表６　総実労働時間の決定要因（男性）

注１　労働政策研究・研修機構（2009）の調査データより。
注２　** は P<0.05、* は P<0.1。
注３　｛　｝内は各ダミー変数のリファランスグループ。
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長
く
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
仕
事
余
暇
志
向
は
か
な
り
明
瞭
な
結
果

に
な
っ
て
い
る
。
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
で
あ
る
③

（
仕
事
も
余
暇
も
同
じ
く
ら
い
大
切
だ
と
考

え
て
い
る
）
に
対
し
て
、
①
（
仕
事
に
生
き

が
い
を
求
め
て
お
り
、全
力
を
傾
け
て
い
る
）

と
②
（
仕
事
に
も
力
を
入
れ
る
が
、
時
に
は

余
暇
も
楽
し
む
）
は
長
く
、
反
対
に
④
（
仕

事
は
な
る
べ
く
早
く
片
づ
け
て
、
で
き
る
だ

け
余
暇
を
楽
し
む
）
と
⑤
（
仕
事
よ
り
も
余

暇
に
生
き
が
い
を
求
め
る
）
は
短
い
。

　

表
７
は
女
性
に
関
す
る
分
析
結
果
で
あ
る
。

こ
ち
ら
も
主
要
な
説
明
変
数
の
結
果
を
見
る
。

職
種
で
は
、
表
２
で
は
営
業
や
医
療
・
教
育

の
総
実
労
働
時
間
が
長
か
っ
た
が
、
他
の
属

性
を
一
定
と
す
る
と
、
営
業
は
長
く
も
短
く

も
な
い
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
仕
事
の
裁

量
度
は
、
総
実
労
働
時
間
の
平
均
値
で
も
差

が
小
さ
か
っ
た
が
、
改
め
て
総
実
労
働
時
間

に
は
影
響
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
働
く

場
所
の
可
能
度
は
、
平
均
値
の
差
は
そ
れ
な

り
あ
っ
た
が
、
他
の
属
性
を
一
定
と
す
る
と

影
響
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
仕
事
余
暇
志
向

は
男
性
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク

で
あ
る
③
に
対
し
て
、
①
が
長
く
、
④
は
短

い
と
い
う
そ
れ
な
り
に
明
瞭
な
結
果
に
な
っ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
主
要
な
説
明
変
数
の
男
女

の
共
通
点
は
、
仕
事
志
向
の
強
さ
が
総
実
労

働
時
間
を
長
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
仕
事
の

裁
量
度
に
つ
い
て
は
男
性
で
は
や
や
裁
量
度

の
高
さ
が
総
実
労
働
時
間
を
短
く
す
る
可
能

性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
女
性
で
は
関
係

な
い
よ
う
で
あ
る
。
働
く
場
所
の
可
能
度
に

つ
い
て
は
、
男
性
で
多
少
の
影
響
が
あ
る
よ

う
だ
が
、
女
性
で
は
影
響
し
て
い
な
い
。

　

そ
の
他
、
主
要
な
説
明
変
数
以
外
の
変
数

で
は
、
男
女
と
も
年
齢
が
若
い
ほ
ど
総
実
労

働
時
間
が
長
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
九
九
人

以
下
の
企
業
に
比
べ
て
一
〇
〇
〇
人
以
上
の

企
業
で
は
総
実
労
働
時
間
が
短
い
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
男
性
の
場
合
、「
課
長

ク
ラ
ス
」
は
総
実
労
働
時
間
が
長
い
が
、
女

性
の
管
理
職
に
は
同
様
の
傾
向
は
見
ら
れ
な

い
。
ま
た
男
性
回
答
者
に
配
偶
者
が
い
る
こ

と
は
、
総
実
労
働
時
間
を
長
く
す
る
が
、
女

性
の
場
合
は
反
対
に
総
実
労
働
時
間
が
短
く

な
る
よ
う
だ
。
妻
が
い
る
男
性
の
場
合
、
家

事
や
育
児
な
ど
の
負
担
を
妻
が
担
う
可
能
性

が
高
く
、
相
対
的
に
長
く
働
く
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
と
、
反
対
に
妻
で
あ
り
か
つ

正
社
員
と
し
て
働
い
て
い
る
女
性
は
、
そ
う

し
た
負
担
が
自
分
自
身
に
あ
る
た
め
に
労
働

時
間
を
短
く
す
る
必
要
性
が
高
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
結
果
か
ら
も
、

男
女
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
相

違
、
及
び
労
働
時
間
の
問
題
が
表
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

　
「
仕
事
特
性
」
及
び
「
個
人
特
性
」
と
労

働
時
間
の
長
さ
と
の
因
果
関
係
を
主
目
的
と

し
た
分
析
結
果
を
示
し
た
が
、
今
回
の
調
査

デ
ー
タ
及
び
分
析
手
法
で
は
、「
仕
事
特
性
」

は
男
性
に
つ
い
て
そ
れ
な
り
に
影
響
す
る
こ

と
、
及
び
「
個
人
特
性
」
の
影
響
は
男
女
と

も
に
か
な
り
明
瞭
に
検
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
仕
事
特
性
」
の
代

理
変
数
と
し
て
使
用
し
た「
仕
事
の
裁
量
度
」

や
「
働
く
場
所
の
可
能
度
」
は
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
調
査
か
ら
想
定
し
た
「
仕
事
特
性
」

の
一
部
分
を
表
す
変
数
に
過
ぎ
ず
、
よ
り
の

重
要
な
要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
顧
客
や

社
内
の
他
部
門
、
協
力
会
社
な
ど
と
の
関
係

性
の
強
弱
」
に
関
す
る
変
数
が
含
ま
れ
て
い

な
い
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
な
る
。
た
だ
し

「
個
人
特
性
」
の
代
理
変
数
で
あ
る
仕
事
余

暇
志
向
は
、
か
な
り
明
瞭
な
結
果
と
な
っ
た
。

様
々
な
属
性
の
影
響
を
一
定
と
し
た
上
で
も
、

仕
事
志
向
が
強
い
人
の
労
働
時
間
は
長
く

（
男
女
と
も
）、
余
暇
志
向
が
強
い
人
の
労

働
時
間
は
短
い
（
特
に
男
性
）
の
で
あ
る
。

　

長
時
間
労
働
の
問
題
を
法
制
度
や
企
業
の

人
事
管
理
の
問
題
と
し
て
の
み
扱
う
場
合
も

あ
る
が
、
働
く
人
々
の
意
欲
や
仕
事
余
暇
志

向
な
ど
の
「
個
人
特
性
」
に
よ
っ
て
も
影
響

を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
の
労
働
時

間
問
題
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
点
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
働
き
す
ぎ
」
は
決
し
て
美
化
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ワ
ー
カ
ホ
リ
ッ
ク
の

よ
う
な
状
況
に
陥
り
、
本
心
で
は
そ
う
で
は

な
い
の
に
「
自
分
は
好
き
で
働
い
て
い
る
」

と
思
い
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
人
も
い
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
働
き
た
い
人
に
対
し
て
、
一

切
の
残
業
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、

あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
こ
と
を
、
今
回
の

分
析
結
果
は
示
唆
し
て
い
る
。「
個
人
特
性
」

に
関
す
る
今
後
の
課
題
は
、
仕
事
に
対
す
る

姿
勢
や
考
え
方
や
実
際
の
行
動
な
ど
を
多
面

的
に
調
査
し
、
ワ
ー
カ
ホ
リ
ッ
ク
に
な
り
が

ち
な
人
な
の
か
ど
う
か
、
上
昇
志
向
が
強
い

人
な
の
か
ど
う
か
な
ど
の
観
点
か
ら
、
労
働

時
間
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
あ
っ
た
「
八
〇
点
を

目
指
し
て
働
い
て
い
る
」
人
た
ち
と
は
、
日

本
全
体
に
ど
の
く
ら
い
存
在
し
、
ま
た
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
意
識
や
行
動
を
す
る
人
た

ち
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
今
後
追
究

す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
仕
事
の

進
め
方
や
顧
客
や
社
内
の
他
部
門
、
協
力
会

社
な
ど
と
の
関
係
性
の
強
弱
と
い
う
「
仕
事

特
性
」
に
つ
い
て
も
、
可
能
な
限
り
調
査
項

目
に
取
り
込
み
、
よ
り
精
緻
な
分
析
を
試
み

る
予
定
で
あ
る
。

〔
注
〕

１
．
本
稿
は
小
倉
一
哉
・
藤
本
隆
史
（
二
〇
一
〇
）「
仕
事

特
性
と
個
人
特
性
か
ら
見
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
労
働

時
間
」
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
・
ペ
ー
パ
ー,N

o.10-02

の
内
容
を
要
約
し
た
も
の

で
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
詳
細
に
つ
い
て
は
同
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
を
参
照
。

２
．
実
労
働
時
間
で
は
な
く
入
館
か
ら
退
館
ま
で
の
在
社

時
間
を
把
握
し
、
一
定
時
間
を
超
え
る
と
人
事
部
門
か

ら
注
意
を
受
け
た
り
、
面
接
、
健
康
診
断
な
ど
を
勧
め

ら
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。

３
．
小
倉
・
藤
本
（
二
〇
〇
七
）
を
参
照
。

４
．『
平
成
一
七
年
国
勢
調
査
』
の
「
雇
用
者
」
で
「
主

に
仕
事
」
に
該
当
す
る
二
〇
〜
五
九
歳
の
人
の
性
別
・

年
齢
階
層
別
分
布
に
応
じ
て
、
調
査
会
社
の
調
査
協
力

モ
ニ
タ
ー
八
〇
〇
〇
人
を
抽
出
し
調
査
票
を
郵
送
し
た
。

単
純
回
収
率
は
八
八
・
二
％
（
七
〇
五
六
人
）
で
あ
っ

た
。
そ
の
う
ち
、
調
査
時
点
で
「
正
社
員
で
は
な
い
」

と
判
断
し
た
人
を
除
い
た
六
四
三
〇
人
の
「
正
社
員
」

を
集
計
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
調
査
概
要
に
つ

い
て
は
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
〇
九
）
を

参
照
。

５
．
本
稿
で
は「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
」と
し
て
、「
総

務
系
（
総
務
・
人
事
・
経
理
等
）」「
営
業
（
営
業
・
販
売
）」

「
事
務
系
専
門
職
（
調
査
分
析
・
特
許
法
務
な
ど
の
事

務
系
専
門
職
）」「
技
術
系
専
門
職
（
研
究
開
発
・
設
計
・
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Ｓ
Ｅ
な
ど
の
技
術
系
専
門
職
）」「
医
療
・
教
育
（
医
療
・

教
育
関
係
の
専
門
職
）」
を
考
察
対
象
と
す
る
。
元
の

調
査
の
他
の
職
種
に
は
、「
一
般
事
務
・
受
付
・
秘
書
」

「
接
客
サ
ー
ビ
ス
」「
現
場
管
理
・
監
督
」「
製
造
・
建
設

の
作
業
」「
輸
送
・
運
転
」「
警
備
・
清
掃
」「
そ
の
他
」
が

あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
集
計
・
分
析
の
対
象
と

し
て
使
用
し
な
い
。

６
．
質
問
は
「
あ
な
た
は
自
分
の
仕
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

や
手
順
の
決
定
に
つ
い
て
ど
の
程
度
、
裁
量
度
が
あ
る

と
思
い
ま
す
か
？
」
と
な
っ
て
お
り
、
選
択
肢
は
「
１

か
な
り
あ
る
」「
２
あ
る
程
度
あ
る
」「
３
あ
ま
り
な
い
」

「
４
ほ
と
ん
ど
な
い
」
の
択
一
式
で
あ
る
。

７
．
質
問
は
「
あ
な
た
は
自
分
の
仕
事
を
電
車
内
、
喫
茶

店
な
ど
会
社
以
外
の
場
所
で
ど
の
程
度
、
遂
行
可
能
だ

と
思
い
ま
す
か
？
」
と
な
っ
て
お
り
、
選
択
肢
は
「
１

か
な
り
可
能
」「
２
あ
る
程
度
可
能
」「
３
あ
ま
り
可
能
で

は
な
い
」「
４
ほ
と
ん
ど
不
可
能
」
の
択
一
式
で
あ
る
。

８
．
質
問
は
「
あ
な
た
の
仕
事
と
余
暇
の
バ
ラ
ン
ス
に
関

す
る
お
考
え
に
つ
い
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
一
つ
に
○

を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。」と
な
っ
て
お
り
、選
択
肢
は「
１

仕
事
に
生
き
が
い
を
求
め
て
お
り
、
全
力
を
傾
け
て
い

る
」「
２
仕
事
に
力
を
入
れ
る
が
、
時
に
は
余
暇
も
楽
し

む
」「
３
仕
事
も
余
暇
も
同
じ
く
ら
い
大
切
だ
と
考
え
て

い
る
」「
４
仕
事
は
な
る
べ
く
早
く
片
づ
け
て
、
で
き
る

だ
け
余
暇
を
楽
し
む
」「
５
仕
事
よ
り
も
余
暇
に
生
き
が

い
を
求
め
る
」
の
択
一
式
で
あ
る
。

９
．
二
〇
〇
八
年
七
月
（
一
カ
月
間
）
の
残
業
時
間
（
サ
ー

ビ
ス
残
業
を
含
む
）
も
含
め
た
実
労
働
時
間
の
合
計
で

あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
「
総
実
労
働
時
間
」
と
い
う
場

合
は
、
す
べ
て
こ
の
定
義
で
あ
る
。
な
お
「
正
社
員
の

一
カ
月
間
の
労
働
時
間
」と
い
う
観
点
か
ら
、回
答
デ
ー

タ
の
う
ち
八
〇
時
間
未
満
（
三
六
五
件
）、
六
〇
〇
時

間
以
上
（
一
一
件
）
を
異
常
値
と
み
な
し
、
欠
損
値
と

し
て
処
理
し
た
。

【
参
考
文
献
】

小 

倉
一
哉
・
藤
本
隆
史
（
二
〇
〇
七
）「
長
時
間

労
働
と
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
」労
働
政
策
研
究
・

研
修
機
構
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー, 

N
o.07-01.

小 

倉
一
哉
・
藤
本
隆
史
（
二
〇
一
〇
）「
仕
事
特

性
と
個
人
特
性
か
ら
見
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

の
労
働
時
間
」
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー, 

N
o.10-02.

佐 

藤
厚
（
二
〇
〇
八
）「
仕
事
管
理
と
労
働
時

間
」『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』N

o.575.

労 

働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
〇
九
）『
働

く
場
所
と
時
間
の
多
様
性
に
関
す
る
調
査
研

究
』（
労
働
政
策
研
究
報
告
書N

o.106

）.

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

お
ぐ
ら
・
か
ず
や　

一
九
九
三
年
早
稲
田

大
学
大
学
院
商
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。

博
士
（
商
学
）。
一
九
九
三
年
よ
り
日
本

労
働
研
究
機
構
（
現
・
労
働
政
策
研
究
・

研
修
機
構
）
に
勤
務
、
現
在
に
至
る
。
専

門
分
野
は
労
働
経
済
（
労
働
時
間
・
休
暇
、

非
正
規
雇
用
等
）。
著
書
に
『
会
社
が
教

え
て
く
れ
な
い
「
働
き
方
」
の
授
業
』（
中

経
出
版
・
二
〇
一
〇
年
）。『
エ
ン
ド
レ
ス
・

ワ
ー
カ
ー
ズ
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
・

二
〇
〇
七
年
）。『
日
本
人
の
年
休
取
得
行

動―

年
次
有
給
休
暇
に
関
す
る
経
済
分

析
』（
日
本
労
働
研
究
機
構
、
二
〇
〇
三

年
）〔
労
働
問
題
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
主

催
・
第
一
八
回
冲
永
賞
〕
な
ど
。
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