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二
〇
一
四
年
春
季
労
使
交
渉
を
控
え
、
賃

金
の
引
き
上
げ
が
近
年
に
な
く
大
き
な
関
心

を
寄
せ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
末
に
第
二
次

安
倍
内
閣
が
発
足
し
、
デ
フ
レ
脱
却
を
め
ざ

す
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
あ
る
い
わ
ゆ
る

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
開
始
さ
れ
た
。
金
融
政
策

ス
タ
ン
ス
の
大
転
換
を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ

ま
で
の
超
円
高
が
是
正
さ
れ
、
円
安
基
調
が

続
く
も
と
で
、
消
費
者
物
価
上
昇
率
も
プ
ラ

ス
基
調
が
定
着
し
て
き
た
。
だ
が
、
物
価
上

昇
は
、
そ
れ
だ
け
実
質
ベ
ー
ス
で
み
た
家
計

所
得
を
目
減
り
さ
せ
る
。
そ
こ
で
、
デ
フ
レ

脱
却
を
国
民
生
活
水
準
の
向
上
に
つ
な
げ
る

意
味
で
、
名
目
賃
金
の
引
き
上
げ
が
重
要
課

題
に
浮
上
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
政
労
使
協
議

の
評
価

　

そ
う
し
た
文
脈
か
ら
、
政
府
は
昨
年
九
月
、

官
邸
主
導
で
「
経
済
の
好
循
環
実
現
に
向
け

た
政
労
使
会
議
」
を
立
ち
上
げ
た
。
こ
れ
は
、

六
月
に
策
定
さ
れ
た
「
日
本
再
興
戦
略
」
に

盛
り
込
ま
れ
た
、
以
下
の
く
だ
り
を
具
体
化

し
た
も
の
で
あ
る
―
―
「
成
長
戦
略
で
目
標

と
し
た
成
長
率
が
実
現
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
の
成
果
の
果
実
が
供
給
サ
イ
ド
に
留
ま
る

こ
と
な
く
、
最
終
的
に
は
、
社
会
全
体
の
活

力
が
回
復
し
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
豊
か
さ

を
実
感
で
き
、
将
来
へ
の
希
望
が
も
て
る
よ

う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）

従
来
の
政
労
会
見
や
経
営
者
団
体
と
の
意
見

交
換
と
い
う
形
と
は
別
に
、
政
・
労
・
使
の

三
者
が
膝
を
交
え
て
、
虚
心
坦
懐
か
つ
建
設

的
に
意
見
を
述
べ
合
い
、
包
括
的
な
課
題
解

決
に
向
け
た
共
通
認
識
を
得
る
た
め
の
場
を

設
定
し
、
速
や
か
に
議
論
を
開
始
す
る
」。

　

九
月
か
ら
一
二
月
ま
で
に
計
五
回
、
政
府
、

経
済
団
体
、
労
働
組
合
の
各
代
表
に
、
有
識

者
を
交
え
て
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
当
初

よ
り
安
倍
首
相
が
、
経
済
界
に
所
定
内
給
与

の
引
き
上
げ
を
強
く
期
待
し
、
第
三
回
会
合

で
は
、
経
営
者
代
表
か
ら
前
向
き
な
発
言
が

行
わ
れ
た
。
第
四
回
会
合
で
は
、
経
団
連
が

「
賃
金
の
引
き
上
げ
を
通
じ
て
一
刻
も
早
い

経
済
の
好
循
環
が
実
現
す
る
よ
う
貢
献
し
て

い
く
」
と
の
文
言
を
含
む
文
書
を
示
し
、
連

合
も「
月
例
賃
金
の
引
き
上
げ
と
格
差
是
正
・

底
上
げ
に
こ
だ
わ
っ
た
要
求
・
交
渉
を
行
い
」

と
い
う
表
現
で
、
例
年
に
な
い
積
極
的
な
ス

タ
ン
ス
で
賃
上
げ
要
求
を
行
う
方
針
を
文
書

で
表
明
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、「
賃
上
げ
は
も
は
や
無
理
」

と
い
っ
た
、
こ
こ
十
年
来
の
雰
囲
気
は
変

わ
っ
た
こ
と
は
大
き
い
。
も
っ
と
も
、
一
二

月
の
会
合
で
発
表
さ
れ
た
文
書
で
は
、
政
府

が
こ
だ
わ
っ
た
と
さ
れ
る
所
定
内
給
与
の
引

き
上
げ
を
明
記
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経
営

サ
イ
ド
の
合
意
を
と
り
つ
け
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
中
小
・
零
細
企
業
で

は
業
績
が
厳
し
く
、
賃
上
げ
ど
こ
ろ
で
は
な

い
ケ
ー
ス
も
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
大
手
企
業
に
お
い
て
は
、
昨
年
の
賞

与
で
は
近
年
に
な
い
高
め
の
伸
び
率
と
な
っ

た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
件
費
削
減

一
辺
倒
の
姿
勢
は
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
政

府
も
、
税
制
改
正
に
お
い
て
復
興
特
別
法
人

税
の
前
倒
し
廃
止
を
決
め
、
そ
れ
を
原
資
に

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
実
施
を
促
し
て
い
る
。
二

〇
一
四
年
春
季
賃
金
交
渉
に
お
い
て
も
、「
賃

上
げ
は
論
外
」
と
い
っ
た
ス
タ
ン
ス
で
は
な

く
な
り
、
近
年
一
％
台
後
半
で
推
移
し
て
き

た
い
わ
ゆ
る
春
闘
賃
上
げ
率
が
、
久
方
ぶ
り

に
二
％
を
超
え
る
可
能
性
が
出
て
き
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。

　

も
っ
と
も
、
単
年
だ
け
賃
金
が
上
が
っ
て

も
意
味
は
な
い
。
国
民
生
活
の
向
上
に
は
、

賃
金
の
持
続
的
な
引
き
上
げ
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
雰
囲
気
が
変
わ
る
の
み
な
ら
ず
、
シ
ス

テ
ム
が
変
わ
る
必
要
が
あ
る
。

持
続
的
賃
上
げ
に
向
け
た

課
題（
注
）

　

そ
も
そ
も
な
ぜ
わ
が
国
で
長
ら
く
賃
金
が

下
落
基
調
を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
。
こ
の
点

を
考
え
る
前
提
と
し
て
指
摘
し
て
お
く
べ
き

は
、
十
年
に
わ
た
り
平
均
名
目
賃
金
が
下
落

基
調
に
あ
っ
た
の
は
、
先
進
国
で
は
わ
が
国

だ
け
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は

ま
ず
、
日
本
企
業
の
事
業
・
価
格
戦
略
の
特

徴
に
原
因
を
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
欧
米

企
業
と
比
較
し
て
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
。

　

単
純
化
す
れ
ば
、
米
国
企
業
は
低
収
益
・

不
採
算
事
業
は
整
理
し
、
高
収
益
事
業
に
特

化
す
る
と
と
も
に
新
規
事
業
に
参
入
し
よ
う

と
す
る
。
こ
の
た
め
事
業
の
採
算
性
は
高
く

寄  稿

賃
金
の
持
続
的
引
き
上
げ
に
向
け
た
政
労
使
の
役
割
と
課
題

株
式
会
社
日
本
総
合
研
究
所
　
調
査
部
長
　
山 

田
　 

久

第５回政労使会議（12月 20日、官邸HPから）



特集―景気回復と雇用・労働

Business Labor Trend 2014.2

8

賃
金
引
き
上
げ
の
余
力
が
十
分
あ
る
と
同
時

に
、
優
秀
な
人
材
を
獲
得
す
る
た
め
に
賃
金

を
引
き
上
げ
る
。
欧
州
企
業
で
は
、
商
品
の

差
別
化
・
ブ
ラ
ン
ド
化
等
で
既
存
事
業
の
収

益
性
を
上
げ
よ
う
と
注
力
し
、
事
業
の
採
算

性
を
確
保
し
て
賃
金
引
き
上
げ
の
原
資
を
得

る
。
そ
れ
以
上
に
労
働
組
合
の
賃
上
げ
圧
力

が
強
く
、
そ
の
コ
ス
ト
を
転
嫁
す
る
た
め
に

価
格
維
持
の
事
業
戦
略
が
選
択
さ
れ
て
い
る

面
が
強
い
。
こ
れ
に
対
し
わ
が
国
で
は
、「
い

い
も
の
を
安
く
」
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
良

し
と
す
る
な
か
、
事
業
の
横
並
び
意
識
も
根

強
く
残
り
、
価
格
競
争
・
値
下
げ
競
争
に
陥

り
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
収
益
性
が
低

下
し
、
賃
金
に
対
す
る
下
落
圧
力
が
強
く
か

か
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
賃
金
引
き
上
げ
に
は
、
こ
う
し

た
日
本
型
の
事
業
・
価
格
戦
略
、
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
る
が
、

そ
の
底
流
に
労
働
市
場
・
雇
用
慣
行
の
在
り

方
が
強
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
見
逃
せ
な

い
。
欧
米
で
は
、
雇
用
契
約
が
特
定
職
務
を

前
提
に
し
て
い
る
た
め
、
事
業
再
編
で
必
要

に
な
る
整
理
解
雇
は
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
行

わ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
は
、
欧
州
と

り
わ
け
北
欧
や
ド
イ
ツ
で
は
、
職
業
紹
介
や

職
業
訓
練
な
ど
の
公
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ

ト
が
充
実
し
、
米
国
で
は
民
間
の
転
職
支
援

サ
ー
ビ
ス
が
発
達
し
て
い
る
な
ど
、
社
会
イ

ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

　

一
方
、
わ
が
国
で
は
、
雇
用
契
約
の
基
本

は
仕
事
の
内
容
や
勤
務
を
特
定
せ
ず
、
い
わ

ば
企
業
と
い
う
共
同
体
の
一
員
に
な
る
形
で

あ
り
、
事
業
再
編
を
行
う
際
に
は
別
の
雇
用

機
会
を
与
え
る
こ
と
が
企
業
責
任
と
し
て
期

待
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ

ト
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
事
業
再
編

に
伴
う
整
理
解
雇
は
社
会
的
に
許
容
さ
れ
に

く
い
。

　

そ
う
し
た
状
況
下
で
九
〇
年
代
以
降
の
低

成
長
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
事
業
再
編
が
遅

れ
る
な
か
で
、
激
化
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争

に
対
抗
す
る
の
に
低
価
格
戦
略
を
採
り
、
人

件
費
抑
制
ス
タ
ン
ス
を
強
め
た
。
そ
の
手
段

と
し
て
企
業
は
賃
金
が
低
く
雇
用
調
整
も
容

易
な
非
正
規
労
働
者
の
割
合
を
引
き
上
げ
た
。

雇
用
維
持
を
優
先
す
る
労
働
組
合
も
賃
金
抑

制
を
受
け
入
れ
、
八
〇
年
代
ま
で
生
産
性
に

見
合
っ
た
賃
金
増
を
可
能
に
し
て
い
た
「
春

闘
」
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

賃
上
げ
圧
力
が
な
く
な
っ
て
企
業
は
低
収
益

事
業
の
温
存
が
可
能
に
な
り
、
低
収
益
性
と

賃
金
下
落
の
悪
循
環
か
ら
日
本
経
済
は
デ
フ

レ
経
済
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
賃
金
引
き
上
げ
を

実
現
す
る
に
は
、
企
業
が
収
益
性
を
上
げ
る

た
め
に
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
転
換
を
行
う
と
同

時
に
、
生
産
性
に
見
合
っ
て
賃
金
を
増
や
す

ル
ー
ル
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
な
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
詳
細
な
制
度

設
計
は
さ
ま
ざ
ま
な
会
議
等
に
委
ね
る
に
し

て
も
、政
労
使
協
議
の
場
に
お
い
て
、産
業
・

雇
用
・
賃
金
・
社
会
保
障
な
ど
幅
広
く
、
基

本
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
の
合
意

を
得
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

①
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
転
換
と
失
業
な
き
労
働

移
動
の
支
援
、
②
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
、

③
賃
金
引
き
上
げ
ル
ー
ル
の
策
定
、
の
三
つ

の
分
野
に
お
け
る
大
ま
か
な
合
意
形
成
が
必

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
簡
単
に
敷

衍
す
れ
ば
、
①
「
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
転
換
と

失
業
な
き
労
働
移
動
の
支
援
」
に
つ
い
て
は
、

事
業
再
編
へ
の
税
制
面
等
で
の
支
援
、
限
定

正
社
員
導
入
と
企
業
責
任
規
定
、
ブ
リ
ッ
ジ

会
社
ス
キ
ー
ム
の
整
備
、
等
が
具
体
的
論
点

で
あ
る
。
②
「
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
」
で

は
、
職
種
別
労
働
市
場
の
整
備
、
現
役
世
代

向
け
社
会
保
障
の
整
備
（
保
育
支
援
・
積
極

的
労
働
市
場
政
策
等
）
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
③「
生
産
性
に
見
合
っ
た
賃
上
げ
」

に
つ
い
て
は
、
生
産
性
に
見
合
っ
た
賃
金

フ
ァ
ン
ド
増
（
生
産
性
原
理
の
再
構
築
）、

雇
用
形
態
・
年
齢
間
の
賃
金
再
配
分
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
政

労
使
合
意
が
め
ざ
す
賃
上
げ
の
具
体
的
な
形

は
、
所
定
内
給
与
の
引
き
上
げ
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ベ
ア
（
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
）

で
は
な
い
こ
と
だ
。
ベ
ア
と
は
、
既
存
の
賃

金
カ
ー
ブ
の
上
方
へ
の
平
行
移
動
を
意
味
す

る
が
、
過
去
十
年
の
う
ち
に
い
わ
ゆ
る
成
果

主
義
化
や
非
正
規
労
働
者
の
増
加
に
よ
り
、

雇
用
形
態
間
・
年
齢
間
で
の
賃
金
配
分
に
歪

み
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
歪
み
の
是
正
の
必

要
性
を
勘
案
す
れ
ば
、
配
分
ル
ー
ル
と
し
て

合
意
す
べ
き
は
、
働
き
手
全
体
の
平
均
賃
金

の
上
昇
ペ
ー
ス
を
生
産
性
の
上
昇
ペ
ー
ス
に

合
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
労

働
者
へ
の
賃
金
配
分
は
別
に
議
論
す
べ
き
と

い
え
よ
う
。

政
労
使
協
議
の
意
義
―
民

主
導
の「
逆
所
得
政
策
」を

　

こ
こ
で
、
雇
用
・
賃
金
シ
ス
テ
ム
の
あ
り

方
を
決
め
る
の
は
本
来
労
使
自
治
が
原
則
で

あ
り
、
政
府
が
前
面
に
出
て
く
る
の
は
い
か

が
な
も
の
か
、
と
く
に
賃
金
決
定
に
ま
で
介

入
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
だ
、
と
い
う
批
判
が

あ
り
う
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
五

〇
～
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
先
進
各
国
で
イ

ン
フ
レ
抑
制
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
「
所
得

政
策
」
の
経
験
が
参
考
に
な
る
。

　

戦
後
、
欧
米
先
進
国
は
イ
ン
フ
レ
の
高
進

に
悩
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
対
応
策
と
し

て
賃
金
・
物
価
の
上
昇
を
抑
制
す
る
た
め
、

政
府
が
賃
金
決
定
に
介
入
す
る「
所
得
政
策
」

が
講
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
典
型
的
な
ケ
ー

ス
が
七
〇
年
代
前
半
の
英
国
お
よ
び
米
国
で

あ
る
が
、
賃
金
・
物
価
の
全
面
凍
結
と
い
う

厳
し
い
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
財
政
・
金
融
面
で
の
拡
大
策
と
並
行

し
て
行
わ
れ
た
た
め
、
労
使
の
合
意
を
比
較

的
得
や
す
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
短
期
的
に

は
物
価
抑
制
に
か
な
り
の
効
果
を
発
揮
し
た
。

し
か
し
、
政
策
の
継
続
期
間
が
長
引
い
て
く

る
と
、
結
果
と
し
て
政
策
開
始
前
よ
り
も
イ

ン
フ
レ
率
が
高
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
（
日
本
銀
行
「
欧
米
諸
国
に
お
け
る
最
近

の
所
得
政
策
を
め
ぐ
る
動
き
に
つ
い
て
」『
調

査
月
報
』
一
九
七
七
年
四
月
号
収
載
）。

　

こ
う
し
て
欧
米
で
は
「
政
府
主
導
の
所
得

政
策
」
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
に
対
し
、
わ

が
国
で
は
「
民
主
導
の
所
得
政
策
」
と
で
も

第５回政労使会議から
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い
う
べ
き
パ
タ
ー
ン
が
成
功
を
収
め
る
。
六

〇
年
代
終
わ
り
か
ら
七
〇
年
代
前
半
に
か
け

て
、
わ
が
国
で
も
所
得
政
策
の
導
入
が
検
討

さ
れ
る
が
、
結
局
は
見
送
ら
れ
る
。
し
か
し
、

日
経
連
が
そ
の
考
え
方
を
基
本
的
に
取
り
入

れ
つ
つ
、
自
主
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て

提
唱
す
る
こ
と
に
な
る
。
名
目
賃
金
伸
び
率

を
実
質
生
産
性
上
昇
率
の
範
囲
内
に
抑
え
る

べ
き
と
い
う
「
生
産
性
基
準
原
理
」
で
あ
る

が
、
そ
の
後
、
労
働
組
合
サ
イ
ド
が
実
質
賃

金
の
上
昇
率
を
実
質
生
産
性
上
昇
率
に
合
わ

せ
る
べ
き
と
い
う
「
逆
生
産
性
基
準
原
理
」

を
主
張
す
る
（
神
代
和
欣
・
連
合
総
研
編
『
戦

後
五
〇
年　

産
業
・
雇
用
・
労
働
史
』
日
本

労
働
研
究
機
構
、
一
九
九
五
年
）。
こ
う
し

た
動
き
を
受
け
て
、
わ
が
国
で
は
、
賃
金
と

生
産
性
が
経
済
原
理
に
ほ
ぼ
見
合
う
形
で
決

ま
る
よ
う
に
な
り
、
先
進
国
の
中
で
い
ち
は

や
く
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
脱
し
、「
ジ
ャ

パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
と
呼
ば
れ

る
八
〇
年
代
の
好
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

政
労
使
会
議
の
開
始
と
連
動
し
て
設
置
さ

れ
た
「
経
済
の
好
循
環
実
現
検
討
専
門
チ
ー

ム
」（
座
長
：
吉
川
洋
東
大
教
授
）
は
、
わ
が

国
で
の
今
回
の
取
り
組
み
を「
逆
所
得
政
策
」

と
呼
ん
だ
。
だ
が
そ
れ
が
、
最
終
的
に
成
功

す
る
か
ど
う
か
は
、「
政
府
主
導
の
逆
所
得
政

策
」
で
は
な
く
、「
民
主
導
の
逆
所
得
政
策
」

に
な
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、

上
で
み
た
「
所
得
政
策
」
の
経
験
か
ら
示
唆

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
労
使
と
も
に
現
在
の
縮

小
均
衡
の
構
図
を
十
分
に
認
識
し
、
短
期
的

な
ミ
ク
ロ
ベ
ー
ス
の
合
理
性
を
超
え
て
、
長

期
的
な
マ
ク
ロ
ベ
ー
ス
の
合
理
性
を
追
求
す

る
行
動
を
、
主
体
的
に
選
択
す
る
こ
と
が
何

よ
り
も
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

春
闘
に
お
け
る
労
使
間
の
暗
黙
の
賃
上
げ

ル
ー
ル
が
消
滅
し
て
以
来
、
労
使
自
治
で
は

賃
上
げ
が
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
政
府
が
「
介
入
す
る
」
根
拠
が
あ
る

の
だ
が
、
そ
れ
は
、
現
在
の
労
使
関
係
の
下

で
は
生
産
性
と
賃
金
が
連
動
す
る
と
い
う
経

済
原
理
に
の
っ
と
っ
た
形
で
賃
金
が
決
定
し

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
「
や
む
を
得
な

い
措
置
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
政
府
が
行
う
べ
き
は
、「
場
作
り
」
と
「
環

境
整
備
」
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
り
、
繰
り

返
し
に
な
る
が
、
賃
金
下
落
の
悪
循
環
を
最

終
的
に
打
破
す
る
た
め
に
は
、
政
労
使
協
議

を
き
っ
か
け
に
労
使
が
と
も
に
行
動
様
式
を

変
え
、
労
使
間
で
自
主
的
に
ル
ー
ル
を
再
構

築
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

［
注
］
本
節
は
、
筆
者
に
よ
る
『
日
経
ヴ
ェ
リ
タ
ス
』

2013.11.3
「
異
見
達
見
」
原
稿
を
基
に
し
て
い
る
。

643 February 2014

特集「２０１３年労働政策研究会議報告」
　　　2013年労働政策研究会議準備委員会責任編集2

【メインテーマセッション：高齢社会の労働問題】
【論文】
　65歳雇用義務化の重み―隠された選抜、揺れる雇用保障
 高木　朋代
　年齢差別禁止と定年制―EU法・英国法の展開を手がかりに
 櫻庭　涼子
　介護疲労と休暇取得 池田　心豪

【自由論題セッション】
●第１分科会（高年齢者の労働）
【論文】
高齢層の雇用と他の年齢層の雇用―「雇用動向調査」事業所票
個票データの分析 永野　　仁

【論文要旨】
高齢層から若年層への技術伝承の現状と課題―建設業界における検証
 山﨑　雅夫
大企業の中高年齢者（50歳代正社員）の教育訓練政策と教育訓練
行動の特質と課題―65歳まで希望者全員雇用時代における取り組み
 大木　栄一　　鹿生　治行　　藤波　美帆
【論文】
高齢者におけるボランティア供給の決定要因に関する実証分析

 馬　　欣欣

●第２分科会（職場とキャリア形成）
【論文要旨】
私立中高校教員がキャリア形成をどう考えているか
　―首都圏私立中高校 5校の教員75 人へのインタビュー調査結果の分析

 古市　好文
中小企業におけるミドル・マネージャー層の育成
　―中小サービス業調査に基づく分析 藤本　　真
成果主義的人事制度改革への労働組合の対応
　―Ａ労組の賃金制度改定の事例より 三吉　　勉
職場のいじめ、パワーハラスメントの行為類型の概念整理
　―被害者・第三者間のいじめ認識の乖離に着目して 杉村めぐる
 長沼　裕介

●第３分科会（労働市場と労働法制）
生命保険業界における余剰人員はどこへ行ったか 小山　浩一

【論文】
アメリカ企業における新卒採用―その実態と含意 関口　定一
韓国における女性の労働市場参加の現状と政府対策
　―積極的雇用改善措置を中心に 金　明　中
韓国における就業規則の不利益変更への集団的同意
　―不利益変更の「有効要件」なのか「拘束力要件」なのか

 朴　孝　淑
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　政府は、中小企業・小規模事業者の事業革新や新

陳代謝に必要な設備投資支援にあたり、賃上げを実

施する事業者を優先採択するなど、賃金上昇を促す。

さらに、中小企業投資促進税制の拡充等により、生

産性向上を実現するための環境整備を図る。また、

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費

税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置

法」に基づき、消費税の転嫁を阻害する行為の是正

措置等を着実に実施する。

　企業は、下請関係を含めた企業間取引において、

その製品やサービスの価値を適正に評価し、物価や

仕入れ価格の上昇に伴う転嫁についてしっかりと取

り組む。特に、中小企業・小規模事業者を調達先と

する企業は、復興特別法人税の廃止の趣旨を踏まえ、

取引価格の適正化に努める。

３．�非正規雇用労働者のキャリアアップ・処
遇改善に向けた取組

　近年増加している非正規雇用労働者について、労

働市場の動向を踏まえつつその意欲と能力に応じて

処遇の改善を図り、経済全体の底上げを図ることが

必要である。

　労使は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者とい

う二元的な働き方を固定化させるのではなく、それ

ぞれの職場のニーズに応じ、ステップアップのため

の多様な形態の正規雇用労働者の実現・普及や人事

処遇制度の普及・活用に向けた取組を進めることに

より、非正規雇用労働者がその意欲と能力に応じて

正規雇用労働者に転換する道筋を積極的に広げる。

　政府は、キャリアアップ助成金の拡充等を通じて、

正規雇用労働者へのステップアップを支援する。

　また、企業は、意欲と能力のある、契約社員、派

遣労働者、パート・アルバイト、嘱託等の非正規雇

用労働者についても、必要な人材育成投資を行うと

ともに、業績と能力を評価し、これを処遇に適切に

反映させる。

　政府は、これらの労働者に対する職業能力開発施

策の充実を図る。

４．生産性の向上と人材の育成に向けた取組
　経済の好循環を持続的な経済成長につなげるため

には、不断の生産性の向上が必要である。厳しいグ

ローバル競争に直面する我が国企業において、付加

価値の高い製品やサービスの創造に加え、ブランド

化等の差別化によるプロダクト・イノベーションを

通じた新たな価値の創出が重要であり、とりわけ、

その源泉となる人材育成が鍵となる。

　このため、企業は、設備投資や研究開発を積極的

に行うとともに、従業員の雇用形態に応じ、専門性

や知識の蓄積に向けて必要な教育訓練を推進する。

また、女性の活躍の促進や多様な人材の活用を図る

とともに、各個人の希望と企業経営上のニーズに応

じた柔軟な働き方の実現に向け労使で積極的に話し

合い、ワーク・ライフ・バランスの更なる推進を図る。

　他方、労働者は、自らの職業能力の向上を通じて

生産性を高めていくことが重要であるとの認識に立

ち、中長期的なキャリア形成も見据えつつ、自己啓

発による自らの能力開発に努める。

　政府は、企業におけるイノベーションによる新た

な価値の創出を推進するため、設備投資や研究開発

の実施を支援するとともに、中長期的なキャリア形

成支援やワーク・ライフ・バランス推進のための環

境整備を行う。
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経済の好循環実現に向けた
政労使の取組について
　政府は、デフレ脱却と経済再生を最優先課題とし

て、日本銀行による「大胆な金融政策」、「機動的な

財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」からな

る「三本の矢」を一体として強力に推進してきた。

これらの政策の効果により、景気は緩やかに回復し

つつあり、企業収益の拡大が進む中、デフレ状況で

はなくなりつつある。

　景気回復の動きをデフレ脱却と経済再生へ確実に

つなげるためには、企業収益の拡大が速やかに賃金

上昇や雇用拡大につながり、消費の拡大や投資の増

加を通じて更なる企業収益の拡大に結び付くという

経済の好循環を実現することが必要である。

　こうした認識の下、経済界、労働界、そして政府

が取り組むべき課題についての共通認識の醸成を図

るため、平成 25 年 9 月 20 日以来「経済の好循環実

現に向けた政労使会議」を開催し、これまで５回に

わたり真摯な議論を重ねてきた。

　本日、政府、日本経済団体連合会、日本商工会議所、

全国中小企業団体中央会及び日本労働組合総連合会

は、別紙のとおり、経済の好循環の実現に向けて、

一致協力して取り組むとの認識に至った。今後、そ

れぞれが具体的な取組を進めるとともに、その成果

を確認する。

平成 25 年 12 月 20 日

内閣総理大臣 　安倍 晋三

（一社）日本経済団体連合会会長　米倉 弘昌

日本商工会議所会頭　 三村 明夫

全国中小企業団体中央会会長 　鶴田 欣也

日本労働組合総連合会会長 　古賀 伸明

経済の好循環実現に向けた取組
１．賃金上昇に向けた取組
　デフレ脱却に向けて経済の好循環を起動させてい

くためには、まずは経済の好転を企業収益の拡大に

つなげ、それを賃金上昇につなげていくことが必要

である。さらに、このような好循環を日本経済全体

に波及させ、持続的なものとしていくことが必要で

ある。

　政府は、引き続き「三本の矢」を一体として推進

するとともに、企業による賃金引上げの取組を促進

するため、所得拡大促進税制を拡充するとともに、

足元の企業収益を確実に賃金上昇につなげるため、

「集中復興期間」における 25 兆円程度の復興財源

を確保した上で復興特別法人税を１年前倒しで廃止

する。あわせて、賃金上昇等について経済界への要

請等の取組を行うとともに、地方の中小企業・小規

模事業者への効果を含め、賃上げの状況について

フォローアップを行い、公表する。

　賃金は個別労使間の交渉を通じて決定するもので

ある。その上で、政府による好循環実現に向けた環

境整備の下、労使は、各企業の経営状況に即し、経

済情勢や企業収益、物価等の動向も勘案しながら十

分な議論を行い、企業収益の拡大を賃金上昇につな

げていく。

　その際、労働者の将来への安心感を醸成し、賃金

上昇を消費拡大につなげていくという観点から、

様々な対応を検討する。

２．中小企業・小規模事業者に関する取組
　雇用者数の大部分を占める中小企業・小規模事業

者においても、労使は、各企業の経営状況や今後の

経済状況等に応じつつ、日本経済の好転によっても

たらされた企業収益の拡大を賃金上昇につなげてい

く。


