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と
と
も
に
、
そ
の
中
で
も
「
自
律
的
に
働

き
、
か
つ
、
労
働
時
間
の
長
短
で
は
な
く
、

成
果
や
能
力
な
ど
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
こ

と
が
ふ
さ
わ
し
い
労
働
者
」
に
つ
い
て
現

行
の
労
働
時
間
制
度
で
は
対
応
で
き
て
い

な
い
部
分
を
検
証
し
た
上
で
、
労
働
時
間

に
関
す
る
諸
制
度
に
つ
い
て
、
運
用
や
、

制
度
そ
の
も
の
の
見
直
し
を
行
う
必
要
が

あ
る
。

ⅢⅢ..

新新
たた
なな
労労
働働
時時
間間
制制

度度
のの
在在
りり
方方

１.

生
活
時
間
を
確
保
し
つ
つ
仕
事

と
生
活
を
調
和
さ
せ
て
働
く
こ
と

を
実
現
す
る
た
め
の
見
直
し

●
年
次
有
給
休
暇

労
働
者
の
時
季
指
定
だ
け
に
任
せ
る
シ

ス
テ
ム
が
、
限
界
に
来
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
考
え
方
と
し
て
の
時

季
変
更
権
は
尊
重
し
つ
つ
、
実
際
の
年
休

取
得
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
時
季
指
定

を
補
充
す
る
仕
組
み
を
考
え
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

さ
ら
に
、
１
週
間
程
度
以
上
の
連
続
休

暇
を
計
画
的
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
や
、
年

休
取
得
率
の
低
い
者
に
計
画
的
に
取
得
さ

せ
る
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。他

方
、
弾
力
的
な
取
得
方
法
と
し
て
年

次
有
給
休
暇
の
一
部
に
つ
い
て
、
労
使
の

協
議
に
基
づ
く
合
意
を
前
提
と
し
て
、
時

間
単
位
の
取
得
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
未
消
化
年
休
に
係
る
年
休
手
当

を
退
職
時
に
清
算
す
る
制
度
を
設
け
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

●
時
間
外
・
休
日
労
働

時
間
外
・
休
日
労
働
は
、
本
来
臨
時
的

な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
旨
を
明
確
に
す
る

告
示
改
正
を
平
成
16
年
４
月
に
行
っ
た
と

「「今今後後のの労労働働時時間間制制度度にに関関すするる研研究究会会」」報報告告書書ににつついいてて 「
今
後
の
労
働
時
間
制
度
に
関
す
る

研
究
会
」
報
告
書
に
つ
い
て

賃
金
の
支
払
い
に
加
え
、
そ
の
時
間
数
に

相
応
す
る
日
数
の
休
日
（
代
償
休
日
）
な

ど
、
労
働
義
務
を
一
定
時
間
免
除
す
る
こ

と
を
義
務
付
け
る
制
度
の
検
討
も
進
め
る

使
用
者
に
対
し
、
通
常
よ
り
高
い
割
増
率

に
よ
る
割
増
賃
金
の
支
払
い
を
義
務
付
け

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
協
定
を
締
結
せ
ず
に
法
定
労
働

時
間
を
超
え
た
場
合
の
罰
則
を
強
化
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

●
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

導
入
が
進
ん
で
い
な
い
中
小
企
業
に
お

け
る
導
入
促
進
を
図
る
た
め
、
中
小
企
業

に
お
け
る
同
制
度
を
活
用
し
た
好
事
例
の

収
集
・
提
供
等
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
時
間
外
労
働
と
な
る
時
間
の

計
算
方
法
等
に
つ
い
て
、
実
態
に
即
し
た

見
直
し
を
行
う
こ
と
等
も
必
要
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

●
事
業
場
外
み
な
し

現
行
で
は
、
事
業
場
外
業
務
に
従
事
す

る
労
働
者
に
つ
い
て
、
所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
場
合
に
限
り
、
事
業
場
内
で
業
務

に
従
事
し
た
時
間
が
把
握
で
き
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
制
度
及
び
運
用
と
な
っ
て
お

り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
見
直
し
の
必
要
性

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２.

自
律
的
に
働
き
、
か
つ
、
労
働

時
間
の
長
短
で
は
な
く
成
果
や
能

力
な
ど
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
こ
と

が
ふ
さ
わ
し
い
労
働
者
の
た
め
の

制
度

ⅠⅠ..

現現
状状
認認
識識
とと
今今
後後
のの

展展
望望

サ
ー
ビ
ス
産
業
の
成
長
等
に
よ
り
、
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
の
比
率
が
高
ま
っ

て
い
る
。
他
方
、
特
に
30
歳
代
男
性
を
中

心
に
、
週
60
時
間
以
上
働
く
者
の
割
合
が

増
加
し
、
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
率
や
取

得
日
数
も
減
少
し
て
い
る
。

ま
た
、
企
業
間
競
争
の
激
化
等
に
よ
り
、

技
術
革
新
の
ス
ピ
ー
ド
が
加
速
し
、
製
品

開
発
の
ス
ピ
ー
ド
・
質
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
高
付
加
価
値
か
つ
創
造
的
な
仕
事
の

比
重
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
企
業

も
組
織
の
見
直
し
を
行
い
、
個
々
の
労
働

者
に
対
し
て
も
、
目
標
管
理
制
度
を
導
入

し
、
賃
金
制
度
も
年
俸
制
や
成
果
主
義
賃

金
が
浸
透
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働

者
の
増
加
と
働
き
方
の
多
様
化
が
進
み
、

そ
の
中
で
も
、
自
律
的
に
働
き
、
か
つ
労

働
時
間
の
長
短
で
は
な
く
そ
の
成
果
や
能

力
な
ど
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
ふ
わ

さ
し
い
労
働
者
が
増
加
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、

①
所
定
外
労
働
の
削
減
や
年
次
有
給
休
暇

の
取
得
促
進
を
図
る
こ
と

②
労
働
者
個
人
の
事
情
に
即
し
た
働
き
方

の
選
択
が
で
き
る
よ
う
、
現
行
制
度
の
見

直
し
と
と
も
に
、
新
た
な
労
働
時
間
の
管

理
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と

③
そ
の
際
、
心
身
の
健
康
へ
の
影
響
を
未

然
に
防
ぐ
こ
と

と
い
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ⅡⅡ..

見見
直直
しし
のの
方方
向向
性性

す
べ
て
の
労
働
者
が
、
個
人
の
選
択
に

よ
っ
て
、
生
活
時
間
を
確
保
し
つ
つ
、
仕

事
と
生
活
を
調
和
さ
せ
て
働
く
こ
と
を
実

現
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
を
行
う

こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
一
層
の
抑
制
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
時
間
外
労
働
が
一
定
の
時
間

数
を
超
え
た
場
合
な
ど
に
つ
い
て
、
割
増

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

時
間
外
労
働
の
限
度
基
準
で
定
め
る
延

長
時
間
の
限
度
な
ど
、
一
定
の
時
間
数
を

超
え
て
時
間
外
労
働
を
さ
せ
た
場
合
に
、 厚

生
労
働
省
労
働
基
準
局
監
督
課

報報 告告 報報 告告
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保安職業、 
サービス職業従事者 
 農林漁業作業者 
運輸･通信従事者 
採掘作業者 

製造･制作･機械運転 
及び建設作業者 
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22.6%
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8.0%

2.1%

0.7%

0.8%

昭和40年（雇用者2783万人） 平成16年（雇用者5355万人） 

◎職業別雇用者構成の推移

いわゆる「ホワイトカラー」（専門的・技術的職業従事者、管理的職業従事者、事務従事者、販
売従事者）の割合は、概ね増加傾向をたどっており、平成16年現在、あわせて2954万人、全体
の55.2%を占める。

※「保安職業、サービス職業従事者」は、昭和50年以前は「サービス職業」である。

※「採掘作業者」は、昭和54年以前は「採鉱・採石作業者」である。

※「製造・制作・機械運転及び建設作業者」は、平成12年以前は「技能工、製造・建設作業者」、平成2年以前は「技能工、

生産工程作業者」、昭和50年以前は「技能工生産工程従事者」である。また、昭和35年（36年以前）は「単純作業者」を含む。

※「労務作業者」は、昭和54年以前は「単純作業者」である。

資料出所：総務省統計局「労働力調査」
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れ
て
い
る
こ
と

◎
労
働
者
本
人
が
同
意
し
て
い
る
こ
と

③
健
康
確
保
措
置

④
導
入
に
お
け
る
労
使
の
協
議
に
基
づ
く

合
意

●
対
象
者
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ

上
記
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
し

て
、
例
え
ば
、

◎
企
業
に
お
け
る
中
堅
の
幹
部
候
補
者
で

管
理
監
督
者
の
手
前
に
位
置
す
る
者

用
を
除
外
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
法
定
休
日
の
規
定
に
つ
い
て
は
、

休
日
取
得
の
実
効
性
の
確
保
を
図
る
観
点

か
ら
、
同
制
度
に
お
い
て
は
適
用
を
除
外

し
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

●
健
康
確
保
措
置

①
定
期
的
に
健
康
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、

必
要
に
応
じ
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
等

の
何
ら
か
の
健
康
確
保
措
置
を
講
ず
る
こ

と
を
義
務
付
け
、
そ
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
、
事
業
場
に
お
い
て
そ
の
記
録
等
を
保

管
す
る
と
と
も
に
、
行
政
官
庁
へ
の
報
告

を
義
務
付
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

②
ま
た
、
特
に
休
日
を
実
際
に
取
得
す
る

こ
と
が
そ
の
心
身
の
健
康
確
保
の
た
め
に

よ
り
一
層
重
要
と
な
る
た
め
、
労
働
基
準

法
第
35
条
の
法
定
休
日
に
加
え
、
一
定
日

数
以
上
の
休
日
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
や
、

そ
の
う
ち
一
定
日
数
に
つ
い
て
連
続
し
て

取
得
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

③
適
正
な
運
用
の
確
保
と
い
う
観
点
か

ら
、
使
用
者
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
、
年

収
額
の
一
定
割
合
を
支
払
う
と
い
っ
た
仕

組
み
等
も
考
え
ら
れ
る
。

●
労
使
の
協
議
の
役
割

労
働
者
の
意
見
を
適
正
に
集
約
す
る
と

と
も
に
、
労
働
者
の
交
渉
力
を
補
完
す
る

こ
と
に
よ
り
、
労
使
が
実
質
的
に
対
等
な

◎
職
務
遂
行
の
手
法
や
労
働
時
間
の
配
分

に
つ
い
て
、
使
用
者
か
ら
の
具
体
的
な
指

示
を
受
け
ず
、
か
つ
、
自
己
の
業
務
量
に

つ
い
て
裁
量
が
あ
る
こ
と

◎
労
働
時
間
の
長
短
が
直
接
的
に
賃
金
に

反
映
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
成
果
や
能

力
な
ど
に
応
じ
て
賃
金
が
決
定
さ
れ
て
い

る
こ
と

②
本
人
要
件

◎
一
定
水
準
以
上
の
額
の
年
収
が
確
保
さ

◎
企
業
に
お
け
る
研
究
開
発
部
門
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
リ
ー
ダ
ー

と
い
っ
た
者
が
対
象
労
働
者
と
な
り
得

る
と
考
え
ら
れ
る
。

●
法
的
効
果

労
働
時
間
及
び
休
憩
に
関
す
る
規
定
が

適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
適
切
な
健
康
確
保
の
た
め
の

措
置
が
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
、
深
夜
業
に
関
す
る
規
定
も
そ
の
適

揮
で
き
る
と
納
得
す
る
場
合
に
、
安
心
し

て
そ
の
よ
う
な
選
択
が
で
き
る
制
度
を
作

る
こ
と
が
、
個
々
の
労
働
者
の
更
な
る
能

力
発
揮
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
日
本
の

経
済
社
会
の
発
展
に
も
資
す
る
こ
と
と
な

る
。

働
時
間
制
度
」
と
い
う
）
が
導
入
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
過
重
労
働
が

増
加
す
る
よ
う
な
事
態
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う

配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

(2)
新
し
い
自
律
的
な
労
働
時
間
制
度
の
要
件

①
勤
務
態
様
要
件

(1)
検
討
の
視
点

企
業
に
お
け
る
年
俸
制
や
成
果
主
義
賃

金
の
導
入
が
進
む
中
で
、
労
働
者
本
人
が
、

労
働
時
間
に
関
す
る
規
制
か
ら
外
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
よ
り
自
由
で
弾
力
的
に
働

く
こ
と
が
で
き
、
自
ら
の
能
力
を
よ
り
発

ま
た
、
新
た
な
制
度
を
設
計
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
労
働
者
の
心
身
の
健
康
が
確

保
さ
れ
る
こ
と
が
、
労
働
者
が
能
力
を
発

揮
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
こ
と
に
留
意

し
、
新
た
な
労
働
時
間
規
制
の
適
用
除
外

の
枠
組
み
（
以
下
「
新
し
い
自
律
的
な
労

「「今今後後のの労労働働時時間間制制度度にに関関すするる研研究究会会」」報報告告書書ににつついいてて

報報 告告 報報 告告

週３５時間未満の者 

週６０時間以上の者 

週３５時間以上～ 

週６０時間未満の者 

合計 

所定外労働時間 

平成５年 

９２９万人 

１８.２％ 

３６２５万人 

７１.１％ 

５４０万人 

１０.６％ 

５０９９万人 

１３１時間 

平成１６年 

１２３７万人 

２３.６％ 

３３５４万人 

６４.０％ 

６３９万人 

１２.２％ 

５２４３万人 

１４９時間 

差 

＋３０８万人 

＋５.４ポイント 

▲２７１万人 

▲７.１ポイント 

＋　９９万人 

＋１.６ポイント 

＋１４４万人 

＋１８時間 

資料出所：厚生労働省「就労条件総合調査」（旧「賃金労働時間制度等総合調査」）

◎年次有給休暇の取得率の低下及び取得日数の減少

年次有給休暇は、取得日数の減少及び取得率の低下傾向が続いている。

◎労働時間分布の長短二極化

週の労働時間が「35時間未満の者」及び「60時間以上の者」の全体に

35時間以上60時間未満の者」の割合が減少しており、「労働時間分布

の長短二極化」が進行している。特に、30歳代の男性で週の労働時間

が60時間以上の者の割合が高くなっている。

◎年次有給休暇の取得率の低下及び取得日数の減少

およそ７割の労働者は、年次有給休暇の取得にためらいを感じており、その理由
としては「みんなに迷惑がかかると感じる」（58％）、「後で多忙になる」（42.3％）、
「職場の雰囲気で取得しづらい」（36.4％）が多くなっている。

資料出所：三和総合研究所「長期休暇制度に関する調査研究」（平成12年）

資料出所：「毎月勤労統計調査」年度

週６０時間以上の者 

平成５年 

１５３万人 

２０.３％ 

平成１６年 

２００万人 

２３.８％ 

差 

＋４７万人 

＋３.５ポイント 

◎３０代男性で週労働時間６０時間以上の者の比較

※資料出所：総務省「労働力調査」
※資料は雇用者数により作成。ただし、「30歳代男性で週労働時間60時間以上の者の
比較」については、統計上の制約から雇用者のみのデータが得られないため、雇用者
と自営業主等を合計した就業者数により作成。
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「「今今後後のの労労働働時時間間制制度度にに関関すするる研研究究会会」」報報告告書書ににつついいてて
報報 告告

立
場
で
協
議
を
行
う
仕
組
み
を
担
保
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

●
要
件
・
手
続
に
違
背
が
あ
っ
た
場
合

の
取
扱
い

要
件
・
手
続
に
違
背
が
あ
り
、
法
的
効

果
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
法
定
時
間
外

労
働
に
つ
い
て
の
賃
金
の
取
扱
い
な
ど
が

問
題
と
な
る
が
、
勤
務
実
態
が
事
後
的
に

明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
も
含
め
、
救
済
が

迅
速
か
つ
適
切
に
行
わ
れ
る
仕
組
み
を
用

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

●
履
行
確
保
の
た
め
の
行
政
の
役
割

行
政
官
庁
と
し
て
は
、
新
し
い
自
律
的

な
労
働
時
間
制
度
の
導
入
手
続
が
適
正
に

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
健
康
確
保
措
置

の
実
施
状
況
や
対
象
労
働
者
の
休
日
の
取

得
状
況
に
つ
い
て
書
面
に
基
づ
き
確
認
を

行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う

し
た
手
続
等
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
場
合
は
改
善
を
求
め
、
改
善
さ
れ
な

い
と
き
は
制
度
を
廃
止
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

●
現
行
裁
量
労
働
制
と
の
関
係

現
行
の
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
は
、

同
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
廃
止
す
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
所
要
の
運
用
改
善
等

を
行
っ
た
上
で
、
当
面
の
間
現
行
制
度
を

維
持
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
現
行
の
専
門
業
務
型
裁
量
労
働

制
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
自
律
的
な
労
働

時
間
制
度
の
要
件
設
定
の
仕
方
に
よ
っ
て

は
対
象
労
働
者
が
一
部
重
な
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
現
在
多
く
の
労
働
者
が
新

し
い
自
律
的
な
労
働
時
間
制
度
と
は
異
な

る
要
件
の
下
で
そ
の
適

用
を
受
け
て
い
る
こ
と

か
ら
、
所
要
の
運
用
改

善
等
を
行
っ
た
上
で
、

同
制
度
を
維
持
す
る
こ

と
が
適
当
と
考
え
ら
れ

る
。

●
管
理
監
督
者
と
の

関
係新

し
い
自
律
的
な
労

働
時
間
制
度
の
創
設
に

あ
わ
せ
、
本
来
の
制
度

趣
旨
に
照
ら
し
て
、
そ

の
要
件
の
明
確
化
及
び

適
正
化
を
図
り
、
例
え

ば
、
新
制
度
の
対
象
労

働
者
と
な
る
こ
と
が
ふ

さ
わ
し
い
ス
タ
ッ
フ
職

に
つ
い
て
は
、
管
理
監

督
者
か
ら
除
く
こ
と
と

し
、
円
滑
に
同
制
度
へ

の
移
行
が
図
れ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
の
整

理
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
各
企
業
に
お
け
る
適
正
な
取
扱

い
を
担
保
す
る
た
め
、
そ
の
範
囲
に
つ
い

て
賃
金
台
帳
等
に
よ
り
明
ら
か
に
し
て
お

く
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
労
働
時
間
規
制
の

適
用
を
除
外
さ
れ
、
時
間
管
理
が
な
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
深
夜
業
に

関
す
る
規
定
に
つ
い
て
も
適
用
除
外
と
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
管
理

監
督
者
の
健
康
確
保
措
置
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
あ

わ
せ
て
、
管
理
監
督
者
の
労
働
条
件
を
決

定
す
る
際
、
対
象
と
な
る
管
理
監
督
者
の

意
向
が
反
映
さ
れ
る
仕
組
み
の
在
り
方
に

つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

※
報
告
書
全
文
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
厚
生
労
働

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。
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こ
の
報
告
書
を
受
け
、
厚
生
労
働
省
は
、

労
働
政
策
審
議
会
に
対
し
、
今
後
の
労
働

時
間
法
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
平
成
18
年

２
月
８
日
付
け
で
、
検
討
の
諮
問
を
行
っ

た
。現

在
、
労
働
時
間
法
制
の
在
り
方
に
つ

い
て
は
、
生
活
時
間
を
確
保
し
つ
つ
仕
事

と
生
活
を
調
和
さ
せ
て
働
く
こ
と
を
実
現

す
る
た
め
、
年
次
有
給
休
暇
、
時
間
外
・

休
日
労
働
な
ど
の
見
直
し
と
と
も
に
、
自

律
的
に
働
き
、
か
つ
労
働
時
間
の
長
短
で

は
な
く
成
果
や
能
力
な
ど
に
よ
り
評
価
さ

れ
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
労
働
者
の
た
め

の
制
度
の
在
り
方
を
御
検
討
い
た
だ
い
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

賃金制度 

昇進制度 

48.3％ 

33.5％ 

51.2％ 

65.5％ 

どちらかというと年齢や勤続年数を重視 どちらかというと成果重視 

0.5％ 

1.1％ 

無回答 

◎企業の人事制度の考え方

賃金、昇進においては年功的要素よりも、成果を重視している企業が多い。

資料出所：労働政策研究・研修機構「人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調
査（企業調査）」（平成16年）


