
　

こ
れ
ま
で
11
回
に
わ
た
り
、
日
本
企
業
に

お
け
る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
に
つ
い
て
の
情

報
を
届
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
最
終
回
で
あ

る
本
稿
で
は
、
2
0
1
9
年
に
内
閣
府
よ

り
発
表
さ
れ
た
「
令
和
元
年
度
年
次
経
済

財
政
報
告
／
労
働
市
場
の
多
様
化
と
そ
の

課
題
」
の
デ
ー
タ
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
こ

の
テ
ー
マ
の
ま
と
め
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

労
働
市
場
に
お
け
る

「
多
様
な
人
材
」

　

お
さ
ら
い
に
な
り
ま
す
が
、
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
経
営
と
は
、
経
済
産
業
省
「
新
・
ダ
イ

バ
ー
シ
テ
ィ
経
営
企
業
1
0
0
選
」
に
お

い
て
、『
多
様
な
人
材
を
活
か
し
、
そ
の
能

力
が
最
大
限
発
揮
で
き
る
機
会
を
提
供
す

る
こ
と
で
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
、

価
値
創
造
に
つ
な
げ
て
い
る
経
営
』
と
定
義

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

性
別
、
年
齢
、
国
籍
（
外
国
人
労
働
者
）、

働
き
方
（
正
規
／
非
正
規
雇
用
）、
障
害
の

有
無
な
ど
と
い
っ
た
狭
い
意
味
で
の
「
多
様

な
（
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
）
人
材
」
が
、
ど
の

程
度
の
規
模
で
労
働
市
場
に
存
在
し
て
い
る

の
か
を
見
て
み
る
と
図
１
の
よ
う
な
割
合
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ざ
っ
と
見
て
も
、
男
性
の

正
社
員
の
割
合
が
多
く
、
女
性
は
非
正
社

連
載
［ 

最
終
回 

］

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
＆

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

ま
と
め　
　
　本

田
香
織
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て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
広
義
で

の
多
様
性
と
は
、
性
別
、
年
齢
、
人
種
や

国
籍
、
障
が
い
の
有
無
と
い
っ
た
属
性
だ
け

で
な
く
、
性
的
指
向
、
宗
教
・
信
条
、
価

値
観
、
キ
ャ
リ
ア
や
経
験
、
働
き
方
な
ど

の
多
様
性
も
含
み
ま
す
。
個
を
認
め
合
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
て

い
る
状
態
（
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
＆
イ
ン
ク
ル
ー

ジ
ョ
ン
）
が
現
代
の
企
業
に
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
す
。

企
業
の
多
様
化
に
対
す
る
意
識

　

実
際
に
、
企
業
は
人
材
の
多
様
化
に
つ
い

て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
の
か
ど

う
か
を
調
査
結
果
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

図
２
の
⑴
は
、
多
様
な
人
材
の
雇
用
に

関
す
る
企
業
意
識
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で

す
。
多
様
化
に
よ
っ
て
利
点
と
課
題
の
「
双

方
が
あ
る
」
と
感
じ
て
い
る
企
業
は
65
％
と

な
っ
て
お
り
大
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、「
利
点
の
み
が
あ
る
」

と
感
じ
て
い
る
企
業
は
17
％
、「
課
題
の
み

が
あ
る
」
と
感
じ
て
い
る
企
業
は
12
％
と

な
っ
て
お
り
、
若
干
で
は
あ
り
ま
す
が
利
点

の
み
を
感
じ
て
い
る
企
業
の
割
合
が
、
課
題

ば
、
女
性
正
社
員
や
外
国
人
労
働
者
の
割

合
が
高
い
会
社
で
あ
っ
て
も
、
男
女
で
処
遇

に
不
公
平
が
あ
っ
た
り
、
国
籍
に
よ
っ
て
平

等
に
扱
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、「
活
躍
」
し

員
が
多
い
こ
と
、
ま
た
女
性
の
管
理
職
割
合

が
低
い
こ
と
等
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

　

皆
様
の
組
織
で
は
ど
の
よ
う
な
割
合
に

な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

を
進
め
る
に
あ
た
り
、
多
様
な
人
材
の
「
割

合
」
は
重
要
で
す
。
し
か
し
、そ
の
「
活
躍
」

に
つ
い
て
は
、
属
性
ご
と
の
人
数
や
割
合
だ

け
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
例
え

図１：内閣府「年次経済財政報告」第２章第 1 節より　2019 年

図２：（1)(2) 内閣府「年次経済財政報告」第２章第 1 節より　2019 年
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と
な
っ
て
い
ま
す
。

 　

一
方
で
、
多
様
化
な
人
材
の
雇
用
に
関

す
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
図
２
⑶
を
見
る
と
、

多
い
順
か
ら
①
労
務
管
理
が
複
雑
化
す
る

（
45
％
）、
②
教
育
訓
練
の
必
要
性
が
あ
る

（
35
％
）、
③
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
り

に
く
い
（
27
％
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
し

か
に
、
単
一
的
な
属
性
（
男

性
・
正
社
員
）
で
あ
れ
ば
労

務
管
理
は
行
い
や
す
い
と
こ

ろ
に
「
柔
軟
な
働
き
方
」
が

導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
労

務
管
理
が
難
し
く
な
る
と
の

懸
念
は
理
解
で
き
る
と
こ
ろ

で
す
。
新
し
い
こ
と
を
導
入

す
る
際
に
発
生
す
る
短
期
的

な
労
力
や
コ
ス
ト
と
中
長
期

的
な
メ
リ
ッ
ト
の
両
方
を
見

積
も
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で

す
。
多
様
化
に
よ
る
企
業
に

と
っ
て
の
利
点
を
伸
ば
し
・

課
題
を
縮
小
さ
せ
る
と
い
っ

た
、
両
方
の
取
り
組
み
が
必

要
で
す
。

 

多
様
な
人
材
を
活
か
す
た
め
に

必
要
な
取
り
組
み
と
は

　

で
は
、
企
業
が
多
様
な

人
材
の
活
躍
の
た
め
に
実

施
し
て
い
る
取
り
組
み
に
は

ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
で

し
ょ
う
か
。
回
答
の
多
か
っ

た
順
に
、
①
柔
軟
な
働
き
方

の
実
施
（
38
％
）、
②
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
促

進
（
30
％
）
と
な
っ
て
お
り
、

働
き
方
改
革
の
取
り
組
み
が

上
位
に
あ
り
ま
す
。
次
い
で
、

③
評
価
制
度
の
見
直
し
と
教

育
訓
練
制
度
の
強
化
（
ど
ち

ら
も
23
％
）、
④
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
研
修
の
強
化
（
19
・
4
％
）

と
な
っ
て
お
り
、
従
前
か
ら

の
評
価
制
度
の
見
直
し
や
管

理
職
層
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ス

キ
ル
強
化
へ
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

の
み
を
感
じ
て
い
る
企
業
よ
り
も
多
く
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

　

さ
ら
に
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
点
を

利
点
と
考
え
て
い
る
か
、
図
２
の
⑵
を
見
て

み
る
と
、
回
答
が
多
い
順
に
、
①
業
務
量

の
拡
大
に
対
応
で
き
る
（
人
手
不
足
対
策
）、

②
新
し
い
発
想
が
得
ら
れ
る（
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
創
出
）、
③
専
門
知
識
を
活
用
で
き
る
、

図２：(3) 内閣府「年次経済財政報告」第２章第 1 節より　2019 年

図３：内閣府「年次経済財政報告」第２章第２節より　2019 年
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ン
は
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
関
係
し
、

取
り
も
直
さ
ず
、
職
場
の
風
通
し
の
良
し
悪

し
や
生
産
性
に
も
関
わ
る
た
め
、
管
理
職

層
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
向
上
が
ワ
ー
ク
ラ
イ

フ
バ
ラ
ン
ス
や
仕
事
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
解
消
に

対
し
て
果
た
す
役
割
は
非
常
に
大
き
い
と
言

え
ま
す
。

ま
と
め

　

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
＆
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
を

効
果
的
に
進
め
る
た
め
に
は
、
多
様
な
人
材

の
雇
用
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
同

時
に
、
属
性
に
よ
る
処
遇
の
不
平
等
が
あ

れ
ば
見
直
し
、
個
々
の
特
性
や
さ
ま
ざ
ま

な
経
験
を
活
か
す
た
め
の
取
り
組
み
が
必

要
で
す
。
具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
多

く
の
企
業
が
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
柔
軟

な
働
き
方
や
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
促

進
、
評
価
制
度
の
見
直
し
や
教
育
訓
練
制

度
の
強
化
、
管
理
職
層
へ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

研
修
の
強
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
特
に
、

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
実
効
性
を
上
げ
る
た
め

に
は
、
職
場
に
お
け
る
上
司
と
部
下
と
の
良

い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
で
あ
る
こ
と

も
分
か
り
ま
し
た
。

　

近
年
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
Ｉ
T
化
に
よ
り
、

企
業
を
取
り
巻
く
環
境
が
急
速
に
変
化
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
「
日
本
人
・

上
手
く
と
れ
て
い
な
い
と
感
じ
る
場
合
、
自

分
の
能
力
や
ス
キ
ル
と
仕
事
に
ミ
ス
マ
ッ
チ

を
感
じ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
上
司
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

　

こ
の
よ
う
に
、
働
き
方
や
評
価
・
研
修

制
度
な
ど
の
制
度
面
の
改
革
は
重
要
で
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
柔
軟
な
働
き
方
や
ワ
ー
ク

ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
と
業
務
効
率
や
生
産
性
を

両
立
す
る
た
め
に
は
、
職
場
（
現
場
）
に

お
け
る
管
理
職
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
の
向
上

が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。

　

図
４
⑴
は
、
上
司
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
感
じ
方
に

は
強
い
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も

の
で
す
。
仕
事
と
私
生
活
の
両
立
が
「
で
き

て
い
る
」
と
感
じ
る
確
率
は
、
上
司
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
て
い
る
場
合
は

55
％
、
や
や
取
れ
て
い
る
場
合
が
32
％
、
取

れ
て
い
な
い
場
合
が
7
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 　

ま
た
、
図
４
⑵
は
、
自
分
の
能
力
や
ス

キ
ル
と
現
在
の
仕
事
内
容
が
合
っ
て
い
る
か

ど
う
か
を
尋
ね
た
も
の
で
す
。
上
司
と
の

良
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
場
合
は
、

な
い
場
合
と
比
べ
て
、
現
在
の
仕
事
内
容
が

自
分
の
能
力
や
ス
キ
ル
と
「
一
致
し
て
い
る
」

と
感
じ
る
確
率
が
約
4
倍
と
な
っ
て
い
ま
す
。

逆
に
、
上
司
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

図４：(1)(2) 内閣府「年次経済財政報告」第２章第２節より　2019 年
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男
性
」
が
人
材
の
大
多
数
を
占
め
、年
功
型
・

長
時
間
労
働
な
ど
の
画
一
的
な
働
き
方
だ
け

で
は
、
新
た
な
発
想
や
価
値
創
造
の
面
で
い

ず
れ
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
少
子
高
齢
化
に
よ

る
労
働
人
口
の
減
少
、
そ
れ
に
伴
う
人
材

の
量
的
・
質
的
な
不
足
の
面
を
考
え
て
も
、

人
材
の
多
様
化
と
活
躍
（
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

＆
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
）
の
流
れ
は
ま
す
ま

す
加
速
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
企

業
に
と
っ
て
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
を
進
め
る
こ
と

は
人
材
不
足
を
補
う
だ
け
で
な
く
、
政
府

の
掲
げ
る
S
o
c
i
e
t
y 

5
・
0
１

に

向
け
た
技
術
革
新
に
対
応
し
、
創
造
性
を

高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

  

「
他
社
の
取
り
組
み
状
況
は
ど
う
か
な

…
？
」
と
様
子
を
見
な
が
ら
足
踏
み
し
続

け
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
人
材
が
個
々
の

事
情
や
制
約
に
応
じ
た
柔
軟
な
働
き
方
を

選
ぶ
こ
と
が
で
き
、
ま
た
能
力
や
意
欲
に
応

じ
て
活
躍
で
き
る
環
境
を
、
い
ち
早
く
整
え

て
い
く
こ
と
が
企
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

■
著
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

本
田
香
織
（
ほ
ん
だ
か
お
り
）

本
田
社
会
保
険
労
務
士
事
務
所
代
表
／

社
会
保
険
労
務
士
／
共
永
総
合
法
律
グ

ル
ー
プ
所
属

株
式
会
社
A
p
p
d
a
t
e　
取
締
役

同
志
社
女
子
大
学
短
期
大
学
部
英
米
語

科
を
卒
業
後
、
大
手
化
学
メ
ー
カ
ー
に

勤
務
。

結
婚
後
は
二
児
の
子
育
て
を
し
な
が
ら

約
５
年
間
を
英
国
ロ
ン
ド
ン
で
過
ご
す
。

帰
国
後
は
大
手
生
命
保
険
会
社
の
営
業

職
を
経
て
、
2
0
1
1
年
、
社
会
保
険

労
務
士
試
験
合
格
、
翌
年
に
社
会
保
険

労
務
士
登
録
。

現
在
、
東
京
都
千
代
田
区
で
社
会
保
険

労
務
士
事
務
所
の
代
表
で
あ
る
と
と
も

に
産
業
保
健
分
野
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企

業
で
取
締
役
を
務
め
る
。

主
に
、
顧
問
企
業
へ
人
事
労
務
に
関
す
る

相
談
対
応
の
ほ
か
、
企
業
研
修
（
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
研
修
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
研
修

な
ど
）
の
講
師
と
し
て
首
都
圏
で
活
動

し
て
い
る
。

慶
應
義
塾
大
学
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部
通
信
課
程
在
学

中
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1：  狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すものとして政府が第５期科学技術基本計画において提唱した目指すべき未来社会の姿
のこと。https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
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