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連載 キャリア指導の現場から 46

「労働観」ではなく、「勤労観」を

東洋大学経営学部 非常勤講師
玉川大学 教師教育リサーチセンター 非常勤講師       

千葉吉裕

内
閣
府
が
全
国
の
16
歳
か
ら
29
歳
ま
で
の

男
女
に
、
仕
事
の
目
的
を
聞
い
た
ア
ン
ケ
ー

ト
が
あ
る
。
そ
の
一
番
は
、「
収
入
を
得
る

た
め
」
と
い
う
回
答
だ
。
二
つ
ま
で
回
答
で

き
る
し
く
み
な
の
で
、
も
う
一
つ
は
次
の
い

ず
れ
か
を
選
ん
で
い
る
人
が
大
多
数
の
結
果

に
な
っ
て
い
る
。「
仕
事
を
通
し
て
達
成
感

や
生
き
が
い
を
得
る
た
め
」「
自
分
の
能
力

を
発
揮
す
る
た
め
」「
働
く
の
が
あ
た
り
ま

え
だ
か
ら
」「
人
の
役
に
立
つ
た
め
」。

こ
の
結
果
を
、あ
な
た
は
ど
う
考
え
ま
す
か
？

職
業
に
は
、「
生
計
維
持
」「
個
性
の
発
揮
」

「
社
会
的
連
帯
の
実
現
」
と
い
う
三
つ
の
側

面
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
渋
沢

栄
一
の
孫
で
あ
る
尾
高
邦
雄（
東
京
大
学
文

学
部
名
誉
教
授
）
氏
が
戦
前
か
ら
主
張
し
て

き
た
も
の
だ
。
こ
の
職
業
の
三
要
素
か
ら
、

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
み
れ
ば
、
職
業
を
通
じ

て
働
く
こ
と
は「
生
計
維
持
」  

に
偏
り
、「
個

性
の
発
揮
」「
社
会
的
連
帯
の
実
現
」と
い
う

側
面
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

る
。人

生
１
０
０
年
時
代
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
若
者
は
変
化
の
激
し
い
中
、
長
い
職

業
生
活
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
働
く
こ
と

を
単
に
金
を
稼
ぐ
た
め
の
手
段
と
し
て
し
ま

う
と
、
人
生
の
彩
り
を
欠
く
こ
と
に
も
な
り

か
ね
な
い
。
ま
し
て
嫌
々
働
く
の
で
は
人
生

を
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
今
、

w
ork as life

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
仕
事

と
生
活
を
一
体
化
し
、
仕
事
を
通
じ
て
喜
び

や
楽
し
み
、
充
実
感
や
達
成
感
を
得
る
よ
う

な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
、
人
生
を
豊
か
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン

ケ
ー
ト
の
結
果
を
み
る
と
、
若
者
は
働
く
こ

と
を
生
計
維
持
の
手
段
と
し
か
考
え
て
い
ま

い
か
心
配
に
な
っ
て
く
る
。

学
校
教
育
に
お
い
て
、
勤
労
観
の
形
成
は

重
要
な
教
育
目
標
に
一
つ
に
な
っ
て
お
り
、

学
校
行
事
、
学
級
活
動
や
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活

動
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
で
実
践
が

行
わ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
実
践
を
通
し
て
、

子
ど
も
た
ち
に
勤
労
の
尊
さ
や
生
産
の
喜
び

を
体
得
さ
せ
る
と
と
も
に
社
会
奉
仕
の
精
神

を
養
う
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
し
か
し
、
本

来
こ
れ
ら
の
体
験
は
、
家
庭
や
地
域
が
果
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

か
。職
住
一
体
の
家
庭
で
は
、一
家
総
出
で
働

く
こ
と
が
あ
る
し
、
す
べ
て
の
家
庭
に
は
家

事
手
伝
い
が
あ
る
。
学
校
で
の
教
育
実
践
よ

り
家
庭
教
育
の
実
践
の
ほ
う
が
は
る
か
に
効

果
的
で
あ
る
こ
と
は
想
像
で
き
よ
う
。今
日
、

社
会
は
大
き
く
変
化
し
、
そ
れ
に
よ
り
家
庭

や
地
域
社
会
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
、
働
く
こ
と
の
意
義
を
家
庭
で
体
感

す
る
機
会
が
減
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま

え
て
、学
校
で
は
体
験
の
機
会
を
確
保
し
、充

実
さ
せ
て
い
る
。
か
つ
て
意
識
す
る
こ
と
な

く
日
常
で
体
験
し
て
い
た
も
の
を
、
教
育
内

容
と
し
て
学
校
で
体
験
す
る
こ
と
は
、
子
ど

も
た
ち
へ
の
影
響
は
少
な
か
ら
ず
あ
ろ
う
。

文
化
の
側
面
か
ら
働
く
こ
と
を
考
え
て
み

よ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は「
働
く
こ
と
は
苦

役
」
と
聖
書
に
記
さ
れ
て
お
り
、
働
く
こ
と

を
他
者
に
強
要
す
る
奴
隷
制
度
が
他
国
に
は

存
在
し
て
い
る
。
一
方
、
日
本
で
は
神
様
自

ら
働
き
、
働
く
こ
と
を
神
聖
で
尊
い
も
の
と

捉
え
て
い
る
。
八
百
万
の
神
々
は
天
上
界
で

農
業
や
漁
業
に
勤
し
ん
で
お
り
、
神
々
の
行

い
を
自
分
た
ち
が
行
え
る
と
い
う
尊
さ
や
喜

び
を
感
じ
る
と
い
う
伝
統
が
存
在
し
て
い
る

の
が
日
本
で
あ
る
。
役
所
や
御
所
で
働
く
こ

と
は「
仕
え
る
」
と
言
い
、
武
家
や
商
家
で

働
く
こ
と
は「
奉
公
す
る
」
と
言
っ
て
い
た
。

「
仕
え
る
」
も「
奉
公
す
る
」
も
働
く
側
に
主

体
が
あ
る
言
葉
遣
い
で
あ
り
、「
雇
わ
れ
る
」

と
い
っ
た
受
動
的
な
態
度
で
は
な
い
こ
と
も

特
筆
す
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
。

法
律
を
み
る
と
、
日
本
国
憲
法
に
も
教
育

基
本
法
に
も「
勤
労
」
と
い
う
言
葉
が
用
い

ら
れ
て
お
り
、「
労
働
」
と
い
う
言
葉
は
一

切
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
古
来
か
ら
用
い
ら

れ
て
い
た「
勤
労
」
と
い
う
言
葉
が
、
日
本

の
最
高
法
規
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
非
常

に
重
要
だ
。

明
治
時
代
に
な
っ
て
登
場
し
た
と
さ
れ
る

「
労
働
」
と
い
う
言
葉
は
、
近
代
化
に
と
も

な
っ
て
出
現
し
た
。
明
治
時
代
の
海
外
の
書

籍
の
邦
訳
を
み
る
と
、
働
く
こ
と
を
金
銭
と

交
換
で
き
る
モ
ノ
と
し
て
取
り
扱
う
時
、「
勤

労
」で
は
な
く「
労
働
」を
用
い
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
英
語
で
は「
勤
労
」にw

ork

を
あ

て
、「
労
働
」
は
、
厚
生
労
働
省
の
英
語
表

記
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、labour

を
あ
て

て
い
る
。labour

と
い
う
言
葉
を
明
治
時
代
、

機
械
的
に「
労
働
」
と
訳
し
た
の
か
は
英
語

の
専
門
家
に
任
せ
た
い
と
思
う
が
、
当
時
訳

者
はlabour

が
日
本
で
伝
統
的
に
用
い
て

き
た「
勤
労
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
異
な
っ
て

い
た
と
感
じ
た
の
だ
と
思
う
。

働
く
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
ど
う
教
え
る

の
か
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
要
領
よ
く
稼
げ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
で
は
な
い
。
収
入
を
得
る
手
段
と
し

て
の
み
働
く
こ
と
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

生
き
が
い
や
や
り
が
い
、
喜
び
を
感
じ
さ
せ

る
こ
と
、
そ
れ
が
勤
労
観
の
形
成
で
あ
る
。

内
閣
府
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
み
る
と
、「
勤

労
観
の
形
成
」
が
、
優
秀
な
稼
ぎ
手
と
し
て

の
労
働
者
の
育
成
に
な
っ
て
い
な
い
か
心
配

に
な
っ
て
く
る
。


