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第
２
回
「
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
の
適
正
運
賃
・
料
金
検
討
会
」
 

議
事
概
要
 

 １
．
日
 
時
 

平
成
２
８
年
１
２
月
１
４
日
（
水
）
１
５
：
０
０
～
１
７
：
０
０
 

 

２
．
場
 
所
 

中
央
合
同
庁
舎
３
号
館
４
階
 
総
合
政
策
局
局
議
室

 

 ３
．
議
事
概
要

 

（
１
）
議
題
１
「
運
賃
・
料
金
に
関
す
る
問
題
の
構
造
に
つ
い
て
」
に
つ
い
て
事
務
局
よ
り
説

明
を
行
い
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

 

（
２
）
次
に
、
議
題
２
「
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
案
）
に
つ
い
て
」
に
つ

い
て
事
務
局
よ
り
説
明
を
行
い
、
調
査
内
容
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
 

（
３
）
次
に
、
議
題
３
「
運
送
以
外
の
コ
ス
ト
を
適
切
に
収
受
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
」

に
つ
い
て
、
事
務
局
よ
り
説
明
を
行
い
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

 

（
４
）
議
題
１
に
係
る
資
料
（
資
料
１
－
１
）
及
び
議
題
３
に
係
る
資
料
３
に
つ
い
て
は
、
議

論
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
現
段
階
で
は
非
公
表
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

（
５
）
各
委
員
及
び
各
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
た
。

 

  【
運
賃
・
料
金
に
関
す
る
問
題
の
構
造
に
つ
い
て
】
 

○
資
料
１
－
２
の
８
頁
で
、
営
業
利
益
率
が
右
肩
下
が
り
と
な
り
、
平
成
２
０
年
度
頃
か
ら
赤

字
化
し
て
い
る
。
平
成
１
５
年
頃
ま
で
軽
油
価
格
が
ほ
ぼ
横
ば
い
に
対
し
営
業
利
益
率
が

下
が
っ
て
い
る
の
は
事
業
者
数
の
増
加
、
平
成
１
８
年
以
降
は
そ
れ
に
加
え
て
軽
油
価
格

の
高
騰
な
ど
、
様
々
な
変
数
が
背
景
に
あ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
も
の
だ
と
は
思
う
が
、
大
き

な
要
因
と
し
て
は
事
業
者
数
の
増
加
と
軽
油
価
格
の
高
騰
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
 

 ○
資
料
１
－
２
の
９
頁
・
１
０
頁
は
、
ト
ラ
ッ
ク
運
転
者
の
所
得
が
下
が
っ
て
い
る
と
い
う
資

料
で
あ
る
が
、
バ
ブ
ル
後
も
全
産
業
の
所
得
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
ト
ラ

ッ
ク
運
転
者
の
所
得
は
バ
ブ
ル
の
影
響
で
下
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
規
制
緩
和
後
の

車
両
台
数
増
加
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

 

 ○
資
料
１
－
２
の
３
頁
で
、
平
成
２
２
年
以
降
、
１
ト
ン
キ
ロ
あ
た
り
売
上
高
は
上
昇
し
て
い

る
一
方
、
営
業
利
益
率
は
下
が
っ
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
デ
ー
タ
で
確
認
可
能
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な
「
貨
物
の
小
口
化
、
ジ
ャ
ス
ト
イ
ン
タ
イ
ム
、
あ
る
い
は
通
信
販
売
の
増
加
」
と
い
う
流
れ

を
受
け
て
「
需
要
・
サ
ー
ビ
ス
が
小
口
化
・
多
頻
度
化
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
「
ト

ー
タ
ル
と
し
て
の
需
要
は
増
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
料
金
が
収
受
で
き
て

い
な
い
」
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

 

 ○
基
本
的
に
事
業
者
数
や
価
格
は
需
給
関
係
で
決
ま
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
や
規
制

で
抑
え
込
む
の
は
非
常
に
難
し
い
と
思
う
。
と
は
い
え
、
物
流
産
業
の
今
の
状
況
が
続
く
と

な
る
と
、
今
後
事
業
を
継
続
し
て
い
け
る
の
か
、
労
働
力
を
確
保
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
危

機
感
を
も
っ
て
お
り
、
皆
さ
ん
と
ご
議
論
し
て
ま
い
り
た
い
。

 

 ○
平
成
２
年
以
降
、
参
入
が
容
易
化
さ
れ
、
よ
り
多
く
の
事
業
者
が
参
入
し
た
と
い
う
の
は
事

実
だ
が
、
供
給
過
剰
と
い
う
状
態
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
り
、
規
制
緩
和
以
降
、
全
く
関
係
な

い
他
産
業
か
ら
参
入
が
増
え
た
の
で
は
な
く
、
当
時
の
物
流
子
会
社
が
緑
ナ
ン
バ
ー
を
取

り
始
め
た
、
あ
る
い
は
中
規
模
か
ら
大
規
模
な
会
社
が
分
社
化
を
図
っ
た
、
更
に
は
自
家
用

ト
ラ
ッ
ク
が
緑
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
始
め
た
と
い
う
３
つ
の
大
き
な
要
因
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
事
業
者
数
の
増
加
に
比
べ
て
車
両
台
数
は
極
端
に
増
え
て
い
な
い
。
バ
ブ
ル
崩
壊
に

伴
っ
て
事
業
者
が
お
互
い
に
需
要
を
取
り
合
っ
た
結
果
、
営
業
利
益
率
が
低
下
す
る
等
の

状
態
が
起
き
た
の
で
は
な
い
か
。

 

 ○
も
と
も
と
道
路
運
送
法
時
代
か
ら
認
可
割
れ
運
賃
の
こ
と
を
ダ
ン
ピ
ン
グ
と
呼
ん
で
お
り
、

瞬
間
的
に
は
競
争
会
社
を
追
い
出
す
た
め
に
そ
う
い
っ
た
価
格
設
定
を
す
る
こ
と
は
あ
る

が
、
ず
っ
と
原
価
割
れ
す
る
よ
う
な
ダ
ン
ピ
ン
グ
が
続
く
と
い
う
の
は
一
般
的
に
は
考
え

ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
何
を
指
し
て
ダ
ン
ピ
ン
グ
と
呼
ん
で
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い

部
分
も
あ
る
。
事
業
者
に
も
社
会
に
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
な
適
切
な
運
賃
・
料
金
の
設
定
あ

る
い
は
収
受
と
い
う
の
が
本
検
討
会
の
テ
ー
マ
と
思
っ
て
い
る
。

 

 ○
交
渉
力
の
欠
如
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
荷
主
・
運
送
事
業
者
間
の
み
な
ら
ず
、
運
送
事

業
者
同
士
で
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
運
送
事
業
者
に
関
し
て
は
、
引
き
続
き
法

令
違
反
事
業
者
の
取
締
り
、
さ
ら
に
は
、
最
低
車
両
台
数
の
維
持
・
許
可
と
の
連
動
を
進

め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

 

 ○
車
両
台
数
規
模
別
の
事
業
者
の
営
業
利
益
率
が
わ
か
れ
ば
、
ど
の
規
模
が
利
益
率
が
悪
い

 

の
か
が
み
え
て
く
る
と
思
う
。
 

 

○
実
運
送
を
行
う
側
が
困
っ
て
い
る
の
は
、
荷
主
側
に
強
く
言
う
と
、
す
ぐ
に
違
う
実
運
送
事
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業
者
に
替
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
無
理
な
依
頼
を
断
る
こ
と
が
適
正
化
に
繋
が
っ
て
い

か
な
い
状
況
に
あ
る
。
国
や
業
界
が
ル
ー
ル
を
決
め
る
な
ど
が
な
い
と
厳
し
い
。
値
段
を
高

く
設
定
し
て
い
る
荷
主
に
は
迅
速
性
・
正
確
性
を
も
っ
て
対
応
し
、
安
い
値
段
を
設
定
す
る

荷
主
に
対
し
て
は
保
障
も
な
く
運
ぶ
と
い
う
よ
う
な
経
済
合
理
性
だ
け
で
は
解
決
で
き
な

い
部
分
も
あ
る
。

 

 ○
ト
ラ
ッ
ク
業
界
に
限
ら
ず
、

20
年
に
及
ぶ
デ
フ
レ
の
継
続
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
マ
ー
ケ

ッ
ト
で
「
過
剰
サ
ー
ビ
ス
」
（
価
格
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
）
が
横
行
し
て
い
る
。

こ
れ
が
企
業
収
益
を
下
げ
、
賃
金
を
下
げ
る
根
本
的
な
背
景
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
改
善
す

る
に
は
、「

過
剰
サ
ー
ビ
ス
を
何
ら
か
の
形
で
規
制
」
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
過
剰
サ
ー
ビ
ス
を
続
け
る
企
業
が
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
高
い
競
争
力
を

得
て
、
結
局
、
過
剰
サ
ー
ビ
ス
を
や
め
た
企
業
が
淘
汰
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
悪

貨
が
良
貨
を
駆
逐
す
る
）。

以
上
は
一
般
論
だ
が
、
こ
の
構
図
は
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
ト
ラ

ッ
ク
業
界
の
状
況
に
完
全
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
。

 

  【
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
案
）
に
つ
い
て
】

 

○
ア
ン
ケ
ー
ト
１
頁
の
Ⅱ
（
１
）
の
⑥
と
⑦
の
利
用
運
送
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
定
義
等
が
分

か
り
に
く
い
の
で
、
分
か
り
や
す
く
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

 
 

○
輸
送
に
伴
っ
て
生
じ
る
各
種
費
用
に
つ
い
て
２
～
４
頁
で
聞
い
て
い
る
が
、
実
際
に
と
れ

る
か
ど
う
か
は
具
体
的
な
取
引
相
手
の
属
性
な
ど
と
の
力
関
係
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
。

売
上
高
が
１
番
高
い
輸
送
品
目
に
つ
い
て
聞
い
て
い
る
が
、
荷
主
と
の
取
引
が
失
わ
れ
る

こ
と
に
よ
り
運
送
事
業
者
に
ど
の
位
の
影
響
が
あ
る
の
か
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
っ
た
方
が

良
い
の
で
は
な
い
か
。

 

 
 

○
１
頁
の
（
３
）（

４
）
で
ど
う
い
う
輸
送
品
目
を
扱
っ
て
い
る
か
聞
い
た
う
え
で
、
実
運
送

の
売
上
高
の
一
番
高
い
輸
送
品
目
の
売
上
げ
は
全
体
の
ど
の
位
の
割
合
か
を
聞
き
、
Ⅱ
以

降
で
は
売
上
高
が
一
番
高
い
品
目
に
絞
っ
て
聞
く
こ
と
に
よ
り
、
影
響
力
の
あ
る
取
引
先

と
運
送
事
業
者
間
の
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
把
握
し
た
い
。
 

 
 

○
実
運
送
事
業
者
が
通
常
何
社
く
ら
い
と
付
き
合
い
が
あ
る
の
か
を
聞
い
て
お
く
と
、
ど
う

い
っ
た
力
関
係
が
あ
る
か
わ
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

 

 ○
６
頁
の
Ⅲ
は
安
全
対
策
、
環
境
対
策
、
人
件
費
に
つ
い
て
の
支
払
い
の
設
問
と
な
っ
て
い
る
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が
、
荷
主
側
は
安
全
対
策
費
、
環
境
対
策
費
な
ど
と
分
け
て
お
ら
ず
支
払
い
し
て
い
る
が
、
分

け
て
聞
い
て
い
る
理
由
は
何
か
。

 

 

○
安
全
対
策
、
環
境
対
策
に
つ
い
て
、
荷
主
等
の
各
企
業
は
意
識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
事
業
者
と
し
て
は
必
要
な
コ
ス
ト
で
あ
る
。

 

 ○
安
全
対
策
費
と
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
か
、
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
安
全
対
策
や
環
境

対
策
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
コ
ス
ト
が
か
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
今
収
受
し
て
い
る

運
賃
・
料
金
で
ま
か
な
え
て
い
ま
す
か
、
と
の
趣
旨
で
聞
く
も
の
で
す
。
 

 

 【
運
送
以
外
の
コ
ス
ト
を
適
切
に
収
受
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
】

 

○
待
機
料
金
、
附
帯
作
業
費
、
高
速
料
金
、
燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
は
、
実
運
送
を
す
る
方
に
と

っ
て
は
支
払
っ
て
い
た
だ
か
な
い
と
た
ま
ら
な
い
も
の
だ
が
、
元
請
け
や
親
会
社
か
ら
収

受
し
て
い
な
い
か
ら
払
わ
な
い
、
実
運
送
事
業
者
側
か
ら
交
渉
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
払
わ

な
い
、
と
い
う
取
扱
い
を
す
る
水
屋
さ
ん
が
多
い
。
実
運
送
同
士
で
あ
れ
ば
待
機
料
金
等
の

話
が
で
き
る
が
、
水
屋
さ
ん
と
実
運
送
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
あ
た

り
書
面
化
に
よ
っ
て
お
互
い
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
明
確
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
い

い
と
思
う
。
も
ら
っ
た
も
の
を
き
ち
っ
と
下
請
に
払
う
状
況
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

 

 ○
運
賃
以
外
の
コ
ス
ト
の
適
正
収
受
に
つ
い
て
は
、
輸
送
貨
物
の
特
性
や
業
界
ご
と
の
取
引

慣
行
等
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
附
帯
業
務
の
内
容
や
適
正
に
収
受
す
る
た
め
の
方

策
・
仕
組
み
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
運
送
事
業
者
の
み
な
ら
ず
、
荷
主
に
つ
い
て
も
業

界
ご
と
に
意
見
を
聴
取
・
反
映
さ
せ
る
機
会
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
契
約
条
件

の
見
え
る
化
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
、
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
使
い
勝
手
が
よ

い
も
の
と
な
る
よ
う
、
例
え
ば
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
活
用
し
た
適
正
収
受
に
係
る
標
準
的

な
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
政
府
が
提
供
す
る
こ
と
も
有
用
で
は
な
い
か
。

 

 ○
附
帯
業
務
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
荷
主
と
運
送
事
業
者
が
協
議
し
て
決
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
れ
ば
良
い
。
重
い
鉄
骨
な
ど
を
積
込
む
場
合
は
、
荷
主
側
が
ク
レ
ー
ン
等
を
用
意
す
る
の

か
、
運
送
事
業
者
が
ユ
ニ
ッ
ク
車
を
用
意
す
る
の
か
に
よ
っ
て
も
原
価
が
変
わ
っ
て
く
る
。
 

 
 

○
手
待
ち
の
時
間
が
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
か
わ
か
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。
工
場
内
に
一
歩
踏

み
入
れ
た
ら
待
ち
時
間
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
工
場
の
外
や
高
速
道
路
の
上
で
待
つ
よ
う
言

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
荷
主
側
の
力
が
圧
倒
的
に
強
い
場
合
は
、
荷
物
を
積
み
込
ん
で
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出
発
し
た
時
点
が
運
送
の
始
ま
り
と
い
う
荷
主
も
い
る
。
ど
こ
か
ら
手
待
ち
が
始
ま
る
の
か

と
い
う
と
こ
ろ
を
明
確
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

 ○
荷
主
側
か
ら
す
る
と
、
運
賃
・
料
金
の
別
立
て
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は

わ
か
る
が
、
書
面
上
で
細
か
く
書
き
分
け
る
と
膨
大
な
作
業
量
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
通
常
、

横
持
ち
や
積
込
み
等
の
作
業
は
反
復
に
な
る
の
で
月
あ
た
り
、
年
あ
た
り
の
契
約
に
な
る
。

業
界
ご
と
に
や
り
方
は
異
な
る
と
は
思
う
が
、
ス
ポ
ッ
ト
で
毎
日
取
引
き
す
る
と
い
う
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
も
う
少
し
効
率
的
に
、「

こ
の
ト
ン
数
で
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で

持
っ
て
い
っ
た
ら
い
く
ら
で
す
」、

や
「
待
ち
時
間
は
い
く
ら
で
す
」
と
い
う
簡
潔
な
仕
組

み
を
作
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

 

 

以
 
上

 
 

（
文
責
：
事
務
局
）
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トラック事業者へのアンケート調査について

１．調査目的

トラック事業における適正運賃・料金収受に向けた方策について検討を行うため、

トラック運送事業者の運賃・料金の収受の実態及び収受ができていない原因等を把

握することを目的とする。

２．調査手法

Ｗｅｂアンケート及び郵送により調査を実施

３．調査対象者

①各地方トラック協会役員・青年部会 （約７８０者）

②全日本トラック協会が実施する景況感調査等の協力者 （約１，０００者）

③その他 （全日本トラック協会を通じて会員に協力を呼びかけ）

４．調査内容

次項調査項目のとおり

５．調査時期

２８年１２月２６日～２９年１月３１日 7



トラック事業者へのアンケート調査の調査項目

１． トラック事業者の概要（所在地、保有車両数、売上高の一番高い輸送品目等）

２． 売上高の一番高い輸送品目に係る以下の内容

◯ 主な運送委託者の属性 ◯ 取引の立場（何次請けで請け負っているか）

◯ 適用している運賃体系 ◯ 料金・費用の収受状況

◯ 運賃・料金の決定方法 ◯ 契約書面化の状況 等

３．安全対策、環境対策、人件費にかかるコストの収受状況

◯ 十分な支払いを受けているか否か、十分な支払いがない場合の問題点

４．十分な運賃・料金収受のために効果的と思われる方法（各項目を５段階評価）

◯ 運賃設定の方法（原価計算に基づく設定、目安となる標準運賃・下限運賃）

◯ 附帯業務費等の料金を運賃とは別建てで収受できる環境をつくる

◯ 取引先との交渉スキルの向上、運送契約の書面化

◯ 契約時に荷主が委託先の法令遵守状況を確認

◯ 事業を開始する際の事前チェックの強化

◯ 法令未遵守事業者への指導強化

◯ 下請を２次・３次等に制限 等

５．適正取引推進に係る各種ガイドラインの活用状況（書面化、下請取引、燃料サーチャージ）

６．トラック事業の経営状況

◯ 継続的な取引のある運送委託者の数

◯ 会社全体の売上高、営業利益、経常利益、トラック事業における売上高、営業利益

◯ 利益に影響する大きなコストは何か

◯ ドライバーの月あたりの平均賃金、労働時間

◯ ドライバーの確保状況 等 8


