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こ
の
章
で
は
、
家
族
の
維
持
と
労
働
峙
間
と
い
う
点
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
な
お
、
労
働
時
間
が
問
題

と
さ
れ
る
と
き
、
二
つ
の
観
点
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
―
つ
は
極
端
な
湯
合
に
は
過
労
死
に
い
た
る
ほ
ど

の
長
蒔
間
労
働
で
あ
る
。
も
う
―
つ
の
観
点
は
、
子
育
て
や
「
家
庭
責
任
」
を
果
た
す
だ
け
の
時
間
を
確

保
で
き
る
労
働
時
間
水
準
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
側
面
に
注
意
し
な
が
ら
、
論
を
進
め
る
こ

と
に
し
よ
う
。
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日
本
人
の
労
働
時
間

日
本
人
は
働
き
す
ぎ
だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ど
の
程
度
働
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
労
働
時
間

の
水
準
を
み
る
の
は
大
変
だ
。
国
際
比
較
は
も
っ
と
大
変
で
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
私
た
ち
は
、
よ
く
日
本

の
労
働
時
間
が
長
い
と
か
、
ド
イ
ツ
の
労
働
時
間
は
短
い
と
か
い
う
が
、
正
確
な
計
測
は
実
は
で
き
て
い
な

い
。
製
造
業
生
産
労
働
者
の
仮
の
試
算
は
あ
る
が
、
失
業
率
と
違
っ
て
同
じ
定
義
の
統
計
が
な
く
、
推
計
が

困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

平
均
労
働
時
間
を
み
る
の
は
楽
で
は
な
い
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
］
や
ア
ル
バ
イ
ト
を
入
れ
れ
ば
、
年
平
均
労

働
時
間
が
減
少
す
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
。
ど
う
い
う
人
を
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し
て
扱
う
か
が
問
題
だ
。

ド
イ
ツ
の
金
属
産
業
（
日
本
流
に
い
え
ば
、
自
動
車
・
電
気
電
子
・
機
械
・
鉄
鋼
・
金
属
な
ど
主
要
な
製
造
業
す

べ
て
を
含
む
）
や
フ
ラ
ソ
ス
の
法
定
労
働
時
間
の
よ
う
に
通
常
の
労
働
時
間
が
週
三
五
時
間
だ
と
、
三
五
時

間
労
働
の
人
は
当
然
フ
ル
ク
イ
マ
ー
で
あ
る
。
だ
が
週
四

0
時
間
の
と
こ
ろ
で
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
な
り

か
ね
な
い
。
な
か
な
か
厄
介
な
問
題
で
あ
る
。

そ
う
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
日
本
の
統
計
を
な
が
め
て
お
こ
う
。
最
も
一
般
的
に
使
わ
れ
る

の
が
、
「
毎
月
勤
労
統
計
』
で
あ
る
。
一
九
―
二
年
に
始
ま
っ
た
長
い
歴
史
を
誇
る
統
計
で
あ
る
。
常
用
労
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働
者
を
五
人
以
上
雇
用
す
る
事
業
所

(
1
)

を
対
象
と
す
る
全
国
調
査
と
、
常
用
労
働
者
を
一
＼
四
人
雇
用

す
る
事
業
所
を
対
象
と
す
る
特
別
調
査
と
が
あ
る
。
図
表
3
,
1
は
、
全
国
調
査
に
よ
る
月
実
労
働
時
間
の

推
移
で
あ
る
。
こ
れ
を
―
二
倍
す
れ
ば
、
年
間
実
労
働
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
二

0

0
0年
で
は
約
一
八
六

0
時
間
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
過
小
推
計
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。

労
働
時
間
の
推
計
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
個
人
の
労
働
時
間
を
調
べ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
『
労
働
力

調
査
』
が
あ
る
。
非
農
林
＿
雇
用
者
に
つ
い
て
、
月
末
一
週
間
の
労
働
時
間
を
単
純
に
五
二
倍
す
る
と
、
二
〇

0
0年
で
は
ニ
二
四
一
時
間
と
な
る
。
こ
の
『
労
働
力
調
査
』
と
「
毎
月
勤
労
統
計
」
（
三

0
人
以
上
）
を
比

較
し
た
の
が
、
図
表
3

ー

2
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
毎
月
勤
労
統
計
』
と
の
差
は
実
に
三
八

0
時
間
以
上
に
達
す
る
。
こ
の
差
を
ど
う
み

る
か
、
結
構
む
つ
か
し
い
。
こ
の
差
を
、
支
払
い
労
働
(

k

毎
月
勤
労
統
計
j

)

と
実
際
の
労
働
（
『
労
働
力
調

査
』
）
の
差
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
サ
ー
ビ
ス
残
業
部
分
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ

課
長
相
当
職
(
2
)

な
ど
労
働
時
間
管
理
の
対
象
外
の
場
合
に
は
残
業
は
計
上
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
他
方
、

『
労
働
力
調
査
』
の
場
合
に
は
、
月
末
は
一
般
に
労
働
時
間
が
多
い
か
ら
過
大
推
計
に
な
っ
て
い
る
可
能
性

や
個
人
が
サ
イ
ド
ビ
ジ
ネ
ス
を
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
残
業
の
最
大
値
と
考
え
る
の
が
自
然

だ
ろ
う
か
。

次
に
、
個
人
の
生
活
時
間
を
詳
細
に
調
べ
て
い
る
『
社
会
生
活
基
本
調
査
』
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
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事叢所規模別の月あたり労働時間の撞移 「
主
に
仕
事
を
し
て
い
る
有
業
者
」
の
一
日
の
平
均
仕
事
時
間
は
六
•
五
一
一
時
間
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
数

字
は
土
曜
日
や
日
曜
日
も
含
め
て
計
算
さ
れ
て
い
る
。
有
給
休
暇
、
祝
日
や
年
末
年
始
な
ど
は
労
働
時
間
が

少
な
い
と
考
え
て
、
か
り
に
こ
れ
を
三
五

0
倍
す
る
と
、
年
間
仕
事
時
間
は
ニ
二
八
二
時
間
と
な
る
。
こ
の

数
字
は
『
労
働
力
調
査
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
通
勤
時
間

(
0
•
四
七
時
間
）
も
算
入
す
る
と
、
労
働
拘

年
[

[

 

3 -1 

175 

開ミ
165 

160 
130-99人

100-499人
155 

150 

3 -2 年間実労働時間の推移

00間

00

25時

23

2100 

1900 

1700 

``-
『労働力調査』

／ 

｀ ` ` ` ---—• ＼ 
-.... .... ___ 

＼ 

『毎月勤労統計』

1500 
1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01年

注：「労働力調査」は非農林雇用者のみ．

「毎月勤労統計」は事業所規模30人以上のみ．
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束
時
間
は
も
っ
と
増
え
て
、
二
四
四
六
•
五
時
間
に
な
る
。
ど
う
み
て
も
、
二

0
0
0

時
間
を
軽
く
超
え
て

い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
「
主
に
仕
事
を
し
て
い
る
有
業
者
」
の
男
性
に
つ
い
て
み

る
と
、
一
日
の
平
均
仕
事
時
間
は
七

•
1
0
時
間
な
の
で
、
こ
の
三
五
0
倍
は
二
四
八
五
時
間
、
通
勤
時
間

（
一
日
平
均
0
•

四
九
時
間
）
も
入
れ
る
と
、
実
に
二
六
五
六
•
五
時
間
に
達
す
る
。
こ
れ
は
平
均
で
あ
る
。

年
齢
層
に
よ
っ
て
も
労
働
時
間
は
異
な
る
。
と
く
に
三
五
＼
三
九
歳
が
。
ヒ
ー
ク
で
、
一
日
の
平
均
仕
事
時
間

は
七
•
四
一
時
間
、
プ
ラ
ス
通
勤
時
間

0
•

五
二
時
間
の
計
七
・
九
三
時
間
、
週
あ
た
り
五
五
・
五
時
間
と

な
る
。
首
都
圏
で
は
通
勤
時
間
は
も
っ
と
長
い
だ
ろ
う
。

サ
ー
ビ
ス
残
業
ば
か
り
が
問
題
視
さ
れ
る
が
、
共
稼
ぎ
を
左
右
す
る
う
え
で
重
要
な
の
は
支
払
い
残
業
問

題
で
あ
る
。
き
わ
め
て
単
純
な
経
済
的
問
題
で
あ
る
が
、
意
外
と
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
。
残
業
に
は
割
増
賃

金
が
支
払
わ
れ
る
と
ふ
つ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

割
引
労
働
と
し
て
の
残
叢

日
常
的
に
残
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
残
業
が
必
要
な
と
き
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
、
企
業
と
個
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
認
識
が
原
因
し
て
い
る
。

る
と
三
点
あ
る
。

日
常
的
な
の
は
尋
常

ま
ず
、
企
業
か
ら
み
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3 -3 「三六協定」による時間外労働の限度に関する基準

期問

上限時間

1週間

15時問

2週問

27時間

4週間

43時問

1カ月

45時間

2カ月

81時間 三120時間 360時間

、
ヽ
①
残
業
さ
せ
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。

②
残
業
さ
せ
た
ほ
う
が
割
安
で
あ
る
。

③
解
雇
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
、
従
業
員
の
モ
ラ
ー
ル
維
持
に
つ
な
が
る
。

ま
ず
①
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
(
3
)
。
第
2
章
で
み
た
よ
う
に
、
企
業
に
は
必
要
な
残
業
を

命
じ
る
権
利
が
広
範
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
社
員
は
そ
れ
を
拒
否
で
き
な
い
。
残
業
に
つ
い
て

の
労
働
基
準
法
第
三
六
条
に
よ
る
労
使
協
定
（
い
わ
ゆ
る
「
三
六
協
定
」
）
で
あ
る
。
企
業
が
事

業
場
（
事
業
所
と
同
じ
。
法
律
上
の
用
語
）
の
従
業
員
の
過
半
数
を
代
表
す
る
組
合
ま
た
は
労
働

者
代
表
と
協
定
を
締
結
し
、
労
働
基
準
監
督
署
に
届
け
出
れ
ば
時
間
外
労
働
や
休
日
労
働
を
従

業
員
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
時
間
外
労
働
時
間
数
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
に
、

一
九
八
八
年
か
ら
労
働
大
臣
（
厚
生
労
働
大
臣
）
の
指
針
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
一
九

九
八
年
に
は
こ
れ
を
法
的
根
拠
に
よ
る
「
基
準
」
と
し
て
い
る
。
一
般
労
働
者
の
場
合
、
具
体

的
に
は
図
表
3

ー

3
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
基
準
を
超
え
て
企
業
が
残
業
さ
せ
る
場
合
は
、
金
銭
的
不
払
い
と
い
う
意
味
よ
り
も
時

間
数
超
過
の
法
律
違
反
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
残
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
労
働
の
裁
量

性
と
も
か
ら
む
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
5
章
で
検
討
す
る
。
な
お
、
三
六
協
定
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の
締
結
率
は
、
三

0
一
人
以
上
規
模
の
事
業
場
で
八
割
強

‘
1
0
一
人
以
上
三

0
0
人
以
下
で
七
割
弱
と
規

模
が
小
さ
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
締
結
率
は
低
く
な
っ
て
お
り
、
一
人
か
ら
九
人
規
模
で
は
二
割
弱
で
あ
る
。

②
に
つ
い
て
は
あ
と
で
詳
し
く
論
じ
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
常
的

に
残
業
を
す
る
こ
と
で
、
仕
事
が
減
少
し
た
と
き
の
雇
用
調
整
手
段
と
し
て
残
業
を
使
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
も
し
仕
事
量
が
ふ
つ
う
の
と
き
に
残
業
ゼ
ロ
で
あ
れ
ば
、
仕
事
量
が
減
少
し
た
と
き
に
す
ぐ
に
一
時
帰

休
や
整
理
解
雇
な
ど
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。
今
の
よ
う
な
不
況
の
時
代

だ
と
、
そ
れ
を
実
感
し
て
い
る
企
業
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
う
す
る
と
仕
事
量
が
増
え
た
と
き

の
残
業
は
過
度
に
多
く
な
る
。
過
度
の
残
業
と
雇
用
保
障
と
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
を
ど
う
解
決
す
る
か
は
議
論

の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
4
)
。

次
に
、
個
人
の
側
か
ら
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
企
業
側
の
認
識
の
裏
返
し
で
あ
る
。

①
残
業
を
拒
否
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
。

②
少
し
で
も
収
入
が
ほ
し
い
か
ら
残
業
し
た
い
。

③
雇
用
保
障
の
た
め
に
は
、
や
む
を
え
な
い
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
残
業
は
ま
ず
拒
否
で
き
な
い
。
手
取
り
収
入
が
少
し
で
も
ほ
し
い
と
い
う
要
求
は
い
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つ
も
強
い
。
残
業
が
雇
用
維
持
に
つ
な
が
る
と
い
わ
れ
る
と
そ
う
か
と
納
得
す
る
人
も
少
な
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
残
業
は
労
使
と
も
に
望
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
個
人
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
①
の
点
、
つ
ま
り
、
「
残
業
を
拒
否
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
」
と
い
う
点
が
、
き
び
し
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
個
人
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
残
業
し
た
い
と
き
に
で
き
、
し
た
く
な
い
と
き
は
し
な
く
て
済
む

の
が
一
番
だ
ろ
う
。
で
も
、
そ
う
都
合
よ
く
い
か
な
い
。
と
く
に
夫
婦
揃
っ
て
正
社
員
の
共
稼
ぎ
家
庭
の
場

合
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
残
業
を
望
ま
な
い
だ
ろ
う
。
①
を
改
善
す
る
た
め
に
は
残
業
拒
否
を
認
め
る
シ
ス

テ
ム
が
必
要
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
正
社
員
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
。
最
近
、
多
く
の
企
業
は
「
成
果
主

義
」
へ
の
シ
フ
ト
を
謳
っ
て
い
る
が
、
残
業
要
請
を
拒
否
で
き
る
余
地
を
労
働
者
に
与
え
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
拒
否
で
き
る
た
め
に
は
、
非
正
規
と
い
う
働
き
方
し
か
な
い
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
や
め
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
多
様
な
正
社
員
が
必
要
な
理
由
の
―
つ
で
あ
る
。

さ
て
、
私
は
企
業
側
か
ら
み
た
②
に
残
業
が
割
安
だ
と
書
い
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
以
下
で
説
明
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。
残
業
は
、
企
業
も
個
人
も
多
く
が
喜
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
現
状
で
も
問
題
な
い
と
い

う
議
論
は
当
然
出
て
く
る
。
不
景
気
で
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
が
い
わ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
好
況
時
の
膨

大
な
残
業
を
懐
か
し
む
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
働
き
方
を
考
え
る
と
、
膨
大
な
残
業
は

も
は
や
お
こ
な
う
べ
き
で
は
な
い
。
日
本
の
残
業
割
増
規
定
に
は
ト
リ
ッ
ク
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、

残
業
を
増
や
す
こ
と
が
企
業
に
と
っ
て
は
と
て
も
安
上
が
り
に
な
っ
て
い
る
。
残
業
割
増
率
を
真
の
割
増
に
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す
る
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

私
は
、
こ
こ
ま
で
何
の
説
明
も
な
く
残
業
が
割
引
労
働
だ
と
い
っ
て
き
た
。
労
働
基
準
法
第
三
七
条
は
次

の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

（
労
働
基
準
法
第
三
七
条
時
間
外
、
休
日
及
び
深
夜
の
割
増
賃
金
）

使
用
者
が
、
第
三
三
条
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
時
間
を
延
長
し
、
又
は
休
日
に
労
働

さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
時
間
又
は
そ
の
日
の
労
働
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
労
働
時
間
又
は
労

慟
日
の
賃
金
の
計
算
額
の
二
割
五
分
以
上
五
割
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
率
以
上
の

率
で
計
算
し
た
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
前
項
の
政
令
は
、
労
働
者
の
福
祉
、
時
間
外
又
は
休
日
の
労
働
の
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

―
―
―
使
用
者
が
、
午
後
一

0
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
（
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
定
め
る
地
域
又
は
期
間
に
つ
い
て
は
午
後
―
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
）
の
間
に
お
い
て

労
働
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
時
間
の
労
働
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
労
働
時
間
の
賃
金
の
計
算

額
の
二
割
五
分
以
上
の
率
で
計
算
し
た
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
第
一
項
及
び
前
項
の
割
増
賃
金
の
基
礎
と
な
る
賃
金
に
は
、
家
族
手
当
、
通
勤
手
当
そ
の
他
厚
生
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残
業
割
増
率
は
二
割
五
分
以
上
五
割
以
下
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
政
令
（
平
成
六
年
〈
一
九
九
四
年
〉
一
月

四
日
政
令
第
五
号
）
で
、
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
二
割
五
分
以
上
、
休
日
労
働
に
つ
い
て
は
三
割
五
分
以

上
と
さ
れ
て
い
る
。
問
題
な
の
は
、
割
増
賃
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
賃
金
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
通
常
の
労

働
時
間
の
賃
金
」
で
あ
り
、
月
給
制
の
場
合
は
月
に
よ
る
賃
金
額
を
「
月
に
お
け
る
平
均
所
定
労
働
時
問

数
」
で
割
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
基
礎
賃
金
に
は
、
こ
の
第
三
七
条
で
明
示
的
に
家
族
手
当
、
通
勤

手
当
が
除
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
労
働
墓
準
法
施
行
規
則
ニ
一
条
に
よ
っ
て
、
別
居
手
当
、
子
女
教

育
手
当
、
住
宅
手
当
、
臨
時
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
、
一
ヵ
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
は
算

入
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
ボ
ー
ナ
ス
な
ど
は
算
定
基
礎
に
入
ら
な
い
。

な
お
、
第
一
―
―
―
―
一
条
は
、
災
害
な
ど
非
常
時
の
規
定
で
あ
り
、
「
前
条
第
一
項
」
と
は
三
六
協
定
を
さ
す
。

こ
の
割
増
率
二
五
％
と
い
う
最
低
基
準
が
あ
る
の
に
、
割
引
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
疑
問
に
思
っ

た
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
法
令
を
踏
ま
え
て
説
明
し
よ
う
。
実
は
次
の
よ
う
な
か
ら
く
り
が
あ
る
の
だ
。

企
業
経
営
に
と
っ
て
、
相
次
ぐ
社
会
保
険
料
負
担
の
増
加
や
企
業
年
金
負
担
の
増
加
な
ど
か
ら
、
問
題
は

「
総
額
人
件
費
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
当
然
の
認
識
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
え
を
一
人
あ

た
り
の
人
件
費
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
人
を
一
人
雇
用
す
る
た
め
に
、
企
業
は
ど
れ
だ
け
の
費
用
を
負
担

労
慟
省
令
で
定
め
る
賃
金
は
算
入
し
な
い
。
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3 -4 労働着 1人あたりの平均労働費用

労働費用総額

1現金給与総額

①決まって支給する給与

基本給

諸手当

超過勤務手当

②賞与・期末手当

2現金給与以外の労働費用

502,004円 (100.0%)

409,485円 (81.6%)

315,544円 (62.9%) 

276,000円程度

14,000円程度

25,000円程度

93,941円 (18.7%) 

92,519円 (18.4%)

注：諸手当は所定内賃金の 5％程度と想定．

超過勤務手当は，「毎月勤労統計」より，残業時間を製造業の月平均約

13時間，所定内の 1割弱と想定．

し
て
い
る
の
か
（
残
業
手
当
は
除
く
）
。
そ
れ
は
、
月
例
賃
金
、
ボ
ー

ナ
ス
、
社
会
保
険
料
の
企
業
負
担
部
分
、
通
勤
手
当
、
住
宅
手
当
、

家
族
手
当
、
退
職
金
や
企
業
年
金
の
負
担
な
ど
で
あ
る

(
5
)
。
と
こ

ろ
が
、
残
業
手
当
の
算
定
基
準
は
、
こ
の
な
か
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。

残
業
手
当
の
基
礎
に
は
通
常
、
ボ
ー
ナ
ス
や
退
職
金
積
み
立
て
、
住

宅
手
当
・
通
勤
手
当
等
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
労
働
省
『
賃
金
労
働

時
間
制
度
等
総
合
調
査
』
と
『
毎
月
勤
労
統
計
』
か
ら
、
常
用
労
働

者
一
人
あ
た
り
の
一
カ
月
平
均
労
働
費
用
の
内
訳
を
推
計
す
る
と
図

表
3

ー

4
の
よ
う
に
な
る
。

な
お
、
社
会
保
険
の
算
定
ベ
ー
ス
は
標
準
報
酬
月
額
と
い
わ
れ
る

も
の
で
、
超
過
勤
務
手
当
が
増
え
れ
ば
こ
れ
ら
の
企
業
負
担
も
増
加

す
る
し
、
さ
ら
に
労
働
保
険
（
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
の
総
称
）
の
ベ

ー
ス
は
「
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
労
働
の
対
償
と
し
て
事
業
主

が
労
働
者
に
支
払
う
も
の
」

(
6
)

で
あ
る
か
ら
ボ
ー
ナ
ス
や
労
働
の

対
価
で
あ
る
か
ぎ
り
す
べ
て
の
手
当
が
算
入
基
礎
と
な
る
。
そ
れ
で

も
、
標
準
報
酬
月
額
に
対
す
る
保
険
料
率
は
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
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の
ケ
ー
ス
で
い
え
ば
、
健
康
保
険
料
率
は
九
•
五
九
％
、
厚
生
年
金
の
保
険
料
率
は
月
例
給
に
対
し
て
一

七
・
三
五
％
、
労
災
保
険
は

0
•

五
％
（
7
)
、
雇
用
保
険
が
一
・
七
五
％
で
あ
る
。
す
べ
て
あ
わ
せ
る
と
ニ

九
・
一
九
％
と
な
る
。
う
ち
企
業
負
担
は
、
ほ
ぽ
一
五
％
と
な
る
(
8
)
0

そ
こ
で
、
こ
こ
で
想
定
す
る
残
業
手
当
を
二
万
五

0
0
0
円
（
今
と
な
っ
て
は
多
す
ぎ
る
よ
う
に
み
え
る

が
）
と
し
、
そ
れ
に
と
も
な
う
社
会
保
険
・
労
働
保
険
の
企
業
負
担
は
三
七
五

0
円
と
し
よ
う
。
す
る
と
、

残
業
が
な
い
場
合
、
残
業
手
当
の
基
準
で
あ
る
基
本
給
の
何
倍
の
労
働
費
用
を
企
業
が
負
担
し
て
い
る
か
を

計
算
す
る
と
、
一
・
七
一
倍
と
い
う
値
に
な
る

(
9
)
。

か
り
に
残
業
割
増
率
が
法
定
最
低
甚
準
の
二
五
％
だ
と
し
よ
う
（
実
際
に
二
五
％
の
企
業
が
多
い
）
。
こ
の

人
が
週
四

0
時
間
、
月
一
七
一
時
間
働
く
と
す
る
と
、
一
時
間
あ
た
り
の
残
業
手
当
は
二

0
一
八
円
と
な
る

(10)
。
と
こ
ろ
が
、
一
時
間
あ
た
り
の
人
件
費
は
二
七
六
八
円
と
な
る

(11)
。
つ
ま
り
、
時
間
外
労
働
の
ほ

う
が
七
五

0
円
も
割
安
な
の
で
あ
る

(
1
2
)
0

現
在
の
算
定
式
で
い
け
ば
、
企
業
サ
イ
ド
か
ら
み
て
、
残
業
手
当
が
ま
っ
た
く
負
担
と
な
ら
な
い
「
割
増

率
」
は
七
一
％
な
の
で
あ
る
。
こ
の
算
定
基
礎
が
お
か
し
い
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
残
業
割
増
率
は
二
五
％

の
ま
ま
で
よ
い
。
算
定
基
礎
を
個
人
の
労
働
費
用
（
人
件
費
）
と
す
る
こ
と
こ
そ
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

算
定
基
準
が
現
行
の
ま
ま
で
、
雇
用
確
保
の
た
め
に
労
働
協
約
に
よ
る
残
業
割
増
率
を
法
定
最
低
限
の
二

五
％
に
低
下
さ
せ
て
い
る
企
業
が
出
て
い
る
。
や
む
を
え
な
い
企
業
内
労
使
の
苦
し
み
は
わ
か
る
が
、
そ
れ
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は
緊
急
避
難
に
と
ど
め
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
い
う
が
、
現
行
基
準
で
の
七
一
％
の
名
目
割
増
率
が
、
実
質
割
増
率

0
％
な
の
で
あ
る
。
実
際

は
適
格
な
労
慟
力
を
確
保
す
る
に
は
、
募
集
コ
ス
ト
や
育
成
コ
ス
ト
、
育
成
時
間
な
ど
が
か
か
る
が
、
こ
う

し
た
点
は
無
視
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
残
業
は
こ
れ
ほ
ど
の
実
質
割
引
労
働
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、

企
業
に
と
っ
て
残
業
の
最
大
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
名
目
割
増
率
は
ほ
と

ん
ど
の
企
業
で
二
五
＼
三

0
％
で
あ
る
。
労
働
基
準
法
の
残
業
割
増
率
の
基
礎
を
労
働
費
用
（
人
件
費
）
と

す
れ
ば
、
時
間
あ
た
り
の
残
業
手
当
は
現
在
の
倍
程
度
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
企
業
は
残
業
を
減
ら
し
、

雇
用
を
増
や
す
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
総
額
人
件
費
削
減
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
経
営
者
に
と
っ
て
す
れ

ば
、
と
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
で
あ
ろ
う
が
。
実
は
、
大
企
業
ほ
ど
残
業
が
多
い
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
基
本
給
以
外
の
労
働
費
用
が
多
い
こ
と
、
つ
ま
り
裏
を
か
え
せ
ば
、
残
業
さ
せ
る
ほ
ど

割
引
効
果
が
大
き
い
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

残
業
手
当
の
基
準
額
に
ボ
ー
ナ
ス
や
退
職
金
積
み
立
て
な
ど
の
企
業
負
担
部
分
を
組
み
込
む
だ
け
で
、
企

業
は
本
当
に
残
業
を
減
ら
そ
う
と
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
お
そ
ら
く
残
業
は
減
る
だ
ろ
う
。
こ
の
政

策
を
実
行
す
る
の
は
好
況
の
と
き
の
ほ
う
が
適
し
て
い
る
が
、
バ
ブ
ル
の
と
き
で
さ
え
、
政
府
は
こ
の
テ
ー

マ
に
本
気
に
な
っ
て
取
り
組
も
う
と
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
マ
ス
コ
ミ
も
ま
っ
た
く
無
視
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
い
び
つ
な
シ
ス
テ
ム
は
早
期
に
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。
個
別
企
業
労
使
の
枠
の
な
か
で
は
な
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か
な
か
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
高
失
業
時
代
の
到
来
を
迎
え
つ
つ
あ
る
現
在
、
国
家
＞
ベ
ル
で
実
施

に
向
け
て
早
急
に
議
論
す
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
時
間
に
ゆ
と
り
の
あ
る
生
活
と
い
う
観
点
か
ら

い
っ
て
も
有
意
義
な
政
策
で
あ
る
。
残
業
割
増
率
算
定
基
準
へ
の
ボ
ー
ナ
ス
や
労
務
コ
ス
ト
の
算
入
に
よ
っ

て
、
残
業
割
増
は
文
字
通
り
の
割
増
と
な
る
。

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

家
族
と
い
う
単
位
で
労
働
時
間
を
み
る
と
き
、
パ
ー
ト
ク
イ
マ
ー
と
い
う
働
き
方
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
も
そ
も
。
ハ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
フ
ル
タ
イ
マ
ー
の
違
い
は
何
だ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
時
間

の
違
い
で
あ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
統
計
上
の
定
義
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
日
本
労
働
研
究
機
構
が
出
版

し
て
い
る
『
ユ
ー
ス
フ
ル
労
働
統
計
二

0
0
二
j

(二

0
0
二
年
）
の
分
類
を
み
る
の
が
よ
い
。
そ
れ
は
次
の

よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

①
「
毎
月
勤
労
統
計
』
や
『
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
』
で
は
「
一
日
の
所
定
労
働
時
間
が
一
般
労
働
者

よ
り
短
い
者
、
あ
る
い
は
一
日
の
所
定
労
働
時
間
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
一
週
の
所
定
労
働
日
数
が
一
般

労
働
者
よ
り
少
な
い
者
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

②
『
就
業
構
造
基
本
調
査
」
や
『
労
働
力
調
査
特
別
調
査
』
で
は
「
事
業
所
に
お
い
て
パ
ー
ト
と
呼
ば
れ
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（
図
表
3
,
5
)
。

②
の
呼
称
。
ハ
ー
ト
に
、
「
嘱
託
そ
の
他
」
を
加
え
る
と
、
二
四
．

0
%
と
な
る
。
パ
ー
ト
労
働
法
上
の
定

義
に
も
と
づ
い
て
、
一
九
九
五
年
に
実
施
さ
れ
た
労
働
省
『
パ
ー
ト
ク
イ
ム
労
働
者
総
合
実
態
調
査
』
（
一

九
九
六
年
発
表
）
に
よ
れ
ば
、
パ
ー
ト
比
率
は
一
四
・
九
％
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
表
示
し
な
い
が
、
ど
の

3 -5 各種定畿によるパートタイマー比率

3
0
%
2
5
2
0
1
5
 
10 

5
 

「呼称パート」＋嘱託その他

『労働力調査』

・・・ニエ—•••こ•;

ーーニ――---------
『労働力調査特別調査』＝「呼称パート」

0 1, I l I I l l l l I l 

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000年

て
い
る
労
働
者
」
を
呼
称
。
ハ
ー
ト
と
定
義
し
て
い
る
。

③
『
労
働
力
調
査
』
で
は
週
間
就
業
時
間
別
に
雇
用
者
数
を
調
査
し

て
お
り
、
こ
の
う
ち
の
「
週
問
就
業
時
間
三
五
時
間
未
満
の
者
」

が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

一
方
、
法
律
上
は
「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す

る
法
律
」
（
い
わ
ゆ
る
パ
ー
ト
労
働
法
）
で
は
、
「
一
週
間
の
所
定
労
働

時
間
が
同
一
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
よ
り
短
い
者
」

を
「
短
時
間
労
働
者
」
と
定
義
し
て
い
る
。

二
0
0
0年
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
労
働
者
比
率

は
、
①
二

0
・
ニ
％
（
『
毎
月
勤
労
統
計
」
）
、
②
-
三
・
五
％
（
『
労
働
力

調
査
特
別
調
査
j

)

、
③
一
九
・
八
％
（
「
労
働
力
調
査
』
）
と
な
っ
て
い
る
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シ
ョ
ー
ト
タ
イ
ム
正
社
員
の
存
在
可
能
性
で
あ
る
。
中
村
は
い
う
。

定
義
に
よ
っ
て
も
、
水
準
の
違
い
は
あ
る
が
、
全
体
的
な
動
き
は
ほ
ぽ
一
貫
し
て
上
昇
傾
向
に
あ
る
。

さ
て
、
長
い
労
働
時
間
を
い
か
に
減
ら
す
か
。
現
在
、
短
時
間
正
社
員
を
め
ぐ
る
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
厚
生
労
働
省
の
「
パ
ー
ト
ク
イ
ム
労
働
研
究
会
」
に
お
け
る
テ
ー
マ
の
中
心
は
、
既
婚
女
性
を

中
心
と
す
る
「
バ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
」
を
「
短
時
間
正
社
員
」
と
し
て
、
正
社
員
身
分
を
与
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
型
の
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ソ
グ
が
脚
光
を
あ
び
る
な
か
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
導
入

さ
れ
て
い
る
パ
ー
ト
ク
イ
マ
ー
と
フ
ル
タ
イ
マ
ー
の
均
等
処
遇
を
日
本
に
お
い
て
も
実
現
し
よ
う
と
い
う
試

み
で
あ
る
。

短
時
間
正
社
員

短
時
間
正
社
員
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
一

0
年
以
上
も
前
に
、
中
村
圭
介
が
的
確
な
指
摘
を
し
て
い
る

（
中
村
、
一
九
九
0
)
。
彼
は
、
女
子
。
ハ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
三
つ
の
基
準
で
類
型
化
す
る
。
①
正
社
員
か
否
か
、

②
労
働
時
間
か
ら
み
て
フ
ル
ク
イ
ム
か
シ
ョ
ー
ト
ク
イ
ム
か
、
③
雇
用
期
間
（
常
用
か
非
常
用
か
）
で
あ
る
。

②
の
定
義
は
、
時
間
的
に
は
フ
ル
タ
イ
ム
な
の
に
「
パ
ー
ト
ク
イ
マ
ー
」
と
い
う
呼
称
の
人
た
ち
が
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
定
義
か
ら
図
表

3
ー

6
を
提
示
す
る
。

こ
の
類
型
化
が
含
意
す
る
の
は
、

8I 



3 -6 女子パートタイマーの類型化

第
三
次
産
業
で
み
ら
れ
る
正
社
員
と
同
じ
仕
事
、
同
じ
キ
ャ
リ
ア
を
歩
む
シ
／

ョ
ー
ト
ク
イ
ム
の
女
子
。
ハ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
正
社
員
と
な
ん
ら
区
別
で
き
な
い
。

事
実
、
労
務
管
理
制
度
も
整
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
シ
ョ
ー
ト
タ

イ
ム
正
社
員
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
な
ぜ
に
つ
く
り
だ
さ
な
い
の
か
が
不
思
議

で
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
昇
進
ス
ピ
ー
ド
を
遅
ら
せ
る
と
か
、
賃
金
制
度
は

や
は
り
時
間
給
を
ベ
ー
ス
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
か
の
工
夫
は
必
要
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
。
（
六
八
ペ
ー
ジ
）

女
子
パ
ー
ト
ク
イ
マ
ー
を
労
務
管
理
が
い
か
に
う
ま
く
処
遇
し
て
い
く
か
と

い
う
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
基
礎
条
件
の
一
っ
は
、
次
の
よ
う
な
意
識
を
払
拭

で
き
る
か
ど
う
か
だ
と
わ
た
く
し
は
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
シ
ョ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
は
正
社
員
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
、
そ
し
て
女
子
特
に
中
高
年
主
婦
は

補
助
的
労
働
分
野
に
つ
く
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
非
正
社
員
に
な
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
意
識
で

あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
が
企
業
側
、
女
子
労
働
者
側
の
双
方
に
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

、。カ
＇̀ 

正社員

（
六
九
ペ
ー
ジ
）

最
近
、
こ
の
短
時
間
正
社
員
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
長
い
職
業
生
活
を
考
え
た
場
合
、
当
初
は
ふ
つ
う

ショートクイム

フルクイム

臼用
E
 

出典：中村圭介 (1990)
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の
正
社
員
と
し
て
働
き
、
子
育
て
期
に
短
時
間
正
社
員
に
移
行
し
、
子
育
て
が
一
段
落
し
た
ら
再
び
ふ
つ
う

の
あ
る
い
は
限
定
勤
務
地
社
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
個
人
は
キ
ャ
リ
ア
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
し
、

企
業
に
と
っ
て
も
ス
キ
ル
の
な
い
人
を
雇
用
す
る
よ
り
も
利
益
が
あ
る

(13)
。
だ
が
、
こ
う
し
た
正
社
員
身

分
の
導
入
へ
の
意
識
は
、
企
業
サ
イ
ド
で
は
ま
だ
高
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
コ
ス
ト
高
へ
の
懸
念
の

ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
い
。
今
、
パ
ー
ト
ク
イ
マ
ー
の
労
働
力
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

二
0
0
二
年
二
月
に
二
十
一
世
紀
職
業
財
団
が
発
表
し
た
『
多
様
な
就
業
形
態
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
j

に
よ
れ
ば
、
正
社
員
と
同
じ
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
非
正
社
員
(14)

の
割
合
は
三
年
前
と
比
べ
て
増
加
し

て
い
る
が
、
パ
ー
ト
等
の
非
正
社
員
を
対
象
に
短
時
間
正
社
員
制
度
を
導
入
し
て
い
る
か
、
導
入
を
検
討
中

ま
た
は
今
後
検
討
す
る
可
能
性
あ
り
と
し
て
い
る
企
業
は
約
二
割
に
す
ぎ
な
い
。
企
業
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

現
在
の
賃
金
・
処
遇
で
十
分
な
パ
ー
ト
ク
イ
マ
ー
を
確
保
で
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
コ
ス
ト
の
か
か
る
正
社

員
な
ど
を
展
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
も
し
正
社
員
と
パ
ー
ト
の
仕
事
内
容
や
責
任
に
違
い
が
な
い
と
し
た
ら
、
均
等
処
遇
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
逆
に
、
パ
ー
ト
で
十
分
な
仕
事
を
正
社
員
が
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
仕
事
が
パ
ー
ト
に

移
さ
れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
。

雇
用
形
態
の
多
様
化
の
な
か
で
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
増
え
つ
づ
け
て
い
る
。
パ
ー
ト
ク
イ
マ
ー
と
い
う
働

き
方
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
夫
婦
と
も
。
ハ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
は
生
活
が
で
き
な
い
。
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労
働
時
間
が
短
い
と
い
う
こ
と
と
技
能
・
キ
ャ
リ
ア
の
な
い
仕
事
と
は
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
。
キ
ャ

リ
ア
を
要
す
る
、
あ
る
い
は
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す
る
意
志
の
あ
る
短
時
間
労
働
の
人
た
ち
を
正
社
員
と
し
て

処
遇
す
る
こ
と
が
社
会
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
企
業
に
と
っ
て
の
問
題
は
人
件
費
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
全
般
の
見

直
し
が
必
要
だ
ろ
う
。
現
在
の
シ
ス
テ
ム
は
、
非
正
規
雇
用
、
と
く
に
。
ハ
ー
ト
ク
イ
マ
ー
や
ア
ル
バ
イ
ト
の

よ
う
な
雇
用
を
促
進
さ
せ
て
い
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
賃
金
や
ボ
ー
ナ
ス
以
外
の
労
働
費
用
は
二
割
近
く

に
達
し
て
い
る
。
社
会
保
険
料
の
企
業
負
担
分
や
諸
手
当
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
費
用
の
多
く
は
。
ハ
ー
ト

ク
イ
マ
ー
を
雇
用
す
る
と
き
に
は
必
要
な
い

(15)
。
個
人
の
立
場
か
ら
し
て
も
社
会
保
険
料
は
主
と
し
て
正

社
員
が
負
担
す
る
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
ア
ル
バ
イ
ト
は
負
担
し
な
く
て
よ
い
。
現
在
の
社
会
保
険
制
度

の
し
く
み
が
非
正
規
雇
用
の
拡
大
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
度
を
改
善
す
れ
ば
、
短
時

間
正
社
員
が
必
ず
し
も
割
高
な
労
慟
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
非
正
規
社
員
が
割
安
な
労
働
と
も
な
ら

な
い

(16)
。

私
の
知
る
限
り
ま
だ
誰
も
提
案
し
て
い
な
い
が
、
私
た
ち
は
む
し
ろ
発
想
を
逆
転
し
て
、
非
正
社
員
を
雇

用
す
る
よ
り
も
正
社
員
を
雇
用
す
る
ほ
う
が
、
企
業
に
と
っ
て
有
利
に
な
る
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
企
業
も
技
能
水
準
の
高
い
労
働
力
を
確
保
す
る
こ
と
は
利
益
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
政
労
使
は
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
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「
M
字
型
就
労
」
の
な
い
地
域

共
稼
ぎ
を
考
え
る
場
合
、
す
ぐ
に
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
女
性
の
年
齢
階
級
別
労
働
力
率
(
-
五
歳
以
上
人

ロ
に
占
め
る
労
慟
力
人
口
の
比
率
）
の
推
移
で
あ
る
。
男
性
と
異
な
り
、
女
性
は
三

0
代
に
一
度
低
下
し
そ
の

後
再
び
上
昇
す
る
。
こ
れ
を
「
M
字
型
就
労
」
と
呼
ぶ
。
以
前
か
ら
そ
う
な
の
だ
が
、
日
本
の
女
性
の

M
字

型
就
労
は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
議
論
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
こ
の
是
非
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
。
た
だ
、
議

論
の
た
め
の
―
つ
の
素
材
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
、

M
字
型
就
労
の
形
が
地
域
に
よ
っ
て
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
と
く
に
、
都
市
圏
周
辺
で
は

M
字
型
の
落
ち
込
み
は
大
き
く
、
北
陸

や
東
北
で
は
一
般
に
落
ち
込
み
は
小
さ
い
。
こ
こ
で
は
、
『
国
剪
調
査
』
（
二

0
0
0年
）
か
ら
神
奈
川
県
と

富
山
県
を
例
に
と
っ
て
み
て
お
こ
う
。

図
表
3
1
7
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
ず
、
神
奈
川
県
で
あ
る
。
女
性
の
労
働
力
率
は
、
二
五
ー
ニ
九

歳
の
六
九
・
一
％
を
ピ
ー
ク
と
し
て
大
き
く
落
ち
込
み
、
一
―
1
0
~
三
四
歳
で
は
五
一
・
八
％
、
三
五
＼
三
九

歳
で
五
0
•

五
％
と
な
る
。
そ
の
後
上
昇
す
る
が
、
四

0
代
後
半
の
六
ニ
・
ニ
％
ま
で
に
と
ど
ま
る
。
専
業

主
婦
の
最
も
多
い
県
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。
五
年
前
の
一
九
九
五
年
に
は
二
五
ー
ニ
九
歳
が
四
六
•
四
％
、
三

O
＼
一
―
-
四
歳
が
四
七
・
七
％
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
幅
に

M
字
の
底
は
浅
く
な
っ
て
い
る
。

次
に
富
山
県
を
み
よ
う
。
二
0
ー
ニ
四
歳
が
最
初
の
。
ヒ
ー
ク
で
七
七
•
O
％
で
あ
り
、
た
し
か
に
一
―
1
0代

8, 



の
労
働
力
率
の
低
下
は
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
底
は
神
奈
川

県
よ
り
も
は
る
か
に
浅
く
、
三
〇
＼
三
四
歳
で
六
九
・
ニ

％
、
三
五
＼
三
九
歳
で
七
五
●
九
％
に
達
す
る
。
神
奈
川

県
の
労
働
力
率
最
高
の
二
五
＼
二
九
歳
の
そ
れ
と
、
富
山

県
の

M
字
の
底
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

富
山
県
は
、
女
性
就
業
率
が
全
国
第
四
位
で
五
―
•
五

％
（
全
国
平
均
四
六
・
ニ
％
、
以
下
同
様
）
、
女
性
労
働
者

平
均
勤
続
年
数
は
第
一
位

l
-
•
四
年
（
八
・
五
年
）
、

共
働
き
率
(
1
7
)は
第
三
位
五
八
•
-
=
％
（
四
四
・
九
％
）
、

三
世
代
同
居
世
帯
割
合
は
第
一
ー
一
位
ニ
ニ
・
ニ
％
（
一

O・

-
％
）
、
保
育
所
教
育
普
及
率
は
第
四
位
六
一
・
六
％

9
0
%
8
0
7
0
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

（
三
三
・
一
％
）
で
あ
る

(18)
。

よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
保
育
所
の
普
及
や
三
世
代
同
居
が
既
婚
女
性
の
就
労
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
。
や
や
古
い
が
『
就
業
構
造
基
本
調
査
j

（
一
九
九
二
年
）
か
ら
妻
の
年
齢
階
級
別
・
世
帯
形
態
別
に
妻

の
有
業
率
を
と
る
と
、
た
と
え
ば
、
妻
の
年
齢
が
三
〇
＼
三
四
歳
で
末
子
が
三
歳
未
満
の
場
合
、
夫
婦
と
子

供
の
世
帯
で
は
二
六
・
三
％
な
の
に
対
し
て
、
親
も
同
居
し
て
い
る
湯
合
は
四
五
・
七
％
と
二
倍
弱
の
差
が

3 -7 女性の労働力率

= ... 
＇ 竺＇ 

ヽ ‘ヽ／富山

゜15 20 25 30 
i i i i 
19 24 29 34 

出典：「国勢調査j
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3 -8a 既婚女性の有集率（単位：％）

世帯形態

全体 夫婦のみ 夫婦・子 夫婦・親 夫婦・子•親

全体 54.8 44.3 54.3 66.1 71. 7 

15-29歳 38.0 54.1 24.9 60.5 43.7 

妻
30-34歳 45.2 52.8 37.8 66.7 59.1 

の 35-39歳 59.9 60.4 53.2 71.1 74.3 

； 40-44歳 69.6 61.4 66.4 76.2 79.8 

45-49歳 71.2 66. 7 68.9 82.4 80.7 

50~54歳 66.7 62.9 65. 7 74.5 75.2 

55歳以上 38.5 33.4 44.2 53.0 60.9 

3 -Sb 既婚女性の末子年齢別有彙率（単位：％）

夫婦・子
3歳未満 3~5歳 6~8歳

末子年齢

9~11歳 12-14歳 15-17歳 18歳以上

全体 23.9 41.5 55.0 62.8 68. 7 69.3 58 9 

15-29歳 20.1 41.6 46. 7 50.0 

妻 30-34歳 26.3 39 9 58.0 61.5 66. 7 

の 35-39歳 29.6 42.3 54.8 64.1 69.0 66.2 57.1 

年齢 4 0 -4 4 歳 34.3 44.3 54.1 63.6 70.3 70.8 73.5 

45-49歳 60.0 51 3 57.9 65.5 69.5 70.8 

50-54歳 44.4 62 7 65.2 65.9 

55歳以上 57.1 44.1 

夫婦・子・親
3歳未満 3~5歳 6~8歳

末子年齢

9~11歳 12-14歳 15-17歳 18歳以上

全体 43.5 63.9 74.3 80.5 83 6 81.4 74.5 

15-29歳 39.1 57.6 85. 7 

妻 30-34歳 45. 7 63 0 75 7 78.6 50.0 

の 35-39歳 48.9 67. 7 75.1 81.6 87.2 86 2 50.0 

年齢 4 0 -4 4 歳 40.0 62.2 71.2 80.5 83.5 81.8 80.6 

45-49歳 62 5 71.4 82.2 81. 7 80.8 

50-54歳 66. 7 75.0 75.5 

55歳以上 75 0 60.7 

出典：「就業構造基本調査」より筆者試算
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あ
る
（
図
表
3

ー

8
b
)
。
女
性
に
と
っ
て
継
続
し
て
就
業
す
る
た
め
に
、
親
と
の
同
居
（
あ
る
い
は
近
居
）

は
や
は
り
重
要
な
要
因
で
あ
る
。
三
世
代
同
居
の
減
少
が
ず
っ
と
み
ら
れ
て
き
た
が
、
今
後
の
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
地
域
を
ま
た
が
る
労
働
移
動
が
減
少
傾
向
に
あ
る
現
在
、
親
と
の
同
居
や
近
居
は
一
っ
の
選
択
肢
で

あ
ろ
う
。
か
つ
て
は
、
親
と
の
同
居
、
と
く
に
夫
の
親
と
の
同
居
は
、
妻
を
家
父
長
的
家
族
に
隷
属
さ
せ
る

と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
家
族
関
係
は
一
部
の
か
な
り
裕
福
な
家
族
を
除
け
ば
、
今
で
は
非
常

に
少
な
い
。

女
性
の
就
業
に
は
通
勤
時
間
も
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
神
奈
川
県
の
場
合
、
東
京
に
通
勤
す
る
人

が
多
い
こ
と
が
、
労
働
力
率
の

M
字
の
底
を
低
く
し
て
い
る
―
つ
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

産
業
構
造
も
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
富
山
が
と
く
に
農
業
県
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

第
二
次
産
業
比
率
が
高
い
工
業
県
で
あ
る
。
公
表
さ
れ
て
い
る
『
国
勢
調
査
』
(
-
九
九
五
年
）
に
よ
れ
ば
、

就
業
者
に
占
め
る
第
一
次
産
業
の
割
合
は
、
神
奈
川
県
一
・
ニ
％
、
富
山
県
五
・
六
％
、
全
国
平
均
八
・
七

％
、
第
二
次
産
業
が
そ
れ
ぞ
れ
三
一
・
五
％
、
三
九
・
八
％
、
三
一
・
七
％
、
第
三
次
産
業
が
六
六
・
三
％
、

五
四
・
五
％
、
五
九
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
神
奈
川
県
の
ほ
う
が
、
富
山
県
よ
り
も
女
性
の
就
労
を
阻
害

す
る
「
遅
れ
た
」
地
方
だ
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
女
性
の
労
働
力
率
が
こ
れ

だ
け
高
け
れ
ば
、
収
入
の
あ
る
仕
事
を
し
な
い
と
、
社
会
的
に
男
性
だ
け
で
な
く
女
性
も
肩
身
が
狭
く
な
る
。
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100 
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゜

家
族
形
成
と
拘
束
時
間

こ
こ
で
い
う
拘
束
時
間
と
は
、
夫
婦
時
間
と
子
育
て
時
間
、
労
働
時
間
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
結
婚

と
は
そ
れ
自
体
が
自
ら
好
ん
で
お
こ
な
う
拘
束
で
あ
り
、
子
育
て
も
好
ん
で
お
こ
な
う
拘
束
で
あ
る
。
労
働

時
間
の
な
か
に
も
好
ん
で
お
こ
な
う
部
分
も
あ
る
が
、
収
入
の
た
め
に
や
む
を
え
ず
お
こ
な
う
部
分
の
ほ
う

が
相
当
大
き
い
だ
ろ
う
。
こ
の
三
つ
の
拘
束
以
外
に
、
た

と
え
ば
介
護
の
問
題
が
あ
る
が
、
介
護
は
家
族
が
み
る
と

い
う
よ
り
も
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が
図
ら
れ
つ
つ
あ

る
こ
と
、
育
児
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
就
業
阻
止
効
果
は
小
さ

い
の
で
、
一
応
除
外
し
て
お
こ
う
。

現
在
は
、
み
ん
な
結
婚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

時
代
で
は
な
い
し
、
近
年
独
身
者
が
急
増
し
て
い
る
。
ま

た
一
人
親
家
庭
の
生
活
の
大
変
さ
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
も
本
書
の
本
筋
で
は
な
い
の
で

除
外
す
る
。
男
女
が
結
婚
し
て
家
族
を
形
成
す
る
と
い
う

モ
デ
ル
を
想
定
し
て
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

実
際
、
多
く
の
人
が
結
婚
し
子
育
て
す
る
と
い
う
モ
デ

女性の年齢別有配偶者率

35-39歳

1980 85 

出典：「国勢調査」

注：割合の分母となる年齢別人口には配偶関係不詳を

含む．

90 95 2000年
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ル
は
現
在
で
も
有
効
で
あ
る
。
図
表

3
ー

9
は
女
性
の
有
配
偶
者
率
を
年
齢
別
に
み
た
も
の
で
あ
る
。
未
婚

だ
け
で
な
く
離
婚
も
増
え
て
い
る
た
め
、
有
配
偶
者
率
は
か
な
り
低
下
し
て
き
て
い
る
が
、
三

0
代
後
半
で

は
八
割
は
結
婚
し
て
い
る
。

さ
て
、
独
身
の
男
女
が
と
も
に
生
活
す
る
だ
け
で
も
、
拘
束
時
間
は
増
加
す
る
。
こ
の
拘
束
時
間
が
耐
え

ら
れ
な
い
人
は
事
実
上
結
婚
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
程
度
の
拘
束
時
間
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
大

人
同
士
の
や
り
く
り
で
何
と
か
で
き
る
だ
ろ
う
。

問
題
は
子
供
を
産
み
育
て
る
場
合
に
発
生
す
る
。
と
く
に
二

0
代
か
ら
一
―

1
0代
に
か
け
て
は
、
慟
き
盛
り

と
し
て
仕
事
も
充
実
し
、
最
も
忙
し
い
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
、
夫
婦
二
人
と
も
正
社
員
と
し
て
働
き
、

か
つ
子
供
を
育
て
る
こ
と
は
親
の
手
助
け
が
な
い
限
り
、
時
間
的
に
か
な
り
き
び
し
い
の
が
実
態
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
残
業
の
な
い
生
活
で
あ
れ
ば
、
な
ん
と
か
ク
リ
ア
ー
で
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
子
供
の

病
気
な
ど
に
対
応
す
る
余
力
は
あ
ま
り
な
い
か
ら
、
二
人
と
も
全
力
で
仕
事
に
没
頭
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
子
育
て
し
よ
う
と
す
る
夫
婦
の
多
く
は
、
妻
が
仕
事
を
や
め
る
か
、
負
荷
の
軽
い
仕
事

に
移
る
か
す
る
ケ
ー
ス
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

二
人
と
も
昇
進
を
考
え
な
い
仕
事
に
つ
け
ば
、
共
稼
ぎ
は
可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
通
常
、
賃
金
は
年

齢
と
と
も
に
そ
れ
ほ
ど
上
昇
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
二
人
で
と
も
に
稼
げ
ば
、
よ
い
生
活
が
で
き
る

し
、
一
方
が
解
雇
の
憂
き
目
に
あ
っ
て
も
、
な
ん
と
か
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
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(
1
)
妻
は
パ
ー
ト
ク
イ
マ
ー

労
働
負
荷
の
少
な
い
労
働
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
。
労
働
時
間
と
労
働
負
荷
が
小
さ
く
な
る
の
だ
か
ら
、
賃

金
が
低
い
の
は
や
む
を
え
な
い
。
キ
ャ
リ
ア
も
そ
こ
そ
こ
で
家
庭
生
活
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
働
き
方
で
あ

る
。
無
理
を
し
て
は
、
街
れ
て
し
ま
う
。

非
常
事
態
の
た
め
の
パ
ッ
フ
ァ
ー

子
育
て
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
何
も
全
体
的
な
労
働
時
間
だ
け
で
は
な
い
。
子
供
は
小
さ
い
と
き
に

は
と
く
に
よ
く
病
気
を
す
る
。
伝
染
病
な
ど
の
と
き
は
預
か
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。
家
族
の
だ
れ

か
一
人
が
病
気
や
怪
我
を
す
る
だ
け
で
、
生
活
時
間
配
分
は
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た

非
常
事
態
の
た
め
に
は
、
バ
ッ
フ
ァ
ー
（
い
ざ
と
い
う
と
き
に
助
け
て
く
れ
る
人
か
施
設
）
が
必
要
で
あ
る
。

息
抜
き
も
必
要
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
皆
が
参
っ
て
し
ま
う
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
バ
ッ
フ
ァ
ー
を
現
在
の
多
く
の
夫
婦
は
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
女
性
が
専
業

主
婦
と
し
て
こ
の
バ
ッ
フ
ァ
ー
機
能
を
一
手
に
担
う
場
合
以
外
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

現
実
に
は
夫
が
自
営
業
や
自
由
業
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
が
、
以
下
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
夫
は
長

時
間
働
く
正
社
員
で
あ
る
と
仮
定
す
る
。

91 



最
も
多
い
の
が
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
ろ
う
。
夫
は
正
社
員
、
妻
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
あ
る
。
近
年
ま

す
ま
す
増
え
て
い
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
仕
事
へ
の
拘
束
度
が
正
社
員
に
比
べ
て
相
対
的
に
低
い
の
で
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
ま
ま
で
よ
い
と
思
う
女
性
も
多
い
が
、
現
在
の
賃
金
水
準
で
は
、
夫
が
失
業
し
た
と
き

に
と
て
も
家
計
を
支
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、
夫
が
正
社
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
非
常
時
対
応
は
妻
が
一
手
に
担
う
。
非
常
時
に
は
休

め
る
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
る
。
仕
事
へ
の
拘
束
度
が
高
い
正
社
員
の
夫
が
い
な
く
な
る
と
は
思
え
な
い

の
で
、
こ
の
パ
ク
ー
ン
は
今
後
も
な
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(
2
)
親
と
の
同
居
・
近
居

親
と
の
同
居
や
近
居
に
よ
っ
て
、
非
常
時
に
備
え
る
こ
と
も
多
い
。
先
の
図
表
3
I
8
a
、
b
で
み
た
よ

う
に
、
実
際
、
三
世
代
同
居
の
場
合
、
妻
の
労
働
力
率
は
高
い
。
最
近
は
、
近
所
に
住
む
ケ
ー
ス
も
多
い
。

日
常
的
に
親
の
手
助
け
を
得
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
だ
ろ
う
。
家
族
単
位
で
の
仕
事
と
家
事
・
育
児
の
伝
統

的
な
分
担
の
あ
り
方
の
―
つ
で
あ
る
。
主
と
し
て
祖
母
が
家
事
・
育
児
を
担
当
し
、
親
夫
婦
が
収
入
の
と
も

な
う
仕
事
に
従
事
す
る
と
い
う
パ
ク
ー
ン
で
あ
る
。

G
3
)
長
時
間
保
育
—
~
お
金
で
解
決
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夫
婦
二
人
と
も
正
社
員
で
、
親
の
手
助
け
が
得
ら
れ
な
い
と
き
、
子
育
て
は
時
間
的
に
非
常
に
き
び
し
い

も
の
と
な
る
。
や
む
な
く
、
お
金
で
解
決
す
る
。
認
可
外
保
育
所

(19)

や
二
重
保
育
が
必
要
と
な
る
。
そ

し
て
、
し
ば
し
ば
こ
の
費
用
は
一
方
の
収
入
の
か
な
り
の
部
分
を
使
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
、

仕
事
を
や
め
な
い
の
は
、
子
育
て
期
間
よ
り
も
就
業
期
間
の
ほ
う
が
何
倍
も
長
い
か
ら
で
あ
る
。
一
時
の
が

ま
ん
（
と
て
も
長
い
が
）
で
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
つ
な
ご
う
と
い
う
決
意
が
あ
る
。
こ
の
時
期
を
過
ぎ
れ
ば
、

経
済
的
に
は
十
分
ゆ
と
り
が
で
き
る
。
こ
の
き
び
し
さ
を
避
け
た
け
れ
ば
、
子
供
を
産
ま
な
い
、
あ
る
い
は

せ
い
ぜ
い
一
人
ど
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
延
長
保
育
や
学
童
保
育
さ
ら
に
は
病
気
時
の
保
育
施
設
の
整

備
な
ど
、
現
在
の
政
策
課
題
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
的

な
し
く
み
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
問
題
は
費
用
負
担
で

あ
ろ
う
。

子
供
を
育
て
る
た
め
の
十
分
な
収
入
は
夫
が
稼
ぎ
、
十
分
な
時
間
は
妻
が
担
当
す
る
と
い
う
の
が
、
男
性

片
稼
ぎ
モ
デ
ル
で
あ
る
。
妻
が
十
分
な
収
入
を
稼
ぎ
、
夫
が
子
育
て
の
主
要
な
時
間
を
担
当
す
る
と
い
う
女

性
片
稼
ぎ
モ
デ
ル
も
あ
る
が
、
ま
だ
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
一
般
化
し
て
い
な
い
。

先
の
三
つ
の
パ
ク
ー
ン
、
つ
ま
り

(
l
)
妻
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、

(
2
)
親
と
の
同
居
・
近
居
、

(
3
)

す
う
せ
い

長
時
間
保
育
施
設
へ
の
依
存
、
の
う
ち
で
、

(
1
)
は
多
く
の
場
合
現
実
で
あ
り
、

(
2
)
は
今
後
の
趨
勢
と
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し
て
減
少
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
た
め
本
気
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
現
在
社
会
的
に
議
論

さ
れ
て
い
る
の
は
、

(
3
)
に
お
け
る
長
時
間
保
育
施
設
の
充
実
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
夫
婦
と
も
正
社
員
で
働
き
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
と
い
う
目

的
か
ら
す
れ
ば
、
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
た
め
に
、
学
童
保
育
を
含
め
た
長
時
間
保
育
制
度
の
充
実

は
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
理
想
的
な
働
き
方
•
生
き
方
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い

切
れ
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
夫
婦
と
も
収
入
の
あ
る
仕
事
を
つ
づ
け
な
が
ら
し
っ
か
り
と
し
た
子
育
て
を
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
子
育
て
の
た
め
の
収
入
と
時
間
を
夫
堀
が
協
力
し
て
い
か
に
確
保
す
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
何
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

子
育
て
に
必
要
な
収
入
と
時
間

私
た
ち
が
本
気
で
夫
婦
が
正
社
員
で
共
稼
ぎ
を
し
な
が
ら
子
育
て
す
る
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
少

な
く
と
も
夫
婦
ど
ち
ら
か
が
、
次
の
条
件
を
ク
リ
ア
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
常
的
な
問
題
と
し
て
、
原
則
と
し
て
残
業
を
拒
否
で
き
る
。
短
時
間
就
労
以
前
の
問
題
で
あ
る
。
基
本

的
に
は
、
午
後
五
時
に
仕
事
が
終
了
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
夫
婦
二
人
と
も
、
そ
う
で
あ
れ
ば
い
う

こ
と
は
な
い
。

非
常
時
と
し
て
子
供
な
ど
家
族
の
病
気
の
と
き
な
ど
は
休
む
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
無
給
で
よ
い
。
も
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し
、
こ
れ
が
可
能
で
な
い
と
す
れ
ば
、
親
で
あ
れ
地
域
の
友
人
で
あ
れ
、
助
け
合
い
の
で
き
る
人
が
必
要
で

あ
る
。
助
け
て
も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
こ
ち
ら
も
助
け
る
覚
悟
が
必
要
だ
。

転
勤
が
な
い
。
転
勤
が
あ
っ
て
は
（
と
く
に
何
回
も
あ
っ
て
は
）
、
無
理
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
あ
ま

り
関
係
の
な
い
転
勤
も
あ
る
が
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
上
必
要
な
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
割
り
切

り
が
必
要
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
形
成
上
の
一
定
の
不
利
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仕
事
内
容
の
と
も

な
わ
な
い
高
処
遇
は
長
続
き
し
な
い
。
正
社
員
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
ま
っ
た
く
同
じ
仕
事
を
し
て
い
れ
ば
、

全
員
。
ハ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
在
宅
勤
務
が
可
能
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
在
宅
勤
務
で
正
社

員
と
い
う
の
は
例
外
的
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
社
会
的
支
援
も
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
保
育
圏
入
圏
や
保
育
時
間
体
制
、
親
の
介
護
体

制
の
整
備
な
ど
も
必
要
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
社
会
的
支
援
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
。
労
働
内
容
そ
の

も
の
の
見
直
し
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
正
社
員
共
稼
ぎ
が
無
理
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
夫
婦
の
一
方
の
稼
ぎ
一
に

対
し
て
、
他
方
が

0
•

五
あ
る
い
は
0

・
ニ
を
稼
ぐ
と
い
う
モ
デ
ル
、
ま
た
は
片
稼
ぎ
モ
デ
ル
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
ら
を
か
り
に
一
・
五
モ
デ
ル
、
一
・
ニ
モ
デ
ル
、
一

•
O
モ
デ
ル
と
し
よ
う
。
そ
れ
は
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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(
l
)
-
•
五
モ
デ
ル

0
•
五
を
稼
ぐ
の
は
か
な
り
大
変
で
あ
る
。
か
り
に
、
一
方
の
年
収
が
五

0
0
万
円
と
す
る
と
、
他
方
は

二
五
0
万
円
稼
ぐ
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
0
•
五
と
は
い
っ
て
も
か
な
り
の
労
慟
量
だ
ろ
う
。
か
り
に
時

間
給
一
五

0
0
円
で
も
年
に
ニ
ハ
六
七
時
間
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
日
七
時
閻
労
働
で
二
三
八
日
勤
務
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
間
給
一

0
0
0
円
だ
っ
た
ら
二
五

0
0時
間
労
働
で
あ
る
。

(
2
)
-
．
ニ
モ
デ
ル

0
・
ニ
だ
と
ず
っ
と
。
ハ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
い
う
感
じ
に
な
る
。
実
際
多
く
あ
る
ケ
ー
ス
だ
ろ
う
。
か
り
に

年
収
一

0
0
万
円
と
す
る
。
時
間
給
一

0
0
0
円
で
一

0
0
0時
間
、
時
間
給
七

0
0
円
で
年
間
一
四
二
九

時
間
と
い
う
わ
け
だ
。

(
3
)
-
．
0
モ
デ
ル

一
方
の
収
入
が
高
い
と
、
片
稼
ぎ
で
も
子
育
て
は
で
き
る
。
他
方
が
専
業
主
婦
あ
る
い
は
専
業
主
夫
と
い

う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
す
で
に
第
2
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
片
稼
ぎ
モ
デ
ル
が
い
つ
で
も
い
け
な
い
と
は
私

は
考
え
て
い
な
い
。
問
題
な
の
は
、
そ
の
役
割
が
性
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
性

に
よ
る
固
定
化
を
い
か
に
な
く
す
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
専
業
主
夫
の
地
位
向
上
策
こ
そ
が
必
要
な
の
で
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あ
る
。世

の
中
は
「
稼
が
な
い
者
」
を
低
位
に
お
く
傾
向
が
強
く
、
資
本
主
義
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
い
う
人
が

多
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
女
性
は
自
ら
を
「
商
品
化
」
す
る
こ
と
が
社
会
的
地
位
向
上
に
つ
な
が
る
と
い
う

考
え
が
現
在
の
主
流
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
正
当
な
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
主
張
が
夫
婦
共

稼
ぎ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
望
ま
し
い
の
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。

再
考
す
る
価
値
が
あ
る
と
私
は
思
う
。
私
た
ち
は
男
性
が
フ
ル
ク
イ
ム
労
働
す
る
こ
と
を
あ
ま
り
に
も
当
然

視
し
す
ぎ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
モ
デ
ル
の
最
大
の
問
題
は
離
婚
に
よ
り
夫
婦
で
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
モ
デ
ル
を
解
体
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
場
合
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
家
事
労
働
を
も
っ
ば
ら
す
る
ほ
う
の
リ
ス
ク
が
大
き
い
。
家
事

労
働
の
専
門
性
が
評
価
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
家
事
労
働
は
誰
で
も
で
き
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
離
婚
す
れ
ば
、
収
入
の
あ
る
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
不
熟
練
労
働
し
か
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
リ
ス
ク
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
専
業
で
家
事
労
働
を
す

る
人
も
、
こ
の
リ
ス
ク
に
対
処
す
べ
き
職
業
能
力
の
形
成
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
能
力
開
発
の
中
心
が
企

業
で
の
仕
事
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
き
び
し
い
。
出
産
の
前
に
一
定
の
キ
ャ
リ
ア
を

つ
く
っ
て
お
こ
う
と
い
う
の
は
、
必
要
な
リ
ス
ク
対
処
策
か
も
し
れ
な
い
。
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夫
婦
と
も
に
一
日
二
四
時
間
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
正
社
員
で
は
、
子
育
て
は
時
間
的
に
困
難

で
あ
る
。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
正
社
員
の
稼
ぎ
を
一
と
し
た
と
き
に
、
一
人
あ
た
り
の
収
入
は
少
な
い
が
、

先
に
あ
げ
た
条
件
を
み
た
す
正
社
員
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
て
い
え
ば
、
双

方
と
も
正
社
員
で
、
〈
0
•

八
＋
O
•

八
〉
モ
デ
ル
、
あ
る
い
は
〈

0
•

五
十
0
•

五
〉
モ
デ
ル
で
あ
る
。

収
入
が
一
で
は
な
く
、

0

・
八
あ
る
い
は
0
•

五
に
と
ど
ま
る
原
因
は
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
残
業

を
拒
否
で
き
る
権
利
、
転
勤
し
な
く
て
す
む
権
利
な
ど
の
対
価
で
あ
っ
た
り
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
上
の
遅
れ
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
伝
統
的
な
正
社
員
像
に
対
す
る
各
種
の
個
人
の
権
利
や
職
業
能
力

上
の
ハ
ン
デ
ィ
が
報
酬
に
跳
ね
返
る
こ
と
を
、
個
人
は
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た

格
差
が
納
得
性
の
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
企
業
も
従
業
員
全
員
に
無
制
限
の
拘
束
を
強
い
る
高
コ
ス
ト
の
正

社
員
よ
り
も
有
利
な
人
事
管
理
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
い
う

0

・
八
と
か
0
•

五
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
平
均
で
あ
る
。
能
力
主
義
や
成
果
主

義
が
よ
り
公
正
に
用
い
ら
れ
れ
ば
、
制
約
の
な
い
正
社
員
よ
り
も
多
く
の
収
入
を
得
た
り
、
昇
進
し
た
り
す

る
人
も
出
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
章
を
改
め
て
論

じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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参
考
|
|
l
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
賃
金
カ
ー
プ

共
稼
ぎ
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
こ
に
貴
重
な
デ
ー
タ
が
あ
る
。
日
本
労
働
研
究
機
構
『
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
国

際
労
働
比
較
二

0
0
二
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
で
あ
る
。
製
造
業
に
限
定
さ
れ
る
が
、
年
齢
階
級
別

と
勤
続
年
数
別
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
（
正
確
に
は
、
管
理
・
事
務
労
働
者
）
の
賃
金
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
（
賃
金
カ

ー
プ
と
も
い
う
）
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
元
の
デ
ー
タ
は
日
本
が
労
働
省
『
賃
金
構
造
基
本
統
計

調
査
』
(
-
九
九
七
年
）
で
あ
り
、

E
uが
Structu1、e
o
f
Eミ
nings
Sta
房
tics,
1
9
9
5

で
あ
る
。
賃
金
額

に
つ
い
て
は
日
本
が
月
所
定
内
給
与
、

E
u各
国
が
月
総
収
入
額
で
あ
る
。

ま
ず
、
年
齢
間
格
差
を
み
て
お
こ
う
。
縦
軸
は
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
層
の
平
均
賃
金
を
示
し
て
い
る
。
い
ず

れ
も
二
〇
＼
二
四
歳
の
平
均
賃
金
を
一

0
0
と
し
た
と
き
の
賃
金
格
差
で
あ
る
。

図
表
3

ー

1
0
a
は
男
性
の
年
齢
層
別
格
差
で
あ
る
。
か
り
に
年
齢
と
と
も
に
賃
金
が
上
昇
す
る
こ
と
を
も

っ
て
「
年
功
的
」
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
は
た
し
か
に
年
功
的
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
意
外
な

こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
も
日
本
に
劣
ら
ず
年
功
的
で
あ
る
。
旧
西
ド
イ
ッ
地
域
で
も
そ
れ
は
い
え
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
そ
の
傾
向
は
最
も
弱
い
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
、
イ
ク
リ
ア
で
は
、
高
年
齢
者
の

労
働
力
率
は
低
い
か
ら
五
五
歳
以
上
の
数
字
は
要
注
意
で
あ
る
。
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女
性
の
場
合
は
、
賃
金
上
昇
の
割
合
は
ど
こ
も
男
性
よ
り
も
低
い
。
し
い
て
い
え
ば
、

リ
ア
が
傾
斜
が
大
き
い
。
日
本
は
旧
西
ド
イ
ッ
地
域
を
下
回
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
イ
ギ
リ
ス
な
み
で
あ
る

（
図
表

3
ー

1
0
b
)
。
男
性
は
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
な
み
、
女
性
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
み
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
性
別
賃
金
格
差
は
男
女
と
も
日
本
が
一
番
大
き
く
な
る
。

3 -10 年齢層別賃金カープ

a男性

300 

250 

0

0

0

 

0

5

0

 

9

l

l

l

 

貨
金
格
差

リス

｀ ｀ 
ツ地域

スウェーデン

50 
20-24 

b女性

230 

210 

190 

佳, 170 
只
金 150

格 130
差

llO 

90 

70 

50 

25-29 30-44 45-54 55歳～

スウェーデン

20-24 25-29 30-44 45-54 

出典：「デークプック国際労働比較2002」
注： 20-24歳の平均賃金を100とする．

55歳～

フ
ラ
ン
ス
と
イ
ク
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3 -11 勤続年数別賃金カープ

a男性

200 

180 

賃
160 

9 140 

120 

100 

80 
0~1 
(0-2) 

イタリア イギリス
I l 

10-19 20年～2~4 
(3-4) 

勤続年数

b女性

180 

170 

160 

150 

賃 140
金 130 フランス
格
差 120□ 

llO 

100 

90 

80 
0~1 
(0~2) 

5~9 

2~4 
(3-4) 

勤続年数

出典:『データプック国際労働比較2002』

注：勤統年数 0~1年 (0~2年）の平絢賃金を100

とする．

スウェ 1 デン

5-9 10-19 20年～

次
に
、
勤
続
年
数
格
差
を
み
よ
う
。

縦
軸
は
勤
続
年
数

0
1
一
年
ま
た
は

0
1
二
年
を
一

0
0
と
し
た
と
き
の
賃
金
格
差
を
と
っ
た
も
の
で
あ

る
。
勤
続
年
数
別
に
み
る
と
日
本
の
と
く
に
二

0
年
以
上
の
上
昇
率
が
著
し
い
こ
と
が
わ
か
る
（
図
表
3
I

l
l
a
)
。
中
高
年
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
比
べ
て
、
賃
金
の
傾
き
が
急
な
の
だ
。
ほ
か
の
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国
で
は
、
三
割
程
度
で
勤
続
効
果
が
低
い
。

最
後
に
、
女
性
を
み
て
お
こ
う
。
男
性
同
様
、
日
本
の
二

0
年
以
上
の
勤
続
者
の
賃
金
の
傾
き
は
急
で
あ

る
（
図
表
3
,
1
1
b
)
。
た
だ
、
こ
う
し
た
女
性
は
残
念
な
が
ら
日
本
で
は
少
な
い
。
対
象
と
な
る
勤
続
二

0

年
以
上
製
造
業
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
み
る
と
、
男
性
が
約
九
万
五

0
0
0人
に
対
し
て
、
女
性
は
一
万
人
弱

に
す
ぎ
な
い
。
わ
ず
か
一

0
分
の
一
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
は
印
象
的
で
あ
る
。
勤
続
効
果
は
ま
っ
た
く
な
い
。
つ
ま

り
、
長
年
働
い
て
も
賃
金
は
ま
っ
た
＜
上
昇
し
な
い
の
で
あ
る
。
女
性
の
場
合
、
先
に
み
た
二

0
代
前
半
と

後
半
の
年
齢
で
の
賃
金
格
差
は
学
歴
差
の
可
能
性
が
高
い
。
日
本
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
が
あ

る
の
か
ど
う
か
不
思
議
に
思
う
ほ
ど
の
平
坦
さ
で
あ
る
。
初
任
賃
金
が
ほ
ぽ
ず
っ
と
続
く
わ
け
で
あ
る
。
こ

う
し
た
賃
金
構
造
の
な
か
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
共
稼
ぎ
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
日
本
流
に
考
え
れ

ば
、
〈
0
•

五
十
0
•

五
〉
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
男
女
間
の
稼
得

収
入
格
差
が
な
い
た
め
に
（
た
だ
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
男
性
に
多
い
職
業
と
女
性
に
多
い
職
業
が
か
な
り
は

っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
職
域
分
離
は
大
き
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
批
判
が
多
い
）
、
収
入
差
に
よ
る
離

婚
リ
ス
ク
格
差
が
小
さ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
何
年
勤
統
し
て
も
賃
金
が
上
昇
し
な
い
と
す
れ
ば
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
意
識
は
弱
ま
る
。
む
し
ろ
、

仕
事
に
つ
く
前
の
学
歴
や
資
格
が
も
の
を
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
職
業
意
識
の
強
さ
と
い
う
意
味
で
利
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点
も
あ
る
が
、
向
上
意
識
は
低
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
生
き
方
、

人
が
そ
う
し
た
働
き
方
で
よ
い
と
は
思
え
な
い
。

働
き
方
が
あ
っ
て
も
よ
い
が
、

す
ぺ
て
の
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第3章注

(1)物を生産したり，サービスを提供したりするなど，経済活動がおこなわれ

ている偕々の場所を事業所という．ひとつひとつの事業所は小規模でも，企業全

体としては大規模なところもある．

(2) これについては第 5章で詳しく検討する．

(3)菅野和夫 (2002)を参考にした．

(4)たしかに， これは日本で残業が多用される一つの大きな理由である．多く

の研究が示唆するように， とくにアメリカと比べて． 日本の雇用調整スピードは

人員ベースでは遅く，労慟時間ベースでは大差ないとされる．ただ最近， 日本で

も人員ベースの雇用調整スピードが速くなってきたといわれている．詳しくは，

樋口美雄 (2001)を参照

(5) ほかに募集費，教育訓練費などもある．

(6)「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第 2条．

(7)料率は業種により異なるが， ここではふつうの低い率を例としている．

(8)それぞれの保険料率は現時点のもので， 1998年時点とは異なるが，ほかの

条件は現在でも変化していないと仮定した．その意味では厳密ではない．

(9) 
労働費用総額ー（超過勤務手当十社会保険・労慟保険負担増分）

＝ 

基本給

502,004-(25,000+3, 750) 

276,000 

473,254 
=1. 71 

276,000 

(10) (276,000c-171) Xl.25=2,018（円）

(11) 473,254c-171=2,768（円）

(12) 2, 768-2,018=750（円）

(13) こうしたライフステージに応じた働き方についてほ脇坂明 (2002)を参照

(14)たとえば．スーパーマーケットでは商品の発注やパートの勤務計画などに

関与するベテランのパートクイマーたちがいる．

(15)雇用保険の場合は， 1年以上の雇用が見込まれ 1週間の所定労働時間が20

時間以上であれff, 加入義務がある．また．社会保険の場合．労働時間・日数が

通常の労働者の 4分の 3以上のとき加入義務がある．

(16) この動きばすでに出ている．たとえば厚生労働省『年金改革の骨格に関す

る方向性と論点J(2002). 

(17)第 2章注 (16)でも記したように，本書では引用を除いて，「共働き」を

「共稼ぎ」と呼ぶ．なお，家事労働の貨幣評価については，経済企画庁経済研究

所国民経済計算部 (1997)を参照．

(18)富山県のホームページより．

(19)従来は無認可保育所といっていたが．合法的でないようなイメージがある

ので，現在ではこうした呼び名となっている．
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