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本
稿
は
、
現
下
の
労
働
市
場
の
諾
特
徴
を
、
分
析
の
視
点
に
反
省
を
加
え
な
が
ら
叙
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
京
都

府
を
事
例
と
し
て
い
る
。
京
都
府
を
と
く
に
と
り
あ
げ
る
理
由
は
主
と
し
て
調
査
上
の
便
宜
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
京
都
市
を
中
心
と

し
て
ま
と
ま
り
あ
る
比
較
的
大
き
な
労
働
市
場
地
域
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
内
部
に
伝
統
的
産
業
と
発
展
産
業
が
並
存
し
て
い

る
こ
と
、
府
北
部
と
南
部
が
裏
日
本
、
表
日
本
の
対
照
的
な
経
済
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
全
国
的
な
諸
傾
向
が
縮
図
的
に

あ
ら
わ
れ
る
と
予
想
し
た
た
め
で
あ
る
。

さ
て
第
一
に
、
労
働
市
場
の
地
域
的
構
成
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
通
勤
圏
、
通
勤
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ

労
働
需
給
が
完
結
す
る
と
想
定
さ
れ
る
地
域
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
区
労
働
市
場
（
－
．
８
二
四
ヶ
・
門
曰
凹
鳥
の
庁
）
は
、
こ
れ
ま
で
も
ア
メ
リ
カ

労
働
経
済
学
な
ど
で
、
好
ん
で
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
中
で
は
、
雇
用
に
関
す
る
情
報
が
支
障
な
く
伝
達
さ
れ
、
ま

た
内
部
に
お
け
る
競
争
が
円
滑
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
ｌ
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
が
Ｉ
単
位
で
あ
る
た
め
で
あ
る
．
労
働

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

五
三

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

は
じ
め
に

嶺

学



労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

五
四

市
場
が
労
働
需
要
、
労
働
供
給
お
よ
び
賃
金
の
三
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
職
種
に
応
じ
た
地
域
的
ひ
ろ
が
り
が
想
定
さ

れ
る
が
、
労
働
需
要
地
点
と
の
関
連
に
お
け
る
住
居
の
地
域
的
分
布
と
交
通
手
段
に
よ
っ
て
多
く
の
職
種
の
平
均
的
通
勤
範
囲
が
成
立

し
、
こ
れ
が
実
用
的
な
意
味
で
の
労
働
市
場
地
域
で
あ
る
。

わ
が
国
の
場
合
、
新
規
学
卒
者
の
採
用
に
企
業
の
関
心
が
集
中
し
、
し
か
も
全
国
的
競
合
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
労
働
市
場
分
析

に
お
け
る
右
の
概
念
は
全
面
的
に
は
有
効
で
な
い
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
予
め
地
域
区
分
を
設
定
し
て
分
析
し
、
区
分
そ
れ
自

体
が
ど
こ
ま
で
有
意
味
か
、
事
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
手
続
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
京
都
府
の
場
合
、
右
の
よ
う
な
労
働
市
場
地
域
は
一
つ

で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
数
個
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
範
囲
、
内
部
構
成
、
相
互
関
係
も
高
度
成
長
以
降
か
な
り
変
化
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
「
労
働
力
不
足
」
で
あ
る
。
現
在
大
部
分
の
企
業
経
営
者
が
労
働
力
不
足
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
は
そ
の
意
識
調
査
に
明
ら
か

で
あ
る
し
、
ま
た
、
労
働
者
不
足
数
に
関
す
る
統
計
調
査
が
昭
和
三
五
年
頃
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
力
不
足

が
量
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
。
標
題
に
か
か
げ
た
労
働
力
不
足
と
い
う
の
も
、
さ
し
あ
た
り
右
の
よ
う
な
日
常
的
な
意
味
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
経
営
者
が
何
人
か
の
労
働
者
を
採
用
し
よ
う
と
し
て
し
か
も
充
足
で
き
ず
、
そ
の
量
が
他
方
に
お
け
る
失
業
者
数

や
企
業
の
余
剰
人
員
よ
り
も
多
い
現
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
、
ヘ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
の
完
全
雇
用
に
関
す
る
規
定
に
ほ
ぼ
準
拠
し
た

（
１
）
 

も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
』
ワ
。
労
働
省
職
業
訓
練
局
「
技
能
労
働
力
需
給
状
況
調
査
」
に
よ
る
現
行
の
不
足
数
に
関
す
る
定
義
は
、

「
採
用
を
予
定
し
ま
た
は
計
画
し
な
が
ら
採
用
で
き
ず
、
六
月
一
日
現
在
欠
員
と
な
っ
て
い
る
人
数
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
右
の
定
義

に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
、
個
々
の
企
業
に
あ
て
は
め
る
と
、
採
用
予
定
（
計
画
）
人
員
お
よ
び
欠
員
の
計

上
方
法
は
区
々
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
調
査
結
果
も
あ
い
ま
い
な
性
格
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
。
機
械
工
業
で
は
現
有
設
備
能
力
が
基
準

と
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
大
企
業
で
は
経
営
計
画
に
よ
る
人
員
、
小
企
業
で
は
残
業
時
間
が
参
照
さ
れ
る
。
不
足
人
員
に
関
す
る
調
査
結



第１表労働力不足の対応策（製造業，京都府）

（回答事業所に対する比率，％）

と
く
に
講
じ
て
い
な
い

少
数
精
鋭
主
義
の
利
用

作
業
、
販
売
方
法
の

改
善
工
夫

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

ア
ル
バ
イ
ト
の
活
用

機
械
化
に
よ
る

労
働
力
節
約

家
族
労
働
力
の
活
用

戦
岫
恥
搬
蹴

馴
劉
洲
川
鯏
襯

下
請
、
外
注
の
利
用

そ
の
他

工
場
疎
開

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場
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京都府中小企業団体中央会「中小企業労働実態調査」

44年にはこのほか配置転換，職業訓練の採用(10.3）女子による代替

(14.0）定年延長(6.8）

42年にはこのほか配置転換，職業訓練の採用（3.4）

41年にはこのほか配置転換，職業訓練の採用（8.4）

なお41,42年の「家族労働力の活用」は「縮小または家族労働力の活用」

＊選択肢なし。

資料出所

(注）１．

２ 

果
に
極
端
な
差
を
生
じ
る
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
採
用
難
の
た
め
、

夜
間
の
交
替
勤
務
を
中
止
し
や
が
て
廃
止
す
る
よ
う
な
場
合
が

あ
る
。
｜
｜
交
替
で
は
三
交
替
の
定
員
の
一
一
一
分
の
一
一
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
一
時
点
で
欠
員
を
生
じ
そ
れ
が
持
続

す
る
と
か
、
そ
れ
を
予
想
し
て
企
業
経
営
者
は
各
種
の
対
応
策

を
と
る
。
京
都
に
お
け
る
既
存
調
査
で
は
、
第
一
表
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。
論
理
的
に
整
理
す
れ
ば
、
主
な
も
の
は
労
働
力

の
種
類
の
転
換
、
管
理
面
で
の
節
約
、
省
力
化
投
資
、
下
請
・

外
注
利
用
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
対
応
策
の
結
果
、
個
々
の
企
業

と
し
て
は
欠
員
は
減
少
し
よ
う
。
第
一
お
よ
び
第
四
の
対
応
策

は
量
的
に
、
し
か
し
安
価
に
、
稼
働
人
員
を
維
持
し
、
第
二
は

内
包
的
に
そ
の
効
率
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
対
策
も
、
現
時
の
社
会
的
条
件
や
経
営
管
理
方
式
の
も
と

で
も
直
ち
に
限
界
に
突
き
当
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
第
三
の

機
械
設
備
に
よ
る
労
働
力
の
代
替
は
、
労
働
力
不
足
に
よ
る

賃
金
、
人
件
費
の
上
昇
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
か
ら
、
社
会
的

欠
員
と
し
て
の
労
働
力
不
足
は
、
持
続
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

五
五



第２表技能労働力不足率の推移

①Ｉ４ｄＴ－ＤＩ４と L｣ 

r1 

L｣ ８－３１］４９１１６．０ 

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

可ＩⅡ乙一111｡▲ＵＩlIJ▲αＪ１１０－℃

誤葛
田･乙Ｉ①○．ひｌ４ｇ

資料出所京都府職業安定課「技能労働力需給状況調査」

(注）３９年までは規模15人以上，それ以降は５人以上

域
労
衝
市
場

五
六

し
か
し
、
需
要
の
成
長
率
が
一
同
く
、
労
働
節
約
的
投
資
等
の
効
果
が
十
分
大
き
く
な
く
、
追
加
的
労
働
供
給

を
超
過
す
る
労
働
需
要
の
拡
大
が
あ
れ
ば
社
会
的
欠
員
と
し
て
の
労
働
力
不
足
は
当
然
持
続
す
る
。
わ
が
国

の
場
合
、
昭
和
三
○
年
代
の
後
半
以
降
そ
の
よ
う
な
状
況
が
続
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
京
都
府
の
場
合

も
、
全
国
的
傾
向
と
同
様
で
、
技
能
労
働
者
（
ほ
図
単
純
労
務
を
除
く
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
）
の
不
足
率
は
第
二

表
の
よ
う
に
推
移
し
て
お
り
、
他
方
失
業
者
数
は
僅
少
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
統
計
は
前
述
の

点
を
除
外
し
て
も
、
労
働
力
不
足
の
指
標
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
見
解
も
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

量
的
な
把
握
で
は
、
労
働
市
場
の
構
造
的
問
題
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
の
場
合
、
新
規
学
卒
や
若
年
層
に
対
す

る
需
要
の
集
中
、
中
小
零
細
規
模
に
お
い
て
相
対
的
に
高
い
不
足
率
な
ど
の
質
的
な
側
面
が
含
ま
れ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
労
働
力
不
足
現
象
が
あ
ら
わ
れ
た
初
期
に
は
、
わ
が
国
の
労
働
力

不
足
と
西
欧
の
そ
れ
と
を
区
別
す
る
見
解
も
広
く
行
な
わ
れ
た
。
京
都
の
実
態
に
つ
い
て
も
、
山
下
高
之
教

授
は
金
属
機
械
産
業
を
対
象
と
す
る
昭
和
四
三
年
の
調
査
の
分
析
で
「
若
年
労
働
市
場
へ
の
大
企
業
の
わ
り

込
み
」
に
よ
る
「
低
賃
金
層
と
し
て
の
若
年
労
働
力
の
不
足
」
が
労
働
力
不
足
現
象
の
核
心
で
あ
る
と
し
て

（
２
）
 

い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
、
と
く
に
後
段
の
傾
向
は
最
近
時
点
で
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
社
〈
言
的
な

欠
員
の
持
続
す
る
な
か
で
、
若
年
層
の
低
賃
金
も
若
干
改
善
し
、
高
齢
者
以
外
で
は
、
好
況
期
に
は
少
な
く

と
も
安
定
所
窓
口
に
お
け
る
需
要
超
過
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
高
齢
者
を
は
じ
め
企
業
の
選
好
尺
度
の
末

端
に
位
置
す
る
層
の
就
職
難
と
い
う
質
的
不
均
衡
は
社
会
的
な
欠
員
数
の
増
大
に
よ
っ
て
企
業
の
採
用
基
準

の
変
更
を
通
じ
て
改
善
さ
れ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
力
不
足
現
象
に
質
的
な
不
均
衡
が
目
立
つ
の
で
あ

不足率(％） 11.2 8.3 14.9 16.0 13.3 11.8 12.1 18.6 16.3 18.8 22.9 

21.2 37.0 38.2 35.8 44.2 鹿:|蘂弊謡謡iiBfT論



（
３
）
 

る
が
、
こ
れ
は
量
的
な
側
面
に
よ
る
労
働
力
不
足
と
切
り
離
し
て
論
じ
得
な
い
。
本
稿
で
の
労
働
力
不
足
ｊ
ｂ
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

以
下
一
で
京
都
府
下
に
お
け
る
労
働
市
場
の
地
域
構
成
と
そ
の
変
化
を
叙
述
し
た
後
、
二
に
お
い
て
労
働
力
不
足
下
の
微
妙
な
就
業
構

造
の
変
化
で
あ
る
小
零
細
企
業
と
サ
ー
ビ
ス
部
門
に
お
け
る
就
業
増
の
状
況
と
原
因
に
つ
い
て
考
察
し
、
最
後
に
賃
金
構
造
の
変
化
と
、

前
二
者
と
の
関
係
を
分
析
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
労
働
力
不
足
の
持
続
と
と
も
に
顕
著
に
な
っ
て
き
た
傾
向
の
う
ち
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

な
お
こ
の
ほ
か
、
既
存
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
中
小
企
業
に
お
け
る
省
力
化
投
資
等
の
労
働
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
別

に
実
態
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。

（
注
）

（
１
）
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
は
『
自
由
社
会
に
お
け
る
完
全
雇
用
』
に
お
い
て
完
全
雇
用
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
、
失
業
者
数
よ
り
常
に
多
い
欠
員
が
あ

る
状
態
と
し
、
ま
た
、
そ
の
欠
員
が
賃
金
に
お
い
て
公
正
で
あ
り
、
適
当
な
地
理
的
位
置
に
あ
る
と
い
う
質
的
条
件
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
程
度
の
差
や
質
的
条
件
は
そ
の
ま
ま
統
計
的
概
念
に
具
体
化
し
難
い
。

（
２
）
「
京
都
金
属
機
械
工
業
に
お
け
る
『
労
働
力
不
足
』
の
実
態
と
労
働
条
件
の
変
容
」
（
京
都
商
工
情
報
一
九
七
○
年
八
七
、
八
八
号
）

（
３
）
労
働
需
要
の
増
加
、
減
少
に
あ
た
っ
て
、
賃
金
以
外
の
諸
条
件
、
と
く
に
採
用
や
昇
進
基
準
と
い
う
非
貨
幣
的
要
素
が
調
整
さ
れ
る
こ
と
を
労

働
市
場
の
特
徴
と
し
て
強
調
す
る
見
解
が
あ
る
（
三
の
］
ぐ
旨
三
・
両
の
Ｑ
の
円
》
百
ヶ
・
ロ
ロ
山
の
Ｈ
・
ヨ
ロ
、
同
８
口
・
曰
『
．
］
①
、
『
．
ｇ
・
哩
囹
ｌ
心
）
。
こ
れ

は
労
働
者
相
互
間
の
代
替
が
容
易
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
一
方
、
質
的
不
均
衡
に
よ
る
構
造
的
な
失
業
は
、
経
済
の
成
長
率
が

高
く
と
も
解
消
し
得
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
悲
観
的
な
見
解
が
、
失
業
率
の
高
か
っ
た
一
九
五
○
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
主
張
さ
れ
た
が
、
少
数

説
で
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
失
業
率
の
経
過
は
こ
の
見
解
を
否
定
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。
地
域
を
限
定
す
れ
ば
、
職
種
の
範
囲
が
不
明
確
な
日
本

の
場
合
は
、
労
働
者
間
の
代
替
の
範
囲
は
大
き
い
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

五
七



高
度
成
長
の
過
程
に
お
け
る
労
働
力
の
地
域
間
流
動
の
結
果
、
全
国
的
に
過
密
・
過
疎
の
問
題
が
生
じ
た
が
、
発
展
的
な
工
業
中
心
地

と
、
日
本
海
側
の
後
進
的
な
経
済
を
も
つ
京
都
府
の
場
合
は
、
府
内
に
こ
の
二
つ
の
現
象
が
生
じ
た
。
府
北
部
に
お
け
る
人
口
の
絶
対
減

と
南
部
に
お
け
る
高
率
の
増
加
傾
向
は
、
昭
和
三
○
年
以
前
か
ら
み
ら
れ
た
が
、
高
度
成
長
の
過
程
で
促
進
さ
れ
、
昭
和
四
○
年
代
に
は

緩
和
さ
れ
つ
つ
同
じ
傾
向
を
持
続
し
た
。
市
町
村
別
に
み
る
と
、
変
動
に
は
凹
凸
が
目
立
ち
、
昭
和
四
○
’
四
五
年
の
期
間
に
京
都
市
の

南
ま
た
は
南
西
に
隣
接
す
る
宇
治
市
、
乙
訓
郡
で
の
増
加
は
五
○
％
か
ら
一
七
○
％
に
も
及
び
、
他
方
、
北
部
に
つ
い
て
は
産
業
、
交
通

等
の
条
件
に
恵
ま
れ
な
い
二
、
一
一
一
の
町
で
同
じ
期
間
に
二
○
％
に
近
い
人
口
の
減
少
が
み
ら
れ
る
。
南
部
と
総
称
さ
れ
る
地
域
で
も
京
都

市
か
ら
北
、
ま
た
は
北
西
へ
三
○
粁
離
れ
る
と
人
口
の
絶
対
減
が
み
ら
れ
る
し
、
市
の
南
で
も
山
間
部
で
は
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
期
間

に
人
口
の
増
加
し
た
市
町
村
の
面
積
は
府
全
体
の
面
積
の
三
割
程
度
で
、
実
際
に
は
居
住
可
能
な
地
区
の
み
を
と
れ
ば
、
京
都
市
お
よ
び

周
辺
の
局
限
さ
れ
た
場
所
へ
の
人
口
集
中
が
急
速
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
な
お
、
全
体
と
し
て
人
口
が
減
少
し
て
い
る
北
部
で
も
、
丹
後

機
業
の
中
心
地
で
は
わ
ず
か
な
が
ら
人
口
の
増
大
が
み
ら
れ
る
。

以
上
の
変
化
は
夜
間
人
口
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
的
に
は
住
居
の
変
動
を
示
し
て
い
る
。
ど
の
大
都
市
に
で
も
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
都
心
部
の
人
口
が
郊
外
に
転
出
す
る
い
わ
ゆ
る
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
が
京
都
の
場
合
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
、
都
心
部

に
お
け
る
生
活
環
境
悪
化
の
反
映
で
あ
る
が
、
同
時
に
労
働
市
場
の
側
面
か
ら
は
、
伝
統
産
業
等
に
お
け
る
職
と
住
の
場
所
的
結
合
が
弛

緩
し
、
通
勤
に
よ
る
市
場
圏
が
拡
大
し
、
ま
た
は
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

労
働
市
場
の
地
域
構
成

五
八
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昼
間
人
口
調
査
に
よ
れ
ば
、
京
都
府
に
お
い
て
も
通
勤
に
よ
る
流
出
入
が
増
大
し
て
お
り
、
京
都
市

に
つ
い
て
は
、
市
内
で
就
業
す
る
者
に
対
す
る
通
勤
に
よ
る
流
入
人
口
の
比
率
は
、
こ
こ
十
年
間
に
ほ

ぼ
倍
増
し
て
い
る
（
第
三
表
）
。
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
に
お
い
て
も
、
現
行
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
「
即
時
紹
介
」
と
も
関
連
し
つ
つ
、
管
轄
区
域
を
こ
え
た
需
給
の
結
合
が
増
加
し
て
お
り
、
ま

た
こ
れ
を
政
策
的
に
も
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
通
勤
の
範
囲
が
拡
大
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
内
部
で
労
働
需
給
が
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
比
較
的
均
質
な
市
場
圏
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
、

高
度
成
長
を
通
じ
て
労
働
市
場
の
地
域
編
成
に
生
じ
た
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
通
勤

の
過
密
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
均
質
化
は
部
分
的
に
し
か
す
す
ま
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
京
都
市
周
辺
部
の
人
口
増
大
地
域
で
は
同
時
に
一
展
用
量
の
増
大
が
著
し
い
場
合
が
少
な
く
な

い
。
そ
の
際
に
は
小
規
模
な
通
勤
圏
が
成
立
し
て
く
る
。
時
に
は
市
内
か
ら
の
転
出
企
業
が
寮
、
社
宅

を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
職
・
住
の
結
合
が
生
じ
る
。
同
じ
よ
う
な
関
係
は
大
阪
と
、
京
都

市
お
よ
び
周
辺
地
域
の
間
に
も
成
立
し
て
い
る
。
前
記
調
査
に
よ
れ
ば
、
京
都
市
を
中
心
と
し
た
比
較

的
ま
と
ま
っ
た
労
働
市
場
地
域
の
構
成
は
、
最
近
の
通
勤
労
働
者
数
等
か
ら
み
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
図
式

化
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
京
都
市
と
い
う
労
働
需
要
の
中
心
地
か
ら
、
交
通
の
便
に
従
っ
て
三
五
粁
が
通

常
の
通
勤
圏
で
あ
る
。
こ
の
中
に
あ
る
衛
星
的
市
町
は
、
地
元
の
雇
用
量
が
少
な
い
場
合
、
「
ベ
ッ
ド
・

タ
ウ
ン
」
で
あ
る
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
副
次
的
、
小
規
模
な
労
働
需
要
の
核
と
な
っ
て
全
体
の
労

働
市
場
圏
の
中
に
位
置
を
占
め
る
。
ま
た
、
全
体
の
労
働
市
場
地
域
は
よ
り
大
き
な
労
働
需
要
地
で

卿
市
場

五
九

Ａ 

通勤流入
Ｂ 

通勤流出
Ｃ 

就業者 Ａ/Ｃ Ｂ／Ｃ 

|昭和i1年L讓十111｢人|ｉｉｉ千人I曇%にli1



通
京

市
内
に
、
な
お
労
働
需
給
バ
ー
フ
ン
ス
の

一，一
大
き
な
差
異
が
残
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
労
働
力
不
足
の
程
度
が
も
っ
と
も
強
か
っ
た
昭
和
四
五
年
度
の
統
計
に
よ
る
と
、
京
都
市
北
部
を
管
轄
す
る
京
都
西
陣
公
共
職
業
安

定
所
本
所
で
は
求
人
倍
率
○
・
八
五
と
有
効
求
職
者
数
が
求
人
数
を
上
回
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
市
の
南
部
等
を
管
轄
す
る
京
都
七
条

安
定
所
は
求
人
の
超
過
（
同
一
・
四
五
）
が
著
し
か
っ
た
。
前
者
が
繊
維
産
業
、
後
者
が
金
属
機
械
産
業
の
集
中
地
区
を
含
み
、
産
業
、

職
種
に
よ
る
摩
擦
が
も
っ
と
も
大
き
な
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
定
所
の
求
人
が
概
し
て
熟
練
度
の
低
い
層
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

六
○

あ
る
大
阪
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の

滋
賀
県

】
田
十
十
○
コ

旧
回
四
画
ｗ
・
皿
、
剖
曰
罰

９
，
託

地
域
構
成
は
、
高
度
成
長
以
前
か
ら
企

業
立
地
、
交
通
手
段
な
ど
に
よ
っ
て
目

、
、
、
、
、
、
、

然
に
成
立
し
、
行
政
区
画
を
単
位
と
し

、
、

場
て
み
れ
ば
、
そ
の
型
に
基
本
的
変
化
は

航
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
・

労、
変
化
は
主
と
し
て
通
勤
労
働
力
の
量
と

柵
通
勤
距
離
が
増
大
し
た
こ
と
に
よ
る
も

京
の
で
あ
っ
た
・

図１
さ
て
、
地
域
内
の
通
勤
に
よ
る
流
動

第

化
が
す
す
ん
で
い
る
反
面
、
同
じ
京
都



す
れ
ば
、
地
域
内
の
流
動
性
が
、
こ
れ
ら
の
層
に
つ
い
て
低
い
こ
と
の
影
響
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
市
内
に
お
け
る
通
勤
人
口
の
比
重

を
み
て
も
、
従
業
者
の
大
部
分
は
同
一
の
区
内
の
居
住
者
で
あ
る
し
、
通
勤
に
よ
る
流
入
の
大
半
は
隣
接
の
区
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

京
都
市
以
外
に
眼
を
転
じ
よ
う
。
府
内
に
は
通
勤
人
口
の
純
流
入
が
あ
る
市
町
が
い
く
つ
か
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
昭
和
四
五
年
調
査

で
、
舞
鶴
市
お
よ
び
福
知
山
市
に
そ
れ
ぞ
れ
一
一
五
○
○
人
程
度
、
織
物
産
地
な
ど
の
北
部
四
町
で
そ
れ
ぞ
れ
二
○
○
’
九
○
○
名
の
通
勤

純
流
入
が
あ
っ
た
（
第
一
図
）
。
こ
れ
ら
の
市
町
に
純
流
入
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
地
区
に
あ
る
程
度
産
業
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
の
ほ

か
、
行
政
区
画
が
広
狭
、
ま
た
は
具
体
的
に
ど
う
ひ
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
い
わ
ば
偶
然
的
な
要
素
に
も
よ
っ
て
い
る
。
な
お
、
労
働

需
要
が
大
部
分
地
元
市
町
村
の
通
勤
者
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
自
足
的
な
小
労
働
市
場
地
域
も
考
え
ら
れ
、
右
の
う
ち
で
は
舞
鶴
市
が
こ

れ
に
近
い
が
、
市
町
村
内
の
雇
用
規
模
が
数
百
人
程
度
の
場
合
も
、
多
く
は
右
の
よ
う
な
自
足
的
市
場
圏
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。

北
部
の
労
働
市
場
地
域
の
共
通
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
の
自
足
的
な
市
場
圏
を
基
礎
と
し
、
労
働
需
要
の
規
模
が
大
き
い
場
合
、
通
勤
を

通
じ
て
ゆ
る
や
か
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
京
都
市
お
よ
び
周
辺
で
結
合
が
密
接
で
あ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
北
部

に
お
け
る
通
勤
人
口
の
純
流
入
地
域
に
つ
い
て
時
系
列
的
に
み
る
と
、
京
都
市
お
よ
び
そ
の
周
辺
と
同
様
、
昭
和
三
五
’
四
○
年
に
比
べ

四
○
’
四
五
年
の
通
勤
人
口
純
流
入
の
増
勢
は
鈍
っ
て
お
り
、
そ
の
数
も
少
な
く
、
変
化
は
緩
慢
で
あ
っ
た
。

労
働
市
場
地
域
の
需
給
は
通
勤
の
ほ
か
、
住
居
移
動
を
伴
う
隔
地
間
の
移
動
に
よ
り
影
響
を
う
け
る
。
京
都
府
の
場
合
、
就
業
構
造
基

本
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
年
前
と
の
対
比
に
お
い
て
転
職
者
中
常
住
地
を
変
え
た
者
は
第
四
表
の
よ
う
な
割
合
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
昭
和

四
○
年
、
四
六
年
対
比
で
は
府
外
か
ら
の
流
入
は
増
大
し
て
い
る
。
類
似
の
傾
向
は
職
業
安
定
機
関
の
扱
っ
た
、
各
安
定
所
管
轄
外
か
ら

の
求
人
充
足
の
う
ち
、
府
外
か
ら
の
も
の
の
比
率
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
府
外
か
ら
の
充
足
の
絶
対
数
は
、
全

国
的
労
働
力
不
足
傾
向
を
反
映
し
て
頭
打
ち
で
あ
る
。
一
方
、
表
の
示
す
と
お
り
、
府
内
に
お
け
る
住
所
変
更
を
伴
う
移
動
数
は
変
化
し

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

一
ハ
ー



第４表転職者，新規就業者の住所移転状況（京都府）

（単位千人）

１－前と常１Ｈｌと帛
府外から

数住地か同し住地が異る府内移動(得東貿)(その他)移者
調査年次 総

労
働
力
不
足
下
の
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域
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一ハ｜’

て
い
な
い
。
ま
た
、
職
業
安
定
機
関
を
通
ず
る
求
人
充
足
数
の
う
ち
、
府
内

他
安
定
所
か
ら
の
も
の
は
、
絶
対
的
に
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
見
、

府
北
部
に
お
け
る
過
疎
現
象
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
京
都
府
北
部
の

過
疎
地
域
の
住
民
の
流
出
先
の
大
部
分
が
地
元
市
町
村
内
に
限
ら
れ
て
い
る

と
い
っ
た
事
情
や
、
過
疎
化
が
人
口
流
出
の
累
積
と
し
て
起
っ
て
い
る
た
め

通
常
の
労
働
移
動
統
計
で
は
把
握
し
難
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
労
働

力
不
足
が
進
展
す
る
過
程
で
は
、
一
方
で
採
用
基
準
の
一
つ
で
あ
る
地
域
的

範
囲
を
企
業
が
拡
大
す
る
動
き
が
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
、
こ
れ
と
競
合
す

る
小
労
働
市
場
地
域
で
は
そ
の
地
域
の
労
働
力
を
失
な
わ
な
い
よ
う
な
企
業

の
対
応
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

新
規
学
卒
者
（
第
四
表
新
規
就
業
者
の
五
’
六
割
）
の
労
働
市
場
に
つ
い
て

も
、
同
様
の
事
情
に
あ
る
。
新
規
学
卒
労
働
力
が
不
足
す
る
と
と
も
に
、
企

業
は
採
用
地
域
を
拡
大
し
、
地
元
か
ら
の
採
用
に
依
存
し
て
き
た
企
業
も
地

元
以
外
か
ら
も
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
、
新
規
学
卒
労
働
力
の
大

部
分
を
占
め
る
高
校
卒
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
京
都
府
下
で
は
通
勤
範
囲
外
に

対
す
る
求
人
の
割
合
が
高
ま
っ
て
き
た
も
の
の
、
他
の
労
働
需
要
地
と
も
競

合
す
る
た
め
、
京
都
府
へ
の
高
校
卒
の
現
実
の
流
入
は
昭
和
四
二
’
一
一
一
年
を



ピ
ー
ク
に
減
少
に
転
じ
、
他
の
既
成
大
労
働
需
要
地
と
同
じ
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
新
興
の
労
働
需
要
地
へ
の
就
職
の
増
加
、
出
身

府
県
内
で
の
就
職
を
促
進
す
る
企
業
と
地
方
当
局
の
政
策
な
ど
労
働
市
場
地
域
間
の
競
合
と
、
求
職
者
の
選
好
を
反
映
す
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
府
内
を
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
市
場
地
域
は
、
そ
の
学
卒
者
の
需
給
に
お
け
る
特
徴
を
保
ち
な
が
ら
、
需
要
増
大
に
際
し

て
相
互
の
競
合
を
強
め
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
．
高
校
卒
に
つ
い
て
は
ｌ
職
業
安
定
機
関
に
よ
る
把
握
が
運
営
上
も
統
計
上
も
不
十
分

で
あ
る
が
、
そ
の
資
料
に
よ
る
と
ｌ
需
要
拡
大
の
時
期
に
も
北
部
の
小
労
働
市
場
地
域
で
は
実
際
に
は
自
足
的
性
格
を
維
持
し
て
い
る

が
、
京
都
市
お
よ
び
周
辺
の
企
業
は
府
外
と
と
も
に
府
下
か
ら
の
求
人
を
増
大
し
て
い
る
。

以
上
、
隔
地
間
の
労
働
需
給
に
つ
い
て
は
、
労
働
力
不
足
の
継
続
に
よ
っ
て
好
況
期
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
市
場
間
の
求
人
の
競
合
が

密
接
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
割
に
は
地
域
間
移
動
の
実
数
が
拡
大
し
た
訳
で
は
な
い
。
両
者
の
ず
れ
の
理
由
と
し
て
は
、

新
規
学
卒
者
に
つ
い
て
は
総
数
が
限
ら
れ
、
求
人
競
争
と
な
っ
て
き
た
こ
と
、
一
般
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
住
居
移
転
の
経
済
的
、
非
経

済
的
障
害
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
新
規
学
卒
就
職
者
の
流
入
先
府
県
は
、
昭
和
三
○
年
代
の
も
の
と
あ
ま
り
大
き
な
変
化
が
な
い
。

し
か
も
、
求
人
難
の
中
で
採
用
地
域
の
拡
大
に
成
功
し
た
の
は
上
層
の
企
業
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
の
企
業
も
含
め
て
、
特
定
企
業
の
特
定

学
校
と
の
結
び
つ
き
な
ど
濃
厚
な
人
的
関
係
を
通
じ
て
、
募
集
、
定
着
活
動
を
行
な
う
傾
向
が
根
強
い
。
労
働
力
不
足
下
に
労
働
市
場
地

域
間
の
競
合
は
激
化
し
た
も
の
の
、
実
現
さ
れ
た
地
域
間
移
動
の
量
や
特
徴
に
大
幅
な
変
化
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

上
述
の
と
お
り
、
昭
和
四
十
年
頃
か
ら
最
近
に
い
た
る
期
間
の
労
働
市
場
の
地
域
構
造
は
、
広
域
的
な
関
連
を
深
め
な
が
ら
、
旧
来
の

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

一ハーーー

二
雇
用
構
造
の
変
動



第５表規模別従業員数の構成と変化（民営事業所，京都府）
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六
四

流
動
の
特
徴
を
維
持
し
て
き
た
。
こ
れ
は
供
給
面
で
は
地
域
間
労
働
移

動
の
困
難
性
な
ど
に
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
需
要
面
で
は
、
昭
和
三
十

年
代
以
降
の
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
を
中
心
と
す
る
産
業
発
展
の
型
が
持

続
し
、
同
時
に
労
働
需
要
の
構
造
変
化
が
必
ず
し
も
急
速
で
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
記
の
労
働
需
要
地
に
お
け
る
雇
用
量

の
変
動
を
事
業
所
統
計
で
み
て
も
、
昭
和
一
一
一
五
’
四
一
年
と
四
一
、
ｔ
四

四
年
で
は
、
前
の
時
期
に
く
ら
べ
て
後
の
時
期
の
雇
用
の
伸
び
は
よ
り

均
等
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
十
年
以
降
、
そ
れ
以
前
の
高
度
成
長
期
に
比
較
し
て
地
域
的

な
雇
用
の
変
化
が
少
な
か
っ
た
こ
と
と
並
行
し
規
模
別
等
に
み
た
一
雇
用

構
成
も
、
こ
の
時
期
に
は
、
景
気
動
向
を
反
映
し
つ
つ
も
概
し
て
安
定

的
に
推
移
し
た
（
第
五
表
）
。
た
と
え
ば
全
国
的
に
は
昭
和
一
一
一
十
年
代
初

期
の
高
度
成
長
期
に
は
、
上
位
の
企
業
に
お
け
る
雇
用
が
増
大
し
、
小

零
細
企
業
の
雇
用
は
む
し
ろ
絶
対
的
に
減
少
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
最
近
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
急
速
、
大
規
模
な
構
造
変
化
は
み
ら

れ
な
い
。
こ
の
点
は
京
都
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
近
年
の
基
本
的
な

特
徴
で
あ
る
。
た
だ
微
妙
な
変
化
も
み
ら
れ
る
。
京
都
の
場
合
に
そ
の



第６表規模別従業員数の推移（京都市工業）

傾
向
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

Ｈ
就
業
者
中
雇
用
労
働
者
の
占
め
る
比
率
は
増
大
し
て
い
る
も
の
の
、
昭
和
四
○
年
代
前
半
の
増
加
速
度
は
以
前
に
く
ら
べ
て
鈍
っ
て

い
る
。
と
く
に
非
農
林
業
自
営
業
主
数
の
絶
対
的
増
加
が
目
立
ち
、
そ
の
就
業
者
中
に
占
め
る
比
率
は
低
下
し
て
い
な
い
。
自
営
業
主
数

の
増
加
は
、
商
業
部
門
よ
り
は
工
業
部
門
で
目
立
つ
（
国
勢
調
査
ほ
か
）
。

ロ
産
業
別
従
業
者
数
の
変
動
を
み
る
と
、
好
況
下
で
も
製
造
業
に
お
い
て
増
加
数
お
よ
び
増
加
率
が
逐
次
鈍
化
し
、
さ
ら
に
昭
和
四
五

41年 42年 43年 44年 45年

計

１～９ 

100.0 101.3 102.4 105.6 103.5 

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

100.0 102.9 103.7 116.0 115.0 

１０～1９ 100.0 101.4 103.3 112.6 106.4 

20～2９ 100.0 94.5 93.7 90.3 87.5 

30～9９ 100.0 101.7 97.3 91.2 

92.5 

90.9 

100～299 100.0 103.6 102.1 92.2 

300人～ 100.0 101.1 109.4 111.2 114.4 

資料出所京都市統計センタ ｢京都市の工業』

、
好
況
下
で
も
製
造
業
に
お
い
て
増
加
数
お
よ
び
増
加
率
が
逐
次
鈍
化
し
、
さ
ら
に
昭
和
四
五

’
七
年
の
不
況
下
で
は
絶
対
減
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
商
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
分
野
で
は
、

伸
び
率
は
や
坐
低
下
し
て
い
る
も
の
の
増
加
数
は
依
然
と
し
て
大
き
く
、
今
次
不
況
下
に
な
る

と
雇
用
増
加
の
大
部
分
は
こ
の
分
野
で
占
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
（
事
業
所
統
計
、
失
業
保
険
統

計
）
。ロ
規
模
別
従
業
者
数
の
増
減
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
特
徴
的
な
動
き
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
昭
和
四
五
年
に
終
る
長
期
の
好
況
期
で
は
、
雇
用
の
増
大
が
規
模
の
比
較
的
大
き
い
と
こ

ろ
で
大
き
く
、
零
細
な
と
こ
ろ
で
は
こ
れ
に
次
い
で
大
き
い
と
い
う
両
極
に
集
中
す
る
傾
向
が

み
ら
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
小
規
模
で
は
停
滞
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
も
っ
と
も
顕

著
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
京
都
市
内
の
製
造
業
の
場
合
で
、
一
一
○
’
一
一
九
人
規
模
に
は
じ
ま
っ

た
従
業
員
数
の
減
少
が
よ
り
上
層
に
波
及
し
、
上
下
両
層
で
は
雇
用
増
大
が
み
ら
れ
る
（
第
六

表
）
。
事
業
所
数
に
つ
い
て
み
る
と
零
細
規
模
で
の
増
加
が
著
し
い
（
事
業
所
統
計
、
工
業
統

計
）
。

六
五



労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

一ハーハ

以
上
の
よ
う
な
傾
向
は
製
造
業
の
大
企
業
、
お
よ
び
中
小
規
模
の
企
業
が
、
積
極
的
に
下
請
、
外
注
を
利
用
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
省

力
的
効
果
を
も
つ
機
械
装
置
を
導
入
し
、
作
業
方
法
を
改
善
し
た
こ
と
が
、
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
さ

き
に
も
引
用
し
た
概
括
的
な
経
営
者
に
対
す
る
意
識
調
査
な
ど
に
み
ら
れ
る
労
働
力
不
足
対
策
が
単
に
ム
ー
ド
と
し
て
で
な
く
現
実
に
も

実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
省
力
化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
推
進
に
よ
っ
て
、
従
業
員
数
と
し
て
は
小
規
模
化
し
な
が

ら
、
生
産
高
が
箸
増
し
た
企
業
の
事
例
も
実
態
調
査
の
中
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
他
方
、
中
小
規
模
の
工
場
で
は
要
員
の
維
持
が
恒
常
的

に
困
難
な
も
の
も
あ
る
。
不
足
率
も
こ
の
層
で
は
終
始
高
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
労
働
力
不
足
の
程
度
が
相
対
的
に
高
い
京
都
市
お
よ
び
周

辺
で
は
、
右
の
一
一
つ
の
現
象
に
よ
っ
て
、
小
企
業
を
中
心
に
一
展
用
量
が
減
少
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
零
細
規
模
の
経
営
数
と
従
業
員
数
が
増
加
し
、
そ
の
全
体
に
対
す
る
比
率
も
あ
ま
り
変
ら
な
い
の
は
、
労
働
力
不
足
に
よ
る
欠
員

に
よ
っ
て
小
規
模
化
し
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
金
属
機
械
産
業
な
ど
の
場
合
は
下
請
利
用
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
工
業
に
お
け
る
事
業
所
数

の
増
加
は
、
昭
和
三
○
年
代
に
も
み
ら
れ
た
が
、
四
○
年
代
に
は
、
発
展
的
な
金
属
機
械
産
業
を
中
心
と
し
て
目
立
っ
て
い
る
。
昭
和
四

○
’
四
四
年
の
事
業
所
数
の
増
加
は
電
気
機
器
、
輸
送
用
機
器
で
六
○
％
以
上
に
達
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
大
部
分
は
零
細
規
模
に
お
け
る

も
の
で
あ
っ
た
（
工
業
統
計
）
。
失
業
保
険
統
計
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
昭
和
四
七
年
初
め
ま
で
、
同
じ
傾
向
が
続
い
て
い
る
。
問
題
の
京

都
市
内
に
お
い
て
も
、
金
属
機
械
産
業
の
零
細
事
業
所
の
増
加
が
み
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
府
下
に
お
い
て
発
展
的
な
金
属
機
械
産

業
の
需
要
拡
大
と
、
労
働
集
約
的
な
工
程
の
下
請
化
に
よ
る
労
働
需
要
増
大
が
、
小
規
模
で
の
雇
用
減
の
反
面
、
零
細
企
業
数
や
従
業
員

数
を
増
加
さ
せ
た
背
景
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
金
属
機
械
産
業
以
外
で
も
零
細
経
営
の
漸
増
が
み
ら
れ
る
。
内
需
を
中
心
と
し
経
営
の
零
細

性
を
特
徴
と
す
る
京
都
府
下
の
繊
維
産
業
は
、
工
業
事
業
所
数
の
う
ち
に
占
め
る
比
率
も
高
い
が
、
繊
維
工
業
で
も
同
じ
く
好
況
局
面
で

は
零
細
事
業
所
数
が
増
加
し
た
。
し
た
が
っ
て
需
要
拡
大
の
著
し
か
っ
た
時
期
に
は
、
伝
統
的
な
産
業
分
野
の
一
部
も
含
め
て
、
こ
れ
が



第７表非農林業における所得の

伸び率(京都府）（％）

零
細
企
業
に
有
利
に
作
用
し
た
と
判
断
さ
れ
る
。
所
得
統
計
に
よ
っ
て
み
て
も
、
自
営
業
主
の
所
得
は
好
況
の
時
期
に
順
調
に
伸
び
、
そ

の
水
準
も
雇
用
労
働
者
に
比
較
し
て
見
劣
り
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
（
第
七
表
）
。
も
ち
ろ
ん
、
業
主
所
得
は
、
不
況
期
に
は
停
滞
的
で
あ

る
も
の
の
、
賃
金
と
異
り
景
気
動
向
を
敏
感
に
反
映
し
て
好
況
時
に
伸
び
が
大
き
い
。

つ
ぎ
に
、
い
わ
ゆ
る
第
三
次
産
業
分
野
の
雇
用
が
堅
調
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
分
野
の
需
要
拡
大
と
の
関
連
が
強
い
。

最
近
の
資
料
に
乏
し
い
が
、
事
業
所
統
計
に
よ
る
と
昭
和
四
一
’
四
四
年
に
従
業
員
の
増
加
数
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
卸
小
売
業
で
は
繊

維
卸
売
業
等
京
都
を
特
色
づ
け
る
業
種
で
は
な
く
、
飲
食
店
、
飲
食
料
品
小
売
店
、
自
動
車
販
売
店
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
中
で
は
、
旅
館
、

教
育
、
医
療
、
専
門
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
で
、
レ
ジ
ャ
１
消
費
の
増
大
、
自
動
車
の
普
及
、
サ
ー
ビ
ス
需
要
の
変
化
な
ど
に
応
ず
る
も
の

で
、
発
展
的
な
分
野
を
中
心
と
し
て
い
る
。
第
三
次
産
業
分
野
で
も
労
働
力
不
足
が
み
ら
れ
、
単
純
な
比
較
で
最
近
で
は
製
造
業
と
同
程

雇用者｜業 主労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

昭和34～37年

３７～40年

４０～43年

４３～46年

39.1 

47.2 

32.8 

36.4 

39.8 62.6 

53.6 28.2 

一
と
し
て
い
る
。
第
三
次
産
業
分
野
で
も
労
働
力
不
足
が
み
ら
れ
、
単
純
な
比
較
で
最
近
で
は
製
造
業
と
同
程

造
度
の
不
足
率
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
製
造
業
の
場
合
と
類
似
し
た
省
力
化
政
策
や
、
販
売
部

構業
門
に
お
け
る
自
動
販
売
機
器
、
セ
ル
フ
・
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
て
は
い
る
が
、
製
造
業

就ｒ
 

局
に
比
較
す
れ
ば
省
力
技
術
の
導
入
は
困
難
で
、
労
働
需
要
の
増
大
と
な
り
易
い
と
思
わ
れ
る
。

計
ｊ

統
査

以
上
の
よ
う
に
、
昭
和
四
○
年
代
以
降
の
雇
用
構
造
の
変
化
は
、
製
造
業
の
一
部
に
お
け
る
省

府
調
理
本
力
化
の
進
展
と
、
零
細
経
営
、
下
請
企
業
を
含
む
労
働
集
約
的
分
野
に
お
け
る
雇
用
の
増
大
が
み

総
基

ら
れ
、
小
零
細
企
業
の
雇
用
の
比
重
が
高
い
と
い
う
基
本
的
な
特
徴
は
維
持
さ
れ
た
。

所出料資

六

七



第８表製造業男子労働者の年齢別格差 昭
和
三
十
年
代
の
過
剰
労
働
力
が
解
消
す
る
過
程
で
、
規
模
、
年
齢
、
地
域
な
ど
に
よ
る
大
き
な
賃
金
格
差
が
縮
小
し
た
が
、
労
働
力

不
足
が
持
続
し
、
名
目
賃
金
の
上
昇
率
が
高
く
な
っ
て
か
ら
は
、
過
剰
労
働
力
の
存
在
に
由
来
し
た
格
差
の
縮
小
は
一
段
落
し
た
。

ま
ず
年
齢
格
差
を
み
よ
う
。
府
単
位
の
統
計
が
時
系
列
的
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
が
、
製
造
業
企
業
規
模
一
○
人
以
上
の
男
子
労
働
者

で
は
、
昭
和
三
六
’
四
一
一
年
に
年
齢
別
格
差
は
全
般
に
縮
小
し
て
い
る
の
に
対
し
、
四
一
一
年
以
降
の
変
化
は
微
弱
で
あ
る
（
第
八
表
）
。
新

し
て
い
る
。

昭
和
四
十
年
以
降
の
賃
金
構
造
は
、
労
働
市
場
地
域
の
状
況
や
雇
用
構
造
の
変
化
が
緩
慢
で
あ
っ
た
こ
と
と
並
行
し
、
緩
や
か
に
変
化

45年昭和36年’４２年

61.5 

下
才
以
咀
趾
羽
弘
羽
蛆
閲

才
一
一
一
一
一
一
一
一

７
８
０
５
０
５
０
０
０
 

１
１
２
２
３
３
４
５
６
 

５４．５ 

76.8 

100.0 

135.5 

170.1 

195.4 

213.6 

194.8 

125.3 

５７．８ 

76.2 

100.0 

131.2 

157.6 

169.5 

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

82.3 

100.0 

133.8 

三
賃
金
構
造
の
変
化
と
そ
の
影
響

156.0 

171.0 

188.4 185.0 

173.7 173.6 

129.3 117.3 

資料出所労働省「賃金構造統計」

（京都府）

股
に
縮
小
し
て
い
る
の
に
対
し
、
四
二
年
以
降
の
変
化
は
微
弱
で
あ
る
（
第
八
表
）
。
新

規
学
卒
者
や
若
年
層
に
不
足
が
集
中
し
て
い
る
結
果
、
こ
れ
ら
の
層
の
賃
金
上
昇
率
は

確
か
に
著
し
い
も
の
の
、
平
均
賃
金
の
上
昇
率
と
接
近
し
て
い
る
の
が
最
近
の
状
況
で

あ
る
。
地
域
的
賃
金
構
造
統
計
と
し
て
は
、
右
の
デ
ー
タ
の
ほ
か
、
京
都
商
工
会
議
所

の
モ
デ
ル
賃
金
調
査
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
規
模
の
比
較
的
大
き
い
と
こ
ろ
（
三

○
○
人
以
上
）
で
は
、
年
齢
別
格
差
が
縮
小
し
続
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
小
規
模
（
四

九
人
以
下
）
で
は
保
合
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
モ
デ
ル
賃
金
調
査
に
回
答
し
体

系
的
賃
金
管
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
企
業
相
互
間
で
は
、
モ
デ
ル
賃
金

カ
ー
ブ
の
企
業
間
格
差
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
大
企
業
の
基
幹
的
労
働
者
の
定
着
性
が

依
然
高
い
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
企
業
の
労
務
費
節
約
の
意
図
や
、
若
年
層

六
八



に
有
利
な
労
働
組
合
の
配
分
に
関
す
る
政
策
が
実
現
さ
れ
、
大
企
業
に
お
け
る
年
齢
別
等
の
賃
金
格
差
が
縮
小
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る

が
、
小
企
業
で
は
生
計
費
の
上
昇
、
お
よ
び
大
企
業
へ
の
追
随
の
必
要
か
ら
中
高
年
層
の
賃
金
も
平
均
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
ざ
る
を
得
な

い
。
名
目
賃
金
が
急
上
昇
す
る
過
程
で
、
賃
金
制
度
の
変
更
も
行
な
わ
れ
、
年
齢
、
勤
続
と
賃
金
の
対
応
関
係
は
薄
れ
た
も
の
の
、
依
然

と
し
て
賃
金
比
較
は
モ
デ
ル
賃
金
等
を
介
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
し
、
新
規
学
卒
者
の
採
用
賃
金
に
高
い
も
の
が
み
ら
れ
て
も
、
「
賃

金
管
理
」
を
お
こ
な
っ
て
い
る
企
業
で
は
、
初
任
給
が
、
基
幹
従
業
員
の
賃
金
の
最
低
を
な
し
て
い
る
点
で
従
来
と
変
化
は
な
い
。
昭
和

四
十
年
代
の
個
別
賃
金
の
著
し
い
上
昇
も
こ
れ
ま
で
の
賃
金
制
度
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
相
対
的
低
賃
金
層
は
、
男
子
の

場
合
は
や
は
り
若
年
層
に
比
重
が
高
い
こ
と
に
も
変
り
が
な
い
。

規
模
別
賃
金
格
差
に
関
し
て
も
、
府
レ
ベ
ル
の
時
系
列
統
計
は
不
十
分
で
あ
る
。
工
業
統
計
に
よ
る
と
昭
和
一
一
一
四
年
と
四
五
年
の
二

年
間
に
か
な
り
の
縮
小
が
み
ら
れ
、
二
○
○
人
以
上
を
一
○
○
と
す
る
四
’
九
人
の
平
均
賃
金
は
六
○
か
ら
七
五
程
度
に
上
昇
し
て
い
る
。

最
近
、
製
造
業
中
分
類
を
と
る
と
格
差
は
も
っ
と
縮
小
し
て
お
り
、
金
属
機
械
産
業
で
は
七
五
’
八
○
程
度
に
な
っ
て
い
る
。
製
造
業
平

均
で
は
依
然
と
し
て
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
賃
金
が
低
い
と
い
う
平
均
的
な
対
応
関
係
が
あ
る
が
中
分
類
で
は
不
明
確
で
あ
る
。
零
細
経
営

で
熟
練
労
働
者
の
多
い
場
合
や
中
小
規
模
で
女
子
の
多
い
電
機
の
場
合
な
ど
、
労
働
力
構
成
の
違
い
が
反
映
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
同
一

の
年
齢
層
を
と
れ
ば
、
規
模
別
の
格
差
は
残
存
し
、
中
高
年
層
の
場
合
は
大
き
い
。
例
え
ば
、
賃
金
構
造
統
計
で
、
四
○
’
四
九
才
男
子

労
働
者
で
は
、
一
○
○
○
人
以
上
の
企
業
を
一
○
○
と
し
て
五
’
九
人
の
企
業
で
は
四
一
で
あ
る
（
製
造
業
、
昭
和
四
五
年
六
月
）
。
零

細
規
模
で
は
、
大
企
業
の
賃
上
げ
が
終
っ
て
か
ら
、
賃
金
を
改
訂
し
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
で
も
五
○
を
超
え
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ

う
に
、
平
均
的
に
、
と
く
に
個
別
的
に
格
差
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
状
態
は
、
全
国
的
趨
勢
が
当
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、
昭
和
四
○
年

代
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

六
九



労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

七
○

府
内
に
お
け
る
地
域
間
賃
金
格
差
も
、
他
の
二
つ
の
格
差
と
同
様
に
、
昭
和
四
○
’
四
五
年
に
保
〈
ロ
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
格
差

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
産
業
の
構
成
な
ど
具
体
的
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
個
別
の
動
き
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、

京
都
市
周
辺
の
地
域
の
賃
金
は
、
昭
和
四
○
’
四
五
年
の
期
間
に
、
京
都
市
と
の
差
を
著
し
く
縮
小
し
て
い
る
点
が
目
立
っ
て
い
る
。
一

方
、
府
内
で
大
企
業
の
事
業
所
が
立
地
し
て
二
’
一
一
一
割
平
均
を
上
回
っ
て
い
た
一
’
二
の
地
域
の
賃
金
は
平
均
並
み
に
近
づ
い
て
い
る
。

過
疎
化
し
つ
つ
あ
る
北
部
の
郡
部
で
は
平
均
と
の
差
を
拡
大
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
別
的
変
化
は
あ
る
が
、
一
九
市
郡

に
分
類
し
た
工
業
統
計
に
よ
る
平
均
賃
金
の
散
ら
ば
り
は
、
昭
和
一
一
一
五
’
四
○
年
の
縮
小
の
あ
と
、
四
○
’
四
五
年
に
は
保
合
な
い
し
拡

大
気
味
と
な
り
、
商
業
統
計
に
よ
る
格
差
も
昭
和
四
一
’
四
五
年
に
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
示
し
た
。

、
、

以
上
、
一
一
一
つ
の
側
面
か
ら
み
る
と
、
昭
和
四
○
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
一
」
の
地
域
の
賃
金
構
造
は
、
全
国
的
傾
向
と
類
似
し
て
、
概
し

、

て
安
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
壱
」
で
賃
金
水
準
が
、
年
間
一
五
％
も
上
昇
す
る
際
に
賃
金
格
差
が
比
較
的
安
定
し
て
い
る
理
由
が
問
題
に
な

る
。
第
一
に
は
、
消
費
者
物
価
の
上
昇
の
影
響
が
労
働
者
各
層
に
及
ぷ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
消
費
者
物
価
の
上
昇
率
は
賃
金

の
上
昇
率
よ
り
も
低
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
右
の
原
因
を
説
明
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
に
、
企
業
内
の
バ
ラ
ン
ス
で
あ

る
。
同
一
企
業
や
工
場
内
部
で
特
定
層
の
み
の
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
、
モ
ラ
ー
ル
へ
の
悪
影
響
か
ら
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
大

企
業
の
場
合
に
既
に
述
べ
た
よ
う
に
企
業
内
に
お
け
る
賃
金
調
整
は
比
例
的
に
の
み
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
要
素
は
賃
金
構

造
の
安
定
性
の
一
部
を
説
明
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
第
三
は
、
世
間
相
場
へ
の
追
随
で
あ
る
。
世
間
相
場
は
、
他
の
多
く
の
調
査
が
明
ら

か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
賃
上
げ
額
の
同
業
者
間
等
の
比
較
が
そ
の
内
容
を
な
し
て
い
る
。
一
方
、
新
規
学
卒
者
の
初
任
給
も
、
中
小
規

模
の
企
業
で
は
採
用
競
争
か
ら
、
求
人
の
過
程
で
相
場
化
し
、
毎
年
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
企
業
の
確
定
初
任
給
も
結
果
的
に
は
こ

の
相
場
と
適
合
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
す
る
と
こ
の
一
一
つ
の
相
場
に
よ
っ
て
企
業
内
に
お
け
る
配
分
も
規
制
さ
れ
よ
う
。



新
規
学
卒
者
を
採
用
し
よ
う
と
し
て
出
来
な
い
小
、
零
細
企
業
で
も
相
場
追
随
の
動
き
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
企
業
の
労
働
者
が
組
織
さ
れ

て
い
な
い
場
合
、
別
に
お
こ
な
っ
た
府
下
の
金
属
機
械
工
業
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
同
業
種
の
賃
金
の
高
さ
や
引
上
額
、
前
年
の
引
上
額
や

率
、
地
域
の
賃
金
の
高
さ
や
引
上
額
を
考
慮
し
て
、
賃
金
相
場
に
順
応
す
る
態
度
が
か
な
り
み
ら
れ
る
。
小
零
細
企
業
の
経
営
者
は
ま
た

従
業
員
の
定
着
対
策
と
し
て
、
ま
ず
労
働
条
件
を
改
善
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
昭
和
四
○
年
代
の
好
況
期
に
は
か
っ
て

の
よ
う
な
高
率
の
労
働
異
動
が
み
ら
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
世
間
並
み
の
賃
金
を
支
払
う
経
営
者
の
態
度
も
、
労
働
異
動
率
鎮
静
の
一

つ
の
条
件
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
相
場
追
随
の
傾
向
は
、
労
働
力
不
足
が
恒
常
化
し
て
い
る
な
か
で
生
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
賃

金
相
場
の
構
成
も
、
労
働
市
場
の
需
給
と
競
争
の
現
状
と
対
応
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
全
国
的
大
企
業
で
京
都
に
本
社
が
あ
る
も
の
は

数
社
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
企
業
は
全
国
的
パ
タ
ー
ン
に
関
心
が
強
い
。
一
方
、
こ
れ
ら
の
企
業
は
地
元
で
新
規
学
卒
者
を
ほ
ぼ
計

画
通
り
採
用
で
き
る
。
中
小
以
下
の
一
般
の
企
業
で
は
、
新
規
学
卒
者
の
採
用
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
非
公
式
の
情
報
交
換
や
断

片
的
な
情
報
の
入
手
に
よ
っ
て
、
京
都
を
中
心
と
し
た
相
場
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
相
場
は
大
阪
を
幾
分
下
回
る
こ
と
が
多
い
。
零
細
企

業
で
は
、
さ
ら
に
非
組
織
的
に
、
年
二
回
以
上
賃
金
を
改
訂
す
る
な
ど
の
方
法
で
、
必
要
に
応
じ
て
賃
金
改
訂
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
賃
金
水
準
の
上
昇
に
応
じ
て
、
大
企
業
の
中
高
年
層
な
ど
を
除
き
、
比
較
的
均
等
な
賃
金
上
昇
が
起
っ
て
い
る

が
、
賃
金
分
布
と
低
賃
金
層
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
賃
金
分
布
は
、
賃
金
格
差
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
賃
金
階
級
別

労
働
者
数
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
、
賃
金
格
差
に
解
消
で
き
な
い
問
題
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
府
レ
ベ
ル
の
時
系
列
の
資
料
と
し
て
は
、

昭
和
一
一
一
四
年
以
降
の
就
業
構
造
本
調
査
が
あ
る
。
こ
れ
を
整
理
し
た
第
九
表
に
よ
る
と
、
非
農
林
業
で
は
、
三
四
’
四
○
年
に
は
低
賃
金
層

の
賃
金
の
上
昇
率
が
、
相
対
的
高
賃
金
層
の
そ
れ
よ
り
高
い
と
い
う
形
で
分
布
の
平
等
化
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
四
○
年
以
降
は
低
賃

金
層
の
賃
金
の
伸
び
は
平
均
並
み
ま
た
は
そ
れ
を
や
や
下
回
る
に
い
た
る
。
ま
た
、
四
三
’
四
六
年
に
は
高
賃
金
層
の
伸
び
が
鈍
化
し
て

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場
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七
二

分
布
が
さ
ら
に
平
等
化
し
て
い
る
。
相
対
的
低
所
得
層
の
内
容
は
、
従
来
、
女
子
や
若
年
層

を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
昭
和
一
一
一
○
年
代
以
降
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
が
わ
ず
か
に
変
化

が
あ
る
。
前
記
統
計
で
は
下
位
四
分
の
一
の
賃
金
の
労
働
者
中
に
占
め
る
女
子
の
割
合
は
六

○
％
後
前
で
あ
る
が
、
昭
和
三
四
年
か
ら
四
○
年
ま
で
増
加
、
四
○
’
四
一
一
一
年
は
保
合
、
四

三
’
四
六
年
は
微
減
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
初
任
給
の
動
き
と
、
虫
同
年
婦
人
の
労
働

力
率
の
推
移
と
対
応
し
て
い
る
。
後
の
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
虫
同
年
婦
人
の
労
働
力
化
は
、

労
働
力
不
足
の
進
展
に
伴
っ
て
全
国
的
に
は
昭
和
三
○
年
代
後
半
に
進
展
し
、
そ
の
後
は
増

勢
に
あ
い
る
も
の
の
四
五
年
ご
ろ
か
ら
変
化
か
み
ら
れ
る
。
府
下
の
場
合
も
同
様
な
傾
向
に

あ
る
。
就
業
構
造
基
本
調
査
で
、
四
○
才
以
上
の
女
子
の
有
業
者
の
増
加
は
四
一
一
一
’
四
六
年

に
鈍
化
し
て
い
る
。
女
子
労
働
者
の
平
均
賃
金
は
、
ほ
と
ん
ど
年
齢
差
が
な
く
、
史
尚
年
層

で
む
し
ろ
低
下
す
る
か
ら
、
未
経
験
の
虫
同
年
婦
人
の
雇
用
の
伸
び
が
鈍
化
す
れ
ば
低
賃
金

層
の
構
成
に
も
影
響
す
る
。
そ
の
変
化
は
大
き
い
訳
で
は
な
い
が
、
現
時
点
の
低
賃
金
層
に

は
、
さ
き
に
述
ぺ
た
よ
う
に
産
業
発
達
か
ら
と
り
残
さ
れ
た
地
域
の
労
働
者
、
一
部
の
高
齢

者
、
心
身
に
障
害
あ
る
者
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
中
学
卒
の
高
校
進
学
が
普
通
と
な
り
、

府
下
で
は
進
学
率
九
○
％
に
達
し
て
い
る
結
果
、
地
元
の
中
学
卒
就
職
者
は
能
力
の
低
い
者
、

家
庭
が
著
し
く
貧
困
な
者
な
ど
に
限
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
中
学
卒
初
任
給
は
か
つ
て
の
よ

う
に
基
幹
的
労
働
者
の
出
発
点
と
し
て
意
味
を
失
な
い
、
右
の
よ
う
な
企
業
の
選
択
基
準
の



下
位
に
あ
る
労
働
者
の
賃
金
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
。

以
上
、
労
働
力
不
足
下
で
は
、
限
界
的
な
労
働
者
層
が
賃
金
分
布
の
最
下
層
を
占
め
る
が
、
こ
の
層
は
量
的
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
平
均
賃
金
に
よ
り
多
く
影
響
す
る
の
は
、
女
子
や
若
年
層
あ
る
い
は
産
業
未
発
達
の
地
域
の
労
働
力
の
比
率
で
あ
る
。
金
属
機

械
工
業
の
う
ち
で
も
労
働
集
約
的
で
作
業
の
単
純
な
電
機
な
ど
で
は
実
際
こ
れ
ら
の
労
働
力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
務
費
を
切
り

下
げ
て
い
る
事
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。
内
職
、
零
細
経
営
に
よ
る
電
機
部
品
の
組
立
も
そ
の
例
で
あ
る
。
若
年
女
子
の
比
率
が
高
い
た
め
、

規
模
と
し
て
は
大
き
い
が
平
均
賃
金
の
低
い
有
力
企
業
も
あ
る
。
京
都
に
本
社
の
あ
る
電
機
メ
ー
カ
ー
は
、
逐
次
地
方
都
市
に
別
会
社
を

創
設
し
て
地
元
の
女
子
高
校
卒
を
使
用
す
る
政
策
を
と
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
個
別
賃
金
の
格
差
が
す
で
に
縮
小
し
て
い
る
こ
と
と
、
中

小
規
模
の
企
業
の
労
働
者
の
年
齢
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
均
賃
金
と
し
て
は
下
請
企
業
が
元
請
企
業
を
上
回
る
場
合
も
で

て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
持
続
し
て
も
な
お
大
企
業
が
下
請
企
業
を
利
用
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
目
的
や
形
態

も
変
化
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
京
都
市
が
最
近
お
こ
な
っ
た
『
中
堅
規
模
企
業
の
下
請
・
外
注
実
態
調
査
』
に
よ
れ
ば
、

下
請
外
注
を
利
用
す
る
理
由
と
し
て
は
、
特
殊
な
技
術
を
利
用
す
る
た
め
、
仕
事
量
の
変
動
を
調
節
す
る
た
め
、
設
備
を
拡
張
す
る
よ
り

も
有
利
な
た
め
な
ど
の
理
由
が
、
コ
ス
ト
が
安
く
つ
く
た
め
と
い
う
理
由
よ
り
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
下
請
・
外
注
関
係
に
あ

る
企
業
へ
の
援
助
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
企
業
の
規
模
が
大
き
い
場
合
は
何
ら
の
援
助
も
行
な
わ
ず
対
等
な
取
引
関
係
に
接
近
し

よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
ほ
か
、
新
た
な
方
式
と
し
て
品
質
、
工
程
、
経
営
管
理
等
に
つ
い
て
指
導
す
る
も
の
が
相
当
数
み
ら
れ
る
。
単

価
決
定
に
お
い
て
も
、
買
い
叩
き
に
と
ど
め
ず
、
元
請
の
発
注
単
価
の
見
積
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
。
経
営
管
理
面
の
指

導
が
必
要
と
な
る
の
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
高
騰
す
る
人
件
費
な
ど
の
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
賃
金

格
差
が
既
に
圧
縮
さ
れ
労
働
力
不
足
下
に
賃
金
が
一
般
に
高
騰
す
る
な
か
で
、
従
来
の
下
請
関
係
と
異
っ
た
面
が
で
て
い
る
こ
と
を
示
す

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場
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昭
和
四
○
年
以
降
、
労
働
力
不
足
が
持
続
す
る
な
か
で
地
域
労
働
市
場
に
あ
ら
わ
れ
た
い
く
つ
か
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
た
。
労
働
需

要
の
面
に
つ
い
て
は
、
製
造
業
の
中
堅
的
部
分
で
省
力
化
が
す
す
ん
だ
。
機
械
設
備
や
作
業
方
法
の
改
善
に
よ
る
企
業
内
に
お
け
る
労
働

力
節
約
と
下
請
、
外
注
利
用
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
労
働
力
供
給
源
の
転
換
は
、
間
も
な
く
他
地
域
他
企
業
と
の
競
合
か
ら
限
界
に
近
づ
い

た
。
発
展
的
な
第
三
次
産
業
分
野
と
、
下
請
、
下
注
利
用
の
結
果
、
零
細
経
営
と
そ
の
従
業
員
数
咄
増
大
し
、
就
業
構
造
の
変
化
は
緩
や

か
で
あ
っ
た
。
労
働
力
不
足
に
と
も
な
っ
て
、
慣
行
的
な
賃
金
格
差
左
維
持
十
る
経
営
者
の
態
度
が
一
般
化
し
、
大
企
業
に
お
け
る
中
高

年
層
な
ど
一
部
の
層
を
除
い
て
比
較
的
均
等
な
賃
金
の
上
昇
が
み
ら
れ
た
。
低
賃
金
労
働
者
の
賃
金
も
平
均
並
み
に
は
上
昇
し
、
最
低
層

の
内
容
も
整
理
さ
れ
て
き
た
。
右
の
よ
う
な
労
働
力
不
足
下
の
雇
用
、
賃
金
の
動
き
は
、
労
働
者
生
活
の
面
か
ら
い
く
つ
か
の
問
題
点
を

含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
省
力
化
に
伴
う
職
場
の
作
業
条
件
へ
の
影
響
は
ど
う
か
、
雇
用
の
拡
大
し
た
商
業
サ
ー
ビ
ス
業
、
零
細
企
業

に
お
け
る
労
働
条
件
は
ど
っ
か
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
地
域
的
に
も
、
産
業
活
動
と
人
口
の
局
地
的
集
中
に
伴
う
過
密
化
に
よ
る
生
活
環

境
の
悪
化
の
問
題
が
あ
る
。
労
働
市
場
の
地
域
構
造
に
つ
い
て
は
、
過
密
化
し
た
部
分
で
の
広
域
の
需
給
結
合
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
他

の
地
域
お
よ
び
地
域
間
の
慣
行
は
あ
ま
り
変
化
が
な
か
っ
た
。
京
都
府
下
で
は
、
地
域
間
の
賃
金
格
差
も
、
一
部
過
疎
地
の
賃
金
の
相
対

的
低
下
も
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
は
縮
小
し
な
か
っ
た
。
北
部
の
相
対
的
低
賃
金
が
残
存
し
、
こ
れ
を
利
用
す
る
労
働
集
約
的
産
業
の
進

眼
も
み
ら
れ
た
。
労
働
力
不
足
の
進
展
は
、
名
目
賃
金
の
大
幅
な
上
昇
を
も
た
ら
し
、
就
職
、
就
業
先
の
選
択
の
余
地
を
拡
げ
る
役
割
を

果
し
た
が
、
自
由
な
売
手
市
場
の
み
で
は
解
決
で
き
に
く
い
問
題
も
生
み
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
昭
和
四
七
年
八
月
）
。

労
働
力
不
足
下
の
地
域
労
働
市
場

も
の
で
あ
る
。
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